
西さ
い

方は
う

院ゐ
ん

〔
上
野
村
の
中
に
あ
り
。
開
基
は
寂
忍
法

じ
や
く
に
ん

師
。
○
般は
ん

若に
や

尼に

の
塔
寺
内
に
あ
り
、
此
尼
は
寂
忍
の
母
な
り
〕

真し
ん

光く
わ
う

寺じ

〔
大
長な
が

瀬せ

村
の
北
に
あ
り
。
本
尊
釈
迦
仏
、
行
基
ぎ
や
う
ぎ

の
作
、
坐
像
、
五
尺
許
。
開
基
考
へ
ず
〕

売ば
い

炭た
ん

翁を
う
の

墓は
か

〔
勝
林
院
村

し
よ
う
り
ん
ゐ
ん

極ご
く

楽ら
く

院ゐ
ん

の
後
山
に
あ
り
。
此
地
は
則
小を

野の

山
に
し
て
歌
人
の
秀
詠
多
し
、
多
く
は
炭
竃
を
読
。
凡
炭
焼
を
業
と

す
る
所
に
は
売
炭
翁
あ
り
、
此
所
も
其
首
長
の
墓
な
ら
ん
か
〕

拾
　
　
玉
　
　
小を

野の

山
も
大お
ほ

原は
ら

山
も
炭
が
ま
の
煙
は
お
な
じ
あ
は
れ
な
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
慈
　
　
　
　
　
鎮

住
吉
百
首
　
　
炭
が
ま
も
氷
室
も
お
な
じ
小
野
山
は
火
と
水
と
こ
そ
隔
な
り
け
れ
　
　
　
　
　
俊
　
　
　
　
　
成

炭

焼

や

お

ぼ

ろ

の

清

水

鼻

を

見

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
其
　
　
　
　
　
角

小を

野の
ゝ

氷ひ

室む
ろ

〔
延
喜
式
曰
、
山
城
国
愛お
た

宕ぎ

郡
小を

野の

一
所
。
云
云
〕

を
の
ゝ
氷
室
山
の
か
た
に
残
の
花
尋
ね
け
る
日
、
僧
都
証
　
し
よ
う

観く
わ
んが

坊
に
て
こ
れ
か
れ
哥
よ
み
け
る
に
よ
め
る
、

千
　
　
載
　
　
下
寒
る
氷
室
の
山
の
遅
桜
き
へ
残
り
け
る
雪
か
と
ぞ
見
る
　
　
　
　
　
　
　
　
源
　
　
仲
　
　
正



拾
　
　
玉
　
　
と
も
さ
そ
ふ
小を

野の

の
山
べ
の
氷
室
山
こ
の
涼
し
さ
は
夏
か
あ
ら
ぬ
か
　
　
　
　
慈
　
　
　
　
　
鎮

萱か
や

穂ほ
の

橋は
し

〔
大
原
梶か
ぢ

井ゐ

御
所
の
北
に
あ
り
。
此
橋
紀き

州し
う

高か
う

野や

山さ
ん

の
御
廟
橋
、
奥あ
う

州し
う

松ま
つ

島し
ま

五ご

台だ
い

堂だ
う

の
梭
橋
に
等
し
く
し
て
、
造
悪
不
善
の
者

は
わ
た
る
事
を
得
ざ
る
な
り
。
土
人
曰
毎
歳
一
二
人
あ
り
、
皆
見
る
所
な
り
と
ぞ
〕

来ら
い

迎が
う

橋ば
し

〔
萱
穂
橋
の
北
に
あ
り
、
截
石
の
橋
に
し
て
、
欄
干
銅
の
擬
宝
珠
あ
り
。
郷
中
の
葬
送
此
橋
上
に
舁
来
つ
て
、
本
尊
阿
弥
陀
仏

に
回
向
な
さ
し
む
〕

後ご

鳥と

羽ば
の

院ゐ
ん
の

陵
み
さ
ゝ
ぎ

〔
帝
陵
記
曰
、
北
大
原
勝
林
院
塔

し
よ
う
り
ん
ゐ
ん

頭
実
光
院

じ
つ
く
わ
う
ゐ
んに

あ
り
。
火
葬
所
は
隠を

岐き
の

国く
に

島
前
海
部
海
士
村
源げ
ん

福ふ
く

寺じ

に
あ
り
、
小
祠
を

建
る
〕

獅し

子し

石せ
き

〔
融ゆ

通つ
う

寺じ

堂
前
の
右
に
あ
り
、
良
忍
上

り
や
う
に
ん

人
こ
ゝ
に
て
文
殊
の
秘
法
を
修
せ
ら
る
時
、
此
石
獅
子
と
化
し
て
、
踊
め
ぐ
り
声
を
発

せ
し
と
な
り
〕（
釈
書
出
）



羅ら

漢か
ん

橋ば
し

〔
来ら
い

迎が
う

院
の
前
の
石
橋
を
い
ふ
。
伝
云
、
む
か
し
此
橋
上
に
十
六
羅
漢
現
じ
給
ふ
と
な
ん
〕

法は
ふ

然ね
ん

上し
や
う

人に
ん

腰こ
し

掛か
け

石い
し

〔
同
所
の
西
に
あ
り
。
伝
云
、
上
人
勝
林
院
本

し
よ
う
り
ん
ゐ
ん

尊
に
参
詣
の
時
は
、
か
な
ら
ず
此
石
上
に
や
す
ら
ひ
給
ふ
と
な

ん
〕

姫ひ
め
の

祠や
し
ろ

〔
勝
林
院

し
よ
う
り
ん

村
往
還
の
西
に
あ
り
、
例
祭
三
月
五
日
〕

大
津
杜

〔
草
生
村
北
二
町
ば
か
り
の
野
中
に
あ
り
〕

良り
や
う

暹せ
ん
の

山さ
ん

荘さ
う

〔
大
原
に
あ
る
よ
し
袋
草
子
に
見
へ
た
り
。
旧
地
詳
な
ら
ず
〕

〔
清き
よ

輔す
け

袋
草
子
曰
、
人
々
大
原
に
遊
行
す
。
お
の

く
騎
馬
し
け
る
に
、
俊と
し

頼よ
り

朝
臣
ひ
と
り
俄
に
下
馬
し
け
り
。
人
々
驚
い
て
こ
れ
を
問
し

む
る
に
。
答
て
曰
、
此
所
良
暹
り
や
う
せ
んが

旧
房
な
り
、
何
ん
ぞ
下
馬
せ
ざ
ら
ん
や
。
人
々
こ
れ
を
き
ゝ
て
大
に
感
歎
し
、
皆
下
馬
し
て
行
過
ぬ
。
件

の
良
暹
房

り
や
う
せ
ん

の
山
荘
今
に
於
て
あ
り
と
い
ふ
。
又
あ
る
僧
語
つ
て
曰
、
良
暹
法

り
や
う
せ
ん

師
が
障
子
に
書
給
ふ
歌
い
ま
だ
消
せ
ず
と
ぞ
〕

後

拾

遺
　
　
山
里
の
甲
斐
も
あ
る
か
な
時
鳥
こ
と
し
も
ま
た
で
初
音
き
ゝ
つ
る
　
　
　
　
　
良
　
　
　
　
　
暹

此
歌
後
拾
遺
に
有
つ
て
、
定さ
だ

頼よ
り

卿
の
和
歌
に
末
同
じ
き
歟
、
い
づ
れ
が
先
に
詠
じ
給
ひ
け
ん
や
云
云
。



真さ
ね

守も
り

鉄か
な

盤と
こ

石い
し

〔
草
生
村
の
東
野
村
の
内
、
北
の
方
山
下
に
あ
り
。
伝
云
、
此
所
鍛か

冶ぢ

真さ
ね

守も
り

が
居
宅
な
り
、
大お
ほ

原は
ら

真さ
ね

守も
り

と
い
ふ
名
鍛
冶

こ
れ
な
り
〕


