
第十一章古代＠中世の文化財

温泉寺縁起（京都国立博物館蔵）

第一節古代・中世の美術

第二節古代・中世の建築

第三節遺跡



第
一
節

古
代
・
中
世
の
美
術

奈
良
・
平
安
時
代
の
美
術

平
安
時
代

以
前

六
甲
山
麓
が
明
石
海
峡
か
ら
大
阪
湾
へ
と
続
く
な
だ
ら
か
な
海
浜
丘
睦
地
帯
に
位
中
一
蹴
す
る
神
戸
は
、
穏
や
か
な

瀬
戸
内
海
気
候
と
豊
か
な
山
海
の
恵
み
に
よ
っ
て
、
住
み
よ
い
環
境
に
あ
っ
た
た
め
、
太
古
よ
り
多
く
の
人
々

が
生
活
し
て
い
た
。
住
居
跡
や
古
墳
が
多
く
、
し
か
も
そ
こ
に
は
豊
か
さ
や
権
力
を
示
す
様
々
な
遺
跡
や
出
土
遺
品
が
発
見
さ

れ
て
い
る
。
す
で
に
旧
石
器
時
代
に
は
人
跡
が
認
め
ら
れ
る
が
、
縄
文
時
代
に
入
り
、
次
第
に
縄
文
土
器
な
ど
の
生
活
の
た
め

の
造
作
物
が
多
く
な
る
。
や
が
て
弥
生
時
代
に
な
っ
て
稲
作
農
耕
が
伝
え
ら
れ
る
と
、

そ
こ
に
日
常
生
活
を
越
え
た
社
会
を
象

徴
す
る
造
形
物
が
作
ら
れ
た
。
芸
術
的
な
人
間
の
営
み
が
芽
生
え
て
き
た
。

四
摂
の
六
甲
山
麓
に
は
い
わ
ゆ
る
銅
鐸
の
出
土
が
き
わ
め
て
多
く
、
し
か
も
美
術
的
に
興
味
深
い
文
様
や
絵
画
表
現
を
伴
つ

た
も
の
が
あ
る
。
銅
鐸
は
畿
内
に
そ
の
出
土
例
が
集
中
し
て
い
る
が
、
六
甲
山
麓
の
銅
鐸
は
中
で
も
美
術
的
に
興
味
深
い
。
既

に
『
新
修
神
戸
市
史

歴
史
編
I

自
然
・
考
古
』
に
詳
説
さ
れ
て
い
る
。

上
旬
ぜ
こ
刀
口
口
一
一
一
s
「
1
U
4
二

「

バ沖
1
1
t
H
M
壬
γ
一
一
一
一
」
ノ
ノ
r
f

九
六
朗
）
に
発
見
さ
れ
た
灘
区
桜
ケ
丘
出
土
の
銅
鐸

四
個
は
、
出
土
状
況
が
明
確
で
、
し
か
も
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翻
々
の
銅
鐸
に
表
さ
れ
て
い
る
文
様
や
絵
画
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
お
り
、
古
代
人
の
芸
術
を
窺
わ
せ
る
貴
重
な
発
見
で

号
鐸
と
二
号
鍔
と
は
銅
鐸

の
身
の
周
闘
を
巡
る
よ
う
に
、
あ
た
か
も
絵
巻
物
を
巻
き
付
け
た
よ
う
に
構
図
さ
れ
る
。
ま
た
四
号
鐸
と
五
号
鐸
と
は
袈
裟

た
す
き
も
ん

棒
文
に
仕
切
ら
れ
た
区
闘
の
中
に
そ
れ
ぞ
れ
一
場
面
ず
つ
の
絵
闘
が
表
現
さ
れ
る
。
こ
こ
で
具
象
的
で
、
し
か
も
説
話
性
の

あ
っ
た
。
中
で
も
一
号
鐸
・
二
号
鐸
・
四
号
鐸
・
五
号
鐸
に
絵
画
表
現
が
見
出
さ
れ
る
。
し
か
も

あ
る
絵
闘
を
描
く
場
合
の
主
な
構
図
法
で
あ
る
絵
巻
の
よ
う
な
横
に
連
続
す
る
流
走
式
と
、

い
わ
ゆ
る
漫
闘
の
よ
う
な
独
立
し

た
一
コ
マ
ず
つ
の
場
面
を
記
列
し
て
い
く
も
の
と
が
既
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

桜
ケ
丘
銅
鐸
に
は
狩
猟
や
農
耕
に
関
係
す
る
場
面
が
多
く
、
日
を
つ
く
と
こ
ろ
や
弓
矢
で
’
肢
を
射
る
と
こ
ろ
、
ま
た
縮
一
嘩
と

見
ら
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
当
時
の
生
活
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
面
が
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
は
鹿
・
ト
ン
ボ
・
亀
・
ト

カ
ゲ
・
蟹
・
蛙
・
鶴
な
ど
お
そ
ら
く
狩
猟
の
対
象
や
身
近
に
い
た
禽
獣
昆
虫
の
類
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
絵
画
表
現
の
内
容
に
つ
い
て
、
農
耕
讃
歌
と
す
る
も
の
、
ま
た
絵
文
字
で
あ
る
と
す
る
も
の
な
ど
、
様
々
な
説
が
あ
る
。

の
社
会
状
況
の
中
で
意
味
の
あ
る
場
聞
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

古代・ cjJ世の美術

や
が
て
古
墳
時
代
に
な
っ
て
多
く
の
古
墳
が
各
河
川
の
流
域
に
沿
っ
て
築
造
さ
れ
た
。
し
か
し
古
墳
か
ら
は
万
剣
な
ど
の
武

具
や
装
身
具
や
鏡
な
ど
の
副
葬
品
の
ほ
か
土
器
や
埴
輪
が
出
土
し
て
い
る
が
、
美
術
的
に
他
に
比
べ
て
特
徴
的
な
遺
品
は
少
な

し、。
本
格
的
な
美
術
工
芸
品
が
現
れ
る
の
は
や
は
り
仏
教
美
術
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
兵
庫
県
で
も
播

磨
地
方
は
平
く
か
ら
開
け
、
中
央
と
の
交
流
も
盛
ん
で
、
半
島
や
大
陸
か
ら
の
渡
来
人
も
定
着
し
て
い
た
。
ま
た
西
摂
の
尼
崎
・

第一節

伊
丹
・
芦
濯
な
ど
も
中
央
に
近
く
、
早
く
か
ら
仏
教
文
化
の
恵
み
に
浴
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
は
白
鳳
時
代
の
仏
教
寺

古代・ i:jJi±t歴史編H883 



院
跡
が
多
く
見
出
さ
れ
、
ま
た
文
献
に
も
法
隆
寺
な
ど
と
の
密
接
な
関
係
が
議
わ
れ
る
。
こ
と
に
播
磨
の
一
乗
寺
（
加
沼
市
）

や
鶴
林
寺
（
加
古
川
市
）
な
ど
に
は
白
鳳
時
代
の
し
か
も
朝
鮮
半
島
の
影
響
の
強
い
金
銅
仏
ゃ
、
中
央
で
の
制
作
に
な
る
と
思

た
飛
鳥
・
白
鳳
時
代
の
作
品
と
し
て
は
現
存
す
る
も
の
は
な
い
。

わ
れ
る
洗
練
さ
れ
た
仏
像
が
現
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
荘
の
神
戸
市
に
当
た
る
地
域
に
は
古
代
の
寺
院
跡
は
少
な
く
、
ま

や
が
て
奈
良
時
代
に
入
り
、

り
ゆ
っ
ぞ
う

よ
う
や
く
大
龍
寺
（
中
央
区
再
度
山
）
に
木
像
の
窓
口
躍
立
像
（
巻
頭
口
絵
ロ
参
照
）
が
見
出
さ
れ

の
肉
身
・
条

る
。
檎
の
一
木
造
で
、
頭
体
台
座
も
一
木
で
彫
出
し
、
両
腕
・
天
衣
も
共
木
で
あ
る
が
、
頭
髪
・
面
部
・

南
な
ど
は
乾
漆
に
よ
っ
て
盛
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
木
彫
に
乾
漆
を
併
用
す
る
技
法
は
木
心
乾
漆
像
か
ら
木
彫
像
へ
の
過
渡
期

的
な
技
法
と
し
て
奈
良
時
代
後
期
に
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
地
域
の
木
彫
と
し
て
は
最
古
の
作
品
で
あ
る
。
奈
良
時
代

盛
期
の
古
典
的
な
厳
し
さ
は
や
や
薄
ら
い
で
、
全
体
に
動
き
の
少
な
い
、
穏
や
か
な
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
る
が
、
す
が
す
が

じ
ん
ご
け
い
う
ん

し
い
表
情
と
無
駄
の
な
い
装
身
具
や
着
衣
の
表
現
は
こ
の
時
代
の
様
式
を
よ
く
表
し
て
い
る
。
大
龍
寺
は
も
と
神
護
景
裳
二
年

わ
け
の
き
ょ
ま
ろ

（
七
六
八
）
和
気
清
麻
呂
の
開
創
に
な
る
と
伝
え
る
が
、
本
像
の
由
緒
に
つ
い
て
は
路
定
で
き
な
い
。

平
安
時
代

の
美
術

神
戸
市
内
の
平
安
時
代
初
期
の
作
例
と

平
安
時
代
に
密
教
が
伝
え
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
密
教
美
術
が
日
本
の
仏
教
美
術
史
を
大
き
く
様
変
わ
り
さ
せ
た
。

し
て
は
北
区
山
田
町
下
谷
上
の
寿
福
寺
の
木
造
聖
観
音

菩
擁
立
像
が
あ
る
。
奈
良
時
代
以
来
盛
行
し
た
古
密
教
、

山
林
仏
教
の
場
で
の
造
像
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
平
安

時
代
中
期
に
な
っ
て
く
る
と
い
く
つ
か
の
作
品
が
あ
る
。

三宅~ . ~ 然物鴇ぬ姦

写真163 寿福寺の翠

観音菩際立像
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区
A い ーレ
ーrま 工乞

: 1 ~ ； ず
イ上じ 悶王

家け ~ I i
mr で

は
薬
1tlJ 
寺

長官

の
本
尊
薬
師
如

米
坐
像
が
あ
る
。

木
造
で
漆
箔

を
施
し
た
像
で
、
像
誌
銘
に
よ
れ

のば
をも
麗1 と

長；！百
円 円 ’y、
~  ~  
ごご う！と
つに で

冗あ
JL つ
'-..-/ t.こ
にも

薬
師
如
来
に
臨
し

体
に
彫
り
は
甘
く
、
優
美
な
表
情 全

と
ど
め
て
い
る
。
十
世
紀
後
半
か
ら
十

で
あ
る
が
、
奥
行
き
や
量
感
は
壊
か
で
平
安
時
代
前
期
儀
式
の
名
残
を

世
紀
初
頭
頃
の
制
作
と
考
え

ら
れ
る
。
薬
伯
寺
は
も
と
天
台
宗
で
あ
っ
た
。
な
お
珍
し
い
仏
耐
と
し

け
ん
ぽ
ん
ち
ゃ
く

て
こ
の
薬
仙
寺
に
は
朝
鮮
王
朝
時
代
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
絹
本
著

施
餓
鬼
悶

古代・ L l ~ t ! t の美術

万
暦
十
七
年
（
一
五
八
九
）
の
紀
年
銘
が
あ
り
、

ま
た
施
主
や
画
家
名

が
伝
来
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
明
の

も
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
薬
仙
寺
へ
の
伝
来
経
路
は
分
か
ら
な
い
。

長約一一日l

垂
水
区
名
谷
町
の
転
法
輪
寺
に
は
平
安
時
代
前
期
の

木
造
像
を
思

わ
せ
る
阿
弥
柁
如
来
坐
像
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
寄
木
造
で
、
面
部
に
は

薬仙寺の薬師知米主制象写真164

薬仙寺の施餓鬼図

~ ， i , 1 1 ； ・ 中 i 吐店長史編日

写真165転法輪寺の河弥陀如来坐｛象写爽166
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え
も
ん
ぱ
ん
ぱ

重
厚
な
量
感
が
あ
り
、
体
躯
は
や
や
猫
背
で
し
か
も
厚
み
が
あ
り
、
衣
文
の
彫
り
だ
し
も
シ
ャ
ー
プ
で
、
翻
波
式
衣
文
が
見
出

十
一
世
紀
頃
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
平
安
前
期
の
密
教
像
の
面
影
を
偲
ば
せ
る
が
、
全
体
に
は
や
や
穏
や
か
さ
と
丸
み
を
帯
び
た
表
現
か
ら

こ
の
転
法
輪
寺
に
は
平
安
後
期
か
ら
近
出
に
い
た
る
数
多
く
の
仏
像
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
周
辺
の
廃
寺
か
ち
り
の

客
仏
や
多
く
の
塔
頭
が
廃
絶
し
た
時
に
集
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
で
も
本
尊
阿
弥
陀
如
来
坐
像
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
の
閉

天
王
像
凹
体
が
注
目
さ
れ
る
。
各
々
檎
の

木
造
の
素
木
像
で
、
か
な
り
風
化
し
て
お
り
、
両
手
足
な
ど
に
は
補
修
の
あ
と
が

と
し
て
こ
の
地
方
の
古
作
に
属
す
る
。
こ
の
ほ
か
、

多
い
。
そ
の
た
め
や
や
姿
勢
や
バ
ラ
ン
ス
に
不
自
然
さ
が
あ
る
も
の
の
、

四
体
揃
っ
た
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
立
像
の
四
天
王
像

い
か
に
も
地
方
作
と
思
わ
れ
る
素
朴
な
造
り
の
像
が
数
体
あ
る
。
天
部
形

立
像
・
十
一
崩
観
音
・
仏
立
像
の
一
一
一
体
は
い
ず
れ
も
像
高
一
七

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
等
’
身
大
の
一
木
割
引
造
で
、
漆
括
こ
そ

施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
構
造
・
形
状
・
作
風
と
も
に
平
安
時
代
後
期
の
典
型
的
な
仏
像
で
あ
る
。

釈
天
像
・
十
一
面
観
音
像
・
弁
財
天
像
・
二
天
像
な

こ
の
ほ
か
転
法
輪
寺
に
は
近
世
の
比
較
的
小
さ
い
仏
像
が
数
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
不
動
明
王

ど
。
ま
た
絵
画
で
は
絹
本
著
色
不
動
明
王
二
童
子
関

が
あ
る
。
図
像
は
京
都
青
蓮
院
の
不
動
明
王
二

子
関
に
近
似
す
る
。
縦
九

0
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

描
三
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
小
幅
で
、
絹
日
は

荒
く
、
描
か
れ
た
彩
色
文
様
な
ど
か
ら
も
室
町
時
代

体
や
阿
弥
陀
如
来
像
・
帝

f写真167 転法輪三！？の絹本若

§不動明王二重子図
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と
考
え
て
よ
い
。
本
図
は
も
と

翠
磨
寺
か
ら
移
入
さ
れ
た
と
伝

の え
大ら
1j1日れ
のる
担ね
築三ほ
i蕩か
カま に
あ 紙
る本
。着

邑

須
磨
区
の
妙
法
寺
に
は
木
造

妙法ミJ＇の毘
沙門天立像

写真168

毘
沙
門
天
立
像
や
型
観
音
立
像
な
ど
平
安
時
代
後
期
の
注
目
す
べ
き
仏
像
が
あ
る
。
こ
と
に

ぷ
ん
さ
げ
与

ニ
叉
戟
を
と
る
。

毘
沙
門
天
像
は
樟
の
一
材
か
ら
な
る
一
木
造
で
、
一
一
邪
鬼
を
踏
み
、

れ
る
。

ず
ん
ぐ
り
し
た
体
躯
で
、
重
量
感
が
あ
り
、
十
…
世
紀
末

i
十
二
世
紀
初
め
の
作
と
考
え
ら

一
方
型
観
音
は
槍
の
一
木
造
で
平
安
末
の
簡
素
な
姿
で
、
装
飾
性
を
排
し
た
地
方
的

な
作
風
が
色
濃
い
仏
像
で
あ
る
。

な
に
よ
り
こ
の
妙
法
寺
で
着
目
す
べ
き
は
紺
紙
金
字
一
切
経
の
残
欠
で
あ
る
。
妙
法
寺
に

は
数
十
巻
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
仏
名
綬
第
二
に
は
神
謹
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
五

古代・ i:j:ij廷の炎術

月
十
三
日
の
奥
書
を
有
す
る
が
、
さ
ら
に
巻
末
に
「
覚
浄
之
」
の
朱
書
落
款
が
あ
り
、
書
風

や
見
返
絵
な
ど
か
ら
平
安
来
鎌
倉
の
頃
の
総
紙
金
把
経
と
口
け
ん
ら
れ
、

い
わ
ゆ
る
聖
武
天
患
の

一－<lfo-UJ 

推
定
さ
れ
る
。
ま
た
麻
紙
墨
書

菩
提
の
た
め
に
発
願
さ
れ
た
称
諒
天
窓
勅
瀬
経
を
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と

切
経
要
集
経

巻
が
あ
り
、

そ
の
書
風
は
奈
良
時
代
の
も

の
に
近
似
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
妙
法
寺
に
伝
わ
る
…
切
経
残
欠
は
様
々
な
書
風
や
形
態

[li代・ LjJI投
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が
あ
り
、
も
と
よ
り
一
つ
の

切
経
か
ら
の
残
存
し
た
端
本
で
は
な

く
、
各
種
の
写
経
が
こ
こ
に
集
積
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
の
ほ

か
妙
法
寺
に
は
中
国
宋
代
の
補
州
で
版
刻
さ
れ
た
東
禅
寺
版
経
が
二

お
う
え
い

帖
日
伝
来
し
て
い
る
。
応
永
二
十
一
年
（

間
一
閉
）
に
顕
密
坊
へ
寄

進
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
こ
に
も
大
陸
と
の
深
い
交
流
の
跡
が
窺
わ
れ

る。
北
区
山
悶
町
福
地
の
無
動
寺
に
も
転
法
輪
寺
と
同
様
に
数
多
く
の

仏
像
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
先
述
し
た
地
方
的
な
作
風

を
示
す
木
彫
群
が
多
い
。
無
動
中
市
リ
は
六
甲
山
の
北
部
に
当
た
り
、

馬
か
ら
一
一
一
木
へ
と
通
ず
る
山
陽
道
の
裏
街
道
が
通
っ
て
い
た
山
間
の

静
か
な
所
で
、
港
神
戸
と
は
全
く
異
な
る
文
化
圏
、
す
な
わ
ち
兵
庫

県
の
山
間
部
に
連
な
る
場
所
に
あ
る
。

本
尊
大
日
如
来
坐
像
を
は
じ
め
、
釈
迦
如
来
坐
像
、
さ
ら
に
十

面
観
音
立
像
や
不
動
明
王
坐
像
な
ど
平
安
時
代
後
期
の

木
彫
成
像

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
大
日
と
釈
迦
は
阿
弥
陀
如
来
坐
像

の

対
を
な
し
て
い
る
が
、
杉
材
の
寄
木
造
に
な
る
阿
弥
陀
は

後
代
の
補
作
で
あ
り
、
当
初
か
ら
一
二
尊
一
対
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で

無動ミ干の釈迦如来主任像
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な
い
。
大
日
如
来
像
は
像
高
ニ
七

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大

き
な
像
で
、
智
拳
印
を
と
る
坐
像
で
、
檎
材
で
頭
体
部
を

木
で
造
り
、

－
膝
前
を
別
材
で
合
わ
せ
る
。
体
部
に
対

し
て
頭
部
が
や
や
大
き
く
、
大
き
い
像
の
割
に
は
量
感
の
な

い
柔
和
な
表
現
で
あ
る
。
一
平
安
時
代
後
期
の
制
作
で
あ
ろ
う
。

彩
色
は
部
落
し
、

－
胸
飾
り
な
ど
は
後
補
で
あ
る
。

釈
迦
如
来
像
は
同
じ
檎
の

木
造
で
あ
る
。
こ
の
像
も
彩

色
は
剥
落
し
、
両
手
先
や
膝
前
は
後
補
で
あ
る
。

一
方
木
像

漆
箔
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
像
高
は
釈
迦
像
と
ほ
ぼ
向
じ
で

一
O
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
虫
喰
い
が
著
し
く
、
印

象
を
損
ね
て
い
る
が
、
制
作
は
鎌
倉
時
代
米
期
か
ら
室
町
時

古代・中世の美術

代
に
か
け
て
で
あ
ろ
う
。
当
初
の
大
日
如
来
像
に
釈
迦
像
が

加
わ
り
、

そ
の
う
ち
に
阿
弥
陀
像
を
交
え
て
一
一
一
尊
と
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
注
呂
さ
れ
る
の
は
十

面
観
音
立
像
で
あ
る
。
像
高

衣
や
衣
紋
に
は
渦
巻
文
が
見
ら
れ
、
面
部
の
表
現
は
な
か
な
か
鋭
く
、
ま
た
そ
の
彫
り
も
シ
ャ
ー
プ
で
平
安
時
代
前
期
の
特
徴

面
な
ど
は
後
補
で
あ
り
、
彩
飽
も
剥
落
し
て
い
る
。

第一節

写真173 無動寺の十

一面観音立像

四
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
檎
の
一
木
像
で
内
朝
が
な
く
、
天

を
残
し
て
い
る
。
た
だ
し
外
側
の
天
衣
や
両
手
先
、
さ
ら
に
頭
上
の
十

~ ！正動ミ 干の阿弥陀如来坐像
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不
動
明
王
は
仙
像
と
異
な
り
都
ぷ
り
の
作
風
を
示
す
。
こ
れ
ら
の
諸
像
は
、
当
初
か
ら
無
動
寺
に
伝
来
し
た
も
の
も
あ
ろ
う

さ
ん
だ
た
ん

が
、
こ
の
地
域
の
諸
寺
が
廃
寺
に
な
っ
た
時
に
客
仏
と
し
て
集
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
一
一
旧
か
ら
丹

は

た
じ

ま

波
や
但
馬
へ
通
じ
る
北
六
甲
の
一
帯
は
街
道
筋
と
し
て
早
く
か
ら
都
の
文
化
の
ん
伝
播
し
た
場
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

え
い
ば
ら

こ
の
無
動
寺
と
陪
様
な
関
係
で
平
安
時
代
の
仏
像
が
集
ま
っ
て
い
る
の
が
、
北
区
長
尾
町
宅
原
の
多
聞
寺
で
あ
る
。
多
聞
寺

そ
の
も
の
は
明
治
一
一
十
八
年
（
一
八
九
五
）
に
創
建
さ
れ
た
が
、
こ
の
地
に
か
つ
て
存
在
し
焼
失
し
た
長
光
寺
、
明
治
の
廃
仏

も
と
長
光
寺
に
、
ま
た
そ
の
ほ
か
の
諸
仏
も
様
々
な
所
よ

投
釈
に
よ
っ
て
廃
寺
と
な
っ
た
神
福
寺
な
ど
の
寺
院
の
仏
像
を
こ
こ
に
収
容
し
た
と
言
う
。
毘
沙
門
天
立
像
と
吉
祥
天
立
像
は

り
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

中
で
も
こ
の
毘
沙
門
天
立
像
が
優
れ
て
お
り
、
吉
祥
天

と
並
ん
で
平
安
時
代
の
仏
像
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
毘
沙

門
天
像
は
像
高
一
七
一
一
一
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な

像
の
一
木
造
で
あ
る
。
彩
色
は
剥
落
し
、
ま
た
風
化
の
跡

も
著
し
い
。
下
に
踏
む
邪
鬼
や
戟
や
左
手
先
な
ど
は
後
補

で
あ
る
が
、
体
躯
の
量
感
は
十
分
で
、
ま
た
彫
り
も
力
強

ぃ
。
平
安
時
代
後
期
に
遡
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

吉
祥
天
像
は
像
高
九
八
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
一
木
造

で
彩
色
は
な
く
、
全
体
に
ず
ん
ぐ
り
と
し
て
細
か
な
彫
り 方

多治l 寺（ 北l ~ D の

毘沙門天立像

写真174写真175 多間寺（北区）

の吉祥天立像
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は
少
な
い
が
、
衣
文
の
一
部
に
翻
波
式
衣
文
が
認
め
ら
れ
、
平
安
時
代
後
期
に
崩
す
る
制
作
と
し
て
よ
い
。

こ
の
ほ
か
多
聞
寺
に
は
南
北
朝
期
頃
と
考
え
ら
れ
る
地
蔵
菩
薩
像
を
は
じ
め
、
善
尼
子
章
子
像
・

神
将
像
な
ど
後
代
の

仏
像
が
数
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
地
蔵
北
活
躍
像
は
元
は
潟
村
（
現
」
弔
問
附
の
出
村
の
一
つ
）
の
尼
寺
か
ら
、
ま
た
善
尼
子
叢
子
像

は
仁
和
寺
か
ら
岡
村
に
移
っ
て
来
た
も
の
が
再
び
こ
こ
に
収
容
さ
れ
た
と
一
一
一
日
う
。
多
聞
寺
に
は
こ
の
ほ
か
近
世
に
鉄
駿
禅
師
に

よ
っ
て
開
版
さ
れ
た
黄
葉
版
の
大
殻
若
経
が
あ
る
。

一
方
神
戸
市
の
六
甲
山
よ
り
南
の
海
浜
地
域
に
は
長
年
の
経
史
の
中
で
、
戦
乱
や
移
動
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な

の
吉
剥
が
多
く
、
い

ま
と
ま
っ
た
文
化
財
の
集
積
は
少
な
い
。
し
か
し
、
明
五
に
隣
接
す
る
垂
水
の
丘
陵
地
帯
に

せ
勺
つ

く
つ
か
の
古
文
化
財
が
そ
の
山
間
に
点
在
す
る
。
畿
内
摂
津
と
山
陽
播
磨
と
を
結
ぶ
要
路
に
当
た
っ
て
お
り
、
吉
米
都
の
文
化

古代・中ill：の美術卦3一llfl
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写真178 能福寺の十

一衛観音立像

が
強
く
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
も
歴
史

や
文
学
に
は
し
ば
し
ば
登
場
す
る
わ
り
に
は
残
さ

れ
た
英
術
工
芸
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
垂

水
区
多
聞
台
の
多
聞
寺
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
と
日

光
・
月
光
菩
龍
立
像
が
あ
る
。
多
聞
寺
の
諸
像
は

平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
の
中
央
作
で
、
特
に
阿
弥
柁
像
が
説
法
印
を
結
ぶ
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
回
一
回
伊
川
谷
町
前
開

に
あ
る
太
山
寺
も
奈
良
時
代
の
創
建
と
さ
れ
る
天
台
宗
の
古
利
な
が
ら
、
現
在
は
平
安
時
代
に
遡
る
も
の
は
槍
の
一
木
造
に
な

る
不
動
明
王
の
み
で
、
そ
の
ほ
か
は
お
そ
ら
く
歴
史
の
激
動
の
中
で
失
わ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
。

神
戸
の
市
街
区
域
に
あ
る
長
田
・
兵
庫
・
中
央
・
灘
底
な
ど
に
は
、
中
央
区
葺
合
町
の
徳
光
院
の
持
国
天
・
増
長
天
立
像
や

歓
喜
寺
の

灘
区
桜
ケ
丘
町
の
善
光
寺
の
不
動
明
王
二
童
子
像
、
兵
庫
区
北
逆
瀬
川
町
の
能
福
寺
の
十そ

れ
ら
は
も
と
よ
り
神
戸
の
地
に
あ
っ

面
観
音
立
像
、
中
央
区
中
島
通
の

面
観
音
立
像
な
ど
、
一
平
安
時
代
後
期
の
仏
像
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、

た
も
の
で
は
な
く
、
近
年
に
他
所
よ
り
流
入
し
た
仏
像
が
多
い
。
こ
の
地
区
は
ま
さ
に
明
治
神
戸
の
開
港
以
来
近
代
化
が
進
み
、

ま
た
第
二
次
大
戦
の
空
襲
そ
の
ほ
か
多
く
の
激
動
の
中
に
美
術
品
、
が
そ
の
姿
を
消
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

平
安
時
代

の
絵
商

平
安
時
代
の
絵
画
で
わ
ず
か
に
残
る
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
太
山
寺
の
法
華
経
見
返
絵
や
温
泉
寺
（
北
区
）
の

黒
漆
厨
子
の
板
絵
な
ど
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
作
品
で
あ
る
。
太
山
寺

け

ち

え

ん

い

つ

は
ん

か

い

け

ち

の
法
華
経
は
結
縁
一
品
経
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
法
華
経
二
十
八
口
聞
の
各
一
巻
と
開
結
の
無
量
義
経
一
一

と
あ
わ
せ
て
四
巻
を
加
え
て
、

一
巻
と
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ

－
観
普
賢
経
の
一
巻

巻
ず
つ
を
書
写
し
て
奉
納
し
、
そ
の
功
徳
の
結
縁
を
結
ぶ
の

89 2  
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で
あ
る
。
伝
承
に
よ
れ
ば
平
氏

族
の
結
縁
寄
進
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し

巻
あ
る
中
で
巻
頭
に
見
返
絵
を
持
つ
も
の
は
わ
ず
か
に

巻
の
み
で
あ
る
。
当
初
は
当
然
全
て
に
見
返
絵
が
捕
か
れ
て
い
た
も
の
と

だ

ら

に

は

ん

み

よ
う

し

よ

う

ご

ん

お

っ

推
定
さ
れ
る
。
見
返
絵
を
も
つ
の
は
陀
羅
尼
品
第
二
十
六
と
妙
荘
競
王

ら
せ
っ

本

事

品

第

一

羅

利

が

、

十
七
で
あ
る
。
前
者
に
は
普
賢

後
者
に
は
五

台
山
文
殊
が
描
か
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
貴
族
た
ち
の
陪
で

信
仰
さ
れ
、
ま
た
多
く
の
絵
画
・
彫
刻
の
作
例
が
流
行
し
た
が
、
こ
の
太

山
寺
の
も
の
を
見
る
と
、

や
や
表
現
が
形
式
的
な
傾
向
が
あ
る
。
見
返
絵

を
持
つ
経
巻
は
平
安
時
代
後
期
に
き
わ
め
て
多
く
制
作
さ
れ
流
行
し
た
が
、

そ
の
中
で
は
流
行
全
盛
期
を
す
ぎ
た
時
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
閉
じ

平
氏

族
の
寄
進
し
た
見
返
絵
を
も
っ
法
華
経
と
し
て
は
、
厳
島
神
社

（
広
島
県
け
臼
市
市
）
に
伝
わ
る
有
名
な
平
家
納
経
が
あ
る
。

方
有
馬
の
視
泉
寺
に
伝
わ
る
黒
漆
暁
子
は
法
華
経
を
収
め
た
小
型
の

で
、
そ
の
一
扉
の
内
側
や
中
の
奥
板
に
板
絵
が
見
出
さ
れ
る
。
扉
に
は

文
殊
と
普
賢
と
が
象
と
獅
子
に
乗
る
姿
に
対
寵
し
、
さ
ら
に
四
天
王
が
ニ

ら
せ
つ
に
よ

羅
剥
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
か

体
ず
つ
配
さ
れ
る
。
地
方
奥
板
に
は

111{1: ・仁j11!J:燈51:綴H893 



な
り
剥
落
が
激
し
く
全
体
の
構
国
や
図
柄
は
確
定
で
き
な
い
が
、
法
華
経
陀

羅
尼
品
に
説
か
れ
た
法
華
経
を
守
護
し
、
子
供
を
守
る
十
羅
剥
女
で
あ
る
。

普
竪
菩
薩
が
向
か
っ
て
右
扉
に
お
り
、
普
賢
十
羅
利
女
を
構
成
し
て
い
る
。

一
平
安
時
代
後
期
に
貴
族
、
と
り
わ
け
多
く
の
女
性
た
ち
の
間
で
、
子
供
と
女

人
を
守
護
す
る
菩
薩
と
し
て
、
普
賢
十
羅
刺
女
が
信
仰
さ
れ
、
多
く
の
作
品

温泉寺の黒漆間二子

が
作
ら
れ
た
。
し
か
も
通
例
の
絵
仏
師
で
は
な
く
、
貴
族
の
女
人
た
ち
白
ら

が
そ
の
制
作
に
当
た
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
厨
子
は
描

か
れ
た
主
題
か
ら
み
て
も
、
法
華
経
を
納
入
し
た
厨
子
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
戦
乱
の
続
い
た
源
平
の
時
代
、
ま
た
多
く
の
吉
戦
場
を
ひ
か
え
た

こ
の
有
馬
の
地
に
繊
細
で
優
美
な
こ
じ
ん
ま
り
し
た
厨
子
の
伝
来
す
る
こ
と

写真180

は
興
味
深
い
。
し
か
し
温
泉
寺
に
納
入
さ
れ
た
の
は
、
裏
面
の
銘
に
よ
る
と
、

室
町
時
代
の
応
永
ニ
十
六
年
（
一
四
一
九
）
住
持
尊
海
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

る
。
細
か
な
描
写
で
彩
色
も
美
し
く
、
切
金
や
切
箔
の
技
法
が
駆
使
さ
れ
て

お
り
、
平
安
時
代
末
期
の
様
式
を
伝
え
て
い
る
。

古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
神
戸
の
美
術
を
考
え
る
上
で
忘
れ
て
な
ら
な

い
の
は
平
清
盛
が
拠
点
と
し
遷
都
を
企
て
た
福
顕
で
あ
る
。
平
家
一
門
は
こ

こ
を
別
荘
地
と
し
、
大
輪
団
泊
を
修
築
し
て
宋
と
の
貿
易
港
と
し
た
。
治
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承
四
年
（

八
O
）
六
月
に
は
こ
こ
に
事
実
上
選
都
し
た
。
部
は
わ
ず
か
半
年
ば
か
り
で
ま
た
京
都
区
民
り
、
一
福
原
は
平
家

都
落
ち
の
折
、

そ
し
て
栄
翠
を
極
め
た
平
家
の
人
々
の
夢
の
跡
は
、

年

一
八
三
）
に
焼
き
払
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。

今
で
は
全
く
窺
う
余
地
も
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
は
日
宋
貿
易
で
蓄
え
た
則
的
力
を
傾
け
て
作
ら
れ
た
、
一
千
安
時
代
末
期
の
優

で
、
し
か
も
耽
美
的
な
絢
嫡
た
る
美
術
工
芸
品
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

2  

鎌
倉
・
室
町
時
代
の
美
術

や
が
て
時
代
は
源
平
の
争
乱
期
を
経
て
、
鎌
倉
に
本
拠
を
誼
く
源
頼
朝
の
率
い
る
武
家
政
権
が
誕
生
し
た
。

鎌
倉
の
美
術

美
術
の
分
野
で
も
中
国
宋
よ
り
新
た
な
傾
向
の
美
術
が
次
第
に
強
く
影
響
を
与
え
、
鎌
倉
時
代
の
写
実
的
で
、

理
知
的
な
作
風
が
成
立
し
た
。
し
か
も
水
墨
闘
な
ど
の
新
し
い
絵
画
技
法
も
輸
入
さ
れ
、
禅
宗
な
ど
の
こ
れ
ま
で
に
な
い
仏
教

の
宗
派
が
加
わ
っ
た
。
ま
た
民
衆
の
レ
ベ
ル
で
は
浄
土
教
の

の
発
援
や
南
部
や
華
厳
と
…
立
回
っ
た
旧
仏
教
の
復
興
な
ど
、
鎌

古代・ r:j:ifilの美術

倉
時
代
は
仏
教
美
術
に
と
っ
て
も
革
新
的
な
時
代
で
あ
っ
た
。

平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
畿
内
は
源
平
の
合
戦
な
ど
に
よ
っ
て
相
当
の
被
害
を
受
け
た
。
多
く
の
社
寺
が
焼

失
し
、
ま
た
荒
廃
し
た
。
し
か
し
南
部
東
大
寺
の
復
興
に
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
ま
た
新
し
い
部
造
の
き
っ
か
け
で
も
あ
っ
た
。

都
が
混
乱
す
る
中
、
多
く
の
仏
師
や
絵
師
は
地
方
に
下
っ
て
仕
事
に
つ
い
た
。
そ
し
て
平
清
盛
の
日
宋
貿
易
に
よ
っ
て
も
た
ら

第一節

さ
れ
た
中
国
宋
代
の
新
し
い
様
式
の
美
術
・
建
築
が
そ
の
大
き
な
料
激
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
宋
代
の
理
知
的
で
写
実
を
旨
と

だ
い
ぶ
っ
ょ
っ
せ
ん
し
ゅ
う
よ
う

す
る
絵
師
・
彫
刻
の
様
式
、
ま
た
壮
大
な
骨
組
み
に
よ
る
大
仏
様
や
、
繊
細
で
し
か
も
静
か
な
空
間
を
作
り
出
す
禅
宗
様
な

古代・［わ｜丘際！と縦H89ラ



ど
の
建
築
様
式
は
、
平
安
時
代
を
通
じ
て
培
わ
れ
て
き
た
奈
良
時
代
以
来
の
唐
風
様
式
の
日
本
化
、
す
な
わ
ち
和
風
化
の
方
向

を
大
き
く
変
更
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
鎌
倉
時
代
は
古
代
の
終
り
と
し
て
、
ま
た
中
世
的
芸
術
へ
の
転
換
期
と
し
て
美

術
史
の
上
で
は
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

例
え
ば
播
擦
の
浄
土
寺
は
東
大
寺
の
播
磨
別
所
と
さ
れ
、
東
大
寺
の
荘
闘
が
あ
っ
た
所
で
あ
る
。
奈
良
の
東
大
寺
は
治
承

し

げ

ひ

ら

ち
ょ

っ

げ

ん

四
年
（
一
一
八
O
）
の
平
震
衡
の
甫
都
焼
き
討
ち
の
後
、
俊
乗
一
民
軍
椋
が
勧
進
と
な
っ
て
そ
の
後
興
が
進
め
ら
れ
た
。
「
南
無

ち

ん
な
け
い

阿
弥
陀
仏
作
議
集
」
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で
震
源
は
宋
人
陳
和
卿
の
協
力
を
得
て
、
再
建
に
取
り
組
ん
だ
が
、
大
仏
搬
な
ど
の
用

材
を
周
防
や
伊
賀
・
播
磨
の
東
大
寺
の
荘
園
か
ら
確
保
し
て
運
ば
せ
た
。
そ
の
時
霊
源
は
各
地
の
東
大
寺
の
荘
菌
に
道
場
を
建

け
ん
き
ゅ
っ

つ
で
あ
る
。
神
戸
大
学
本
「
浄
土
寺
縁
起
」
に
よ
れ
ば
、
建
久

て
た
。
播
磨
小
野
の
浄
土
寺
は
そ
の

九
四
）
よ

か

3

5

り
浄
土
寺
浄
土
堂
を
建
て
、
そ
こ
に
宋
風
の
強
い
影
響
が
看
取
さ
れ
る
阿
弥
陀
一
一
一
尊
を
造
立
し
た
。
建
久
八
年
、
南
部
笠
置
の

じ
ょ
っ
け
い

貞
慶
を
導
部
と
し
て
落
慶
供
養
を
行
っ
た
。
こ
の
時
阿
弥
陀
一
一
一
尊
像
の
制
作
に
あ
た
っ
た
の
が
、
鎌
倉
彫
刻
を
代
表
す
る
仏

師
「
安
阿
弥
陀
仏
」
快
慶
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
播
磨
・
摂
津
の
地
は
、
中
央
の
混
乱
期
に
あ
っ
て
は
、
比
較
的
近
距
離
に
あ
る
た
め
交
流
が
多
く
、
こ
と
に
荘

園
関
係
を
通
じ
て
南
部
と
の
密
接
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
。
神
戸
市
域
は
山
陽
道
の
交
通
の
要
衝
に
あ
っ
て
多
く
の
文
物
や
美
術

の
往
来
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
は
ほ
か
の
播
磨
の
地
域
に
比
べ
、
意
外
に
こ
の
時
期
の
美
術
作
品
は
少
な
い
。

宋
か
ら
の
新
し
い
影
響
を
強
く
受
け
た
絵
間
作
品
と
し
て
、
太
山
寺
の
い
く
つ
か
の
作
例
が
あ
る
。
太
山
寺
は

ぜ

ん

か

い

れ

い

さ

か

ま

た

り

じ

ょ

う

え

西
区
伊
川
谷
町
前
開
に
あ
り
、
寺
伝
で
は
奈
良
時
代
の
初
め
霊
亀
二
年
（
七
二
ハ
）
藤
原
鎌
足
の
子
定
感
の
創

建
と
伝
え
、
天
台
宗
に
属
す
る
。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
火
災
に
あ
っ
て
い
る
た
め
、
現
在
太
山
寺
に
伝
わ
る
仏
像
・
絵
師

太
山
寺
の

美
術

896 
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は
鎌
倉
時
代
以
降
の
も
の
が
多
い
が
、
な
に
よ
り
宋
風
を
強
く

太LU寺の 1－ー耐観音像

反
映
し
た
作
品
が
注
目
さ
れ
る
。

…
面
観
晋
像
や
、
絹
本
著
色
釈
迦
三
尊
像
・

十
六
羅
漢
闘
な
ど
は
き
わ
め
て
濃
厚
な
宋
風
が
顕
著
で
あ
る
。

中
で
も
十
一
面
観
音
像
は
独
特
の
表
現
で
見
る
も
の
に
強
烈
な

写真181

印
象
を
与
え
る
。
縦
一
五

0
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

－
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
か
な
り
大
き
な
岡
田
で
一
一
一
郎
の
回

…
の
上
に
結
蜘
扶
坐
し
た
十
一
面
観
音
は
重
苦

し
い
着
衣
を
長
く
岩
鹿
に
垂
れ
さ
せ
、
右
手
は
力
な
く
与
願
印
と
し
、
左
手
は
胸
前
に
蓮
華
を
挿
し
た
水
瓶
を
と
る
。
指
の
爪

総
よ
り
な
る
。

は
鋭
く
伸
び
、
ま
た
両
一
関
か
ら
左
右
に
延
び
る
垂
髪
は
異
様
に
長
く
鋭
角
的
で
あ
る
。
顔
は
面
長
で
、
吉
は
細
い
が
、
鋭
く
、

台代・ 1：ド世の美術

る
。
そ
し
て
背
後
の
頭
光
は
輪
郭
線
の
な
い
薄
い

肉
身
の
色
は
黄
色
味
を
帯
び
た
生
々
し
い
彩
色
で
着
衣
の
寒
色
の
強
い
重
厚
な
彩
色
〕
と
と
も
に
宋
代
仏
踊
の
機
式
に
別
っ
て
い

に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
夢
幻
の

に
い
る
よ
う
な
不
思
議
な
感
覚
は
こ

れ
ま
で
の
仏
画
に
は
な
い
、
水
墨
画
の
技
法
に
近
づ
い
た
新
し
い
様
式
で
あ
る
。

太
山
寺
に
伝
わ
る
十
六
羅
漢
関
は
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
新
し
く
中
国
か
ら
長
え
ら
れ
た
経
漢
図
の
系
譜
に
属
す
る

例
で
あ

A J . , • ん＇＂

;il'l一日日

る
。
太
山
中
市
リ
の
縫
漢
図
は
し
っ
か
り
し
た
筆
致
と
了
寧
で
め
り
は
り
の
あ
る
彩
色
と
背
景
に
は
や
や
水
墨
的
な
樹
木
や
岩
・
水

ニ
ン
ド

の
縮
写
と
が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
太
山
寺
本
の
椋
流
は
実
は
中
田
は
出
江
省
の
寧
波
の
職
業
的
な
仏
剤
師
で
あ
る
金
大

受
の
十
六
羅
漢
に
そ
の
源
が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
現
在
東
京
国
立
博
物
館
に
あ
る
羅
漢
図
十
幅
は
そ
の
銘
に
よ
り
南
宋
の

1t1代. LjJjlt 経！と ＊＜~ i II 
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寧
波
の
金
大
受
の
作
品
で
あ
る
。
中
間
で
は

ほ
と
ん
ど
無
名
の
職
業
的
な
画
家
と
考
え
ら

れ
る
が
、

日
本
で
は
室
町
時
代
の
史
料
「
君

ム
口
観
左
右
帳
記
」
（
「
剖
川
心
税
制
叫
従
』
）
に
記
録
さ

れ
て
お
り
、

日
本
に
多
く
の
作
品
が
も
た
ら

さ
れ
て
い
た
。
こ
と
に
寧
波
は
日
本
か
ら
の

写真182 太山寺の｜一六経

渓｜ま｜（第六尊者）

貿
易
船
が
着
岸
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
一
平
清
盛
の
貿
易
船
も
こ
の
寧
波
の
港
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
寧
波
で
日
本
向
け
の
仏

闘
を
制
作
し
て
い
た
職
業
的
な
画
工
集
団
と
し
て
ほ
か
に
は
陸
信
忠
ら
の
陸
派
が
あ
る
。
金
大
受
と
は
そ
の
様
式
は
か
な
り
傾

向
が
異
な
り
、
陸
信
忠
の
十
六
経
漢
国
も
日
本
に
は
多
く
も
た
胃
り
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

日
本
の
鎌
倉
時
代
の
羅
漢
図
の
手
本

で
あ
っ
た
。

図
像
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
太
山
寺
本
に
限
ら
ず
多
く
の
十
六
羅
漢
図
の
原
本
と
な
っ
た
の
が
こ
の
寧
波
の
中
で
も
金
大
受
本

太
山
寺
の
釈
迦
三
尊
像
は
蓮
台
に
坐
す
釈
迦
を
中
心
に
、

向
か
っ
て
右
に
獅
子
に
乗
る
文
殊
と
左
に
象
に
乗
る
普
賢
を

配
し
て
一
一
一
尊
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
殊
は
如
意
を
ま
た
普

授
は
蓮
華
を
執
る
。
し
っ
か
り
と
し
た
作
風
は
い
か
に
も
鎌

倉
時
代
の
伝
統
的
な
仏
画
の
ス
タ
イ
ル
を
踏
襲
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
こ
に
も
新
し
い
宋
印
刷
の
影
響
が
看
取
さ
れ
る
。
釈

898 
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迦
の
着
衣
の
や
や
嬰
の
多
い
衣
の

さ
や
、
文
殊
・

の

の
裾
の
慣
雑
な
或
れ
方
、
ま
た
一
一

の
頭
部
の
ク
！
ル

な
表
情
な
ど
に
理
知
的
で
寒
色
を
主
体
と
す
る
宋
代
仏
画
へ
の

傾
斜
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
太
山
寺
に
は
金
剛
経
十
六
善
神
像
が
あ
り
、
向
じ

傾
向
の
仏
画
で
あ
る
。
ま
た
楊
柳
観
音
像
が
あ
る
。
こ
れ
は

高
麗
仏
両
の
楊
柳
観
音
の
転
写
本
と
見
ら
れ
、
室
町
初
期
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
大
き
な
岩
臨
に
二
重
円
の
光
背
を
背
負
い
、
や

や
斜
め
の
姿
勢
で
半
蜘
に
降
り
、
肌
が
透
け
て
見
え
る
独
特
の
衣
は
高
麗
の
楊
柳
緩
膏
に
特
有
の
表
現
で
あ
る
。

け
こ
ん
与
ょ
う
し
ゅ
は
う
か
い
ほ
ん
ふ

財
意
子
が
礼
拝
し
て
い
る
。
議
十
蔽
経
人
法
界
品
に
説
か
れ
た
蓄
財
章
子
が
補
陀
落
山
の
観
音
を
訪
ね
る
場
面
を
表
し
た
と
こ

足
元
に
は
普

物
が
菩
積
さ
れ
て
い
た
。

ろ
と
解
釈
さ
れ
る
。
さ
ら
に
宋
風
の
普
賢
菩
薩
や
高
麗
の
紺
紙
金
字
経
大
方
法
恭
厳
経
第
四
十
二
な
ど
多
く
の
新
米
の
宋
風
文

太
山
寺
に
は
以
上
の
よ
う
な
新
し
い
中
国
な
い
し
朝
鮮
半
島
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
仏
画
の
ほ
か
、
天
台
密
教
の
本
尊
と
し

古代・ rj:llll:の美術

て
の
仏
画
も
数
多
く
伝
わ
っ
て
い
る
。
両
界
四
日
正
茶
経
二
一
附
と
小
幅
の
再
界
受
茶
縦
二
編
、
愛
染
問
票
余
羅
、
法
部
十
悶
叉
茶
経
、
不
動

一
章
子
像
、
不
動
四
章
子
像
、
不
動
明
王
像
な
ど
、
鎌
倉
時
代
か
ら
｛
奈
町
時
代
に
か
け
て
の
作
品
で
あ
る
。

民主~ u 1 1

。
中
で
も
両
界
呈
茶
羅
（
大
幅
十
念
は
鎌
倉
時
代
後
期
の
本
格
的
な
時
界
畏
茶
羅
と
し
て
し
っ
か
り
し
た
作
例
で
あ
る
。
縦
二

・
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
一
八
問
・
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
通
例
の
大
き
さ
を
も
ち
、
胎
蔵
は
天
台
系
で
、
中
台
八
葉

院
を
中
心
に
、
ま
た
金
剛
界
は
九
会
の
翌
十
余
雑
で
あ
る
。

一
方
小
一
服
本
は
金
剛
界
が
通
例
の
京
海
が
請
来
し
た
と
さ
れ
る
金
剛 太山寺の楊柳観音像
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七
ょ
う
じ
ん
ね

界
受
茶
躍
と
異
な
り
、
成
身
会
の
み
の
金
附
界
八
十
一
尊
か
ら
な
る
構
図
で
、

こ
れ
は
真
一
一
一
日
系
で
は
な
く
、
天
台
系
の
金
制
界
受
茶
躍
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

胎
蔵
の
方
も
通
山
内
の
胎
蔵
受
茶
羅
と
は
若
干
の
相
違
が
あ
っ
て
、
こ
の
両
界
受

茶
羅
は
天
台
系
の
受
茶
羅
で
、
こ
と
に
円
仁
や
円
珍
将
来
の
図
像
に
通
ず
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

法
恭
閉
山
立
茶
粧
や
愛
染
回
交
茶
羅
は
い
わ
ゆ
る
別
尊
霊
茶
羅
で
、
法
華
経
法
や
愛

染
法
の
修
法
に
用
い
ら
れ
る
本
尊
で
あ
る
。
法
翠
問
叉
茶
羅
は
中
心
に
釈
迦
・
多

の
二
仏
が
並
座
す
る
多
宝
塔
を
置
く
も
の
で
、
法
華
経
の
見
宝
塔
品
に
よ
る

多
宝
塔
の
出
現
を
表
し
て
い
る
。
地
益
・
怠
災
を
祈
絡
す
る
際
の
修
法
で
あ
る
。

ま
た
愛
染
星
茶
羅
は
敬
愛
・
諮
伏
を
祈
鵠
す
る
際
の
修
法
の
本
尊
で
、
中
心
で

あ
る
愛
染
明
王
は
愛
欲
・
露
染
を
治
め
、
煩
悩
即
菩
提
を
象
徴
し
た
尊
で
、

商
六
腎
の
激
し
い
念
怒
の
姿
で
あ
る
。
四
明
王
や
十
二
天
を
潤
聞
に
配
し
た
塁

茶
羅
で
あ
る
。
太
山
寺
に
は
こ
の
ほ
か
多
く
の
仏
両
や
祖
師
像
な
ど
が
あ
る
。

鎌
倉
時
代
末
か
ら
南
北
朝
期
の
も
の
と
し
て
、
不
動
明
王
像
や
羅
漢
図
一
幅
、

ね
は
ん

浬
繋
図
、
阿
弥
陀
三
尊
来
迎
図
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
下
る
も
の
と
し
て
南
北

L
ゅ
う

え

ば

つ

ま

さ

ん

そ

〉

朝
期
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
諸
尊
集
会
関
や
政
摩
一
一
一
蔵
像
、
仏
浬
般
市
図
、

え
ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

ま
た
室
町
時
代
の
山
王
諸
神
間
出
や
吉
野
受
茶
羅
、
役
行
者
像
そ
し
て
江
戸
時

9 0 0  
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代
と
思
わ
れ
る
十
二
天
像
や
水
患
の
羅
漢
闘
な
ど
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
な
お
こ
の
水
墨
羅
漢
像
は
「
一
一
一
条
大
光
明
寺
い
の
銘
が

ご

こ

れ

い

双
の
楼
閣
山
水
図
扉
風
や
金
銅
五
鈷
鈴
や

あ
り
、
明
ら
か
に
他
所
か
ら
移
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
伝
周
文
作
の
六
曲

窺
わ
せ
る
。

宝
珠
鈴
、
さ
ら
に
龍
泉
窯
の
青
磁
華
瓶
、
肌
な
ど
様
々
な
美
術
品
が
集
積
し
て
お
り
、
こ
の
太
山
寺
の
臨
盛
し
て
い
た
注
時
を

さ
て
、
こ
の
太
山
寺
に
伝
わ
る
仏
像
と
し
て
は
鎌
倉
時

代
初
期
と
さ
れ
る
阿
弥
陀
如
来
坐
像
や
栂
の

木
の
四
天

王
立
像
四
体
の
ほ
か
、
鎌
倉
時
代
の
鎮
守
社
神
像
（
伝

所
権
現
助
隊
）

一
一
体
に
、
狛
犬
一
対
、

そ
し
て
南
北
朝
期
頃

の
襲
砲
太
子
孝
養
像
、
室
町
時
代
の
普
賢
騎
象
像
や
釈
迦

理
繋
像
な
ど
が
あ
る
。
ま
た

の
銘
を
も
っ
一
一

の
四
天
王
や
天
. b、
口

大
師
像
（七
明ご三
平日ゎ 0  
i国）

古代・中世の美術

年
一
七
六
七
〕
銘
）
や
伝
教
大
師
像
、
そ
し

の
開

基
と
さ
れ
る
定
患
の
坐
像
な
ど
の
江
戸
時
代
の
木
像
が
あ

る
。
経
典
と
し
て
は
平
安
末
か
ら
鎌
倉
初
頭
の
一
切
経
、

南
北
朝
期
の
大
般
若
経
な
ど
が
あ
る
。

第…節

太
山
寺
周
辺
地
域
の
古
代
・
中
世
美
術
と
し
て
は
、
如

意
寺
阿
弥
陀
堂
の
阿
弥
柁
如
来
坐
像
、
同
寺
仁
王
門
の
塑

111代・ LjJjiJ:澄史編H
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像
仁
王
像
、
性
海
寺
の
絹
本
著
色
如
意
輪
観
音
画
像
な
ど

が
あ
る
。

福
祥
寺
（
須
磨

寺
）
の
美
術

源
平
の
合
戦
の
地
に
根
近
い
描
祥
寺

（
須
磨
寺
、
以
下
須
磨
寺
と
表
記
）
に
は

の
本
尊
（
秘
仏
）
と
し
て
平
安
時
代
末
の
聖
観
音
坐

像
が
あ
る
。
未
開
敷
蓮
華
を
と
り
、
高
い

写真 187 須磨寺の十

一面観背立像

を
天
冠
台
の
上
に
結
ぶ
。
寄
木
造
で
、

そ
の
お
お
ら
か
な
表
現
は
平
安
時
代
末

の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
一
口
問
さ
四
五
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
檀
像
風
の
十
一
面
観
音
立
像
が
あ
る
。
赤
昧
を
帯
び
た
槍
と
思
わ
れ
る
材
に
よ
る

足
を
浮
か
せ
て
や
や
腰
を
屈
め
て
踏
割
蓮
台
に
立
つ
。

い
わ
ゆ
る
檀
色
像
で
あ
る
。
玉
眼
を
入
れ
、
右
手
は
垂
下
し
、
在
手
は
水
瓶
を
取
っ
て
、

寄
木
造
で
、
素
木
の
ま
ま
使
い
、

先
な
ど
に
は
後
補
の
部
分
が
あ
る
が
、
損
毎
や
欠
損
は
少

な
い
。
し
か
し
平
安
時
代
初
期
の
檀
像
と
は
大
き
く
趣
を

異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
ゃ
や
煩
雑
で
艶
め
か
し
い
波
型
の

え
も
ん

衣
文
の
処
理
や
鋭
い
彫
法
に
よ
る
目
鼻
と
衣
文
の
表
現
な

ど
、
む
し
ろ
鎌
倉
以
降
の
宋
風
の
彫
刻
に
通
ず
る
も
の
で

あ
る
。
本
像
が
や
や
繊
細
に
過
ぎ
る
聞
の
あ
る
と
こ
ろ
よ

り
、
南
北
朝
期
頃
の
作
品
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

9 0 2  
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さ
ら
に
悶
じ
南
北
朝
期
頃
の
作
品
で
南
部
仏
師
康
俊
作
の
不
動
明
王
立
像
が
あ
る
。
九

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
小
像

で
あ
る
が
、
足
柄
に
「
法
印
康
俊
作
応
安
二
年
」
云
々
の
銘
が
あ
る
。
南
部
の
慶
一
派
の
末
喬
で
あ
る
康
俊
の
作
品
で
あ
る
。

お
つ
あ
ん

2
→
一
山
歴
代
』
に
よ
れ
ば
こ
の
不
動
明
王
に
先
立
つ
貞
治
四
年
（
一
一
二
六
五
）
に
本
堂
の
立
柱
が
行
わ
れ
、
応
安
元
年
（
一
一
一
一
六

く
う
で
ん

八
）
に
は
本
堂
内
の
宮
殿
及
び
仏
壇
が
造
ら
れ
た
。
間
年
式
部
法
橋
長
賢
が
願
主
と
な
っ
て
不
動
明
王
が
造
立
さ
れ
、

年
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
像
の
銘
は
こ
の
吋
当
山
歴
代
』
の
記
述
に
合
致
す
る
。
ま
た
願
主
長
賢
は
須
磨
寺
に

怯
わ
る
鰐
口
を
も
寄
進
し
て
お
り
、
須
磨
寺
と
深
い
関
係
の
あ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
鰐
口
は
誼
毎
回
八
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、

そ
の
銘
に
は
「
福
待
寺
金
口
融
主
式
部
法
橋
一
長
賢

貞
治
五
年
内
午
一

と
あ
る
。
こ
う
し
た
事
実
を
見
る
と
南
北

朝
期
は
須
藤
寺
に
と
っ
て
は
争
乱
の
後
の
再
建
の
槌
音
の
響
く
中
興
の
時
代
で
あ
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

一
方
こ
の
不
動
明
王
を
判
制
作
し
た
康
俊
を
初
め
と
す
る
南
部
の
慶
派
も
、
畿
内
の
争
乱
を
避
け
て
地
方
で
の
造
像
活
動
に
手

広
く
活
擢
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
藤
俊
の
作
品
は
奈
良
を
中
心
に
山
陽
道
か
ら
九
州
に
も
広
が
っ
て
い
る
。
檎
材
の
寄
木

だ
ん
か
も
ん

い
盛
り
上
げ
彩
色
に
よ
っ
て
庸
草
や
図
花
文
を

造
で
、
肉
身
の
訟
は
黒
化
し
て
、
玉
眼
を
入
れ
、
南
北
朝
期
ら
し
い
金
泥
の

古代・中世の美術

施
す
。
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
頭
体
と
も
ず
ん
ぐ
り
し
て
か
な
り
弛
緩
し
、
衣
文
の
処
理
は
鈍
く
な
っ
て
い
る
。
不
動
明
王
の
ほ

か
に
、
や
や
下
っ
た
南
北
朝
期
の
木
彫
と
し
て
思
沙
門
天
像
が
あ
る
。
同
じ
く
憾
の
等
水
、
玉
限
を
入
れ
、
後
補
の
部
分
が
多

く
、
ま
た
下
半
身
の
衣
の
処
理
は
荒
々
し
い
。
不
動
明
王
よ
り
は
若
干
下
が
っ
た
時
期
の
制
作
で
あ
ろ
う
。

と
ゆ
っ
ら
せ
つ
に
よ

須
磨
寺
に
は
さ
ら
に
時
代
の
下
が
っ
た
も
の
と
し
て
絹
本
著
色
普
緊
十
羅
剃
女
図
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
普
竪
十
羅
剃
女
は

第一節

法
華
経
に
説
か
れ
た
説
話
を
も
と
に
し
て
お
り
、
女
人
の
信
仰
を
守
り
、
女
人
往
生
を
助
け
る
普
賢
菩
薩
と
子
供
を
守
護
す
る

十
羅
剃
女
と
が
合
わ
さ
っ
て

つ
の
構
図
に
ま
と
ま
っ
た
も
の
で
、
と
も
に
女
人
の
救
済
に
白
雲
に
乗
っ
て
来
迎
す
る
。
平
安

古代・中[IJ:自主史編E903 



る
普
賢
菩
薩
を
中
心
に
、

時
代
以
来
多
く
の
女
性
た
ち
の
信
仰
を
集
め
、
ま
た
女
性
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
。
図
柄
は
六
牙
の
白
象
に
乗

じ
ゅ
う
に
ひ
と
え

そ
の
両
側
に
十
一
一
単
を
着
た
十
羅
剃
女
が
い
る
。
い
わ
ゆ
る
和
装
の
十
羅
利
女
で
あ
る
。
ま
た
脇

に
あ
る
鎌
倉
時
代
の
普
賢
十
緯
剥
女
図
と
全
く

侍
と
し
て
二
菩
離
が
お
り
、
毘
沙
門
天
と
持
国
天
も
後
ろ
に
守
護
し
て
い
る
。
こ
の
須
磨
寺
の
構
図
は
現
在
奈
良
国
立
博
物
館

致
す
る
。
こ
の
ほ
か
十
羅
剃
女
が
賭
装
の
作
例
も
あ
り
、
平
安
時
代
末
か
ら

鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
出
さ

れ
る
。
本
図
も
そ
の
一
例
で
、

や
や
形
式
化
が
著
し
く
、

、－
P
こ

l
1
l
 

も
等
し
崩
れ
が
看
取
さ
れ
る
も
の
の
、
保
存
状
態
は
良
好
で
色
鮮

や
か
な
当
初
の
色
彩
を
と
ど
め
て
い
る
。
源
平
の
合
戦
の
背
後
に

は
多
く
の
女
性
た
ち
の
嘆
き
と
悲
し
み
の
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
と

間
以
わ
れ
、
こ
の
普
賢
十
羅
剃
女
図
の
伝
来
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ

る
が
、
そ
の
故
地
に
女
人
往
生
の
た
め
の
仏
国
が
伝
わ
っ
て
い
る

の
も
因
縁
を
感
じ
さ
せ
る
。

北
択
一
有
馬
町
の
善
福
寺
に
は
聖
徳
太
子
の
南
無

有
馬
の
美
術

仏
太
子
像
が
あ
る
。
像
高
六
八
・
五
セ
ン
チ
メ
i

ト
ル
の
合
掌
す
る
寄
木
造
玉
眼
般
入
像
で
あ
る
。
胎
内
に
仏
姉
湛

げ
ん
お
っ

の
墨
書
銘
が
あ
る
。
閉
じ
瀧
幸
は
元
応
二
年
（
一
一
一
一
一
一

O
）
、
京

都
仏
光
寺
の
太
子
像
の
作
者
で
も
あ
る
。
ま
た
、
損
泉
寺
に
は
、

9°4 
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平
安
時
代
に
遡
る
木
造
毘
沙
門
天
立
像
が
あ
り
、
や
や

時
代
が
下
が
る
が
、
室
町
時
代
の
木
造
波
夷
羅
大
将
立

像
が
あ
る
。
像
高
一

O

・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
や

や
小
振
り
の
像
で
、
薬
師
如
来
の
脊
属
と
し
て
の

神
将
の
中
の
一
体
で
あ
ろ
う
。

さ
て
六
甲
山
を
越
え
た
有
馬
の
地
は
古
く
よ
り
温
泉

て
ん
び
ょ
う

地
と
し
て
知
ら
れ
た
所
で
あ
っ
た
。
天
平
年
間
（
七
二

九
1
四
九
）
持
基
が
再
興
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
中
世
に
は
犠
々
な
貴
践
の
来
訪
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
損
泉
の
効
能
に
つ
い
て
の
評

古
い
美
術
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

判
が
様
々
な
説
話
と
な
っ
て
広
ま
っ
た
。
近
世
で
は
豊
臣
秀
吉
の
来
訪
な
ど
、
長
い
歴
史
の
中
に
あ
っ
た
有
馬
に
し
て
は
意
外
に

先
に
述
べ
た
平
安
時
代
末
の
温
泉
寺
の
問
中
一
、
漆
厨
子
の
ほ
か
は
、
湯
泉
神
社
に
は
鎌
倉
時
代
末
期
の
熊
野
望
茶
羅
図
が
あ
り
、

ま
た
鎌
倉
時
代
後
期
の
塩
泉
寺
縁
起
が
寺
外
（
京
都
国
立
博
物
館
蔵
）
に
流
出
し
て
伝
存
し
て
い
る
。

ほ
ん
じ
す
い
じ
ゃ
く

熊
野
受
茶
経
は
い
わ
ゆ
る
本
地
垂
逃
説
に
基
づ
く
畏
茶
羅
で
、
高
野
山
西
南
院
本
と
と
も
に
熊
野
本
迩
豊
茶
羅
の
数
少
な

古代・中世の美術

し、

本
で
あ
る
。
熊
野
の
一
一
一
所
権
現
に
若
宮
を
加
え
た
問
所
に
対
応
す
る
本
地
仏
で
あ
る
阿
弥
陀
・
薬
部
・
千
手
観
音
・
十

面
観
音
を
最
上
段
に
並
べ
、

そ
の
下
に
四
体
の
男
女
俗
体
の
神
を
描
い
て
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
次
段
に
は
五
一
的
機

Mm 
第

現
に
応
じ
た
聖
観
者
・
如
意
輪
・
地
蔵
・
龍
棋
を
置
く
。

勧
請
十
五
所
・
阿
須
賀
・
神
倉
な
ど
に
対
応
す
る
。
密
教
回
受
茶
羅
の
よ
う
に
各
尊
を
配
列
し
た
上
半
部
と
は
異
な
り
、
下
半
部

一
一
設
自
に
は
釈
迦
・
十
王
子
を
中
心
に
愛
染
・
大
威
徳
を
描
き
、
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は
自
然
景
の
中
に
摂
社
・
末
社
や
呑
属
神
を
配
置
し
て
い
る
。
弥
勅
を
中
心
に
文
殊
普
賢
・
毘
沙
門
天
・
不
動
な
ど
が
あ
る
。

代
後
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
、

そ
の
傾
向
を
保
っ
て
い
る
。

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
自
然
景
の
中
に
各
諸
尊
を
配
置
す
る
の
が
熊
野
畏
茶
羅
の
大
き
な
特
色
で
、
こ
の
湯
泉
神
社
本
も
鎌
倉
時

温
泉
寺
縁
起
は
掛
幅
で
、
当
初
温
泉
寺
に
お
い
て
参
詣
の
湯
治
の
人
々
に
絵
解
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
行
基
が
山
中
の

さ
A
し
こ
う
じ
ん

病
人
（
薬
師
如
来
）
を
自
ら
介
抱
し
温
泉
寺
の
草
創
と
な
る
説
話
、
山
の
女
体
権
現
が
出
現
す
る
奇
跡
の
説
話
や
、
清
荒
神
清

澄
寺
の
僧
慈
心
坊
尊
恵
の
間
魔
王
宮
を
巡
っ
て
蘇
生
す
る
説
話
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
説
話
は
古
く
「
古
今
著
部

4
9

や
り
か
す
み

集
』
な
ど
の
説
話
集
に
も
載
っ
て
お
り
、
広
く
知
ら
れ
た
説
話
で
あ
っ
た
。
構
図
は
一
幅
の
大
き
な
画
面
を
素
槍
霞
に
よ
っ

て
横
長
に
仕
切
っ
て
、

そ
こ
に
抑
制
か
く
各
場
面
が
配
さ
れ
る
。
描
写
は
や
や
硬
く
鎌
倉
時
代
末
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

や
が
て
江
戸
時
代
初
め
に
二
一
井
寺
勧
学
院
（
大
津
市
）
に
入

の
後
室
町
時
代
末
期
に
こ
の
寺
が
退
転
し
た
時
に
寺
外
に
流
れ
、

り
、
そ
の
後
宇
治
平
等
競
最
勝
院
（
宇
治
市
）
に
伝
わ
っ
た
。

神
戸
の
地
理
的
な
環
境
は
古
文
化
財
の
保
存
と
伝
承
に
と
っ
て

必
ず
し
も
良
好
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
数
奇
な
運
命
を
た
ど

る
文
化
財
が
多
い
の
で
在
意
を
要
す
る
。

そ
の
ほ
か
に
、
鎌
倉
時
代
の
仏
像
と
し
て
、
灘
区
桜
ケ
丘
町

の
善
光
寺
の
不
動
明
王
二
章
子
像
や
、
長
田
区
東
尻
池
町
の
宝

満
点
寸
の
大
日
如
来
坐
像
な
ど
が
あ
る
。
善
光
寺
の
不
動

像
は
不
動
が
平
安
時
代
末
、
一
一
章
子
像
が
鎌
倉
時
代
の
補
作
と
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宝満寺の大日如来坐像

[llfl: ・中山の文化財

2手真192

;n ト－J:;k



さ
れ
る
が
、
明
治
の
初
め
に
比
叡
山
北
谷
の
宝
一
衆
院
か
ら
伝
え
ら
れ
た
仏
像
と
い
う
。
ま
た
宝

構
寺
の
大
日
如
来
幾
像
は
拾
の
寄
木
造
で
、
漆
第
五
根
で
あ
る
。
さ
ら
に
胎
内
の
銘
に
よ
っ
て

え
い
に
ん
う
ん
じ
っ

永
ん
し
四
年
（
一
二
九
六
）
大
勧
進
昨
日
ら
に
よ
っ
て
後
宇
多
天
皇
の
た
め
に
寄
進
さ
れ
た
も
の

と
判
明
す
る
。
ま
た
胎
内
に
は
金
剛
界
の
大
日
如
来
像
を
胎
内
仏
と
し
て
納
入
し
、
さ
ら
に
舎

利
塔
や
般
若
理
趣
経
の
写
経
な
ど
を
込
め
て
い
る
。
ま
た
、
兵
隊
区
北
逆
瀬
川
町
の
能
福
寺
に

は
太
山
寺
か
ら
伝
来
し
た
開
弥
陀
一
一
一
尊
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
。
院
派
系
の
作
風
を
示
し
、
こ

ち
ら
も
鎌
倉
時
代
に
遡
る
作
例
で
あ
る
。

鎌
倉
末
期

以
後

南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
戦
乱
と
政
治
的
な
混
乱
が
続
い
た
が
、
こ

の
神
戸
一
帯
は
播
磨
に
勢
力
を
持
つ
赤
松
氏
と
畿
内
勢
力
と
の
激
し
い
争
い
の

渦
中
に
あ
っ
た
。
そ
ん
な
激
動
の
中
を
守
り
通
し
て
き
た
も
の
も
多
い
。
中
で
も
兵
庫
区
松
原

し
よ
う
お
う

遍
は
正
応
二
年

通
の
真
光
寺
に
伝
わ
る
『
遊
行
縁
起
』

で
あ
る
。
時
宗
の
開
祖

古代・中［授の美術

（
一
ニ
八
九
）
八
月

…
一
日
兵
庫
の
観
音
堂
で
生
援
を
閉
じ
た
。
そ
の
時
茶
毘
に
付
し
た
所
に

遍
と
弟
子
の
的
関
上
人
の
伝
記
を
表
し
た
吋
遊
行
上
人
縁
起
絵
』
は
十
四
世
紀
初
め
宗
俊
が
編
纂
し

一
遍
・
他
阿
へ
と
続
く
時
宗
の

真
光
寺
が
あ
る
。
開
祖

た
も
の
で
、
全
十
巻
の
中
、
前
回
巻
が
一
遍
の
、
後
六
巻
が
二
祖
地
阿
上
人
の
伝
記
で
あ
る
。

第一節j

吋
遊
行
縁
起
』
は
そ
の

つ
の
代
表
的
な
作
刷
円
で
あ
る
。
聖
戒
の
編
纂
し
た
有
名
な
吋

そ
の
転
写
の
系
譜
に
も
一
一
一
種
の
系
統
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
真
光
寺
本

遍
聖
絵
』
（
歓
泰
光
寺
本
）
の
よ
う
な

法
系
を
強
調
し
て
い
る
。
掠
本
は
す
で
に
な
く
、

写
実
的
で
厳
密
な
場
面
と
伝
記
と
の
構
成
の
方
法
で
は
な
く
、
こ
の
真
光
寺
本
は
明
る
く
、
簡
略
な
場
面
構
成
を
と
り
、
近
世

＂＂＇代・中世

真光寺の『遊行縁起J
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絵
画
へ
の
傾
斜
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

てコ

つ
の
場
面
で
は
転
写
本
特
有
の
や

や
形
式
的
な
描
写
も
あ
り
、
総
じ
て
稚
拙
な
が
ら
も
、
こ
だ
わ
り
の
な
い
様
式

で
あ
る
。
布
教
活
動
に
数
多
く
必
要
と
し
て
、
た
く
さ
ん
転
写
し
て
流
布
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

、、J

の
僧
行
顕

に
よ
れ
ば
、

が
詞
書
を
書
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、

こ
の
時
期
に
新
た
に
広
ま
っ
た
禅
宗
美
術
に
も
優
れ
た
作
品
が
あ
る
。

げ
っ
た
ん
そ
つ
こ
う
ち
ん
ぞ
う
え
い
と
く

に
日
伝
わ
る
月
庵
宗
光
禅
師
頂
柏
に
は
永
徳
田
年

須
磨
区
禅
昌
寺
町
の

（
一
三
八
四
）
の
自
賛
が
あ
り
、
こ
の
時
期
を
代
表
す
る
作
品
で
あ
る
。

方、

平
安
時
代
以
来
の
法
灯
を
伝
え
る
顕
密
寺
院
も
変
わ
ら
ず
数
多
く
の
仏
画
な
ど
を
制
作
し
続
け
、
石
客
十
寺
の
絹
本
著
色
釈
迦

た
ん
じ
よ
う
み
よ
う
よ
う

一
一
一
尊
副
像
、
初
利
天
上
寺
の
絹
本
著
色
弥
勤
菩
躍
隻
茶
羅
、
丹
生
神
社
の
紙
本
著
色
丹
生
山
明
要
寺
参
詣
回
町
議
会
緩
図
な
ど
注

回
す
べ
き
作
品
が
残
っ
て
い
る
。

え
ん
」
ん

し
て
須
磨
寺
に
延
文
庚
子
（
延
文
五
年
〔

ち
ょ
う
ろ
く

の
鰐
口
、
長
禄
四
年
（

ま
た

二一六
O
〕
）
銘
の
銅
製
鍍
金
釣
燈
箆
や
貞
治
五
年
（
一

四
六
O
）
銘
の
旧
原
野
村
安
養
寺
の
鏑
鏡
が
伝
来
し
て
い
る
。
石
家
主
マ
に
正
和
四
年
（
一
一
一
二
五
）

一
一
五
七
）
の
釣
滋
龍
、
長
田
神
社
の
康
正
一
一

の
鰐
口
、
妙
法
寺
に
延
文
二
年
（

装
神
輿
な
ど
が
残
存
し
て
い
る
。

六
六
）
銘

（
一
四
五
七
）
修
理
銘
棟
札
の
黒
漆
金
銅

仏
像
で
は
、
北
区
の
無
動
寺
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
や
多
聞
寺
の
地
蔵
菩
薩
立
像
の
ほ
か
、
須
磨
区
の
妙
法
寺
の
吉
祥
天
・

武
子
童
子
像
な
ど
が
あ
る
。
加
盟
…
動
寺
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
や
や
宋
風
の
認
め
ら
れ
る
像
で
、
杉
の
寄
木
造
で
、
京
地
仕
上
げ
と
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な
っ
て
い
る
。
妙
法
寺
の
二
像
も
杉
材
の
寄
木
造
で
あ
る
。
通
例
仏
像
の
材
と
し
て
最
も
適
し
、
し
か
も
不
足
の
な
い
檎
を
用

い
な
い
で
、
あ
え
て
彫
刻
し
に
く
い
、
廉
価
な
杉
を
使
用
す
る
と
こ
ろ
に
材
質
の
低
下
や
技
法
・
作
風
の
地
方
化
は
い
な
め
な

し、。
石
造
美
術

た
だ
こ
の
時
代
に
は
石
造
遺
物
に
注
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
御
影
石
で
脊
名
な
花
岡
山
石
の
産
出
す
る
六
甲
山

系
を
後
背
に
も
つ
神
戸
に
は
、
鎌
倉
時
代
頃
よ
り
次
第
に
間
後
秀
な
石
工
技
術
の
蓄
積
が
あ
り
、
石
材
・
技
術
の

両
面
か
ら
条
件
が
整
っ
て
い
っ
た
。
硬
度
が
強
く
彫
刻
に
は
困
難
が
あ
る
も
の
の
、
逆
に
耐
久
度
に
間
後
れ
、
末
法
の
意
識
と
と

も
に
、
作
善
と
し
て
ま
た
造
塔
供
養
と
し
て
石
塔
や
石
仏
が
造
像
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
本
絡
的
な
堂
塔
内
に
安
置

さ
れ
る
仏
像
と
は
異
な
り
、
石
仏
や
石
塔
は

般
の
庶
民
や
多
く
の
人
の
結
縁
を
得
て
造
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
と
に

御
影
石
患
の

に
よ
る
本
格
的
な
活
動
は
、
奈
良
東
大
寺
の
復
興
に
携
わ
っ
た
宋
の
石
工
伊
行
末
を
始
誼
と
す
る
伊
派
か
ら

の
石
造
技
術
の
交
流
の
結
果
、
技
術
的
な
進
歩
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
さ
れ
る
。

ほ
’
つ
売
し
よ
う
い
ん
と
う

ど
の
蕗
塔
と
五
輪
塔
や
宝
箆
即
塔
が
あ
り
、

古代・ r:j:l世の美術

お
造
造
物
に
は
石
塔
と
石
仏
が
あ
り
、
石
塔
に
も
十
一
一い

た
び

わ
ゆ
る
石
仏
と
磨
崖
仏
が
あ
る
。
さ
ら
に
石
造
物
に
は
板
碑
や
卒
塔
婆
・
名
号
碑
の
ほ
か
、
石
燈
龍
な
ど
が
あ
る
。
美
術
工
芸

石
仏
に
も
い

的
な
も
の
か
ら
、
建
造
物
に
い
た
る
ま
で
石
の
撃
牢
さ
が
供
養
者
の
期
待
を
担
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
法
華
経
な
ど
に
基
づ
い
た

造
塔
供
養
や
動
か
ざ
る
記
念
物
と
し
て
石
造
品
に
は
不
動
の
信
仰
の
証
と
し
て
多
く
の
人
が
結
縁
し
、
ま
た
鎌
倉
時
代
に
南
部

え

い

そ

ん

こ

う

あ

ん

で
律
宗
を
興
し
た
西
大
寺
叡
尊
の
弘
安
八
年
（

八
五
）
兵
庫
へ
の
布
教
に
よ
る
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作

第一節

例
の
う
ち
、
最
も
早
い
紀
年
銘
の
あ
る
も
の
は
、
兵
庫
区
切
一
戸
町
に
あ
る
平
溶
接
の
追
善
供
養
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う

伝
承
を
も
っ
清
盛
塚
十
一

で
あ
る
。
大
正
十
ニ
年
（

九
二
一
一
一
）
に
市
電
路
線
敷
設
の
た
め
に
現
在
の
位
置
に
移
さ
れ
た
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.sミ

ト

の
層
塔
で
あ
る
。
年
記
は
基
礎
東
部
に
「
弘
安
九
／
一
一
月

が
、
相
輪
は
後
補
で
、
高
さ
が
八
・
七
二
メ
ー
ト
ル
あ
り
、
同
年
に
建
て
ら
れ
た
京
都
宇
治
川
の
浮
島
塔
や
般
若
寺
の
塔
と
並

と
陰
刻
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
ほ
か
平
清
盛
に
関
す

る
こ
と
は

切
碑
文
に
な
い
。

や
が
て
鎌
倉
時
代
に
流
行
し
た
層
塔
は
減
少
し
、
南
北
朝
時
代
以
降
に
は
五
輪
塔
や
宝
健
印
塔
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
五
輪
塔

ぷ
ん
え
い

で
は
北
区
山
田
町
西
下
の
最
法
寺
塔
の
基
墳
に
文
永
十
ニ
年
（

二
七
五
）
の
紀
年
銘
が
あ
っ
て
最
も
吉
い
と
さ
れ
る
。
本
堂

裏
の
薬
師
堂
跡
と
さ
れ
る
場
所
に
あ
る
五
輪
塔
で
、
頂
上
の
空
輸
は
欠
失
し
、
現
在
の
高
さ
は
八
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

塚
の
近
く
兵
庫
区
松
原
通
に
あ
る
、

し
か
し
現
在
で
は
地
輪
や
基
礎
に
党
字
が
確
認
さ
れ
る
も
の
の
、
紀
年
銘
は
読
み
取
れ
な
い
。
む
し
ろ
銘
記
は
な
い
が
、
清
盛

遍
上
人
醸
の
一
遍
上
人
五
輪
塔
は
高
さ
一

遍
上
人
一
不
寂
の
地
と
さ
れ
る
真
光
寺
の

九
五
メ
ー
ト
ル
の
堂
々
と
し
た
塔
で
、
火
輪
・
水
輸
の
重
量
感
か
ら
も
一
遍
没
後
に
程
近
い
頃
の
建
立
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
宝
箆
印
塔
で
は
垂
水
区
西
垂
水
に
あ
る
遊
女
塚
宝

け
ん
む

箆
印
塔
が
、
建
武
田
年
（

三
七
）
の
紀
年
銘
を
持
つ
。

現
在
は
西
垂
水
共
同
墓
地
内
に
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
当
初
の

位
置
で
は
な
い
。
高
さ
一
一
一
・
四
八
メ
ー
ト
ル
の
大
き
な
宝
懐

印
塔
で
、
杷
輪
部
分
は
後
補
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
基

礎
の
四
聞
に
銘
文
が
陰
刻
さ
れ
、
「
建
武
四
年
」
は
明
確
に

読
み
取
れ
る
が
、
勧
進
僧
「
士
忠
禅
師
」
と
石
工
の
名
が
あ

る
と
さ
れ
る
も
の
の
、
現
在
で
は
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
こ

9ro 
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の
宝
鑑
印
塔
を
遊
女
塚
と
し
た
由
来
は
銘
文
か
ら
は
窺
わ
れ
ず
、
全
く
伝
説
の
域

を
出
な
い
。

宝
箆
印
塔
と
は
、
も
と
中
国
五
代
の
呉
越
王
銭
弘
淑
が
顕
徳
二
年
（
九
五
玉
）

に
、
イ
ン
ド
の
ア
シ
ョ
l
カ

の
行
っ
た
八
万
四
千
塔
供
養
に
倣
っ
て
八
万
閲
千

の
金
銅
塔
を
造
顕
し
、
し
か
も
わ
が
国
に
も
そ
の
う
ち
の
五
百
基
が
伝
来
し
た
と

さ
れ
、

そ
れ
が
き
っ
か
け
で
臼
本
で
も
平
安
時
代
末
に
は
大
い
に
造
塔
供
養
が
行

わ
れ
た
。
方
形
の
塔
で
、
屋
根
の
四
隅
が
立
ち
上
が
る
独
特
の
形
で
あ
る
。
こ
の

り
ゃ
く
お
う

ほ
か
垂
水
区
福
田
に
あ
る
謄
応
四
年
（
一
一
一
一
四

み
よ
つ
だ
に

区
名
谷
町
に
あ
る
観
臨
二
年
（
一

）
銘
の
宝
援
印
塔
や
悶
じ
垂
水

五

）
と
推
定
さ
れ
る
辛
卯
銘
の
宝
穣
即
塔

が
あ
り
、
こ
の
二
基
は
い
ず
れ
も
士
忠
禅
師
勧
進
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
い
ず

れ
も
小
型
の
塔
で
あ
る
。
こ
の
南
北
朝
初
期
に
こ
の
一
帯
で
勧
進
鵠
の
活
躍
に
よ
っ

古代・中世の美術

て

般
庶
民
を
結
集
し
た
造
塔
活
動
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

堅
牢
で
見
た
自
も
き
れ
い
な
良
質
の
花
闘
岩
の
産
出
す
る
六
甲
山
系
を
か
か
え
、

ま
た
鎌
倉
時
代
か
ら
の
石
工
の
技
法
の
進
歩
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
記
念
碑
的
な
造

A<'.- ； . －； ， ~  

局主ーー耳fl

塔
や
石
碑
は
あ
っ
て
も
、
意
外
に
少
な
い
の
が
石
仏
・
磨
崖
仏
で
あ
る
。
夜
銘
の
忍
仏
・
麻
暗
躍
仏
と
し
て
は
、
兵
庫
区
石
井
町

ぷ
ん
あ
ん
ぷ
ん
し
よ
う

の
霊
一
山
寺
境
内
に
安
寵
さ
れ
て
い
る
文
安
一
一
（
一
間
閉
六
）
銘
の
あ
る
地
蔵
活
仏
や
西
区
押
部
谷
町
木
津
の
文
正
二
年

（
一
四
六
七
）
銘
の
あ
る
木
津
磨
崖
仏
な
ど
、
よ
う
や
く
室
町
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
作
例
が
わ
ず
か
に
見
出
さ
れ
る
。
霊
山
寺

古代・ cj:rj丘際5包括言E
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の
地
蔵
石
仏
は
総
高
五
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
丸
彫
像
で
、
伽
仰

影
石
で
は
な
く
、

や
や
黄
色
味
を
帯
び
た
竜
山
石
で
あ
り
、
ま

た
そ
の
銘
文
も
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
木
津
の
府
間
崖
仏
は

高
さ
約
八
メ
ー
ト
ル
の
断
躍
の
上
端
部
に
幅
約
二
一
一
一

0
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
、
縦
約
六

0
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
彫
り
込
ん
だ
岩
に

定
印
の
阿
弥
陀
坐
像
を
中
心
に
、
六
地
蔵
を
配
し
た
も
の
で
、

（
良
衛
か
〉

左
端
に
「
石
大
工
口
己
」
「
文
正
ニ
天
」
の
銘
が
あ
る
。

て
ん
ぷ
ん

ま
た
、
北
区
有
馬
町
の
温
泉
寺
境
内
と
参
道
不
動
坂
に
は
天
文
一

年
（
一
五
五
一
一
一
）
の
銘
を
持
つ
磨
崖
仏
が
二
基
あ
る
。

写真 197 ！日大日松の石仏

（灘区）

と
も
に
自
然
石
に
、
線
刻
に
近
い
半
浮
彫
の
阿
弥
陀
や
不
動
・
地
蔵
を
表
す
ほ
か
、
六
字
名
号
を
陰
刻
す
る
。
両
者
の
銘
は
、

「
百
万
遍
四
十
八
度
供
養
為
自
他
也
」
や
「
施
主
為
善
心
禅
門
逆
修
也
」
「
施
主
阿
弥
陀
堂
麟
明
／
万
部
経
結
願
日
作
之
」
な
ど

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

の
文
書
が
あ
り
、
天
文
年
間
（
一
五
一
一
一
二

1
五
五
）
に
は
か
な
り
一
般
庶
民
の
造
塔
供
養
へ
の
参
加
と
有
馬
へ
の
往
来
で
賑
わ
っ

こ
の
ほ
か
紀
年
銘
の
な
い
も
の
と
し
て
、
か
つ
て
灘
区
桜
ケ
丘
町
の
大
日
松
に
あ
っ
た
石
仏
が
あ
る
。
総
高

メ
ー
ト
ル
の
花
山
間
岩
の
自
然
石
に
、
像
高
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
定
印
の
阿
弥
陀
坐
像
を
、
か
な
り
荒
削
り
に
半
浮
彫
し
た

ニ
ム
ハ
セ
ン
チ

も
の
で
あ
る
。
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
周
辺
が
大
き
な
被
害
を

v

つ
け
た
影
響
で
、
高
徳
町
の
北
向
地
蔵
の
脇
に
移
動
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
近
世
の
地
蔵
尊
な
ど
を
除
け
ば
意
外
に
石
仏
・
磨
崖
仏
は
少
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
む
し
ろ
御
影
石
の
石

工
の
技
術
は
石
塔
な
ど
の
記
念
碑
的
な
建
造
物
の
造
作
に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
室
町
時
代
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
宝
箆
印

9 1 2  古代. c!JI止の文化財第十－:r;t



塔
・
五
輪
塔
や
板
碑
・
名
号
碑
な
ど
が
多
数
造
立
さ
れ
、
特
に
北
区
に
極
め
て
多
く
そ
の
作
併
が
現
存
し
て
い
る
。
神
戸
の
海

岸
地
区
よ
り
も
、
六
甲
山
を
越
え
た
北
区
や
西
区
の
山
間
地
域
に
多
く
の
石
造
造
物
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
特
記
し
て
お
く

べ
き
で
あ
ろ
う
。

阪
神
・
淡
賂
大
震
災
と
文
化
財

震
災
と
文

レ
」
，
茸
d

ig－
m持

平
成
七
年
（

九
九
五
）
の
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
際
し
て
、
神
戸
市
内
の
数
多
く
の
諸
社
寺
も
被
災
し
、
所

蔵
さ
れ
る
文
化
財
が
損
傷
を
受
け
る
な
ど
の
被
害
が
報
告
さ
れ
た
。

震
災
で
特
に
大
き
な
被
害
を
受
け
た
垂
水
一
区
や
長
閑
区
の
寺
院
や
遺
跡
を
中
心
に
回
り
、
震
災
に
よ
る
被
害
及
び
そ
の
復
興

古代・中世の美術

状
況
の
確
認
調
査
を
行
っ
た
。
調
査
を
実
施
し
た
の
は
、
宝
満
寺
（
長
関
区
）
、
多
聞
寺
（
垂
水
区
可
能
福
寺
（
兵
庫
区
）
及
、
び
、

ほ
う
き
ょ
う
い
ん
と
い
う

石
造
物
の
遊
女
塚
、
西
名
宝
俵
印
塔
（
以
上
垂
水
区
）
、
議
磨
寺
（
須
勝
区
）
の
十
一
一
一
霊
塔
で
あ
る
。

び

る

し

ゃ

な

兵
庫
区
の
能
福
寺
で
は
、
毘
産
会
那
殿
に
安
町
一
蹴
さ
れ
る
十
一
面
観
音
菩
臨
立
像
が
ガ
ラ
ス
ケ
1
ス
内
で
傾
い
て
い
た
も
の

の
、
大
き
な
被
害
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

閣
の
重
要
文
化
財
別
に
指
定
さ
れ
た
大
日
如
来
坐
像
が
傾
倒
し
、
宝
凶
器
部
が
落
下
し
、

ま仙
川
ぎ
目
が
緩

長
田
区
の

で
は
、

む
な
ど
の
被
害
を
受
け
た
。
本
像
は
、
震
災
の
翌
年
に
美
術
院
に
よ
り
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
修
理
状
況
に
つ

第一節

い
て
は
、
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
発
行
の
修
理
報
告
書
に
詳
し
い
（
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
編
『
金
部
山
宝
満
寺
大
日
加
来
像

修
践
報
告
書

阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
伴
う
緊
急
修
潔
』
）
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神
戸
市
内
の
石
造
物
は
、
倒
緩
や
相
輪
部
が
脱
落
す
る
な
ど
、
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
現

在
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
修
復
さ
れ
、
震
災
前
の
姿
に
一
民
っ
て
い
る
。

震
災
に
よ
っ
て
神
戸
の
街
は
大
き
な
被
害
を
受
け
、
文
化
財
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
財
が
、

れ
ら
を
守
っ
て
き
た
人
々
に
よ
っ
て
迅
速
に
修
復
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
現
在
も
以
前
と
変
わ
ら
ぬ
姿
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
市
民
生
活
に
甚
大
な
被
害
を
も
た
当
り
し
た
援
災
の
中
で
、
文
化
財
被
害
が
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
、
今
日
も
神

の
街
に
残
っ
て
い
る
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。
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