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祐
天
上
人
は
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）
七

月
十
五
日
に
逝
去
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
祐
海
上

人
は
、
大
仏
師
竹
崎
石
見
を
呼
び
出
し
、
祐
天

上
人
の
肖
像
を
彫
る
よ
う
に
命
じ
た
。
石
見
は

十
数
回
彫
り
な
お
し
た
う
え
、
半
年
か
け
て
み

ご
と
な
祐
天
上
人
像
を
彫
み
こ
ん
だ
。
さ
す
が

に
こ
の
肖
像
は
祐
天
上
人
に
生
き
写
し
で
あ
っ

た
。
あ
ま
り
に
も
似
て
い
る
の
で
、
世
間
で
は
、

祐
天
上
人
の
す
べ
て
を
知
り
つ
く
し
た
祐
海
上

人
の
作
と
い
っ
て
も
不
自
然
で
は
な
い
、
と
い

う
噂
ま
で
出
た
ほ
ど
で
あ
る
。
祐
天
上
人
の
肖

像
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
袈
裟
の
模
様
は
、
過
日

上
人
が
江
戸
城
の
大
奥
で
、
天
英
院
に
血
脈
を

授
け
ら
れ
た
と
き
、
天
英
院
か
ら
お
礼
と
し
て

い
た
だ
い
た
袈
裟
の
模
様
を
写
し
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
座
布
団
も
、
天
英
院
か
ら
も
ら
っ
た

も
の
で
、
紺
地
に
金
襴
の
模
様
の
入
っ
た
そ
れ

を
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

祐
天
寺
に
什
宝
と
し
て
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。 

 

祐
海
上
人
は
、
こ
の
肖
像
を
作
る
と
き
か
ら
、

す
ぐ
に
で
も
明
顕
山
祐
天
寺
と
い
う
寺
名
を
申

請
し
、
そ
こ
に
祐
天
上
人
の
御
廟
を
作
り
た
い

と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
も
し
こ
の
名
前
が

許
可
さ
れ
な
け
れ
ば
、
自
分
は
往
生
し
な
い
つ

も
り
で
い
た
。
だ
か
ら
祐
海
上
人
は
こ
の
こ
と

を
書
い
て
肖
像
の
胎
内
に
納
め
た
。
し
か
し
新

寺
を
建
て
る
こ
と
は
不
可
能
の
時
代
で
あ
っ
た
。

け
れ
ど
も
祐
海
上
人
は
、
ど
う
し
て
も
師
僧
祐

天
上
人
の
名
前
を
つ
け
た
寺
を
建
立
し
、
そ
の

恩
に
報
い
る
と
同
時
に
、
多
く
の
人
々
に
結
縁

を
さ
せ
、
祐
天
上
人
の
帰
依
者
を
極
楽
に
往
生

さ
せ
た
い
、
と
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
止
む

に
や
ま
れ
ぬ
思
い
で
過
し
て
い
た
祐
海
上
人
は
、

祐
天
上
人
の
逝
去
後
す
ぐ
と
申
請
を
し
た
が
、

規
則
は
規
則
、
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
祐
天
上
人
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
天
英
院

や
月
光
院
に
頼
み
、
や
っ
と
そ
の
目
的
を
達
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
祐
海
上
人
は
、

自
分
も
間
違
い
な
く
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
っ
て
喜
ん
で
い
る
。
現
在
、
祐
天
寺
本
堂

の
中
央
に
安
置
さ
れ
て
い
る
二
尺
三
寸
の
座
像

が
こ
れ
で
あ
る
。
胎
内
に
は
祐
天
上
人
の
六
字

の
名
号
や
ご
両
親
の
戒
名
な
ど
も
納
め
ら
れ
て

い
る
。『
明
顕
山
記
録
』
に
よ
る
と
、
祐
天
上
人

の
肖
像
を
作
る
噂
を
用
い
た
松
姫
（
光
現
院
、

前
田
吉
治
室
）
は
、
自
分
が
施
主
と
な
っ
て
上

人
の
肖
像
を
作
り
た
い
と
申
し
出
た
。
し
か
し

祐
海
上
人
は
、
祐
天
上
人
は
祐
天
寺
の
開
山
上

人
で
あ
る
か
ら
、
弟
子
で
あ
る
自
分
が
作
り
た

い
と
主
張
し
た
。
と
こ
ろ
が
信
仰
心
の
強
い
松

姫
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
に
作
ら
せ
て
ほ
し
い

と
い
い
、
奥
女
中
の
か
ね
を
使
い
と
し
て
、
早
々

に
手
紙
に
そ
え
て
お
金
を
と
ど
け
で
よ
こ
し
た
。

こ
こ
ま
で
さ
れ
た
ら
祐
海
上
人
も
ど
う
す
る
こ

と
も
で
き
ず
、
松
姫
の
申
し
出
を
拒
む
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。 

 

享
保
四
年
正
月
十
五
日
、
祐
天
上
人
の
入
寂

さ
れ
た
麻
布
竜
土
の
庵
室
に
、
み
ご
と
に
彫
ら

れ
た
祐
天
上
人
の
肖
像
が
運
ば
れ
た
。
そ
こ
で

祐
海
上
人
は
、
増
上
寺
三
十
八
世
演
譽
白
随
大

僧
正
を
招
い
て
導
師
を
願
い
、
円
竜
上
人
や
吾

水
上
人
ら
が
役
僧
を
つ
と
め
、
法
類
一
同
が
集

っ
て
開
眼
法
要
を
行
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
松
姫
の

名
代
の
奥
女
中
も
出
席
し
た
に
相
違
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
祐
海
上
人
は
じ
め
、
弟
子
や
法
類

の
多
く
は
、
祐
天
上
人
の
肖
像
が
一
つ
し
か
な

い
の
は
心
細
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
考
え
は

後
世
の
人
々
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
と
く
に
祐
天
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寺
六
世
祐
全

上
人
は
、
何

と
か
し
て
本

堂
に
安
置
さ

れ
て
い
る
肖

像
と
同
じ
も

の
を
作
り
た

い
と
長
い
間

考
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
な

か
な
か
そ
の

チ
ャ
ン
ス
が
な
か
っ
た
。
あ
る
日
の
こ
と
、
府

中
六
所
明
神
の
境
内
に
あ
っ
た
千
年
も
た
つ
と

い
う
古
木
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ

で
こ
の
木
を
彫
木
と
し
、
か
ね
て
か
ら
の
願
い

を
成
就
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
寛
政
八
年
（
一

七
九
六
）
九
月
六
日
、
祐
全
上
人
は
仏
師
竹
崎

石
見
に
彫
刻
を
依
頼
し
た
。
半
年
後
の
寛
政
九

年
四
月
七
日
に
み
ご
と
な
肖
像
が
完
成
し
、
祐

天
寺
に
運
ば
れ
た
。
た
ま
た
ま
四
月
八
日
は
開

山
祐
天
上
人
の
誕
生
日
で
あ
る
。
ご
緑
の
不
思

議
さ
に
感
謝
し
な
が
ら
、
住
持
の
祐
全
上
人
は

と
り
あ
え
ず
自
刃
で
開
眼
供
養
を
し
、
胎
内
木

地
よ
り
作
っ
た
札
二
千
余
枚
に
お
名
号
を
し
た

た
め
た
。
お
そ
ら
く
こ
の
お
名
号
が
、
祐
天
上

人
像
の
分
身
と
し
て
、
法
類
や
善
男
善
女
に
配

ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
同
年
の
七
月
七
日
、

祐
全
上
人
は
、
幡
随
院
観
菩
上
人
を
は
じ
め
、

法
類
一
同
を
招
待
し
て
、
正
式
に
開
眼
法
要
を

行
っ
た
。 

 

こ
れ
以
前
に
も
祐
天
上
人
に
は
肖
像
が
あ
っ

た
。
一
つ
は
正
徳
三
年
（
一
七
一
三
）
に
京
都

の
仏
師
七
条
左
京
が
、
祐
天
上
人
七
十
七
歳
の

喜
寿
の
姿
を
写
し
て
彫
刻
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
像
は
祐
天
上
人
ご
自
身
が
開
眼
し
、
増
上

寺
の
開
山
堂
に
安
置
し
た
。
そ
の
後
、
天
明
七

年
（
一
七
八
七
）
七
月
十
二
日
、
祐
全
上
人
や

霊
巌
寺
祐
水
上
人
は
じ
め
、
法
類
の
人
々
が
集

ま
り
、
報
恩
の
た
め
に
修
補
し
て
い
る
。
こ
の

と
き
祐
全
上
人
は
そ
の
記
録
と
、
お
名
号
を
胎

内
に
入
れ
た
と
い
う
が
、
明
ら
か
で
な
い
。 

 

も
う
一
つ
は
京
都
百
万
遍
知
恩
寺
に
あ
る
像

で
あ
る
。
こ
れ
は
正
徳
二
年
の
冬
、
竹
崎
石
見

が
彫
刻
し
た
も
の
で
、
最
初
に
試
み
と
し
て
作

ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
水
冠
は
金
襴
で
織
り
格

子
に
な
っ
て
お
り
、
七
条
の
袈
裟
は
、
茶
地
に

唐
草
や
桐
葉
を
お
い
た
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
像
は
、
寛
政
五
年
七
月
五
日
、
登
巖
寺
祐

水
上
人
が
百
万
遍
知
恩
寺
五
十
四
世
と
し
て
入

山
し
た
と
き
持
参
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
以
来

「
厄
除
名
号
」
の
祐
天
上
人
像
と
し
て
、
京
都

の
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
る
。 

 

こ
の
他
に
も
祐
天
上
人
の
菩
提
寺
で
あ
る
い

わ
き
市
最
勝
院
の
本
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
も

の
、
あ
る
い
は
祐
天
上
人
中
興
の
板
橋
専
称
院

に
安
置
さ
れ
て
い
る
肖
像
な
ど
、
規
模
は
異
な

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
特
色
や
い
わ
れ
を
持
つ
肖
像

は
多
い
。
く
わ
し
く
調
査
を
す
れ
ば
、
か
な
り

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
祐
天
上
人
は

人
々
に
親
し
ま
れ
、
そ
の
ご
利
益
が
現
在
に
生

き
て
い
る
。 


