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序

Ξ 三-
一
匚 亅

奈
良
国

立
文

化
財
研
究
所
は
発
足
遐
来
八
ヶ

年
、
研
究
事
業
も
着

々
と
進
行
し
、

研

究
成
果
の
刊

行
さ
れ
て

学
界
を
称
益
し
た
も
の
も
少
く
な
い
。
ま

た
豊
富
な
古

文

化
財
の
巾
心
地
に
あ
る
為
め
に
、

そ
の
調
査
と
保
存

と
に
寄
与
し
て
来
た
点
も

人
の
知
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
一
九
五
八
年
年
報
に
詳
細
に
報
告

さ
れ
て
居
り
、
新
ら
し
い
研
究
報
告
の
一
端
も
紹
介

さ
れ
て
、

木
研
究
所
の
性
格

そ
の
も
の
も
明

に
な
っ
た
こ
と
と
思

う
。

文
化
財
保
護
委
員
会
が
東
京
・
京
都
・
奈
良
の
三
国
立
博
物
館
を
擁
し
、

東
京

国
立
文
化
財
研
究
所
を
附
属
機
関
と
す
る
外

に
、
特
に
奈
良
に
研
究
所
を
新
設
す

る
に
至
っ
だ
こ
と
は
、
奈
良
が
日
本
古
文
化
成
立
の
巾
心
部
に
当
り
、
正

倉
院
・

七
大
寺
を
始
め
・
飛

鳥
・
平
城
・
平

安
の
各
時
代
の
遺
跡
に
取
り
遯
ま
れ
て
い
る

こ
と
を
憲
識
し

た
た
め
で
あ
る
。
近
畿
地
方

の
国

宝
・
重
要
文
化
財
及
び
史
跡
の

数

が
、
日
本
全
土
に
於
け

る
分
布
の
半
数
以
上
を
占
め
る
こ
と
は
、

有
力
に
そ
の

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
即
ち
、
こ
の
古
文
化
財

の
中
心
地

に
在
っ

て
、

直
接
こ

れ
ら

の
も
の
の
研
究
調
査
を
行
い
、
そ
の
保
存
に
貢
献
す

る
目
的
を
以
て
、

奈
良

文

化
財
研
究
所
は
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
。

奈
良
の
研
究
所
が
そ
の
好
位
置
を
十
分
に
利
川
し
、
当
初
の
目
的
に
邁
進
し
て

い
る
こ
と
は
、

従
来
発
表
さ
れ
て
来
た
業

績
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
設
立

の

規
模
が
余
り
に
も
小
さ
く
、

研
究
員
の
数
も
僅
少
で
あ
り
、

従
っ

て
研

究
費
に

乏
し

く
、

諸
社

寺
及

び
地
方
公
共
団
体
の
援
助
に
よ
り
研
究
を
進
め
、
研
究
員
自

ら
そ
の
た
め
に
奔
走
す
る
有
様

に
あ
る
こ
と
は

遺
憾
で

あ
る
。
研

究
題
目
と
研
究

資

料
と
は
無
尽
蔵

と
言
っ
て
よ

く
、

調
査

の
進
行

に
従
い
新
発
見
相
次

ぎ
、
現
状

で

は
こ
れ
を
処
理
す
る
に
足
る
研
究
態
勢
を
整
え

る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
。

仍
て

藤
　
　

田
　
　

亮
　
　

策

今
後
は
全
研
究
員
の
専
門
知
識
を
動
員
し
て
、

一
つ
一
つ
の
古
社
寺
ま

た
は
遺
跡

に
対
し
て

総
合
的
に
協
同
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
居
り
、

既
に
一
部

実
行
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
二
十
九
年
の
平
城
宮
址
発
掘
調
査
を
契
機

と
し
て
、
国

の
計
顯

に
よ
る
遺

跡
の
発
掘
に
本
研
究
所
が
調
査
団

を
組
織
し
て
当
っ
て

来
た
こ
と

は
、

日
本
に
於

い
て
は
劃
期
的
の
事
実
で
あ

る
。
飛
鳥
寺
・
川
原
寺
等
の
規
模
の
大
き
い
調

査
は
、

国
費
に
よ
る
国

家
的
事
業
で
あ
る
為
め
に
漸
く
成
果
を
納

め
た
と
言
っ
て
よ

い
。

昭

和
三
十
四
年
度

か
ら
五
ヶ

年
を
以
て
、
新
に
平
城
宮
址
の
全
面

的
発
掘
調
査
を

計
画
し

た
こ
と
は
、
我
が
国

に
於
け
る
最
初
に
し
て
最
大
の
発
掘
事
業
で
、
本

研

究
所
の
負
わ

さ
れ

た
責
任
は
重
天

で
あ
る
。
幸
に
し

て
初
年

度
の
調
査
は
、

官
民

の
全
面
的
協
力
に
よ
り

成
功
を
納

め
得

た
が
、

次
年
度
以

降
の
広
大
の
面
積

の
調

査
は
至
難
の
業
で

あ
り
、

実
際
上
十
年
乃
至
十
五
年
の
継
続
施
行
が
必
要
で
あ
る
。

ま

た
正

し
く
平

城
宮
の
方
位
・
配
置
・

範
囲

を
知

る
為

め
に

は
、
単

に
宮
址
の
発

捐
に
止
ら
ず
、
七

大
寺
そ
の
他
の
正

確
の
坪

割
と
条
里
と
の
関
係
を
明

か
に

し
、

藤
原
・

難
波

・
長
岡
・
平
安
各
宮
址
の
調

査
の
結
果
を

も
十
分
に
参
照
す
る
こ
と

が
要
求

さ
れ
る
。
平

城
宮
址
の
調
査
を
助
け
る
意
味
か
ら
も
、
奈
良
の

研
究
所
は

そ
の
総
力
を
挙
げ
て
、

七
大
寺
十

八
社

の
古
社

寺
の
総
合

研
究
を
行
う

べ
き
で
あ

る
と
す

る
考
は
正
し
い
。
乏
し
い
経
費
と
僅
か
の
研
究
員
と
で
こ
れ
を
如
何
に
し

て
処
理
し
て
ゆ
く
か
が
今
後
の
重
大
の
問
題
で
、
要

は
合
理
的
の
調
査
と
総
員
の

融
和
協
力
以
外

に
道
は
な
い
と
思
う
。

本
書
に
載
せ
ら
れ
た
研
究
記
事
は
一
九
五
八
年
度
に
行
わ
れ
た
調
査
の
概
要
で

あ
っ
て
、
詳
細
の
研
究
報
を
は
別
に

そ
れ

ぞ
れ
発
表

さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

ｊ
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昭

和
3
2年
度
よ
り

行
っ
て
い

る
川
原
寺

の
（
人
帽
調
査
は
、
予
期
以
上
の
成
果

を

お
さ
め
て
わ

が
国
土
代
寺
院
史
研
究
に
重
要
な
資
料
を
加
え
つ
つ
あ

る
が
、
先
の

第
一
次
及

び
第
二
次
調
査
に
引
き
続
い
て
、
昭
和
3
3年
１１‥一
月
1
5囗
よ
り
昭
和
3
4年

３
月
９
日
ま
で
、
約
百
日
を
費
し
て

第
三

次
調
査
が
行
わ
れ
た
。
先
の
調
査
に
閇

し
て
は
、
す
で
に
そ
の
概
要
を
5
8年

度
年
報
に
簡
単
に
報
（
‥
し
た
が
、
更
に
そ
の

後
の
調
査
を
合

わ
せ
て
い
ず
れ
詳
細
な
報
告
書
を
刊

行
す
る
予

定
で
あ
る
。
出
土

遺
物
の
樞
理
等
に
は
、
現

在
な
お

か
な
り

の
日
数
を
要
す

る
の
で
、
こ
こ
で
は
第

三
次
の
調
査
で

新
に
発
見
さ
れ

た
遺
構
を
主
と
し
て
記
し
、
今
回
の
調
査
の
概
要

を
報
告
す
る
。

先

の
第

一
次
及

び
第
二
次
調
査
に
よ
っ
て
圉
大
門
、
巾
門
、
回
廊
、
巾
金
堂
、
東

塔
及

び
西

金
堂
等
の
遺
構
を
発

掘
し
、
出
門
よ
り
巾

金
堂
に
至

る
い

わ
ば
金
堂
院

と
で

も
い
う

べ
き
伽
藍
の
中
枢

部
を
明
ら

か
に
す

る
こ
と
が
出
来

た
（
第

３
図

）
。

そ
の
結
果
、
従
来
か
ら
も
一
部
で
は
推
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
は
あ

る
が
、
中
金

堂
の
南
庭
の
東

に
塔
、
西

に
仏
殿
を
対
置

し
、

中
門

か
ら
発
し
た
回
廊

が
そ
れ
ら

を
瑕
囲
む

と
い
う
、
前
例
を
見
な
い
伽
藍
配
置
を
確

め
得

た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

意
義
は
誠
に
大

な
る
も
の

と
信

ず
る
。
今
回
は
そ
れ
に
引
き
続
き
そ
の
北
方
、
講

堂
院
に
当

る
附
近
を
主
と
し
て
調
査
し
、

講
堂
及
び
僧
房
を
明

ら
か
に
し
た
。
ま

た
中

金
堂
両
脇
の
回

廊
及

び
そ
の
西

端
か
ら
西

へ
延
び
る
波

廊
等
も
へ
口
せ
て
調
査

し

た
。

一

講

堂

中

金

堂

の
北
4
8
m
（

１
５
８
.　７
Ｒ

）

に

東
西
4
1
m
（

１
３
５
.５
Ｒ

）
、

南
北
1
6
m
（
５
２
.７

沛

）

の

基

壇
地

か
た

め
を

も

つ

講
堂

が
存

し

た

こ

と

が
確

認

さ

れ

た

。

講

堂

の

上

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

部
は
完
全
に
削

平
さ
れ
て
（

第

２
図
）
地
上
に

は
全
く
何
等
の

遺
構
を
殀
さ
な

い

ま
で
に
な
っ

て
い
た
が
、
こ

こ
で
も
第
一
、

二
次
の

調
査
で

判
明
し

た
伽
藍

祟
半
同
様
の
埋

立

た
土
の
土
に

遺
構
が
造
営
さ

れ
て
い
た
。
基

培
地
か
た
め
は
、

前
記
の
寸
法
で

こ
の
盛
土
上
面

第２図　講　堂　全　景 （北 より）

を
深
さ
約
0
.
5
mほ
ど
掘
り
、

こ
れ
に
径
3
0～
4
0
mの
玉
石

を
敷
き
っ
め
た
も
の・
で

、

こ
の
上

に
厚

さ
３
ｍ

ほ
ど
に
叩
き
固

め
た
土
層

が
1
5層
く
ら

い
み

ら
れ

た
が
、
こ

れ
は
明
ら
か
に
基
壇
構
築
の
た
め
の
築
土
層
で
、
第
二
次
調
査
の
時
の
塔
址
の
例

や
西
大
寺
東
西
両
塔
な
ど
と
同
様
の
手
法
を
示
し

て
い
る
。

講

堂
周
辺

の
破
壊
は
予
期
以
上
は
げ
し
い

も
の
で
あ
っ
て
、
匹
方

は
沼
、
南
、

東
、
北
の
三
方
は
幅
３
ｍ
に
お
よ
ぶ
泣
か
罰
鑿
さ
れ
て
い
た
。
わ
ず
か
に
北
辺
の

Ｊ
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一
部
に
講
堂
所
用

の
瓦
と
思

え
る
も
の

の
堆

積
が
発
見

さ
れ
た

の

み

で

あ

っ

た
。

そ

の
他
に
は
、
南

中
央
正
面

に
掘
立
柱
に
仕
合
せ

た
花
崗
岩
製

の

唐

居

敷

が

見

出

さ
れ
た
。
こ

れ
と
て

講
堂
に
用

い
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

な

い

も

の

で

あ

る
。

O　
、 、10 ｡ 20　　30　40　80　60　70　80　90m

二
　

北
回
廊
　

４

中
門
よ
り
発

し
た
回
廊
が
塔

・
西
金
堂
の
外

周
を
繞
っ
て
さ

ら
に
北
に
行
く

も
の
か
、
あ
る

い
は
巾
金
堂
に

取
付
く
の
か
の

究
明
も
、
今
回

の
調
査
の
目
的

の
一
つ
で
あ
っ

た
。
こ
の
た
め

巾
金
堂
の
東
西

両
側
で
回
廊
の

有
無
を
調
査
し
、

こ
れ
が
巾
金
堂

の
南
第
一
間
に

取
付
い
て
い
る
こ
と
が
判
明

し
た
。
東
側
に

現
在
の
地

形
が
一
段

低
く
な
っ
て

い

る
の
で
当
初
よ
り

遺
構
の
残
存
が
あ
や
ふ
ま
れ
た
が
、

幸
い
に
も
内
溝
の
底
石

と
、

礎
石
拔
取
痕
跡
を
か
ろ
う
じ
て
検
出
す

る
こ
と
に
成
功
し

た
。

西
半
部
に
つ
い
て
は
第
一
次
調
査
の
際

に
判
明

し
た
西
回

廊
に
北
接
す

る
部
分

-

- - - -
- - - -

-



を
発
掘
し
西
回
廊
が
東
折
す
る
こ
と
を
発
見
、
さ
ら
に
北
回
廊
西
半

部
西

端
で
３

柱
間

を
出
す
こ
と
が
出
来
た（

第
４
図

）
。
こ
の
部
分
の
保
存
状
態
は
西
回
廊
同
様

き
わ
め
て
良
好
で
あ
っ
て
、
そ
の
南
辺
に
は
凝
灰
岩

の
切
石
を
用
い

た
基

壇
と
玉

石
を
敷
き
並

べ
た
雨
落
溝
が
良
く
残
り
、
北
辺

も
凝
灰
岩

切
石

を
用

い
た
基
壇
が

み
ら
れ
た
。
北
西
の
隅
の
間
は
唐
居
敷
の
石

が
あ
っ
て
、
北
に
向

っ
て
ひ
ら
く
扉

が
も
う
け
ら
れ
て
い
る
。
南
辺

の
雨

落
溝

は
幅
1
.
2
m
（
3
.
8尺
）
で
、
西
回

廊
東

辺

の
溝
巾
が
0
.
9
mで
あ
る
こ
と
よ
り
も
広
く
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
南
辺
の
溝

と
、
西
回

廊
東
辺
溝
と
の
交
点
か
ら
、
西

に
こ
の
水
を
排
水
す
る
幅
3
0
m
の
暗

渠

が
作
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
暗
渠
は
両

側
壁
か
瓦
積
で
作
ら
れ
、
上
を
凝
灰
岩
の
切

石

で
お
お
っ
て
い
た
ら
し
い
。

･--一一一一･･=
ご 冫 勹

。

匸

口

千

千

毎
回
回
診

七

△
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丈 測 図房第 ４図　 西 僧

三
　

僧
　
　
　
　
　

房

第
三
次

調
査
開
始

時
に
、
東
回
廊
の
北
の
延
長
部
分
に
凝
灰
岩
を
用
い
た
基
壇

痕
跡
と
数
個
の
礎
石
を
見
出
し
た
の
で
同
廊
は
こ
の
部
分
ま
で
延
長
し
て
い
る
も

の
と

考
え
、
こ
れ
が
西
折
し
て
講
堂
に
収
付

く
部
分
を
見
出
す
こ
と
に
莟
労
し

た

が
、
結
局
は
講
堂
に
は
何
等
収
付
い
て
い
な
い
こ

と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
西
回

廊
の
北
へ
の
延
長
部
に
お
い
て
は
、
西
回

廊
に
接
し
て
西
回

廊
と
同

じ
梁
間

を
も

っ
西
僧
房
の
東
第
一
問
が
検
出
さ
れ
、
北
・
西

廊
隅
の
間

の
暃
は
、
西

僧
房

へ
の

出
入
口
と
認
め
ら
れ
た
（

第
４
図
）
。

そ
の
た
め
、
前

記
の
基
壇
痕
跡
と
礎
石
は
、

東
僧
房

の
も
の
と
推
定
さ
れ
、
東
西
両

僧
房

が
南
北
に

長
く
、
南
で
回

廊
に
接
し第５図　北僧房暗渠全景（ 南より）

ｊ



川
原
寺
第
三
次
発
掘
・調
査
概
要

で

い

る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
西
僧

房
丙
側
は

礎
石

、
地
覆
石

、
基
壇
な
ど
も
保
存

が
良
好
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
僧
房
の
間
取
り
ま
で

復
原
し
得
る

ほ

ど

で

あ

っ

た

（
第
３
図
）
。
こ
れ

に
よ

る
と
僧
房
は
基
壇
幅
ｍ
一
ｍ
（
4
7尺
）
そ
の
内
側
前
面
－

講

堂
に
面
し

た
側

―

に
回

廊
梁
間

と
同

じ
柱
問
3
.
8
m（2
.
6
尺
）
の
吹
放
し
の
通

・
路
を
通
し
、
各
室
は
奥
行
す

べ
て

３
間
2
.
3
m
（
7
.
7
尺
）
等
閧
で
ヽ

間
口
は
中
央
に

３

鬨
の
一
室
を
両

側
に
２
問
の
室
を
配
し
た
ブ

ロ
ッ

ク
が
荳
ぶ
こ
と

が
わ
か
っ

た
。

な
ほ
、
丙

但
房
西
側
基
壇
の
一
部
に
、
丙
方

へ
の
通
路
部
分
と
み
ら
れ

る
も
の

が

あ
っ
た
が
、
あ
る
い
は
小

子
房

に
連

る
も

の
か
も
知
れ
な

い
。
北
僧

房
に
つ
い
て

は
、
前
に
記
し
た
講
堂
北
側
濠
で
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
、

さ
ら
に
そ
の

後
の
水
田

の
地
下

げ
に
よ
る
破
壊
に
よ
っ
て
、
講
堂
北
部
で
は

基
壇
痕
跡

す
ら
認
め
ら
れ
な

か
っ
た

が
、
東
但

房
の
北
端
で
、
北
僧
房
に
相
当
す

る
部
分

に
、
回

廊
の
暗
渠

と

同
じ
構
造
を
も
っ
暗
渠

が
南
北
方
向
に
検
出
さ
れ
た
（
第
５
・
６
図

）
。
こ
れ
は

北

。僧

房
基
壇
内
の
暗
渠
と
も
思
わ

れ
、
北

僧
房
の
存
在
を
推
定
し

う
る
も
の
で

あ
っ

た
。
こ
の
結
果
、
川
原

寺
に
お
い
て

は
、
講

堂
の
三
方
に
、
二
而

僧
房

が
存
在
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
　

西
　
　

軒
　
　

廁

北
回
廊
の
西

に
延
長

し
た
礎
石
列

の
存
在
は
す
で

に
大
正
1
4年
の
調
査
で

知
ら

れ

て
い
た

が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
か
は
判
断
に

莟

し

む

も

の

が

あ
っ
た
。
そ
れ
が
今

回
の
調
査
で
は
桁
行
間
別
各
ｍ

ｍ
（
7
.
8
尺
）
梁
行
間
別
各
鵬

７　ｍ

間　。

18.5 6.4
尺

）
の
複
廊
状
の
建
物
で
、
こ
れ
が
西

僧
房
圉
妻

と
接

し
て
お
り

、
西

に

ｍ
（
6
1尺

）
以
上
続
い
た
建
物
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
．

こ
の
こ
と
は

こ

の
複
廊
状
の
建
物
の
西

方
に
さ
ら
に
建
物
の
あ
る
こ
と
を
予

測
さ
せ
、
西
の
高

第 ６図　北 僧房暗 渠（ 南より）

く
な
っ

た
部
分
か
ら

も
瓦
が
出
土
す

る
こ
と
、

ま
た
こ
の
丙
北
に

金
堂
の
礎
石
に

も
匹
適
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
造
出
し
の
あ
る
花
崗
岩
礎
石

が
存
在
す

る
こ
と
と
と

も
に
、

食
堂
、
政

所
厦
な
ど
の
よ
う
な
附

属
建
物
が
考
え
ら

れ
、
今

後
と
も

究
明

し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。

五
　

北
　

方
　

建
　

物

北
僧
房
よ
り

さ
ら
に
北
の
伽
藍
中

心
線
よ
り
西

に
約
2
3
m（

約
7
7尺
）
・
誌
堂
よ

り
北
に

約
8
2
m（

約
四一
尺
）
板
蓋
神
社

の
崖
下

の
近
く
の
地

に
礎
石

列
か
お
る
こ

と

が
判
明
し

た
の
で
、
礎
石
列
の
追
求

を
行
っ
た
と
こ
ろ
、

こ
こ
に
も
甫
北
に
長

い
梁
行
３
間
Ｍ
ｍ
（
2
4尺

）
桁
行
６
鬨
2
0
m（
6
6尺
）
以
上
の
建
物

が
存

在
し

た
こ

５



と

が
わ
か
っ
た
。
こ
の
部
分
は
当
初
寺
地
内

と
し
て
予
期
し
な
か
っ
た
ほ
ど
北
に

離
れ
て
い
る
が
、
出

土
の
瓦
類
も
中

心
部

と
変
り
な

く
、
こ
の
建
物
の
北
に
川
原

。
寺
の
瓦
窯

が
あ

る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
川
原
寺
の
附
属
建
物
の
一
つ
で

あ
る
こ

と

が
考
え
ら

れ
る
。

六
　

遺
　
　
　
　
　

物

遺

物
の
点
で
は
第
一
次
、
第
二
次

の
調
査
で
知
ら

れ
た
も
の

と
全

く
同
様
の
瓦

類

が
多

数
出
土
し

た
が
、
す

べ
て
平
安
後
期
ま
で
の

も
の
で
、

建
久
２
年

の
火
災

で

は
北
半
の
施
設
が
復
旧
さ
れ

な
か
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
た
だ
土
釜
そ
の

他

日
常
土
器
類
の
多
か
っ
た

こ
と
は
僧
侶

の
居
住
地
区
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て

い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

奈
良
国
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以
上
今
回
の
調
査
で
講
堂
を
繞
る
大

規
模

な
三
面

僧
房

が
あ
り
、
そ
の
他

に
多

数
の
附
属
建
物
の
遺
存
を
予
測

さ
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ

た
が
、
一
応
川
原
寺
中
枢

部
の
調
査
を
打
切

る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
で
三
次
に
わ

た
る
発
掘

調
査
の
終
了
を

み

た
わ
け
で

あ
る
が
、
わ

が
国
上
代
伽

藍
の

配
置
形
式

に
新

例
を
紹
介
し
得

た
こ

と
、
現
在
知
り
得
た
最
古
の
三
面

僧
房

の
平
面
間

取
り

を
究
明
し
得

た
こ
と
は
、

川
原
寺
発
掘
調
査
の
成
果
と
し
て
斯
界
に
資
す

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
寺
院
地
北
部

で
検
出
さ
れ
た
北
方
建
物
は
、
川
原
寺
の
附
属
建
物
の
一

つ
と
考
え
ら

れ
る
が
、

そ
の
性
格
は
不
明
で
あ
り
、
他
の
附
属
建
物
と
と
も
に
、
今

後
の

調
査

を
倹

ち
た

い
。

（
工
　
藤
　
圭
　
章
）

興

福
寺

中

金

堂
前

の
燈

籠

台

石

興
福
寺
中
金
堂
の
前
の
階
段
の
最
下

段
よ
り

南
に
５
ｍ

の
と
こ
ろ
に
燈
籃
台
石

が
あ
り
、
昭

和
3
4年
２
月
に
寺

が
清
掃
し
た
。
そ
れ

が
八
弁

の
蓮
座

を
も
つ
花
崗
岩
製
で
室
町
時
代
の
も
の

と
推
定

さ
れ
た
。
ま
た
別
に
そ
の
周
囲

に
幅
2
0

～
4
0
m
O
凝
灰
岩
を

六
角
形

に
組
合
し

た
、

径

2
.
2
m
の
燈
籠
台
石
下

の
布
石
も

あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
。
こ

れ
は
現
地
表
下
1
5
m
に
あ
り
、
地

層
の
点
か
ら
創
建
時
で

は
な
く
、
平

安
時
代

頃

の
も
の
と
考

え
ら
れ
た
。

べ し
匹

Ｚ



明

恵
上

人
の
高
山
寺
庵
室
に
つ
い
て

明

恵
上

人
の
高
山
寺
庵

室
に
て ）

い

て

一

昭

和
3
2
・
3
3
年

度

に

、

建

築

研

究

室

は

他

の

研

究

室

と

協

同
で

、

高

山

寺

と

仁

和

寺

の

聖

教

類

を

調

査

し

、

そ
の

中

、

特

に

高

山

寺

の

建

築
絵

図

類

に

注
意

し

た

結

果

を

標

題

の

下

で

報

告

す

る
。

そ
れ

ら

絵

図

は

高

山

寺

の

境

内
図

と

個

々
の

建

築

の
平

面

図

で

あ

り

、

後

者

に

は
国

宝

に

指

定

さ

れ
て

い

る
同

寺

の
石

水

院
（

五

所

堂

）

に
関

す

る

も

の

が
多

く
、

別

に

他

の

庵

室

図

が

あ
っ

た
。
ｙ
｀
水

院
は

明

恵

上

人

の

庵

室

と
説

か
れ

て

い

る

が
、

調

査
を

す

す

め

る
と

そ

う
で

は

な

く
、

い
ま

（
※
）

ま
で

の

理
解

に
誤

り

か

お

る

こ

と

を
見

出

し

た
。

そ
の

こ

と

を
指

摘

す

る

と

共

に
、

他

の

庵

室
図

に

つ

い
て

考
え

る

所

を

述

べ
紹

介

す

る

。

（
※
）
　
五
所
堂
は
明
治
3
1年
３
月
3
1日
付
で
、

占
社
寺
保
存
法

に
よ
る
特
別
保
護
建
造
物

と
な
り
、
法

律
改
正

で
重
要
文
化

財
と
変
り
、
昭
和
2
8年
３
月
3
1
日
に
は
新
国
宝
に
指

定

さ
れ
た
。「

指
定
文
化

財
総
合
目
録
・

建
造
物

編
」（

昭
和
3
3年
1
0月
刊
）
の
下

欄
外

の
説
明

に
（

伝
後
鳥
羽
院
御
学
問
所
、
貞
応
３
移
）

と
あ
る
。
こ
の
建
物
に
つ
い
て
、

日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
建
築
史
研
究
分
科
会
は
昭
和
3
1年
８
月
に
見
学
会

を
行
い
、

検

討

を
加
え
た
。
そ
の
後
、
筆
者
は
こ
の
建

物
が
「
高
山
寺
縁

起
」

の
い
う
東
経
蔵
で

は
な
い
か

と
考
え
、
翌
3
2年
1
1月
、
日
本
建
築
学
会
近
畿
支
部
研
究
発
表
会
で
、
高
山

寺
石

水
院
の
経
緯
を
追
求
し
て
、
加
茂

か
ら
移

さ
れ
た
石

水
院
庵
室

は
現
在
で
は
残
っ

て

い
な
い
こ

と
を
説

い
た
。
そ
の
時

に
こ
れ

が
東
経
蔵
の
遺
構

と
考
え

る
旨

を
述

べ
た

建
　

造
　

物
　
研
　

究
　

室
　
・

建
　
築

が
、
詳
し
く
は
説
き
得
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
点

を
そ
の
後

に
加
え
た
資
料

を
以

て
説

明
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

ま

ず
心

室
図

に

つ

い
て

高

山

寺

所

蔵

の

も

の

を

挙

げ

る

と
（

第
１

図

参

照

）
、

現

在
の

賠

理

番

号

は

第
１
５
７
箱

の
４

、

紙

木

畢

書

、

縦

２
９
.２ｃ
ｍ

横

５
１
.０ｃ
ｍ

で

、

北

と

書

入

れ
て

あ

る

方

を

上

に
し

た
時

左
上

に
、

長

方

形

の
朱

印

「

高

山

寺

」

が

逆

に

押

し

て

あ

る
。

南

北

２

開

、
東

西

４

間

の

平

面

、

詳

し

く

は
、

東

の
１

間

の

北

に

は
「

ツ
チ

」

と
書

き

、
土

間

で

あ
り

、
圉

に

は
「

ヒ

ロ

ヒ

サ

シ
」

で

板

間

を

あ

ら

わ

し
て

い

る

か

ら
、

そ

の

部
分

は
庇

と

解

釈

出

来

る

の
で

、
母

屋

３

間

に

し

て

東

の
Ｉ

面

に

庇

を

と
り

っ

け

た
三

回

一
面

の

建

築
で

あ

る
。

母

屋

３

間

の
巾

、

西

―
鬨

と

、

中

央

の

方
２

間

と

に

わ

け

、
西

開

―
問

の
西

側

は

「

サ

ク
リ
「

メ

」

と

書

入

れ

て
閉

じ

て

い

る

。「

サ

ク

リ
」

は

「

決
０

」

で

、

柱

に
決

り

溝

を

ほ
り

っ

け

、

横

板

を

篏

め
込

ん
だ

板

壁

で

あ

る

。

北

側

は

格
子

遣

戸

で

開

き

、

南

側

は

蔀

戸

の

図

を

書

入

れ

て

あ

る

が
、

別

筆

で
「

ヤ

リ

ト
」

と

あ

る
か

ら

、

蔀

と

別

に

そ

の

施

設

も

あ

っ

た
の

で

あ

ろ

う
。

間

仕

切

の

北

の

部

分

は

「

サ

ク
リ
「

メ
」

で

板

壁

、

南

に
は

引

違
戸

が
た

て

ら

れ

て

い

る

。

中

央

間

の

南

側

は

蔀

。

北

側

は

壁

の

よ

う

に

あ
ら

わ
し

て

い

る

が
、

そ
の

線

は

補

筆

で

あ

る
の

で

疑

わ

し

く

、

加

え

て

Ｓ
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岡
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寺 所 賊 庵 室 図山高第 １ 図

柱
の
側
に
扉

を
示
す
印

か
お

る
か
ら
、
開
戸
で
開
放
し
て
い
た
と
も
思

え
る
。
東
側
の
庇
と
の
間
仕

切
は
、
土
間

の
部
分
に
対
し

て
は
「

サ
ク
リ
「

メ
」
、

広
庇
に
は
妻
戸
で

あ
る
。
こ
の
間

の
中
央
に

大
き
く
正
方
形

が
書
い
て
あ
る
の
は
座
床
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
広
庇
は
吹
放
し
で
板
敷

と
な

り

、
北

の
土
間
へ

降
る
た
め
階
段

か
お

る
。
こ

の
広
庇

の
東
側
か
ら
南
側
全
体
に
は
縁
か
お
り
勾

欄

が
附
け
ら
れ
、
南
の
中
央
に
階
段

を
設

け
る
。
勾
欄
は
西
端
で

は
南
に
折
れ

曲
っ
だ
体
に
し
て
あ
る

か
ら
、

こ
の
建
物
の
西

南
に
別

の
建
物
が
あ
っ
だ
の
か
も
知

れ
な
い
。

こ
の
図

は
、
書
入
れ

の
文
字
、

紙
質

に
よ
っ
て
鎌
倉
時
代
の
も
の
と
判
定

さ
れ
、
当
時
の
或
る
簡

単

な
建
物
の
平
面
で
、
東
側
の
土
間

と
広
庇
が
こ
の
建
物
の
入
口
で
、
中
央
間
、
座
床
の
あ

る
所

が

土

］至
、
そ
の

奥
、
板

壁
を
多

く
使
っ
て
い

る
の

は
副
室
で

あ
る
。
主

室
が
昼
に
使
わ
れ
、
副

室
は
夜

の
寝
間
で

あ
る
の
か
も
知

れ
な
い
。
主

室
の
座
床

を
禅
床
と
み
な
し
、
鎌
倉

時
代
の
建

物
で
、
高
山

寺
に
関
係

か
お
る
も
の

と
す

れ
ば
、

こ
れ
は
明

恵
上
人
の
庵

室
の
一
つ
で

あ
る
と
考
え

る
。

高
山

寺
に
は
明

恵
上
人
の
遺
跡
と
し
て
、
最
期
の
住
房
で

あ
っ

た
禅
堂
院
以
外
に
七
処

あ
っ
た
と

（
※
）

い

わ
れ
て
い

る
。

そ
れ

ら
の
こ
と
は
建
長
５
年
（
１
２
５
３
）
撰
の
「

高
山

寺
縁

起
」

に
示

さ
れ
て
い

る

が
、
そ
の
中
で

こ
の
図

に
合

う
も
の
と
し
て
は
練
若
台
で
あ

る
。
縁
起
は
「

右
閨
室
者
、
建
保
三
季

夏
比

、
寺
中
尚
稠
人
之
間
、
点
於

西
峯
、
構
三
間
一
面
之
草
庵
、
避
喧
雑
事
、
幽
寂
為
先
、
故
号
練

若

台
」
と
示
し
て
い

る
。
三
間
一
面
で

あ
る
こ
と
、
入
口
と
し
て

土
開

か
庇
に
と
り

い
れ
ら

れ
て
い

る
こ
と

は
敷
地
の
狭
い
峯
の
よ
う
な
場
所
が
考
え
ら
れ

る
こ
と
に
よ
り
一
致
す
る
。

ま
た
、
縁
起
は
練
若

台
に
つ
い
て
「

其
後
北
谷
去
三
段
許
、
結

一
宇
草

室
、
一
両
小
僧

侍
者
此
処

云

々
、
両
字
共

為
古
跡
、
指
図
別

在
之

」
と
し
て
、
練
若
台

が
既
に
亡
く
、
指
図

を
残
し
て
い

る
と

示

し
て
い
る
の
は
ｔ

意
す

べ
き
で

あ
る
。
縁

起
と

指
図

と
は
も
と
か
ら
別

の
も
の
で

あ
っ
て
、
の

ち

に
指
図
が
紛
れ
て
し
ま
っ
て
、
今
の
縁

起
に
は
そ
れ

が
載
せ
ら
れ

ず
、

こ
の

た
び
紛
れ
て
い

た
指
図

を
見

出
し

た
こ
と

に
な
っ
た
も
の
か
。
こ
の
練
若

台
の
遺
跡
は
今
も
存
在
し
て
い

る
が
、
他

の
遺
跡

に
み
ら
れ

る
標
石

は
失
わ
れ
て
い

る
。

夕



明

恵
上
人
の
高
山
寺
庵
室

に
つ
い
て

（
Ｘ
）
　
影
山
春
樹

氏
論
文

コ
咼
山
寺

の
明
恵
上
人
遺
跡
」
（
『
仏
教
芸
術
』
第
2
8号
、

昭
和

3
1年
６
月
）
参
照
。

ヨ

明

恵
上
人
の
最
期
の
住
の
で

あ
っ
た
禅
堂
院
に
つ
い
て
縁
起
は
委

し
く
述

べ
て

い
る
。
建
物
は
は
じ
め
加
茂
神
官
能
久
に
よ
り

、
神
山
の
麓
、
塔
ノ
尼
に

設
け

た

の
を
高
山
寺
石

水
院
に
移
し
、
石

水
院
が
安
貞

２
年

（
１
２
２
８
）
洪
水
で
こ
わ
れ
た

の

ち
、
さ
ら
に
移
し
建
て
た
も
の
で
、
そ
れ
は
、
三
間
四
而

槍
皮
葺
で
、
西
面
は

持

仏
堂
と
な
り

、
そ
の
南
２

間
の
所
に
１

脚
の
縄
床
を
た
て
禅
床
と
し
、
南
面

を

学
問

所
と
し
た
。
こ
れ
を

主
屋

と
し

て
、

他
に
十
三

重
宝
塔
と
法
鼓
台
と
が
あ
り
、

ま

た
、
も
と
は

禅
河

院
に
立
っ
て
い

た
二

間
屋
を
移
立
し
た
客
殿
が
あ
り
、
世

事

所

と
し
て

山
厨
煎
茶

等
を
設
け
る
二

問
屋

が
あ
り
、

宝
塔
へ
の
渡
廊
が
あ
り
、
木

條

真
影
が
安
置
し
て

あ
っ

た
。

そ
の
建
物
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
の
図
と
し
て
仁

和
寺
所

蔵
「

梅
尾
禅
堂
院

御

庵
室
差
図
」

を
紹
介

す
る
（

第
２
図
参
照
）
。

そ
の
図

は
、
元

来
は
「

伝
受

類

聚
抄

」
に
あ
っ

た
の

を
江
戸
時

代
に
写
し

た
も
の
で

、
紙
背
の

文
字

が
に
じ
み

出

し
て
み
に
く
い
。
方

２
間

で
、
中
央

に
も
柱
を
た
て

た
も
の

。
東
而

の
右
の
間

に

酥

を
た
て
て
入

口
と
し
、
南
面

の
西
の
間

を
壁
と
し

た
以
外

は
各
間

共
２
枚
の

引

違

戸

と
し
て

い
る
。
北
側
２

開
か
主

室
で
、

そ
れ
に
「

土

室
」

と
書
入

れ
か
お

る
。

お

そ
ら
く
は
土
間
を

意
味
し
、
中
央

柱
か
ら
西

に
よ

せ
て
、

か
こ
っ

た
部
分
か
あ

・
る
の
は
「
ゆ
か
」
を

あ
ら
わ
し

、
禅

床
が
設
け
て

あ
っ

た
と

考
え
る
。
南
側
の
西

の

間
に
は
弥
勒

張
が
お
か
れ
て

い
る
の
で

持
仏
堂
を
意
味
し
、
東

の
間
に

は
「

額

（
※
）

突

間
」

あ
る
の
で
、「
ヶ
」

の
部
屋
で

あ
っ

た
の
で

あ
ろ

う
。

第２図　仁和 寺蔵梅尾 禅堂院 肺庵室差図

こ

の
庵

室
図

は

禅

堂

院

の
建

物

の
内

、

ど

れ

に

あ
た

る

も

の
か

。

さ

き
に
示

し

た

様
に

禅

堂

院
に

は
二

問

屋

が
２

棟

あ

っ

た

、

そ

の

う
ち

、

こ
れ

は
法

鼓

台

の
西

北

角

に

あ
っ

た

客

殿

、

す

な

わ
ち

、

も

と

の

禅
河

院

の
庵

室

と
考

え

ら

れ

る

も

の

で

あ
ろ

う
。

た
だ

、
客

殿

と

す

れ

ば

、
土

間

の
建

物
で

あ

る

こ
と

は

い
ぶ

か

し

く

思

わ

れ

る

が
、

最

初

の

禅
河

院

庵

室

が

、

そ

の
ま

ま

禅

堂
院

に

う

っ

さ

れ
て

い
た

と

す

れ

ば
、

土
間

の
建

物

で

あ

っ
て

も
支

障

な

い
と

思

う
、

樹

の
上

、
或

は

岩

盤

の
上

で

、

坐

禅

し

た
明

愆
上

人

と
し

て

み

れ

ば
、

か

よ

う

な
土

間

の

庵

室

を

持

っ

て

い

た

と

し
て

も
別

に

不

思

議
で

は

な

い

と
愆

う

か

ら
で

あ

る
。

（
※
）
　「
額
突
」

に
つ

い
て

は
従
来

の
所
、
あ
き

ら
か
な
説
明

が
加
え
ら
れ
て

い
な
い
。

ｊθ



『
門

葉
記
』
中

に
叡
山

の
青
蓮
院
に
移
さ
れ
た
も
と
の
十
楽
院

の
小
御
所
の
図

が
お
さ

め
て
あ

る
が
、
そ
の
中

、

御
中
居

と
常
御
所

と
の
間
の
箇
・
所
に
、「

ヒ
タ
イ
ツ
キ
」

と
書

入

れ
が
あ
り

、
又
同

記
浄
戒
院

の
指
図

に
も
「

ヌ
リ
コ
メ
」
等

と
書
入
れ
が
あ
っ
て
御

中
居

と
思

わ
れ

る
所

に
「
ヒ

タ
イ
ツ
キ
」

と
あ
る
。
『
沙
石

集
』
一・
、
上
「

出
離
神
明
祈

事
」
の
中
に
は
「

ヒ
タ
イ
ツ
キ

シ
タ
ル
ケ
ヰ
ニ
ョ

ビ
入

テ
」

と
あ
る
こ
と
、
同

書
三
、

「
律
学
者
之
学
興
行
相
違
事
」

に
「

ヒ
ク
イ
ツ
キ
」
の
内
で
魚

を
焼
く
こ
と
を
下

知
す

る
と
い
う
こ
こ
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
表
座
敷
で
な
い
所

に
設
け
た
も
の
を
指
し
て
い
る
。

四

石

水

院

を

引

き

っ

い

だ
禅

堂

院

は
い

つ

ま

で

残

っ

て

い

た

も

の

か

。

高

山

寺

の

火

災

に

つ

い
て

知

ら

れ

る
所

を
挙

げ

る
と

、

ま

ず

、

『

教

言

郷

記
』

応

永
1
4
年

（

に
日

）

２

月
2
3
日

の

条

に
「

栂
尼

坊

焼
亡

」

と

あ

る

の

を

挙

げ

る
。

次

い
で

、

『
大

乗

院
寺

社

繿

事

記
』

の

文
明

２

年

（
１
４
７
０
）

４

月
3
0
囗

の

条

に

「

栂

尾

悉

以

焼

失

欺

云

々

、
為

事

実

者
可

欺

々

々

、

当

社

真

影

等

御

座

、

希

有

在

所

也

、

如

何

哉

、

能

々
可

尋

之

、

定

而

如

近

日

者

霊

所

皆

以
可

滅

亡

也

」

あ

り

、

奈

良

ま

で

間

え

た

事

件

が
お

こ

っ

た

ら
し

い

が
、

単

に

う

わ

さ

に
止

っ
て

い

た

か

も

知

れ

な

い

。

さ

ら

に
天

文
1
6
年

（

冨

亀

）

閇

７

月

５

日

に

は

、
当

時

高
雄

城

に

こ

も

っ

て

い

た

細

川

国

慶

を
、

細

川

晴

元

が

攻

め

て

、

神

護

寺

・

高

山

寺

に

火

を

放

っ

た

こ

と

、

『
厳

助

往

年

記
』

に
「

栂

尾

叉
同

前

、

十

三

重

塔

婆

己

下

悉

以

炎

上

、

諸

坊

一

宇

不

残
二

両
寺

滅

却

」

と

見

え

て

い

る

。

諸

坊

一

宇

と

し

て

残

ら

ず

と

あ

る
け

れ

ど
。

‘ヽ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
※
）

詳

し

い

こ
と

は

わ

か

ら

な

い
ま

ま

に

、

誇
張

し

た

言

い

方

で

あ

ろ

う

。

ま

た

、

高

山

寺

蔵

『
華

厳

縁

起
』

第

２

巻

裏

書
・の

、
元

亀
元

年

（
１
５
７
０
）

と

手

記

あ

る
文

中

に

「

是

年

兵

乱

之

時

、

足

軽

共

執

破
為

及

兵

火

、

所

々
焼

失

了

」

と

も

あ

る
。

そ

の

後

の

こ
と

は
、

高

山

寺

蔵
文

書

で

、

寛

保

以

後

の

も

の
と

思

わ

れ

る

も

の

に
。

奈
良
国

立
文
化

財
研

究
所
年
報

寺
中
に
７

宇
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
、

そ
の
中
の
禅
堂
院
を
食
堂
と
説
明
し
、
享
保

２
年
（
１
７
１
７
）
４

月
８

日
に
類
焼
、「

以
後
自
享
保
七
年
寅
十
一
月

至

卯

年

新

造

畢
」
と
し
て
い

る
も
の
か
お
る
か
ら
、
禅
位
院
は
享
保
年
間

に
造
替
し
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ゆ
え
に
、
応
永
・
文
明
・
天
文

こ
兀
亀
と
火
災
が
拇
尾

に
あ
り
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
禅
堂
院
が
焼
け
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

享
保
の
火
災
に

は
妓
ら
な
か
っ

た
と
考
え

る
べ
き
で
、
石

水
院
か
ら
禅
堂
院
へ
と
引
き
っ
が
れ
た

建
物
、
す
な
わ
ち
、
明
恵
上
人
の
庵

室
は
現

在
ま
で
殀

る
筈
が
な
い
と
理
解
す

る
。

（
※
）
　
文
中

に
十
三
重
塔
焼
亡

と
あ
る
か
ら
、
そ
の
塔
を
禅

堂
院
中

の
も
の
と
見
て

、
禅

堂
院

は
こ
の
時

に
焼
亡
し
て

い
る
で
あ
ろ
う

が
、
高
山
寺
中
全
部

が
焼
け
た
と
は
思
え

な
い
。

五

高
山
寺
が
、
特
に
室
町
時
代
以
降
信
仰
を
あ
っ
め
、
火
災
と
い
え
ば
、
奈
良
ま

で
う
わ
さ

が
闘
え

だ
の
は
、
既
記
の
よ
う
に
春
日
神
影
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
に

よ

る
。
し
か
も
、
神
影
開

帳
に
は

参
詣
の

た
め
人
出

が
あ
っ

た
こ
と
、
『
康
富
記
』

文

安
元

年
（

尽

’と
1
0
月
２

日
の
争
に
見
ら

れ
る
が
、

な
お
そ
れ
よ
り
早

く
『
東

寺
王
代
記
』

康
応
元
年
（

お
回

）
７
月
2
0日
の
条
に
も
見

ら
れ
、
特
別

な
信
仰
が

あ
っ
た
。
ま
た
、
貴
人
の
信
仰
を
得
て
参
詣
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
早
い
例
と
し

て
は
『
花
園
院
御
記
』
元

応
二
年
（
１
３
２
０
）
九
月
八
日
の
条
に
「
今

日
御
幸
栂
足
、

朕
同
参
、
…
…
已
刻
到
栂
圧
、
上
皇

自
元
御
座
御
影

堂
也
、
朕
同
参
、
・・一一
…
次
咎

石

水
院
、
奉
拝

呑
口
住
吉

神
体
四
穂
心
以
」
と
あ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、

信

仰
を
あ
っ
め
て
い

た
神

影
が
当
時
で

は
石

水
浣
で
祀
ら

れ
て
い

た
こ
と

を
知

る

の
で

あ
る
。
し

か
し
、
前

記
の
よ
う
に
、
洪
水

で
石
水

院
は
な
く
な
り
、

建
物
は

ｊ ｊ
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移
さ

れ
て
禅
堂

院
と
呼

び
か
え
ら

れ
て
い

た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
、
石
水
院

が
あ
っ

た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
い
か
な

る
建
物
を
指
し
て

い
る
の
で

あ
ろ

う
か
。

春

日
明
神
の
祀
ら

れ
た
建
物
と
し
て

『
高
山
寺
縁
起
』
は
鎮
守
の
社
殿

が
あ
っ

た
の

を
挙
げ

る
。
し

か
し

、
そ
れ
は
大
白
光
神
（

イ
ン

ド
）
・

善
妙

神
（

シ
ラ
ギ
）

と
対
に
な

る
も
の
で
、
西

山
の
傍
に
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
と
別

に

東

経
蔵
の
項
に
「

当
経
蔵
西
面
、
文
暦
二
年
に
、

四

月
廿
二
日
、
奉

安
置
春
日
住

吉
両

大
明

神
御
形

像
畢
」

と
も
あ
る
。
こ
の
東

経
蔵
の
方

が
石
水
院
に
関
係
あ

る

こ
と
は
、

縁
起
に
「

本
是
羅
漢
堂
東

辺
立
之
、
而
羅
漢
堂

造
立
之
刻
、
於
石
水

院

西

岸
移

造
之
、
且
怖

火
難

遠
人
煙
也
」

と
あ
る
の
で

わ
か
り
、

位
置
と
し
て
は

、

石
水

院
と
谷
川

を
は
さ
ん
だ
西

岸
で
あ
っ
て
、
遠
く
は
な
れ
て
い
な
い
。
そ
の
位

置

は
、
寛

喜
２
年

Ｃ
１
２
３
０
）

に
作

成
さ
れ
た
『
高
山

寺
絵
図
』

よ
っ
て
、
正
確

に

は
金
堂
よ
り
東
方
、
は

な
れ
た
所
で

あ
っ

た
こ
と
が
わ
か

る
。
か
く

て
、
東

経
蔵

が
石

水
院
の
傍
に
あ
り
、
そ
の
西
面
に
春
口
住
吉
の
南
神
影
が
安
吐
さ
れ
て
い
た

も
の

と
す

れ
ば
、『
花
園

院
御
記

』
の
石
水

院
は

こ
の
東
経

蔵
を
指
し

て
い
る
に

他

な
ら

な
い

。
い
い
か

え
る
な
ら
、
東

経
蔵
が
石
水

院
の
傍
に

あ
っ
た
か
ら
、
庵

室

と
し

て
の
石
水

院
が
退

転
し
た
以
後
、
石
水

院
の
名

を
つ

い
だ
と
考
え
る

べ
き
で

あ
ろ
う
。

工

／丶

こ

の

東

経

蔵
西

面

に
神

影

を

安
置

す

る

こ
と

を
発

願

し

た
者

は

、「

喜

海

上
人

日

記

」
（
にＩ一一
丿
皿
心
）

に

よ

る
と

藤

原

家

実

で

あ

る
。

そ

れ
故

に

、

そ
の

開

帳

は

南

都

興

福

寺

と

関

係
深

く

、
「

十

益

尽

院

え

」
（
に同

数

）

や

「

興

福

寺

濫
觴

え

」

に
よ

れ

ば

、

興

福

寺

別

当

に

補

せ

ら

れ

た
者

は

、

か

な

ら

ず

、

三

笠

山

奥

の

院
で

あ

り

、

ｊ２
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春
日
の
生

身
の
御
形
像
が
安
置
し
て
あ
る
と
い
う

、
こ
の
石

水
院
へ
參

ら
ね
ば
な

ら
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
興
福
寺
の
一
乗
院
或
は
大
乗
院
は

こ
れ

を
開
帳
す

る
の
に
入

念
で
あ

っ
て
お
ろ
そ
か
に
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
機
会

に
建
物
を
修
理

し
た
。
例
え
ば
『
宣
胤
卿
記
』
永
正
1
5年
（
１
５
１８
）
S
0月
1
3日
の
条
に
「

栂
尾
石
水

院
春
日
神
影
自
今
日
七
箇
日
開
帳
」
と
あ
る
の
に
応
じ
て
、
寺
蔵
の
棟

札
に
永
正

1
6年
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
に
「

当
院
破
損
之
間
、
南
都
興
福
寺
井
和
州
之
国
民
、

又
於
京

都
少
々
沙
門
以
下

令
勧
進
、
剩
自
去
年
十
月
十
三
日
至
同
廿
三
日
十
ヶ

日

之
間
致
開
帳
上
葺
下

造
作
口
以

其
功
訖
旨
永
正

拾
六
年
ｍ

二
月
十
四

日
地
蔵
院
住

金
剛
仏
了
排
助

Ｅ
パ
（
花

押
）
」

と
あ
っ
て
、
開
帳
の

朋
後
に
か
け
て
修
理
が
行
わ

れ

た
。

そ
の
様
な
関
係
を

詳
し

く
示

す

も
の
は
寛
永
1
4年
（
１
６
３
７
）
に
行
わ
れ
た
も
の

が
あ
る
。
開
帳
の
顛
末
は
仁
和
寺
蔵

の
「
石
水

院
開
帳
記
」
に
よ
る
が
、
そ
の
時
、

石
水

院
を
改

造
修
理
し
、
要

し
た
費
用

の
こ
と
は
高
山
寺
蔵
の
「
春
日
御

開
帳
前

後
修
理
入
用
御
帳
」
で
わ
か

る
。
そ
れ
以
上

に
都

合
の

い
い
こ
と
に
は

改
造
の
こ

と
を
記
し
た
指
図
が
仁
和
寺
に
あ
り
（

第
３

図
参
照
）
、

写

し
は

高
山
寺
に
も
と

っ
て
あ
る
。
開
帳
記
の
指
図
（

第
４

図
参
照

）
と
改
造
箇
所
を
示
し
た
「
梅
尾
石

水
院
差
図
」
と
が
一
致
し

て
い
る
の
で

、
図

に
示

さ
れ
る
建
物
で
開

帳
が
行
わ

れ

た
の
で
あ
る
。
図
に
よ

る
と
西
間
は
内
陣
と
し
て

春
日
住
古

両
神
影

が
安
置

さ
れ
、

そ
の
前
面

に
拝
所
か
お
る
。
内
陣
の
北

に
は
密
経
蔵
と
晝
入
れ
た
間

か
お
り
、
東

の
広
間
は
顕

経
蔵
と
書
入
れ

て
、
東

北
西

の
３
方

に
は
５
段

の
聖
経
棚

が
設
け
て

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
建
物
の
中
心
は
顕

経
蔵
で
あ
っ
て

、
そ
の
西
面
に

春
日

（
※
）

住
古

が
安
置
し
て
あ
り
、
ま
さ
に
縁
起
の
東
経
蔵
と
合
致
す

る
。
こ
の
図
に

よ
り

、

石
水

院
と
い
う
の
は
東
経
蔵
で
あ
る
こ
と
に

異
議
を
は
さ
む
こ
と

が
出
来

な
い
も

μ
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の
と

な
る
。

慶
安
２
年
（

笘
皀

）
に
も
開
帳
さ
れ
、
そ
の
記

の
指
図
も
同
じ

建
物

で
あ
る
。

そ
の
時
の
拝
堂
順
序

は
、
金

堂
、
石
水

院
両
明

呻
、
東

経

蔵
、
御

廟
、
禅

堂

院

（
開

山
堂
）

で
あ
っ

た
。
両
明
神
開
帳

の
場
所

と
東
経
蔵
と
は
同
じ
建
物
の
こ
と

で

、
向
き
の
ち

が
っ
た
茴
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
行
翦
は
金
堂
と
御
廟

と
の
間

で
行

わ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
間

の
上

で
は
も
ち

ろ
ん
の
こ

と
、

位

置
の
点

で
も
そ
う
で
あ
っ
て
、
両
明

冲
と
東

経
蔵
と
は
、
金
堂
と
御
廟
と
の
問
、

従

っ

て

金

堂

よ

り

東

方

に

あ

っ

た

と

考

え

る

べ
き

で

あ

り

、

東

経

蔵

と

し

て

は

、

羅

漢

堂

・
Ｉ
　
　
　
　

が

建

て

ら

れ

た

時

に

、

移

さ

平
　
　

図
　

れ
た

位

置

、

石

水

院

西

岸

の

の
　
　

づ
　

ま

ま

で

あ

っ
た

の

で

あ

ろ

う

゜

つ
　
　

爿

穴
　
　

に
　
　

｛
‘※
｝
　
享
ほ
２
年
７
月
の
火

刑
　
　

水
　
　

災

を
づ心
し
た
、
寺
蔵
の
文
書

、。’

Ｃ
　
　

石
　
　

に
「
鎮
守
二
社
」
あ
る
こ
と

南
　

？
・

。
　
　
」Ｊ

ｒ

七
　

卜
　

を
挙
げ
、

日
　
　
　

Ｉ
　
　
　
　

土

？
ｎ
水
院
夲
是
上
人
躅

高
　
　
　

一
？

室
叉
號
申
経
蔵
尨
也

の
　
　
　
　
　
　
　

臾
西
五
問
　

び
口口
・４
ｊｔ
Ｊ

在
　
　

図
　
　
　
　

南
北
网
問
牛

住
吉

楠
町

神

現
　
　
　

５
　
　

‘
し

。ｙ
　
　
　
　

呶
沍
一
問
　
　
　
・Ｌ

’
　

申

南
北
二
問
　
　
五
れ
大
明
１

と
あ
り
東
経
蔵
を
社
壇

と
し

て
挙
げ
て
い
る
こ

と
に
注
意

し
た
い
。
そ
の
建
物
は
ま
た

石

水
院

と
い
う
幺

か
ら
、
明

愆
上
人
の
禅

室
と
し
、
こ
の
頃
か
ら
、
東
経
蔵

が
上
人
の
庵
室

と
訛
袮
さ

れ
る
に
至
る
’

も
の
か
。
天

保
1
5年
(
１
８
４
４
）
修
理
さ
れ
た
時
、
取
替
え
ら
れ
た
西

面
拝
所

の
蟇
股
の

裘

に
「

水
藻
形
四
枚
、
模
造
手
石

水
院
古
様
、
後
鳥
羽
帝
御
別
荘
加
茂
石

水
院
殿
也
、

示
久
年
中

依
御
願
移
干
鳥
山
寺
為

明
恵
上
人
禅
坊
也
」
と
慧
友
の
千
夕一
か
お
り
、
又
明
。

洽
2
2年
今
の
地
に
移
さ

れ
た
時
の
棟
札

に
は
「
石
水
院
一
宇
、
今
茲
明
治
2
2年
６
月
2
5

囗
移
転
上
棟
単
、
抑
此
院
毆
初
当

後
鳥
羽
天

皇
加
茂
行
宮
賜
干
開
山
上
人
移
此
処
、
以

降
経
数
百
年

序
棟

縁
羂
改
依
上
仲

宮
庭
以

来
承
特
旨
更
加
寤
営
、
移
此
地
為
永
世
不
朽
。

計
」

と
あ
り
、
加
茂
に
あ
っ
た
こ

と
、
そ
れ

が
後
鳥
羽
上
白ヱ
と
結
び
介
わ
さ
れ
る
よ
９

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

μ
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卵 ６図　 高 山 寺 石 水 院 柱 の 痕 跡

ＣＤ

七

こ

の
東

経
蔵
が
占

め
て
い
た
と
思

わ
れ
る
位
・毆
か

ら
、
今
の
位
置
へ
明
治
2
2年

（
に
ｌ

）
に
侈
さ
れ
た
石

水
院
の
柱
問
寸
法

は
、
寛
永
1
4年
の
「

梅
尾
石
水
院
差

図

」
の
書
入
寸
法
と
全
く
等
し

い
。
石
水

院
に
は
鐶
介

時
代

の
遺
材
が
多
い
の
で
、

或
は
明
恵
上
人
造
立
の
東
経
蔵
が
改
造
さ
れ
今
の
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
も
し

、
そ
う
と
す
れ
ば
遺
材

の
ど
れ
か
に

差
図
と
合
う
点

が
得

ら
れ

る
だ

ろ

う
と
、
そ
の
痕
跡
を
求
め
て
見

た
。
特
に

柱
に

つ
い
て
注

意
す

る
と
、
古
い
柱

と

見

て
も
、
内
部
の
柱

と
は
思
え
な
い
程
風
蝕

が
あ
る
の
で
い
ぶ
か
し
く
、
紬
か

に

兄
る
と
、
そ
の
よ
う
に
忤
っ
だ
薄
い

板
を
は
り
っ
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ

た
。
そ
れ
は
移
転
或
は
修
補
の
時
に
古

い
痕
跡

を
消
し
見
ば
え
を
よ
く
す
る
た

め
に
な
さ
れ
た
も

の
で

あ
る
。
し
か
し
、
今
の

使
い
方
と

違
っ

だ
痕
跡
を
止
め
て

い
る
柱
が
、
第
５
図
Ｕ

の
平
而
図
で
示
し

た
位
置
（
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
の
柱
）
に

あ
る
こ
と
を
認

め
た
。
そ
の
柱

を
寛
永
の
差
図
と
比

較
す

る
と
、
Ａ
は
東
の
而
に

壁
の
痕
跡

か
お
る
筈
が
な
く
（

第
６
図
Ａ
）
、
9
0度
回
転
さ
せ
て
内
陣
社

壇
の
後
壁

の
跡
と
見
（
第
６
図
1
3
1
）
、
こ
れ
に
対
す

る
Ｂ
の
柱

の
北
面
に

は
同
じ

痕
跡

か
お
り
、

そ
の
四
面

に
は
寛
永
図
に
よ

る
扉
の
方
立
の
痕
跡
を
の
こ
し
て
い
る
（
第
６
図
馬
）
。

同
じ
方
立
痕
跡

は
Ｃ

の
柱
（
第
６
図
Ｃ
）
に
も
見
ら
れ
る
か

ら
寛
永
の
図

の
通
り

こ
こ
に
靡
か
あ
っ
た
も
の
で
、

改
造
後
、

こ
の
靡
は

北
の
物
入
（
密
経
蔵
）
の
南

聞
ぼ
切
に
恠
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
Ｂ
の

柱
が
古
い
と
す
れ

ば
、
寛
永

図

に
は
５

段
の
棚
が
と
り
っ
い

て
い
た
の
で
あ

る
か

ら
、

そ
の
痕
跡

が
あ

る
べ
き

だ

と
求

め
る
と
東
北
の
面
に
３
段
分
か
追
っ
て
い
る
（

第
６
図
馬
）
。

さ
ら
に
、

５

段
の
棚
の
痕
跡
を

他
の
柱
に
求
め
る
と
Ｄ

の
柱
（

第
６
Ｎ
Ｄ
）
に

残
っ
て
い

る

杤



明
恵
上
人
の
高
山
寺
庵

室
に
つ

い
て

棚

板

間
隔

は

１
.１
８
尺
（
３
５
.５ｃ
ｍ

）
で

あ

る
。

た

だ

し
、

最

上

段

で

は
今

の

長

押

の

位
置

に

よ

り

狭

く

な
り

不

適
当

だ
と

見

れ

ば

、

も
と

は

長

押

の
位

置

が
高

か

っ

た

こ

と

を
示

す

痕

跡

が
柱

上

部

に

残

っ

て

い

る
。

ま

た

、

こ
の

柱

の

南

面

は

壁

で

あ

っ

た

こ

と

を
示

す

痕

跡

か
お

る
。

寛

永

の

図

と

合

う

点

は

、

背
面

で

、

柱

を

巾

に

し

て

左

右

に
開

く
引

戸

の
部

分

で

、

そ

の
あ

た
り

は
建

立
当

初

の

ま
ま

ら
し

い
。

又

古

い
趣

を
残

し
て

い

る
西

面

落

板

敷

の

あ

た

り

は

、

そ

こ

に
春

日

住

吉

両

神

影

が

奉

祀

さ

れ

た

時

に
拝

所

と
し

て

改

造

附

加

さ

れ

た

も

の

で

あ

ろ

う

と

考
え

れ

ば

、
文

暦

２

年
（

に
Ｓ

）

の

仕

事

で

あ

る

。

そ

れ
以

外

の

寛
永

の

指

図

に

合

わ

な

い

点

は

、

後

世

の

改

造
で

あ
っ

て

明

治
2
2
年

移

建

の

時

の

も

の
と

考

え

て

い

い

で

あ

ろ

う

。

以

上

の

よ

う

に

、

今

の

石

水

院

と

寛

永

差

図

と

を

比

較

す

る

と

変

っ

て

い

る

部

分

も

多

い

が

、

け

じ

め

け

じ

め
に

合

致

す

る

点

か

お

り

、

今

は

、

畳

を

敷

い

て

座

敷

と

な

っ

て

い

る

所

は

顕

経
蔵

で

あ

っ

た

。

ま

た

、

春

日

住

吉

両

神

影

の

奉

祀

さ

れ

て

い

た

部

分

も

改

造

さ

れ
て

い

る

が
、
そ

の
拝

所

は

よ

く
保

存

さ

れ
て

い

る
（

た

だ

し

向

拝

は
後

世

の

も

の

で

昭

和

修

理
で

整

備

さ
れ

た
）

か

ら

、

こ

の
建

物

は

寛

永

時

に

は

石

水

院

と

吁

び
、

別

に

東

経

蔵

と

も

呼

ば

れ
て

い

た
も

の

で

、

そ
れ

は

そ

の
ま

ま

、

明

恵

上

人

が
高

山

寺

を

建

立

し

た

頃

（

建

永

元

年

、
に

呂

か

）

の
東

経

蔵

と

な
り

、

石

水

院
と

し

て

も

と

も

と

か
ら

の

庵

室
で

は

な

い

と

い
え

る

。

（

杉
　

山
　

信
　

三
）

¬

図
　

版
　

解
　
説

白

朱

子

地

椿

樹

万

宇

っ

な

ぎ

文

様

縫

箔

能

衣

裳

桃

山

時

代

ゆ
　

き
　
６
７
.４
 
c
m
　
　た
　
け
　

｝お

りヨ
　
　

裏
　

紅
絹

松
山
市
　

東
雲
神
社
蔵

衣

裳
の
全
面

に
万
字
つ

な
ぎ
文
様

を
金
摺
箔
に
し
、
そ
の
上
に
満

開
の
花
を
も

つ
榕
樹

を
刺
繍
し
た
、
い
わ
ゆ
る
縫
箔
で
あ
る
。

衣

裳
の
前
面

は
、

上
前

の
お
く
み

の
裾
か
ら
花

を
も
つ
榕
樹
二
本
を
出
し
、
一

本
は

中
央

部
ま
で
他
の
一
本
は

力
強
く
左
の
袖
に
む
か
い
、
下

前
の
お
く
み
の
裾

か
ら
は
右
の
袖
に
の
び
る
満
開
の
椿
一
本
を
毆
い
て
文
様
の
均
勢
を
と
っ
て
い
る
。

背
面
の
文
様

構
図

は
、
後
身

ご
ろ
の
右

裾
か
ら
花
咲
け

る
二
本
の
栫

を
出
し
、
一

本
は
裾
部
に
展
開
し
、
一
本
は
右
袖
付
の
辺
り

か
ら
ぐ
っ
と
左
袖
に
む
か
い
、
枝

を
中
央
、
左
、
右

と
出
し
て
栫
花

を
全
面
に

散
ら
す
。

白
地

に
金
の
強

い
配
色
の
上

に
、
幹

と
葉
を
萌
黄
色
、
花

を
紅
、
黄

茶
、
紫
色

糸
で
刺
繍
し
て
見

事
な
統
一

あ
る
配
色

調
和
を
表
出
し

た
色
彩

感
覚
は
、
大
胆

な

文

様
構
成
と
相
俟
っ
て

桃
山
期

の
特
色

を
明
示
す

る
も
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
平

縫

い
を

主
と
し
、
一
見

、
ち

拙
と
思

わ
れ
る
と
ぼ
け
の

あ
る
繍
法

を
観
察
す
れ

ば

そ
の
感
は
一
層
深

い
。
保
存
の
い
い
桃
山
期
の
す
ぐ
れ
た
作
品
と
い
え
よ
う
。

（
守
　
田
　
公
　
夫
）

j ぴ



鶴
林
寺
。
聖
徳
太
子
伝
”
壁
画

絵
　
　

画
　
　

室

鶴
休
寺

は
古
く

か
ら
聖
徳
太
子

に
ゆ
か
り
の
深
い
名
刹

と
し
て
、
太
子
関
係
の
多
く
の
遺
品
を
留

め
て
い
る

事
で
有
名
で
あ
る

が
、
こ
こ
に
紹
介
を
試

み
ょ

う
と
す
る

の
は
同

寺
太
子
堂
の
辟
霸

の

一
部
に
描
か
れ
て
い

る
壁
画
の
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
3
3年
1
1月
こ
こ
を
訪
れ
た
際
に
、
同

寺
貞
光
院
御
住
職
の
御
厚
意
で
こ
れ
を

拝
見

す
る
機
会

に
恵

ま
れ
た
の
で
、
こ
こ

に
簡
単
な
紹
介

を
試
み

る
こ

と
に
し
た
。

こ
こ

に
聖
徳
太
子
伝
と
は
あ
く
ま
で
仮
称
で

あ
る
。
そ
こ
に
描

か
れ
て
い

る
御

姿

は
聖
徳
太
子
十
六
才
当
時
の
柄
香
炉
を
手
に
さ
れ
た
孝

養
の
像
で

あ
り
、
し

か

も
そ
の
周
囲

に
三

人
の

文
官

と
数
人
の

侍
者

を
伴

い
、

且
つ
は
そ
の
右

端
に
毘
沙

門
天

の
立
像
を
も
配
し

た
き
わ
め
て
異
形
の
図

で
あ
る
。
い
ま
し
も
孝
養
太
子

像

を
摂
政
像
に
お
き
か
え

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
か
の

勝
認

経
講
説
図

に
も

似
た
も
の

と
し
て

観

ぜ
ら
れ

る
の
で

あ
る
が
、
或
は
用

明
天

皇
二
年
、
太
子

十
六

才
の
折
、

三

宝
擁
護
に
つ
い
て
の

評
論
を
行
っ

た
諸
大
臣

の
集
い
を
描

い
た
も
の

か
も
知
れ

な
い
。
何
れ
に
も
せ
よ
き
わ
め
て

類
例
の
少

い
聖
徳
太
子
伝
の
一
齣
と
云

う
こ
と

が
で

き
よ
う

。

こ
の
太
子

堂
は
も
と
も
と
法
華
（
三

昧
）
堂
と
し
て
成
立
し
た
ら
し

く
、
三
間

四
面

単
層
檎
皮

葺
宝
形
作
り
に
前
面

一
間

通
り
廂

を
付

し
て
礼

堂
と
し
た
南
向
き

の

堂
宇

で
あ
る
。
正
中
年
間

の
棟

札
に
よ
り

創
建
は
藤
原

時
代
の
天
永
３
年
（
１
１

１
２
）
と
伝
え

ら
れ
、
こ
れ
と
対

峙
す
る
常
行
堂
と
共
に
同
寺

に
遺
る
平
安

時
代
の

様
式
を

も
っ

だ
美
し
い
遺
構

で
あ
る
。
内
陣

中
央

に
は
須
弥
壇
か

お
り
釈

迦
三
尊

と
四
天

王
を
配
し
、
そ
の
背
後
の
来
迎
壁
の
表
裏
に
は
釈
迦
八
相
の
主
要

二
場
面

余
良
岡
立
文
化
財
研
究
所
年
報

で
あ

る
雪
鶩
山
説
法
図
と
仏
涅
槃

図
が
描
か
れ
て
い
る
事
は
著
名
で
あ
る
。

こ
の

他
に
も
四

維
柱
や
小

壁
の
部
分
に
お

ぼ
ろ
げ
な
が
ら
諸
仏
の
描
か
れ
て
い
る
様

が

見
受
け

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
壁
画
は
何
れ
も
枌
板
の
素
地
の
上
に
粉
地
を
施
し

て

そ
の
上
に
直
接
賦
彩

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
は
遺
憾
な
が
ら
後
世
の
香
煙

の
や
に
の
た
め
に
燻
化
し

て
見
き
わ
め
難
い
ま
で
に
な
っ

て
お
り
、

一
見
漆
地
上

に
彩
色
を

施
し

た
か
と
思
わ
れ
る
程
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
創
建
当
時
の
作
と
見
て

差
支
え

な
い
も
の
で
あ
る
。

今

こ
こ
に
の

べ
よ
う
と
す

る
太
子
伝
の
一

場
面
は
堂
内
の
須
弥
壇
向
っ
て
右
脇
、

東
側
壁
面
の
一

間
を
利
用
し
て
描
か
れ
た
も
の
で
、
そ

の
制
作
時
期
は
後
に
も
述

べ
る
よ
う
に

こ
の
お

堂
の

成
立
当
初

に
ま
で
溯

る
と
は
思
わ
れ

な
い
が
、

そ
れ
に

し

て
も
全
休
が
古
い
仏
殿

型
の
厨
子

に
格
納

さ
れ
て
来
た
為
に
、

時
代
を

経
て
い

る
割
に
は
変
色

が
少
く
、
秘
仏
と
し
て
尊
崇
さ

れ
て
来
た
様
も
窺
わ
れ
る
。
だ
が

却
っ

て
香

煙
の
や
に
に

よ
る
膠
化

が
な
か
っ

た
為

に
、

逆
に
顔
料
の
接
着

が
お
と

ろ
え

て
剥

落
の
ひ

ど
い
の
が
惜
ま

れ
て
な
ら
な
い
。
（

最
近
幸
に
も
剥
落

止
め
が

実

施
さ
れ
た
。
）
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鶴
林
寺

″
聖
徳
太
子
伝
〃

壁
画

今

両
面
の
旧

状
を

復
原
的
に

考
察
し
て
見

る
と
、
中
央

や
や
左
寄
り
の
台
盤
上

に
は
斜
右
向
に
正
坐
す

る
孝
養
形
の
十
六
才
太
子
像

が
、
型
の
如
く
柄
香
炉
を
捧

持

す
る
姿
に
描

か
れ
る
。
甓
を
み
づ
ら
に
結
い
鬢
の
毛
を
頬
に

垂
ら
し
て
い
る
様

は
、
朱
衣
に
遠
山
袈
裟
を
ま
と
っ
た
そ
の
姿
勢
と
共
に
太
子
像
と
し
て
は
古
様
に

属
し
、
仁

和
寺
聖
僧
図
巻
巾
の

像
容

な
ど
を

想
起
せ
し
め

る
も
の
か
お
る
。
太
子

の
前
に
は
脚
付
香
炉
が
置
か
れ
、
そ
れ
を
囲

ん
で
黒
衣
と
白
衣
の
二
人
の
文
官
が

笏
を
爭
挿

ん
で
対
坐

す
る
。
又
太
子
と
対
峙
す

る
位
置
に
は
朱
衣
の
文
官

が
侍
坐

し
、
太
子
の
前
に
手
筥
の
如
き

も
の
を
差
出
す
姿
勢
を
と

る
。
そ
の
上
方

に
は
更

に
少
く
と
も
三
人
の
侍
者
を
数
え
う
る
が
、
そ
の
細
部
は
定

か
で
は
な
い
。

た
だ

こ
の
う
ち
二
人

が
唐
扇

を

持
っ
て
い

る
こ
と
だ
け
は

わ
か
る
。
又
太

子
の
背
後

に

も
三
人
の

童
子
な
い
し
は

女

人
か
お
り
、
夫

々
に
朱

衣
、
緑
衣
、
青
衣
を
着

て

幡

な
ど

を
執

っ
て
立
つ
。

り吩
　

な
お
興
味
を

そ
そ
ら

れ
る

Ｃ
　

の
は
こ
れ
ら
の
人
物
と

Ｉ

像

見
独
立
し
て
画
面
の
左
端

子太
　

一
杯
に
描
か
れ
て
い
る
岩

戞
　
座
上
に
立
つ
毘
沙
門
天

王

孝
　

の
姿
で

あ
る

。
そ
れ
は
か

な
り
の
形
式
化
を
示
し
て

い

る
と
は
云
え
、

そ
の
細

緻
な
筆
に
は
見
る

べ
き
も

の

が

あ

り

、

又

何

れ
か

と

云

え

ば
天

平

風

の

古

様

を

秘

め

て

い
る

点

で

注

目

さ
れ

る

。

な

お

毘

沙

門

天

の

背

後

に

も

一

人

の

文

官

を

認

め

う

る

。

両

而

は

全
面

に

亙

っ

て

白

土
下

地

を

な

し

、

彩

色
は

き

わ

め

て

淡

薄

に

施

さ

れ

て

い
る

。

色

料

と

し

て

は

群

青

、

緑

青

、

朱

、

弁

柄

が

主

た

る

も

の

で

あ

り

、

そ

れ
以

上

に

墨

の

効

果

を

強

く
活

か

し

て

い

る

点

が

注

目

さ

れ

る

。

青

、

緑

な

ど

は

し

ば

し

ば

巧

に

隈

取

り

と

し

て

使

用

さ

れ

、

又

毆

釧
の

手

法

も

所

々
に

活

用

さ

れ

て

い

る

が
、

全

休

に

装

飾

性

は

少

く
、

彩

色

・

文

様

共

に
煩

瑣

で

な

く

、

き

わ
め

て

大

柄

な
味

わ

い

が
好

も
し

い
。

加

え

て

諸

所

に

見

ら

れ

る
肥

痩

の
少

い
墨

線

の

タ

ッ
チ

は

技

巧

的
に

も

き
わ

め

て

高

度

で

あ

り

、

筆

者

の

凡

庸

な

ら

ざ

る

こ

と

を

証

す

る

に
足

る
。

か

か

る

優

れ

た
筆

致

と

鷹

揚

な
両

風

と

は

そ
の

類

例

稀
で

あ
り

、

宝

山

寺

蔵
弥

勒
菩

薩
像

な

ど

に
多

少
の

親

近

性

を

見
出

す
も

の
で

あ
ろ

う
か

。

時

代

は
遅

く
と

も

鎌
倉

前

期

（
1
3
世

紀

前

半

）

を

降

る

こ
と

は

な
い

と

思

わ

れ

る
。

以

上

両

面

の
あ

ら

ま

し
に

つ

い

て

述

べ
て

来

た

が
、

こ

の

よ

う

な
も

の
は

太

子

伝

の
い

か

な

る
部

分

に

も

見

出

し

難

い

も

の

で

、

な

お

今

後

の

研

究
に

俟

だ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

寺

伝

で

は

鶴

林

寺

が
毘

沙

門

天

の

勧

請

す

る

と

こ

ろ

と

説

い

て

い

る

が
、

そ

の

説

話
の

古

さ

が
疑

わ

し

い

。

こ
の

点

に

つ

い

て

穿

鑿

す

る

こ
と

は

徒

ら

に

想

像

を

た
く

ま

し

く

す

る

の

み

で

あ

る

。

所

で

今

一

つ

注

意

す

べ

き
は

、

両

面

の

中

程

に

や

や

喰

違

が

あ
っ

て

上
下

完

全

に

っ

な

が
ら

な

い

こ

と

か

ら

、

こ

の

画

像

が
必

ず
し

も

こ

の
お

堂
と

当

初

か
ら

結

び
付

い

た

も

の
で

な

い

か
の

点

も

再

考

の
要

が

あ
ろ

う
。

と

も

か

く
数

少

い
古

作

の

太

子

伝

の

一

齣

と

し

て

甚

だ

興

味

深

い

も

の

で

あ

り

、
不

備

な

が

ら

強

い

て

紹

介

に
及

ん

だ

次

第

で

あ

る

。

（
附
記
）
　
尚
こ
れ

を
囲
う
仏
楓
風
の
宮
殿
型
厨
子

は
建
物

に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
が
。

素
人
目

に
も
す
ぐ
れ
た
も
の

に
見
受
け

ら
れ
る
。
又
こ
の
厨
子

の
上
部

に
は

Ｉ－
康
暦
元

八
月
五
日
」
の
刻
銘

を
備
え
た
弥
勣
菩

薩
半

跏
思
惟
形
の
懸
仏
か
お

る
の
も
楽
し
い
。

（
カ
ッ
ト
）

j∂



ＸＩ介紹料資一

紅
詰

諸

寺

縁

起

四

種

‘ｉ
仁
　
和
　

寺
　
研
　
究
　

余
　
滴
－

昭
和
三
十

三
年
度
よ
り

向
う
数
ヶ

年
の
計

画
で
、
研

究
所
の
右
三
部
門

が
主
体

と
な
り

、
仁
和
寺
の
研
究
に
着

手
、
今
年
度
は
特
に
文
献
資
料
の
蒐
集
に
全
力
を

注
ぐ

こ
と
と
し
、
同
年
十

一
月
よ
り
一
週
間

宛
三
回

に
わ
た
っ
て
仁
和
寺
所

蔵
の

古
文

書
・
記
録
等
の
調

査
を
行
っ

た
。
今
回

調
査
の
対

象
と
し

た
の
は
御
経
蔵
・

塔

巾
蔵
の
一
部
で
、
霊
宝
館
の
も
の
は
全
く
手
を
触
れ
得
な
か
っ

た
。
調
査
の
重

点

を
置

い
た
の
は
仁
和
寺
史
研
究
上
特
に
重
要

な
古
文

書
、
記
録
、
寺

誌
（

縁
起

を

含
む
）
、
絵
図
、
図
像
等
で
、
そ
の
他
の
経
典
聖
教
類
に
は
殆
ど
手

を
着
け

る
こ

と

が
出
来
な
か
っ

た
。
又
古
文
書
、
記
録
等
に
つ
い
て

も
、

調
査
し
え

な
か
っ

た

も
の

は
極
め
て
多
く
、
三
十
四

年
度
以

降
も
調
査
を
継

続
し

て
文

献
資
料
の
蒐

集

に

努
め
る
と
共
に
、
こ
れ
と
併
行
し
て
研

究
を
進
め
る
予
定

で
あ
る
。

過
去

三
回
の

調
査
に
よ
っ

て
、
未
公

刊
の
仁
和
寺
諸
記
録

類
多

数
を

調
査
収
録

す

る
と
共
に
、

さ
ら
に

学
界
未

紹
介
の

中
世
以
前
の

古
文
書
四
百

余
通
を
発
見
し
、

こ

れ
が
雅
理
調

査
に
当
っ

だ
の

を
始

め
、
図

像
・
儀
軌
等
に

も
心
覓
系

統
の

も
の

が

数
多

く
蔵
さ
れ
て
い

る
こ
と
を

碚
め
、
又
現

在
の
仁

和
寺
と
は

直
接

関
係

も
な

い

が
、

金
峰
山
・
当

麻
寺

等
の
諸
寺
の
縁
起
の
貴
重
な
古
写
本
や
、
明

恵
上

人
の

高
山
寺
に
お
け

る
庵

室
の
指
図
等
を
も
発
見
す

る
と
い
う
思

わ
ざ
る
副

産
を
得

る

こ

と
が
で
き
た
。
こ
の
う
ち
明
恵
上
人
の
高
山
寺
庵
室
指
図
に
関
し
て
は
、
本
号

諸
　
寺
　
縁
　
起
　
四
　
種

建
築
・
絵
画
・
古
文
書
室

に
建
築
研

究
室
杉
山
技
官
か
ら
詳

細
な
研

究
と
共
に
報
告

が
行
わ
れ

た
。

こ
こ
で

は
さ
ら
に
、
直
接
仁

和
寺
に
関
係
は

な
い

が
内
容
的
に
も
興
味

か
お
り
、
書
写
年

代
の
古
い
金
峰
山
、
当
麻
寺
、
明
通
寺
、
橘
寺
の
四

つ
の
縁
起
類
を
選
ん
で
全
文

を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
〔
こ
の
調
査
は
昭
和
三

十
三

年
度
文

部
省
科

学
研

究

費
交
付
金
（

機
関
研
究
）
を
得
た
研

究
題
目
「

古
文

献
資
料

の
調
査
研

究
井

に
写

真
に
よ
る
資
料

の
蒐
集
」

の
一
環
と
し

て
行
っ
た
も
の
で

あ
る
。
］

一

金

峯

山

本

縁

起

一

巻

紙
本
墨
書
、
巻
子
本
、
平
安
後
期
（
長
承
二
年
）
写
本

縦

回
ふ

りヨ
　
紙
数
２
紙
　（
塔
中
蔵
第
四
四
箱
の
中
）

こ
の
縁

起
は
熊
野

か
ら
吉
野

に
至
る
大
峯
山
上
の
宿
を
中

心
に
、
ご

く
簡
単
な

縁
起
が
記

さ
れ
て

い
る
。
宿

の
数
は
「
一
百
二
十
口
」

と
あ
る
が
、
実
際

に
記

載

さ
れ
て

い
る
の
は
八
十
一
ヶ
所

に
過

ぎ
な
い
。

こ
の
宿
所

の
数

お
よ

び
名
前

に
つ

い
て
は
「

証
菩

提
山
等
縁
起
」
　（

日
本
大

蔵
経
所
収
）
と

も
相
違

が
見
ら

れ
る
。

本
書
の
類
品
は

少
く
と

も
刊
本

に
は
見

ら
れ
ず
、
し

か
も

そ
の
成
立
は
奥
書
か
ら

も
知

ら
れ
る
如
く
長
承
二
年
（
１
１
３
３
）
以
前
で
、

金
峯
山
乃
至
大
峯
山
関
係
史
料

と
し
て
は
最

も
古

い
も
の
の
一

つ
と
し
て
注
目
す

べ
き
も

の
と

考
え
ら

れ
る
。

な

ｊ夕
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お
本
書
の
宿
名
に
は
振

仮
名
の
あ

る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
す

べ
て
収
め
た
。

句
読
点
は
原
木
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
便

宜
上
筆
者

が
加
え
た
も

の
で
あ

る
。

巻

首
に
「
心
蓮
院
」
巻
末
に
「

仁
和
寺
、
心
蓮
院
」
の
長
方

朱
印

が
あ

る
。
表
紙
お

よ
び
軸
は
後
世
の
修
理
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

金
峯

山
本

縁
起
　
　
　
　

冂

大
峯

宿
員
　
　
　

凡

二
目
二
十
口

但

仏
生
国

皀
、

熊
野

権
現
者

彼
国
口
口
口

赤
日
本
三
菩

俔
峯

顕

―

於

停
や
・
又
并

碚
黔
熊
野
。
権
現
二
小
万

、
行
者

金 峯 山木 縁 起（巻 竚）

権

現
二
奉

問

、

軛

現

夢

三
告

日

冫
、

此
峯

口

百

廿

。
宿

所

で

、

汝

未

知
哉

、
我

汝

。・
示

サ
ム
ト
丶

ノ

熊

野
山

宿
　

西

方

峯

と
　

粟

谷

ｔ
　
　

八

重

ｔ
　
　

備

別

所

だ

さ

ｒ

ｙ

Ｉク
ｙ

コ

‐辷
‘
ｙ
一

邪

り
句

、’、

扣
”
西
　
　
　

川
　
　
　
　
　

よヽ
　
　
　
　

・
に
　

ぶ

金
剛
田
翰

だ
般
若
ｔ

が
…叩

井

々
　
玉

水
‰
「
罰

√

Ｍ

ｔ

式
ｙ

タ
ウ

ケ

道

”
気

”
牋

白

引

爿

］
処
也

似

ド

目

ｔ
　

霧

ｔ

り

ぷ

道
≒
「
タ
フ

プ
（

”
重

ｔ

崔

訛

輪

乱

一
峨

お

゛

ワ
　
　
　
　
　
　

９
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｆ
ｊ
‥

瑠

璃

七
　
　
党
翰

と
　
　
寄

ｔ

水

飲

ｔ

ム
ーフ
ヲ

村

尼

ｔ

高

座

ｔ

ア
メ
キ

雨

来

た

五
胡

と
　
　

塔
印
ｔ

智
恵

と
ロ

タ
カ
心

池
峯

と

ご
ｆ
紆
ｔ
Ｅ
小

多
宝
ｔ
今
持
経
者
也

靴

ぎ
「
ｙ

ｔ

彬

し
又
如
来

夕

影
ｔ
又
覚
輪
　
　
　

卜
氷
讚

ず

今
池
ｔ

似
卍
唹
ｔ
　

化

行
寺

と
　
或

清
ｔ
今
神
仙
ｔ

フ

カ
深り

空
鉢

り
と
今
絋
畆
″

証
難
Ａ
Ｅ
背

教
経
≒

浜

中
絎
ｙ
「
禅
宍
　

牝
法
矢
石

耻
路
ｔ
木
名
大
乗

教
法

‰
「
剛
汾
　

池

七
配
一
野
　

劉

ヤ

コ
イ
｝
　
　
　
　
　

ヨ
コ
ヲ

ト

皀

ｔ
　
　
　

苗

己

苟

’
ノ
ー゙
″Ｌ
　
　
　
　
　

４

八

并

虱

‰

一
宿
也

廿

巾
］
ｔ

↓
亠
Ｊ
　
　
　
　
　
　

、’冫１

五

大

竚

と

ヵ
ｔ
力
ヶ

鎰

懸

と

欄
１

≒

小
行
者
　

絋
妨
叺
い

小
宿
と
又
脇
ｔ
　
　

刻
刻
々

今

小

篠
努

昌

行
仙
ｔ

漢
似

ム

四

回

剛

お
氣

石
り
林
り
と
今
鞍
懸

智
”
有

と
今
寺
御
恩
　
　

老
仙
ｔ
今
祇
園

抄
し

今
七
高
が
ｙ
ｙ
「
む
刷
胆
了
　
　

右
絋
ご

守ｒ

法
浄
仙
‰

乱
尠

２θ



諸
　

寺
　

縁
　
起
　

四
　

種

末 ）金　峯　山　本　緑　起　（巻

鈴
光
三
童
子
し
泪
鄙

広
Ｊ
Ｗ

繋

戒
経
仙
≒

欝

長
峯

法

乢

老
″
’ｔ

今
河
西

乂

王

孰

仙

ｔ

役
行
者
七
生
行
人
、
七
生
之
度

金
剛

蔵
王
こ

奉
顕
行
、

又
大
峯
奉
立
千

塔
供
養
、
埋
大
日
。
卒

。
申

。、
其

塔
。
講
師

太
唐
海
岸
寺
。
北
斗

和
尚
卜
中
夷
大
師
、
其
口

。
読
師
（
伊
与
国

人
智
延
大
師
、
大
唐
廿
人
仙
人
之
中

第
三

之
仙
人

云

々
、

舟
生
大
明

神
示

現
大
師
其

言
日
．、

本
鮪
盧
迴
那
　

安
住
法
性
占
　

利
生

如
一
子
　

故
現
婦
女
身

云
々

長

承

二

年

二
月

十

二

日
写

了

執

筆

僧

（

花

押

）

（
別
筆

）「

両

山

峯

先

達
行

延

」

コ
　

当

麻

寺

縁

起
　
　
　
　
　
　
　

一

帖

紙
本
墨
書

、
折
本
装
、
室
町
初
期
写
本

縱

２
２
.　２ｃ
ｍ
　

横

１
４
.　Ｏｃ
ｍ
　

紙
数
８

枚
（
1
6
折
）
　（

御
経
蔵
第
九
三
箱
の
中
）

巻

首

三

折

に

、「

書
札

礼

事

」

を

写

し

、

そ

れ

に
引

続

い

て

「

当

麻

寺

縁

起
」

が

写

さ

れ

て
い

る

。

こ

の
両

者

は

別

筆

で

、

前

者

を

記

し

た

残

の

紙

を

そ
の

ま

ま

利

用

し

た

も

の
で

あ

る

。

巻

首

の
「

書

札

礼

事

」

は

弘

安

八

年

十

二
月

二
十

二

日

に

定

め

ら

れ

た

「

弘

安

礼

節

」

の

一
部

で

、

同

書

の
「

書

札

礼

之

事

」

の
前

半

部

に

当

る

。

こ

の

部

分

の

書
写

は
書

風

か
ら

推

し

て

南

北

朝
時

代

頃

の

も

の

と

推
定

さ
　

Ｊ

れ

る

。

こ

れ

は

弘

安

礼

節

の

ご
く

一

部

分

の
写

し

に

過

ぎ

な
い

が
、

同

書

の
占

写
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本

の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
。

当
麻
寺
縁
起
は
「

書
札
礼
亊
」
の
書
写

よ
り
稍
下
っ

た
時
代

の
写
し
と

考
え
ら

れ
、
南
北
朝
乃
至

室
町
時
代
初
期
頃

の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
本
書
巻
末

に
は
、

建

長
五
年
四
月
二
十
五
日
に
京
都
四
条
坊
門
西
洞
院

に
お
い
て
書
写
し
た
旨

の
写

本

奥
書

が
あ
り
、

こ
の

縁
起
の
成

立
は
そ
れ
以
前
な

る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
更

に
末
尾

に
は
「
付

私
云
以
此
本
大
曼
陀
羅

堂
為
修

理
之
勧
進
帳
ご
　

と

あ
り
、
本

縁

起
が
忤
ら
れ
た
の
は
当

麻
寺
大
曼
陀

羅
堂
修
理
の
勧
進
帳
と
し

て
で

あ
っ

た
こ

と

を
示
し

て
い
る
。
建
長
以
前
に
行
わ
れ
た
曼
陀

羅
堂
の
修
理
で
時
期
の
明
な
の

は
仁
洽
三
年

の
大
修

理
で

あ
り
、
本

縁
起
が
作
ら
れ

た
の
は
こ
の

時
と

考
え
て

差

支

え
な
い
で
あ
ろ
う
。

管
見
の
範
囲
で
は
刊
行

さ
れ
て
い
る
当
麻
寺

縁
起
又
は
当

麻
曼
陀
羅

縁
起
は
勿

論

、
そ
れ
以
外

の
も
の
で
も
、

本
書
の
類
品

は
見

ら
れ
な
い
。
そ
れ
故

本
書
の
全

文

を
紹
介
す

る
こ
と
は
あ

な
が
ち

無
意
味
な

こ
と

で
は

な
い
と
思

う
の
で
、

あ
え

・て
こ
こ
に
掲
げ

る
こ
と
に
し
た
。
な
お
本
書

に
は
ま
ま
振
仮
名
、
送
仮
名
、
返
点

が

加
え
ら
れ

て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
割

愛
す
る
こ
と
に
し

た
。
句

読
点
は
原

本
に

は

見
ら
れ
な

い
が
、
便

宜
上
筆
者

が
加
え

た
も
の
で

あ
る
。

（
表
紙
表
題
）

「
大

和

国

当

麻

寺

縁

起
」

書
札
礼
事

亀
山
院
御
執
政
之
時
比
定
之

一
大
臣
奉
執
柄
四
大
謹
言

遣
大
納
言
皿
匹

已

遣
参
議

散
二

位
三
位
四
大
四
　

遣
蔵
人
頭

可
被
之
状
如
件

遣
雲
客
如
之
鍵
　

遣
大
外
記
大
夫
史
奉
書

一
大
納
言

奉
親
王
皿
皿
皿
皿
人
々
御
中
　
奉
執
柄
同
親
王

乖

大
臣

乱
皿
謹

言
　

遣
中
納
言
皿
一
心
謹

言
　

遣
参
議
散
二
位

三
位
皿
よ
　

遣
蔵
人
頭

恥
ご
に
匹
名
字
　

遣
四

位
雲
客
大（

件

遣
五
位
雲
客
班
如
件
　

遣
地
下

諸
大
夫
皿
皿
五
位
　
同
五
位

遣
五
位
外
記

史
ぺ
被
状
如
件

一
中
納
言
奉
親
王
立
皿
雛
謹
言
　

奉
執
柄
同
親
王
　

奉
大

臣
皿
皿
皿
皿

言

遣
大
納
言
皿
皿
皿
皿
　

遣
参
議
散
二
位
三
位
謹
言
　

遣
蔵
人
頭
四
皿
皿

件

遣
四
位

雲
客
同
蔵
人
頭
　

遣
五
位
雲
客
四
如
件
　

遣
地
下

諸
大
夫
匹
皿
皿
如
件

遣
五
位
外

記
史
匹一
被
之
状
如
件

一
参
議
散
二
位

三
位
奉
大
臣
立
皿
皿
謹
言
　
或
子
息
　
奉
大
納
言
づ
四

如
件

奉
中
納
言
執
啓
　

遣
蔵
人
頭
四
皿
　

遣
四

位
雲
客
同
蔵
人
頭

笠

位

百

雑

で

隻

に
Ｊ

大
轟

飯

雛

ご

娶

莅

外
蛋

翦

顋

氛

人
頭

奉
大

贔

齟

禦

鸚

離

奉
大

彷
五

訌

贊

Ｊ‘
　１
ｈ
１
　
謹
言
上
啓
　

遣

‘ゝ
議
散
二
位
三
位
執
啓

奉
ｑ

舶
言
恐
惶
謹
言
　

ヽ

参
・
　
　
　
　

恐
々
謹
言

大
和
国
当
麻
寺
縁
起

一
当
麻
寺
実
名
禅
林
寺

右
当
寺
者
、
用

明
天

皇
第
三
御
子

麿
子

親
王
建
立
之
伽
藍
也
、
粗
劼
流
記
、
聖
徳

太
子
麿
子
親
王
者
分
形
気
之
兄
弟
也
、
浜
以
親
昵
之
儀
重
、
互
談
真
俗
之
深

理
、

即

太
子

勧
云

、
仏
冂
流
西
、
梵
風
扇
東
、
以
来
漢

土
白
馬
寺
教
釈
伝
辰
旦
之
曵
、

２２



我

朝
青
竜
地

仏
法

弘
囗
本
源

皀
、
当
知
伽
藍

者
三
宝
依
処
、

精
舎

者
万

善
根
元
者

歟
、
唯
願
且
為

紹
隆
三

宝
、
且
為

済
度
群
生
、
逵

基
立
当
塔
、

宜
興
行
仏
法
云
々
、

因

之
親
王
依

父
子

孝
命
ヽ

推
占
天

皇
二

十
年
皿
未
ヽ

経
奏
聞
下

宣
旨
ヽ

其

状
云
ヽ

因

紕
法

隆
寺
宜
為

御
願

寺
、
其

後
疑

信
心
始
土
木

営
、
傾
産
口

終
成
風
之

功
、
金

仝

、
講

堂
、
鐘
楼
、
経
蔵
、
二

基
廟
、
三
面

憎

房
、
宝
蔵
、
大
門

等
皆
悉
造
立
供
養

畢

、
又
別
奉
鋳
救
口

観
音
形

像
一
躰
、
被
安
置
口

庫

、
即
以
寺
号
万

法
蔵
院
矣
、
一

ぶ
当
寺
遷
作
他
所

事
、

右
建
立
之
後
経
六
十
一
年
、
天

武
天

皇
御

宇
白
鳳
二

季
酸
、

麿

子

親
王

忽
感
霊

夢
、
早
改
彼
伽
藍
可
遷
作
于

役
行
者

練
行
之
砌
云

弋

親
王

夢

餓

神
動

吉
凶
難
測
、

写
顕
有
渭
以
瑞
夢
之

趣
、
達
明
君
之
聞
、
忝
降
柴
泥
之
新
命
、

立

花
界
之
旧
蹤
云
气
　

親
王
即
相
伴
勅
使
三
品

刑
部

卿
親
王

靉

敍

、

ゑ

役

行
者
之
庭
、
爰
行
者
聞
夢

想
之
旨
、
拭
随
喜
之
涙
、
披
勅
宣
之
状
、
含
感
歎
之

咲

、
永
以
此
勝
地
奉
施
彼
伽
藍
、
山
水
蓄
奇
、
草
樹
含
異
、
時
処
相
応
、

感
応
道

（
逎
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壬

交
者
歟
云
゛
ヽ

仍
親
王
速
欲
果
口

寺
之
願
之
処
、
去
朱
雀
元
年
町
に
五
月
日
、
大
友

大
政
大
臣
争
王
位

起
謀
叛
、
天

皇
廻
計
帷
帳
之
中
、
得
勝
於
万
里
之
外
、
然
而

余

気

未
尽
、
一
天
不

謐
之
開
、
造
営
志
自
鉄
遅
口

遂
乃
始
自
白
鳳
十
四
年
匹

二
月
十

五

日

、

至
ｆ

同

白

虱
十

六

年

所

、

経

首

尾

五

年

堂

塔

僧

房

等

、

如

経

始

之

昔

、

漸

企

成
口

之

功

、

終

安

満

月

尊

、

但

今

度

金

堂

丈

六

金

色

弥

勒

并

土

像

也

、

御

身

中

奉

納

金

銅

一

擽
半

孔

雀

明

王

像

一

躰

、

此

仏

像

行

者

多

年

御

本

尊

也

、

兼

又

今

度

披

副

安

置
四

天

王

像

一

躰

者

、

依

役

行

者

祈

願

力

、

白

白

済

国

渡

万

里

煙

浪

、
忽

（
孔
脱
力
）

然

飛

来

給
云

゛
ヽ

又

金

堂

前

有

Ｔ
言
主

神

明

座
石

、

行

者

於

此
石

砌

、

久

勤

修

雀

明

王

秘

法

、

令

祈

念

興

隆

仏
法

利

益

衆

生

願

、

以

高

麗

国

恵

観

僧

正

、

為

開

眼

導

師

、

調

供

養

之

儀

、
道
具

驚

眼

、

沈

壇
飛

煙
、

苔
萄

掫

色

、
欲

色
諸
天

悉

集

、

人

顫

庶

類

無

編

、

鄭

重
不

可

得

講

、

于

時

役

行

者

自

金

剛

山

来

法

会

庭

、

言

在

家

高

諸
　

寺
　

縁
　

起
　
四
　

種

祖
両
人
、
即

高
賀

茂
老
翁
間

駕
介

麿
子
是
也

、
二
同
姓
自
専
渡
都
岐
麿
子
是
也

云

气

愛
蔵

私
領
山

林
田
白
｀
数
百

町
、
永
嗇
施
入
当
寺
事
畢
、
実

我
等
是
四

衆
帰
依
之
濫
觴
也
、

抑
又
非
一
天
興
隆
之

道
場
哉
矣
ヽ
　一
当
寺

極
楽
之

曼
荼
羅
事
、

右
当
寺
宸

初
建
立

之

後
ヽ

送
百

五
十
二

歳
星

霜
ヽ

大
炊
天

皇
御
字

人
代
四
十
七
王
、
天
武
天
皇
孫
、
一

品
舎
人
親
王
第
七
子
、
号
淡
路
癈
帝
、
有
子
細
ヽ

有
一
臣
下

、
世
号
横
佩
大
納
言
尹

統

朝
臣
、
賢

知
世
之
神

才
也
、

在
鐘
愛
女
、

被
養
倚
窓

中
、
長
冫
羅
帳
之
下
、
其

性

清
索
不
染

紅
塵
、
軽

人
間
栄
耀
、
志

偏
通
弥

陶
陶
願

海
、

事
林
下

幽
閑
、
深
口

安

養
之

煙
霞
、
自
書
写

称
讃
浄
土
経
一
千

卷
、
開

題
講
揚

被
安
置
宝
蔵
、

記
文
不
改

露
占
猶
鮮
、
其

後
天

平
宝
字

七
年
四

六
月

十
五
日
、

落
蒼
花
帰
仏
乗
、
抽

丹
心
祈

菩
提
、
親
臨
道
場

、
殊
立
誓
約
、
我
若
無
見
生
身
弥
陶
、
永
不

出
伽
藍
之
門
閥

、

更

契
七
日
光
臨
、
専
期
満
月

照
臨
、

懇
念
不

緩
、
匪
石

之
誠
至
深

、
冥
応
無
暗
。

（
上
力
）

明
鏡
感
盍
及
、

然
間
同
月
廿
日
酉
剋
、
一
尼
忽
然
化
耒
、
容
色
鮮
口

挟
酸
鴒
相
示

云
ｅ

倩
見
慇
懃
之
儀
ヽ

不

堪
感
歎
之
田
代

汝
年
来
為
顕
仏
像
ヽ

頗
雖
集
蓮
糸
ヽ

機

（
遑
力
）

感
未
熟
誓
願
如
虚
、
速
欲
見
九
品
之
教
主
、
重
宜
稍
儲
百
駄
口

茎
、
仏
種
者
必
従

因
縁
生
起
故
也
云
゛
、
本
願
禅
尼
見

聞
此
事
、
踊
躍
雖
余
身
随
喜
徹
骨
、
仍
注
化

人
之
告
、
驚
聖
王
聴
、
忝
垂
叡
感
紹
命
、
即
忍
海
連
承
宣
旨
、
催
廻
蓮
茎
、
於
近

国

巾
纔
経
一
両
日
、
九
十
余
駄
之
蓮
出
来
、
化
大
自
折
蓮
茎
、
絡
出
乱
糸
克
調
糸
、

已
始
堀
清
井
、
水
湛
之
浪
溶

々
、
臨
水
濯
糸
、
其
色
自
然
五
色
、
傍
人
覩
之
莫
不

差
歎
、
至
同
廿
二
日
之
夕
、
有
女
人
化
来
、
容
貞
端
厳
、
不
可
得
称
、
女
人
同
化

尼
、
聞
導
蓮
糸
已
被
調
得

哉
如
何
、
容
々
余
也
、
即
捧
糸
授
之
、
因
茲
化
女
執

藁

二
把
、
浸
油
二
升
、
用
為
燈
燭
、
至
道
場
乾
之
角
、
戌
終
至
寅
始
三
更
之
間
、
巧

懸
蓮
糸
於
機
上
、
織
顕
仏
像
夜
中
畢
、
以
竹
為
軸

ぺ
天
転
匹
皿
云

、

織
女
敬
頂
戴
　

丿

於
一
丈
五
尺
曼
陀
羅
、
以

奉
懸
化
尼
願

主
両
人
之
前
、
其

後
女
人
如

電
光

消
不
知
　

９
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奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

行
方

、
化
尼
依
観
無
量
寿
経
誠
説
、
開
旨

大
受

陥
羅
幽
旨

、
観
夫
曼
荼
羅
庄
厳
奇

麗

厳
餝
也
、
貫
珠
定

恵
解
之
光
、
互
輝
申

金
似
瑩
紫

摩
黄

金
之
色
陜
日
、
南
之
縁

一
経
発
化
之
序
分
也
、
禁
母
之
往
毆
歴
之
如
見

、
此
縁
者
三
昧
正
受

旨
帰
也
、
善

男
女
之
観
門
、
明
々
無
暗
、
仰
中
台
者
即
四
十
八
願
荘
厳
之
浄
土
皓
然
于
眼
前
、

巓
下

方
乂
上
中
品
来
迎
花

台
、
于
心
中
森
羅
、
是
則
弥
宅
知
願

之
力
遷
他
力
於
日

域

之
雲
、
大

聖
定
恵
之
徳
、
西
土
於
南
浮
之
堺
、
当
知
一
塵
法
界
本

来
無
尋
、
大
小
長

（
一
蕾
誤
力
）

短

豊
論
定
相
、
今
希
有
而
得
見
、
誰
不
生
難
遭
之
想
、
何
商
暫
被
当
機
、
而
示
現

応

相
而
已
乎
、
即
是
遙
期

遐
代
而

宜
施
利
生
、
重
作
四
句
之

偈
頌
、
密
示
二
重
之

（
迦
力
）

往

縁
、
往
昔
遂
葉
説
法
所
、
今
来
法
基
作
仏
事
、
卿
懇
西

方
、
故
我

来
、
一

入
是
場

永
離
苦
、

当
知
此
処
即
古
仏
経
行
之
庭
、
霊
仙
窟
宅
之
境
也
、
朝
野

遠
近
懸
持
於

（
扁
誤
）

曼

陥
荼
者
、
老
少
尊
早
運
歩
於
伽
貶
者
、
自
除
災
与
楽
之

達
望

、
至
浄
土
菩

提
之

深
益
、
機
縁
雖
臨
仰
而
不
虚
、
于
時
本
願

禅
尼
、
且
正
拝
生
身
御

応
相
、

且
委
受

化

人
之
教
訓
、
泣
顧
宿
願
純
熟
、
伏

喜
仏
陀
之
加
被
、
嗚
呼

妄
想
障
重
本

雖
隔
望
、

於
安

養
之
御
而
見
感
深
、
今
落
涙
於
未
曽

有
之
境
、
従
今

日
至

成
仏
、
軽

命
而
専

可

守
、
鏤
骨
而
豊
敢
忘
、
抑
我
善
知
識
何
所

来
乎
、

叉
彼
織
女
誰
人
乎
、
化
尼
容

々
汝
不
知
乎
、
我
身
是
西

方
極
楽
世
界
之
教
主
也
、
織
女
即
我
左

脇
弟
子
観
音
大

井

也
、
以

本
願

力
古

来
令

安
慰
汝
也
、
出
離
生
死
之
期
已
得
境
、
往
生
極

楽
之

行

朶
可

足
、
深

知
慈
恩
、
可

報
仏

徳
、
如
此
再
三
相
隘

慇
懃
也
、
其
深
也
、
其
後
化

尼

指
西
方

入
馴
雲
畢

、
方
今
願
主
魂

悦
忽
思
悄
然
、
禅
容
去
無
蹄
、
只
寄
思
於
西

刹

蓮
台
雲
、
慈
訓
留
多
残
、
趾
袂

於
東

垂
蓬
趾
之
暁
露
、
唯
願

飜
今
生
永

離
之
愁
、

為

浄
土
再
会
之

縁
、

余
降
曼
陀
羅
之
名
称

広
聞

異
邦
、
霊
像
之
帰
依
普
及
諸
憂
、

況
乎
禅
尼
瞻
仰
之
窓
前
秋
月
已
老
、

観
想
之
床
上
春
風

幾
廻
、

送
十
余
年

彼
光
任

天
ヽ

光
仁
天
皇
御
｛

宝

亀
六
年
Ｅ
ご

看
春
三
月
之
天
中
句

第
四

朝
ヽ

如
宿
願
遂
往
生

旱

、
時
青
天

高
晴
紫

雲
斜
聳
、
音

楽
西

聞
聖
衆
東
來
、
端
坐
頭
忸
寂
然
気
絶
、
面

色
特
鮮
形
容
如
咲
、
凡
厥
平
生
霊
徳
臨
終
之
奇
瑞
、
連
綿
不
逞
羅
縷
而
己
、

（
マ
マ
）

建
長
五
年

Ｅ
四
廿
且
逮
屈
幣

川

表

書
云
　
　

｀

’
　
　

彖

体

付

私
云
以
此

本
大
受

團
　

少
日Ｊ

Ｉ
‐
’ｊ

当

麻

寺

彩

起

羅
堂
為
修
理
之
勧
進
帳
ざ

と
Ｆ

一－

―`

三
　

明

通

寺

縁

起
　
　
　
　
　
　
　

一

帖

紙
本
墨
書
　

折
本
装
　

南
北
朝
時
代
（
応
安
七
年
）
写
本

縱

２
９
.　Ｏｃ
ｍ
　
　

横

１
１
.　ｓ
c
m
　
紙
数
４

枚
（
1
4折
）
　（
御
経
蔵
第
九
三
箱
の
中
）

明

通

寺

は

福

井

県

小

浜

市

に

あ

り

、

古

来

若

狭

国

第

一
の

名

刹

と

し

て

最

も

由

緒

の
あ

る
寺

で

あ

る

。

本

縁

起

の

成

立

は

奥

書

に

も

あ

る

如

く

文

永

七

年

十

一
月

で

あ

る

が
、

本

書

の
書

写

は

応

安

七

年

四

月

二
十

五

日

で

、

筆

写

は
栄

鉐

で

あ

る

。

栄

砧

な

る
人

物

に

つ

い

て
は

詳

で

な

い

が
、

多

分

明

通

寺

の
僧

で

あ

ろ
う

。

本

書

の

書

写

は

前

述

の

如

く

応

安

七

年

で

、

明

通

寺

縁

起

と

し

て

は

最

も

古

い
写

本

の

一

つ
と

い

う

こ
と

が
出

来

よ

う

。

従

っ

て

参

考

ま

で

に

本
書

の
全

文

を

こ

こ

に
紹

介

す

る

こ
と

に

し

た

。

な
お

巻

苣

に
は

「

仁
和

寺

」

の
墨

書

と

、「

仁
和

寺
」

の
額

形

朱

印

が

あ

る
。

句
読

点

は

原

本

に

は

見

ら

れ

な

い

が

、
便

宜
上

筆

者

が
加

え

た

も

の
で

あ

る

。

（
表
紙
表
題
）

「

明
通

寺

縁

起
」

坂
大
将
軍
鎮
守

府
大
納
言

坂
上
出
村
丸
本
記
事
、

２Ｊ



右

明
通
寺
者
、
若
狭
国
遠
敷
郡
松
永
庄
之
内
在
之
、
国
中
無

雙
之
甲
堀
、
三
郡

超
過
之
霊
場

也
、
本
仏
者
十
二
大
願
聖
客
衆
病
悉
除
之
本
誓
無
誤
、
脇
士
者
二

六
神
将
之
忿
形
悪
隴
降
伏
之
悲
願
有
侍
、
故
自
東
旦
酉

仰
崇
帰
依
之
人
、
継
踵

而

勢
々
、
于
朝
于
暮
、
恭
敬
合
掌
之
輩
交
袖
而
辿

々
、
然
問
其
往
昔
尋
彼

創
者
。

（
忝
）

右

近
衛
大
将
坂
上
卿
建

立
伽

藍
也
、
所
由
者
、
白

柏
原
天

皇
参
賜
当
国
之
国
司
、

令
知
行
之
問
、
葛
井

親
王

之
女

春
子
女
御

、
奉
為
産
生
平

安
之
祈
祷
、

晢
勝
地

欲
凰一
肩

七

時
ヽ

国
中

仁
可

妖
処
衵
尋
欠
ヽ

遊
行
之
砌
ヽ

松
永
之
庄
内

有
一
深

山
号
寺
谷
ヽ

山
峯

聳
紫
雲
日
々
不

異
霊
山
崛

宅
之
堺
ヽ

膰
光
明
夜
々
殆
崢
浄

瑠

璃
之
界
赫
奕
、
誠
仁
将
軍
成

恠
、
行
有
彼
所
、
効
験
掲
尚
之
辺
、
利
益
殊
勝
之

㈲
也
、
旧
村
丸

心
中

悦
喜

無
極
矣
故
示
此
圸
定
伊
王
霊
場
ヽ

遂
以
大
同
五
年

班

八
月
八

日
、

建
精
舎
崇
尊
像
匹
鉢
に
伽
味
作
皿
、
最
初
建
立
之
次
第
大
概
如
斯
欠
、

一

本

檀

那

田

邑

麻

呂

大

納

言

事
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
以
生

（
後
誤
力
）

坂

上

田

邑

麻

呂

大

納

言

者

、

自

前

沒

高

祖

皇

帝

卅

八

代

、

自
口
彼

漢

光

武

皇

帝

十

（
後
眼
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
後
謨
力
）
　
　

く

‘じ
申

‘
　
　
　
　
　

’ヽ
　

・ヽ

九

代

、

自
任

漢

孝

霊

皇

帝

十

三

代

、

自

彼

漢

阿

智

剛
一
四
心
郷

万

慥

琵

幹

夢

谷

韭

靉

言

言

衽

贈

十

一

代

之

孫
ヽ

贈

大

納

豆

二

等

苅

示

飃

一
男

１

心

皿

四

前

本

ヽ

大

高

祖

皇

帝

提

三

尺

劔

有

天

下

ヽ

光

武

皇

帝

代

劉

玄

更

始

有

国

夊
　
　
　
　

（

衍
こ

井

見

漢

印

之

儀

″
余

来

代

々

代

四

海

之

鯨

鯢

、

九

上

之

風

塵

者

、

是

非

他

氏

、

偏
在
此
家
而

己
夊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（

ヤ
こ

。’、

宝

亀

十

一
年

近

衛

将

監

補

、

砠

广

十
四

年

仟

征

夷

将

軍

正

四

位
下

近
衛
中
将

越
後
守
、
同

年
二
月
兼
木
工
頭

、
同
年
ｔ

一
月
叙
従
三
位

、

つ

ヤ
）

同

廿
二
季
二
月
任
形
部
卿
、
同

廿
三
季
正
補
陸
奥
出
羽
按
察
使
、
同
廿
四

季
任

参
議
、
弘
仁
元
爭
敍
正

三
位
任
中
納
言
、
同

季
九
月
任
大
納
言
（

み
皿
Ｅ
衛
ヽ

弘

仁
二
季
五
月
廿
三
日
丙
辰

奄
而
薨
、
干
時

御
季
五
十
四

歳
、
身

長
五
尺
八
寸
、

諳
　
寺
　
縁
　
起
　
四
　
種

習

二

作

兜

ノ

言

冊

鸚

談

ご
ヽ

（
別
筆
）「

昃
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
畢
力
）

一

最

初

建

立

之

後

、

経

一

百

卅

七

歳

之

皐
一

霜

、

不

図

堂

舎

焼

失

草

、

於

斯

止

住

久

脩

禅

門

ヽ

抛

三

衣

一

鉢

ヽ

仰

天

伏

地
ヽ

無

極

悲

欺

之

懿

仁
ヽ

遥

避

一

里

在

深

山

、

白

彼

山

―
中

、

放

金

色

之

光

明

而

熈

、

焼

失

之

本

堂

之

跡

、

僧

侶

成

不

思

議

之

念
ヽ

相

尋

光

明

於

行

見

ヽ

在

大

般

石

ヽ

彼

翁

之

上

尊

像

立

御

坐

響

匹
則
片

’一”。
、`廴
　

等

岩
　
　
　
　

（
間
筆
）「
改
」

リ

、

千

時

国

司

政

棡

寺

号

明

通

寺

、

実

未

胄

有

之

霊

仏

、

不

可

量

之

尊

像

也

、

弋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

晦

吏
不

可

勝

計

者

山
、

嗚
呼

賈

生

身

如

来

者

、
黄

金

之

色

身

空

交
・
檀

之

煙

、
今

木

像
尊
像
者
恭
白
檀
之
膚
、
飛
免
炎
上
之
難
多
、

頭
哉
、
其
後
一
人
聖
人
出
来
、
本
堂
造
立
（

皿

知
識
、
故
才
木

雖
貯
山
林
、
更

無
人
夫
之

使
、

故
誰
人
不
致
帰
依
、
何
輩
不
傾

ヾ
　
　
　
　（
こ
こ

躯
鋩

、
老
身

狐
独
而
可
八
Ｕ

佰
此

事
悲
欺
之
処
、
大
雨
幀
降
、

洪
水

殆
漲
之
間
、
本

堂
之
辺
憐
才
木
、
皆

共
流
留
、

成
聖
人
悦

喜
、
国
中

人
民

寛

孔

贍

ヽ

季

世
遂
建
立
造
功
畢
、

建
立
以

後
聖
・
身
指
西
方
去
一
七
ヽ

次

一
百
廿

歳
之
後
、
焼

亡
之

難
在
之
、
先
様

木
仏
更
飛
不
焼

パ
腫
Ｊ

、
次
以

建
久

季
中

之
比
、

復
炎
上
之
難

出
来
、
本

尊
焼

有
披
露
之
処
、
炭
信
之
中
見

者
、
三

十
二
妙
相
当

煙
如
殆

赤
栴
檀
之

尊
像
、

在
世
難
有
末

代
不

思
議
皀
、
見
人

莫
不

成
奇
特
之
思
、
間

者
莫
不

流
随

喜
之
涙
、
爰
以

長
谷
清
水
之

観
音
、
不

免
一
度

火
災
之
難
、
当
国
明

通
寺
薬
師
不
遇
三

度
焼
失
之
甦
、
是

実
生
身
之
如
来
法
身

之
仏
也
、
雖
四
百

七
十
五
季
之
星
霜

、
旧
慈
悲
猶
末
代

新
人
中
天

上
殊
勝
之
霊

仏
ヽ

跫

当
来
芻

木
尊
凡

才

公

人
出
来

谷

且

雛

機

、
彼
弟

頴

子

皆

共
尊
像
行
久
修
練
行
人
也
、
彼
厳
西
在
弟
子

皿
皿
づ
加
念
云
々
ヽ

藍
僧

梟
悪
之
身
、
院
主
職
相
続
云
於

斯
地
頭
方
不

叙
川
之
、
然
間
木
仏
夜
中
愉
出
同

国
三
方
郷
月

輪
寺
本
堂
拳
秘
之
、
即
時
露
顕
、
彼

僧
難
逃
白
過
、
終
関
東
六
波

2 ５



奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年
報

感

受

卜

気

炎

恚

ヰ

畄

員

え

詰

難

穀

殷

牡

頡

Ｔ

ｎ

此
間
当
寺
僧
侶
不
住
也
、
り
飮
行
者
相
尋
砌
、
阿
闍
梨
勝
賢（

四

以

事
便
止
住

当
寺
房

舎
、
興
隆
禅
門
、
相
語
崇
仏
法
写

経
論
稱
、
天

長
地
久
御
願
円
満

奉
祈
、

宝
治
元

年
丁

春
鎮
守
権
現
御
殿
造
建
ヽ

同
二
季
大
鳥
居
薀
屋

建
立
ヽ

人
命
不
定

未

也
ヽ

不
図

建
長

五
季
正
月
廿
六

囗
死

去

丿
匹
十

ヽ

彼
勝
賢
阿
闍
梨
弟
子
四
十

余

人

之
中
、
以

阿
闍
梨

頼
禅
、
当
寺
付
属
旱

、
然
間
頸
禅
付
属
以
後
、
所
起
之
堂

舎

目
録
次

第
事
、

一
　

”‐
　

と

三

間
四
面
一

丈
二
尺
間
、
檜
皮
葺
．
用
途
一
千

余
石
、
人
夫

本

堂

一
吁

一
万

二
千

人
也
、
正
嘉
二
季
歳
次
丁
巳
四
月

十
日
棟
上
畢

匸

一
王

堂

一

宇

に
四
皿

門
　

文

永
元

年
Ｊ一

四

月

廿

六

日

建

立

一

本

筮
供

養

皿

緋
琵
Ｊ

囗

文

永

二

季

九

月

五

日

匸

一
王

堂

供

養

う
皿

囗

文

末

三

季

正

月

廿

六

日

一

洪

鐘

一

口

鯛
皿
（

十

文

永
四

季

三

月

三

日

一
　

重

欠

塔
　

・
’・
尺

迦
像
井
普
・（

像
各
一
体

三
　
冫
工
　

一

基

奉
安
置
之
、
文
永
七
年
十
月
十
三
日
棟
上
畢

抑
以

前
所
修
造
堂
造
仏
之
廻
向
諤
、
奉
為
金
輪
聖
主
天
長
地

久
御
願
円
満

也
、

兼
国

吏
天
下

、
安
穏
泰
平

、
諸
人
快
楽
、
当
寺
繁
昌
、
法
界
無
差
故
也

文
永
七
年
十
一
月
冂
　
　
　

注
之

正

応
五
年
Ｅ

六
月
十
八
日

院
主
権
律
師
頸

禅
往
生
摂
州
溝
杭
所
生

と
年
八
十
二

歳

干

時
応
安
七
年
匹
卯
月
廿
五

若
州
明

通
寺

後
谷
日

光
坊

書
写

旱

雖
為
如
鳥
跡
興
隆
仏
法
故
也
　

栄
結

四
　

和
州
橘
寺
勧
進
帳

一

巻

紙
本
墨
書
、
巻
子
本
、
紙
背
消
息
　
鎌
倉
時
代
（
弘
安
六
年
）
写
本

縦

２
４
.　Ｏｃ
ｍ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
塔
中
蔵
第
四
四
箱
の
中
）

弘

安
元
年
（
に
詔

）
橘
寺
修

造
の
際
の
勧

進
帳
の
写
本

で
あ
る
。
本
文
末
尾
の

日
附
か
ら

も
明

な
如

く
弘
安
元
年
九
月

に
作
ら

れ
た
も
の
で
、
奥

書
に
よ

れ
ば
こ

の
作
者
は
定
円
で

あ
る
と

い
う
。
勧
進
の
趣
意
を
述

べ
る
に
当
っ
て
、
橘
寺
の
縁

起
を
記
し
て
お
り
、
こ
の
点
に

お
い
て
史
料
的
価
値
が
高

い
。
本
書
に
よ
れ
ば
建

長
年
間
に
覚

空
上

人
が
当
寺
の
修

造
を
行
っ

た
が
、
半
ば
に
し
て
挫
折
し

た
。

そ

こ
で
弘
安
元
年
に
至
っ
て
再
び
当
寺
住
侶
の
間
か
ら
営
作
の
企

が
起
り
、
勧
進
を

行
う

こ
と
に

な
っ

た
。
こ
の
時
修

造
を
計
画
さ
れ

た
の
は
食

堂
、
浴

室
、
経
蔵
、

鐘
楼
、
僧
房

等
で

あ
っ

た
よ
う
で
あ

る
。
こ
の
勧
進
に
よ
っ
て
、
当

寺
の
修

理
が

ど
こ
ま
で
果

さ
れ
た
か
は
明
で

な
い

が
、

鎌
倉
時
代
中
期
の
当
寺
の
事
情
を
知

る

上
で
重
要
で

あ
る
。
特
に
当

時
の
史
料
は
現
存
す

る
も
の

が
極

め
て
乏
し
く
、
寺

史
を
知

る
上
で
貴
重

な
史
料
と

い
っ
て

差
支
え

な
か

ろ
う
。
し
か

も
本
書
の
書
写

は
成
立
後
約
三
ヶ
月
し
か
経
過
し
て

い
な
い
弘
安
元
年
十
二
月
十

日
で
、
原
本

が

知
ら
れ
て

い
な
い
現

在
、
作
製

と
殆

ど
同
時
期
に
写

さ
れ

た
本
書
の
舁
在
は
珍
重

す

べ
き
も
の
で

あ
る
。
な
お
原
文
に
は
振

仮
名
、
送

仮
名
、
返
点

が
記

さ
れ
て

い

る
が
、
こ

れ
は
す

べ
て
省

略
し

た
。

句
読

点
は
筆

者
に
お

い
て
加
え

た
も
の
で

あ

る
。

巻
首
に
「

心
蓮

院
」
、
巻
末
に
「

仁
和
寺
、

心
蓮

院
」

の
長
方
朱
印

が
あ
り
、

表
紙
、
軸
は
共
に
後
世
の
修
補
に
か
か

る
も
の
で
あ
る
。
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（
表
紙
表
題
）

「

和

州
橘

寺

勧

進

帳

定
円
法
印
筆
」

誚
蒙
十
方

釛
成
令
遂
一
寺
修
造

状

副仏
閣

僧
坊
浹
会

等
目

録

右

八
万
四
千

歳
之
寿
域
焉

、
成
目
五
歳
濁
乱
之
慈
願
、
九
万
三
千

人
之
得

道
矣
、

莫
非
一
人
勧
化
之

勝
縁

、
我
願

既
同
劫

簸
極
減
之

善
巧
、
衆

望
盍
慣
頻
婆
広
大
之

嘉
縦
者
乎
、
伏
惟
当
寺
者
、

推

古
天

皇
治
馬
台
之
古
、
救
世
菩

薩
在
竜
楼
之
世

、
縡

起
　

叡
念
、
肇

拓
洪

基
、

清

凍
中
殿
之
変
花
界
也
、
自
伝
三

台
宮

之
風
、
逸
多
大
土
之

耀
月
輪
也
、
未
隔
六

欲
天
之

雲
、

勝
髫
開
演
之
夜
、
天
感
降
蓮
華
之
瑞
、
精

舎
建
立
之
後
、
俗
呼
留
橘

袒

之
名
、
本

称
菩

提
寺

、便
是

三

菩
提
証
得

之
霊
場
也

、
古

号
仏
頭
山
、

寧
非
千

仏
頭
出

現
之

勝
地
哉
、
加
以
斑

鳩
太
子
、
種

だ
之

亀
鏡
多
納
毆

於
斯
処
、
蒼

鷹
指

南
片

々
之
鴛
瓦
、

遂
堀
出
於
近
郭

、
礼

之
則
大
権
之
昔
化
不

遠
、
得
之
亦
中

興
之

時
至
無
疑
、
何

唯
供
僧

伽
裹
衣

於
那
蹈
国
巾
、
甘
雨
消

一
天
之
災
、

理
仏
説
利
函

於
王
舎

城
外
、
香
燈
留
百
年

之
光
而
巳
哉

、
凡
太
子

於
此
示

誕
応

、
太
子

於
此
転

浹

輪
ヽ

太
子

於
此

歛
鬢
髪
ヽ

太
子

於
此

安
霊
像
一
。一
蔀
酢
範
略
地
蔵
、

奇
異
独

秀
于

四
十
六

箇
之
伽
藍

、
利

益
猶

盛
于
六
百

余
廻
之
暦
草
、
然
而
雲
楯
卮

軒
之
構
、
星

霜

積
分
或
有
無
薙
襟
蓆
衲
之
栖
、
荊
棘

塞
分

時
来

往
、

々
々
之
客

皆
掩
涙
、
止
往

之

侶
那
堪
悲
、
彼
嘉
頑

有
本
願
聖
主
之
霊
託
、
雖

仰
鑒
計

於
向

後
、
建
長
有
覚
空

上

人
之
精
誠
、
雖
励
営
作
於
其
時
、
莫
大
之
企
　

一
半
未

成
、
爰

住
侶
等
相
議

日
、

不

考
不
鳴
、

金
石
之
類
取
崩

、
無
勧
無
施
土
木
之
功

、
可
知

、
早
唱

都
鄙
之
知
識
、

宜
蒙

道
俗
之
助

成
、
因
茲

載
肝
要

之
条
、
自

於
別

紙
述
心
願
之
本

意
於
此
状

、
於

諸
　
寺
　
縁
　
起
　
四
　
種

戲

遺
音
絶
分
幾
廻
隔
聞
者
、
勝
勢
大
会
之
秋
風
、
真
影
留

分
三
躰
係
係
葬
者
、
等

覚

無
垢
之
勝
月
、
欲
興
行
之
無
会
析
、
欲
安
置
之
無
道
場

、
況
復
浹
華
不
断
之
転

読
者
、
遙
憶
信

勝
尼
之
素
意
、
弥
陀
相
続
之
称

念
者
遠
慕
曩
謨
仏
之
杓
言
、
転
経

者
寄
附
之
料
田
已
空
、
念
仏
者
勤
行
之
浄
場
未
構
、
厥
外

食
堂
浴
室
経
蔵
鐘
楼
要

框
寔
繁
修
営
靆
及
、
就
中
僧
舎
不
全
、
衆
園
有
名
弊
廬
雨

滴
、
佶
夏

七
中
之
居

止

尚
不

安
、

斜
窓
風
隠
長
斎
々
、
前
之
供
養
父
欲
闕
、
若
不

羨
観
音
垂
跡
之
跡
者
、

豈
可
忍

我
忍

等
無
像
之
像

乎
、
抑
朝
野
遠
近
之
辨
因

果
、
緇
素
貴
賤
之
値
仏
浹
、

偏
是
依
太
子
之
方

便
、

誰
不

報
化
主
之
恩
徳
、
不

報
恩
者
既
為
人
身
之
底
栗

車
、

欲
酬

徳
者
須
治
聖
跡
之
阿

蘭
若
、
事
之
極

也
、

理
之
至

也
、
然

則
小

施
非
小
、

聞

練

衆

蚊

之

成

雷

、

怪

資

勿

怪

、

見

積

羽

之

沈

舟

、

但

能

取

頼

衆
蚊

之
成
雷
、

怪
資

勿
怪
、
見

積
羽
之
沈

舟
、

但
能
取
頼

信
之
珎
固

、
不
可

論
檀

施
之
多
少

者
也
、
寺

院
複
旧
製

者
、
国
家

弥
安

寧
、

僧
侶
凝
新
誠
者
、
君
子

益
歓

人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　Ｘ

娯
、
世

行
憲
章
守
貴
草
之
十
七
条
・
保
遐
寿
、
伴

大
栫
之
八
千

歳
、
惣

令
若
男
若

女

若
出
家
之
輩
、
悉
結
一
塊
一
塵

一
浄

土
之

像
、

仍
勧

進
如
件

弘
安
元
年
九
月
　
　

囗

住
侶
等
敬
白

弘
安
元
年
十
二
月
十
日

書
写
之

是
定
円
法
印
制
作
云
ｔ
　
　

厳
経

（
田
　

中
　
　

稔

）
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昭
和
三
十
三
年
度

凋
査
研
究
概
況

昭
和
三
十
三
年
度
調
査
研
究
概
況

Ｔ
Ｉ
　
綜
　

合
　

研
　

究

叡
尊
の
研
究
は
昭
和
卅
年
度
西
大
寺

に
於
け

る
苹

陛
的
訓

査

と
同
寺
冂
宝
叙
尊
像
の
胎
内
文
書

の
整
理
か
ら
口
火

を
切

り
、
そ
の
時
の
資
料

は

”西
大
寺
奴

尊
伝
記
集

成
〃

と
し
て

肚

に
問

う
た
。

こ
れ
は
勿
論
奴
尊
関
係

文
書
元
録
の
す
べ
て

で
は

な
く
、
今

後
の
調

査
の
足

が
か
り
と
云

う
べ
き
も
の
で

あ
っ
た
。

Ｉ
　

西
大
寺
叡
尊
の
研

究

こ
れ
ら
の
蘂

に
詞
査
か
ら
叙
尊
の
思
想
的
立
場
、
例
え
ば

釈

迦
信
仰
、
舎

利
信
仰
、
文
殊
信
仰
等
の
お
り
方
が
判
明
し

た
ほ
か
、
そ
の
活

躍
の
舞

台
も
明
ら

か
に
な
り
、
山
城
、
大
和
、

河
内

、
和
泉
、
摂
津
、
紀
伊
及

び
関
東

に
及

ぶ
数
十
ヶ
所
の

留

錫
地
が
把
搾

さ
れ
る

に
い

た
っ
た
。

こ
れ

ら
の
地

に
は
偉

大
な
先
人
の
足
跡

が
残

さ
れ
て

い
る
こ

と
は
明

ら
か
な

の
で
、

昭
和
卅
一
年
以
降
引
続
き
そ
の
調
介

が
火
施

さ
れ
た
。
そ
の

主

な
箇

処
は
奈
良
県
下
で
法
華
寺
、
海
竜
王
寺
、
般
若
寺
、

大
蔵
寺
等
、
大
阪
府
下
で

は
道
明
寺
、
西
琳
寺
、
教
興
寺
、

京
都
府
下
で
橋
寺
放
生
院
、
浄
住
寺
等

が
あ
げ
ら
れ

る
。

こ
れ
ら
の
調
査

に
よ
っ
て
集

め
ら
れ

た
多
く
の
研
究
資
料

は
そ
の
都
度
榿
理
冫
れ
て
、

す
で

に
き

わ
め
て
大
部
の
も
の

と
な
っ

て
い
る
が
、
そ

の
一

部
は
「

仏
師
善
円

・
善
慶
・
首

春
」（
ふ
林
、
仏
教
芸
術
）「

道
明

寺
聖

徳
太
子
傀
」（
小
林
・

杉
山
、
研
究
所
学
報
、

八
冊

）「
西
大
与

の
舎
利
塔
」
（

守
田

、

大
和
文
華
二
●
号
）
等
に
報
告
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は

あ
く
ま
で
綜
合
的
研

究
の
一
部

に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
多
く

の
渚
寺

か
ら
集

め
ら
れ
た
諸
資
料

に
基

い
て
の
研
究

は
す

べ

て

今
後
に
委

ね
ら
る
べ
き
で
あ

る
。
従

っ
て
三
十
四
年

度
以

降
さ
ら
に
鎌

介
仏
教
の
系
譜
を
も
た
ど
り
な
が
ら
、

叙

尊
の

文
化
史
的
位
置
を
究
明
し
、
そ
の
遺
さ
れ
た
作
品

に
つ
い
て

の
価
値
の
閇
明

に
努
力

を
傾
け
る

こ
と
に
し
て
い

る
。
（
、彫

刻
・
絵
画
・
工
芸
室
）

２
　

元
興
寺
極
楽
坊

俑
見
物

の
調
査
研
究

（
文

部
省
科
学
研
究
費
交
付
金

に
よ

る
研

究
）

昭
和
卅
三
年
度
下

半
期
、
同
寺

の
庶
民
信
仰
資
料
の
整
理

と
研
究

を
そ
の
主
目
標

と
し
て
科
学
研
究
費
の
交
付
を
受
け
、

田
沢
所
長

を
研

究
主
班

と
し
、
奈

良
国

立
文
化

財
研
究
所

の

歴

史
室
を
含
め
た
美
術
工

芸
班

が
主

体
と
な
り
、

こ
れ
に
奈

良
国

立
噂
物
館
、
そ
の
他
諸
大
学

の
仏
教
学
、
社

会
学
、
国

史
学
、
国

文
学
等
の
諸
先
生
を
糾
合
し
、
そ

の
調

査
研

究
に

当
っ

た
。

下
半

期
の
短

い
期

間
だ
っ
た
の
で
、
主
と
し
て
研

究
の
前

俔

と
な

る
分
類
、
榿
理
及
び
保
管
の
方
法

に
限

定
さ
れ
、
こ

れ

が
庶
民
信
仰
の
資
料

と
し
て
速
や
か

に
活
用
し
う

る
よ
う

記
録
を
作
る
方
向
に
努
力
が
注
が
れ
た
。

分
類
の
方
法

は
形
式
別
に
実
施
さ
れ
、
絵
画

関
係

と
し
て

板
絵
、印

仏
、

彩
位
］印
仏
、
そ
の
他
。
彫
刻

関
係
は
玉

体
地

蔵
、
板
子
体
地

蔵
、
そ
の
他
納
人
文
書
及
び
仏
像
断
片
。
工

芸
関
係

と
し
て
柄
香
炉
、
花
瓶
、
献
供
板
、
折
敷
、
そ
の
他
。

文
書
関

係
と
し
て
墨
書
板
、

こ
け
ら
経
、
経
巻
類
、
文
字
瓦

類

等
。
仏
教
民
俗
資

料
関
係

と
し
て
小

型
五
輪
塔
、
同
板
五

輪

塔
、
笠
塔
婆
、
角

塔
婆
、

納
骨
塔

等
が
そ
の
大
要
で

あ
る
。

こ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
に
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
の
大
分

類
番
号
を

附
し
、
そ

の
も
と
で
同
形
式

の
も

の
に
通

し
番
号

を
述
ね
る

屶
法
で
整

理
を
行

う
こ
と
に
決

定
し
た
。
上

の
う

ち
、
こ
け

ら
経
（
石
田

茂
忤
博
士
担
当
）

と
仏
教
民

俗
資
料
（

五
来
重

教

授
担
当
）

を
除

い
て

は
、

す
べ
て
研

究
所

の
各
研

究
室
で

世

当
し
た
。

整

理
格
納

に
当
っ
て

は
、
板
絵
の
如
き
大
型
の
も
の
に
は

大

型
の
箱
を
忤
っ
だ
ほ
か
、
す
べ
て
一
尺

×
一
、
二
五
尺

の

箱
に
納
毆
し
、
父
子

休
地

蔵
の
如
き
は
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
板

に
糸
で
一
休

ず
つ
固
定

さ
せ
て
散

逸
を
防
ぐ

こ
と
に
努

力
し

た
。
以
上

の
作
業
は
卅
三
年
度
分
の
ご
く
大
要
で
あ
る
。

尚

こ
れ
ら
と
併
行
し
て
同
寺
什
宝
の
聖
徳
太
子
、
弘
法
大

師
両
像
及

び
同

胎
内
納
人
物
の
調
査

と
研

究
も
進

め
ら
れ
、

先
の
庶
民
信
仰
資
料
の
一
部

と
共

に
す
で

に
報
告

に
附

せ
ら

れ
た
も
の
も
あ
る
。
（
彫
刻
・
絵
画
・
工
芸
・
古
文
書
室
）

３
　

鳥
羽
股
遺
跡

の
実
測
調

査

昭

和
三
十
三
年
七
月
、
名
神
高
速
度
道

路
の
計
画

が
発
表

さ
れ
、
そ

の
沿

線
は
明
治
初
年
建
設
の
国
鉄
東
海

道
線

に
沿

っ
て
奈
良
電
鉄
竹
田

駅
北
方
二
百
米
附
近

を
過
ぎ
、
新
京
阪

国

道
の
加

茂
大
橋

の
す
ぐ
南

側
の
地
点

に
至

り
、

そ
こ
か
ら

真

酉
に
加

茂
川
原

を
越
え
て
山
崎

方
面

に
向
い
、

そ
の
間
城

南

宮
の
背
面

に
当
っ
て
イ

ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
が
設
け
ら
れ
る

こ
と
な
ど
が
明

か
に
さ
れ
た
。

こ
の
一
帯

は
十
二
世
紀
前
半

頃

白
河
、
鳥
羽
両

占
呈
が
造
営

さ
れ
た
鳥
羽

殿
の
宮
殿
、
御

堂
及
園
池

の
遺
跡
で

あ
り
、
該

道
路
が
完
成
す
れ
ば
、
そ

の

重
要

な
部
分

が
破

壊
さ
れ
る
こ
と
は
必

定
で
あ
る
。
文
化

財

保
護
委
員
会
、
京
都
府
教
育
委
員

会
は
相
談
の
結

果
、
道
路

2Ｓ



公
団
の
同
意
を
得
、
こ
の
予
定
路
線
一
帯

の
詳
細

な
実
測
・凋

査

を
行

う
こ

と
と
な
り
、
奈
良
国
立
文
化

財
研

究
所
建
造
物

研

究
室

が
主
体

と
な
っ
て
、
そ

の
調
査
に
当
っ

た
。

烏
羽
殿

が
存
在
し
た

と
推
定
さ
れ

る
の
は
京
都
市
伏
見
区

竹
田
町
、
中
島
町
、
下

鳥
羽
一
帯

の
土
地
で
あ
り
、
調
査

の

区
域
は
北
東
限
は
奈
良
電

鉄
丿
茂
川
鉄
橋
、
南
限
は
同
電

鉄

高
瀬
川
鉄
橋
、
西
南
限

は
京
川
橋
附
近
の
加
茂
川
原
に
至

る

ま
で
の
東
西
約
一
、
五
粁
、
南
北
約
二
杆
、
面
積

に
し
て

气

五
平
方
扞
に
わ
た

る
広
大

な
面
積
で
あ
っ
た
。
調
査
に
当
っ

て

は
香
川
大
学
助
教
授
浅
野
二
郎
、
京
大
ご
学
部
大
学
院
付

岡
正
氏
外
八
名
で
、
三
班

を
編
成
し
、

ト
ラ
ン
シ
ッ
ト
、

レ

ベ
ル
、
測
距
ア
リ

ダ
ー
ド
使
用
平
板
測
量

を
併
用
し
、
八
月

二

日
か
ら

九
月

二
十

六
日
迄
の
晴
天
四
十

五
目
間
、
測
点
一

万

点
以
上

に
及

び
、
縮
尺

五
百

分
の

Ｉ
、

五
〇

糎
毎
の
等
高

線

の
実
測
図

に
海
抜
標
高
を
記
入
し
た
。

ｙ
」の
凋
査
で
旧
北
大

路
跡
ら
し

い
地
形

を
見
出
し

た
こ
と
、

南

殿
の
位
置
は
巾
島
町
堀

端
及
北

之
囗
附

近
、
北

殿
は
竹
田

、

田
中

殿
か
ら
小

尾
之
内

の
国

道
沿
い
の
樹

叢
附

近
、東
殿
は

安
楽
寿
院
を
含
む
竹
田
内

畑
町

一
帯

、
又
御
所
之
内

に
あ
る

海
抜
一
九
米
○
四
の
丘
状

地
形

は
築
山
跡
で
あ
ろ
う
事
な

ど

が
判
明
す

る
に
い
た
っ

た
。

そ
の
洋
細
は
、
名

神
詣
速
辺
冷

々
鎔
地
域
内
埋
蔵
文
化

財
調
査
報
告
（

昭
和
三
十
四
年
六
月

京
都
府
教
育
委
員
会
刊
）

を
参
照

さ
れ

た
い
。
（

建
築
・
遺

跡
庭
園
室
）

４
　

川
原
寺

の
発
掘
読
売

５
　

仁
和
寺
所

収
古
文
書
聖
経
等

の
調
査

（

こ
の
両
者
に
つ
い
て

は
や

や
洋
細

な
報
告

を
木
文
巾

に

記

し
た
）

余
良
国

立
文
化
叶
研

究
所
年
報

Ｕ
　

美

術

工

芸
研

究
室

Ｉ
　

藤
原
時
代
彫
刻
の
研
究

前

年
度
に
引
続

い
て
木
年
度
も
各
地

に
わ
た
っ

て
調
査

を

行

い
、
奈

良
県

に
あ
る
、
金
勝
寺
の

薬
師
如
来
、

ご
山
寺

の

薬

師
三
尊
像
（

治
暦
二
年
銘
）
や
、
融
念
寺

の
聖
観

音
立
像

（

延
久

六
年
銘
）
、
京
都
府

で
は
、
岩

船
寺

の
阿

弥
陀
如

来
坐
像

（
天
慶

九
年
銘
）
、
大
阪
府

で
は
、
興
言
寺

の
大

口
如
来
（

保

安
元

年
銘
）
、
薬
師
如
来

、
釈

迦
如

来
坐
像
（

寛
治
七

年
銘
）

を
、

と
く

に
本
年
度
に
は
納
入
文

書
そ
の
他
で
造

立
年
代

が

浤
め
ら
れ
る
像
を
主
体
と
し
て
調
査
を
行
っ

た
。
（
彫
刻

室
）

２
　

能
楽
発
達
期

に
お
け
る
能
狂
言
面

の
研

究

こ
れ
も
前
年
度

に
引
続
き
、
三
重
県
の
宇
留

富
志
禰
神
社

及

び
賀
多
神
社

な
ど
の
能
面
及
び
狂
言
面

を

凋

査

し

た
。

（

彫
刻
室
）

３
　

平
安
時
代
仏
画
の
泅
査

と
研
究

主

と
し

て
十
二
天
画
像
の
経
典
的
根
拠
、
図
像
の
成
立
時

川

の
問
題
等

を
究
め
、
醍
醐
寺
大
師
様
図
像
、
西
大
寺
本
、
東

か
大
治
木
等

の
各
十
二
天

に
つ

い
て

の
旦（
休
的
考
察

を
試
み

る
こ
と
に
っ

と
め
た
。
西
大
寺
本

に
つ

い
て

は
こ
れ

を
ほ

ぼ

纏

め
て
上

梓
の
時

を
俟
っ
こ

と
に
し
、
東
寺
大
治
本

に
つ

い

て
は
昭
和
三

十
三

年
度
美

術
史
学
会

に
そ

の
大
要

を
発
表
し

た
。
そ
の
要
は
西
大
寺
木

の
成
立
を
平
安
前
期
も
貞

観
年
中

の
入
唐
者
宗
叡
の
功
に
帰
せ
ら
る
べ
き

こ
と
、
東
寺
大

治
本

に
つ
い
て
は
仁
和
寺
円
堂
の
旧
罔
像

の
転

写
と
見
て
天

台
系

図
像
の
一

と
考
え
る
こ
と

に
結
論
は
達
し
た
。
尚

こ
の
他

に

も
こ
れ
ら

に
関
連
し
て
東
寺
大
治
水
五
大

尊

な
ど

に
触
れ
る

機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
成
米
は
今

後
に
川

し
た
い
と
考
え
る
。

（
絵
両
室
）

４
　

南
都
仏
教

に
表
現
さ
れ
た
講
会
関
係
絵
画

の
研

究

（
文

部
省
科
学
研
究
費
交
付
金
瓷

よ
る
研

究
）

す
で

に
旧
年
度
よ
り
着
手
し
つ
つ

あ
っ
た
南
都

系
仏
画
の

具
体
的

な
調
査
と
そ

の
研
究

を
実
施
し
た
。
今

年
度
の
主
た

る
対

象
と
し
て

は
東
大
寺
の
仏
画
の
調
査
、
興
福
寺
の
南
円

堂
壁
画
及
び
弥
勒
菩
薩
厨
子
扉

絵
、
さ
ら
に
薬

師
寺
の
諸
仏

画
の
調
査

な
ど

を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
調
査
は
か

な
り
総
花

的
で
あ
っ
た
が
、
そ

の
目
途
と
す

る
所

は
南
都
系
仏
画

の
一

般
的
傾
向

を
明
ら

か
に
す
る
こ

と
で

あ
り
、
ひ

い
て

は
南
都

系
絵
画

の
源
流
で
あ

る
天
平

仏
画

の
様
相

を
尋
ね

る
こ

と
で

あ
っ
た
。
従
っ
て
他
面
文
欸

の
側
か
ら

の
研
究
も
怠
ら

な
か

っ
た
。
し

か
し
法
隆

寺
そ

の
他

の
諸
大
寺
の
調

査
を
完
了
し

て

い
な
い
今

日
、

ま
だ
結
論

を
な
す
段
階

に
至
っ
て

い
な
い
。

（
絵
画

室
）

こ
の
怡
、
伊

勢
市

の
美
術
工
芸
品
調

査
、
又

法
金
側

院
・

安
楽

寿
院
の
絵
画
調

査
を
実
施
、
後
者
は
目
録
を
作
制
し
た
。

又
当
麻
寺
本
堂
の
解

体
修
理

に
伴

う
発
見
物
の
調
査

に
も
数

回

立
会
っ

た
。（

絵
画

室
）

５
　

舎
利

塔
の
様
式

的
研

究

前

々
よ
り
引

続
き
舎
利
塔
の
様
式
的
研

究
を
行
っ
て
い
る
。

東
大
寺
の
電
源
様
式
（

仮
称
）
、
唐
招
提
寺
の
鑑
真
様
式
（

仮

称
）
、
西
大
寺
の
戳
尊
様
式
（

仮
称
）
な
ど
様
式
的

に
特
色

を

有
す

る
舎
利
塔
を
は

じ
め
と
し
て
、
全
国
の
各
社
寺

に
残
存

す
る
舎
利
塔
の
株
式

と
年
代
的
連
関
、
そ
れ
ら
の
舎
利
塔
が

も
っ
美

術
工
芸
的
価
値

を
研
究
す

る
。
西
大
寺
、
唐
招
提
寺

の
舎
利
塔

は
一
応
の
調
査

を
終
っ

だ
の
で
、
木
年
度

は
唐
招

提
寺

と
西
大
寺
の
末

寺
関
係

と
高
野
山
竜
光
院
及

び
霊
宝
舘

に
あ
る
舎
利

塔
を
調

査
し

た
。
（
工
芸
室
）

冫 夕



昭
和
三
十
三
年
度
調
査
研

究
概
況

６
　

厨

子

の

研

究

厨

子
の
研

究
も
前

々
よ
り
引
続
き
行
っ
て
い

る
。
諸
社
寺

に
残
存
す
る
厨

罫
の
調
査
研
火

の
主
眼

は
、
厨
子

が
も
っ
年

代
差
に
よ
る
様
式
上

の
変
化

と
工

芸
技
術
の
変
遷
、
そ
の
特

異
性
な
ど
の
解
明
と
、
そ
の
発
生
に
い
た
る
美
術
史
的
研

究

に
あ
る
。

本
年
度
は
、
当
麻
寺
曼

荼
羅
堂
内
安
毆
の

六
角
形
大
厨
１

の
解
休
修
理
の
機
会

を
得
て
数
多
く
の
新
資
料

に
直
面

し
た
。

こ
の
厨
子
の
製
作
年

代
の
問
題
、
厨

子

に
施
さ

れ
て
あ
る
蒔

絵
の
年
代
的
考
察
及

び
そ
の
技

術
の
時
代
性
、

ま
た
、

蒔
絵

や
鍍
金
具
に
見
ら
れ
る
文
様
の
様
式
な
ど
は
難
解
な
問
題
で

あ
り
、
全
く
の
新
資
料
で
、
今
後
も

こ
れ

ら
の
資
料

に
つ

い

て
更
に
・凋
査
研

究
を
進

め
た
い
。（

工
芸
家
乙

７
　

能
衣
裳

と
小
袖
の
研
究

こ
の
テ

ー
マ
は
弓
口
木
の
染
織
研

究
）
の
一
環
で

あ
る
。

こ
こ
数
年
近
世
初
期

に
お
け

る
わ
が
国

の
染
職

史
に
大

き
い

位
置
を
占
め
る
能
衣

裳
と
小

袖
の
調
査
研

究
に
当
っ
て

い
る

が
、

鐚
衣
裳
、
小
袖

を
美
術
史

的
、
染

織
史

的
に
究
明

す
る

と
と
も
に
、
芸
能
史
、
服
装

史
の
観

点
か
ら
も
研
究

す
る
た

め
、
凋
査
の
刔
象
を
広
め
、
能
衣
裳
、
小

袖
は
も
ち
ろ
ん
、

法
隆
寺
裂
、
正
倉
院
裂
、
名
物
裂
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て

、

蒔
絵
類
に
描

か
れ
て

あ
る
服
装
形
態

に
い
た
る
ま
で

を
広
く

調
査
研

究
し
て
い
る
。

本
年
度
は
前

々
よ
り
凋
査
し
た
能
衣
裳
、
小
袖
の
蔡
理
に

あ
た
る
か
た

わ
ら
、
自
鶴
美
術
館
蔵

の
古
裂
帖

と
東
大
寺
蔵

の
東
大
寺
裂

を
凋
査
し
た
。
絵
巻
物
類

に
お
い
て

は
、
興
福

院
莅
の
都
鄙
絵
巻
に
描

か
れ
た
江
戸
時
代
元

禄
期
の
小
袖
の

様
相

を
考
察
し
た
。（
工

芸
室
）

Ｉ
　

建

造

物

研

究

室

―
　

解
休
修
理
に
伴
う
調
査
研
究
（
当
麻
寺
曼

荼
羅
堂
）

従
来
建
立
年
次
に
つ
い
て
問
題
が
多
か
っ
た
当

麻
寺
本
堂

（

曼
荼
羅
堂
）
が
解
休
修
理
さ
れ
る
機
会
を

と
ら
え
て

、
奈

良
県
教

寝

姿
員
会
に
協
力
し
て

調
査
を
行
っ
た
。
結
果
、
今

回

発
見
し
た
外
陣
棟
木
銘
に
よ
り
、
平

安
時
代
末
永
暦

二
年

二

一

六
一
）
に
、
永
暦
以

前
の
建
物
の
材
料
を
使
い
、
組

替
え
、
規
模
を
拡
張
し
て
再

建

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が

わ
か
り
、
そ
の
後
、
文
永
五
、
康
永
二
、
長
京
二
、
大
永
八
、

天
正
一
一
・

匸

一
、
正

保
五
、
元

禄
元
、六
よ

保
八
と
幾

度
か

小

修
理
が
加

え
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
な
お
、
永

暦
以

前
の
建
物
は
、
先
ず
初

め
は
、
桁
行
七
問
、
梁
間
四
間
、

切
妻

造
、
斗
供

は
な
く
柱
天
に
桁
を
の
せ
、
合
掌
組
の
丈
高

い
、
奈
良
時
代

を
降
る
こ

と
の
な
い
時
の
も
の
で

あ
っ
て

、

次
い
で
、
そ
れ
が
平
安
時
代
初

め
に
、
同

規
模
の
建
物
の
古

材
を
加
え
、
桁
行
七
間
、
梁
問
四
間
、
寄
棟
造
、
斗
梹

は
大

斗
肘
木
、
二
軒
、
二
重
虹
梁
蟇

股
式
の
堂

と
し
て
そ
の
前
面

に
梁
間
一

六
・
五
尺

に
わ
た
る
前
廂
を
取
付
け
た
も

の
に
な

っ

た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
（
建

築
室
）

２
　

六
勝
寺

遺
跡
の
調
介
研
究

京
都
市
左

京
区
岡
崎
最
勝
寺
町
の
元

公
会
ぷ
跡
に
京
都
国

際
文
化
観
光
公

館
が
新
し
く
建

築
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
昭

和
三
十
三
年
一
一
月

に
着
手

さ
れ
た
。

こ
の
あ

た
り

は
平
安

時
代
末

に
、
法

勝
・
尊

勝
・
最
勝
・
円

勝
・
成
勝
・
延
勝
な

の
い
わ
ゆ
る
六
勝
寺

が
造
営

さ
れ
た
所
で

あ
る
の
で
、
工
事

が
進
む

に
っ

れ
て
堀

り
出

さ
れ
る
遺
跡

と
遺
物

に
つ

い
て
調

禿
研

究
を
行

い
、
尊
勝

寺
の
一
部
で

あ
る
と
推
定
出

来
る
建

築
址

と
溝
址

、
ま
た
遺
瓦
多

致
を
発
見

し
、
平
安
時
代
末

の

建

築
を
明

か
に
す
る
成
果

を
得
た
。
（
建
築
室
）

Ｑ
‘

３
　

南
都
諸
大
寺

伽
藍
配
置

荳
に
境
内
地
形
実
測
・凋
査
　

丿

大

和
上
代

宮
殿
寺
院

跡
の
発

掘
凋
査
の
目

的
の
一
つ

は
平

城
京

の
都
市
計
画

即
ち
条

坊
制

並

び
に
大

路
小

路
の
幅
員
、

南
都
諸
大

寺

と
の
関
係
を
究
明

す
る
と
い
う
問
題

が
含

ま
れ

て

い
る
。

こ
れ
ら
発
掘
凋
査
を
今

後
一
層
容
易

な
ら
し

め
る

目

的
と
、
最
近

の
産
業

開
発
及

び
観

光
施
設
に
よ
る
破

壊
を

未

然
に
防

止
し
、
逎
切

な
る
環
境

整
備
、

自
然
流
水
利
用

の

防
災
等

の
諸
計
画
を
実
施
す
る
に
役
立
て
よ
う

と
い
う

多
角

的

な
目

的
か
ら
、
諸
大

寺
と
、
研

究
所

と
の
合
意
の
も

と
に

こ
れ
ら
の
調
査

が
着
手

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
昭
和
三
十

三
年
度
来
、
東
大

寺
よ
り
調
査
費

の
一
部
補
助

を
受
け
、

旧

境
内
地

の
重
要

部
分
を
実
測
し

た
。
実

測
し
た
区
域

の
南

限

は
南
大
門

を
東
西

に
結

ぶ
線
、
西

限
は
西
大
門

跡
、
中

御
門
、

転
害
門

を
結
ぶ
線
（
京

極
大
路
）
北

は
現
在
の
正

倉
院
北

限

か
ら
知
足
院
山

北
麓
、
乗

は
ま
ん
な
お
し
地
蔵
尊
か
ら
手

向

山

八
幡
乗

背
面
土

塁
跡
に
至

る
一
帯
で
あ
る
。

猶
旧
東
大

寺
に
関
係
の
あ
る
天

地
院
や
抃
寺
な
ど
を
も
引

き

っ
づ
き
実
測
凋
査
を
つ
づ
け
る
予

定
で
あ
る
。
（

遺
跡
庭

園
室
）４

　

旧
秀
隣
寺

と
北

畠
国
司
館
跡
庭
園
実
測
凋
査

中
吐
庭
園
文
化

史
（

大
乗
院
庭
園
の
研
究
）
で
は
、
興
福

寺
大
乗
院
庭
園
を
中
心

と
し
て
、
比
較
の
た
め
室
町
時
代

に

於
け
る
蓮
如
七
人
関
係
庭
園

と
朝

倉
館
跡
庭
園

な
ど
を
紹
介

し
た
。
其

後
興

福
寺
関
係
文
書

か
ら
文
明
四
年
伊
勢
国
司
北

畠
政
具

の
弟
某
、
文
明
十
五
年
に

は
政
具
の
息
孝
縁
が
、
班

に
晴
具
の
息
具
親

が
乗
門
院

に
入
室

す
る
な
ど
、
密
接
な
関
。

係

の
あ
る

こ
と
が
判
明
し

た
の
で
、
こ
れ
ら
が
興
福
寺
文
化

圈
内
に

あ
る
か
ど

う
か
を
た
だ
す
た
め
に
、
七
月

上
旬

に
伊



勢
国
多
気
に
あ
る
北
畠
国
司
館
跡
を
調
査
し
た
。
一
方
享
祿

元
年
に
京
都

の
兵
乱
を
避
け
て
、
近
江
国
高
島
郡
の
朽
木

植

綢

を
頼
っ
て
寄
遇
し
た
足
利
将
車
義
晴
が
、
細
川
高
国
を
伴

っ

て
此
地
に
滞
留

し
て
い
る
事
実

も
明
白

と
な
っ
だ
の
で
、

旧
秀
隣
寺

の
庭
園
を
も
殆
ん
ど
同
時

に
実
測
調
査
し
た
。
旧

秀
隣
寺
の
庭
園
は
、
将
車
義
晴

が
、
滞
留
の
徒
然
の
ま
ま
に
、

庭
園
を
自

作
し
た

と
い
う
伝
承
が
西

北
紀
行
と
近
江
輿

地
志

略
巻
九
十
四
高
島
郡
三
に
書

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
兎
も
角

両

者
の
地
形
や
、
汀

線
の
取
扱
方
な
ど
は
よ
く
似
て

お
り
、

又
北
畠

国
師
館
跡
庭
園

に
於
け

る
築
山
裾
に
あ

る
枯
山
水
の

石

組
や
、
旧
秀
隣
寺
鼓
滝
の
石

組
の
意
匠
な
ど
は
、
室
町

時

代
中
期

の
作
例

と
し
て
疑
問
の
余
地
が
な
く
高
く
評
価

さ
れ

て
よ

い
も
の
で
あ
る
。（

遺
跡
庭
園
室
）

５
　

近
肚
初
期
建
築
及

び
庭
園
に
於
け
る
小
堀
遠
州
及

び
そ
の
流
派
に
よ
る
業
績
と
、
そ
の
作
風

に
関
す

る
研

究

（

文
部
省
科
学
研

究
費
交
付
金
に
よ

る
研
究
）

木
研

究
は
、
京
都
御
所
離
宮
の
研

究
の
一
部
、
近
世
初
期

御
所
離
宮
作
者
の
問
題

を
取
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。

近
世

初
期
建
築
及
庭
園
界
の
巨
匠

と
し
て
知
ら
れ
る
小

堀

遠

州
の
業
績

の
う
ち
、
私
達
最
近

の
研

究
の
結
果
、
柱

離
宮

に
つ

い
て
は
、
そ
の
伝
承
の
通

り
を
受
け

と
る
こ
と
が
出
来

な

い
こ
と
を
証
明
し
た
。
そ

こ
で
今
回

は
小
堀
遠
州

の
本
当

の
作
品

と
、
伝

遠
州
作

の
中
で

、
遠
州

の
弟
小
堀
正
喜

、息

権
左
衛
門

の
作
品

、
遠
州
の
近
親
中
沼
左
京
及
松
花

堂
の
作

品
、
遠
州
の
弟
子
村

瀬
左
介
、
賢
庭
、
剣
左
衛
門
、
玉
淵

坊

等
の
業
績
を
分
類
す
る
こ
と
を
試
み

た
。
乂

遠
州
の
作
品
の

中

で
も
遠
州
が
設
計
し
、
し
ば
し
ば
現
場
を
訪
ね
て

、
指
揮

監
舒
を
し
た
も
の

と
、
設
計
だ
け
し
て
、
現
場
を
弟
子
の
職

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
年

報

人
達
に
委

せ
切
っ
た
も
の
と

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
見

当

を
つ
け
て
、
左
記

の
よ
う
な
文
献
・

現
場
・
両
面
の
調
査

を
行
っ
た
。

即

ち
、
１
、
桂
離
宮
建
築
庭
園
、
２
、
仙
洞
御
所
庭
園
、

３
、

京
都
御
所
建
築
庭
園
（
以
上
昭
和
二
十
三
年
以

降
Ξ

十
二
年
迄
調
査
一
応
完
了
）

４

、
大
徳
寺
塔
頭
孤
篷
庵
、
石

橋
、
敷
石
道
、
忘

釜
露

地
等

、
５
、
近
江
孤
蓬
庵
庭
園
、
６
、
南
禅
寺
本
坊
南

庭
、

７
、
南
禅
寺
塔
頭
金
地
院
庭
園

並
東
照
宮
附
近
一
帯
、

８

、
高

野
山
天

徳
院

庭
園
（

伝
遠
州
作
）
の
実
測
謳
査
及

び
、
９

、
宮
内
庁
書

陵
部
、
1
0
、
内
閣
文
庫

、
い１１一
、
史
料

編
纂

所
蔵
遠
州
関
係
資

料
の
・調
査
な
ど
を
実

施
し
た
。

こ
れ

ら
の
あ
ら

ゆ
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容

を
厳
密

に
検
討
し
て
見

る
と
、
遠
州
が
設
計
だ

け
で
な
く

施
工

を
も

指
導
し

た
も

の
は
格
調

が
高

く
、
職

人
委

せ
に
し
た
も
０
は
、

や
は
り
品
位
に
乏
し

い
こ
と
に
気

が
っ

い
た
。
又

皇
室
や
幕

府
か
ら
の
公
式
依

頼
の
場

合
は
、
故
実

に
し
ば
ら
れ
、
周

辺

の
干
渉

を
気

に
し
な

が
ら
政
策
的

な
立
場
で
参

劃
し
、

ど
こ

と
な
く
い
ぢ
け

て
い
る
。
誰

へ
も
気

が
ね
せ
ず
自
由
な
立
場

で
振
舞

え
た
邸

宅
や
隠
居

所
の
場

合
は
、

遠
州
独
特

の
意
匠

が
は
っ

き
り
出

て
い
て
面

白
い
。

こ
の
点
に
つ

い
て
は
将
来

も
っ
と
は
っ
き
り
し
た
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
で

あ
ろ

う
。
（
遺
跡
庭
園
室
）

Ⅳ

歴

史

研

究

室

Ｉ
　

古
文
書
調
査
概
要

前
年
度
よ
り
引
続

い
て

興
福
寺
所
跋
文
書
典
籍
の
躙
介
を

行
っ
た
。特

に
紙
背
文
書
の
中
に
二
三
目
ぼ
し
い
も
の

が
発

見
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
「
揶
遂
講
綰
類
風
記
」
紙
背
文
書

に

は
注
目
す

べ
き
も
の
が
あ
る
。
即
ち
建
武
三
年
十
月
四

日
足

利
尊
氏
御
教
書
案

は
半

済
の
起
源

を
思
わ
し
め
る
内
容

を
有

し
て
い
る
。
乂

そ
の
他
の
文
書
も
何
れ
も
建
武
年
間
頃

の
も

の

と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
の
中
に
は
当
時

の
社
会
情
勢

を
知

る
上
で
の
好
史
料

が
少
か
ら
ず
含
ま
れ
て

い
る
。

興

福
寺
以
外
で

は
仁
和

寺
を
始

め
個
人
所
蔵
の
文
書
等

の

調
査
を
行
っ

た
が
、
仁
和
寺
調
査
に
つ
い
て

の
詳

細
は
別
に

諳

る
。

個
人
所
蔵

の
文

書
に
つ

い
て

は
こ
こ
で
の
詳
論

を
憚

る
が
、
こ
の
中
に
は
折
発
見
の
平

安
時
代

の
文
書

を
始

め
と

し
て

か
な
り
の
成
果

を
上

げ
る
こ
と
が
出

来
た
。
（

古
文
書

室
）

２
　

古
瓦
の
編
年
的
研
究

前
年
度
に
引
続
き
飛
鳥
地
方
の
発
掘
調
査
に
お
け
る
出
土

品

の
整
理
及

び
復
原
を
行
っ
た
。
と
く
に
川
原
寺
の
発
掘
と
。

共

に
瓦
の
研
究

を
併
行
し
て
行

い
、
川
原
寺
創
建
時
の
瓦

、

平

安
時
代
、
鎌
介
時
代
の
遺
品
の
量
的
関
係

を
究
明
す

る
こ

と
に
努

め
た
。
こ
れ
ら
は
来

る
べ
き
川
原
寺
発
掘
報
告
書

に

報
告
す

る
つ
も
り
で
あ

る
。

ま
た
興
福
寺
食
堂
の
出
土
瓦

も

報
告
書
作
製
の
た

め
に
従
来
の
調

査
資
料

を
整

理
し
完
成
し

た
。
さ

ら
に
瓦
そ

の
他
遺
物
一
般

の
記
録
及

び
整

理
の
方
法

を
研

究
し
、
遺
物
台
帳

を
（

ン
ド
ソ

ー
ト

ー
パ
ン
チ

カ
ー
ド

法

に
統
一

す
る
こ
と
に
決
定
し
た
。
（

考
古
室
）

３
　

弥
生
式
時
代

墓
制

の
研

究

前
年
度

に
引
続

き
下
関
市

安
岡
町
梶
粟
浜

遺
跡
の
調
査

を

行
い
、
箱

式
棺

二
基
、
合

盖
土
器

一
基

の
発
掘

を
行
っ
て
、

前

年
発
見

し
た
墓
域

の
施
設
の
詳
細
を
究
明

し
た
。
（

考
古

室
）

召



昭
和
三
十
三
年
度
調
査
研

究
概
況

Ｖ
　

研
　

究
　

発
　

表

Ａ
　

講
　
　
　

演

１
　

昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
四
口
（
於
本
所

）

飛
鳥
寺
塔
址
の
発
則
調
査
　
　
　
　

坪

井

清

足

川
原
寺

の
第
一
次
発
掘
調

査
　
　
　

鈴

木

嘉

吉

中
世
廐
園
文
化

と
大
乗
院

並
び
に
一
乗
院

森
　
　
　

蘊

２
、
昭

和
三
十
三
年
十
二
月
二
十
日
（
於

現
地
）

川
原
寺
の
第
三
次
允
堀
調

査
報
告
会

３
、
昭
和
三
十
四
年
三
月
ヤ
に四
日

（
於

毎
囗
新
聞
社

京
都
支
局
）

奈
良
県

川
原

寺
の
・発
掘
調

査
　
　
　

坪

井

渋

足

興
福
院
の

フ
Ｊ
く
さ
」

に
つ
い
て
　

守

田

公

夫

京

都
国
際
文
化
会
館
建
設
予

定
地
（

尊
勝
寺
址
）

の
調
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　

杉

山

信

三

Ｂ
　

胚
　
　
　

観

１
　

昭
和
三

十
三
年
五
月

二
十
三
、
二
十
凹
月

（

於
本
所
）

飛
鳥
寺
塔
址
及
川
原
寺
発
掘
出
土
品

２
　

昭
和
三

十
三
年
十
二
月

二
十
日
（

於
現
地
）

第
三
次
川
原
寺
発
掘
調
査
出
土
遺
物

VI

昭
和
三
十
三
年
度
文
部

省
科
学
研
究
費
交
付
金
に
よ

る
研

究

ｌ

ｉ‐
1
1
1
1
1
1
1
1

‘
ＥＪ

研
　
　

究
　
　

踝
　
　

題

南
部

仏
教

に
見
ら
れ
る
講
絵
関
係

の

絵

渕
の
研

究

近
吐

初
期
建
築
及

庭
園
に
於
け
る
小

堀

遠
州
及

び
そ
の
流
派

の
業
績
と
作

風

に
関
す
る
研

究

古
文
献

資
料
の
調
査
研

究
並
び
に
写

百

に
よ
る
資
料
の
蒐
集

元

興
々

極
楽

坊
発
見
の
資
料
の
研

究

及

整
理

科　　 茲　　 芙於　　 隍
の　　 び　　 績

け　　 関
研　　 に　　 とる　　 係
究　　 写　　 作小　　 の

題

総　　 機　　　同　　　 沁

合　　 閇　　　　　　　 個

研　　 研　　　　　　　 研

究　　 究　　　　　　　 究

交
付
金

の
種
別

田　　 田　　　森　　　浜

澤　　 澤　　　　　　　 田

坦　　 坦　　　 蘊　　　隆

研

究

代

裘

者

研
　

究
　

成
　

果
　
刊
　

行
　

物

坦　　 坦　　　 蘊　　　隆 者

一

五　　 〇

〇　　 五　　 八　　 三
〇　　 〇　　 〇　　 〇

〇　　 〇　　　 〇　　　〇
〇　　 〇　　　 〇　　　〇
〇　　 〇　　　 〇　　　〇

円　　 円　　　円　　　円

交

付

金

額

昭　　昭　昭　　昭　　昭　　　　昭
ﾌﾟｸ　　ロ　　ﾚ ﾂﾞ　　　　ﾌｽ゚ﾞ

ｽ回゙　　 言　　 言　　　　 ﾂﾞXT

年

度

奈　 奈 奈 奈 奈　　 奈 奈 奈　 奈 同 奈

良　　 良良 良　 良　
良 良　 良 良　 良

同　 岡 岡「司 国　　 同 国 国　 国　 国

立　 立 立 立 立　　 立 立 立　 立　 立
文　 文 文 文 文　　 文 文 文　 文　 文

化 化 化 化　 化　 化 化 化 化　 ィ

財　 財　財 財 財　　 財 財 財　 財　 財
研　 研 研 研 研　　 研 研 研　 研　 研

究　 究 究 完 究　　
究 究 宛　 究　 究

所　 所　 所　 所 所　　 所 所 所　 所　 所

学学 学 学 学　　 学 史 学　 史　 学
報　 報 幸暇 報 四万≧報 料 報　 料　 報

第　　　 第 鵆s 第 詣 ふ第 第　 第 第 第 第
九　　 八 た 五 器 四 二　 三 一 二 一
冊　　 嬾 冊 謙 冊 冊 暘 冊 冊

八　　 八　八 戸　戸
極　　
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.名

称

工鈴杉 浜小 坪 森 坪浅 鈴浅　　 ｍ小　　 森 小

藤木山 田 林 井　　井野 木 野　　 中林･|　　　 抃

二゙ ＝　　　 七`　　` t　　-1ゞ　　　　　　
剛

圭笳悁　　　 肩　　甬　 為rr　　　一 ｀

章吉三 隆 剛 足 蘊 足清 吉清　　 郎
森　　

薙 剛
丶 丶丶　丶 丶　丶　　　丶丶　　　　　丶
田田坪 杉 守 鈴　　 鈴杉　　　　 田熬

中中井 山田 木　　 木山　　　　 中杉

清 二 公 嘉　 嘉信　　　　　
吉

琢稔足 郎夫 吉　 吉三　　　　 稔三

著

者

名
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組
財
研

究
所
組
織
規
定
を
次
の
よ
う

に

定

め

る

和
二
十
七
年
三
月

二
十
五
日
文
化
財
保
護
委
員

摎

良
国

立
文
化

財
研

究
所

の
組
織
）

二

条
　

奈
良
国

立
文
化
財
研
究
所
の
所
掌
事
務

を

分

掌

さ
せ

る
た

め
左
の
四
室

を
置
く
。

｛

美
術
工
芸
研
究
室

建
造
物
研
究
室

歴
史
研

究
室

１１１
庶
務
室

一
天
術
工
芸
研
究
室
の
所
掌
事
務
｝

一
二
条
　

美
術
工
芸

研
究
室
に
お
い
て
は
、
絵
画
、

彫

刻
、
工

芸
品
、
書
跡
そ
の
他
建
造
物
以

外
の
有

形

文
化

財
並
び
に
工

芸
技
術
に
関
す
る
調
査
研
究

氈
び
に
そ
の
結
果
の
普
及
及

び
活

用
に
関
す
る
事

莅
を
つ
か
さ
ど
る
。

建
造
物
研

究
室
の
所

掌
事
務
）

一
二
条
　

建
造
物
研

究
室
に
お
い
て
は
、
建
造
物

に

（

歴

史

研

究

室

の

所

掌

事

務
）
　
　
　
　
　
　

－
－
－

－

第

四

条
　

歴
史

研

究
室

に

お
い

て

は

、

考

古

及

び
史

跡

に

関

す

る
調

査

研

究

並

び

に
そ

の
結

果

の
普

及

及

び
活

用

に
関

す

る
事

務

を

つ

か

さ

ど

る
。

（

庶

務

室

の

所

掌

事

務

）

第
五
条
　

庶
務
室

に
お
い
て
は
、
左

の

さ
ど
る
。

事

務
齡

一
、
別

に
文
化

財
保
護
委
員
会

か
ら
委
任

を
受
け

た
範
囲

に
お
け
る
職
員

の
人

事
に

関

す

る

こ

二
、
公
文
書
類

の
接
受
及

び
公
印
の
管
守
そ
の
他

。
庶
務

に
関
す

る
こ

と
。

三
、
経
費
及

び
収
入
の
予
算
、
決
算
そ
の
他
会

計

に
関
す
る
こ

と
。

四
、
行
政
財
産
及
び
物
品
の
管
理
に

関

す

る

こ

五
。
職

員
の
福
利
厚
生

に
関
す
る

に
Ｅ
Ｉ

ｙ

附
　
　
　

則

こ
の
規
則
は
昭
和
二
十
七
年
四

月
一
日
か
ら
施
行

す

る
。

附
則
（

昭
和
二
十
九
年
六
月
二
十
九
日
文
化

財
保
護
委
員
会
規
則
第
一
号
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
九
年

七
月
一
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か
ら
施

職

所
　
　

属

美

術

工
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研
　

究
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研
究
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務
　

室

員

氏
　
　

名
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田
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辺
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杉

本

敏

昭

励

日

晴

子
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（
昭
和
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十
四
年
八
月
現
在
）
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職

技
術
員

回

真

苔

訌
）

技
術
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佐
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技
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究

補
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常

勤
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庁
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補
助
員
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隍
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組
　
　
　
　

織
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

活
用
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

文
化
財
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
一
四
号
）
　
　（
歴
史
研
究
室
の
所
掌
事
務
）

第
二
十
三
条
四

項
の
規
定
に
基
づ
き
奈
良

国
立
文
化
　

第
四
条
　

歴
史
研
究
室
に
お
い
て
は
、
公
庫
お
よ
び

財
研
究
所
組
織
規
定
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
　
　
　
　
　
　

史

跡
に
関
す

る
調
査
研
究
並

び
に
そ
の
結
果

の

（
昭
和
二
十
に匸
年
三

月
二
十
五
日
文
化
財
保
護
委
員
　
　
　

普
及
及
び
活
用
に
関
す

る
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
。

会
規
則
第
五
号
）
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
二
十
九
日
文
　
　
（
庶
務
室
の
所
掌
事
務
）

化
財
保
護
委
員
会
規
則
第

言
万
第
一
次
改
正
）
。
　
　
　

第
五
条
　

庶
務
室
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
組
織
規
程
　
　
　
　
　
　

さ

ど
る
。

（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
組
織
）
　
　
　
　
　
　
　
　

一
、
別
に

文
化
財

保
護

委
員
会

か
ら
委
任
を
受

け

第
一
条
　

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
の
所
掌
事
務
を
　
　
　

た

範
囲
に
お
け
る
職
員

の
人
事
に
関
す

る
こ

分
掌
さ
せ

る
た
め
左
の
四
室
を
置
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　

と
。

美
術
工
芸
研
究
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
公

文
　

書
類
の
接
受
及

び
公

印
の
管

守
そ
の
他

建
造
物
研
究
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

歴
史
研
究
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
、
経
費
お
よ
び
収
入
の
予
算
、
決
算
そ
の
他
会
計

庶
務
室
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
関
す
る
こ
と
。

（
美
術
工
芸
研
究
室
の
所
掌
事
務
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
、
行
政
財
産
及

び
物
品
の
管

理
に
関
す

る
こ
と
。

第
二
条
　

美
術
工
芸
研
究
室
に
お
い
て
は
、
絵
画
、
彫
　

五
、
職
員
の
福
利
厚
生
に
関
す

る
こ
と

刻
、
工

芸
品
、
書
跡
そ
の
他
建
造
物
以
外
の
有
形
　
　
　

附
　
　
　

則

文
化
財
並
び
に
工
芸
技
術
に
関
す
る
調
査
研
究
並
　

こ

の
規

則
は
昭
和
二

十
に匸
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

び
に
そ
の
結
果
の
普
及
及

び
活
用
に
関

す
る
事
務
　
　
　

す

る
。

を
つ
か
さ
ど
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

附
則
（
昭
和
二
十
九
年
六
月
二
十
九
日
文
化
財
保
護

（
建
造
物
研
究
室
の
所
掌
事
務
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
会
規
則
第

言
万
）

第
三
条
　

建
造
物
研
究
室
に
お
い
て

は
、
建
造
物
に
関
　

こ

の
規

則
は
昭
和
二
十
九
年
に匸
月

一
日
か
ら
施
行

す

る
調
査
研
究
並

び
に
そ
の
結
果
の
普
及
及

び
　
　
　

す

る
。

職

員

（
昭
和
三
十
四
年
八
月
現

在
）

ぉ　　 貴　　　　 な　　　 鱧

室　　　　瑩　　　　　　　室物　　　　　　室芸

所
属

横　 杉　 渡 横 丹 坂 岡 紺 森 田 田 坪 牛 浅 工 鈴 杉 森 杉 浜 守yjヽ藤

田　 本　 辺　
田 阪

口 本 野 川 中 中 井 川 野 藤 木 山　 山　 田 林 田
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靖　 敏　 衆 次 信 義 康　　 幸　　　 清 喜　 圭 嘉 信　 二　 公　 亮

子-　 昭　 芳 郎 次 尚 子-栄 男 琢 唸 足 幸 清 章 占 三 蘊 郎 隆 夫 剛 策

氏
名
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