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濃
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史
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は
じ

め

に

日
本
の
中
せ
で
は
、
古
代
貴
族
に
よ
る
支
配
の
あ
り
方
が
否
定
さ
れ
、
新
興
の
武
士
階
級
が
支
配

す
る
仕
組
み
が
で
き
あ
が
り
ま
し
た
。
武
士
た
ち
は
土
地
と
密
着
し
て
晨
業
経
営
を
お
こ
な
う
と
と

も
に
、
そ
の
領
地
を
守
る
た
め
に
武
装
し
て
式
芸
に
は
げ
み
ま
し
た
。
信
濃
は
古
く
か
ら
有
数
の
馬

あ

ず
ま
か
が
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
き

産
地
で
、
鎌
倉
幕
府
の
文
書

『吾
姜
鏡
』
に
も
多
く
の
牧
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
領
主
と
な

っ
た
信

濃

の
武
士
た
ち
は
、
こ
う
し
た
牧
を
基
盤
と
し
て
強
力
な
騎
馬
軍
団
を

つ
く
り
ま
し
た
。

晨
業
で
は
水
田
で
米
と
麦
の
二
毛
作
を
お
こ
な
う
こ
と
が
広
ま
り
ま
し
た
。
ま
た
商
品
の
流
通
が

全
国
的
に
さ
か
ん
に
な
り
、
信
濃

に
も
中
国
の
陶
磁
器
、
能
登

（石
川
県
）
や
尾
張

（愛
知
県
）
の
陶

器
が
も
た
ら
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
変
化
の
な
か
で
民
衆
が
生
き
生
き
と
活
動
し
て
い

た
こ
と
は
、
当
時
の
絵
巻
物
を
み
て
も
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

一
方
、
中
せ
は
現
在
よ
り
気
温
が
低

い
小
水
期
で
し
た
。
稲
作
な
ど
の
作
柄
は
不
安
定
で
、
し
ば

し
ば
戦
乱
の
ひ
き
が
ね
に
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
平
安
時
代
の
末
か
ら
仏
教
の
末
法
思
想
が
人

び
と
の
間
に
広
ま
り
ま
し
た
が
、
中
世
の
社
会
不
安
の
中
で
浄
土
教
や
弥
勒

・
地
蔵
信
仰
が
盛
ん
に

な
り
、
仏
教
は
大
き
く
発
展
し
ま
し
た
。
善
光
寺
も
鎌
倉
時
代
に
源
頼
朝
に
よ

っ
て
再
建
さ
れ
る
な
ど

い
っ

ぺ
ん
し
ょ
つ
に
ん

え
　
で
ん

官
寺
な
み
の
大
寺
院
に
な
り
ま
す
。
Ｊ

遍
上
人
絵
伝
』
を
み
る
と
、
当
時
の
門
前
町
の
に
ぎ
わ
い
が

わ
か
り
ま
す
。
そ
の
ほ
か
信
濃

で
は

「
戸
隠
二
千
坊
」
と
い
わ
れ
た
戸
隠
出
、
信
濃

一
官
で
あ

っ
た
諏

訪
大
社
な
ど
が
人
び
と
の
厚

い
信
仰
を
集
め
ま
し
た
。

『信
濃

の
風
土
と
歴
史
』
③
は
、
大
き
く
ゆ
れ
た
信
濃

の
中
世
を
善
光
寺
信
仰
を
中

磁
に
、
や
さ

し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
本
書
を
ぜ
ひ
読
ん
で
た
く
ま
し
く
生
き
た
中
せ
の
人
び
と
の
暮
ら
し
に
ふ

れ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

一
九
え
七
年
二
月

館
長
　
市
川
　
健
夫
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一遍上人絵伝 (清浄光寺・歓喜光寺蔵 国宝 複製 )

13世紀末、聖戒作。一遍聖絵ともいう。全 2巻。これは一遍上人の善光寺参詣の場面。



善
光
寺
の
年
表

古
代
か
ら
近
世
ま
で

善
光
寺
で
火
災
が
あ
る

応
仁
の
乱
が
お
こ
る

（～

一
四
七
七
）

善
光
寺
金
営
が
炎
上
す
る

長
え
景
虎

（上
杉
謙
信
）
と
武
田
晴
信

（武
田
信
玄
）
と

の
間
で
川
中
島
の
戦
が
は
じ
ま
る

武
田
晴
信
が
本
尊
の
善
光
寺
如
来
を
甲
府
に
移
す

武
田
氏
が
減
亡
し
、
善
光
寺
如
来
は
甲
府
か
ら
美
濃

へ
移

さ
れ
、
本
能
寺
の
変
後
、
さ
ら
に
尾
張

へ
移
さ
れ
る

善
光
寺
で
火
災
が
あ
る

徳
川
家
康
が
、
善
光
寺
如
来
を
二
河

・
逹
江
へ
移
す

豊
臣
参
吉
が
善
光
寺
如
来
を
京
都

へ
移
す

豊
臣
秀
吉
が
善
光
寺
如
来
を
信
濃

へ
戻
す

豊
臣
分
頼
が
善
光
寺
金
堂
を
再
建
す
る

徳
川
家
康
が
征
夷
大
将
軍
と
な
る

善
光
寺
で
火
災
が
あ
り
金
営
が
焼
け
る

善
光
寺
金
営
が
炎
上
す
る

新
し
い
善
光
寺
金
営

（寛
文
如
来
営
）
が
鬼
成
す
る

絵
入
り
五
巻
本

『善
光
寺
如
来
縁
起
』
が
出
版
さ
れ
る

善
光
寺
町
の
人
事
に
よ
り
金
営
が
焼
け
る

金
営

（現
在
の
本
営
）
が
完
成
す
る

五
五
二
（鉄
明
天
皇
十
二
）

八
世
紀
中
ご
ろ

一
〇
世
紀
中
ご
ろ

一
一
世
紀
末
～

一
二
世
紀
初

一
一
一
四
　
・小
久
ニ

一
一
セ
え
　
治
承
ニ

一
一
八
七
　
文
治
ニ

一
一
九

二
　
建
久
三

一
二
二
セ
　
安
貞
元

一
二
二
セ
　
嘉
禎

ニ

一
二
六

八
　
文
水

ニ

一
二
セ

一
　

文
水

八

一
二
七
四
　
文
水
十

一

一
二
人
○
　
弘
安
ニ

一
〓
〓

〓
一　
二
和

ニ

一
〓
〓
〓
一　
元
亨

ニ

一
〓
〓
二
八
　
暦
応
元
（聾
彗
こ

一
二
セ
○
　
應
安
長
建
蟹

）

一
四
〇
〇
　
應
・本
セ

西
暦

　

　

一死
号

百
済
国
が
日
本
に
釈
迦
像
を
贈
る

嶽
嬌
ポ
に
信
濃
町
鋭
■
・断
斜
膠
寺し
が
建
立
さ
れ
る

『僧
炒
逹
蘇
生
注
記
』
に
善
光
寺
の
名
が
み
え
る

善
光
寺
の
由
来
を
記
し
た

「
扶
桑
略
記
」
が
成
立
す
る

京
都
法
勝
寺
で
善
光
寺
別
当
の
従
者
が
騒
ぎ
を
お
こ
す

善
光
寺
で
火
災
が
あ
る

源
頼
朝
が
善
光
寺
再
建
を
命
じ
る

（
一
一
九

一
鬼
成
）

源
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
と
な
る

こ
の
こ
ろ
善
光
寺
近
辺
に
後
庁
と
よ
ば
れ
る
信
濃
国
の

役
所
が
あ

っ
た

（明
月
記
）

善
光
寺
の
工
菫
塔
が
完
成
す
る

善
光
寺
で
火
災
が
あ
る

一
遍
が
善
光
寺
に
参
詣
す
る

日
蓮
が
佐
波
か
ら
鎌
倉

へ
帰
る
途
中
善
光
寺
を
通
る

一
遍
が
再
び
善
光
寺
に
参
詣
す
る

善
光
寺
で
火
災
が
あ
る

善
光
寺
仏
師
炒
海
が
十

一
面
観
音
像
を
造
る

足
利
尊
氏
が
征
夷
大
将
軍
と
な
る

善
光
寺
で
火
災
が
あ
る

大
塔
合
戦
の
戦
死
者
を
時
衆
や
善
光
寺
の
妻
戸
衆
が
埋
葬
す
る

出
来
事

四
二
セ
　
應
ふ
二
十
四

四
六
七
　
応
仁
元

四
セ
セ
　
文
明
え

ユ
ニ
ニ
　
弘
治
元

五
五
八
　
水
禄
元

五
八
一一　
人
二
十

二
七
〇
　
工
和
ニ

五
八
二
　
天
二
十

一

二
え
セ
　
慶
長

ニ

五
た

八
　
慶
長
ニ

ユ
え
た
　
慶
長

四

六
〇
三
　
慶
長
八

六

一
二
　
元
和
元

六
四
一一　
寛
水
十
え

ユ貧
貧
ハ　
寛
文
六

六
え
二
　
一ん
禄
ニ

セ
○
〇
　
一几
禄
十
二

七
〇
セ
　
宝
水

四
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中
世
と
い
う
時
代

攀

―

tヽ     
―

◆
古
代
の
す
が
た
か
ら
中
世
の
す
が
た
ヘ

中
せ
は
、
武
士
に
代
表
さ
れ
る
実
力
に
よ
る
戦
い
が
行
わ
れ
る

一
方
で
、

人
び
と
が
平
和
な
せ
の
中
を
望
み
、
来
せ
に
お
け
る
浄
土
へ
の
生
ま
れ
変
わ

り
を
願
う
よ
う
に
な
っ
た
時
代
で
す
。

平
安
時
代
に
戦
い
を
職
業
と
し
て
歴
史
に
登
場
し
た
武
士
の
し
ご
と
は
、

貴
族
の
家
来
と
し
て
そ
の
守
護
に
あ
た
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。
鎌
倉
幕
府

が
成
立
し
、
武
士
が
政
権
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
生
死
を
か
け
て

戦
い
、
殺
生
を
職
業
と
す
る
こ
と
で
汚
れ
た
身
分
と
み
ら
れ
た
武
士
に
と
っ

て
、　
心
の
安
穏
、
す
な
わ
ち
極
楽
往
生
へ
の
希
求
は
切
実
な
も
の
で
し
た
。

一
方
、
中
せ
に
な
る
と
気
候
が
寒
冷
化
し
、
飢
饉
や
災
害
、
伝
染
病
な
ど

に
人
び
と
は
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
各
地
で
起
こ
っ
た
戦
い
に
は
百
姓

も
動
員
さ
れ
、
庶
民
は
死
と
隣
り
合
わ
せ
の
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
の
で
す
。

平
安
時
代
の
末
に
末
法
思
想
が
広
が
り
、
浄
土
思
想
が
盛
ん
に
な
る
と
、

貴
族
に
加
え
、
武
士
や
庶
民
も
来
せ
に
お
け
る
赴
の
安
穏
を
求
め
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
国
家
や
貴
族
の
た
め
に
あ
っ
た
古
代
の
仏
教
は
改
革
を
迫
ら

れ
、
武
士
や
庶
民
を
救
お
う
と
す
る
教
え
も
数
多
く
登
場
し
ま
し
た
。

◆
信
濃
の
中
世
の
特
色

ち
ょ
´́

，
つ

信
濃
は
古
代
か
ら
朝
廷
直
轄
の
枚
が
発
達
し
、
良
馬
の
産
地
と
し
て
有
名

で
し
た
。
こ
う
し
た
枚
は
、
ま
た
騎
兵
を
主
体
と
す
る
武
士
が
成
長
す
る
絶

ｎ
Ｕ



源平合戦図屏風 (長野県立歴史館蔵)

江戸時代中期の作.八曲―双.紙本著色.源平合戦のようすを描いたもの。

好
の
舞
台
で
も
あ
り
ま
し
た
。
善
光
寺

・
諏
訪
社
は
中
世
に
は
い
る
と
、
こ

う
し
た
武
士
の
信
仲
を
集
め
ま
し
た
。

中
せ
に
は
武
神

。
軍
神
と
さ
れ
た
諏
訪
社
の
歴
史
は
、
は
る
か
古
墳
時
代

に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。
鎌
倉
幕
府
や
信
濃
守
護
を
つ
と
め
た
北
条
氏
は
、
信

濃
に
所
領
を
持
つ
御
家
人
に
、
諏
訪
社
で
行
わ
れ
る
武
芸
を
奉
納
す
る
神
事

を
勤
め
さ
せ
ま
し
た
。
や
が
て
各
地
の
御
家
人
は
自
ら
の
本
領
に
諏
訪
社
の

末
社
を
つ
く
り
、
こ
う
し
て
諏
訪
社
は
全
国
に
広
ま
っ
た
の
で
す
。
現
在
諏

訪
社
の
分
社
は
全
国
に
五
五
九
〇
社
あ
り
ま
す
。

善
光
寺
は
同
Ｚ
の
お
寺
が
全
国
に

一
二
〇
か
寺
ほ
ど
あ
り
、
善
光
寺
の
本

尊
で
あ
る
善
光
寺
如
来
を
模
倣
し
た
善
光
寺
式

一
光
二
尊
像
は
、
中
せ
の
も

の
で
は
全
国
で
二
五
〇
体
ほ
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
平
安
時
代
末
か
ら
の

木
法
思
想
の
流
布
と
と
も
に
、
善
光
寺
如
来
が
百
済
か
ら
伝
来
し
た
仏
で
あ

り
、
生
き
仏
で
あ
る
と
い
う
信
仰
が
全
国
に
広
ま
り
、
二
尊
仏
を
模
造
す
る

こ
と
が
流
行
し
ま
し
た
。
ま
た
、
善
光
寺
如
来
は
古
代
の
国
家
仏
教
で
は
救

い
の
対
象
に
入
ら
な
か
っ
た
女
性
を
も
救
済
す
る
と
い
う
信
仰
も
加
わ
り
、

他
の
中
せ
寺
院
に
は
み
ら
れ
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
び
と
に
よ
っ
て

支
え
ら
れ
る
寺
と
し
て
発
展
し
ま
し
た
。

信
濃
に
本
拠
を
も
つ
善
光
寺
と
諏
訪
社
の
信
仰
が
武
士
や
庶
民
の
信
仰

を
背
景
に
、
全
国
に
そ
の
信
仰
を
広
め
は
じ
め
た
時
代
、
そ
れ
が
中
せ
と
い

う
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霜
島
正
ヨ



中
世
の
善
光
寺
信
仰

■
熱
↑

よ
濯
丁踊

全国最大級の木造建築物・善光寺本堂 (長野県教育委員会提供)

◆
善
光
寺
信
仰
の
広
が
り

冬
李
五
輪
開
催
地
の
ひ
と
つ
長
野
市
は
、
善
光
寺
の
間
前
町
と
し
て
発
達

し
ま
し
た
。
善
光
寺
は
祝
祭
日
は
も
と
よ
り
、
ウ
イ
ー
ク
デ
イ
に
も
朝
か
ら

多
く
の
参
詣
人
や
観
光
客
が
訪
れ
る
寺
院
と
し
て
、
全
国
的
に
も
有
名
で
す
。

年
間
の
参
詣
客
は
六
六
〇
万
人

（
一
九
え
五
年
）
に
の
ぼ
る
と
い
い
ま
す
。

現
在
、
善
光
寺
を
管
理

・
運
営
す
る
の
は
、
浄
土
宗
の
大
本
願
と
天
台
宗

の
大
勧
進
の
二
つ
の
寺
院
で
す
が
、
昔
か
ら
善
光
寺
は
ど
の
宗
派
に
も
属
し

て
い
な
い
こ
と
を
特
徴
と
し
て
き
ま
し
た
。
日
本
に
仏
教
が
伝
来
し
た
五
五

二
年
に
い
っ
し
ょ
に
招
来
し
た
も
の
が
善
光
寺
如
来
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
、

日
本
最
古
の
仏
像
と
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

善
光
寺
が
全
国
各
地
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
後
半
か

ら
で
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
関
東
を
中
心
に
善
光
寺
如
来

を
模
造
す
る
こ
と
が
大
流
行
し
ま
し
た
。
勧
進
聖
や
絵
解
き
法
師

・
琵
琶
法

師
な
ど
の
民
間
布
教
者
が
、
善
光
寺
縁
起
絵
な
ど
を
用
い
て
民
間
に
布
教
し

た
こ
と
も
あ
っ
て
、
善
光
寺
信
仰
は
全
国
に
広
が
っ
た
の
で
す
。

こ
の
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
、
人
び
と
の
あ
い
だ
で
は
仏
教
が
衰
退
し
そ
の

教
え
が
及
ば
な
い
末
法
の
世
界
に
な
る
と
い
う
末
法
思
想
が
、
世
紀
木
思
想

あ

　

み
　

た
　
に
ょ
ら
い

と
し
て
流
布
し
ま
し
た
。
一
方
で
、
阿
弥
陀
如
来
に
よ
っ
て
浄
上
の
世
界
に
生

れ
か
わ
れ
る
と
い
う
浄
土
思
想
が
広
が
り
ま
し
た
。
善
光
寺
信
仰
は
、
こ
の

り

Ｅ



T字型の棟をもつ善光寺本堂 (長野県教育委員会提供)

阿
弥
陀
信
仰
や
浄
土
思
想
に
の
っ
て
、
恙
速
に
全
国
に
拡
大
し
た
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
善
光
寺
や
門
前
町
が
こ
の
地
で
平
穏
無
事
に
発
展
し
て
き

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
川
中
島
合
戦
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
戦
国
時
代

に
は
、
高
梨
氏
に
よ
っ
て
河
束
に
移
転
さ
せ
ら
れ
、
武
田
信
玄
は
門
前
の
町

人
ら
と
と
も
に
本
尊
を
甲
府
に
移
転
し
、
今
の
甲
府
善
光
寺
を
建
て
ま
し
た
。

上
杉
謙
信
も
直
江
洋
に
善
光
寺
町
を
つ
く
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
徳
川
家
康
が

武
田
民
減
亡
後
、
甲
府
を
支
配
す
る
と
善
光
寺
本
尊
を
決
松
に
動
か
し
、
豊

臣
分
吉
が
天
下
を
と
る
と
京
都
方
広
寺
の
大
仏
殿
に
善
光
寺
如
来
を
移
動
し

ま
し
た
。
よ
う
や
く
慶
長
三
年

（
一
五
え
ハ
）
に
分
吉
の
心
変
わ
り
か
ら
今

の
地
に
戻
っ
た
の
で
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
荒
廃
し
て
い
た
本
営

（如
来
営
）
を
は
じ
め
と
す

る
諸
営
の
再
建
が
は
か
ら
れ
、
そ
の
巨
額
な
建
設
費
用
を
調
達
す
る
た
め
、

善
光
寺
大
勧
進
は
全
国
各
地
に
前
立
本
尊
を
出
張
さ
せ
、
庶
民
か
ら
の
浄
財

を
寄
進
し
て
も
ら
う
出
開
恨
を
幕
府
の
承
認
の
下
で
お
こ
な
っ
た
の
で
す
。

元
禄
十
四
年

（
一
セ
〇
一
）
か
ら
は
じ
ま
っ
て
五
年
間
に
お
よ
ぶ
全
国
各
地

で
の
御
開
恨
に
よ
っ
て
、
善
光
寺
信
仲
が
流
布
す
る
と
と
も
に
民
間
か
ら
巨

額
な
建
設
資
金
が
集
め
ら
れ
ま
し
た
。
幕
府
は
地
元
の
松
代
藩
と
共
同
で
、

奉
行
人
や
大
工
ら
を
定
め
、
近
せ
建
築
物
と
し
て
は
日
本
で
有
数
の
善
光
寺

本
堂
を
建
設
し
た
の
で
す
。
宝
水
四
年

（
一
セ
〇
七
）
庶
民
の
浄
財
に
よ
っ

て
現
在
の
善
光
寺
本
営
が
完
成
し
、
弘
化
の
善
光
寺
地
震
や
昭
和
の
松
代
地

震
で
も
崩
壊
す
る
こ
と
な
く
、
今
に
至
っ
て
い
る
の
で
す
。
　
　
昇
原
今
朝
こ

０
０



善
光
寺
の
位
置
と
規
模

善光寺門前と後庁付近 (一遍上人絵伝 複製)

◆
中
世
善
光
寺
の
位
置
と
大
き
さ

鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
善
光
寺
信
仲
の
流
行
と
と
も
に
、
善

光
寺
の
位
置
や
規
模
も
大
き
な
も
の
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。
治

承
二
年

（
一
一
セ
え
）
に
焼
失
し
た
建
物
は
、
文
治
三
年

（
一

一
八
セ
）
に
将
軍
源
頼
朝
に
よ
っ
て
再
建
工
事
が
命
じ
ら
れ
、

建
久
二
年

（
一
一
え

一
）
十
月
に
よ
う
や
く
完
成
し
ま
し
た
。

信
濃
国
司
の
代
理
人
で
あ
る
日
代
が
責
任
者
に
な
り
、
国
内
の

地
頭
御
家
人
を
は
じ
め
荘
園
公
領
の
人
び
と
を
動
員
し
て
も
な

お
四
年
も
の
歳
月
を
要
し
た
と
い
い
ま
す
か
ら
、　
い
か
に
大
規

模
な
伽
藍
を
も
っ
て
い
た
か
が
想
像
さ
れ
ま
す
。
鎌
倉
時
代
、

善
光
寺
は
た
び
た
び
火
災
に
あ
っ
て
再
定
事
業
が
繰
り
か
え
さ

れ
ま
し
た
が
、
そ
の
場
所
と
規
模
は
鎌
倉
時
代
に
枯
か
れ
た

『
一
遍
聖
絵
』
。
『遊
行
上
人
縁
起
絵
伝
』
や

『善
光
寺
縁
起
絵
』

な
ど
の
絵
画
資
料
か
ら
、
そ
の
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

鎌
倉
時
代
の
善
光
寺
は
、
現
在
よ
り
も
夕
し
南
に
あ
り
ま
し

た
。
裾
花
川
は
当
時
束
に
向
か
い
、
ほ
ぼ
い
ま
の
苅
昔
一営
や
セ

瀬
町
付
近
を
流
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
ハ
幡
川

（堰
）
が
そ

の
河
道
跡
で
す
。
こ
の
付
近
に
は

「高
畠
」
と
い
う
地
名
が
中

14



善光寺の南大門付近 (―遍上人絵伝 複製)

せ
に
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
川
岸
が
畑
に
利
用
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
現
在
で
も
そ
の
地
Ｚ
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
襴
千

を
も
っ
た
大
橋
が
架
け
ら
れ
、
入
リ
ロ
に
木
戸
が
設
け
ら
れ
て

い
ま
し
た
。
武
士
と
い
え
ど
も
こ
こ
で
下
馬
す
る
こ
と
に
な
っ

て
お
り
、
「」
の
木
戸
こ
そ
善
光
寺
門
前
の
入
リ
ロ
の
象
徴
で
し
た
。

南
大
門
は
現
在
の
大
門
町
付
近
に
あ
り
、
鐘
鋳
川

（堰
）
が

す
ぐ
南
側
を
流
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
川
に
挟
ま
れ
た

場
所
が
善
光
寺
門
前
で
、
定
期
市
が
立
ち
、
生
身
の
善
光
寺
如

来
と
仏
縁
を
結
ぶ
こ
と
の
で
き
る
境
界
の
場
で
、
だ
れ
も
が
自

由
に
往
来
で
き
る
都
市
的
な
場
で
し
た
。
こ
こ
は
後
庁
と
も
よ

ば
れ
、
国
の
役
人
ら
が
政
務
を
と
る
場
所
で
も
あ
り
ま
し
た
。

「西
門

・
桜
小
路
」
な
ど
の
地
名
か
ら
地
割
が
で
き
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
、
鎌
倉
時
代
に
は
炒
海
と
い
う
仏
師
や
慶
退
と

い
う
絵
仏
師
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
室
町
時
代
に
は
、
工

一
坊

と
い
う
戸
隠
の
出
伏
や
、
二
菊

・
花
寿
と
い
う
遊
女
、
さ
ら
に

は
大
工
の
仙
左
衛
門
父
子
ら
が
住
み
つ
い
て
い
ま
し
た
。
多
く

の
参
詣
人
を
相
手
に
し
た
琵
琶
法
師
や
絵
解
き
法
師
を
は
じ
め

と
す
る
大
道
芸
人
ら
も
集
ま
っ
て
と
て
も
に
ぎ
や
か
な
場
所
で

し
た
。

南
大
門
を
入
っ
て
中
門
ま
で
参
道
が
つ
づ
き
、
そ
の
両
側
に

よ

ら

や

し
き

は
町
屋
敷
が
あ
り
ま
し
た
。
現
在
で
も
東
町

。
西
町
の
地
名
が

Ｅ
Ｕ



長野県立歴史館常設展示室
え まき        そうてい、ヽくげん

鎌倉時代の善光寺門前のようすを、中世の絵巻などから想定復原した。

残
っ
て
い
ま
す
。
伽
藍
の
中
磁
は
、
本
営
と
二
菫
塔
と
中
間

・

回
廊
で
、
本
営
は
現
在
の
仲
見
せ
の
中
央
、
地
蔵
薔
薩
像
付
近

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
文
水
五
年

（
一
二
六
八
）
の
大
人
の
あ
と

に
再
建
さ
れ
た
善
光
寺
諸
営
塔
の
記
録
に
よ
る
と
、
常
行
二
味

を
修
す
る
常
行
営
、
法
華
二
味
を
修
す
る
法
幸
営
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
ら
は
、
天
台
宗
を
開
い
た
最
澄
が
比
叡
出
に
は
じ
め

て
建
設
し
た
も
の
で
す
が
、
浄
土
教
の
波
及
と
と
も
に
信
濃
善

光
寺
に
も
建
設
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
鐘
楼
と
と
も
に
五
菫
塔
が

あ
り
ま
し
た
。
聖
徳
太
子
は
善
光
寺
如
来
と
手
紙
の
交
換
を
し

た
と
い
う
信
仰
が
あ
り
、
聖
徳
太
子
御
影
営
が
建
ち
、
閻
魔
エ

を
は
じ
め
と
す
る
冥
界
の
工
を
ま
つ
る
十
二
営
、
諏
訪
明
神
を

ま
つ
っ
た
諏
訪
南
官
社
な
ど
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
平
安
か

ら
鎌
倉
時
代
に
ひ
ろ
ま
っ
た
多
く
の
種
類
の
仏
教
信
仲
が
善
光

寺
に
は
混
在
し
て
い
た
様
子
が
こ
れ
ら
諸
営
の
配
置
か
ら
う
か

が
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
北
門
を
で
る
と
、
旧
湯
福
川
が
流
れ

て
い
ま
し
た
。
現
在
の
駒
返
橋
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
場
所
で
す
。

中
世
善
光
寺
の
伽
藍
は
、
現
在
の
宿
坊
と
仲
見
せ
の
あ
る
地
籍

に
す

っ
ぽ
り
と
収
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。

（丼
原
今
朝
昇
）

ｎ
ｕ
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善
光
寺
仏
の
特
徴

善光寺の前立本尊。本尊の秘仏に類似するという。(長野市善光寺)

◆
謎
の
善
光
寺
仏
原
像

善
光
寺
が
い
つ
出
来
、
本
尊
仏
は
ど
の
よ
う
な
仏
像
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
は
、
だ
れ
も
が
い
だ
く
疑
間
で
す
が
、
じ
つ
は

そ
れ
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
善
光
寺
の
本
尊
は
昔
か
ら

秘
仏
と
さ
れ
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
善
光
寺
仏

の
原
像
を
探
す
方
法
と
し
て
は
、
古
い
文
献
の
調
査
や
、
本
尊

の
代
わ
り
に
七
年
に

一
度
、
御
開
恨
と
い
っ
て
公
開
さ
れ
る
前

立
本
尊
の
特
徴
か
ら
本
尊
の
形
を
研
究
す
る
美
術
史
の
調
査
な

ど
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

善
光
寺
に
つ
い
て
の
古
い
伝
承
は
、
「善
光
寺
縁
起
」
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
そ
の
内
容
が
わ
か
る
最
古
の
も
の

は
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
も
の
で
す
。

そ
れ
ら
に
よ
る
と
、
善
光
寺
仏
は
五
五
二
年
に
朝
鮮
半
島
よ
り

伝
来
し
た
も
の
で
、
阿
弥
陀
二
尊
像
で
あ
っ
た
と
信
じ
ら
れ
て

い
ま
し
た
。

し
か
し
、
美
術
史
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
セ
世
紀
初
頭
の
飛
鳥

時
代
に
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
来
し
た
仏
像

の
形
は
、
釈
迦
如
来

・

弥
勒
薔
薩

・
観
音
薔
薩
な
ど
の
造
像
が
盛
ん
で
あ

っ
た
け
れ
ど

も
、
阿
弥
陀
如
来
や
薬
師
如
来
な
ど
が
造
ら
れ
る
よ
う
な
環
境

０
０



模造された鎌倉時代の善光寺一光三尊仏 (上 田市願行寺 長野県立歴史館保管)

に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
石
田
茂
作
氏
が
、

「善
光
寺
如
来
は
阿
弥
陀
仏
に
非
ず
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し

た
の
も
そ
の
た
め
で
、
有
力
な
学
説
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
最

近
の
研
究
に
よ
る
と
、
韓
国
に
あ
る
仏
像
は
、
ニ
セ

一
年
に
当

た
る

「辛
卯
」
と
い
う
銘
文
を
も
ち
、
善
光
寺
仏
と
同
じ

一
光

二
尊
像
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
六
世
紀
後
半
に

は
、
高
句
麗
に

一
光
二
尊
仏
の
信
仰
が
す
で
に
あ
っ
た
と
い
う

の
で
す
。
こ
う
し
て
、
善
光
寺
仏
の
原
形
を
め
ぐ
る
調
査
研
究

は
、
六
世
紀
か
ら
七
世
紀
初
め
に
か
け
て
日
本
が
仏
教
を
受
け

入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
束
ア
ジ
ア
で
は
ど
の
よ
う
な
仏

像
が
造
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
波
来
像
が
多
か
っ
た
の
か
を
あ
き

ら
か
に
す
る
研
究
と
と
も
に
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

◆
前
立
本
尊
の
特
徴

も
う

一
つ
の
研
究
は
、
秘
仏
の
本
尊
を
模
造
し
た
と
い
う
前

立
本
尊
の
形
か
ら
、
善
光
寺
仏
の
原
形
を
探
る
調
査
研
究
も
進

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
前
立
本
尊
の
善
光
寺
仏
は
い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
以
降

に
な
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
、
全
国
に
二
六
〇
体
以
上
あ
り

ま
す
。
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
善
光
寺
信
仰
が
爆
発

的
な
流
行
を
み
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
多
く
の
勧
進
聖
と
よ

ば
れ
る
民
間
信
仲
者
が
夢
想
に
も
と
づ
い
て
前
立
本
尊
を
模
造

口
０



掌を上下にあわせる梵筐印 善光寺式刀印

す
る
よ
う
に
な
り
、
金
銅
仏
や
鉄
仏
と
し
て
善
光
寺
式
二
尊
像

ち

ゅ

つヽ
´
や
つ

を
鋳
造
し
て
、
全
国
各
地
に
善
光
寺
を
建
立
し
ま
し
た
。
そ
の

一
部
が
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
、
当
時
実
際
に
模

造
さ
れ
た
善
光
寺
仏
は
、
全
国
で
膨
大
な
数
量
に
の
ぼ
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
ま
ず

一
つ
の

舟
型
後
背
を
も
っ
た
一
光
二
尊
像
の
形
式
を
も
っ
て
い
ま
す
。

中
央
に
位
置
す
る
中
尊
の
阿
弥
陀
仏
は
、
左
手
を
下
に
さ
げ

学
を
前
に
向
け
、
第
二
・
二
指
を
伸
ば
し
て
他
の
指
を
折
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
印
相
の
仏
像
は
き
わ
め
て
稀
で

「善
光

寺
式
刀
印
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
左
右
の
観
音

・
勢
至
薔
薩
像

は
ど
ち
ら
も
両
手
を
胸
の
前
に
お
き
、
両
方
の
学
を
上
下
に
合

わ
せ
る

「梵
筐
印
」
と
い
う
形
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
二
尊

像
と
も
に
自
の
形
を
し
た
運
幸
座
に
の
っ
て
い
る
の
で
す
。
両

脇
侍
が
こ
の
よ
う
な
印
相
を
も
っ
て
い
る
仏
像
は
善
光
寺
二
尊

像
の
み
な
の
で
す
。

◇
前
立
本
尊
か
ら
秘
仏
の
原
形
を
探
る

こ
う
し
た
共
通
す
る
特
別
な
形
を
も
つ
二
尊
像
を
、
日
本

・

朝
鮮

・
中
国
の
古
い
仏
像
の
中
に
あ
る
か
ど
う
か
調
査
研
究
が

す
す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
東
京
国
立
博

物
館
所
蔵
の

「法
隆
寺
四
十
八
体
仏
」
の
中
で
も

一
四
二
号
と

よ
ば
れ
る

一
光
二
尊
仏
が
、
善
光
寺
式
阿
弥
陀
像
と
き
わ
め
て

ｎ
ｕ



韓 国 の 一 光 三 尊 像 (黒坂 周 平 氏 提 供 ) 中国の南梁時代 石造漆金仏坐像 (黒坂周平氏提供)

良
く
類
似
し
て
い
ま
す
。
中
国
の
上
海
博
物
館
に
あ
る
石
造
漆

金
仏
坐
像
も

一
光
二
尊
仏
で
、
中
尊
は

「善
光
寺
式
刀
印
」
左

脇
侍
仏
は

「梵
筐
印
」
で
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
の
仏
像
に
は

南
梁
時
代
の
年
子
で
あ
る

「中
大
同
元
年
」
（五
四
六
年
）
の
銘

文
が
あ
り
ま
す
。
韓
国
で
発
見
さ
れ
た

「辛
卯
」
年
銘
の

一
光

二
尊
像
も
、
中
尊
は

「善
光
寺
式
刀
印
」
を
結
ん
で
い
ま
す
。

こ
う
し
た
小
金
銅
仏
が
善
光
寺
仏
の
祖
形
で
は
な
い
か
と
す

る
学
説
が
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
て
最
近
で
は
、
善
光
寺
本
尊
は
、
中
国
の
南
梁
か
ら

朝
鮮
を
経
て
伝
え
ら
れ
た
渡
来
仏
で
、
六
世
紀
の
仏
像
様
式
を

備
え
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
い
う
説
が
有
力
に
な
っ
て

い
る
の
で
す
。
今
後
の
調
査
研
究
が
楽
し
み
で
す
。（丼

原
今
朝
男
）

Ｏ
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善
光
寺
の
伽
藍

鎌倉時代の善光寺模型 (長野県立歴史館常設展示)

◆
善
光
寺
の
伽
藍
模
型

中
せ
の
資
料
を
も
と
に
鎌
倉
時
代
の
善
光
寺
を
復
原
し
た
伽

藍
模
型
が
常
設
展
示
室
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
「」
の
模
型
は
、

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
石
丼
進
館
長
の
監
修
と
東
京
大
学
工
学

部
建
築
史
研
究
室
藤
丼
恙
介
助
教
授
の
指
導
に
よ
っ
て
作
成
さ

れ
た
も
の
で
す
。

鎌
倉
時
代
、
治
承
三
年

（
一
一
セ
え
）
に
焼
失
し
、
文
治
ニ

年

（
一
一
八
七
）
か
ら
建
久
二
年

（
一
一
え

一
）
十
月
に
か
け

て
よ
う
や
く
完
成
し
た
善
光
寺
は
、
文
水
二
年

（
一
二
六
七
）

に
ま
た
全
焼
し
ま
し
た
。
工
安
元
年

（
一
二
え
え
）
に
五
菫
塔

を
含
め
て
再
建
さ
れ
ま
し
た
が
、
工
和
二
年

（
一
二
一
二
）
に

ま
た
も
本
営
な
ど
が
焼
失
し
ま
し
た
。
『応
安
善
光
寺
縁
起
』

（應
水
古
縁
起
と
も
い
う
）
に
は

「文
水
炎
上
以
後
営
塔
建
立

之
次
第
」
と
し
て
、
文
水
五
年
の
大
人
の
あ
と
に
再
建
さ
れ
た

善
光
寺
諸
営
塔
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
工
安
元
年

（
一
二
え

九
）
作
の

『
一
遍
聖
絵
』
（聖
戒
本
）、
徳
治
二
年

（
一
二
〇

七
）
以
前
に
鬼
成
し
て
い
た

『
一
遍
上
人
絵
詞
伝
』
（宗
俊
本
）、

鎌
倉
時
代
の

『善
光
寺
如
来
絵
伝
』
と
し
て
重
要
文
化
財
に
指

定
さ
れ
て
い
る
愛
知
県
姜
城
市
の

「本
証
寺
本
」
や
東
京
の

Ｏ
Ｅ
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― 遍 聖 絵 (清浄光寺・歓喜光寺蔵 国宝 複製 )

「根
津
美
術
館
本
」
な
ど
に
は
、
善
光
寺
の
諸
営
が
描
か
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
比
較
検
討
し
て
二
五
〇
分
の
一
の

縮
尺
で
想
定
復
原
さ
れ
た
の
が
、
今
回
の
伽
藍
模
型
で
す
。

◆
本
堂

（金
堂
）

「縁
起
」
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
の
金
営
は
東
西
セ
間
、
南

北

一
一
間
、
礼
営
が
東
西
六
間
、
南
北
一
七
間
で
あ
っ
た
と
い

い
ま
す
。
『善
光
寺
如
来
絵
伝
』
に
描
か
れ
た
建
物
は
、
い
ず

れ
も
本
営
と
礼
堂
と
が
セ
ッ
ト
に
な
り
、
棟
が
丁
字
型
に
な
っ

し
ゅ
も
く
づ
く
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

ヽ
しヽ
　
　
¨ヽ
う
ら
ん

た
撞
木
造
で
、
二
階
に
は
裳
階

（高
襴
と
も
い
う
）
や
正
面
に

向
拝
が
つ
い
て
い
ま
す
。
現
在
の
本
営
は
宝
水
四
年

（
一
セ
○

七
）
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
や
は
り
本
営
と
礼
堂
と
が

結
合
し
て
お
り
、
撞
木
造
で
、
哀
階
と
向
拝
が
つ
き
、
東
西

一

二
間

（約
ニ
ニ

・
え
メ
ー
ト
ル
）、
南
北
二
え
間

（約
五
二
・
七

メ
ー
ト
ル
）
と
い
う
巨
大
な
建
築
物
で
す
。
絵
画
資
料
は
省
略

し
た
り
強
調
し
た
り
す
る
た
め
工
確
な
規
模
を
知
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
模
型
は
、
横
幅

一
一
・
六
メ
ー
ト
ル
、
縦
二
〇

・

ニ
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
八
・
四
メ
ー
ト
ル
に
想
定
し
て
つ
く
っ
て

あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
中
せ
の
建
築
物
の
特
徴
は
、
ほ
ぼ
現
存
の

本
堂
と

一
致
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
撞
木
造
の
形
式
は
、
全
国
的
に
は
他
に
例
が
ほ

と
ん
ど
な
く
善
光
寺
の
特
徴
と
い
わ
れ
、
建
築
様
式
が
修
験
道

０
０
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南大門の道からみた中世善光寺の景観

と
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
舞
台『

一
遍
上
人
絵
詞
伝
』
Ｔ
小
俊
本
）
は
、
本
営
の
前
に
灯
籠

と
舞
台
の
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ま
す
。
石
の
基
壇
で
木
製

の
高
襴
が
つ
い
て
い
ま
す
。
寺
院
に
舞
台
が
付
属
す
る
よ
う
に

な
る
の
は
東
大
寺
の
事
例
が
古
い
も
の
と
い
わ
れ
ま
す
。
東
大

寺
に
は
今
も
本
営
の
前
に
灯
籠
が
お
か
れ
て
い
ま
す
が
、
中
せ

の
善
光
寺
は
東
大
寺
と
類
似
点
が
多
い
よ
う
で
す
。

◆
五
重
塔

『
一
遍
聖
絵
』
に
は
、
南
大
門
と
中
間
の
間
に
二
菫
塔
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
善
光
寺
如
来
縁
起
絵

（根
津
美
術
館
本
）
も

同
様
で
す
が
、
コ

遍
上
人
絵
伝
』
の
な
か
に
は
、
中
門
を
は

い
っ
た
回
廊
の
中
に
あ
っ
た
よ
う
に
描
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
位
置
は
ま
ち
ま
ち
で
す
が
、
中
せ
の
善
光
寺
に
五
菫
塔
が

た
ち
象
徴
的
な
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

模
型
は
、　
Ｔ
一一四
八
年
の
銘
の
あ
る
広
島
県
福
出
市
明
二
院
の

国
宝
二
菫
塔
を
参
考
に
復
原
し
て
あ
り
ま
す
。

◆
諏
訪
南
富
社

諏
訪
明
神
を
信
仰
す
る
諏
訪
南
官
社
が
善
光
寺
の
中
に
あ
り

ま
し
た
。
当
時
は
神
仏
習
合
で
し
た
か
ら
、
神
も
仏
も

一
緒
に

ま
つ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
兵
庫
県
伽
耶
院
の
二
坂
明
神
社
本
殿

′
“
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中世の本坊

中世の本堂

を
参
考
に
想
定
復
原
し
て
あ
り
ま
す
。
流
造
と
い
う
神
社
建
築

ひ
わ
た
ぶ
き

の
方
式
に
よ
っ
て
い
ま
す
。
檜
皮
葺
の
建
物
で
す
。

◆
本
坊『

一
遍
聖
絵
』
や

『絵
伝
』
に
は
、
南
大
門
を
入
る
と
す
ぐ

に
、
カ
ギ
の
手
に
屈
曲
し
た
板
屋
の
大
き
な
建
物
が
築
地
塀
に

よ
っ
て
取
り
巻
か
れ
、
入
リ
ロ
に
は
唐
門
ま
で
つ
け
ら
れ
て
い

ま
す
。
中
せ
善
光
寺
の
も
っ
と
も
主
要
な
建
物
の
ひ
と
つ
で
、

善
光
寺
別
当
の
寺
務
組
織
が
お
か
れ
た
本
方
と
想
定
し
ま
し
た
。

築
地
塀
に
つ
く
唐
門
は
奈
良
県
法
隆
寺
西
園
院
の
唐
門
を
参
考

に
復
原
さ
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
算
原
今
朝
こ中世の五重塔

Ｅ
Ｕ
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善
光
寺
如
来
縁
起
で
語
ら
れ
た
善
光
寺

元禄本縁起 (長 野県立歴史館蔵)

◆
善
光
寺
縁
起
の
歴
史
　
　
　
　
　
　
　
　
．
・
―

信
濃
善
光
寺
の
起
こ
り
や
由
来
を
伝
え
て
い
る
の
が
善
光
寺

縁
起
で
す
。
古
く
か
ら
信
仰
を
集
め
て
い
る
有
る
な
寺
社
に
は
、

た
い
て
い
こ
う
し
た
縁
起
が
あ
り
ま
す
。
内
容
は
か
な
ら
ず
し

も
史
実
を
記
し
た
も
の
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、　
い
ち
が
い
に
伝

承
を
捨
て
去
る
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。

善
光
寺
縁
起
の
お
こ
り
は
た
い
へ
ん
古
く
、
奈
良
時
代
に
は

す
で
に
縁
起
が
語
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
平
安
時
代
の
も
の

は

『扶
桑
略
記
疑
わ
が
国
の
歴
史
を
仏
教
に
力
点
を
お
い
て
あ

ら
わ
し
た
書
）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
て
、
鎌
倉
時
代
に
編
ま
れ

た

『阿
娑
縛
抄
Ｌ
天
台
密
教
の
全
般
を
解
説
し
た
書
）
で
も
こ

れ
を
採
録
し
て
い
ま
す
。
室
町
時
代
に
は
縁
起
が
ま
と
め
あ
げ

ら
れ
、
完
成
し
た
も
の
と
し
て
木
版
で
利
ら
れ
て
ひ
ろ
ま
り
ま

し
た
。
そ
の
た
め

『御
伽
草
子
』
の
な
か
で
も
善
光
寺
の
縁
起

を
あ
つ
か
っ
て
紹
介
し
て
い
ま
す
。

漢
字
だ
け
で
書
か
れ
て
い
た
室
町
時
代
の
縁
起
は
、
江
戸
時

代
に
は
仮
名
ま
じ
り
に
改
め
ら
れ
、
挿
し
絵
も
れ
わ
り
ま
し
た
。

そ
の
た
め
か
な
り
の
勢
い
で
善
光
寺
の
由
来
が
人
び
と
に
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
善
光
寺
信
仰
は
な
が
い
歴
史
を
も

口
Ｕ
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如来さまを火で溶かそうとする物部氏

っ
て
い
ま
す
が
、
縁
起
の
ひ
ろ
ま
り
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
発
展

し
て
き
た
と
も
い
え
ま
す
。

三
国
伝
来
の
仏
さ
ま

そ
れ
で
は
元
禄
五
年

（
一
六
た
二
）
に
京
都
の
本
屋
さ
ん
か

ら
出
版
さ
れ
た

『善
光
寺
如
来
縁
起
』
を
も
と
に
、
内
容
の
一

部
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
縁
起
で
は
善
光
寺
の
ご
本
尊
（阿

弥
陀
如
来
）
は
二
国
伝
来
の
仏
さ
ま
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ニ

国
と
は
、
天
笙
国

（イ
ン
ド
Ｙ

百
済
国

（朝
鮮
Ｙ

日
本
国
を
さ

し
、
縁
起
は
天
笙
の
お
話
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。

天
笙
国
に
財
宝
を
た
く
さ
ん
貯
え
た
ひ
と
り
の
長
者
が
い
ま

し
た
。
待
ち
わ
び
て
生
ま
れ
た
長
者
の
娘
が
、
あ
る
と
き
た
い

そ
う
菫
い
病
に
か
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
財
宝
に
ば
か
り
日

が
く
ら
ん
で
い
た
長
者
は
、　
い
よ
い
よ
阿
弥
陀
如
来
に
す
が
る

こ
と
に
し
た
の
で
す
。
す
ぐ
に
は
如
来
さ
ま
の
助
け
が
得
ら
れ

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
長
者
の
心
が
清
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
見

ぬ
か
れ
た
如
来
さ
ま
は
、
娘
の
命
を
お
助
け
に
な
り
ま
し
た
。

天
笙
国
で
た
く
さ
ん
の
人
び
と
を
救
わ
れ
た
如
来
さ
ま
は
、

つ
ぎ
に
百
済
国
へ
向
か
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
あ

の
長
者
が
生
ま
れ
か
わ
っ
て
百
済
国
の
工
に
な
っ
て
い
た
か
ら

で
す
。
国
王
と
な
っ
た
長
者
が
い
つ
し
か
ぜ
い
た
く
を
つ
く
し

た
生
活
を
し
て
い
る
の
を
、
如
来
さ
ま
が
い
さ
め
に
行
か
れ
た

７
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善光に飛び乗 った如来さま

の
で
す
。
如
来
さ
ま
は
長
い
あ
い
だ
百
済
国
に
お
ら
れ
て
、
ま

た
ま
た
た
く
さ
ん
の
人
び
と
を
救
わ
れ
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、

如
来
さ
ま
は
、
さ
ら
に
東
の
国
へ
行
っ
て
人
び
と
を
救
い
た
い

と
お
考
え
に
な
り
ま
し
た
。

◆
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
が
日
本
国
ヘ

百
済
国
の
工
は
、
供
の
者
を
つ
け
て
如
来
さ
ま
を
船
で
日
本

へ
お
送
り
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
、
如
来
さ
ま
と

の
利
れ
を
な
げ
き
恙
し
ん
だ
百
済
国
の
人
び
と
が
、
念
仏
を
と

な
え
な
が
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
と
海
へ
飛
び
込
み
ま
し
た
。
如
来
さ
ま

を
未
せ
た
船
は
は
げ
し
い
波
を
か
き
わ
け
て
進
み
、
日
本
の
難

波

（現
大
阪
）
の
湊
に
到
着
し
ま
し
た
。

如
来
さ
ま
は
欽
明
天
皇
の
も
と
へ
運
ば
れ
ま
し
た
。
天
皇
は

仏
を
受
け
取
る
か
ど
う
か
た
い
そ
う
迷
わ
れ
、
家
族
た
ち
に
相

談
し
ま
し
た
。
作
キ
氏
は
受
け
入
れ
に
賛
成
し
ま
し
た
が
、
物

部
氏
は
日
本
に
は
昔
か
ら
の
神
様
が
お
い
で
に
な
る
か
ら
、
と

い
う
理
由
で
猛
反
対
し
ま
し
た
。
物
部
氏
は
如
来
さ
ま
を
金
槌

で
た
た
い
た
り
人
で
溶
か
そ
う
と
し
ま
し
た
が
、
び
く
と
も
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
と
う
と
う
難
波
の
堀
り
江
に
し
ず
め

て
し
ま
い
ま
し
た
。

◆
如
来
さ
ま
が
信
濃
国
ヘ

官
中
を
警
固
す
る
た
め
に
信
濃
国
か
ら
都
へ
出
て
き
て
い
た

０
０

０
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臼の上に如来さまを安置する

ほ
え

た
　
よ
し
た

つ

本
田
善
光
と
い
う
人
が
、
都
で
の
つ
と
め
を
終
え
て
国
へ
帰
る

と
き
の
こ
と
で
す
。
難
波
の
堀
り
江
を
通
り
か
か
る
と
、
と
つ

ぜ
ん
如
来
さ
ま
が
善
光
の
背
中
に
飛
び
未

っ
て
、
「わ
た
し
は

ず
っ
と
こ
こ
で
お
ま
え
を
待
ち
続
け
て
い
た
の
だ
」
と
お
っ
し
ゃ

い
ま
し
た
。
善
光
は
じ
つ
は
天
笙
国
の
長
者
の
生
ま
れ
変
わ
り

だ
と
い
う
こ
と
を
如
来
さ
ま
か
ら
聞
か
さ
れ
る
の
で
す
。
如
来

さ
ま
を
背
負

っ
た
善
光
は
、
夢
中
で
信
濃
国
を
め
ざ
し
ま
し
た
。

家
に
も
ど
っ
た
善
光
は
如
来
さ
ま
を
安
置
し
て
、
妻
の
弥
生
と

も
ど
も
大
切
に
お
守
り
し
ま
す
が
、
む
す
こ
善
佐
の
病
死
な
ど

不
幸
な
こ
と
に
直
面
し
ま
す
。
し
か
し
、
や
が
て
家
族
は
如
来

さ
ま
に
よ
っ
て
救
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。

縁
起
の
お
話
は
善
光
寺
の
建
立
ま
で
ま
だ
ま
だ
続
き
ま
す
。

善
光
寺
の
老
は
善
光
と
い
う
人
が
建
て
た
こ
と
か
ら
つ
け
ら
れ

た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
ご
ろ
善
光
寺
縁
起
の
全
文
を
紹
介
し
た

図
書
が
い
く
つ
か
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
読
む

こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
く
わ
し
い
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
Ｊ
Ｒ
長
野
駅
前
に
善
光
の
婁
弥
生
に
生
ま
れ
か
わ
っ
た

と
い
わ
れ
る
如
是
姫
の
像
が
建

っ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
い
ち
ど
で

か
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
種
口
和
生

Ｄ
Ｅ



古
代
の
善
光
寺
の
姿
を
さ
ぐ
る

◆
史
料
に
み
え
る
書
光
寺

今
か
ら

一
〇
〇
〇
年
以
上
前
の

一
〇
世
紀
、
時
代

で
い
え
ば
平
安
時
代
の
中
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
い
わ

れ
る
書
物
に

「水
内
郡
善
光
寺
」
の
る
が
み
え
ま
す
。

そ
こ
に
は
善
光
寺
に
つ
い
て
の
詳
し
い
記
述
は
な
い

の
で
す
が
、
平
安
時
代
も
末
の

一
二
世
紀
に
成
立
し

た

『扶
桑
略
記
』
と
い
う
書
物
に
は
、
善
光
寺
の
由

来
を
説
く
善
光
寺
縁
起
が
登
場
し
て
き
ま
す
。
し
た

が
っ
て
こ
の
こ
ろ
に
は
善
光
寺
は
都

（京
都
）
に
よ

で
そ
の
名
が
知
ら
れ
る
寺
院
と
な
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
平
安
時
代
よ
り
前
の
善
光
寺
に
つ
い
て
は
、

史
料
か
ら
は
今
の
と
こ
ろ
確
か
な
こ
と
は
わ
か
り
ま

せ
ん
。
『扶
桑
略
記
』
な
ど
の
縁
起
は
、
西
替
の
エ

ユ
ニ
年
に
如
来
が
朝
鮮
半
島
の
百
済
国
か
ら
日
本
に

波

っ
て
き
て
、
の
ち
に
信
濃
国
水
内
部
に
安
置
さ
れ

た
と
説
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
如
来
が
波

っ
て
き

た
と
さ
れ
る
時
点
か
ら
六
〇
〇
年
以
上
た

っ
た
後
に

書
か
れ
た
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
歴
史
上
の
事

実
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

善光寺境内か ら出土 した古瓦

(長野市立博物館。善光寺事務局蔵)

◆
善
光
寺
の
古
瓦

史
料
に
登
場
す
る
前
の
善
光
寺
の
よ
う
す
を
知
る

子
が
か
り
と
し
て
は
、
現
在
の
境
内
や
そ
の
周
辺
か

ら
出
上
し
て
い
る
古
瓦
が
あ
り
ま
す
。
じ
つ
は
こ
れ

と
同
じ
特
徴
を
も
つ
瓦
が
長
野
市
着
槻
地
区
の
え
せ

紀
後
半
の
遺
跡
か
ら
も
出
上
し
ま
し
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
こ
の
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
平
安
時
代
前
半
に
は
今

の
善
光
寺
境
内
周
辺
に
屋
根
に
瓦
を
葺
い
た
立
派
な

建
物
が
あ

っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
ま
す
。

さ
ら
に
こ
の
瓦
の
文
様
は
、
セ
せ
紀
後
半
ご
ろ
に
、

当
時
の
政
治
の
中
心
地
で
あ

っ
た
飛
鳥
地
方

（奈
良

盆
地
南
部
）
を
は
じ
め
各
地
の
寺
院
で
も
ち
い
ら
れ

た
瓦
の
文
様
に
近
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
善
光
寺

の
境
内
か
ら
出
上
し
て
い
る
古
瓦
が
そ
の
コ
ピ
ー
で

あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
た
世
紀
後
半
か
ら
さ
ら
に
二
〇

〇
年
ほ
ど
前
の
七
世
紀
後
半
の
時
期
に
、
瓦
葺
き
の

寺
院
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。

◆
古
代
の
寺
院
と
豪
族

長
野
県
内
で
は
北
姜
曇
郡
松
川
村
や
長
野
市
に

は
　
ヽ
ら
そ
う

セ
世
紀
ご
ろ
に
造
ら
れ
た
古
い
薔
薩
像
が
伝
わ
っ
て

い
ま
す
。
東
筑
摩
郡
明
科
町
や
飯
田
市
な
ど
に
は
、

セ
世
紀
後
半
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
る
寺
院
の
瓦
が
出
土

す
る
遺
跡
が
あ
り
ま
す
。
「」
の
よ
う
に
、
セ
世
紀
ご
ろ

に
シ
ナ
ノ
の
各
地
で
仏
教
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た

と
す
れ
ば
、

こ
の
こ
ろ
に
善
光
寺
に
あ
た
る
寺
院
が

あ

っ
た
可
能
性
も
高

い
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
全
国
的
に
み
て
こ
の
時
期
の
地
方

の
寺
院

は
そ
の
地
域
の
有
力
な
家
族
が
趙
立
し
た
も
の
が
多

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
『
扶
桑
略
記
』

に

も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
善
光
寺
は
水
内
郡
に
あ

る
寺
院
で
す
。
し
た
が

っ
て
そ
の
は
じ
ま
り
も
お
そ

ら
く
、
古
く
か
ら
水
内
の
地
域
で
力
を
持
ち
、

の
ち

に
郡
司

（郡
の
役
人
）
と
し
て
水
内
郡
を
治
め
た
よ

う
な
豪
族
と
深

い
つ
な
が
り
の
あ
る
寺
院
で
あ

っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
　
　
　
　
　
　
（侍
田
伊
史
）

ｎ
ｕ
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善
光
寺
門
前
の
復
原

■日園幅‖

“

■
―

■
都
市
と
し
て
の
善
光
寺
門
前

善
光
寺
を
は
じ
め
中
せ
の
寺
社
で
は
、
仏
事

・
神
事

。
祭
礼
に
合
わ
せ
て

門
前
に
市
が
立
て
ら
れ
、
領
主
か
ら
商
人

。
職
人

・
宗
教
者

。
遊
芸
人
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
が
集
ま
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
各
地
か
ら
集
ま
っ
た

品
物
が
売
買
さ
れ
、
神
仏
の
使
い
と
考
え
ら
れ
た
遊
芸
人
が
寺
社
の
縁
起
を

語
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
機
能
が
混
在
し
た
都
市
的
空
間
が
あ
り
ま

し
た
。
中
せ
の
善
光
寺
門
前
は
、
裾
花
川
（現
在
の
八
幡
川
の
流
路
）
か
ら
南

大
門
前
を
流
れ
る
鐘
鋳
川
ま
で
の
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
空
間
で
す
。
そ

こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
建
物
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
長
野
県
立
歴

史
館
で
は
、
そ
れ
を
絵
画
資
料
や
文
献
史
料
な
ど
に
も
と
づ
い
て
想
定
復
原

し
、　
一
〇
メ
ー
ト
ル
と
い
う
限
ら
れ
た
展
示
空
間
に
縮
小
し
て
配
置
し
ま
し
た
。

■
善
光
寺
門
前
の
よ
う
す

裾
花
川
か
ら
南
大
門
前
の
鐘
鋳
川
に
か
け
て
の
問
前
は
中
せ
の
都
市
で
、

そ
こ
は
聖
と
俗
、
現
せ
と
来
せ
が
入
り
交
じ
る
宗
教
的
空
間
で
も
あ
り
ま
し

た
。
ま
た
中
せ
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
漆
黒
の
闇
と
な
る
夜
は
鬼
や
恙
霊
が

現
れ
る
時
間
で
あ
り
、
日
没
直
前
の
時
間
帯
で
あ
る
大
禍
時
は
そ
う
し
た
災

い
が
お
こ
る
時
間

へ
の
入
口
で
し
た
。

い
ち
ば
ん
手
前
の
裾
花
川
の
脇
に
は
基
碑
や
供
養
碑
で
あ
る
仮
碑

・
卒
塔

婆
が
た
っ
て
い
ま
す
。
三

遍
聖
絵
」
の
善
光
寺
の
南
大
門
脇
に
も
卒
塔
婆

復原された善光寺門前

Ｏ
Ｅ



A善光寺伽藍模型

Bマ ルチメディア「古代中世の信濃」

C板碑・卒塔婆

D橋

E中世の裾花川

F地獄絵

G馬

H棚店

1町屋在家

」仏師屋

K寺庵

L五輪塔

M中世の鐘鋳川 (堰 )

N橋
0南大門

P二十五菩薩来迎図

Q善光寺如来縁起

R柴垣と門木・勧講つり

門前の建物の配置

が
あ
り
ま
す
。
川
を
の
ぞ
く
と
地
獄
絵
が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
こ
か
ら
南
大

門
の
方
に
目
を
や
る
と

『
二
十
五
薔
薩
来
理
図
』
が
浮
か
び
あ
が
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
門
前
が
現
せ
と
来
せ
が
入
り
交
じ
る
境
界
の
場
で
あ
る
こ
と
を

演
出
し
た
も
の
で
す
。

橋
を
波
る
と
木
戸
が
あ
り
ま
す
。
Ｊ

遍
聖
絵
』
の
鎌
倉
を
描
い
た
場
面
に

は
鎌
倉

へ
の
入
口
に
間
の
つ
い
た
木
戸
が
あ
り
、
都
市
的
空
間
と
外
の
世
界

を
区
切
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
木
戸
に
は
木
曽
馬
を
モ
デ
ル
に
復

原
さ
れ
た
馬
が
繋
が
れ
て
い
ま
す
。
馬
の
と
な
り
は
、
常
設
の
商
店
で
あ
る

棚
店
で
す
。
コ

遍
聖
絵
』
の
鎌
倉
や
近
江
の
大
津
、
太
宰
府
の
場
面
な
ど
に

描
か
れ
た
棚
店
を
参
考
に
し
ま
し
た
。
そ
の
隣
は
定
期
市
が
開
か
れ
る
町
屋

在
家
で
す
。
コ

遍
聖
絵
』
に
は
備
前
福
岡
市
の
場
面
や
佐
久
の
伴
野
市
の
場

面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

町
屋
在
家
の
奥
に
は
仏
像
を
造
る
仏
師
の
作
業
場
を
兼
ね
た
住
居
で
あ
る

仏
師
屋
を
置
き
ま
し
た
。
仏
師
の
作
業
場
を
知
る
資
料
に
は
埼
玉
県
川
越
市

喜
多
院
所
蔵
の

『職
人
尽
絵
』
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
は
臨
時
の
作
業
場

が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
『年
中
行
事
絵
巻
』
な
ど
に
見
ら
れ

る
京
都
の
建
物
を
参
考
に
し
ま
し
た
。
反
対
側
に
は
僧
侶
の
住
ま
い
で
あ
る

寺
庵
を
配
置
し
ま
し
た
。
耳
を
澄
ま
す
と
、
峙
お
り
念
仏
踊
り
の
音
が
聞
こ

え
て
き
ま
す
。
人
び
と
は
善
光
寺
の
境
内
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
踊
り
念
仏

に
で
も
出
か
け
た
の
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霜
島
工
壼

０
０

０
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「hlド
1、 陀三中二十五∴薩来迎図 ■111:||き  11■

天
上
か
ら
の
お
迎
え
～
来
迎
図

歴
史
館
の
鎌
金
時
代
の
■
光
十
円
前
を
訪
れ
る
と
、
ま
す
、

門
前
の
入
リ

ロ
、
裾
花
川
の
橋
か
ら
上
を
地
あ
け
た
と
こ
ろ
に

時
ど
き
ふ
わ

っ
と
浮
か
び
上
か
る
た
く
さ
ん
の
ほ
と
け
さ
ま
に

気
が
つ
く
で
し
ょ
う
、‐
真
ん
中
に
ひ
と
き
わ
大
き
な
ほ
と
け
さ

ま
か
い
て
、
こ
ち
ら
を
向
い
″
、
い
ま
す
ぃ
そ
の
周
り
に
綺
花
な

冠
を

つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
楽
器
な
ど
を
手
に
も

っ
た
た
く
さ
ん
の

お
付
き
の
ほ
と
け
さ
ま
力
い
ま
す
ｃ
よ
く
み
る
と
る
ん
な
雲
に

の
っ
て
空
か
ら
降
句
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ぃ
こ
れ

は
善
光
寺
大
本
願
に
伝
わ
る
　
阿
弥
陀
二
尊

二
十
五
薔
注
未
理

図

を
」写
し
た
も
の
で
す

ヽ
‐
）
の
絵
は
阿
弥
陀
さ
ま
か
い
つ
も
の
お

供
の
ほ
か
に
二
五
人
の
菩
注
さ
ま
を
も
碑
、れ
て
、
亡
く
な
る
人
を

極
ふ李
イ
土
か
ら
理
え
に
き
′́
、
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
も
の
で
す
こ

阿
弥
陀
さ
ま
を
信
し
て

「
十
ム
ア
ニ
グ
フ
ツ
」
と
唱
え
れ
は
、

上
れ
か
わ

っ
た
と
き
に
極
楽
浄
上
に
行
け
る
と
い
う
考
え
が
、

平
安
時
代
か
ら
ひ
ろ
ま
句
ま
し
た
‐．
逆
に
題

い
こ
と
を
し
た
り

阿
弥
陀
さ
ま
を
信
し
な
い
と
生
ま
れ
か
わ

ノ́
た
と
き
に
地
獄

へ

落
ち
る
と
も

い
わ
れ
ま
し
た
．
そ
の
た
め
、
阿
弥
陀
さ
ま
自
ら

か
、
た
く
さ
ん
の
お
供
を
率

い
て
お
理
え
に
来
″ヽ
く
れ
る
Ｌ
い

う
図
は
、
大
変
あ
句
が
た

い
も
の
ビ
し
て
責
ば
れ
た
の
で
す
．



二

'可

白道図 (萬福寺蔵 重要文化財 複製) 長野県立歴史館常設展示室 寺庵入り口

◆
寺
庵
に
か
け
ら
れ
た
二
河
白
道
図

裾
花
川
を
波
り
、
お
侍
の
馬
が
つ
な
が
れ
て
い
る
木
戸
を
通
っ

て
奥

へ
進
む
と
、
左
手
に
寺
庵
と
よ
ば
れ
る
お
坊
さ
ん
の
住
ま

い
が
あ
り
ま
す
。
留
守
の
よ
う
で
す
が
、
靴
を
脱
い
で
家
に
あ

が
ら
せ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う
。

な
か
に
は
、
金
色
の
体
を
し
た
二
人
の
ほ
と
け
さ
ま
の
絵
が

掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
向
か
っ
て
左
の
ほ
と
け
さ
ま
は
立
っ
て

自
分
の
足
元
に
目
を
や
っ
て
い
ま
す
。
座
っ
て
い
る
仏
さ
ま
も
、

や
は
り
下
方
を
の
ぞ
い
て
い
ま
す
。
絵
の
右
下
か
ら
は
立
っ
て

い
る
ほ
と
け
さ
ま
の
足
元
に
向
か
っ
て
白
い
直
線
が
延
び
て
い

ま
す
。
ま
た
そ
の
線
の
左
右
に
は
青
い
水
の
河
と
赤
い
人
の
河

■
す

一
た
　
し

ｔ
た

，
＜

し
　
　
　
　
に

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
島
根
県
益
田
市
萬
福
寺
の
コ
一

河
白
道
図
』
と
い
う
仏
画
を
写
し
た
も
の
で
す
。
左
側
に
立
つ
の

は
阿
弥
陀
さ
ま
、
右
側
に
座
っ
て
い
る
の
は
お
釈
迦
さ
ま
で
す
。

こ
の
絵
は
、
人
が
阿
弥
陀
さ
ま
の
い
る
向
こ
う
岸
、　
つ
ま
り
極

楽
浄
土
へ
い
こ
う
と
す
る
と
き
、
欲
深
い
ミ
を
あ
ら
わ
す
水
の

河
や
怒
っ
た
り
憎
ん
だ
り
す
る
ｃ
を
あ
ら
わ
す
人
の
河
に
落
ち

る
こ
と
な
く
、
お
沢
迦
さ
ま
の
勧
め
、
阿
弥
陀
さ
ま
の
招
き
に

応
じ
て
清
い
ぬ
で
真
ん
中
の
真
白
な
道
を
進
め
ば
、
河
を
波
っ

て
極
楽
浄
土
に
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
ま
す
。　
一
遍

上
人
は
善
光
寺
を
訪
れ
て
最
初
の
悟
り
を
開
い
た
と
き
、
こ
の

０
０



善光寺の外を歩 く絵解きの僧 (―遍聖絵 国宝 複製)     善光寺縁起絵 (根 津美術館蔵 重要文イし町 複
"

像
に
出
会

い
、
こ
れ
を
本
尊
と
し
て
祈
る
日
々
を
過
ご
Ｌ
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
時
宗
に
と
っ
て
は
仏
画
の
な
か
で
も
特
列
な

も
の
に
な

っ
て
い
ま
す
。

ｍ
善
光
寺
の
ほ
と
け
さ
ま
を
描
い
た
善
光
寺
縁
起
絵

ふ
た
た
び
、
寺
庵
か
ら
外

へ
出
る
と
未
色
の
善
光
寺
南
大
門

の
間
に
大
き
く
ほ
と
け
さ
ま
の
絵
が
浮
か
ん
で
い
る
の
が
み
え

ま
す
。
こ
れ
は
東
京
都
港
区
根
洋
美
術
館
の

『善
光
寺
縁
起
絵
』

に
枯
か
れ
た
善
光
寺

の
ご
本
尊
の
写
し
で
す
。

善
光
寺
の
は
じ
ま
り
の
お
話
は
、
善
光
寺

の
信
岬
を
広
め
る

た
め
に
絵
に
さ
れ
て
全
国
に
広
ま
り
ま
し
た
。
鎌
倉
時
代
、
善

光
寺
聖
と
よ
ば
れ
る
お
坊
さ
ん
た
ち
は
、
全
国
を
旅
し
て
、

人

び
と
に
絵
を
み
せ
な
が
ら
、
善
光
寺
の
ほ
と
け
さ
ま
の
あ
り
が

た
さ
を
伝
え
ま
し
た
。　
一
遍
上
人
の
絵
巻
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
柄
に
掛
軸
を

つ
り
さ
げ
た
傘
を
か
つ
ぐ
旅
の
お
坊
さ
ん
が
描

か
れ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｆ
終
千
１
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―遍聖絵 (清 j争光寺・歓喜光寺蔵 国宝)に描かれている鎌倉の棚店

す
。
建
物
は
ほ
ぼ
え
人
と
板
か
ら
な
り
た
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら

を
縄
で
し
ば
っ
た
り
、
釘
で
打
ち
付
け
た
り
し
て
組
み
合
わ
せ

て
い
ま
す
。
柱
は
た
人
を
地
面
に
埋
め
込
ん
だ
掘
立
柱
で
、
そ

こ
に
横
木
を
わ
た
し
、
板
を
打
ち
付
け
て
璧
に
し
て
い
ま
す
。

屋
根
も
璧
と
同
じ
よ
う
な
板
を
使

い
、　
い
ち
ば
ん
高

い
と
こ
ろ

に
あ
る
棟
木
と
直
角

の
方
向
に
板
を
交
互
に
重
ね
、
そ
の
上
に

横
木
を
わ
た
し
、
押
さ
え
に
石
を
お
い
て
あ
り
ま
す
。

参
道
に
面
し
て
棚
が
張
り
出
し
、
そ
の
横
は
出
入
リ

ロ
に
な

っ
て
い
ま
す
。
棚
の
上
は
し
と
み
戸
と
い
っ
て
屋
根
の
梁
に
向

か

っ
て
建
物
の
内
側
に
開
く
窓
の
よ
う
に
な

っ
て
い
て
、
商
売

を
す
る
時
は
こ
れ
を
梁
か
ら
縄
で
つ
る
し
て
開
け
て
お
き
ま
す
。

売
り
物
の
品
物
は
参
道
を
通
る
人
び
と
に
よ
く
見
て
も
ら
え
る

よ
う
に
、
棚
に
な
ら
べ
た
り
、
棚
の
上
に
ぶ
ら
さ
げ
ま
す
。

建
物
の
内
部
は
、
出
入
リ

ロ
の
奥

の
側
が
地
面
む
き
出
し
の

土
間
に
な

っ
て
い
て
、
棚
の
奥
に
あ
た
る
側
、　
つ
ま
り
売
る
人

が
い
る
場
所
は
板
の
床
に
な

っ
て
い
ま
す
。
土
間
の
奥
は
裏

ロ

で
、
茅
を
編
ん
だ
む
し
ろ
が
つ
っ
て
あ
り
ま
す
。

店
を
聞
め
る
と
き
に
は
売
れ
残

っ
た
品
物
を
片
づ
け
て
、
棚

の
上
の
し
と
み
戸
を
お
ろ
し
て
閉
め
、
表
の
出
入
リ

ロ
に
戸
を

た
て
ま
し
た
。

０
０



◇
棚
店
で
売
ら
れ
る
品
物

中
世
の
絵
巻
を
み
る
と
、
棚
店
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
品
物
が
売

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
多
く
描
か
れ
て
い
る
の
は
草
履

・
草
壮
な

ど
の
は
き
も
の
や
、
魚

・
果
物

・
野
菜
な
ど
の
食
べ
物
で
す
。

は
き
も
の
は
日
常
生
活
で
も
心
要
な
も
の
で
す
が
、
と
く
に

旅
行
に
は
必
需
品
と
な
り
ま
す
。
善
光
寺
に
は
旅
人
も
多
く
い

た
で
し
ょ
う
か
ら
、
門
前
の
棚
店
で
は
草
韓
と
、
草
履
の
半
分

ほ
ど
の
大
き
さ
で
足
の
上
踏
ま
ず
よ
り
前
の
部
分
だ
け
に
つ
っ

か
け
る
足
半
と
い
う
は
き
も
の
が
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

食
べ
物
は
、
も
う
夕
方
で
店
じ
ま
い
も
近
い
の
で
、
売
れ
残

っ
た
も
の
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
晩
秋
ら
し
く
気
に
ク
リ
と
ク
ル

ミ
が
入
っ
て
い
ま
す
。
棚
の
上
か
ら
は
、
キ
に
柿
を
四
、
五
個

ず
つ
さ
し
て
千
し
た
串
柿
が
つ
る
さ
れ
て
い
ま
す
。
千
柿
は
人

び
と
が
好
む
甘
い
某
子
な
の
で
す
。

奥
に
は
、
銭
を
入
れ
る
ふ
た
付
き
の
箱
と
、
大
き
な
木
箱
が

ね
ん
ぶ
つ
お
ど

あ
り
ま
す
。
念
仏
踊
り
を
見
に
行
っ
た
棚
店
の
女
の
人
が
も
う

す
ぐ
店
じ
ま
い
に
も
ど
っ
て
き
ま
す
。
女
の
人
は
売
れ
残
っ
た

品
物
、
空
の
穴
、
銭
箱
を
全
部
こ
の
大
き
な
木
箱
に
入
れ
、
頭

に
の
せ
て
住
ま
い
に
帰
る
こ
と
で
し
ょ
う
。　
　
　
　
樽
田
伊
８

ｎ
ｕ

Л
↓



足半 (あ しなか )

尻切 (し りされ。しされ)、 半物草 (は んものくさ)と もい

の人びとの歩き方は、現在の私たちの靴を履いた歩き方と

いたと考えられる。

う。当時

は異って

草牲 (わ らじ)

切わらを編んだはきもの。
て足 に しば りつ け る。

二本の緒 (お )を 左右の,t(ち )に 通 し

串柿 (く しがき)

渋柿の皮をむいて、柿を串にさし

ク リとクル ミ

ヤマグリやオニグルミは信濃の特産物で、ハレの日の食べものであ

った。

天日で乾燥させたもの ,

手前は銅銭 を入れる木箱。中には数枚の宋銭が入っている。後方はさま

ざまな品物を運、ぶ木箱。

銭箱 (ぜ にばこ)。 運搬用の本箱

41
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◆
門
前
の
市
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

鎌
倉
時
代
に
は
、
役
所
の
前
、
神
社
や
寺
院
の
間
前
、
大
き

な
津

（湊
）
な
ど
で
、
特
定
の
日
に
市
が
立
ち
ま
し
た
。
こ
う

し
た
定
期
市
の
多
く
は
月
に
二
度
開
か
れ
た
の
で
二
斎
市
と
よ

ば
れ
て
い
ま
す
。
市
に
は
領
主
を
は
じ
め
、
晨
民
、
商
人
、
職

人
、
漁
師

・
猟
師
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
が
集
ま
り
ま
し
た
。

市
で
品
物
が
取
り
引
き
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
町
屋
在
家
で
す
。

今
日
は
善
光
寺
で
行
事
が
あ
る
日
で
す
。
門
前
で
は
こ
の
日

に
あ
わ
せ
て
市
が
立
ち
ま
し
た
。

◆
在
家
の
建
物

在
家
は
も
と
も
と
市
の
日
に
使
わ
れ
る
だ
け
な
の
で
、
た
や

す
く
建
て
た
り
と
り
こ
わ
し
た
り
で
き
る
よ
う
な
と
て
も
素
朴

な
つ
く
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
掘
立
柱
は
棚
店
の
も
の
よ
り
細

い
そ
ま
つ
な
木
材
で
す
。
東
側
と
北
側
に
は
板
壁
が
あ
り
ま
す

が
、
木
材
と
木
材
、
木
材
と
板
の
組
み
合
わ
せ
に
は
釘
は
使
わ

ず
、
縄
で
し
ば
り
つ
け
て
固
定
し
て
い
ま
す
。
屋
根
は
茅
や
草

で
簡
単
に
葺
い
た
も
の
で
す
。
品
物
を
お
い
た
り
、
物
売
り
が

座
る
た
め
に
、
わ
ら
束
を
わ
ら
縄
で
編
ん
だ
む
し
ろ
が
地
面
に

敷
か
れ
て
い
ま
す
。

９
Ｅ

′
↓



備前国福岡市 (―遍聖絵 清浄光寺・歓喜光寺蔵 国宝 複製)市 が立 った日のようす

佐久郡伴野市 (―遍聖絵 清浄光寺。歓喜光寺 国宝 複製)市が立たない日のようす

◆
市
の
物
売
り

市
で
は
新
米
や
信
濃
の
特
産
物
な
ど
が
売
ら
れ
て
い
ま
す
。

魚
売
り
…
卵
を
抱
え
た
雌
の
鮭
二
尾
を
笹
を
し
い
た
大
き
な
旅

に
の
せ
て
売
っ
て
い
ま
す
。
今
は
秋
で
す
か
ら
、
十
由
川
や
犀

川
な
ど
で
獲
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
鮭
を
切
り
身
に
す
る
時
に
は
、

脚
の
つ
い
た
ま
な
板
に
の
せ
、
小
刀
を
包
丁
と
し
て
用
い
ま

す
。
そ
し
て
柳
の
ま
な
箸
を
使
っ
て
魚
に
は
手
を
ふ
れ
る
こ
と

な
く
切
り
分
け
ま
す
。
ど
う
や
ら
こ
こ
の
魚
売
り
は
、
こ
の
技

も
売
り
物
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
魚
や
道
具
を
洗
う
た
め
に

由
物
に
水
が
く
ん
で
あ
り
ま
す
。
脇
に
は
材
と
よ
ば
れ
る
長
い

棒
が
あ
り
ま
す
が
、
魚
売
り
は
材
の
後
の
ほ
う
に
鮭
を
入
れ
た

旅
、
前
の
ほ
う
に
ま
な
板

。
ま
な
著

。
曲
物
を
く
く
り
つ
け
、

か
つ
い
で
市
に
や
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。

米
売
り
…
五
キ
入
り
の
米
俵
を
二
俵
積
ん
で
あ
る
と
こ
ろ
が
米

売
り
の
場
所
で
す
。
依
の
そ
ば
に
杉
で
作
っ
た

一
升
桝
と
キ
が

き
と
よ
ば
れ
る
小
さ
な
え
い
棒
が
あ
り
ま
す
。
お
米
を
売
る
時

に
は
、
桝
で
お
米
を
す
く
い
、
も
り
あ
が
っ
た
余
分
な
お
米
を

キ
が
き
で
か
き
落
と
し
て
工
確
な
量
を
は
か
る
の
で
す
が
、
そ

の
カロ
減
で
お
ま
け
を
し
た
り
し
ま
す
。
麻
の
米
袋
か
ら
む
し
ろ

に
こ
ぼ
れ
た
黒
米

（玄
米
）
が
み
え
て
い
ま
す
。

０
０

■
●
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布
売
り
…
魚
売
り
の
と
な
り
が
布
売
り
で
す
。
信
濃
国
の
上
質

な
麻
布
は
、
「信
濃
布
」
と
よ
ば
れ
て
都
の
ほ
う
で
も
有
老
な

ブ
ラ
ン
ド
品
で
す
。
布
売
り
は
麻
布
を
巻
い
て
木
箱
に
い
れ
て

市
に
持
っ
て
き
た
よ
う
で
す
が
、
参
道
の
人
に
上
等
な
品
で
あ

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
、
布
を
グ
し
広
げ
て
上
か
ら
つ

り
さ
げ
た
棒
に
か
け
て
あ
り
ま
す
。
買
う
人
が
求
め
る
長
さ
に

た　　　　　　　　　　　　　　　　　あす
なろ　　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
いっしゃく

裁
っ
て
売
る
た
め
に
、
翌
桧
の
本
で
作
っ
た

一
尺
の
も
の
さ
し

が
お
い
て
あ
り
ま
す
。

た
ば

苧
売
り
…
布
売
り
の
前
の
む
し
ろ
に
白
い
末
が
お
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
は
十
売
り
の
場
所
で
す
。
苧
は
高
さ

一
五
〇
泄―ン
産
ほ

ど
に
な
る
イ
ラ
ク
サ
科
の
多
年
草
の
植
物
で
、
白
い
束
は
こ
の

基
の
皮
か
ら
と
れ
る
じ
ょ
う
ぶ
で
長
い
繊
維

（青
苧

・
苧
麻
）

で
す
。
こ
の
繊
維
を
つ
な
い
で

（麻
績
み
）、
撚
り
を
か
け
れ
ば

麻
糸
が
で
き
、
そ
れ
を
織
れ
ば
布
が
で
き
ま
す
。
つ
ま
り
苧
売

り
は
、
麻
布

（上
布
）
の
素
材
を
売
っ
て
い
る
の
で
す
。
か
た

わ
ら
に
は
も
う

一
束
が
、
蒲
の
基
を
編
ん
だ
お
づ
つ
に
く
る
ま

れ
て
お
か
れ
て
い
ま
す
。
乾
燥
さ
せ
た
苧
の
繊
維
は
、
本
気
に

弱
い
の
で
、
十
売
り
は
こ
の
よ
う
に
し
て
大
切
な
品
物
を
運
ん

で
き
た
よ
う
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
篠
田
伊
８
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まな板・ 包丁 。まな箸 。曲物

まな板は神奈川県鎌倉市の諏訪東遺跡で出上したものを、包丁は同

じ遺跡で出土した刀子 (と うす)を参考にした。

鮭

信濃国では千曲川水系で獲れた。魚肉や卵のほか骨 まで食料になっ

た。

米俵 と米袋

―俵には米が五斗 (約 42リ ットル)入 っている、長さが約60cmで 、

現在みるような俵より小さい。

麻布 。もの さ し 。木 箱

ものさしは岩手県平泉町の柳之御所跡出上のものを参考にした (長

さ約34Cm)。 布をはかる尺は、土地などをはかる本尺よりやや長めだ

ったと考えられる。

一升桝 と斗が き

桝は延久元年 (1072)に 制定された宣旨桝 (せ んじま

で、「潤背」(鎌 倉時代末ごろ成立)の 4寸 (約 12cm)

寸 (約 6cm)と いう記述によった。

す)に近いもの

四方、深さ 2

苧とおづつ

苧は麻糸や麻布の原料。おづつは水につよい蒲の茎を編んだもの。

Ｅ
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仏
師
屋

復原 された仏師屋

仏師はここに住み、注文に応して仏像を製作した。

．一
一
一
一
一
一
「
一

◆
門
前
に
住
ん
で
い
た
仏
師
妙
海
　
　
　
．一
一

み
ょ
つ
か
い

鎌
倉
時
代
の
末
、
善
光
寺
の
門
前
に
炒
海
と
い
う
仏
師
が
住

ん
で
い
ま
し
た
。
仏
師
と
は
仏
像
を
造
る
職
人
で
す
。
彼
の
造

っ
た
仏
像
は
県
内
に
え
体
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
台
座
や
胎

ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　めい　・，‥ん

内
に
は

「仏
師
善
光
寺
住
侶
僧
炒
海
」
と
い
っ
た
銘
文
が
書
か

れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
彼
は
善
光
寺
門
前
に
居
を
構
え
て

仏
像
を
製
作
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
炒
海
は
、
鎌
倉
時

代
に
寺
社
の
間
前
に
仏
師
な
ど
の
職
人
が
住
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
全
国
的
に
も
貴
重
な
例
な
の
で
す
。

◆
仏
師
屋

仏
師
屋
と
は
仏
師
の
住
居
を
兼
ね
た
作
業
場
の
こ
と
で
す
。

復
原
し
た
建
物
は
仏
師
の
作
業
場
と
住
居
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ

た
も
の
で
、
善
光
寺
へ
の
参
道
に
面
し
て
い
ま
し
た
。
質
素
な

建
物
で
す
が
、
柱
は
面
取
り
が
さ
れ
て
お
り
、
間
口
は

一
間
半
、

奥
行
き

一
間
あ
り
、
ほ
ぞ
を
切
っ
て
柱
を
組
み
、
釘
を
使
う
大

工
仕
事
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
建
物
で
す
。
通
り
に
面
し
た

あ
　
」し
ろ

あ
み

壁
の
部
分
は
、
網
代
編
と
い
っ
て
ヒ
ノ
キ
の
材
か
ら
年
輪
に
沿

っ
て
濤
く
剥
い
だ
板
を
組
み
合
わ
せ
て
編
ん
だ
も
の
で
す
。
復

原
作
業
を
進
め
て
み
る
と
、
年
輪
に
そ
っ
て
剥
ぐ
技
術
や
、

ａ
Ｕ
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仏 師 (職人尽絵 埼玉県喜多院蔵)

仏師の作業場を描いた唯―のもの。寺院の境内などに臨時に設けられたもの。槍飽・手斧・木槌・盤・道具箱 。足台などの道具が描かれ
ている。

網
代
を
編
む
技
術
は
消
え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り

ま
し
た
。
壁
の
上
部
に
は
明
か
り
を
株
る
窓
が
あ
り
、
外
側
に

あ
げ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

中
に
は
い
る
と
、
正
面
に
木
と
縄
で
編
ん
だ
す
だ
れ
が
か
か

つ
て
い
ま
す
。
こ
の
奥
に
は
仏
師
が
生
活
す
る
空
間
が
あ
り
ま

し
た
。
入
口
の
板
戸
は
、
は
め
込
み
式
に
な
っ
て
い
ま
す
。

◆
仏
師
の
道
具

作
業
場
の
ま
ん
中
に
は
、
木
の
切
り
林
の
上
に
の
せ
ら
れ
た

造
り
か
け
の
仏
像
が
あ
り
ま
す
。
脇
に
置
か
れ
た
板
に
は
、
仏

像
の
完
成
予
想
図
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
絵
か
ら
、
頭
部
に
十

一
の
頭
を
の
せ
た
十

一
面
観
音
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

仏
像
の
脇
に
は
道
具
箱
が
置
か
れ
、
そ
の
中
に
は
道
具
が
納
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
す
だ
れ
の
下
の
も
う

一
つ
の
道
具
箱
は
炒
海

の
弟
子
の
も
の
で
す
。

仏
師
は
、
ま
ず
木
を
取
る
た
め
に
良
い
日
を
選
ん
で
出
に
入

り
、
斧
な
ど
を
使
っ
て
出
か
ら
伐
り
出
し
ま
す
。
伐
り
出
し
た

木
か
ら
材
を
取
る
た
め
に
は
、
大
鋸
と
い
う
縦
挽
き
の
鋸
が
無

い
室
町
時
代
以
前
は
、
楔
や
箭
と
嗜
ば
れ
る
撃
に
似
た
道
具
で

木
を
縦
に
割
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
鋸
や
手
斧
を
使
っ
て
荒
削
り

し
、
仏
像
を
造
る
材
を
つ
く
り
出
し
ま
す
。
鎌
倉
時
代
こ
ろ
ま

で
の
鋸
は
横
挽
き
専
用
で
、
形
も
木
の
茉
形
を
し
て
い
る
も
の

７
′
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が
み
つ
か
っ
て
い
ま
す
。
い
よ
い
よ
仏
像
を
造
る
手
順
に
入
り

ま
す
。
ま
ず
大
ざ
っ
ば
に
手
斧
な
ど
で
材
の
面
取
り
を
し
、
そ

の
後
墨
付
け
、
荒
取
り
、
内
制
り
、
仕
上
げ
彫
り
と
い
う
手
順
を

踏
み
ま
し
た
。
こ
の
場
面
は
、
こ
の
入
っ
た
墨
壺
と
墨
キ
を
使

っ
て
墨
付
け
を
行
っ
た
あ
と
、
撃
を
使
っ
て
荒
取
り
を
行
っ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
よ
く
見
る
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
墨
が
残

っ
て
お
り
、
壁
に
は
墨
付
け
を
し
た
材
が
立
て
か
け
て
あ
り
ま

す
。
仏
師
の
座
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
円
座
が
置
か
れ
、
左

ヽ
ヽ
づ
ち

脇
に
は
撃
、
右
に
は
木
槌
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。　
　
霜
島
工
色

妙海作 木造十一面観音立像

(辰野町上島区所蔵 重要文化財)

Ｏ
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さ

槍 飽 (や りがんな )

台飽などのない時代に材の表面の仕上げなどに用いた。

堂のものを参考にした。

興福寺北円

|■
‐

|:|||:|

木の葉状 の鋸 (の こ ぎ り)

大鋸が登場する以前の鋸は、横挽き専用で、本の葉形をしていた。

広島県草戸千軒遺跡などで出上したものを参考にした。

のみ＞脚」
・・一

当
知
銀

無
寧
ぶ

一難
〓
゛

き盤・ 丸撃などの種類に分かれ、形 も現代の ものと大き

道具箱
仏師の使う鋸・撃・槍飽・曲尺(か ねじゃく)な どを入れた

墨壺 (す みつぼ )と 墨斗 (す み さ し)

材に墨を付ける道具。東大寺南大門の梁 (は り)に あったものなどを

参考にした。

箭 (や )

材を木目にそって縦に割る道具。両刃で楔 (く さび)の 役割をする

兵庫県光明寺出上の聖などを参考にした。

制作 中の十一面観音

土間に台を据 (す )え 、その上に仏像を置いて製作した

Ｏ
Ｊ
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じあん  ぃた ,(き さ づま しっくいかべ                      
“

つか つくえ         じゃきょう ときょう

寺庵 板葺切り妻で漆喰壁をもったしっかりした建物で、仏画や机などを並べて写経や読経などをおこなっていた。

ⅢⅢⅢ価靡
'

◆
善
光
寺
門
前
の
寺
庵

寺
庵
と
は
僧
侶
の
住
ま
い
の
こ
と
で
す
。
寺
に
工
規
に
属
し

た
僧
侶
は
キ
の
敷
地
に
あ
る
僧
坊
で
集
団
生
活
を
お
く
り
ま
し

た
が
、
特
定
の
寺
に
属
さ
ず
修
行
や
布
教
を
行
う
半
僧
半
俗
の

僧
侶
も
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
復
原
し
た
寺
庵
は
そ
う
し
た
僧
侶

や
ま
ぶ
し

が
日
常
的
に
生
活
を
お
く
り
、
旅
の
僧
や
出
伏
な
ど
の
修
行
者

の
宿
泊
施
設
で
も
あ
っ
た
、
今
で
い
う
宿
方
の
よ
う
な
役
割
を

し
た
施
設
で
す
。
コ

遍
聖
絵
』
で
は
善
光
寺
の
北
側
に
南
を
正

面
に
し
て
枯
か
れ
て
い
ま
す
。

◆
寺
庵
の
建
物

周
囲
を
柴
垣
で
囲
わ
れ
た
家
の
入
口
に
は
門
木
が
立
て
ら
れ
、

注
逹
縄
が
張
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
魔
除
け
の
板
が
和
り

下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
こ
の
寺
庵
が
独
立
し
た
屋
敷

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
り
ま
す
。
晨
示
空
間
の
制
約
か
ら
、
コ

遍
聖
絵
』
で
は
南
に
面
し
て
い
た
建
物
を
束
に
面
し
た
建
物
に

た
○
度
回
転
さ
せ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
寺
庵
に
鬼
や
恙
霊
が
入

り
込
む
こ
と
を
防
ぐ

「角
切
り
」
が
南
西
の
角
に
あ
る
べ
き
と

こ
ろ
を
、
復
原
で
は
東
南
の
角
に
な
っ
て
い
ま
す
。
問
ロ
ニ
間
、

奥
行
き
二
間
の
入
母
屋
造
り
で
す
が
、
復
原
し
た
の
は
奥
行
き

ｎ
ｕ
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善光寺の北側の寺庵 (―遍聖絵 清浄光寺・歓喜光寺蔵 国宝 複製)

一
間
分
で
、
僧
侶
が
生
活
を
し
て
い
た
奥
行
き

一
間
分
は
省
略

さ
れ
て
い
ま
す
。
南
側
に
は
柿
の
木
の
枝
が
垂
れ
下
が
り
、
濡

えん縁
に
は
枝
か
ら
取
ら
れ
た
柿
が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
屋
敷
の
木

と
し
て
柿
が
植
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
寺
庵
が
生
活
す
る
場
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

柱
は
手
斧
で
削
っ
た
あ
と
槍
飽
で
仕
上
げ
、
面
取
り
も
行
っ

し
と
み
ど

て
い
ま
す
。
正
面
に
は
、
は
ね
上
げ
式
の
蔀
戸
と
は
め
込
み
式

の
蔀
戸
が
、
側
面
に
は
板
戸
が
付
い
て
い
ま
す
。
建
物
の
周
辺

に
は
濡
縁
が
め
ぐ
ら
さ
れ
、
沓
脱
ぎ
石
が
す
え
ら
れ
、
家
の
中

は
板
敷
き
に
な
っ
て
い
る
な
ど
、
門
前
の
中
で
は
最
も
格
が
高

く
高
度
な
建
築
技
術
を
用
い
た
も
の
で
す
。

◆
復
原
さ
れ
た
修
行
の
場

場
面
は
旅
の
聖
や
出
伏
な
ど
が
勤
行
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

え
ん

、
　ヽ
　
　
た

か
と
う
た

い

板
敷
き
の
部
屋
に
は
大
き
な
円
座
と
高
灯
台
が
置
か
れ
て
い
ま

す
。　
一
遍
は
善
光
寺
に
参
詣
し
た
お
り
に
悟
り
を
開
い
た
と
い

に
　
か
び
ゃ
く

わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
時
に
描
い
た
と
い
わ
れ
る
の
が

『
二
河
白

ど

つヽ

ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
■
う
づ
く
え

道
図
』
で
す
。
こ
の
図
が
壁
に
か
か
り
、
そ
の
前
の
経
机
に
は

読
経
に
際
し
て
用
い
る
青
磁
の
香
炉
と
花
瓶
が
の
っ
て
い
ま

ふ
づ
く
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す

み
　

　

か
で

　

す
ず

り

す
。
南
側
に
は
文
机
が
あ
り
、
机
の
上
に
は
墨

・
筆

。
現
な
ど

を
入
れ
た
現
箱
が
置
か
れ
、
か
た
わ
ら
に
は
大
般
若
経
の
経
巻

が
置
か
れ
て
い
ま
す
。
写
経
用
紙
の
書
き
か
け
の
経
文
か
ら
、

Ｅ
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懸魚 (げ ぎよ)

Ｌ

Ｉ

勧請吊り

・椀 。薦

用 品

今
ま
さ
に
大
般
着
経
の
写
経
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
場
面

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
も
　
　
　
　
　
　
て
つ
な
べ
　

　

ま
げ
も
の
　
　
は
し

濡
縁
の
下
を
の
ぞ
く
と
、
薦
の
上
に
鉄
鍋

・
由
物

・
著
が
置

い
て
あ
り
ま
す
。
中
せ
に
は
、
各
地
を
遍
歴
す
る
職
人
や
旅
の

僧
、
出
伏
な
ど
が
御
営
や
庵
に
寝
泊
ま
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
は

そ
う
し
た
人
び
と
の
生
活
道
具
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
の
寺
庵
に

も
そ
う
し
た
人
び
と
が
泊
ま
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

◇
垣
根
と
勧
請
吊
り

屋
敷
に
垣
や
柵
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
、
屋
敷
地
に
対
す
る
占

有
の
表
示
で
す
。
こ
れ
は
古
代
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
中
世
に

な
る
と
百
姓
の
家
に
も
垣
根
が
め
ぐ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
垣
根
に
は
、
材
料
や
作
り
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
嗜

び
方
が
あ
り
ま
す
。
柴
垣
は
樹
木
の
枝
な
ど
を
集
め
て
立
て
た

り
組
ん
だ
も
の
で
す
。
注
逹
縄
は
聖
俗
を
区
切
る
し
る
し
で
す

が
、
そ
こ
に
下
げ
ら
れ
た
板
は

「勧
請
吊
り
」
（門
守
り
）
で
、
そ

れ
は
屋
敷
の
中
に
災
い
が
入
る
の
を
防
ぐ
お
守
り
で
、
そ
こ
に

は
お
経
の
Ｚ
、
神
仏
の
Ｚ
、
あ
る
い
は
願
い
の
内
容
、
呪
符
な

ど
が
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
注
逹
縄
に
勧
請
板
や
木
の
枝

な
ど
を
下
げ
る
習
慣
は
、
現
在
で
も
村
境
な
ど
で
行
わ
れ
る

「道
切
り
」
の
行
事
な
ど
に
残
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
霜
島
正
里



寺庵の内部
文机と写経のための道具.

門木 と勧請吊 り
屋敷を周辺から区切り、災いの侵入を防いだ。

寺庵の内部
二河白道図と香炉・花瓶をのせた経机.、

縁の下の生活道具
遍歴 す る人 び とが生 活 した。
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南
大
門

善光寺の南大門 一遍聖絵 (清浄光寺・歓喜光寺蔵 国宝 複製)

◆
南
大
門
の
ま
え

善
光
寺
門
前
の
参
道
を
進
む
と
、
境
内
の
入
リ
ロ
に
大
き
な

朱
塗
り
の
間
が
あ
り
ま
す
。
左
右
に
、
大
き
く
強
そ
う
な
姿
の

金
剛
力
士
と
い
う
像
が
立
っ
て
い
ま
す
。
キ
の
本
尊
を
守
り
、

参
詣
人
ら
の
思
い
た
を
捨
て
去
り
、
信
磁
深
い
気
持
ち
に
さ
せ

る
役
割
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
奥
に

進
む
と
、
本
尊
の
善
光
寺
如
来
を
ま
つ
っ
た
金
営
や
回
廊
な
ど

が
あ
り
ま
す
。
復
原
模
型
で
は
、
こ
の
箇
所
に
鎌
倉
時
代
末
期

の

『善
光
寺
縁
起
絵
』
か
ら
本
尊
の
姿
を
大
き
く
表
現
し
て
い

ま
す
。
中
せ
の
人
び
と
は
、
善
光
寺
如
来
は
生
身
の
如
来
で
生

き
て
い
る
の
だ
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
建
物
よ
り
も
仏
像
を
大

き
く
描
い
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

◆
絵
巻
に
描
か
れ
た
南
大
門

『
一
遍
聖
絵
』
（聖
戒
本
）
に
枯
か
れ
た
南
大
門
は
、
石
垣
の

基
礎
の
上
に
築
地
塀
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
朱
塗
り
の
四
足

間
で
漆
唸
壁
と
檜
皮
葺
の
屋
根
が
色
彩
豊
か
に
描
か
れ
て
い
ま

そ
　
と
う

ば

す
。
門
柱
の
側
に
は
卒
塔
婆
が
二
本
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
柱

の
頭
部
分
を
五
輪
塔
の
形
に
彫
刻
し
た
も
の
で
、
供
養
塔
と
し

て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。
鎌
倉
時
代
の
書
物
で
あ
る

『沙
石

■
４

Ｅ
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善光寺の絵解 き法師

善光寺の琵琶法師 善光寺門前で道案内する子ども

抄
』
に
よ
る
と
、
娘
を
亡
く
し
た
鎌
倉
の
住
人
が
わ
ざ
わ
ざ
極

楽
往
生
の
た
め
に
遺
骨
を
善
光
寺
に
納
骨
し
た
説
話
が
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
善
光
寺
如
来
の
縁
に
触
れ
て
極
楽
往
生
し
よ
う
と
、

善
光
寺
の
近
辺
に
石
や
木
で
つ
く
っ
た
基
石
や
供
養
塔
を
建
て

た
の
で
す
。
南
大
門
の
前
は
、
南
か
ら
の
参
詣
道
路
と
東
西
か

ら
の
道
が
交
差
す
る
地
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。
蓑
に
鹿
杖
を
も

っ
た
狩
人
や
毛
皮
鞘
を
も
っ
た
式
士
、
社
の
女
人
、
綾
蘭
笠
を

背
負
っ
た
法
師
、
鉢
巻
き
姿
の
旅
人
ら
が
南
大
門
に
向
か
っ
て

い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
所
は
、
門
前
で
も
も

っ
と
も
に
ぎ
や
か
な
繁
幸
街
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

は
た
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
ろヽ
も
か

大

門

の

間

前

で

目

を

引

く

の

が

、

裸

足

の

子

供

で

す

。

衣

被

す
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な

お
　
　
　
そ
う

り
　
　
　
は

物
を
羽
織
り
白
編
の
鼻
緒
の
単
履
を
履
い
た
高
貴
な
尼
僧
を

道
案
内
し
よ
う
と
し
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
寺
社
の

間
前
や
道
路
に
は
捨
て
子
や
病
人
が
放
置
さ
れ
る
こ
と
が
多

く
、
幕
府
も
た
び
た
び
禁
今
を
発
布
し
て
い
ま
す
が
効
果
は
あ

ま
り
あ
が
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
参
詣
人
か
ら
の
布
施
や
雑
事
を

手
伝
っ
て
小
銭
を
え
て
生
活
す
る
社
会
的
弱
者
の
人
び
と
が
住

み
つ
い
て
い
た
の
で
す
。
寺
子
と
か
色
食
坊
主
な
ど
と
呼
ば
れ

る
人
び
と
が
、
善
光
寺
如
来
の
御
利
益
を
解
説
す
る
絵
解
き
法

師
や
琵
琶
法
師
な
ど
と
な
っ
て
民
間
芸
能
や
民
間
信
仲
を
流
布

す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
た
の
で
す
。

Ｅ
Ｕ
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復原された善光寺の南大門

◆
南
大
門
と
門
前
町

『
一
遍
上
人
絵
伝
』

（清
浄
光
寺
本
）
に
描
か
れ
た
南
大
門

で
は
、
門
を
入
っ
て
中
間
に
す
す
む
参
道
の
両
側
に
長
棟
の
町

屋
が
描
か
れ
、
若
僧
や
参
詣
人
、
子
供
た
ち
が

一
遍
の
集
団
を

見
物
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
史
実
だ
と
す
れ
ば
、
善
光
寺
の
南

つ
い
　
し

へ
い

大
門
の
築
地
塀
は
東
西
に
の
び
る
だ
け
で
、
町
屋
が
そ
の
中
に

ま
で
発
達
し
て
い
た
オ
ー
プ
ン
な
構
造
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。

『善
光
寺
縁
起
絵
』
な
ど
に
は
、
南
大
門
か
ら
は
じ
ま
る
築

地
塀
が
四
方
を
め
ぐ
っ
て
い
る
よ
う
に
描
い
た
も
の
も
あ
り

ま
す
。
通
常
は
大
門
か
ら
内
部
の
境
内
で
す
か
ら
、
町
屋
な
ど

な
い
の
が
普
通
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
ど
ち
ら
が
工
し
い
の
か
、

時
代
に
よ
っ
て
都
市
の
構
造
が
変
化
し
た
の
か
、
今
後
の
調
査

が
楽
し
み
で
す
。

◆
地
名
と
発
掘

南
大
門
が
あ
っ
た
場
所
は
、
現
在
、
小
字
Ｚ
と
し
て

「大
門
」

と
い
う
地
名
が
残
っ
た
場
所
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
細
長
い
地
割

が
善
光
寺
に
む
か
っ
て
伸
び
て
い
ま
す
。
こ
の

「大
門
」
を
過

ぎ
て
そ
の
左
右
に
は

「東
町
」
。「
西
町
」
と
い
う
町
地
名
が
残

っ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど

『
一
遍
上
人
絵
伝
』
の
町
屋
が
描
か

れ
た
場
所
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
中
世
に
は
、
「桜
小

ｎ
ｕ
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南大門か ら中門 までの間に長棟の町屋が並んでいた

一遍上人絵伝 (清浄光寺本 複製)

路
」
。
「西
門
」
な
ど
の
地
Ｚ
が
す
で
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
ま
す
。
今
後
も
伝
承
地
Ｚ
や
小
老
な
ど
の
地
名
や

地
割
な
ど
の
調
査
研
究
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

一
え
九
二
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て

「大
門
」
と
い
う
地
籍
で

発
掘
調
査
が
な
さ
れ
、　
一
部
室
町
時
代
の
町
屋
と
思
わ
れ
る
建

物
や
中
せ
の
流
通
銭
な
ど
が
出
上
し
ま
し
た
。
ま
だ
わ
か
ら
な

い
こ
と
ば
か
り
で
す
が
、
グ
し
ず
つ
歴
史
を
解
明
す
る
調
査
や

研
究
が
つ
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
原
今
朝
こ

７
′
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善
光
寺
門
前
の
発
掘
調
査
の
成
果

中
せ
の
薔
光
や
や
そ
の
関
前
の
様
子
は
不
明
な
こ

と
が
多

い
の
で
す
が
、
最
近
ヽ
薔
光
寺
周
辺
で
も
都

市
再
開
発
に
と
も
な
う
部
分
的
な
発
掘
調
査
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、ま
．し
た
。
そ
の
結
果
、
貴
菫
な
資

料
．が
出
上
一し
、一
夕
し
ず

つ
中
せ
の
善
光
寺
門
前
の
様

子
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。

門
前
の
道
路
工
事
で
は
、
実
に
ニ
セ
○
点
も
の
大

量
の
中
せ
石
建
物
が
出
上
し
ま
し
た
。
五
輪
塔
が
大

部
分
で
、
し
か
も
四
角

い
地
輪
部
分
が
二
六
六
個
、

全
体
の
七
割
に
も
の
ぼ
り
、
円
形
部
分
を
も

っ
た
空

風
輪
や
水
輪
は
わ
ず
か

一
一
個
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
近
せ
の
善
光
寺
門
前
を
再
趙
す
る
た
め
に
、

無
数
に
あ

っ
た
中
せ
石
塔
群
の
う
ち
、
地
輪
や
基
壇
一

な
ど
四
角

い
る
材
の
み
を
取
り
出
し
て
建
築
石
材
と

し
て
再
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ

代
か
ら
戦
国
時
代
の
も
の
で
す
。
彫
ら
れ
た
文
字
を

金
泥
で
装
飾
し
た
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
中
せ
の
善

光
寺
は
極
楽
に
通
ず
る
供
養

・
鎮
魂

の
場
で
も
あ

っ

た
の
で
す
。

「
字
大
門
」
地
籍
か
ら
は
、
宋
銭
や
明
銭
が
散
布
し

た
か
の
よ
う
に
二
〇
〇
枚
ほ
ど
出
上
し
ま
し
た
。
建

築
物
の
礎
石
や
石
列
、
人
葬
骨
な
ど
も
出
上
し
ま
し

た
。
室
町

・
戦
国
時
代
の
町
屋
群
が
姿
を
現
し
た
の

で
す
。
階
段
状
に
段
差
が
つ
け
ら
れ
掘
り
下
げ
ら
れ

た
場
所
に
平
石
の
礎
石
群
が
な
ら
ん
だ
遺
構
が
出
土

し
ま
し
た
。
明
ら
か
に
半
地
下
式
の
礎
石
建
物
が
存

在
し
て
い
ま
し
た
。

こ
う
し
た
遺
構
は
、

こ
れ
ま
で

鎌
倉

（神
奈
川
県
鎌
倉
市
）
。
博
多

（福
岡
市
Ｙ

草

戸
千
軒
町

（
広
島
県
福
出
市
）
な
ど
中
世
都
市
の
遺

跡
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
世
善
光
寺

の
門
前
が

ど
の
よ
う
な
構
造
に
な

っ
て
い
た
の
か
を
探
る
キ
か

か
り
が
発
掘
調
査
か
ら
得
ら
れ
る
可
能
性
が
広
が

っ

て
い
ま
す
。
今
後
の
発
掘
調
査

の
進
展
が
期
待
さ
れ

ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（丼
原
今
朝
男
）

ti:1

‐
|:

中世の町家を示す遺構が見つかつた善光寺門前町の遺跡群

(長 野市教育委員会提供)
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善 光 寺 縁 起 絵 (根 津美術館蔵 重要文化財 複製 )
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石
造
物
の
造
立

河原にたつ板碑・卒塔婆寺庵内の五輪塔

門
前
の
板
碑

・
卒
塔
婆

・
五
輪
塔

善
光
寺
門
前
の
展
示
室
に
入
る
と
、
薄
口音
い
裾
花
川
の
河
原
に
、
石
や
木

で
造
ら
れ
た
展
示
物
が
並
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
は
門
前
の
性
格
を
象
徴
す
る

葬
送
の
場
所
で
す
。
ま
ず
、
橋
の
と
な
り
に
定
っ
て
い
る
石
の
仮
か
ら
み
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
板
碑
と
い
っ
て
お
も
に
関
東
周
辺
で
鎌
倉
時
代
か

ら
室
町
時
代
に
か
け
て
盛
ん
に
作
ら
れ
た
供
養
塔
で
す
。
先
端
が
二
等
辺
ニ

角
形
を
し
た
板
状
の
青
石
材
に
、
漢
字
で
も
ひ
ら
が
な
で
も
な
い
、
な
ん
だ

か
難
し
い
文
字
が
大
き
く
二
つ
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。
不
思
議
な
文
字
は
梵
字

と
よ
ば
れ
る
イ
ン
ド
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
い
う
言
葉
の
文
字
で
す
。
真
ん

中
の
大
き
な
文
字
は
、
浄
上
の
ほ
と
け
さ
ま
で
あ
る
阿
弥
陀
如
来
を
あ
ら
わ

し
、
そ
の
下
の
二
つ
の
文
字
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
供
を
す
る
勢
至
薔
薩

（向

か
っ
て
左
）、
観
音
薔
薩

（向
か
っ
て
右
）
で
す
。
こ
の
碑
に
よ
っ
て
亡
く
な

っ
た
人
が
浄
上
に
生
れ
か
わ
る
こ
と
を
願
っ
た
よ
う
で
す
。
青
っ
ぱ
い
色
を

し
て
い
る
の
は
、
緑
泥
片
岩
と
い
う
埼
玉
県
の
秩
父
地
方
で
と
れ
た
石
材
を

使
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

板
碑
の
横
に
建
つ
高
い
木
の
棒
は
卒
塔
婆
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
と
も

と
仏
教
の
お
寺
の
塔
を
示
す
言
葉
で
、
仏
合
利

（お
沢
迎
さ
ま
の
遺
骨
）
の

安
置
を
目
的
と
す
る
建
造
物
で
し
た
。
古
代
イ
ン
ド
の

「
ス
ト
ゥ
ー
パ
」
が

中
国
へ
伝
わ
り

「卒
塔
婆
」
と
訳
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
日
本
で
は
略
さ
れ
て



撫

く費

阿弥陀如来

生 きているもの

たちを救 う

観 音菩薩

慈悲の象徴

勢至菩薩

…智慧の象徴お堂の うしろの五輪塔・ 卒塔婆 。宝塔

(―遍聖絵第一巻二段 中央公論社提供)

常設展示室の板碑に亥1ま れた梵字

塔
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
五
菫
塔
や
五
輪
塔
な
ど
い
ろ
い
ろ
な

形
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。
卒
塔
婆
や
五
輪
塔
は
室
町
時
代
か
ら
戦
国
時
代
に

な
る
と
豊
か
な
人
び
と
の
間
に
浸
を
し
、
個
人
的
な
供
養
塔
や
お
基
と
し
て

趙
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

◆
石
造
物
の
建
て
ら
れ
た
場
所

と
こ
ろ
で
、
板
碑
や
卒
塔
婆
は
ど
う
し
て
河
原
に
建
っ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
そ
れ
は
、
河
原
が
人
び
と
の
暮
ら
す
町
中
か
ら
離
れ
た
境
界
に
あ
た
る

か
ら
で
す
。
当
時
善
光
寺
へ
は
全
国
各
地
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
や
っ
て
き

ま
し
た
。
な
か
に
は
途
中
で
病
気
に
な
り
、
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
人
も
あ

な

ヽ

力ヽ
ら

り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
身
よ
り
の
な
い
人
の
亡
骸
や
思
い
を
供
養
す
る
た
め

に
、
日
常
の
暮
ら
し
の
境
日
に
あ
た
る
場
所
に
板
碑
や
卒
塔
婆
な
ど
の
供
養

塔
を
建
て
た
の
で
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
存
藤
羊
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一
遍
上
人
の
絵
巻
と
信
濃

一遍上人の善光寺詣 (―遍聖絵 清浄光寺・歓喜光寺蔵 国宝 複製)

◆
か
き
写
さ
れ
た
絵
巻

絵
巻
は
横
長
の
巻
物
に
詞
書

（文
章
）
と
絵
と
を
交
互
に
組

み
合
わ
せ
て
、
人
物
の
動
き
や
場
面
の
展
開
を
右
か
ら
左
へ
と

繰
り
広
げ
る
巻
物
で
す
。
鎌
倉
時
代
に
は
社
寺
の
由
来
や
霊
験

え
ん

、
ヽ

な
ど
を
記
し
た
縁
起
や
、
有
Ｚ
な
お
坊
さ
ん
の
伝
記
を
題
材
に

し
た
も
の
が
多
く
つ
く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
み
て
い
く

一

遍
上
人
の
絵
巻
も
そ
の
一
つ
で
す
。

一
遍
上
人

（
一
二
二
九
～
八
え
）
は
、
鎌
倉
時
代
の
は
じ
め

に
伊
子
国

（愛
媛
県
）
で
生
れ
ま
し
た
。　
一
遍
上
人
は
、
各
地

を
め
ぐ
っ
て
念
仏
を
唱
え
る
だ
け
で
す
べ
て
の
人
が
救
わ
れ
る

と
い
う
教
え
を
説
き
ま
し
た
。
念
仏
を
唱
え
な
が
ら
踊
る

「踊

り
念
仏
」
を
は
じ
め
て
多
く
の
人
び
と
の
信
仲
を
あ
つ
め
た
の

で
す
。
こ
う
し
て

一
遍
上
人
の
教
え
に
従
っ
た
人
び
と
は
時
衆

と
よ
ば
れ
ま
し
た
。

一
遍
上
人
の
伝
記
を
描
い
た
絵
巻
は
、
多
く
伝
え
ら
れ
て
い

い

へ
ん
し

‘
ユ

¨
ん

た
　

ｔ́
ん

ま
す
。
こ
れ
ら
は
ま
と
め
て

『
一
遍
上
人
絵
伝
』
と
い
い
ま
す

が
、
内
容
に
よ
っ
て

『
一
遍
聖
絵
』
と
、
Γ

逓
上
人
絵
詞
伝
』

翁
遊
行
上
人
縁
起
絵
Ｌ

と
よ
ば
れ
る
も
の
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

『
一
遍
聖
絵
』
は

一
遍
上
人
が
亡
く
な
っ
た
十
年
後
の
工
安
元
年

Ｏ
Ｅ

Ｑ
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商

）一 遍 上 人 絵 詞 伝 t真 光寺蔵 重要文イし貝オ|―遍 をしのひ善光寺て念イムを行 う他阿―行

一遍上人絵詞伝 (永福寺蔵
'真

光寺本と同じ場面たか、境内のようすか異なる

鱗

・

（
一
二
た
た
）
に
聖
戒
が
作

っ
た

一
遍
上
人
の
最
物
の
絵
巻
で

す
。
そ
こ
に
は

一
遍
上
人
が

一
三
オ
か
ら
五

一
オ
で
亡
く
な
る

ま
で
の
間
に
訪
れ
た
全
国
各
地
の
風
景
や
お
寺
な
ど
の
建
物
、

人
び
と
の
様
子
が
、　
Ｔ

一き
に
わ
た
る
絹
の
巻
物
に
鮮
や
か
に

描
か
れ
て
い
ま
す
。

い
っ
ぼ
う
、
宗
俊
が
ま
と
め
た

『
一
遍
上
人
絵
詞
伝
」
は
こ

れ
よ
り
や
や
遅
れ
て
原
本

（も
と
に
な
る
絵
巻
）
が
出
来
上
が

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
ち
ら
に
は

一
遍
上
人
の
生
涯

だ
け
で
な
く
、
あ
と
を
継

い
だ
他
阿
と
い
う
お
坊
さ
ん
の
活
躍

も
詳
し
く
描
か
れ
て
い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
人
び
と
に
必
要
と

さ
れ
た
た
め
で
し
ょ
う
か
、
同
じ
絵
巻
が
何
本
も
作
ら
れ
た
よ

う
で
す
。
今
だ

っ
た
ら
印
刷
や
写
真
、　
コ
ピ
ー
機
を
使
え
ば
同

じ
も
の
を
簡
単
に
た
く
さ
ん
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
当
時
は
絵
巻
が
必
要
に
な

っ
た
人
が
、　
一
巻
ず

つ
か
き
写

す
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
て
た
く
さ
ん
の
絵
巻
が

つ
く
ら
れ

た
の
で
す
。
　
ゴ

遍
上
人
絵
詞
伝
」
は
、
現
在
で
も

約

二
〇
本
が
全
国
各
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、

よ
く
み
る
と
同
じ
場
面
で
も
、
写
し
た
人
や
写
し
た
時

代
に
よ

っ
て
ク
Ｌ
ず

つ
形
や
色
使

い
に
違

い
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
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′卜田切 の里の踊 り念仏 (一遍聖絵 国宝 複製)

信濃国佐久郡小田切里の武士の家で、念仏を唱えるうちに無我の境地に至り踊り出す時衆

たち ―遍聖絵の記す踊り念仏の始まりである

０
善
光
寺

一
遍
上
人
の
絵
巻
に
は
全
国
各
地
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る

と
い
い
ま
し
た
が
、
長
野
県
内
で
は
ど
ん
な
所
が
登
場
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
は
じ
め
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
善
光
寺

で
す
。
デ

遍
聖
絵
』
に
は

一
遍
上
人
が
ニ
ニ
歳
の
時
、
善
光
寺

に
お
参
り
し
、
最
初
の
悟
り
を
得
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
以

後
、
善
光
寺
は
時
宗
に
と
っ
て
も
重
要
な
寺
院
と
し
て
あ
つ
か

わ
れ
ま
し
た
。
二

遍
上
人
絵
詞
伝
』
に
は
、
後
に
他
阿
が

一
遍

上
人
と
ゆ
か
り
の
深
い
善
光
寺
を
詣
で
、
御
前
の
舞
台
で
日
中

の
念
仏
を
行
う
姿
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
場
面
に
は

五
菫
塔
や
建
物
の
配
置
な
ど
、
現
在
の
善
光
寺
と
は
異
な
る
鎌

倉
時
代
の
善
光
寺
の
風
景
が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
今
か
ら
お
よ

そ
七
〇
〇
年
も
前
の
善
光
寺
の
よ
う
す
を
知
る
こ
と
が
出
来

る
貴
菫
な
手
が
か
り
な
の
で
す
。

◇
伴
野
の
市
、
小
田
切
の
里
、
大
井
太
郎
の
館

四
一
歳
の
時
、
ふ
た
た
び
善
光
寺
に
参
詣
し
た

一
遍
は
、
佐

入
地
方
を
訪
れ
て
い
ま
す
。
コ

遍
聖
絵
』
で
は
、
現
在
の
佐
人

市
に
あ
た
る
伴
野
の
市
で

一
遍

一
行
が
と
つ
ぜ
ん
現
れ
た
五

色
の
雲
に
手
を
合
わ
せ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で

は
市
の
開
か
れ
な
い
日
の
閑
散
と
し
た
市
場
の
よ
う
す
を
み

る
こ
と
が
で
き
ま
す
．
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