
行
教
と
一
切
経

︱
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
二
第
10
話
・﹃
大
安
寺
塔
中
院
縁
起
﹄
と
絡
め
て

︱

生

井

真

理

子

一
︑
は
じ
め
に

大
安
寺
の
僧
︑
行
教
が
︑
山
崎
津
の
対
岸
に
石
清
水
八
幡
宮
を
建
立
し
た
こ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
石
清
水
八
幡
宮
に
は
根
本
縁
起
と
し
て
︑
奥
書
に

行
教
自
身
の
名
が
記
さ
れ
る
﹃
護
国
寺
略
記
﹄
と
︑
奥
書
が
長
徳
元
年
︵
九
九

五
︶
で
︑
新
た
に
旧
記
等
を
参
考
に
造
ら
れ
た
と
い
う
長
徳
の
﹃
遷
座
縁
起
﹄

の
二
種
が
あ
る
︒
両
縁
起
と
も
に
︑﹁
行
教
の
遺
言
﹂
と
も
い
う
べ
き
最
後
の

箇
所
に
は
︑
一
切
経
書
写
の
継
続
と
完
成
を
︑
弟
子
安
宗
に
託
す
こ
と
が
記
さ

れ
る
︒﹃
護
国
寺
略
記
﹄
の
奥
書
は
︑
貞
観
五
年
正
月
十
一
日
付
け
で
︑
行
教

の
忌
日
は
一
月
十
八
日
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹃
三
代
実
録
﹄
貞
観
十
七
年
︵
八

七
五
︶
三
月
二
十
八
日
の
条
に
は
︑
故
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
︵
＝
良
房
︶
が
清

和
天
皇
の
御
代
が
よ
く
治
ま
り
︑
人
民
を
安
ら
か
に
す
る
こ
と
を
望
ん
で
︑
八

幡
大
菩
薩
の
た
め
に
一
切
経
書
写
の
願
を
発
し
︑
故
行
教
を
検
校
︵
責
任
者
︶

に
し
て
行
わ
せ
た
が
︑
そ
の
遺
志
を
継
い
で
︑
安
宗
が
一
切
経
を
弥
勒
寺
に
収

め
た
︑
と
あ
る
︒
安
宗
は
行
教
の
後
を
継
い
で
︑
石
清
水
八
幡
宮
の
初
代
別
当

と
な
り
︑
八
幡
宮
と
護
国
寺
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
︑
大
安
寺
の
学
僧
で
あ
る
︒

長
徳
の
﹃
遷
座
縁
起
﹄
に
よ
れ
ば
︑
天
安
三
年
︵
八
五
八
︶
清
和
天
皇
が
即

位
し
た
時
に
︑
宇
佐
宮
使
と
し
て
﹁
修
練
加
行
﹂
の
僧
を
求
め
︑
大
僧
都
真
雅

が
推
薦
し
た
の
が
︑﹁
大
安
寺
伝
燈
大
法
師
位
行
教
﹂
だ
っ
た
と
い
う
︒
翌
年

の
貞
観
元
年
︵
八
五
九
︶
︑
太
政
大
臣
良
房
の
命
に
よ
っ
て
︑
宇
佐
使
と
一
切

経
書
写
の
任
務
を
帯
び
て
︑
即
位
報
告
を
す
る
勅
使
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
︑
都
を
出

発
し
た
と
い
う
︒
時
に
︑
清
和
天
皇
は
ま
だ
数
え
年
で
九
歳
と
い
う
幼
帝
で
︑

実
質
︑
政
治
を
動
か
し
て
い
た
の
は
︑
太
政
大
臣
藤
原
良
房
で
あ
る
︒
こ
の
こ

と
か
ら
︑
藤
原
良
房
の
娘
︑
明
子
が
生
ん
だ
清
和
天
皇
が
即
位
す
る
に
あ
た
り
︑

清
和
天
皇
の
た
め
に
︑
太
政
大
臣
藤
原
良
房
が
︑
行
教
に
八
幡
神
を
勧
請
さ
せ

た
︑
と
い
う
見
方
が
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
異
論
は
な

行
教
と
一
切
経
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い
︒
し
か
し
︑
そ
の
理
由
を
清
和
天
皇
の
た
め
の
﹁
飾
り
﹂
や
﹁
権
威
付
け
﹂

と
見
る
と
︑
な
ぜ
八
幡
神
な
の
か
︑
な
ぜ
行
教
は
国
ご
と
の
諸
明
神
に
三
十
三

人
の
得
度
者
を
申
請
し
た
の
か
︑
あ
る
い
は
一
切
経
書
写
の
目
的
や
︑
大
安
寺

の
行
教
伝
承
の
存
在
の
意
味
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
八
幡
神

へ
の
一
切
経
書
写
奉
納
は
︑
む
し
ろ
文
徳
天
皇
の
時
代
状
況
と
︑
東
大
寺
大
仏

の
大
破
が
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

二
︑
八
幡
大
菩
薩
と
即
位
報
告

嘉
祥
三
年
︵
八
五
〇
︶
三
月
二
十
一
日
︑
仁
明
天
皇
が
崩
御
し
︑
文
徳
天
皇

が
即
位
し
た
︒
そ
の
四
日
後
︑
第
四
皇
子
の
惟
仁
親
王
が
誕
生
す
る
︒
母
は
藤

原
良
房
の
娘
︑
明
子
で
あ
る
︒
文
徳
天
皇
の
母
は
藤
原
順
子
で
良
房
の
妹
で
あ

る
︒
十
一
月
二
十
五
日
に
は
︑
惟
仁
親
王
が
わ
ず
か
生
後
九
か
月
で
立
太
子
し

た
︒
従
来
か
ら
す
れ
ば
︑
異
例
の
こ
と
で
あ
る
︒
文
徳
天
皇
は
︑
四
月
に
は
仁

明
天
皇
の
深
草
山
稜
に
︑
六
月
に
は
伊
勢
太
神
宮
に
即
位
を
報
告
︑
八
月
五
日

に
は
諸
国
諸
神
へ
班
幣
と
即
位
報
告
の
後
︑
十
二
日
に
賀
茂
社
・
松
尾
社
に
勅

使
を
遣
わ
し
て
即
位
を
報
告
を
行
う
︒
続
い
て
二
十
三
日
に
は
九
州
の
香
椎
廟

と
八
幡
宮
へ
︑
散
位
従
五
位
下
高
原
王
を
使
い
と
し
て
遣
わ
し
︑
宝
剣
・
明

鏡
・
名
香
・
綵
帛
等
を
奉
っ
た
︒
こ
れ
も
即
位
報
告
で
あ
ろ
う
︒

桓
武
・
平
城
の
時
代
に
は
即
位
報
告
は
伊
勢
太
神
宮
だ
け
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑

弘
仁
元
年
︵
八
一
〇
︶
九
月
に
起
き
た
薬
子
の
変
を
機
に
︑
都
の
地
主
神
賀
茂

社
と
︑
九
州
の
八
幡
宮
・
香
椎
廟
の
位
置
が
大
き
く
上
昇
す
る
︒
平
城
上
皇
の

奈
良
遷
都
の
動
き
を
︑
長
ら
く
病
床
に
あ
っ
た
嵯
峨
天
皇
は
す
ば
や
く
封
じ
︑

平
城
上
皇
は
出
家
︑
皇
太
子
の
高
岳
親
王
は
廃
太
子
と
な
り
︑
嵯
峨
天
皇
の
弟

の
大
伴
親
王
が
立
太
子
し
た
︒
事
後
処
理
が
落
ち
着
い
た
十
二
月
十
六
日
に
は
︑

参
議
正
四
位
下
巨
勢
朝
臣
野
足
を
遣
わ
し
︑
八
幡
大
神
宮
・
香
椎
廟
に
︑
乱
鎮

静
の
感
謝
と
し
て
幣
帛
を
奉
っ
て
い
る
︒

﹃
日
本
後
紀
﹄
に
は
特
に
賀
茂
社
へ
の
記
載
は
な
い
が
︑
薬
子
の
変
の
際
︑

嵯
峨
天
皇
が
乱
鎮
静
の
後
に
は
︑
伊
勢
と
同
じ
く
皇
女
か
ら
斎
王
を
立
て
よ
う

と
祈
願
し
た
と
い
わ
れ
︑
有
智
子
内
親
王
が
初
代
齋
院
と
な
り
︑
弘
仁
九
年

︵
八
一
八
︶
五
月
二
十
二
日
に
は
齋
院
司
も
設
置
さ
れ
た
︵﹃
類
聚
国
史
﹄︶︒
京

都
に
都
が
移
さ
れ
て
か
ら
︑
桓
武
天
皇
以
後
︑
地
主
神
と
し
て
︑
上
・
下
賀
茂

社
の
神
職
へ
の
待
遇
も
含
め
て
の
崇
敬
は
厚
か
っ
た
が
︑
薬
子
の
変
が
奈
良
へ

の
遷
都
問
題
に
絡
ん
で
い
た
だ
け
に
︑
そ
の
期
待
と
厚
遇
は
当
然
と
も
言
え
る
︒

し
か
し
︑
桓
武
・
平
城
の
時
代
に
は
︑
さ
し
て
国
史
に
現
れ
な
か
っ
た
八
幡

宮
・
香
椎
廟
が
︑
な
ぜ
薬
子
の
変
の
際
︑
戦
勝
祈
願
の
対
象
と
な
っ
た
の
か
︒

お
そ
ら
く
︑
そ
れ
は
藤
原
仲
麻
呂
の
乱
が
︑
︿
上
皇

対

天
皇
﹀
の
対
立
の

構
図
で
類
似
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
︒
淳
仁
天
皇
の
後
見
役
を
以
て
実

権
を
握
っ
て
い
た
藤
原
仲
麻
呂
が
︑
道
鏡
を
除
く
こ
と
を
求
め
て
挙
兵
し
た
際
︑

孝
謙
上
皇
は
勝
利
祈
願
の
た
め
に
西
大
寺
建
立
を
発
願
し
︑
八
幡
神
に
援
護
を

祈
っ
た
︒
八
幡
神
は
﹁
隼
人
の
反
乱
﹂
﹁
藤
原
弘
嗣
の
反
乱
﹂
で
︑
祈
る
者
を

行
教
と
一
切
経
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勝
利
に
導
く
軍
神
と
し
て
の
実
績
を
持
っ
て
い
た
︒
ま
た
︑
香
椎
は
仲
哀
天
皇

が
熊
襲
制
圧
に
赴
き
︑
こ
の
地
で
亡
く
な
っ
た
ゆ
え
の
廟
で
︑
神
功
皇
后
と
仲

哀
天
皇
を
祀
る
と
い
わ
れ
る
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
に
お
い
て
︑
神
功
皇
后
が
胎
内

に
︑
後
の
応
神
天
皇
を
宿
し
な
が
ら
︑
男
装
し
て
新
羅
と
戦
っ
た
こ
と
は
名
高

い
︒
神
功
皇
后
は
︑
仲
哀
天
皇
の
皇
子
で
兄
の
二
人
を
戦
い
で
退
け
︑
弟
に
あ

た
る
応
神
天
皇
を
皇
位
に
即
け
る
︒
つ
ま
り
︑
香
椎
は
皇
祖
神
で
あ
る
と
同
時

に
︑
大
陸
か
ら
の
防
衛
を
請
け
負
う
神
で
あ
っ
た
︒
聖
武
天
皇
は
新
羅
対
策
に

香
椎
廟
に
奉
幣
︑
藤
原
仲
麻
呂
も
新
羅
征
討
の
た
め
に
香
椎
に
奉
幣
し
て
い
る
︒

と
す
れ
ば
︑
嵯
峨
天
皇
と
し
て
は
︑
薬
子
の
変
の
混
乱
に
乗
じ
て
︑
西
側
か

ら
外
国
が
攻
め
た
り
︑
九
州
で
反
乱
が
起
き
な
い
よ
う
祈
願
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
か
︒
し
か
も
︑
弘
仁
六
年
︵
八
一
五
︶
十
二
月
十
日
の
大
宰
府
解
に
よ
れ
ば
︑

神
主
大
神
清
磨
が
︑
八
幡
大
菩
薩
は
﹁
品
太
天
皇
︵
応
神
天
皇
︶
御
霊
﹂
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
︒
現
存
の
﹃
東
大
寺
要
録
﹄
引
用
の
大
宰
府
解
で
は

﹁
件
大
菩
薩
是
亦
太
上
天
皇
御
霊
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
文
意
が
通
ら
ず
︑﹃
弥

勒
寺
縁
起
﹄
や
﹃
諸
起
記
﹄
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
も
︑
平
野
博
之
氏
が
指
摘
す

る
よ
う
に
明
ら
か
に
誤
写
で
あ
る①

︒﹃
宇
佐
御
託
宣
集
﹄
で
は
︑
伝
承
が
混
交

し
て
い
る
が
︑
九
州
で
は
神
功
皇
后
を
思
わ
せ
る
女
神
は
大
帯
姫
と
呼
ば
れ
る
︒

﹃
宇
佐
御
託
宣
集
﹄
巻
四
に
︑﹁
嵯
峨
天
皇
御
宇
弘
仁
年
中
に
託
宣
有
り
︑
大
帯

姫
は
皇
后
の
霊
誕
な
る
こ
と
を
示
現
す
る
也
﹂
と
あ
る
︒
弘
仁
十
四
年
︵
八
二

三
︶
四
月
十
四
日
の
官
符
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
弘
仁
十
一
年
︵
八
二
〇
︶
の
神
託

で
︑
宇
佐
宮
に
大
帯
姫
の
た
め
に
新
た
な
﹁
細
殿
﹂
︵
斎
殿
・
祭
殿
の
当
て
字

か
︶
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
︵﹃
諸
起
記
﹄
︶
︒

こ
の
官
符
が
出
さ
れ
た
二
日
後
の
四
月
十
六
日
に
嵯
峨
天
皇
は
譲
位
し
て
︑

淳
和
天
皇
が
即
位
し
た
︒
十
一
月
二
十
四
日
に
左
兵
衞
督
従
四
位
上
藤
原
朝
臣

綱
継
を
使
と
し
て
︑
八
幡
大
神
・
樫
日
廟
︵
香
椎
廟
︶
に
幣
帛
を
奉
っ
た
の
は

︵﹃
三
代
実
録
﹄︶
︑
大
帯
姫
＝
神
功
皇
后
の
新
祭
殿
の
検
分
と
即
位
報
告
を
兼
ね

る
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
翌
年
の
天
長
元
年
︵
八
二
四
︶
九
月
二
十
七
日
に

は
︑
和
気
真
綱
・
仲
世
た
ち
が
奏
上
し
て
︑
故
父
た
る
和
気
清
麻
呂
が
建
立
し

た
神
願
寺
を
廃
し
︑
替
わ
り
に
高
雄
山
寺
を
定
額
寺
と
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

い
る
︒
高
雄
山
寺
は
神
護
寺
と
な
り
︑
空
海
に
付
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

和
気
真
綱
た
ち
の
奏
上
に
よ
れ
ば
︑
神
護
景
雲
年
中
に
法
王
道
鏡
が
皇
位
を

狙
い
︑
称
徳
天
皇
の
命
令
で
宇
佐
に
下
っ
た
和
気
清
麻
呂
が
八
幡
大
神
か
ら
︑

﹁
皇
位
は
皇
孫
を
立
て
る
べ
し
﹂
と
の
神
託
を
受
け
た
際
︑
仏
力
の
加
護
を
受

け
て
八
幡
神
の
霊
力
を
強
化
す
る
た
め
に
︑
和
気
清
麻
呂
は
一
切
経
書
写
と
仏

像
を
造
り
︑
最
勝
王
経
を
一
万
巻
諷
誦
し
︑
一
伽
藍
を
建
立
す
る
よ
う
命
じ
ら

れ
た
と
い
う
︒
和
気
清
麻
呂
は
神
願
寺
を
建
立
す
る
が
︑
一
切
経
の
書
写
は
果

た
せ
な
か
っ
た
ら
し
い
︒﹃
日
本
後
紀
﹄
の
和
気
清
麻
呂
卒
伝
に
は
︑
和
気
清

麻
呂
が
称
徳
天
皇
の
怒
り
を
買
っ
て
流
罪
に
な
っ
た
時
に
は
︑
藤
原
百
川
が
ひ

そ
か
に
生
活
の
援
助
を
し
た
と
伝
え
る
︒
淳
和
天
皇
は
藤
原
百
川
女
を
母
と
す

る
︒
和
気
清
麻
呂
と
そ
の
長
男
弘
世
は
桓
武
天
皇
の
側
近
と
な
り
︑
五
男
真
綱

行
教
と
一
切
経
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は
弘
仁
六
年
︵
八
一
五
︶
に
春
宮
大
進
と
な
る
な
ど
︑
淳
和
天
皇
の
春
宮
時
代

か
ら
仕
え
て
い
た
関
係
に
あ
る
︒

天
長
六
年
︵
八
二
九
︶
に
は
宇
佐
の
弥
勒
寺
で
一
切
経
転
読
を
行
わ
せ
︑
大

宰
府
に
命
じ
て
一
切
経
の
書
写
を
さ
せ
て
い
た
淳
和
天
皇
は
天
長
十
年
︵
八
三

三
︶
二
月
二
十
八
日
に
譲
位
し
︑
嵯
峨
天
皇
の
皇
子
正
良
親
王
が
即
位
し
て
仁

明
天
皇
と
な
る
︒
四
月
五
日
に
は
従
四
位
伊
予
権
守
和
気
真
綱
が
勅
使
と
な
っ

て
︑
八
幡
大
菩
薩
宮
・
香
椎
廟
に
即
位
報
告
を
行
い
︑
御
剣
・
幣
帛
を
奉
っ
た
︒

こ
の
頃
︑
恵
運
を
観
世
音
寺
講
師
︑
筑
前
国
講
師
と
し
て
九
州
に
送
り
︑
一
切

経
書
写
の
勾
当
を
行
わ
せ
た
︒
十
月
二
十
八
日
に
は
大
宰
府
に
命
じ
て
︑
宇
佐

の
弥
勒
寺
に
︑
完
成
し
た
一
切
経
写
本
を
収
め
た
が
︑
そ
の
上
に
も
う
一
セ
ッ

ト
の
一
切
経
を
神
護
寺
に
安
置
し
た
の
は
︑
和
気
真
綱
た
ち
の
奏
上
に
応
え
た

形
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
淳
和
天
皇
は
神
護
寺
に
五
大
明
王
堂
も
建
て
た
︒
文
徳

天
皇
が
即
位
し
た
年
に
八
幡
宮
に
勅
使
を
遣
わ
す
の
も
︑
こ
の
流
れ
を
受
け
継

い
だ
も
の
と
い
え
る
︒

三
︑
災
害
と
疫
病

だ
が
︑
文
徳
天
皇
の
時
代
は
決
し
て
平
穏
な
時
代
で
は
な
か
っ
た
︒﹃
文
徳

実
録
﹄
に
は
在
位
八
年
の
間
に
︑
九
十
九
回
も
の
地
震
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
︑
度
々
の
自
然
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
︒﹃
三
代
実
録
﹄
よ
り
︑
都
を

中
心
に
し
て
︑
主
な
も
の
を
示
せ
ば
︑

①

嘉
祥
三
年
︵
八
五
〇
︶
七
月
︑
大
雨
大
水
に
よ
り
山
崎
橋
も
破
壊
︒

②

仁
寿
元
年
︵
八
五
一
︶
八
月
︑
大
雨
に
よ
る
大
水
害
︒

﹁
去
夏
は
人
民
或
は
坐
し
て
魚
と
為
り
︑
今
秋
は
廬
宅
乍
ち
涌
川
と
成
る
﹂︒

③

仁
寿
二
年
︵
八
五
二
︶
七
月
の
暴
風
雨
で
秋
の
実
り
を
損
な
い
︑
閏
八

月
は
大
風
に
襲
わ
れ
て
︑
家
が
倒
れ
木
が
抜
け
る
ほ
ど
の
風
害
︒

④

仁
寿
三
年
︵
八
五
三
︶
二
月
︑
﹁
京
師
及
び
畿
外
﹂
で
疱
瘡
が
流
行
︑

多
く
の
死
者
を
出
す
︒

⑤

斉
衡
二
年
︵
八
五
五
︶
五
月
二
十
三
日
︑
地
震
に
よ
り
東
大
寺
の
大
仏

の
頭
が
落
下
︒

⑥

斉
衡
三
年
︵
八
五
六
︶
三
月
︑
都
と
城
南
に
大
地
震
と
余
震
が
頻
発
︒

六
月
二
十
五
日
︑
藤
原
良
房
の
妻
で
︑
嵯
峨
天
皇
皇
女
の
源
潔
姫
が
薨
去
︒

七
月
三
日
︑
藤
原
良
房
の
兄
で
あ
る
権
中
納
言
藤
原
長
良
が
薨
去
︒

⑦

天
安
元
年
︵
八
五
七
︶
︑
地
震
が
頻
発
︑
七
月
に
は
再
び
都
に
大
地
震
︒

⑧

天
安
二
年
︵
八
五
八
︶
五
月
二
十
二
日
︑
大
雨
大
洪
水
が
都
を
襲
い
︑

全
国
で
は
旱
魃
︒

八
月
二
十
七
日
︑
文
徳
天
皇
崩
御
︒

と
い
っ
た
状
況
で
︑
ほ
ぼ
毎
年
︑
深
刻
な
災
害
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
災
害
に
対
し
て
︑
八
幡
宮
祈
念
の
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
②
の
大
水

害
の
後
︑
攘
災
の
た
め
に
十
月
十
一
日
に
勅
使
を
遣
わ
し
て
香
椎
・
八
幡
大
菩

薩
宮
に
奉
幣
し
て
お
り
︑
④
の
疱
瘡
流
行
の
際
に
は
︑
五
月
十
三
日
に
大
宰
府

行
教
と
一
切
経
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に
命
じ
て
︑
観
音
寺
・
弥
勒
寺
・
四
王
院
・
香
椎
廟
・
各
国
分
寺
で
大
般
若
経

を
読
ま
せ
て
い
る
︒
弥
勒
寺
は
宇
佐
八
幡
宮
の
神
宮
寺
で
あ
る
︒

そ
ん
な
中
で
朝
廷
を
慌
て
さ
せ
た
の
が
︑
東
大
寺
大
仏
の
頭
が
落
ち
る
と
い

う
事
態
だ
ろ
う
︒
東
大
寺
は
国
家
に
と
っ
て
の
主
要
寺
院
の
一
つ
で
あ
る
だ
け

で
な
く
︑
か
つ
て
︑
聖
武
天
皇
の
大
仏
造
立
の
際
に
は
︑
八
幡
神
が
天
神
地
祇

の
神
々
を
率
い
て
協
力
す
る
旨
の
託
宣
を
し
︑
奈
良
に
入
京
し
て
大
仏
を
拝
し

た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
六
月
七
日
に
は
参
議
藤
原
氏
宗
を
遣
わ

し
て
大
破
の
状
況
を
確
認
し
︑
七
月
二
日
に
は
聖
武
天
皇
陵
︵
佐
保
山
陵
︶
に

報
告
︒
さ
ら
に
︑
九
月
六
日
に
は
少
納
言
利
見
王
を
勅
使
と
し
て
八
幡
大
菩
薩

宮
に
遣
わ
し
︑
大
仏
修
理
の
護
助
と
天
下
の
平
安
を
祈
ら
せ
た
︒
破
損
状
況
は

深
刻
で
︑
修
理
と
い
っ
て
も
︑
ほ
と
ん
ど
﹁
新
造
﹂
に
近
く
︑
地
震
が
続
く
中
︑

修
理
東
大
寺
大
仏
司
検
校
に
任
ぜ
ら
れ
た
伝
燈
修
行
賢
大
法
師
位
真
如
と
長
官

の
大
納
言
藤
原
良
相
が
中
心
と
な
り
︑
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
始
ま
っ
た
︒

だ
が
︑
翌
斉
衡
三
年
︵
八
五
六
︶
三
月
に
︑
都
と
城
南
に
大
地
震
と
余
震
が

頻
繁
に
起
こ
り
︑
屋
舍
は
壊
れ
︑
仏
塔
は
傾
く
と
い
う
大
惨
事
と
な
っ
た
︒
五

月
二
十
三
日
に
は
聖
武
天
皇
山
稜
に
勅
使
を
遣
わ
し
て
策
命
を
読
ま
せ
︑
な
か

な
か
進
ま
な
い
大
仏
修
理
の
怠
り
を
詫
び
て
い
る
︒
天
皇
家
の
祖
霊
の
怒
り
を

恐
れ
︑
地
震
に
よ
る
被
害
の
後
始
末
に
追
わ
れ
な
が
ら
︑
六
月
十
四
日
に
は
名

僧
二
百
六
十
五
人
を
請
じ
て
︑
十
四
箇
寺
に
﹁
七
日
間
を
限
っ
て
︑
写
す
と
こ

ろ
の
一
切
経
を
三
遍
読
ま
せ
た
﹂︒
佐
伯
有
清
氏
は
︑
こ
の
十
四
箇
寺
の
仏
事

を
﹁
災
疫
を
攘
う
た
め
か
﹂
と
す
る②

︒
た
だ
︑﹁
七
日
間
を
限
っ
て
︑
写
す
所

の
一
切
経
を
三
遍
読
ま
せ
た
﹂
と
は
︑
単
な
る
一
切
経
の
転
読
で
は
な
く
︑

﹁
写
し
た
所
の
一
切
経
の
各
経
典
の
一
部
を
そ
れ
ぞ
れ
三
遍
︑
七
日
間
に
わ
た

っ
て
読
ま
せ
た
﹂
の
意
味
だ
ろ
う
か
︒
あ
る
い
は
こ
の
時
点
で
す
で
に
︑
文
徳

天
皇
や
良
房
・
良
相
た
ち
は
次
の
一
切
経
書
写
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︒

保
立
道
久
氏
は
︑
仁
明
天
皇
時
代
の
地
震
事
情
に
つ
い
て
︑

単
な
る
偶
然
と
は
い
え
︑
仁
明
の
即
位
と
と
も
に
京
都
の
有
感
地
震
も

徐
々
に
お
さ
ま
る
様
子
を
見
せ
た
︒
即
位
し
て
か
ら
三
年
の
間
は
地
震
が

一
度
の
み
︒
在
位
中
の
京
都
有
感
地
震
の
年
間
平
均
も
�

・
�

回
ほ
ど
で
︑

他
の
天
皇
と
比
較
す
る
と
例
外
的
に
京
都
は
平
穏
だ
っ
た
︒

と
述
べ
て
い
る③

︒
淳
和
天
皇
が
即
位
し
た
年
︑
恵
運
は
勅
命
で
一
切
経
書
写
の

検
校
を
行
っ
た
が
︑
﹃
安
祥
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
﹄
に
お
い
て
︑
恵
運
は
﹁
坂

東
で
﹂
と
し
か
記
さ
な
い
︒
た
だ
︑
﹃
続
日
本
後
紀
﹄
承
和
元
年
︵
八
三
四
︶

五
月
十
五
日
条
に
は
︑
仁
明
天
皇
の
勅
命
と
し
て
﹁
相
模
・
上
総
・
下
総
・
常

陸
・
上
野
・
下
野
等
国
﹂
の
国
司
に
一
切
経
一
部
の
書
写
・
貢
進
を
命
じ
た
が
︑

書
写
の
た
め
の
原
本
は
上
野
国
緑
野
郡
の
緑
野
寺
に
あ
る
と
い
う
︒
緑
野
寺
は

鑑
真
和
尚
の
弟
子
道
忠
の
創
建
と
い
わ
れ
︑
こ
の
原
本
が
恵
運
の
検
校
し
た
一

切
経
だ
と
す
れ
ば
︑
弘
仁
九
年
︵
八
一
八
︶
七
月
に
北
関
東
を
襲
っ
た
大
震
災

の
復
興
事
業
だ
っ
た
だ
ろ
う
︒
こ
れ
を
も
と
に
承
和
・
仁
寿
の
三
度
の
一
切
経

書
写
が
東
国
で
分
担
・
京
進
さ
れ
︑
斉
衡
三
年
に
転
読
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒

行
教
と
一
切
経
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ま
た
︑
淳
和
天
皇
の
代
で
は
特
に
地
震
が
多
く
︑
天
長
四
年
︵
八
ニ
七
︶
は

京
都
を
中
心
に
計
四
十
五
日
の
地
震
の
記
録
が
あ
り
︑﹁
大
動
﹂﹁
声
雷
の
如

し
﹂
と
激
震
を
表
す
大
地
震
が
繰
り
返
し
襲
い
︑
多
大
な
被
害
を
被
る
︒
東
大

寺
の
大
仏
も
す
で
に
こ
の
時
期
に
揺
ら
い
で
お
り
︑
八
月
十
五
日
に
﹁
固
め
奉

る
﹂
こ
と
を
聖
武
天
皇
の
山
稜
に
報
告
し
て
い
る
︒
大
地
は
さ
ら
に
揺
れ
続
け
︑

天
長
六
年
︵
八
二
九
︶
三
月
の
大
地
震
の
後
︑
五
月
に
八
幡
大
菩
薩
宮
寺
で
十

人
の
僧
に
よ
り
︑
一
切
経
の
転
読
が
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
一
切

経
の
書
写
も
そ
の
頃
か
ら
始
ま
っ
た
と
思
わ
れ
︑
恵
運
が
最
終
的
に
一
切
経
書

写
を
勾
当
し
︑
仁
明
天
皇
が
即
位
し
た
年
に
︑
弥
勒
寺
と
神
護
寺
に
納
め
て
い

る
︒
再
び
の
斉
衡
三
年
三
月
の
大
地
震
の
後
︑﹁
仁
明
天
皇
の
時
に
は
書
写
し

た
一
切
経
を
八
幡
大
菩
薩
に
奉
納
し
た
功
徳
で
平
穏
に
お
さ
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
﹂
と
い
う
意
見
も
出
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
︑
恵
運

は
承
和
九
年
︵
八
四
二
︶
に
入
唐
し
て
帰
朝
し
て
か
ら
︑
文
徳
天
皇
の
生
母
︑

藤
原
順
子
の
帰
依
を
得
て
︑
嘉
祥
元
年
︵
八
四
八
︶
順
子
の
発
願
で
安
祥
寺
を

建
立
し
︑
開
基
と
な
っ
て
︑
存
在
感
を
示
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
︒

か
つ
て
︑
聖
武
天
皇
は
八
幡
神
入
京
の
年
に
︑
十
二
大
寺
の
大
修
多
羅
衆
に

対
し
て
︑
一
切
経
転
読
・
講
説
の
永
続
を
命
じ
︑
そ
の
料
と
し
て
修
多
羅
供
を

施
入
し
て
い
る
︒
大
仏
修
復
に
あ
た
り
︑
天
平
時
代
の
記
録
を
参
考
に
し
つ
つ
︑

当
世
に
合
っ
た
方
法
を
模
索
し
な
が
ら
で
あ
る
な
ら
︑
一
切
経
書
写
の
発
願
は
︑

変
則
的
な
踏
襲
に
も
な
る
だ
ろ
う
︒
北
関
東
大
震
災
に
際
し
て
︑
嵯
峨
天
皇
も

﹁
地
震
と
疫
病
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
天
平
の
時
代
を
手
本
と
す
べ
し
﹂
と
述
べ
て
い

る
︵﹃
類
聚
国
史
﹄
地
震
︑
弘
仁
九
年
九
月
十
日
︶
︒
天
然
痘
の
大
流
行
に
苦
し

ん
だ
の
も
︑
聖
武
・
嵯
峨
・
文
徳
の
時
代
で
あ
っ
た
︒

し
か
し
︑
そ
れ
か
ら
も
不
幸
は
続
く
︒
藤
原
良
房
の
妻
源
潔
姫
︑
兄
で
あ
る

権
中
納
言
藤
原
長
良
の
死
去
︑
翌
年
の
天
安
元
年
︵
八
五
七
︶
も
地
震
が
頻
発

し
︑
七
月
に
は
ま
た
し
て
も
︑
大
地
震
が
都
を
襲
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
天
安
二
年

︵
八
五
八
︶
五
月
に
は
大
雨
大
洪
水
が
都
を
襲
い
︑
全
国
で
は
旱
魃
で
苦
し
ん

だ
︒
そ
う
し
た
中
で
︑
八
月
二
十
三
日
に
文
徳
天
皇
が
倒
れ
て
言
語
不
通
と
な

り
︑
二
十
七
日
に
は
崩
御
と
な
っ
た
︒
﹁
倉
卒
に
不
予
の
事
あ
り
︒
近
く
に
侍

る
男
女
︑
騒
動
し
精
を
失
う
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
︒﹃
文
徳
実
録
﹄
の
最
後
に
は
︑
﹁
聖
体
は
弱
く
病
気
が
ち
で
︑
頻
り
に

政
務
を
廃
し
た
﹂
と
あ
る
︒
病
弱
で
は
あ
っ
た
が
︑
ま
だ
三
十
二
歳
と
若
い
だ

け
に
︑
周
囲
の
回
復
へ
の
期
待
も
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
護
持
僧
の
真
済
は

冷
然
院
で
つ
き
き
り
で
看
病
し
た
が
︑
文
徳
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
﹁
時

論
嗷
嗷
﹂
で
︑
非
難
の
声
に
真
済
は
失
意
の
ま
ま
︑
神
護
寺
に
隱
居
し
て
し
ま

う
︵﹃
三
代
実
録
﹄
︶
︒
災
害
と
疫
病
は
人
民
を
失
い
︑
物
を
失
い
︑
飢
餓
と
新

た
な
病
気
の
流
行
の
連
鎖
を
呼
ぶ
︒
多
事
多
難
で
国
力
も
疲
弊
し
き
っ
た
中
で
︑

東
大
寺
大
仏
の
修
復
完
成
と
一
切
経
書
写
は
清
和
の
代
に
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
︒

﹃
江
談
抄
﹄︵
類
聚
本
・
巻
二
︶
に
は
︑
文
徳
天
皇
が
第
一
皇
子
惟
喬
親
王
に

行
教
と
一
切
経

六
八



位
を
譲
り
た
い
と
望
み
な
が
ら
︑
藤
原
良
房
に
憚
り
︑
神
仏
に
起
請
し
た
と
い

う
︒
真
済
僧
正
は
惟
喬
親
王
の
祈
り
の
師
で
あ
り
︑
真
雅
は
春
宮
惟
仁
親
王
の

護
持
僧
だ
っ
た
た
め
に
︑
対
立
関
係
に
あ
っ
た
と
伝
え
る
︒
文
徳
天
皇
の
惟
喬

親
王
へ
の
譲
位
願
望
は
︑
早
い
も
の
で
﹃
李
部
王
記
﹄︵﹃
大
鏡
﹄
裏
書
︶
に
記

載
が
あ
る
︒
が
︑
重
明
親
王
に
語
っ
た
の
が
藤
原
実
頼
で
︑
承
平
元
年
︵
九
三

一
︶
と
い
え
ば
︑
八
歳
の
朱
雀
天
皇
が
即
位
し
た
ば
か
り
の
頃
で
︑
こ
の
時
期

の
藤
原
氏
が
置
か
れ
た
状
況
を
勘
案
す
る
必
要
が
あ
る
︒
今
は
事
の
真
相
は
措

く
と
し
て
︑
真
済
が
文
徳
天
皇
の
厚
い
信
頼
と
破
格
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
こ

と
︑
真
雅
が
藤
原
良
房
の
意
を
受
け
て
︑
惟
仁
親
王
の
幼
少
時
か
ら
春
宮
の
護

持
僧
で
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
︒﹃
三
代
実
録
﹄
貞
観
二
年
︵
八
六
〇
︶

の
真
済
卒
伝
な
ど
に
よ
る
と
︑
仁
明
天
皇
は
真
済
を
権
律
師
に
抜
擢
し
︑
文
徳

天
皇
の
代
で
は
少
僧
都
と
な
っ
て
︑
す
ぐ
に
大
僧
都
に
転
じ
︑
疱
瘡
の
流
行
し

た
仁
寿
三
年
︵
八
五
三
︶
に
は
︑
金
剛
峯
寺
と
対
等
に
年
分
度
者
三
人
を
神
護

寺
に
許
さ
れ
る
︒
斉
衡
三
年
︵
八
五
六
︶
文
徳
天
皇
は
真
済
を
僧
正
に
し
よ
う

と
し
て
︑
真
済
は
故
空
海
に
僧
正
位
を
譲
る
こ
と
を
願
い
︑
天
安
元
年
︵
八
五

八
︶
に
空
海
は
大
僧
正
位
を
追
贈
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
仁
明
天
皇
は
︑
高
雄
の
神

護
寺
に
一
重
宝
塔
を
建
て
︑
五
大
虚
空
藏
菩
薩
像
を
造
立
・
安
置
し
て
い
る
︒

文
徳
天
皇
の
崩
御
は
︑
護
持
僧
と
し
て
の
真
雅
の
時
代
が
き
た
こ
と
を
意
味

し
︑
真
雅
が
宇
佐
宮
使
に
行
教
を
推
薦
し
た
と
い
う
の
は
︑
行
教
が
真
雅
の
周

辺
に
い
た
こ
と
を
暗
示
し
よ
う
︒
清
和
天
皇
の
春
宮
時
代
の
護
持
僧
に
は
︑
も

う
一
人
︑
宗
叡
が
い
た
︒
石
清
水
八
幡
宮
の
系
図
の
多
く
は
︑
大
安
寺
の
行
表

を
師
と
す
る
が
︑
宗
叡
を
行
教
の
師
と
す
る
も
の
が
一
本
あ
る④

︒
行
教
の
弟
と

さ
れ
る
益
信
︵
八
二
七
～
九
〇
六
︶
は
︑
大
安
寺
で
出
家
し
︑
元
興
寺
明
詮
に

師
事
し
て
法
相
宗
を
学
ん
だ
後
︑
真
雅
に
真
言
を
学
び
︑
真
雅
の
死
後
は
宗
叡

に
師
事
し
た
と
い
う
︒

そ
し
て
︑
真
済
が
神
護
寺
に
隠
居
し
て
し
ま
っ
た
以
上
︑
藤
原
良
房
と
清
和

天
皇
は
︑
八
幡
大
菩
薩
へ
の
奉
仕
と
い
う
点
で
︑
八
幡
大
菩
薩
が
建
て
さ
せ
た

神
護
寺
と
い
う
ツ
ー
ル
を
失
う
こ
と
に
な
る
︒
行
教
が
宇
佐
八
幡
宮
で
の
読
経

と
一
切
経
書
写
の
任
務
を
持
ち
な
が
ら
︑
宇
佐
で
八
幡
大
菩
薩
の
示
現
を
受
け

て
都
に
戻
り
︑
石
清
水
山
に
八
幡
宮
の
建
立
が
即
時
に
許
可
さ
れ
︑
早
速
に
木

工
寮
の
役
人
を
派
遣
し
て
建
築
を
始
め
る
の
は
︑
朝
廷
の
側
に
す
れ
ば
︑
神
護

寺
に
替
わ
り
︑
都
に
近
く
︑
よ
り
直
接
的
に
八
幡
神
に
対
峙
で
き
る
メ
リ
ッ
ト

が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
仁
明
天
皇
の
承
和
八
年
︵
八
四
一
︶
五

月
に
は
︑
阿
蘇
の
神
霊
池
の
異
変
や
伊
豆
の
地
震
は
︑
﹁
旱
疫
の
災
及
び
兵
事

有
る
べ
し
﹂
と
い
う
卜
占
結
果
が
あ
り
︵
﹃
続
日
本
後
記
﹄︶
︑
八
幡
・
香
椎
は

攘
災
疫
の
祈
り
の
対
象
と
な
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
い
う
な
れ
ば
︑
東
大
寺
大
仏

の
大
破
と
︑
大
地
震
・
う
ち
続
く
水
害
・
旱
魃
・
疫
癘
な
ど
の
災
害
に
︑
文
徳

天
皇
の
崩
御
・
清
和
天
皇
の
即
位
と
い
う
不
測
の
事
態
が
重
な
っ
た
上
で
の
︑

八
幡
大
菩
薩
対
策
と
し
て
行
教
は
起
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
さ
ら

に
︑
大
仏
御
頭
供
養
の
前
に
﹁
八
幡
大
菩
薩
が
都
近
く
に
遷
座
す
る
﹂
と
は
︑

行
教
と
一
切
経

六
九



天
平
の
東
大
寺
大
仏
造
立
の
最
中
︑
開
眼
供
養
の
前
に
八
幡
神
が
入
京
す
る
と

い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
変
則
的
な
再
来
で
も
あ
る
︒

四
︑
修
多
羅
衆
と
南
塔
院
・
塔
中
院

天
平
感
宝
元
年
︵
七
四
九
︶
閏
五
月
廿
日
︑
聖
武
天
皇
︵
太
上
天
皇
沙
弥
勝

満
︶
は
大
安
寺
・
薬
師
寺
・
東
大
寺
・
元
興
寺
・
興
福
寺
以
下
︑
十
二
大
寺
の

大
修
大
羅
衆
に
華
厳
経
を
本
と
し
て
一
切
大
乗
小
乗
経
律
抄
疏
章
等
︵
＝
一
切

経
︶
の
転
読
・
講
説
の
永
続
の
た
め
に
修
大
羅
供
の
施
入
を
行
っ
た
︒
修
多
羅

衆
と
は
一
切
経
︵
＝
大
蔵
経
︶
の
管
理
や
研
究
を
行
い
︑
読
経
・
講
説
を
行
う

学
僧
集
団
で
︑
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
南
都
六
宗
の
僧
と
重
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
︒
そ
の
活
動
の
た
め
の
料
が
修
大
羅
供
で
あ
る
︒

﹃
日
本
霊
異
記
﹄︵
中
巻
第
24
縁
︶
に
は
︑
大
安
寺
の
修
多
羅
分
の
銭
を
借
り

た
磐
島
が
︑
冥
界
・
閻
羅
王
の
使
者
で
あ
る
鬼
に
牛
一
頭
と
引
き
換
え
に
命
を

助
け
て
も
ら
い
︑
鬼
の
免
罪
の
た
め
に
︑
大
安
寺
南
塔
院
に
参
り
︑
僧
仁
燿
を

請
じ
て
﹃
金
剛
般
若
経
﹄
百
巻
を
読
ん
で
も
ら
う
話
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
日
本

霊
異
記
﹄
中
巻
第
28
縁
で
は
︑
貧
し
い
女
が
与
え
ら
れ
る
銭
に
︑﹁
大
安
寺
の

大
修
多
羅
供
銭
﹂﹁
大
安
寺
の
常
修
多
羅
供
銭
﹂﹁
大
安
寺
の
成
実
論
宗
分
の

銭
﹂
が
あ
る
︒
天
平
十
九
年
の
大
安
寺
資
材
帳
に
は
す
で
に
修
多
羅
銭
が
存
在

し
︑
こ
の
こ
と
か
ら
︑
堀
裕
氏
は
︑
天
平
感
宝
元
年
に
修
多
羅
衆
が
大
修
多
羅

衆
と
常
修
多
羅
衆
︵
も
と
の
修
多
羅
衆
︶
に
分
か
れ
た
と
見
る
︒
堀
氏
は
︑

○
大
修
多
羅
衆
は
一
切
経
を
基
礎
に
︑
各
寺
の
六
宗
な
ど
を
統
括
︑
十
一

世
紀
以
降
に
も
興
福
寺
や
薬
師
寺
で
は
︑
学
侶
集
団
の
中
核
に
位
置
し

て
い
た
︒

○
大
修
多
羅
衆
は
︑
寺
内
僧
尼
の
学
習
の
場
で
も
あ
る
安
居
と
の
関
連
も

指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

な
ど
と
い
う
先
行
研
究
の
成
果
か
ら
︑
﹁
常
修
多
羅
衆
も
ま
た
︑
一
切
経
を
基

盤
に
︑
経
典
の
講
説
を
担
い
う
る
僧
侶
育
成
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測

さ
れ
る
﹂
と
結
論
付
け
た⑤

︒

そ
こ
で
問
題
は
︑
南
塔
院
で
あ
る
︒﹃
法
隆
寺
東
院
縁
起
﹄︵
上
宮
王
院
縁

起
︶
に
引
く
官
符
に
よ
れ
ば
︑
大
安
寺
で
は
摂
論
宗
と
修
多
羅
宗
が
精
舎
を
構

え
て
い
る
こ
と
に
倣
い
︑
東
院
建
立
が
許
さ
れ
た
こ
と
を
記
す⑥

︒
天
平
十
九
年

二
月
十
一
日
付
の
奥
書
を
持
つ
︑
大
安
寺
の
資
財
帳
に
は
︑
寺
地
と
し
て
の
塔

院
の
名
は
あ
っ
て
も
︑
﹁
南
塔
院
﹂
の
記
述
が
な
い
︒
﹃
法
隆
寺
東
院
縁
起
﹄
で

は
︑
天
平
十
九
年
十
二
月
十
四
日
の
僧
綱
牒
を
引
い
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
︑

修
多
羅
衆
の
た
め
の
﹁
精
舎
﹂
は
天
平
十
九
年
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

か
︒
と
す
れ
ば
︑﹃
日
本
霊
異
記
﹄
︵
中
巻
第
24
縁
︶
の
内
容
か
ら
勘
案
し
て
︑

こ
の
﹁
修
多
羅
宗
の
た
め
の
精
舎
﹂
が
南
塔
院
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
天

平
の
資
材
帳
で
は
大
安
寺
が
す
で
に
一
切
経
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ

る
が
︑
南
塔
院
は
一
切
経
の
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
︒
大
安
寺
の
入
唐
留
学
僧
戒
明
は
︑
宝
亀
九
年
︵
七
七
八
︶
に
遣
唐
使
と

行
教
と
一
切
経

七
〇



と
も
に
帰
朝
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
が
︑
多
く
の
仏
典
と
と
も
に
︑
中
国
で

﹁
観
音
の
化
身
﹂
と
し
て
名
高
い
宝
誌
和
尚
の
像
を
請
来
し
︑
そ
の
像
を
﹁
南

塔
院
中
堂
﹂
に
安
置
し
た
こ
と
が
﹃
延
暦
僧
録
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

も
う
一
つ
︑
大
安
寺
の
修
学
の
場
と
見
ら
れ
る
の
が
︑
塔
中
院
で
あ
る
︒
弘

仁
五
年
︵
八
一
四
︶
の
春
︑
最
澄
は
入
唐
留
学
の
折
の
願
を
果
た
す
た
め
に
筑

紫
国
に
赴
き
︑
宇
佐
の
八
幡
宮
で
法
華
経
を
講
じ
て
︑
こ
れ
に
感
嘆
し
た
八
幡

大
菩
薩
は
最
澄
に
紫
袈
裟
・
紫
法
衣
を
最
澄
に
奉
っ
た⑦

︒
翌
年
の
三
月
︑
桓
武

天
皇
が
和
気
弘
世
に
命
じ
て
︑
最
澄
が
請
来
し
て
き
た
﹁
天
台
法
文
﹂
を
新
写

さ
せ
た
も
の
が
完
成
し
︑
嵯
峨
天
皇
は
七
大
寺
に
安
置
し
て
︑
学
ば
せ
る
こ
と

と
し
た
︒
そ
の
関
係
で
で
あ
ろ
う
か
︑
和
気
氏
の
請
に
よ
り
大
安
寺
塔
中
院
で
︑

最
澄
は
法
華
経
を
講
ず
る
こ
と
と
な
る
︒
和
気
弘
世
は
す
で
に
故
人
と
な
っ
て

い
た
よ
う
で
︑﹁
和
気
氏
﹂
は
和
気
真
綱
・
仲
世
の
兄
弟
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑧

︒

諸
寺
の
碩
学
が
参
集
し
た
と
い
い
︑
こ
れ
は
︑
天
長
元
年
︵
八
二
四
︶
に
大
安

寺
別
当
平
等
の
上
表
に
よ
り
︑
大
安
寺
で
八
月
に
法
華
会
を
始
め
る
き
っ
か
け

と
な
り
︑
立
義
に
及
第
し
た
者
は
興
福
寺
の
維
摩
会
に
准
じ
︑
安
居
講
師
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︵﹃
類
聚
三
代
格
﹄
巻
二
︶︒

﹃
三
宝
絵
詞
﹄
で
は
︑
三
月
の
﹁
高
雄
法
華
会
﹂
は
和
気
弘
世
・
真
綱
た
ち

が
︑
高
雄
山
寺
に
最
澄
を
招
い
た
こ
と
に
始
ま
る
と
伝
え
る
︒
石
清
水
別
当
幸

清
撰
の
﹃
諸
縁
起
﹄
に
引
く
﹃
大
安
寺
塔
中
院
縁
起
﹄
に
よ
れ
ば
︑
塔
中
院
に

は
五
間
四
面
の
御
堂
と
二
重
高
楼
と
竈
屋
が
あ
り
︑
二
重
高
楼
の
上
階
に
は
大

菩
薩
絵
像
︑
下
階
に
は
一
切
経
を
安
置
し
︑
蔵
に
﹁
修
多
羅
供
﹂
を
置
い
た
と

い
う
︒
こ
の
修
多
羅
供
は
︑
縁
起
の
本
文
で
は
﹁
常
修
多
羅
供
﹂
と
な
っ
て
お

り
︑
日
夜
読
経
す
る
碩
学
三
十
人
は
常
修
多
羅
衆
で
あ
る
こ
と
に
な
る
︒﹃
神

護
寺
略
記
﹄
に
引
く
承
平
実
録
帳
に
よ
れ
ば
︑
神
護
寺
に
も
空
海
筆
と
伝
え
る

八
幡
大
菩
薩
の
絵
像
が
あ
り
︑
塔
中
院
と
の
つ
な
が
り
を
暗
示
し
よ
う
︒

そ
し
て
︑
南
塔
院
と
塔
中
院
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
行
教
の
僧
房
と
も
︑
行
教
建
立

と
も
伝
え
る
の
で
あ
る
︒

五
︑
行
教
と
修
多
羅
衆

﹃
七
大
寺
日
記
﹄
や
﹃
七
大
寺
巡
礼
私
記
﹄
な
ど
に
は
︑
古
老
の
伝
と
し
て

﹁
石
清
水
の
根
本
﹂
と
呼
ば
れ
る
井
戸
が
記
さ
れ
る
︒
東
室
の
井
戸
の
そ
ば
に

あ
る
第
四
室
が
行
教
の
僧
房
で
︑
井
戸
の
名
前
が
﹁
石
清
水
井
﹂
だ
っ
た
こ
と

か
ら
︑
石
清
水
房
と
呼
ば
れ
︑
宇
佐
か
ら
帰
っ
た
行
教
は
︑
こ
こ
か
ら
八
幡
大

菩
薩
を
男
山
に
遷
座
し
た
と
い
う
︒﹁
石
清
水
八
幡
宮
﹂
の
名
前
の
由
来
伝
承

で
あ
る
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
二
第
10
話
︵
以
下
﹃
今
昔
﹄︶
で
は
︑
行
教
は
宇
佐
か

ら
八
幡
大
菩
薩
を
奉
じ
て
︑
ま
ず
自
分
の
僧
房
の
南
塔
院
で
丁
重
に
祀
り
︑
そ

の
後
の
託
宣
に
よ
り
︑
男
山
に
八
幡
宮
を
建
立
し
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
神
が
お

わ
し
ま
し
た
所
な
の
で
︑
と
大
安
寺
境
内
に
も
八
幡
宮
を
建
て
た
︑
と
い
う
︒

﹃
大
安
寺
塔
中
院
縁
起
﹄
に
お
い
て
は
︑
大
同
二
年
︵
八
〇
七
︶
に
入
唐
帰

行
教
と
一
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朝
し
た
行
教
が
︑
宇
佐
八
幡
宮
で
示
現
を
得
て
︑
ま
ず
石
清
水
房
に
来
着
︑
そ

れ
か
ら
塔
中
院
と
八
幡
宮
を
建
て
︑
そ
の
後
︑
託
宣
に
よ
り
男
山
に
八
幡
宮
を

建
立
し
た
と
い
う
︒

い
ず
れ
が
本
当
か
︑
こ
の
三
系
統
の
伝
承
の
分
析
と
考
察
は
別
の
機
会
に
譲

る
と
し
て
︑
ど
れ
も
が
大
安
寺
側
か
ら
語
る
石
清
水
八
幡
宮
建
立
の
由
来
で
あ

り
︑
石
清
水
八
幡
宮
創
建
縁
起
の
一
種
と
し
て
分
類
で
き
る
面
が
あ
る
︒
ま
た
︑

こ
れ
ら
の
言
説
の
基
底
に
共
通
す
る
の
は
︑﹁
大
安
寺
の
僧
房
で
祀
っ
て
か
ら

行
教
が
石
清
水
八
幡
宮
を
建
て
た
﹂
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
︒
行
教
の
生
涯
に
関

し
て
は
︑
歴
史
学
で
い
う
一
級
史
料
に
生
前
の
も
の
が
な
く
︑
没
し
た
地
す
ら

わ
か
ら
な
い
︒
ま
た
︑
八
幡
宮
を
建
て
る
期
間
中
︑
行
教
が
ど
こ
を
拠
点
と
し

て
い
た
か
︑
八
幡
宮
を
建
て
て
か
ら
も
︑
ど
こ
に
い
た
の
か
を
伝
え
る
資
料
が
︑

現
在
に
残
る
石
清
水
文
書
の
中
に
も
見
当
た
ら
な
い
︒

石
清
水
八
幡
宮
の
文
書
類
に
は
行
教
の
僧
房
や
庵
に
関
す
る
伝
承
が
な
い
︒

長
徳
の
﹃
遷
座
縁
起
﹄
に
よ
れ
ば
︑
す
で
に
存
在
し
た
石
清
水
寺
と
い
う
山
寺

︵
＝
薬
師
堂
︶
を
︑
東
面
か
ら
南
面
に
改
め
た
と
い
う⑨

︒﹃
石
清
水
八
幡
宮
末
社

記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
貞
観
四
年
十
二
月
二
十
三
日
太
政
官
符
に
︑﹁
石
清
水
寺
﹂

を
﹁
護
国
寺
﹂
に
改
め
る
勅
許
を
出
し
て
い
る
と
い
う
︒
東
向
き
を
南
向
き
に

変
え
る
工
事
が
︑
新
し
い
神
殿
に
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
改
築
す
る
た
め
だ
と
す

れ
ば
︑
貞
観
五
年
一
月
に
は
行
教
は
没
し
た
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
護
国
寺
に
落

ち
着
く
暇
も
な
く
︑
逝
去
し
た
わ
け
で
あ
る
︒

も
と
も
と
山
寺
で
あ
る
な
ら
︑
さ
ほ
ど
の
規
模
と
は
思
わ
れ
な
い
︵
現
在
残

る
跡
地
も
決
し
て
広
く
は
な
い
︶
︒
石
清
水
の
縁
起
で
は
︑
行
教
は
貞
観
三
年

正
月
に
宇
佐
で
読
経
の
後
︑
鎮
護
国
家
の
た
め
に
奏
聞
を
経
て
︑
国
ご
と
の
諸

明
神
に
僧
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
遣
わ
す
た
め
の
三
十
三
人
の
得
度
者
と
︑

石
清
水
八
幡
宮
の
た
め
の
祈
願
僧
と
し
て
得
度
者
十
五
人
分
を
申
請
し
て
い
る
︒

石
清
水
寺
が
行
教
の
本
拠
地
で
︑
石
清
水
寺
か
ら
度
者
か
ら
出
す
な
ら
︑
こ
の

数
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
︒

だ
が
︑
行
教
が
大
安
寺
の
﹁
修
多
羅
衆
﹂
の
末
裔
の
一
員
で
あ
る
な
ら
︑
あ

る
程
度
︑
謎
が
解
け
て
く
る
︒
そ
も
そ
も
︑
石
清
水
の
縁
起
を
見
る
限
り
︑
行

教
は
読
経
・
読
誦
に
長
け
て
い
た
︒
貞
観
二
年
︑
石
清
水
の
宝
殿
が
完
成
し
た

後
︑
十
一
月
二
十
六
日
に
宣
旨
を
蒙
っ
て
再
び
宇
佐
に
下
り
︑
貞
観
三
年
正
月

三
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
の
間
︑
百
人
の
僧
を
率
い
て
宇
佐
で
大
規
模
な
読
経

を
す
る
の
は
︑
宝
殿
が
無
事
完
成
し
た
こ
と
へ
の
報
告
・
感
謝
と
と
も
に
︑
ほ

ぼ
完
成
し
て
い
た
大
仏
の
御
頭
供
養
が
三
月
十
四
日
に
無
事
に
行
わ
れ
る
こ
と

を
祈
念
し
た
も
の
で
は
な
い
か
︒
一
月
二
十
一
日
に
朝
廷
は
︑
東
大
寺
大
仏
の

修
理
が
終
わ
っ
た
の
で
諸
国
へ
通
知
し
︑﹁
八
幡
大
菩
薩
が
解
脱
を
得
︑
諸
余

の
名
神
の
力
が
自
在
に
な
る
よ
う
︑
聖
武
天
皇
・
文
徳
天
皇
︑
そ
れ
以
前
の
天

皇
の
御
霊
の
た
め
︑
ま
た
︑
清
和
天
皇
の
御
代
が
気
候
に
恵
ま
れ
︑
豊
作
に
な

る
よ
う
︑
諸
国
の
国
分
寺
で
斎
会
を
行
う
﹂
よ
う
に
︑
と
の
通
達
を
出
し
て
い

る
︒
聖
武
天
皇
の
時
︑
八
幡
大
菩
薩
が
主
と
な
っ
て
﹁
天
下
の
名
神
及
び
万
民
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が
知
識
衆
と
な
っ
て
﹂
大
仏
完
成
に
至
っ
た
こ
と
に
ち
な
ん
で
の
こ
と
で
︑
行

教
が
国
毎
の
明
神
の
祈
り
の
た
め
に
三
十
三
人
の
得
度
者
を
望
ん
だ
の
も
︑
こ

の
こ
と
と
関
連
し
よ
う
︒

つ
ま
り
︑
行
教
の
本
拠
地
は
や
は
り
大
安
寺
と
い
う
巨
大
寺
院
で
あ
り
︑

﹁
修
多
羅
衆
﹂
も
し
く
は
﹁
大
修
多
羅
衆
﹂
の
末
裔
と
し
て
︑
一
切
経
に
詳
し

か
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
一
切
経
書
写
も
任
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒
南
塔
院
や
塔
中

院
と
行
教
が
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
は
︑
そ
こ
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
︒
行
教

の
遺
業
を
受
け
継
い
だ
弟
子
安
宗
も
伝
燈
大
法
師
位
に
な
っ
て
お
り
︑
彼
も
ま

た
一
切
経
書
写
を
担
当
で
き
る
だ
け
の
力
量
を
持
っ
て
い
た
修
多
羅
衆
の
一
員

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
安
宗
が
私
財
を
投
じ
て
︑
石
清
水
山
の
麓
に
極
楽

寺
を
建
て
た
の
は
︑
約
二
十
三
年
後
の
元
慶
七
年
︵
八
八
三
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒

﹃
東
大
寺
要
録
﹄﹁
供
養
章
﹂
の
﹁
御
頭
供
養
日
記
﹂
で
は
︑
開
眼
供
養
の
舞

楽
に
﹁
喜
春
楽
﹂
が
二
十
人
で
舞
わ
れ
た
こ
と
を
記
す
︒﹃
教
訓
抄
﹄
三
で
は
︑

﹁
古
老
伝
﹂
と
し
て
︑﹁
喜
春
楽
﹂
の
曲
は
大
安
寺
住
僧
の
安
操
法
師
が
作
っ
た

と
い
う
︒
ま
た
︑﹁
古
記
﹂
に
は
行
教
が
八
幡
大
菩
薩
を
石
清
水
に
遷
座
す
る

と
き
に
︑
夢
の
告
げ
に
よ
り
︑
寿
心
楽
と
い
う
曲
を
作
っ
た
が
︑
こ
れ
が
今
の

喜
春
楽
だ
と
い
う
︒
伝
承
そ
の
も
の
は
信
用
で
き
な
い
が
︑﹁
大
安
寺
住
僧
の

安
操
法
師
﹂
は
︑
行
教
の
弟
子
で
石
清
水
初
代
別
当
の
﹁
安
宗
﹂
を
想
起
さ
せ

る
︒
僧
が
﹁
出
家
し
た
神
﹂
を
遷
座
す
る
の
だ
か
ら
︑
石
清
水
山
新
宮
で
︑
神

事
と
と
も
に
︑
音
楽
を
伴
う
法
会
も
行
わ
れ
た
可
能
性
は
十
分
あ
る
︒
南
都
の

楽
人
に
伝
え
続
け
ら
れ
た
の
は
︑
遷
座
の
儀
式
に
南
都
楽
人
た
ち
が
召
請
さ
れ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
︑
そ
の
記
憶
が
こ
の
よ
う
な
伝
承
の
形
で
残
っ
た
と
す
れ

ば
︑
そ
の
法
会
で
は
大
安
寺
や
南
都
の
僧
が
協
力
し
た
こ
と
を
想
像
し
て
も
よ

い
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
意
味
で
︑
﹃
東
大
寺
雑
集
録
﹄
巻
一
の
清
和
天
皇
の

代
に
﹁
八
幡
大
菩
薩
︒
大
安
寺
並
男
山
ニ
移
リ
給
︒
又
二
年
十
月
八
日
ト
云
﹂

と
あ
る
記
事
は
︑
石
清
水
宝
殿
の
遷
座
式
が
貞
観
二
年
十
月
八
日
だ
っ
た
可
能

性
を
示
唆
し
よ
う
︒
お
そ
ら
く
木
工
寮
役
人
と
し
て
石
清
水
造
宮
の
中
心
を
担

っ
た
と
思
わ
れ
る
木
工
大
允
和
気
朝
臣
彝
範
は
︑
十
一
月
十
六
日
に
正
六
位
上

か
ら
従
五
位
下
に
昇
叙
さ
れ
︑
同
二
十
六
日
に
は
︑
行
教
は
新
た
に
宣
旨
を
得

て
︑
左
大
臣
か
ら
﹁
僧
百
人
を
率
い
て
︑
宇
佐
宮
で
読
経
せ
よ
﹂
と
命
じ
ら
れ

る
流
れ
と
︑
時
期
が
合
う
か
ら
で
あ
る
︒

聖
武
天
皇
の
時
代
の
大
仏
開
眼
供
養
に
参
加
し
た
五
寺
は
大
安
寺
・
薬
師

寺
・
元
興
寺
・
興
福
寺
・
東
大
寺
だ
が
︑
貞
観
三
年
三
月
の
開
眼
供
養
に
も
︑

﹁
諸
大
寺
音
楽
﹂
で
こ
の
五
大
寺
と
法
隆
寺
と
が
奉
仕
し
て
い
る
︒
こ
の
日
は
︑

十
五
大
寺
で
も
盛
大
な
供
養
が
行
わ
れ
︑
大
安
寺
の
大
仏
︵
高
さ
九
丈
の
大
仏

の
画
像
︶
の
前
で
は
︑
諷
誦
が
行
わ
れ
た
︵
﹃
東
大
寺
要
録
﹄
供
養
章
︑
恵
運

僧
都
記
録
文⑩

︶
︒
東
大
寺
大
仏
の
開
眼
供
養
の
導
師
は
︑
か
の
恵
運
僧
都
で
あ

り
︑
恵
運
自
身
が
書
い
た
﹁
記
録
文
﹂
に
よ
れ
ば
︑
﹁
大
安
寺
の
僧
綱
﹂
だ
っ

た
よ
う
で
あ
る
︒

﹃
七
大
寺
巡
礼
私
記
﹄
に
は
︑
﹃
年
代
記
﹄
︵
未
詳
︶
と
い
う
書
で
は
︑
斉
衡
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二
年
に
行
教
が
宇
佐
か
ら
八
幡
大
菩
薩
を
奉
じ
て
戻
り
︑
大
安
寺
八
幡
宮
を
建

立
し
た
と
あ
る
と
記
す
︒
し
か
し
︑
石
清
水
井
系
統
の
伝
承
も
︑﹃
今
昔
﹄
も

僧
房
に
祀
っ
て
か
ら
石
清
水
八
幡
宮
を
建
立
し
た
と
は
言
っ
て
も
︑
先
に
大
安

寺
に
八
幡
宮
を
建
て
た
と
は
言
わ
な
い
︒
む
し
ろ
︑
こ
の
斉
衡
二
年
説
は
︑
お

ぼ
ろ
げ
な
が
ら
も
︑
東
大
寺
大
仏
修
復
の
始
ま
り
と
と
も
に
︑
行
教
の
動
向
も

記
憶
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

お
わ
り
に

本
稿
は
一
切
経
と
行
教
の
関
係
を
追
う
形
で
︑
行
教
が
石
清
水
八
幡
宮
を
建

立
す
る
に
至
る
歴
史
的
背
景
を
考
察
し
て
き
た
︒
藤
原
氏
が
権
力
を
握
っ
て
ゆ

く
過
程
の
中
で
捉
え
る
だ
け
で
な
く
︑
東
大
寺
大
仏
と
災
疫
を
視
野
に
入
れ
れ

ば
︑
一
切
経
書
写
は
嵯
峨
院
・
淳
和
天
皇
体
制
の
時
代
か
ら
︑
聖
武
天
皇
の
代

に
学
び
な
が
ら
︑
和
気
氏
の
介
在
に
よ
っ
て
八
幡
神
に
結
び
つ
い
た
こ
と
が
わ

か
る
︒
行
教
は
一
切
経
書
写
を
完
遂
で
き
ず
︑
そ
の
た
め
研
究
者
の
関
心
を
呼

ば
な
か
っ
た
が
︑
南
都
で
活
動
し
て
き
た
行
教
を
よ
く
知
る
の
は
︑
や
は
り
南

都
で
あ
る
︒
一
度
廃
絶
し
て
し
ま
っ
た
大
安
寺
に
は
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
た

め
︑
詳
し
い
こ
と
は
不
明
な
が
ら
︑﹁
行
教
の
い
る
所
に
八
幡
大
菩
薩
は
お
わ

す
﹂
と
考
え
る
な
ら
︑
約
一
年
ば
か
り
︑
行
教
と
と
も
に
八
幡
大
菩
薩
は
大
安

寺
を
本
拠
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
実
際
に
ど
う
し
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら

な
い
が
︑
僧
房
で
八
幡
大
菩
薩
の
た
め
に
行
教
が
読
経
す
れ
ば
︑
神
へ
の
奉
仕

が
読
経
で
あ
る
僧
侶
た
ち
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
八
幡
大
菩
薩
を
祀
る
こ
と
と
同

義
で
あ
ろ
う
︒﹁
石
清
水
井
﹂
や
﹃
今
昔
﹄・﹃
塔
中
院
縁
起
﹄
な
ど
が
語
る
も

の
は
︑﹁
大
安
寺
や
南
都
の
僧
た
ち
か
ら
見
た
﹂
石
清
水
八
幡
宮
創
建
の
経
緯

が
土
壌
と
な
っ
て
育
ま
れ
て
き
た
伝
承
で
あ
り
︑
ま
た
︑
そ
の
後
の
石
清
水
八

幡
宮
と
の
関
係
に
お
い
て
︑
﹃
今
昔
﹄
も
﹃
塔
中
院
縁
起
﹄
も
読
み
解
か
れ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

注①

平
野
博
之
氏
﹁
東
大
寺
要
録
所
収
弘
仁
十
二
年
官
符
に
つ
い
て
︵
下
︶
﹂︑﹃
九
州

史
学
﹄
第
二
四
号
︑
一
九
六
三
年
︑
九
州
史
学
研
究
会
︒

②

佐
伯
有
清
氏
著
﹃
高
丘
親
王
入
唐
記

︱
廃
太
子
と
虎
害
伝
説
の
真
相

︱
﹄︑

吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
発
行
︒
な
お
︑
牧
伸
行
氏
は
︑
承
和
元
年
︵
八
三
四
︶

五
月
十
五
日
を
最
初
と
し
て
︑
承
和
二
年
・
承
和
六
年
・
仁
寿
三
年
と
︑
東
国
諸
国

に
対
す
る
書
写
と
貢
納
の
命
令
が
五
度
出
さ
れ
︑
そ
の
計
三
部
の
一
切
経
の
供
養
と

見
る
︵﹁
古
代
東
国
の
仏
教
と
一
切
経
﹂︑﹃
一
切
経
の
歴
史
的
研
究
﹄
所
収
︑
佛
教

大
学
総
合
研
究
所
︑
二
〇
〇
四
年
︶︒
た
だ
し
︑
そ
の
原
本
と
な
っ
た
緑
野
寺
の
一

切
経
は
︑
堀
池
春
峰
氏
の
説
く
よ
う
に
恵
運
の
関
与
が
あ
る
と
考
え
た
方
が
良
い
よ

う
に
思
う
︵﹁
平
安
時
代
の
一
切
経
書
写
と
法
隆
寺
一
切
経
﹂
︑﹃
南
都
仏
教
史
の
研

究
下
・
諸
寺
篇
﹄
所
収
︑
法
蔵
館
︑
一
九
八
二
年
︶︒

③

保
立
道
久
氏
著
﹃
歴
史
の
な
か
の
大
地
動
乱
﹄
七
八
頁
︑
岩
波
新
書
︑
二
〇
一
二

年
年
八
月
︒

④

続
群
書
類
従
巻
百
六
十
九
﹃
紀
氏
系
図
﹄
︑
第
七
輯
︑
一
八
五
頁
︒

⑤

堀
裕
氏
﹁
常
修
多
羅
衆
成
立
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察

︱
大
寺
を
支
え
る
僧
侶
組

織

︱
﹂︑
菱
田
哲
郎
・
吉
川
真
司
編
﹃
古
代
寺
院
史
の
研
究
﹄
所
収
︑
思
文
閣
出

行
教
と
一
切
経

七
四



版
︑
二
一
〇
九
年
︒

⑥

﹃
法
隆
寺
東
院
縁
起
﹄
は
問
題
も
多
い
が
︑
太
政
官
符
の
記
事
に
関
し
て
は
︑
林

幹
弥
氏
の
見
解
︵﹁
法
華
修
多
羅
に
つ
い
て
﹂︑﹃
日
本
歴
史
﹄
一
九
七
五
年
七
月
号

所
収
︶
に
従
う
︒

⑦

﹃
伝
教
大
師
伝
﹄﹃
比
叡
山
延
暦
寺
元
初
祖
師
行
状
記
﹄﹃
拾
遺
往
生
伝
﹄
等
に
記

載
︒

⑧

佐
伯
有
清
著
﹃
伝
教
大
師
伝
の
研
究
﹄
二
四
二
・
四
三
〇
頁
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一

九
九
二
年
発
行
︒

⑨

石
清
水
山
寺
に
つ
い
て
は
︑
上
原
真
人
氏
の
﹁
国
境
︵
く
に
ざ
か
い
︶
の
山
寺

︱
石
清
水
八
幡
宮
前
身
寺
院
に
関
す
る
憶
測

︱
﹂︵﹃
京
都
府
埋
蔵
文
化
財
論
集

第
�

集
﹄
二
一
〇
六
年
刊
行
︶
参
照
︒

⑩

大
仏
御
頭
供
養
に
つ
い
て
は
︑
渡
辺
晃
宏
氏
﹃
平
城
京
と
木
簡
の
世
紀
﹄︵﹃
日
本

の
歴
史
04
﹄︑
講
談
社
学
術
文
庫
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
佐
伯
有
清
氏
﹃
高
岳
親
王
入
唐

記
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
二
年
︶
参
照
︒

行
教
と
一
切
経

七
五


