
法
隆
寺
の
再
建
と
二
つ
の
本
尊

大
　
橋
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緯
を
さ
ぐ
っ
て
み
た
い
。

は
じ
め
に

、
金
堂
安
置
の
二
つ
の
本
尊

　
法
隆
寺
は
『
日
本
杳
紀
』
に
よ
る
と
天
智
九
年
（
六
七
〇
）
四
月
三
〇
日
の

夜
半
に
全
焼
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
西
院
伽
藍
は
焼
失
後
の
再
建
法
隆
寺
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
金
堂
の
内
陣
中
央
の
間
に
は
釈
迦
三
尊
像
が
、
ま

た
東
隣
り
の
東
の
間
に
は
薬
師
如
来
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な

く
金
堂
本
尊
は
釈
迦
三
尊
像
で
あ
る
が
、
東
の
間
の
薬
師
像
は
そ
の
光
背
銘
文

を
見
る
か
ぎ
り
、
法
隆
寺
の
根
本
本
尊
と
い
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
も
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
薬
師
銘
に
つ
い
て
は
多
く
の
先
学
か
ら
推
古
朝
の
成
立
を
疑
わ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
再
建
法
隆
寺
の
金
堂
の
中
に
、
本
尊
釈
迦
三
尊

と
と
も
に
併
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
は
従
来
よ
り

再
建
法
隆
寺
は
太
子
発
願
寺
院
か
ら
太
子
信
仰
の
寺
へ
変
貌
し
た
と
考
え
て
い

　
＾
1
）

る
が
、
本
稿
で
は
七
世
紀
後
半
の
律
令
体
制
の
確
立
を
通
し
て
、
釈
迦
三
尊
像

と
薬
師
像
と
い
う
二
つ
の
本
尊
が
再
建
法
隆
寺
の
金
堂
の
中
に
併
置
さ
れ
た
経

法
隆
寺
の
再
建
と
二
つ
の
本
尊

　
現
在
の
法
隆
寺
西
院
伽
藍
は
再
建
法
隆
寺
の
中
枢
伽
藍
で
、
金
堂
内
陣
の
中

央
の
間
に
は
釈
迦
三
尊
像
が
、
ま
た
そ
の
東
の
間
に
は
薬
師
如
来
像
が
置
か
れ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
釈
迦
三
尊
像
が
金
堂
本
尊
、
さ
ら
に
い
え
ば
再
建
法
隆
寺

の
本
尊
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
両
者
の
光
背
銘
文
に
よ
る
と
、
紀

年
銘
は
釈
迦
三
尊
像
が
癸
未
年
（
推
古
三
一
年
・
六
二
三
一
で
薬
師
像
の
丁
卯

年
（
推
古
一
五
年
・
六
〇
七
）
よ
り
一
六
年
も
新
し
い
た
め
、
一
見
奇
異
な
印

象
を
与
え
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
紀
年
銘
の
古
い
薬
師
銘
に
は
薬
師
像
と
寺
、

つ
ま
り
法
隆
寺
を
つ
く
っ
た
経
緯
が
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
釈
迦
銘
に
は

聖
徳
太
子
の
病
気
平
癒
の
た
め
に
太
子
等
身
の
釈
迦
像
が
発
願
さ
れ
た
が
、
太

子
が
莞
去
し
た
の
で
浄
土
往
生
を
願
っ
て
完
成
さ
せ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、

法
隆
寺
の
発
願
や
造
営
に
関
す
る
こ
と
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
法
隆
寺
の
本
尊
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
仏
像
が
本
尊
で
は
な
く
、
金

七
七



堂
東
の
間
に
置
か
れ
、
聖
徳
太
子
と
関
係
の
深
い
仏
像
が
本
尊
と
し
て
金
堂
中

央
の
間
に
安
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

薬
師
銘

　
池
蓬
大
宮
治
天
下
天
皇
大
御
身
勢
賜
時
歳
L

．
次
丙
午
年
召
於
大
王
天
皇
与
太
子
而
誓
願
賜
我
大
L

　
御
病
太
平
欲
坐
故
將
造
寺
薬
師
像
作
仕
奉
詔
然
L

　
當
時
崩
賜
造
不
堪
者
小
治
田
大
宮
治
天
下
大
王
天
」

　
皇
及
東
宮
聖
王
大
命
受
賜
而
歳
次
丁
卯
年
仕
奉
L

釈
迦
銘

　
法
興
元
廿
一
年
歳
次
辛
巳
十
二
月
鬼
L

　
前
太
后
崩
明
年
正
月
廿
二
日
上
宮
法
」

　
皇
枕
病
弗
愈
干
食
王
后
仰
以
努
疾
並
」

　
著
於
床
時
王
后
王
子
等
及
與
諸
臣
深
L

　
懐
愁
毒
共
相
籏
願
仰
依
三
費
當
遣
稗
L

　
像
尺
寸
王
身
蒙
此
願
力
韓
病
延
壽
安
」

　
住
世
間
若
是
定
業
以
背
世
者
往
登
浄
L

　
土
早
昇
妙
果
二
月
廿
一
日
癸
酉
王
后
L

　
即
世
翌
日
法
皇
登
選
癸
未
年
三
月
中
」

　
如
願
敬
遮
耀
迦
尊
像
井
徴
侍
及
荘
嚴
」

　
具
寛
乗
斯
微
福
信
道
知
識
現
在
安
隠
L

出
生
入
死
随
奉
三
主
紹
隆
三
實
邊
共
」

彼
埠
普
遍
六
道
法
界
含
識
得
脱
苦
縁
」

同
趣
菩
提
使
司
馬
鞍
首
止
利
佛
師
遣
L

七
八

　
こ
の
よ
う
な
光
背
銘
を
も
つ
薬
師
像
と
釈
迦
像
の
金
堂
に
お
け
る
配
置
は
、

今
の
西
院
伽
藍
が
創
建
法
隆
寺
で
は
な
く
、
再
建
法
隆
寺
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
そ
の
間
の
複
雑
な
事
情
が
あ
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
本
尊
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
薬
師
像
が
あ
る
の
に
、
ど
う
し
て
釈
迦
三
尊
な
の
か
と
い
う
疑
問
は
誰
で
も

も
つ
の
で
あ
る
。

　
法
隆
寺
の
創
立
に
関
す
る
こ
と
は
本
尊
の
釈
迦
三
尊
像
に
は
書
か
れ
て
い
な

い
の
で
、
薬
師
像
の
銘
文
に
よ
っ
て
記
し
た
の
が
天
平
一
九
年
（
七
四
七
）
の

『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』
（
以
下
『
資
財
帳
』
一
で
あ
る
。
『
資
財

帳
』
の
編
者
は
冒
頭
の
縁
起
部
分
で
金
堂
東
の
間
の
薬
師
像
の
光
背
銘
文
か
ら

法
隆
寺
の
草
創
縁
起
を
記
し
、
さ
ら
に
資
財
部
分
で
は
薬
師
像
を
金
堂
中
央
の

間
の
釈
迦
三
尊
に
先
ん
じ
て
、
つ
ま
り
法
隆
寺
資
財
中
の
筆
頭
と
し
て
記
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
（
以
下
『
法
王
帝
説
』
）
も
薬

師
像
銘
文
を
掲
げ
た
あ
と
に
、
「
即
寺
始
縁
由
也
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り

奈
良
時
代
の
法
隆
寺
で
は
寺
の
草
創
に
関
し
て
は
薬
師
像
の
銘
文
を
採
用
し
て

い
る
か
ら
、
薬
師
像
を
創
建
法
隆
寺
の
本
尊
で
あ
っ
た
と
解
し
て
い
た
こ
と
に

な
る
。
さ
ら
に
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
、
法
隆
寺
の
顕
真
が
著
し
た
『
太
子
伝
私

記
』
に
は
、
昔
は
釈
迦
三
尊
像
が
東
の
間
に
、
薬
師
像
は
中
央
の
間
に
置
か
れ

て
い
た
が
、
釈
迦
三
尊
像
の
方
が
大
き
い
故
に
中
ご
ろ
中
央
の
間
に
安
置
さ
れ



た
の
だ
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
薬
師
と
釈
迦
の
銘
文
か
ら
、
薬
師
像
は
用
明

天
皇
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
故
、
法
隆
寺
の
「
本
仏
」
で
、
釈
迦
三
尊
像

は
聖
徳
太
子
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
つ
づ
け
る
。

　
顕
真
は
、
薬
師
と
釈
迦
の
銘
文
内
容
か
ら
す
る
と
法
隆
寺
の
本
尊
は
薬
師
像

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
現
在
は
釈
迦
三
尊
像

が
金
堂
の
中
央
の
間
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
何
と
し
て
も
解
せ
な
い
。
そ
こ
で

二
つ
の
仏
像
を
比
較
す
る
と
釈
迦
像
の
方
が
大
き
い
の
で
、
両
者
は
い
つ
の
こ

ろ
か
そ
の
安
置
場
所
を
入
れ
替
え
た
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
薬
師
像
を
法
隆
寺
の
根
本
本
尊
と
み
な
す
見
解
は
奈
良
時
代

か
ら
鎌
倉
時
代
に
は
確
実
に
あ
っ
た
が
、
明
治
以
降
に
な
っ
て
も
依
然
存
在
す

る
。
明
治
三
八
年
一
一
九
〇
五
）
二
月
の
法
隆
寺
再
建
非
再
建
論
争
が
は
じ
ま

る
前
の
明
治
三
三
年
に
、
北
畠
治
房
が
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
論
考
を
発
表

　
　
　
？
〕

し
て
い
た
。

　
北
畠
説
は
今
い
う
と
こ
ろ
の
法
隆
寺
二
寺
説
、
つ
ま
り
法
隆
寺
・
斑
鳩
寺
別

寺
説
の
晧
矢
と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
ず
法
隆
寺
の
方
は
今
の
西
院
伽
藍

に
あ
た
り
、
薬
師
銘
に
よ
る
と
用
明
天
皇
の
た
め
に
推
古
天
皇
と
聖
徳
太
子
が

推
古
一
五
年
に
竣
工
さ
せ
た
も
の
で
、
本
尊
は
薬
師
像
と
い
う
。
一
方
斑
鳩
寺

の
本
尊
は
現
本
尊
の
釈
迦
三
尊
像
で
、
そ
の
光
背
銘
に
よ
る
と
推
古
三
一
年
に

完
成
し
て
い
る
か
ら
、
斑
鳩
寺
の
濫
脇
は
こ
の
と
き
と
い
う
。
こ
の
斑
鳩
寺
は

『
日
本
杳
紀
』
天
智
八
年
（
六
六
九
）
二
一
月
条
の
「
時
災
。
斑
鳩
寺
二
の
斑

鳩
寺
に
該
当
し
、
焼
失
し
た
が
、
そ
の
遺
跡
が
若
草
伽
藍
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
北
畠
は
、
斑
鳩
寺
焼
失
後
釈
迦
三
尊
を
法
隆
寺
金
堂
内
に
移
し
た
と
い
う
が
、

法
隆
寺
の
再
建
と
二
つ
の
本
尊

移
し
た
後
、
法
隆
寺
本
尊
の
薬
師
像
に
代
っ
て
金
堂
の
中
央
の
間
に
置
き
本
尊

と
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
説
明
し
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
現
在
で
は
法
隆
寺

と
斑
鳩
寺
は
同
一
の
寺
の
こ
と
と
さ
れ
、
ま
た
若
草
伽
藍
と
西
院
伽
藍
が
方
位

を
異
に
し
近
接
し
同
時
期
に
立
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
北
畠
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
地

元
に
居
を
か
ま
え
、
法
隆
寺
境
内
を
隅
無
く
歩
き
回
り
、
法
隆
寺
を
熟
知
し
て

い
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
後
法
隆
寺
論
争
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
若
草
伽
藍
を
最

初
に
取
り
あ
げ
、
さ
ら
に
金
堂
安
置
の
薬
師
像
と
釈
迦
三
尊
の
銘
文
を
検
討
し
、

こ
の
二
つ
の
推
古
仏
と
二
つ
の
伽
藍
を
た
く
み
に
緒
び
つ
け
た
二
寺
説
を
論
じ

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
北
畠
説
は
法
隆
寺
・
斑
鳩
寺
別
寺
説
で
あ
る
か
ら
や
や
ニ
ュ

ア
ン
ス
は
違
う
が
、
そ
れ
で
も
薬
師
像
を
法
隆
寺
の
根
本
本
尊
と
み
な
し
て
い

る
の
は
天
平
の
『
資
財
帳
』
の
見
解
と
同
じ
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
隆
寺

再
建
非
再
建
論
争
が
は
じ
ま
る
と
研
究
者
の
関
心
は
も
っ
ぱ
ら
西
院
伽
藍
の
建

築
が
飛
鳥
時
代
の
も
の
か
、
そ
れ
と
も
白
鳳
時
代
に
焼
失
し
た
あ
と
再
建
さ
れ

た
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
集
中
し
た
た
め
、
そ
も
そ
も
法
隆
寺
の
本
尊
は
何
か

と
い
う
問
題
は
取
り
の
こ
さ
れ
た
感
が
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
法
隆
寺
論
争
に

お
い
て
、
法
隆
寺
本
尊
に
つ
い
て
発
言
し
た
の
は
大
正
時
代
の
小
野
玄
妙
で
あ

　
＾
3
）っ

た
。
小
野
説
は
皇
極
二
年
（
六
四
三
）
法
隆
寺
焼
失
と
い
う
、
従
来
誰
も
考

え
な
か
っ
た
新
説
で
あ
っ
た
が
、
本
尊
に
関
し
て
は
薬
師
像
が
法
隆
寺
の
当
初

の
本
尊
で
、
今
の
金
堂
内
陣
は
薬
師
一
本
尊
の
構
え
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、

三
間
に
し
て
三
本
尊
を
安
置
す
る
構
え
で
あ
る
の
は
創
立
の
ま
ま
で
は
な
い
証

七
九



拠
だ
と
主
張
し
た
。
仏
像
と
現
金
堂
の
内
部
空
間
を
論
じ
た
小
野
説
は
な
か
な

か
に
興
味
深
い
が
、
こ
の
小
野
説
に
刺
激
さ
れ
た
の
が
再
建
論
者
の
喜
田
貞
吉

で
、
喜
田
も
薬
師
像
を
当
初
の
本
尊
と
し
、
今
の
金
堂
の
釈
迦
・
薬
師
二
本
尊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
）

の
位
置
は
天
智
九
年
の
火
災
以
後
、
つ
ま
り
再
建
後
の
こ
と
と
し
た
。

　
再
建
論
者
の
喜
田
が
金
堂
と
二
つ
の
本
尊
の
関
係
に
言
及
す
る
と
、
金
堂
安

置
の
釈
迦
・
薬
師
の
二
つ
の
推
古
仏
の
存
在
を
も
は
や
素
通
り
す
る
こ
と
は
で

き
ず
、
ふ
た
た
び
登
場
し
た
の
が
法
隆
寺
・
斑
鳩
寺
別
寺
説
、
つ
ま
り
二
寺
説

で
あ
っ
た
。
先
述
の
北
畠
は
法
隆
寺
見
学
に
訪
れ
た
研
究
者
に
乱
説
の
法
隆
寺

非
再
建
論
、
つ
ま
り
二
寺
説
を
ま
く
し
立
て
て
い
た
そ
う
だ
が
、
そ
の
北
畠
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
5
）

を
そ
の
ま
ま
復
活
し
た
の
が
昭
和
二
年
の
関
野
貞
の
二
寺
説
で
あ
っ
た
。
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
石
〕

同
じ
年
に
秋
山
義
一
も
変
形
の
二
寺
説
を
発
表
し
て
い
る
。
二
寺
説
と
は
、
金

堂
安
置
の
二
つ
の
推
古
仏
が
そ
れ
ぞ
れ
法
隆
寺
と
斑
鳩
寺
の
金
堂
に
安
置
さ
れ

て
い
た
と
す
る
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
寺
が
焼
失
し
、
一
方
は
焼
失
し
な

か
っ
た
と
い
え
ば
、
『
日
本
杳
紀
』
の
焼
失
記
事
を
も
ク
リ
ア
ー
で
き
、
法
隆

寺
非
再
建
を
主
張
す
る
た
め
に
有
効
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
金
堂
の
二
つ
の
推

古
仏
が
脚
光
を
浴
び
は
じ
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
ろ
、
皮
肉
に
も
薬
師
像
の
制

作
時
代
に
疑
問
を
呈
す
る
よ
う
な
見
解
が
発
表
さ
れ
て
い
た
。

　
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
〇
）
カ
ー
ル
・
ヴ
ィ
ッ
ト
は
薬
師
像
の
銘
文
内
容
な

ど
の
先
入
感
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
薬
師
像
の
形
を
釈
迦
三
尊
像
と
比
較
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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が
ら
丁
寧
に
観
察
し
、
そ
の
形
か
ら
う
け
た
印
象
を
記
し
て
い
る
。
カ
ー
ル
・

ヴ
イ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
薬
師
像
は
釈
迦
像
が
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
動
き
の
中
に
厳
格

な
構
成
上
の
均
一
性
を
も
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
均
一
性
が
弱
め
ら
れ
て
い
る
。

八
O

ま
た
像
の
各
部
の
接
合
の
仕
方
が
な
め
ら
か
と
な
り
、
全
体
の
構
成
も
落
ち
着

い
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
薬
師
像
全
体
が
ふ
っ
く
ら
と
丸
み
を
帯
び
、

衣
文
に
見
ら
れ
る
動
き
も
穏
や
か
で
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ

う
に
、
カ
ー
ル
・
ヴ
ィ
ッ
ト
は
薬
師
像
の
制
作
が
釈
迦
三
尊
像
よ
り
も
遅
れ
る

と
は
明
確
に
記
し
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
論
稿
を
読
み
、
薬
師
像
は
釈
迦
像
を

さ
か
の
ほ
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
し
た
の
が
福
山
敏
男
氏
で
ポ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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福
山
氏
は
昭
和
八
年
「
法
隆
寺
問
題
管
見
」
を
発
表
し
、
そ
の
中
で
薬
師
像

推
古
・
一
五
年
説
に
は
じ
め
て
疑
問
を
提
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ζ
二
…
；

氏
が
正
当
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
様
式
上
の
点
で
釈
迦
像
を
湖
る
も
の
で
は
な

く
、
光
背
銘
文
の
内
容
自
身
も
推
古
朝
よ
り
多
少
後
の
作
文
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
現
存
の
釈
迦
像
は
恐
ら
く
太
子
の
薙
後
、
推
古
朝
の
末
ご
ろ
に
法

隆
寺
が
草
創
さ
れ
て
以
来
の
本
尊
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
嘗
っ
て
薬
師

像
が
こ
の
寺
の
金
堂
の
本
尊
で
あ
っ
た
と
す
る
旧
来
の
説
は
信
ぜ
ら
る
べ
く
も

な
い
」
と
い
う
。
薬
師
像
は
釈
迦
三
尊
よ
り
も
後
の
も
の
と
い
う
前
代
未
聞
の

福
山
説
は
、
当
然
な
が
ら
法
隆
寺
の
草
創
時
期
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
な
問
題
を

ひ
き
お
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
福
山
氏
は
薬
師
像
の
銘
文
が
推
古
朝
よ
り

後
の
作
文
と
主
張
し
な
が
ら
、
そ
の
根
拠
を
あ
げ
て
い
な
い
し
、
ま
た
薬
師
像

が
様
式
上
釈
迦
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
い
な
が
ら
、
カ
ー
ル
・

ヴ
ィ
ッ
ト
説
の
借
用
だ
け
で
、
具
体
的
な
様
式
的
根
拠
は
記
し
て
い
な
い
。
だ

か
ら
、
こ
の
福
山
説
は
薬
師
像
に
対
し
て
重
大
な
問
題
を
提
起
し
た
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
福
山
氏
は
二
年
後
の
昭
和
一
〇
年
に
は
法
隆
寺
伝
来
の
三



つ
の
推
古
仏
、
す
な
わ
ち
丁
卯
年
（
推
古
一
五
年
・
六
〇
七
）
銘
の
薬
師
像
、

癸
未
年
（
推
古
三
一
年
・
六
二
三
）
銘
の
釈
迦
三
尊
像
、
戊
子
年
一
推
古
三
六

年
・
六
二
八
）
銘
の
釈
迦
像
の
銘
文
を
い
ず
れ
も
推
古
朝
の
も
の
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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後
世
の
作
文
と
い
う
い
さ
さ
か
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
論
文
を
発
表
し
た
。
福
山
氏

の
い
う
適
り
な
ら
、
法
隆
寺
伝
来
の
推
古
朝
遺
文
は
い
ず
れ
も
後
世
の
も
の
に

な
り
、
法
隆
寺
の
草
創
問
題
は
は
る
か
歴
史
の
彼
方
に
ふ
っ
飛
ん
で
し
ま
う
。

こ
の
福
山
論
文
は
誰
一
人
想
像
し
な
か
つ
た
、
い
う
な
れ
ば
革
命
的
な
研
究
で

あ
っ
た
た
め
、
法
隆
寺
研
究
の
中
で
も
異
彩
を
放
ち
、
発
表
後
六
〇
年
以
上

た
っ
た
今
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
三
つ
の
銘
文
の
う
ち
薬
師
像
の

銘
文
に
対
す
る
福
山
説
は
も
っ
と
も
強
固
な
も
の
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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で
は
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。

二
、
薬
師
銘
の
検
討

　
天
平
の
『
資
財
帳
』
以
来
、
金
堂
東
の
間
安
置
の
薬
師
像
を
法
隆
寺
の
根
本

本
尊
と
み
な
し
て
き
た
の
は
、
そ
の
光
背
銘
文
に
用
明
天
皇
の
病
気
平
癒
の
た

め
に
薬
師
像
と
寺
、
つ
ま
り
法
隆
寺
を
推
古
一
五
年
に
つ
く
る
と
記
さ
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
福
山
氏
は
、
そ
の
光
背
銘
文
そ
の
も
の
が
推
古

朝
で
は
な
く
、
後
の
天
武
朝
以
降
の
も
の
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
福
山
氏
は
薬
師
銘
が
推
古
朝
の
も
の
で
あ
り
得
な
い
疑
点
と
し
て
五
点
あ
げ

　
　
　
＾
u
一

ら
れ
た
が
、
先
述
の
よ
う
に
今
で
は
必
ず
し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
な
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
福
山
氏
が
勅
願
寺
た
る
こ
と
を
強
調
し
た
薬
師
銘
は
寺

法
隆
寺
の
再
建
と
二
つ
の
本
尊

の
縁
起
の
発
達
の
一
頂
点
を
示
す
も
の
で
、
天
武
持
統
朝
に
現
在
天
皇
の
御
願

と
し
て
薬
師
寺
が
造
営
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
ろ
、
ま
た
は
そ
れ
以
降
に
構
作
さ

れ
得
る
も
の
と
論
じ
た
部
分
は
、
薬
師
銘
を
疑
う
福
山
説
の
中
で
は
現
在
で
も

有
効
と
い
え
る
。

　
と
い
う
の
も
、
天
皇
に
よ
る
仏
教
の
受
容
、
そ
れ
に
つ
づ
く
勅
願
寺
の
建
立

が
い
つ
か
ら
始
ま
る
か
と
い
う
問
題
は
仏
教
史
上
は
な
は
だ
重
要
で
あ
る
が
、

井
上
光
貞
氏
に
よ
る
と
、
用
明
天
皇
の
こ
ろ
に
天
皇
が
仏
教
に
帰
依
し
た
形
跡

は
な
く
、
『
日
本
菩
紀
』
の
伝
え
る
用
明
天
皇
の
仏
教
入
信
記
事
は
後
の
創
作

　
　
＾
u
〕

と
い
う
。
ま
た
田
村
圓
澄
氏
は
天
皇
家
が
仏
教
の
受
容
に
踏
み
き
っ
た
の
は
箭

明
天
皇
の
時
代
で
、
箭
明
天
皇
は
天
皇
と
し
て
は
じ
め
て
寺
、
す
な
わ
ち
百
済

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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大
寺
を
つ
く
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
私
見
に
よ
る
と
、
百
済
大
寺
の
大
寺
は
勅

　
　
　
　
　
　
＾
ど

願
寺
を
示
す
語
で
、
こ
の
勅
願
寺
第
一
号
の
百
済
大
寺
は
そ
の
後
高
市
へ
移
転

し
て
も
高
市
大
寺
、
さ
ら
に
勅
願
寺
か
ら
官
寺
へ
昇
格
し
て
も
大
官
大
寺
と
、

大
寺
の
語
を
付
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
勅
願
寺
は
こ
の
箭
明
天
皇
発
願
の
百
済

大
寺
が
第
一
号
で
、
以
後
天
智
天
皇
発
願
の
川
原
寺
、
天
武
天
皇
発
願
の
薬
師

寺
と
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
初
の
勅
願
寺
た
る
百
済
大
寺
よ
り

五
〇
年
も
前
に
法
隆
寺
が
勅
願
寺
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か

ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
わ
が
国
初
の
本
格
的
伽
藍
を
擁
し
た
飛
鳥
寺
が
、

い
ち
早
く
仏
教
を
受
容
し
た
蘇
我
氏
に
よ
っ
て
造
営
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
時

期
に
、
そ
れ
よ
り
一
年
も
前
に
天
皇
発
願
の
寺
院
が
建
立
さ
れ
た
と
は
如
何
に

し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
、
勅
願
寺
は
用
明
天
皇
の
時
代
に
は

ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
も
、
薬
師
銘
の
推
古
朝
成
立
を
否
定
す

八
一



る
の
に
充
分
だ
と
考
え
て
い
る
。

　
福
山
氏
は
、
先
述
の
し
う
に
薬
師
銘
は
天
武
朝
の
後
半
以
降
、
天
平
以
前
に

お
い
て
、
坂
田
寺
の
縁
起
を
摸
し
て
法
隆
寺
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
い
う
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
福
山
氏
は
薬
師
銘
の
書
か
れ
た
時
期
を
天
智
九
年
（
六
七

〇
）
の
法
隆
寺
焼
失
以
降
と
み
て
い
る
が
、
薬
師
銘
が
書
か
れ
た
理
由
に
つ
い

て
は
、
「
初
め
は
恐
ら
く
膳
氏
に
よ
っ
て
創
立
さ
れ
た
ら
し
い
法
隆
寺
が
、
後

に
は
漠
然
と
太
子
建
立
の
寺
の
一
つ
に
数
へ
ら
れ
る
様
に
な
り
、
遂
に
は
か
く

の
如
く
用
明
・
推
古
の
二
天
皇
と
聖
徳
太
子
と
に
よ
っ
て
発
願
さ
れ
建
立
さ
れ

た
、
即
ち
こ
の
寺
は
勅
願
寺
で
あ
る
と
し
て
、
寺
家
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
に

到
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
い
さ
さ
か
明
確
さ
を
欠
く
。
ど
う
や

ら
福
山
氏
は
法
隆
寺
の
発
願
者
が
時
代
を
経
る
と
と
も
に
変
り
、
最
後
は
天
皇

に
な
っ
た
こ
と
を
薬
師
銘
は
書
き
た
か
っ
た
と
い
い
た
い
よ
う
で
あ
る
。
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こ
の
点
に
つ
い
て
明
快
に
答
え
た
の
は
大
西
修
也
氏
で
あ
る
。
大
西
氏
は
、

薬
師
銘
の
成
立
は
天
智
九
年
の
法
隆
寺
焼
失
後
の
再
建
を
切
望
し
て
い
た
こ
ろ

で
、
法
隆
寺
再
建
に
要
す
る
経
済
的
援
助
を
時
の
皇
室
と
国
家
に
求
め
る
た
め

に
、
法
隆
寺
が
当
初
か
ら
勅
願
寺
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
造
作
し
た
の
だ
と

い
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
際
手
本
に
し
た
の
が
飛
鳥
寺
の
縁
起
で
あ
っ
た
。
飛
鳥

寺
は
当
初
私
寺
と
し
て
創
立
さ
れ
な
が
ら
、
や
が
て
国
の
大
寺
に
加
わ
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
飛
鳥
寺
の
縁
起
内
容
を
上
ま
わ
る
も
の
、
た
と

え
ば
発
願
年
は
飛
鳥
寺
の
用
明
二
年
に
対
し
て
薬
師
銘
は
用
明
元
年
、
本
尊
の

完
成
年
も
飛
鳥
寺
の
推
古
一
七
年
に
対
し
て
薬
師
銘
は
推
古
一
五
年
、
ま
た
飛

鳥
寺
は
推
古
天
皇
を
発
願
者
、
太
子
と
馬
子
を
造
立
者
と
す
る
が
、
薬
師
銘
は

八
二

用
明
天
皇
を
発
願
者
、
推
古
天
皇
と
聖
徳
太
子
を
造
立
者
と
し
て
い
て
、
薬
師

銘
、
つ
ま
り
法
隆
寺
の
縁
起
内
容
が
飛
鳥
寺
の
縁
起
内
容
よ
り
も
格
上
げ
と

な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
薬
師
銘
に
関
す
る
大
西
説
は
な
か
な
か
に
興
味
が
つ
き
な
い
が
、

天
智
九
年
の
法
隆
寺
の
焼
失
後
、
再
建
事
業
を
皇
室
と
国
家
に
援
助
し
て
も
ら

う
た
め
に
、
法
隆
寺
が
創
建
当
初
か
ら
勅
願
寺
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
た

め
に
薬
師
銘
が
造
作
さ
れ
た
と
い
う
大
西
氏
の
見
解
は
現
在
で
は
も
っ
と
も
妥

当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
。
福
山
氏
の
薬
師
銘
が
書
か
れ
た
理
由
が
今
一
つ
明
確

で
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
大
西
説
は
よ
り
明
快
な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
福

山
論
文
は
薬
師
銘
の
信
愚
性
を
疑
う
こ
と
に
そ
の
目
的
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。

三
、
国
家
官
寺
の
出
現
と
再
建
法
隆
寺

　
わ
が
国
の
勅
願
寺
は
ま
ず
箭
明
天
皇
の
百
済
大
寺
が
箭
明
二
年
（
六
三

九
）
に
発
願
さ
れ
、
次
に
天
智
靭
（
六
六
二
－
六
七
一
）
に
は
川
原
寺
が
造
営

さ
れ
た
。
こ
の
川
原
寺
が
ま
だ
完
成
し
な
い
こ
ろ
、
天
武
天
皇
が
登
場
す
る
と
、

わ
が
国
第
一
号
の
勅
願
寺
の
百
済
大
寺
は
百
済
か
ら
高
市
の
地
へ
遷
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
天
武
朝
に
は
薬
師
寺
が
発
願
さ
れ
、
七
世
紀
後
半
に
は

当
時
の
わ
が
国
で
も
っ
と
も
上
格
の
勅
願
寺
の
造
営
が
相
継
ぐ
の
で
あ
る
。

　
当
然
な
が
ら
、
天
皇
家
の
勅
願
寺
の
造
営
組
織
に
は
エ
リ
ー
ト
エ
人
た
る
造

寺
工
（
寺
師
一
や
造
仏
工
（
仏
師
一
が
あ
つ
め
ら
れ
、
最
新
の
初
唐
美
術
の
建



築
や
仏
像
が
つ
く
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
で
き
る
。
川
原
寺
の
発
掘
調

査
の
緒
果
、
川
原
寺
の
建
築
は
た
し
か
に
唐
建
築
で
あ
っ
た
し
、
川
原
寺
裏
山

出
土
の
塑
像
断
片
や
増
仏
を
見
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
ら
は
初
唐
彫
刻
に
学
ん
だ
写

実
的
萌
芽
の
仏
像
で
、
い
わ
ゆ
る
白
鳳
彫
刻
で
あ
っ
た
。
ま
た
こ
の
春
（
一
九

九
七
一
奈
良
県
桜
井
市
吉
備
で
確
認
さ
れ
た
百
済
大
寺
の
金
堂
比
は
飛
鳥
寺
や

創
建
法
隆
寺
の
金
堂
の
倍
以
上
の
平
面
プ
ラ
ン
で
、
当
時
の
金
堂
と
し
て
は
桁

違
い
の
大
き
さ
で
あ
っ
た
。
基
壇
上
か
ら
礎
石
が
抜
き
取
ら
れ
て
い
た
た
め
建

築
の
細
部
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
規
模
か
ら
す
る
と
、
百
済
大
寺
の
金
堂
は

勅
願
寺
た
る
天
皇
家
の
権
威
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
天
下
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
れ
故
私
は
、
そ
れ
ま
で
の
、
つ
ま
り
飛
鳥
時
代
の
蘇
我
氏
や
聖
徳
太
子
の

よ
う
な
有
力
者
や
仏
教
帰
依
者
た
ち
が
つ
く
っ
て
き
た
仏
教
寺
院
に
代
っ
て
、

天
皇
家
と
い
う
最
上
格
の
権
威
が
つ
く
っ
た
勅
願
寺
が
わ
が
七
世
紀
後
半
の
仏

教
界
に
君
臨
し
、
し
か
も
勅
願
寺
の
建
築
や
仏
像
は
時
代
の
最
先
端
美
術
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
帖
）

り
、
白
鳳
美
術
は
勅
願
寺
と
と
も
に
登
場
し
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
先
述
の
百
済
の
地
か
ら
移
転
し
て
き
た
高
市
大
寺
造
営
の
た
め
に
、
造
高
市

大
寺
司
が
置
か
れ
、
天
武
二
年
（
六
七
三
）
二
一
月
に
は
造
高
市
大
寺
司
の
任

官
が
あ
っ
た
。
造
高
市
大
寺
司
の
設
置
は
、
そ
れ
ま
で
の
勅
願
寺
造
営
集
団
が

天
皇
家
の
私
的
な
組
織
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
折
か
ら
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た

律
令
体
制
に
お
け
る
公
的
な
組
織
、
つ
ま
り
官
司
へ
と
変
革
し
た
こ
と
を
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
百
済
大
寺
以
来
の
天
皇
家
の
勅
願
寺
造
営
組

織
は
よ
り
強
力
な
律
令
体
制
の
中
に
組
込
ま
れ
、
そ
の
存
在
が
公
認
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

法
隆
寺
の
再
建
と
二
つ
の
本
尊

　
高
市
大
寺
は
造
高
市
大
寺
司
の
任
官
が
あ
っ
た
四
年
後
の
天
武
六
年
一
六
七

七
）
再
度
寺
号
が
改
称
さ
れ
て
大
官
大
寺
と
な
っ
た
。
今
回
は
寺
の
移
転
に
よ

る
も
の
で
は
な
く
、
高
市
大
寺
が
官
司
た
る
造
高
市
大
寺
司
に
よ
っ
て
造
営
さ

れ
た
た
め
、
律
令
体
制
に
お
け
る
寺
院
、
す
な
わ
ち
官
寺
と
い
う
性
格
が
強
ま

り
、
そ
の
結
果
寺
号
も
律
令
体
制
を
思
わ
せ
る
大
官
大
寺
と
改
称
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
、
律
令
体
制
に
お
け
る
国
家
官
寺
と
い
う
か
つ
て
な

か
つ
た
新
た
な
意
味
づ
け
を
有
し
た
寺
院
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
わ
が
国
最
初
の
飛
烏
時
代
の
寺
院
は
蘇
我
氏
や
聖
徳
太
子
の
よ
う
な
有
力

者
や
仏
教
帰
依
者
に
よ
っ
て
発
願
・
建
立
さ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
天
皇
発
願

の
エ
リ
ー
ト
エ
人
が
造
営
し
た
勅
願
寺
が
登
場
し
て
く
る
と
、
そ
れ
ま
で
の
寺

院
を
抜
き
ん
出
る
こ
と
と
な
り
勅
願
寺
の
建
築
と
仏
像
は
初
唐
美
術
を
学
ん
だ

先
端
美
術
と
し
て
白
鳳
美
術
を
リ
ー
ド
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
こ
の
勅

願
寺
は
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
律
令
体
制
の
中
に
組
込
ま
れ
、
律
令
体
制
が
保

障
す
る
寺
院
、
つ
ま
り
国
家
官
寺
と
な
っ
た
。
そ
の
第
一
号
が
大
官
大
寺
で
あ

る
が
、
そ
の
ほ
か
の
勅
願
寺
に
川
原
寺
が
あ
っ
た
。

　
天
武
政
権
は
大
官
大
寺
と
い
う
国
家
官
寺
を
認
め
た
以
上
、
同
じ
勅
願
寺
の

川
原
寺
は
如
何
に
す
べ
き
か
と
い
う
判
断
を
せ
ま
ら
れ
た
。
そ
こ
で
天
武
政
権

は
当
時
存
在
し
て
い
た
す
べ
て
の
寺
院
の
序
列
化
を
断
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
天
武
九
年
（
六
八
〇
一
四
月
是
条
に
は
次
の
よ
う

な
勅
が
書
か
れ
て
い
る
。

是
月
、
勅
、

凡
誌
寺
者
、
自
。
今
以
後
、

除
下
爲
。
國
大
寺
二
…
い
以
外
官

八
三



司
莫
し
治
。
唯
其
有
二
食
封
一
者
、
先
後
限
二
柑
年
J
若
藪
。
年
浦
し
皿
川
則
除
之
。

且
以
爲
、
飛
鳥
寺
不
し
可
レ
關
二
干
司
治
一
。
然
元
爲
。
大
寺
一
、
而
官
司
伍
治
。

復
嘗
有
功
。
是
以
、
猶
入
二
官
治
之
例
一
。

　
こ
の
天
武
九
年
四
月
の
勅
に
つ
い
て
は
か
つ
て
本
誌
上
で
論
じ
た
こ
と
が
あ

　
＾
π
）

る
が
、
今
一
度
要
約
す
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
の

諸
寺
は
今
よ
り
以
後
国
の
大
寺
で
あ
る
二
三
を
除
い
て
、
そ
の
ほ
か
は
官
司
が

治
め
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
食
封
を
所
有
し
て
い
る
寺
は
三
〇
年
間
は
官
司

が
治
め
て
も
よ
い
が
、
三
〇
年
を
す
ぎ
る
と
治
め
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
天
武
九
年
当
時
の
全
国
の
諸
寺
を
、
A
国
の
大
寺
二
三
、
B

有
封
寺
、
C
一
般
寺
院
（
A
B
を
除
く
）
の
三
種
に
選
別
し
、
官
司
が
治
め
る

寺
は
A
の
国
の
大
寺
≡
二
だ
け
で
、
B
の
有
封
寺
は
三
〇
年
を
限
っ
て
、
C
の

一
般
寺
院
は
官
司
が
治
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
勅
が
い
う
官
司
が
治

め
る
と
い
う
の
は
B
の
有
封
寺
で
は
っ
き
り
す
る
が
、
律
令
国
家
が
寺
院
の
管

理
・
運
営
の
た
め
の
経
済
的
援
助
を
保
障
す
る
こ
と
で
、
換
言
す
れ
ば
A
の
国

の
大
寺
二
三
は
こ
の
勅
が
有
効
で
あ
る
か
ぎ
り
、
律
令
国
家
が
経
済
的
援
助
を

保
障
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
律
令
制
に
お
け
る
国
家
官
寺
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　
こ
う
し
て
国
家
官
寺
と
な
っ
た
の
が
≡
二
の
大
寺
で
、
大
寺
は
勅
願
寺
の
こ

と
で
あ
る
か
ら
当
時
の
二
三
の
勅
願
寺
が
律
令
制
に
お
け
る
国
家
官
寺
に
昇
格

認
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
勅
の
下
っ
た
天
武
九
年
四
月
の
時
点

で
、
勅
願
寺
は
大
官
大
寺
と
川
原
寺
の
二
つ
し
か
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
『
日

八
四

本
書
紀
』
に
二
三
と
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
勅
の
下
さ
れ
た
七
か
月
後
の

天
武
九
年
一
一
月
に
天
武
天
皇
に
よ
っ
て
発
願
さ
れ
た
薬
師
寺
が
、
勅
願
寺
と

し
て
造
営
さ
れ
た
こ
と
を
承
知
し
て
い
た
『
日
本
書
紀
』
の
編
者
の
先
取
り
的

な
潤
色
と
恩
わ
れ
る
。

　
次
に
B
の
有
封
寺
は
官
司
が
三
〇
年
間
治
め
、
三
〇
年
を
す
ぎ
れ
ば
官
司
は

治
め
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
な
が
ら
食
封
の
所
有
は
官
司
が
治
め

て
い
る
三
〇
年
間
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
っ
き
り
し
た
が
、
官

司
が
治
め
る
官
治
と
は
国
家
が
経
済
的
援
助
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
C
の
一
般
寺
院
は
国
家
か
ら
の
経
済
的
援
助
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な

る
。
天
武
政
権
は
こ
の
天
武
九
年
四
月
の
勅
の
ち
ょ
う
ど
一
年
前
の
天
武
八
年

（
六
七
九
）
四
月
に
次
の
よ
う
な
詔
を
発
し
て
い
た
。

夏
四
月
辛
亥
朔
乙
卯
、

加
々
之
、
可
。
除
々
之
。

詔
日
、
商
下
量
諸
有
。
食
封
一
寺
所
由
上
、

而
可
し

　
こ
の
詔
は
も
ろ
も
ろ
の
食
封
を
所
有
し
て
い
る
寺
の
理
由
を
調
べ
て
み
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

加
え
る
べ
き
な
ら
加
え
、
除
め
る
べ
き
な
ら
除
め
よ
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

早
速
に
こ
の
詔
が
適
用
さ
れ
た
の
が
法
隆
寺
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
『
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
岨
）

財
帳
』
に
よ
る
と
こ
の
天
武
八
年
の
時
点
で
法
隆
寺
に
は
大
化
四
年
（
六
四

八
）
施
入
の
食
封
三
百
戸
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
天
武
八
年
に
停
止
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
大
化
四
年
施
入
の
食
封
三
百
戸
は
天
武
八
年
で
三
〇
年
を
経
過

し
て
三
一
年
目
に
入
っ
て
い
た
が
、
こ
の
食
封
三
百
戸
は
天
武
政
権
か
ら



「
可
・
除
々
之
」
と
判
断
さ
れ
、
停
止
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
当
時
法
隆
寺
は
天
智
九
年
の
伽
藍
焼
失
後
の
再
建
工
事
を
実
施
中
で
、
そ
の

財
政
基
盤
と
も
い
え
る
食
封
三
百
戸
の
停
止
は
大
き
な
痛
手
で
あ
っ
た
。
そ
の

よ
う
な
寺
院
に
さ
え
も
、
い
や
そ
の
よ
う
な
寺
院
だ
か
ら
こ
そ
、
情
け
容
赦
な

く
政
策
を
断
行
し
た
と
こ
ろ
に
、
天
武
政
権
の
行
革
、
つ
ま
り
律
令
体
制
確
立

の
た
め
の
財
政
建
て
直
し
に
か
け
る
決
意
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
法

隆
寺
の
よ
う
な
再
建
中
の
寺
院
に
対
す
る
食
封
停
止
こ
そ
、
諸
寺
に
対
し
て
政

権
の
厳
し
い
態
度
を
見
せ
つ
け
る
ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
で
、
権
力
は
一
寺
院

の
都
合
な
ど
構
う
こ
と
な
く
、
逆
に
そ
れ
を
政
策
遂
行
の
た
め
に
利
用
す
る
ほ

ど
強
か
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
天
武
政
権
は
こ
の
法
隆
寺
の
食
封
停
止
の
例
か

ら
、
翌
天
武
九
年
四
月
の
勅
で
有
封
寺
の
食
封
所
有
年
限
を
三
〇
年
に
限
定
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
天
武
八
年
当
時
法
隆
寺
は
再
建
中
で
、
私
見
に
よ
る
と

再
建
工
事
の
第
一
弾
と
し
て
手
懸
け
て
い
た
金
堂
が
よ
う
や
く
完
成
す
る
こ
ろ

　
　
　
＾
㎎
）

で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
食
封
三
百
戸
が
停
止
さ
れ
た
た
め
、
法
隆
寺

は
財
政
的
に
き
わ
め
て
苦
し
い
状
態
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
紹
介
し
た

よ
う
に
大
西
修
也
氏
は
、
皇
室
も
し
く
は
国
家
に
法
隆
寺
再
建
の
財
政
的
援
助

を
求
め
る
た
め
に
、
法
隆
寺
が
当
初
か
ら
勅
願
寺
で
あ
っ
た
と
い
・
つ
薬
師
銘
を

作
文
し
た
と
い
う
が
、
現
実
は
援
助
を
引
き
出
す
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
所
有
し
て

い
た
食
封
三
百
戸
を
停
止
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
経
済
的
苦
境
に
陥
っ
た
法
隆
寺
に
、
さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け

た
の
が
翌
天
武
九
年
四
月
の
勅
で
あ
る
。
こ
の
勅
は
諸
寺
の
選
別
を
し
た
も
の

　
　
　
　
　
　
法
隆
寺
の
再
建
と
二
つ
の
本
尊

で
、
律
令
体
制
が
つ
づ
く
か
ぎ
り
経
済
的
に
保
障
さ
れ
る
国
家
官
寺
に
、
法
隆

寺
が
列
せ
ら
れ
る
途
は
完
全
に
閉
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
国
家
官
寺

と
し
て
認
知
さ
れ
た
の
は
天
皇
発
願
の
勅
願
寺
だ
け
で
、
唯
一
の
例
外
寺
院
が

飛
鳥
寺
で
あ
っ
た
。
勅
に
よ
る
と
、
飛
烏
寺
は
官
治
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な

い
が
、
も
と
よ
り
大
寺
と
し
て
治
め
て
き
た
。
ま
た
大
化
の
ク
ー
デ
タ
ー
や
壬
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申
の
乱
の
と
き
、
天
武
天
皇
は
飛
鳥
寺
に
助
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
官
治

の
例
、
つ
ま
り
国
家
官
寺
と
し
て
昇
格
認
知
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
飛
鳥
寺

は
わ
が
国
第
一
号
の
本
格
伽
藍
の
寺
院
と
し
て
推
古
朝
に
完
成
し
て
以
来
、
仏

教
興
隆
の
拠
点
と
し
て
わ
が
仏
教
界
に
君
臨
し
て
き
た
が
、
大
化
の
ク
ー
デ

タ
ー
で
檀
越
の
蘇
我
氏
が
滅
ぶ
と
、
改
新
政
府
が
蘇
我
氏
に
代
っ
て
治
め
て
き

た
た
め
、
飛
鳥
寺
の
地
位
は
建
立
以
来
変
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
飛

鳥
寺
を
め
ぐ
る
歴
史
的
背
景
が
、
天
武
九
年
の
勅
で
飛
鳥
寺
を
永
年
に
わ
た
っ

て
経
済
的
援
助
を
与
え
つ
づ
け
る
国
家
官
寺
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
法
隆
寺
が
皇
室
・
国
家
か
ら
経
済
的
援
助
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
計
画
は
，

こ
の
飛
鳥
寺
が
手
本
と
な
っ
て
い
た
。
法
隆
寺
と
同
じ
く
も
と
も
と
勅
願
寺
で

な
か
っ
た
飛
鳥
寺
が
勅
願
寺
と
し
て
官
司
が
治
め
て
き
た
の
は
大
化
の
ク
ー
デ

タ
ー
以
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
飛
鳥
寺
は
大
化
以
降
除
々
に
当
初
か
ら
勅
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
1
）

寺
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
創
立
縁
起
を
つ
く
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
法
隆
寺
も
飛

鳥
寺
に
倣
う
べ
く
、
ま
ず
当
初
か
ら
勅
願
寺
で
、
本
尊
は
薬
師
像
で
あ
っ
た
と

い
う
創
立
縁
起
を
握
造
し
、
飛
鳥
仏
の
光
背
裏
面
に
陰
刻
し
た
の
で
あ
る
。
大

西
氏
に
よ
る
と
、
飛
鳥
寺
の
縁
起
内
容
を
上
ま
わ
る
内
容
の
薬
師
銘
が
書
か
れ
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た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
天
武
九
年
四
月
の
勅
を
見
る
か
ぎ
り
、
こ
う
し
た
法
隆

寺
の
目
録
見
は
失
敗
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。
勅
願
寺
以
外
で
国
家
官
寺
に
列
せ

ら
れ
た
の
は
飛
鳥
寺
だ
け
で
あ
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
飛
鳥
寺
が
国
家
官
寺
の

例
に
入
っ
た
の
は
そ
れ
ま
で
勅
願
寺
の
扱
い
を
う
け
て
き
た
か
ら
だ
と
勅
は
述

べ
て
い
る
か
ら
、
法
隆
寺
が
当
初
か
ら
勅
願
寺
で
あ
っ
た
と
主
張
し
よ
う
と
し

た
こ
と
自
体
は
け
っ
し
て
間
違
い
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
勅
は
さ
ら
に
飛

鳥
寺
が
「
復
嘗
有
功
」
と
、
大
化
の
ク
ー
デ
タ
ー
の
と
き
と
壬
申
の
乱
の
と
き

に
天
武
天
皇
は
飛
鳥
寺
に
助
け
ら
れ
た
た
め
飛
鳥
寺
を
官
寺
の
例
に
入
れ
た
の

だ
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
天
武
天
皇
が
飛
鳥
寺
に
助
け
ら
れ

た
と
い
う
よ
う
な
関
係
が
、
天
武
天
皇
と
法
隆
寺
の
間
に
は
な
か
っ
た
。
だ
か

ら
、
法
隆
寺
が
当
初
か
ら
勅
願
寺
で
あ
っ
た
と
い
く
ら
主
張
し
て
も
、
飛
鳥
寺

の
ご
と
く
国
家
官
寺
に
列
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
再
建
法
隆
寺
は
天
武
八
年
の
詔
に
よ
っ
て
食
封
三
百
戸
を
停

止
さ
れ
て
有
封
寺
で
は
な
く
な
り
、
さ
ら
に
翌
天
武
九
年
の
勅
に
よ
っ
て
国
家

官
寺
に
列
せ
ら
れ
る
途
も
完
全
に
閉
さ
れ
、
今
や
律
令
国
家
が
経
済
的
援
助
を

一
切
与
え
な
い
一
般
寺
院
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
法
隆
寺
は
再
建
途
中
で
、
ま
さ
に
危
機
的
状
態
に
瀕
し
て
い
た
。
天

武
政
権
の
律
令
体
制
確
立
は
諸
寺
の
序
列
化
を
促
進
す
る
こ
と
と
な
り
、
法
隆

寺
は
国
家
官
寺
ど
こ
ろ
か
、
律
令
体
制
に
お
け
る
上
格
寺
院
か
ら
も
弾
き
出
さ

れ
る
可
能
性
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
目
下
の
最
大
課
題
で
あ
る
再
建
事
業
遂

行
の
た
め
の
方
策
が
種
々
講
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

四
、
律
令
体
制
の
確
立
と
太
子
信
仰
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天
武
八
年
四
月
の
諸
寺
の
食
封
の
整
理
を
促
す
詔
と
、
翌
天
武
九
年
四
月

の
諾
寺
の
序
列
化
を
断
行
し
た
勅
の
た
め
に
、
法
隆
寺
の
再
建
資
金
を
皇
室
・

国
家
に
求
め
よ
う
と
し
た
目
録
見
は
失
敗
に
終
っ
た
。
大
西
氏
の
言
を
借
り
る

な
ら
飛
鳥
寺
の
縁
起
を
上
ま
わ
る
薬
師
銘
を
作
文
し
、
し
か
も
飛
鳥
仏
の
光
背

裏
面
に
陰
刻
し
、
そ
の
仏
像
つ
ま
り
現
薬
師
像
を
法
隆
寺
の
根
本
本
尊
に
つ
く

り
上
げ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
律
令
体
制
に
お
け
る
最
高
位
の
国
家
官
寺
に
列

す
る
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
律
令
体
制
が
確
立
し
て
い

く
七
世
紀
後
半
と
い
う
社
会
情
勢
の
中
で
、
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
再
建
事
業
は

頓
坐
す
る
し
、
さ
す
れ
ば
太
子
発
願
寺
院
と
い
う
伝
統
も
消
え
か
ね
な
い
。
お

そ
ら
く
、
再
建
中
の
天
武
八
・
九
年
こ
ろ
の
法
隆
寺
で
は
寺
僧
た
ち
が
、
再
建

事
業
完
遂
の
た
め
の
方
策
を
種
々
講
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
先
述
の
ご
と
く
、
法
隆
寺
は
律
令
体
制
が
確
立
し
て
い
く
中
、
そ
の
最
高
位

の
国
家
官
寺
は
お
ろ
か
、
次
な
る
有
封
寺
で
も
な
く
な
り
、
今
や
律
令
体
制
に

お
け
る
上
格
の
寺
院
か
ら
弾
き
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
問
の
事
情
を

寺
僧
た
ち
が
正
確
に
把
握
し
て
い
れ
ば
、
当
時
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
律
令
体
制

こ
そ
法
隆
寺
の
再
建
事
業
を
阻
む
も
の
で
あ
り
、
法
隆
寺
の
対
極
に
存
す
る
寺

院
が
国
家
官
寺
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
法
隆
寺

が
為
す
べ
き
こ
と
と
い
え
ば
、
律
令
体
制
そ
の
も
の
を
否
定
で
き
な
い
か
ぎ
り
、

あ
く
ま
で
律
令
体
制
の
枠
組
の
中
で
そ
の
象
徴
た
る
国
家
官
寺
に
対
し
積
極
的



に
対
抗
す
る
こ
と
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
そ
の
後
の
法
隆
寺
千
三
百
年
の
歴
史
か
ら
判
断
す
る
と
、
寺
僧
た
ち
が
講
じ

た
最
良
の
方
策
は
、
法
隆
寺
を
太
子
信
仰
の
寺
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
法
隆
寺
は
太
子
発
願
寺
院
か
ら
太
子
信
仰
の
寺
へ
と
大
き
く
旋
回
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
太
子
信
仰
の
成
立
に
つ
い
て
は
古
代
仏
教
史
上
重
要
な
問
題
で
、

そ
れ
故
先
学
も
多
く
の
見
解
を
発
表
し
て
き
た
が
、
そ
の
成
立
時
期
に
つ
い
て

は
七
世
紀
末
の
天
武
靭
ご
ろ
と
す
る
も
の
が
多
く
、
今
述
べ
て
き
た
よ
う
に
私

も
天
武
朝
ご
ろ
と
考
え
て
い
る
。
太
子
信
仰
と
い
う
と
太
子
の
講
経
説
話
や
七

寺
建
立
説
話
が
有
名
で
、
と
も
に
『
法
王
帝
説
』
や
『
資
財
帳
』
に
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
説
話
は
法
隆
寺
の
僧
た
ち
に
よ
っ
て
法

隆
寺
内
で
書
か
れ
た
可
能
性
が
強
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
太
子
信

仰
が
天
武
朝
ご
ろ
ど
の
よ
う
に
し
て
生
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
私

見
は
先
学
の
見
解
と
異
な
る
。

　
前
稿
で
私
は
太
子
信
仰
の
成
立
に
つ
い
て
以
下
の
ご
と
く
述
べ
た
。
七
世
紀

後
半
の
仏
教
㎜
介
の
変
動
、
す
な
わ
ち
飛
鳥
時
代
の
蘇
我
氏
や
聖
徳
太
子
の
よ
う

な
有
力
者
や
仏
教
帰
依
者
が
発
願
し
た
飛
鳥
寺
や
法
隆
寺
の
よ
う
な
寺
院
と
は

異
な
る
、
つ
ま
り
天
皇
発
願
の
百
済
大
寺
や
川
原
寺
の
よ
う
な
勅
願
寺
が
出
現

し
た
が
、
最
高
権
力
者
た
る
天
皇
の
発
願
し
た
勅
願
寺
は
仏
教
界
の
主
役
と
な

り
、
新
様
式
の
唐
美
術
を
わ
が
国
で
最
初
に
実
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
や
が

て
勅
願
寺
は
律
令
体
制
の
整
備
と
と
も
に
国
家
官
寺
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な

時
代
の
趨
勢
の
中
で
、
単
に
太
子
発
願
寺
院
と
い
う
だ
け
で
は
そ
の
存
在
価
値

法
隆
寺
の
再
建
と
二
つ
の
本
尊

が
薄
れ
て
き
た
法
隆
寺
が
、
天
智
九
年
の
焼
失
、
そ
れ
に
つ
づ
く
再
建
を
機
に
、

積
極
的
に
国
家
官
寺
に
対
抗
す
る
た
め
の
方
策
、
す
な
わ
ち
法
隆
寺
が
太
子
信

仰
の
寺
で
あ
る
こ
と
を
講
じ
た
の
だ
と
論
じ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
太
子
信
仰
成
立
の
経
緯
に
関
す
る
趣
旨
は
も
ち
ろ
ん
今
も
変
ら

な
い
が
、
本
稿
で
は
太
子
信
仰
成
立
の
直
接
の
引
き
金
と
な
っ
た
も
の
が
律
令

体
制
の
確
立
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
天
武
八
年
の
諸
寺
の

食
封
の
整
理
を
命
じ
た
詔
と
、
翌
天
武
九
年
の
諸
寺
の
序
列
を
断
行
し
た
勅
に

よ
っ
て
、
再
建
中
の
法
隆
寺
は
食
封
を
停
止
さ
れ
、
国
家
官
寺
と
な
る
途
を
完

全
に
閉
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
私
は
こ
の
こ
と
が
法
隆
寺
を
し
て
太
子
信
仰
の

寺
へ
脱
皮
さ
せ
た
と
解
し
た
の
で
あ
る
。
律
令
体
制
の
象
徴
た
る
国
家
官
寺
に

対
し
て
、
律
令
体
制
と
い
う
枠
組
の
中
で
対
抗
す
る
た
め
に
は
太
子
発
願
寺
院

と
い
う
特
別
な
歴
史
を
も
つ
法
隆
寺
に
と
っ
て
、
太
子
信
仰
を
標
傍
す
る
こ
と

こ
そ
、
も
っ
と
も
実
現
可
能
な
方
策
で
あ
っ
た
。

　
再
建
法
隆
寺
が
太
子
発
願
寺
院
か
ら
太
子
信
仰
の
寺
へ
の
変
貌
を
模
索
し
て

い
た
こ
ろ
、
そ
の
た
め
の
歴
史
背
景
は
す
で
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
。
と
い
う
の

も
、
皇
極
二
年
の
入
鹿
に
よ
る
斑
鳩
宮
焼
討
と
法
隆
寺
に
お
け
る
山
背
大
兄
王

の
自
経
、
さ
ら
に
天
智
九
年
の
法
隆
寺
の
焼
失
は
、
聖
徳
太
子
に
ま
つ
わ
る
悲

劇
が
あ
た
か
も
頂
点
に
達
し
た
か
の
様
相
を
呈
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
斑
鳩

宮
に
つ
づ
い
て
法
隆
寺
ま
で
が
灰
燧
に
帰
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
聖
徳
太
子
と

い
う
推
古
朝
の
傑
出
し
た
一
知
識
人
を
歴
史
の
彼
方
に
追
い
や
る
の
に
充
分
で

あ
っ
た
。
い
い
か
え
れ
ば
法
隆
寺
の
焼
失
は
聖
徳
太
子
の
文
化
遺
産
の
消
滅
で

も
あ
っ
た
。
法
隆
寺
の
僧
侶
た
ち
は
太
子
の
文
化
遺
産
を
再
興
す
る
こ
と
が
使
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命
で
あ
り
、
存
在
理
由
で
も
あ
っ
た
た
め
、
皇
室
・
国
家
か
ら
再
建
費
用
の
援

助
を
求
め
る
べ
く
薬
師
銘
を
作
文
し
た
が
、
先
述
の
よ
う
に
金
堂
が
完
成
す
る

こ
ろ
、
律
令
体
制
確
立
の
遊
り
を
受
け
、
食
封
は
停
止
さ
れ
、
国
家
官
寺
へ
の

昇
格
も
完
全
に
閉
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
法
隆
寺
僧
た
ち
は
律
令
体
制
の
枠
組
中
に
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
に

頼
る
こ
と
な
く
、
か
つ
諸
寺
の
最
高
位
に
存
す
る
国
家
官
寺
に
対
抗
す
る
方
策
■

と
し
て
、
法
隆
寺
が
太
子
発
願
寺
院
か
ら
太
子
信
仰
の
寺
へ
変
貌
・
再
生
す
る

途
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
律
令
国
家
か
ら
再
建
資
金
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
以
上
、
自
己
資
金
を
調
達
す
る
以
外
有
効
な
方
法
は
あ
る
ま
い
。
お
そ
ら
く

再
建
事
業
遂
行
の
た
め
悲
劇
の
主
た
る
聖
徳
太
子
が
最
大
限
利
用
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
再
建
中
の
法
隆
寺
は
太
子
発
願
寺
院
か
ら

太
子
信
仰
の
寺
へ
変
貌
し
、
再
建
事
業
遂
行
の
資
金
を
あ
つ
め
る
こ
と
に
成
功

し
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
再
建
工
事
の
第
一
弾
と
し
て
金
堂
が
完
成
す
る
こ
ろ
、
法
隆
寺

は
太
子
信
仰
の
寺
へ
変
貌
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
再
建
事
業
が
開
始
さ
れ
た

こ
ろ
そ
の
金
堂
に
は
法
隆
寺
が
当
初
よ
り
勅
願
寺
で
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る

．
た
め
の
証
拠
品
た
る
薬
師
像
を
、
本
尊
と
し
て
安
置
す
べ
く
計
画
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
天
武
九
年
の
勅
に
よ
っ
て
勅
願
寺
で
あ
っ
た
こ
と
を
主

張
す
る
薬
師
像
は
も
は
や
必
要
で
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
太
子
信
仰
の
寺
を
標

傍
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
本
尊
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
本
尊

の
釈
迦
三
尊
像
で
あ
っ
た
。
釈
迦
三
尊
像
は
そ
の
光
背
銘
に
よ
る
と
、
聖
徳
太

子
の
病
気
平
癒
の
た
め
に
太
子
等
身
の
釈
迦
像
が
発
願
さ
れ
た
が
、
太
子
が
藷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

去
し
た
の
で
浄
土
往
生
を
願
っ
て
完
成
さ
せ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
て
、
坐
高

八
七
・
五
セ
ン
チ
と
い
う
大
き
さ
は
た
し
か
に
太
子
の
等
身
像
と
し
て
つ
く
ら

れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
法
隆
寺
が
太
子
信
仰
の
寺
へ
脱
皮
し
よ

う
と
し
て
い
た
と
き
、
寺
僧
た
ち
は
こ
の
釈
迦
三
尊
像
を
新
生
法
隆
寺
の
本
尊

に
選
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
釈
迦
三
尊
像
は
発
未
年
（
推
古
三
一
年
・
六
二
三
）

に
完
成
後
ど
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
斑
鳩
宮
内
の
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

堂
に
置
か
れ
て
い
た
と
も
、
法
隆
寺
内
に
置
か
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、

前
者
の
場
合
な
ら
皇
極
二
年
の
焼
討
の
と
き
に
、
ま
た
後
者
で
あ
れ
ば
天
智
九

年
の
法
隆
寺
焼
失
の
と
き
に
も
無
事
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
釈
迦
三
尊
像
は
太
子
信
仰
の
寺
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
っ

た
再
建
法
隆
寺
の
本
尊
と
な
り
、
金
堂
内
陣
の
中
央
の
間
に
安
置
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
本
尊
の
東
隣
り
の
束
の
間
に
は
す
で
に
出
番
の
な
く
な
っ
た
握
造
銘
文

を
陰
刻
し
た
薬
師
像
を
据
え
る
こ
と
に
し
た
。
西
の
間
に
も
東
の
薬
師
像
に
対

応
す
る
仏
像
の
安
置
が
計
画
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
天
平
一
九
年
の
『
資
財

帳
』
に
は
そ
れ
ら
し
き
仏
像
の
記
述
が
な
く
、
再
建
直
後
の
金
堂
西
の
間
に
つ

い
て
は
不
明
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
の
ほ
か
内
陣
内
に
は
四
天
王
像
や

玉
虫
厨
子
・
橘
夫
人
厨
子
等
が
置
か
れ
て
い
て
、
金
堂
内
は
さ
な
が
ら
美
術

館
・
博
物
館
の
趣
き
を
呈
し
て
い
た
。
笠
井
昌
昭
氏
は
、
法
隆
寺
に
は
他
の
寺

か
ら
移
さ
れ
て
き
た
仏
像
の
多
い
こ
と
に
関
し
て
、
再
建
法
隆
寺
は
い
わ
ば
聖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
鴉
〕

徳
太
子
記
念
館
と
で
も
い
う
べ
き
性
格
の
も
の
と
い
う
。

　
こ
れ
は
聖
徳
太
子
時
代
の
文
物
、
つ
ま
り
太
子
の
文
化
遺
産
の
再
興
で
あ
っ

て
、
再
建
法
隆
寺
は
積
極
的
に
太
子
時
代
あ
る
い
は
太
子
関
係
の
文
物
を
あ
つ



め
て
、
再
建
法
隆
寺
を
太
子
信
仰
の
寺
へ
と
変
貌
さ
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
太
子
信
仰
の
推
進
者
は
法
隆
寺
、
す
な
わ
ち
法
隆
寺
僧
を
お

い
て
ほ
か
に
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

む
す
び

　
聖
徳
太
子
発
願
の
法
隆
寺
は
天
智
九
年
四
月
に
全
焼
し
た
が
、
太
子
の
フ
ァ

ミ
リ
ー
と
も
い
う
べ
き
山
背
大
兄
の
上
宮
王
家
は
皇
極
二
年
に
入
鹿
の
た
め
に

滅
亡
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、
焼
失
時
の
法
隆
寺
に
と
っ
て
経
済
的
な
後
ろ
楯
に

な
る
植
越
は
な
く
、
寺
僧
た
ち
は
再
建
事
業
を
完
遂
す
る
た
め
の
有
効
な
る
手

段
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
再
建
の
経
済
的
援
助
を
皇

室
と
国
家
に
求
め
る
た
め
に
、
法
隆
寺
が
当
初
か
ら
勅
願
寺
で
あ
っ
た
と
い
う

薬
師
銘
を
作
文
し
、
飛
鳥
仏
の
光
背
裏
面
に
陰
刻
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
計
画
は
天
武
八
年
の
諸
寺
の
食
封
の
整
理
を
命
ず
る

詔
と
翌
天
武
九
年
の
諸
寺
の
序
列
化
を
断
行
し
た
勅
に
よ
っ
て
失
敗
に
終
っ
た
。

つ
ま
り
、
法
隆
寺
は
七
世
紀
後
半
の
律
令
体
制
が
確
立
し
て
い
く
中
、
天
武
八

年
の
詔
に
よ
っ
て
食
封
を
停
止
さ
れ
、
天
武
九
年
の
勅
に
よ
っ
て
国
家
官
寺
に

な
る
途
を
完
全
に
閉
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
再
建
法
隆
寺
は
律
令
体
制
確
立
の
避

り
を
う
け
た
と
も
い
え
な
く
は
な
い
が
、
律
令
体
制
の
象
徴
た
る
国
家
官
寺
に

対
し
て
、
律
令
制
と
い
う
枠
組
の
中
で
対
抗
す
る
た
め
に
、
法
隆
寺
僧
た
ち
が

講
じ
た
方
策
が
法
隆
寺
を
太
子
発
願
寺
院
か
ら
太
子
信
仰
の
寺
へ
変
貌
さ
せ
る

こ
と
で
あ
っ
た
。法

隆
寺
の
再
建
と
二
つ
の
本
尊

　
そ
の
後
の
法
隆
寺
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
法
隆
寺
を
太
子
信
仰
の
寺
へ
転

回
さ
せ
た
こ
と
は
大
成
功
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
七
世
紀
後
半
の
国
家
官
寺
は

そ
の
後
の
歴
史
に
翻
弄
さ
れ
て
き
た
が
、
一
人
法
隆
寺
は
そ
の
後
大
き
な
火
災

に
あ
う
こ
と
も
な
く
、
逆
に
周
り
の
寺
院
が
廃
絶
す
る
と
寺
宝
は
自
ず
と
法
隆

寺
に
あ
つ
ま
り
、
ま
た
各
時
代
に
わ
た
っ
て
聖
徳
太
子
関
連
の
美
術
が
つ
く
ら

れ
、
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
法
隆
寺
を
太
子
信
仰
の
メ
ッ
カ
と
し
た
こ

と
が
、
法
隆
寺
繁
栄
の
活
力
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

＾
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）65987

註　
拙
稿
「
再
建
法
隆
寺
と
釈
迦
三
尊
像
－
－
太
子
信
仰
の
成
立
」
（
『
佛
教
襲
術
』
二
二

四
　
平
成
八
年
）
。

　
北
畠
治
房
の
法
隆
寺
二
寺
説
は
刊
行
物
に
発
表
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
多
く
の
人
が

知
り
得
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
北
畠
が
明
治
三
三
年
に
記
し
た
自
筆
本
を

発
見
し
た
家
永
三
郎
氏
が
そ
の
後
紹
介
し
て
い
る
（
『
建
築
史
』
二
－
三
　
昭
和
一
五

年
）
。

　
小
野
玄
妙
「
法
隆
寺
堂
塔
造
建
年
代
私
考
」
（
『
仏
書
研
究
』
＝
二
－
四
七
　
大
正
六

－
七
年
）
。

　
喜
田
貞
吉
「
神
社
寺
院
の
建
築
と
住
宅
建
築
・
下
」
（
『
歴
史
地
理
』
四
六
－
一
　
大

正
一
四
年
）
。

　
関
野
貞
「
日
本
建
築
史
」
＾
『
ア
ル
ス
大
建
築
講
座
L
所
収
　
ア
ル
ス
　
昭
和
二
年
）
。

　
秋
山
義
一
「
斑
鳩
寺
・
法
隆
学
問
寺
別
寺
説
に
就
い
て
の
考
察
」
（
『
史
学
雑
誌
二
二

八
－
一
一
　
昭
和
二
年
）
。

　
宍
彗
－
老
岸
耳
｝
‘
庄
〇
三
餉
＝
争
O
旦
富
巨
斤
，
－
暑
彗
＾
H
⑩
N
O
）
1

　
福
山
敏
男
「
法
隆
寺
問
題
管
見
」
（
『
東
洋
美
術
』
一
九
　
昭
和
八
年
）
。

　
福
山
敏
男
「
法
隆
寺
の
金
石
文
に
関
す
る
二
三
の
問
題
」
（
『
夢
殿
』
二
二
　
昭
和
一

〇
年
）
。

八
九



＾
1
0
）
　
拙
稿
「
釈
迦
像
と
薬
師
像
は
ど
ち
ら
が
先
か
」
（
拙
編
著
『
寧
楽
美
術
の
争
点
L
所

　
　
収
　
グ
ラ
フ
祉
　
昭
和
五
九
年
）
。

（
1
1
）
禰
山
前
掲
論
文
一
誰
9
参
照
）
。

＾
1
2
）
　
井
上
光
貰
『
日
本
の
歴
史
』
一
　
中
央
公
論
祉
　
昭
和
四
〇
年
。

（
1
3
一
　
田
村
㎜
澄
「
百
済
・
新
羅
仏
教
と
飛
鳥
仏
教
」
（
『
韓
』
二
　
昭
和
四
七
年
）
。

一
M
）
　
拙
稿
「
大
寺
考
」
一
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
一
■
三
分
冊
　
平

　
　
成
八
年
一
。

一
1
5
）
　
大
西
修
也
「
再
建
法
隆
寺
と
薬
師
銘
成
立
の
過
程
」
（
『
佛
教
墾
術
』
二
三
二
　
昭
和

　
　
五
五
年
）
。

（
1
6
）
　
拙
稿
「
勅
願
寺
と
国
家
官
寺
の
造
営
細
織
」
（
『
佛
教
襲
術
』
二
二
二
　
平
成
七
年
）
。

　
　
拙
稿
「
白
鳳
彫
刻
論
」
一
『
佛
教
襲
術
』
二
二
三
　
平
成
七
年
）
。

（
1
7
）
　
前
掲
拙
柵
（
誰
M
参
照
一
。

（
1
8
）
　
『
資
鮒
帳
』
に
は
「
大
化
三
年
歳
次
戊
中
」
に
食
封
施
入
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
大

　
　
化
三
年
の
干
支
は
「
丁
未
」
で
あ
っ
て
「
戊
中
」
で
は
な
い
。
千
支
を
正
と
す
る
と
、

　
　
「
戊
中
」
は
「
大
化
四
年
」
と
な
る
。

（
1
9
）
　
前
掲
拙
稿
（
註
－
参
照
）
。

（
2
0
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
日
本
書
紀
　
下
』
（
岩
波
書
店
　
昭
和
四
〇
年
）
天
武
天

　
　
皇
九
年
四
月
是
月
条
の
頭
誰
u
。

＾
2
1
一
　
飛
鳥
寺
の
縁
起
が
除
々
に
天
皇
発
願
へ
と
変
貌
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
飛

　
　
鳥
寺
の
創
立
に
閑
す
る
間
題
」
（
『
佛
教
襲
術
』
一
〇
七
　
昭
和
五
一
年
）
を
参
照
さ
れ

　
　
た
い
。

（
2
2
）
　
釈
迦
三
尊
は
坐
初
斑
協
宮
に
安
置
さ
れ
た
と
い
う
の
は
鈴
木
嘉
吉
氏
で
、
法
隆
寺
内

　
　
の
釈
迦
堂
（
現
金
堂
）
に
置
か
れ
て
い
た
と
し
た
の
は
足
立
康
氏
で
あ
っ
た
。
鈴
木

　
　
「
法
隆
寺
金
堂
と
斑
鳩
宮
」
（
『
伊
珂
留
我
L
六
　
昭
和
六
一
年
）
。
足
立
『
法
隆
寺
再
建

　
　
非
再
建
論
争
史
』
龍
吟
社
　
昭
和
一
六
年
）
。

（
2
3
）
　
笠
井
昌
昭
「
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
光
北
H
並
び
に
光
背
銘
に
つ
い
て
」
＾
『
佛
教
婆

　
　
術
』
一
八
九
　
平
成
二
年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
九
七
年
九
月
二
十
九
日
稿
）

付
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇

本
稿
は
、
一
九
九
六
年
度
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
の
一
部
と
し
て
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
。


