
熊
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丈

熊
野
地
方
に
於
け
る
仏
教
諸
宗
の
展
開
状
況
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
特
に

曹
洞
宗

の
教
線
拡
大
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
年

代
と
し
て
は
、
十
五
世
紀
よ
り
十
七
世
紀
中
期
ま
で
が
中
心
と
な
る
。

当
地
を
範
囲
と
す
る
地
域
の
各
宗
派
寺
院
数
か
ら
み
る
と
、
約
九
割

を
占
め
る
曹
洞
宗
の
教
線
伸
長
の
特
徴
が

一
層
明
確
な
も

の
と
な
つ
て

い
る
。
当
域
に
お
け
る
各
宗
派

の
展
開
の
特
質
を
次
に
あ
げ
る
。

真
言
宗
、
当
地
域

へ
は
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀

に
か
け
て
曹
洞
宗

寺
院
が
多
数
、
法
地
開
山
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
身

の
寺
院

宗
派
と
し
て
は
真
言
宗
で
あ

つ
た
と
思
わ
れ
る
所
が
少
な
く
な
い
。
ま

た
当
地
域
は
、
そ
れ
以
前
に
お
い
て
の
宗
教
事
情
か
ら
み
る
と
熊
野
三

山
の
周
辺
地
帯
で
あ
る
こ
と
か
ら
修
験
道

の
担
当
し
た
部
分
が
多
く
、

神
仏
両
面

に
わ
た
る
彼
ら
の
性
格
、
宗
教
内
容
か
ら
し
て
、
当
地
方
庶

民
の
い
わ
ぽ
雑
習
的
性
格
と
も
て
合
致
し
て
、
ま
た
彼
ら
に
よ

つ
て
そ

の
よ
う
に
教
化
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
宗
教
的
内
容
は
、
加

持
祈
薦

に
ょ
る
除
災
、
治
病
、
祖
霊
の
鎮
魂
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
ま

さ
に
密
教
的
要
素

の
強
い
も
の
で
あ

つ
た
と
い
え
、

こ
の
点
は
後
来

の

曹
洞
宗
の
密
教
的
と
い
つ
て
よ
い
法
会

の
在
り
方
に
も
連
な
り
、
真
言

宗
寺
院
を
転
宗
さ
せ
て
も
、
そ
こ
に
お
け
る
宗
教
的
活
動
に
何
ら
障
害

を
生
じ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

天
台
宗
、
現
在

の
と
こ
ろ
当
地
域
に
お
け
る
教
線

の
伸
長
と
衰
退
な

ど
に
つ
い
て
の
明
確
な
資
料
を
、
見
い
出
す
に
至

つ
て
い
な
い
。

浄
土
宗
、
活
発
な
教
線

の
伸
び
は
み
ら
れ
ず
、

僅
か
に
尾
鷲
市
、
熊

野
市
に
そ
れ
ぞ
れ
念
仏
寺
、
称
名
寺
が
残
存
し
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

浄
土
宗

の
皆
無
で
あ
る
当
地
方

へ
僅
か
に
進
出

で
き
た
の
は
、
慶
長
年

中
、
当
地
が
浅
野
忠
吉

に
よ
る
町
割
り
の
際
に
商
業
地
と
し
て
発
展
し

た
こ
と
に
よ
り
他
地
方
か
ら
移
住
し
た
人
々
の
中
で
、
有
力
者

の
宗
旨

が
浄
土
宗
で
あ

つ
た
こ
と
に
ょ
る
と
思
わ
れ
、

開
創
者

の
経
済
的
基
盤

が
存
在

に
連
ら
な

つ
た
と
い
え
る
。
ま
た
熊
野
地
方
は
早
く
か
ら
熊
野

権
現

い
わ
ゆ
る
熊
野
三
山
と
、
伊
勢
神
宮
と
の
二
つ
の
大
き
な
影
響
を

受
け
た
所
で
あ
り
、
北
牟
委
郡
北
部
に
伊
勢
神
宮

の
御
園
、
御
厨
が
存

在
し
、
ま
た
旧
南
牟
委
郡
の
地
は
熊
野
権
現

の
神
領
で
あ

つ
た
の
で
、

い
わ
ば
こ
の
地
域
は
神
国
思
想
を
奉
す
る
宗
教
勢
力
の
強

い
地
域
で
あ
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っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ

に
対
し
て
理
念
的
に
は
浄
土
宗
、

つ
ま
り
法
然

の
専
修
念
仏
な
ど
は
現
実

の
世
間
を
五
濁
悪
世
と
規
定
し
て
お
り
、
日

本
古
来
の
神
々
を
尊
重
し
、
自
然
崇
拝
に
近

い
形
態
を
示
し
て
い
る
こ

の
地
域
に
確
固
た
る
権
威
を
築

い
て
い
る
神
国
思
想
と
鋭
く
対
立
す
る

こ
と
に
な
り
、
古
来

の
神
々
の
権
威
に
背
を
向
け
て
現
世
を
稜
土
と
し

て
厭
離
す
る
浄
土
思
想
が
、
伊
勢
地
方
同
様
こ
の
地
域
に
お
い
て
も
、

浄
土
宗
展
開
に
大
き
な
影
を
落
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
察
で
き
る
の
で

あ
り
、
結
果
と
し
て
教
線

の
伸
長
は
殆
ど
な
く
、

三
重
県
全
体
か
ら
み

て
も
勢
中
か
ら
勢
北
に
か
け
て
そ
の
重
点
が
置
か
れ
て
い

た

と

い
え

る
。浄

土
真
宗
、
主
力
は
ほ
と
ん
ど
津
市

一
身
田
の
専
修
寺
を

一
大
拠
点

と
し
た
勢
北
に
展
開
し
て
お
り
、
そ
の
地
に
お
い
て
は
他
宗
派
を
寄
せ

つ
け
な
い
強
力
な
教
線
が
構
築
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
流
れ
が
勢
南
地
方

ま
で
は
流
入
し
得
た
と
い
え
る
が
、

こ
の
地
域

に
お
い
て
は
僅
か
に
五

ヶ
寺
を
数
え
る
だ
け
に
と
ど
ま

つ
て
い
る
こ
と
か
ら
熊
野
地
方
に
下

っ

て
は
、
そ

の
勢
力
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
つ
て
よ
い
。

臨
済
宗
、
熊
野
地
方

に
は
七
ヶ
寺
あ
り
、
そ
の
う
ち
の

一
ヶ
寺
が
熊

野
波
田
須

に
あ
り
、
和
歌
山
新
宮

の
成
林
寺
末
で
、
他
の
六

ヶ
寺
は
新

宮
と
隣
接
す
る
紀
宝
町
に
あ
り
、
明
治
に
な

つ
て
妙
心
寺
派
に
統
合
さ

れ
た
興
国
寺
派
寺
院
で
あ
る
。
熊
野
地
方
で
の
教
線
拡
張

と

い
う

よ

り
、
和
歌
山
県
側

に
そ
の
教
線
の
伸
長
が
あ
り
、
そ

の
波
及
と
考
え
ら

れ
積
極
的
な
熊
野
で
の
活
動
は
行
な
わ
れ
な
か

つ
た
と
い
え
る
。

曹
洞
宗
、
当
地
域
の
中
核
を
形
成
す
る
寺
院

は
、
北
牟
委
郡
紀
伊
長

島
町
の
仏
光
寺
、
尾
鷲
市

の
常
声
寺
、
熊
野
市

の
最
明
寺
、
安
楽
寺
、

南
牟
委
郡
御
浜
の
光
明
寺
が
そ
の
中
心
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
の
特
質

は
、
中
規
模
な
寺
院
が
数

ヶ
寺
集
ま

つ
て
曹
洞
宗
が
他

の
宗
派
を
お
さ

え
て
大
多
数
を
占
め
た
点

に
あ
る
。
ま
た
こ
の
地
域

の
門
派
は
通
幻
派

が
約
九
割
を
占
め
、
残
り
を
太
源
派
が
占
め
て

い
る
。
太
源
派

の
流
れ

は
、
法
系
か
ら
み
る
と
遠
江
の
可
睡
斎
下
に
位
置
し
た
も
の
、
ま
た
遠

江

の
石
雲
院
か
ら
広
泰
寺
を
経
た
系
統
、
大
和

の
慶
田
寺
を
経
た
流
れ

と
三
派
あ
り
、
そ
の
中
心
は
熊
野
の
光
明
寺
、
最
明
寺

で
あ

る
。
ま

た
、
通
幻
派
は
守
護
大
内
氏
に
関
係
し
て
流
入
し
た
熊
野
の
安
楽
寺
、

海
山
町
の
竜
福
寺
末
二
派
と
、
本
貫
地
で
の
建

法
幡

の
形
と
な

つ
た
紀

伊
長
島
町

の
仏
光
寺
、
尾
鷲

の
常
声
寺
二
流
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
相

い
競
う
よ
う
に
化
導

の
実
を
挙
げ
た
成
果
が
、

曹
洞
宗

の
強
力
な
伸
長

に
直
接
結
び
つ
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
地
域
で
中
心
と
な
る
各
寺
院
の
開
創
年
を
調
べ
て
、
曹
洞
宗

の

定
着
、
発
展
伸
長
の
目
安
と
し
た
時
代
に
引
き
当
て
て
み
る
と
、
安
楽

寺

の
存
在
を
除
け
ば
他
の
地
域
で
は
発
展
伸
長
す
る
時
代
に
入

つ
て
い

る
頃
に
、
こ
の
地
域
で
は
や

つ
と
拠
点
を
確
保

し
た
時
代
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
明
確
な
原
因
は
把
握
で
き
な
い
が
、
他
地
域
と
の
比
較
か

ら
推
察
で
き
る
要
因
と
し
て
は
熊
野
三
山

の
勢
力
が
非
常
に
強
く
、

熊

野
別
当
が
宗
教
上

の
支
配
を
な
し
、
政
治
に
も
深
く
関
与
し
て
い
た
点

が
挙
げ
ら
れ
る
。
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鎌
倉
幕
府
の
い
わ
ゆ
る
守
護
地
頭
を
配
し
て
の
農
本
主
義
政
治
は
、

熊
野
の
水
軍
に
と

つ
て
は
な
は
だ
し
く
期
待
は
ず
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
守
護
地
頭
の
地
方
政
権
化
、
ま
た
そ
こ
か
ら
育

つ
守
護
大

名

の
強
大
化
は
熊
野
の
力
を
著
し
く
衰
退
さ
せ
た
と
い
つ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
政
治
動
向
は
熊
野
別
当
が
(純
宗
教
的
で
は
な
く
政

治
的
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
が
、
そ
こ
に
新
た
な
宗
教
勢
力
が
こ
の
地

に
進
出
す
る
機
会
を
得
た
と
い
え
る
。
そ
れ
が
こ
の
場
合
、
曹
洞
宗
進

出
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
真
言
宗
の
勢
力
が
織
田
氏
の
し
め
つ
け
の
影
響
、

徳
川
の
還

俗
政
策
か
ら
衰
退
す
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
、
後
来
の
曹
洞
宗
が
真
言
宗

寺
院
を
転
宗
さ
せ
て
取
り
込
む
事
態
が
生
じ
て
い
る
の
が
、
そ
れ
を
裏

付
け
て
い
る
。

江
戸
幕
府
が
開
か
れ
て
か
ら
、
各
宗
派
に
対
し
て
寺
院
法
度
が
出
さ

れ
、
特
に
慶
長
六
年
の
高
野
山
法
度
を
筆
頭
に
元
和
元
年
ま
で
多
く
の

宗
派
に
対

し
て
布
告
さ
れ
た
。
家
康
が
寺
院
法
度
を
出
し
た
目
的
は
、

全
国
の
寺
院
を
政
治
的
、
経
済
的
に
規
制
し
、
伝
統
的
特
権
を
収
奪
し
、

寺
院
勢
力
を
幕
藩
体
制
の
も
と
に
お
く
こ
と
に
あ

つ
た
。
ま
た
高
野
山
、

比
叡
山
な
ど
は
信
長
以
来
、
秀
吉
、
家
康
と
も
に
勢
力
削
減

に
専
念
し

た
。
例
え
ば
秀
吉
は
、
天
正
三
年

に
高
野
山
に
対
し
て
事

書

(掟
)
を

下
し
、
政
治
に
関
与
せ
ず
秀
吉

の
命
を
奉
じ
て
本
来
の
宗
教
活
動

に
終

始
し
て
従
順
に
し
て
他
意
な
け
れ
ば
、
高
野
山
を
攻
め
る
こ
と
を
止
め

て
も
よ
い
。
と
告
げ
、
高
野
山
に
対
し
て
政
権

に
協
力
す
る
よ
う
圧
力

を
か
け
た
如
く
で
あ
る
。

ま
た
幕
藩
体
制
の
確
立
と
共
に
、
家
康
は
高

野
山
に
対
し
て
慶
長
六

年
に
、
高
野
山
法
度
を
下
す
が
、
ま
ず

『
一
、
衆
徒
行
人
諸
公

の
事
、

往
古

の
掟
に
任
せ
て
、
格
別
た
る
べ
き
事
。
』
に
始
ま
り
、
最
後

に
『右

の
条

々
、
堅
く
こ
の
旨
を
守
り
、
仏
法
を
紹
隆
し
、
永
代
忘
失
せ
ず
、

天
下
安
泰
の
懇
祈
を
抽
ん
ず
べ
き
も

の
な
り
。』

と
記
し
て
あ
り

幕

府

の
命
に
反
逆
せ
ず
、
本
来

の
仏
法
だ
け
に
専
念
し
て
、
宗
教
活
動

に
終

始
せ
よ
と
ク
ギ
を
さ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
同
様
に
慶
長
十
三
年
に
出
さ
れ
た
比
叡
山
法
度
で
は
表
現
が
よ

り
具
体
的
と
な
り
、
『
一
、
学
道
に
勤
む
と
い
え
ど
も
、
そ
の
身

の
行

儀
、
不
律
な
る
に
お
い
て
は
、
速
に
離
山
に
及
ぶ
べ
き
事
。
』
と
か

『
一
、

衆
徒
妄
り
に
連
署
を
結
び
、
党
類
を
も

つ
て
非
儀
を
企
つ
る
に
お
い
て

は
、
追
放
せ
し
む
べ
き
事
。
』
な
ど

の
条
文
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
幕
府

の
制
圧
に
よ

つ
て
、
真
言
宗
の
こ
の
地
方

に
お
け

る
勢
力
は
徐

々
に
衰
退
し
て
き
た
と
い
え
る
。

こ
の
影
響

が

反

映

し

て
、
後
来
の
曹
洞
宗
教
団
の
流
入
を
容
易
に
さ
せ
た
と
い
え
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
曹
洞
宗
の
側
に
お
い
て
は
、
守
護
大
名
の
外
護
を
受
け
た

流
れ
と
、
出
身
地
で
の
化
導
を
試
み
る
流
れ
が
当
地
域
で
競
い
合
う
結

果
、
大
き
な
進
展
と
な

つ
た
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
時
代
の
変
化

が
有
利
に
展
開
し
た
と
い
え
る
。
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