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創
建
期
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
に
関
す
る
覚
書

岩　

佐　

光　

晴

は
じ
め
に

　

奈
良
県
桜
井
市
に
所
在
す
る
長
谷
寺
は
古
来
観
音
霊
場
と
し
て
知
ら
れ
、
多
く
の
信
仰
を
集
め
て
き
た
。
そ
の
本
尊
で
あ
る
十
一

面
観
音
菩
薩
立
像
（
図
₁
）
は
像
高
が
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
巨
大
な
木
彫
像
で
、
現
在
の
像
は
、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
の
火

災
を
経
て
、
同
七
年
に
再
興
さ
れ
た
像
で
あ
る
。

　
『
扶
桑
略
記
』
に
よ
る
と
、
長
谷
寺
は
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
三
月
三
十
日
に
供
養
さ
れ
、
本
尊
の
十
一
面
観
音
像
は
木
造
で
、
像

高
は
二
丈
六
尺
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（₁
）。

長
谷
寺
は
そ
の
後
、
天
慶
七
年
（
九
四
四
）、
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）、
嘉
保
元
年

（
一
〇
九
四
）、
建
保
七
年
（
一
二
一
九
）、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）、
天
文
五
年
（
一
五
三
六
）
の
計
七

度
焼
失
し
た
が
、
そ
の
度
に
、
造
立
当
初
の
二
丈
六
尺
と
い
う
像
高
を
継
承
し
な
が
ら
再
興
さ
れ
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
歴
史
を

も
つ（₂
）。

現
在
の
本
尊
は
、
創
建
以
来
、
八
度
目
の
造
像
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
十
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
そ
の
巨
大
な
姿
は
、
当
初
像
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の
面
影
を
投
影
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
神
亀
四
年
の
時
点
で
、
像
高
が
二
丈
六
尺
に
及
ぶ
木
彫
像
が
造
立
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
彫
刻
史

の
理
解
を
は
る
か
に
超
え
た
内
容
を
も
つ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
ず
、
十
一
世
紀
に
寄
木
造
り
の
技
法
が
確
立
さ
れ
る
以
前
に
、

こ
れ
だ
け
の
規
模
の
木
彫
像
の
造
立
が
可
能
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
七
・
八
世
紀
の
現
存
す
る
木
彫

像
を
見
て
も
、
七
世
紀
で
は
像
高
が
二
メ
ー
ト
ル
十
セ
ン
チ
の
法
隆
寺
・
百
済
観
音
立
像
、
八
世
紀
で
は
像
高
が
二
メ
ー
ト
ル
五
十

二
セ
ン
チ
の
安
祥
寺
・
十
一
面
観
音
菩
薩
立
像
が
比
較
的
大
き
く
、
大
半
が
二
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
長

谷
寺
の
当
初
像
に
つ
い
て
は
、
日
本
彫
刻
史
の
枠
外
に
置
か
れ
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
実
在
し
た
の
か
も
含
め
て
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

筆
者
は
以
前
、
長
谷
寺
の
当
初
像
を
造
立
し
た
と
伝
え
る
稽
文
会
・
稽
主
勲
と
い
う
仏
師
の
実
在
性
に
つ
い
て
検
討
し
、
実
在
し

た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る（₃
）が

、
本
稿
で
は
当
初
像
そ
の
も
の
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
史
実
性
も
含
め
て
、

関
連
す
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
い
。

一
、
史
実
性
に
関
す
る
検
討

創
建
当
初
の
長
谷
寺
に
二
丈
六
尺
の
木
彫
像
が
実
際
に
存
在
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
き
っ
ち
り
検
証
さ
れ
て
い
る

と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

長
谷
寺
の
縁
起
を
記
す
文
献
と
し
て
、
現
状
も
っ
と
も
古
く
遡
る
の
が
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
に
源
為
憲
（
？
〜
一
〇
一
一
）
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に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
三
宝
絵
』
所
収
の
「
長
谷
寺
菩
薩
戒
」
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る（₄
）。

こ
こ
で
は
、
明
確
に
二
丈
六
尺
の
像
と

記
し
て
い
る
。
長
谷
寺
は
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
に
火
災
に
遭
い
、
仏
像
も
焼
失
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
日
本
紀
略
』
で
は
、
焼

失
し
た
仏
像
を
「
験
仏
」
と
記
し
て
い
る（₅
）の

で
、
本
尊
の
十
一
面
観
音
像
を
示
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
同
九
年

に
は
再
興
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（₆
）が

、
本
尊
も
造
立
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、『
三
宝
絵
』
が
書
か
れ
た
永
観

二
年
に
は
二
丈
六
尺
の
規
模
で
再
興
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
像
の
存
在
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ

こ
に
語
ら
れ
る
縁
起
が
生
き
て
く
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
点
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
の
が
藤
原
資
房
（
一
〇
〇
七
〜
五
七
）
の
日
記
『
春
記
』
の
記
事
で
あ
る
。
長
谷
寺
は
永

承
七
年
（
一
〇
五
二
）
八
月
二
十
五
日
に
二
度
目
の
火
災
に
遭
い
、
本
尊
も
焼
失
す
る
が
、『
春
記
』
の
同
年
八
月
二
十
八
日
条
に
よ

る
と
、
こ
の
前
の
火
災
の
時
に
は
、
十
一
面
の
頭
を
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
、
再
興
し
た
体
部
に
取
り
付
け
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（₇
）。

ま
た
、
同
書
同
年
九
月
七
日
条
に
よ
る
と
、
今
回
も
焼
け
跡
の
灰
の
中
か
ら
、
左
辺
の
瞋
怒
面
一
面
、
右
辺
の
狗
牙
上
出
面
一
面
、

頂
上
仏
面
一
面
の
計
三
面
が
発
見
さ
れ
、
い
ず
れ
も
皆
金
色
で
あ
っ
た
と
い
う（₈
）。

こ
の
火
災
時
の
再
興
供
養
は
天
喜
二
年
（
一
〇
五

四
）
八
月
十
一
日
に
行
わ
れ
た（₉
）が

、『
長
谷
寺
焼
失
』
と
い
う
記
録
に
は
、
こ
の
時
の
再
興
造
像
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
十
一
面
観
音
像
を
元
の
よ
う
に
二
丈
六
尺
で
造
り
、
焼
け
跡
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
頂
上
仏
面
や
小
面
は
体
内
に
納

め
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（₁₀
）。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、
永
承
七
年
に
焼
失
し
た
天
慶
七
年
火
災
の
再
興
像
も
二
丈
六
尺
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
天
慶
七
年
の
火

災
時
に
取
り
出
さ
れ
た
頭
部
が
本
面
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
か
頭
上
面
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
二
丈
六
尺
規
模
で
再
興
さ

れ
た
像
に
見
合
う
大
き
さ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
天
慶
七
年
の
火
災
で
焼
失
し
た
根
本
像
も
二
丈
六
尺
の
大
き
さ
で
あ
っ
た

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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な
お
、
永
承
七
年
の
火
災
時
に
焼
け
跡
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
頭
上
面
は
再
興
像
の
体
内
に
納
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
天
慶
七
年

の
火
災
時
に
取
り
出
さ
れ
た
頭
部
が
再
興
像
の
体
部
に
取
り
付
け
ら
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
つ
ま
り
、
永
承
の
火
災
の
再
興
像
は

像
内
に
大
き
く
内
刳
り
が
施
さ
れ
て
い
た
状
況
が
推
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
寄
木
造
り
で
造
ら
れ
、
天
慶
の
火
災
時
の
再
興
像
は
一
木

造
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
永
承
の
頃
に
は
寄
木
造
り
の
技
法
が
確
立
さ
れ

て
お
り
、
天
慶
の
頃
は
、
ま
だ
一
木
造
り
の
像
が
主
流
で
あ
っ
た
状
況
を
反
映
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
史
料
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
長
谷
寺
の
創
建
期
の
八
世
紀
前
半
に
二
丈
六
尺
規
模
の
木
彫
像
が
実
際
に
造

立
さ
れ
存
在
し
て
い
た
状
況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
と
い
え
る
。

　

長
谷
寺
の
名
が
正
史
に
初
め
て
登
場
す
る
の
は
、『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
十
月
二
十
日
条
で
、
称
徳
天
皇
が
長

谷
寺
に
行
幸
し
、
田
八
町
を
寄
進
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る（₁₁
）。

ま
た
、
延
暦
六
年
（
七
八
七
）
に
原
形
が
成
立
し
、
弘
仁
年
間
（
八

一
〇
〜
八
二
四
）
に
現
在
あ
る
形
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る（₁₂
）『

日
本
霊
異
記
』
下
巻
第
三
縁
に
は
孝
謙
天
皇
（
称
徳
天
皇
）
の

時
代
の
こ
と
と
し
て
、
大
安
寺
の
僧
弁
宗
が
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
借
金
を
返
済
で
き
た
と
い
う
話
が
載

せ
ら
れ
て
い
る（₁₃
）。

さ
ら
に
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
十
二
月
二
十
一
日
条
に
よ
る
と
、
長
谷
寺
は
霊
験
の
あ
る
寺

と
し
て
、
壺
阪
寺
と
と
も
に
定
額
寺
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る（₁₄
）。

　

つ
ま
り
、
長
谷
寺
は
八
世
紀
前
半
に
創
建
さ
れ
、
八
世
紀
後
半
に
は
天
皇
が
行
幸
を
す
る
寺
院
と
し
て
一
定
の
格
式
を
持
ち
、
十

一
面
観
音
像
は
ご
利
益
の
あ
る
像
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
九
世
紀
半
ば
に
は
霊
験
寺
院
と
し
て
明
確
に
認
知
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
そ
の
霊
験
性
は
、
本
尊
の
十
一
面
観
音
像
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
間
接
的
な
が
ら
、

当
時
本
尊
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
の
記
載
に
よ
る
と
、
弁
宗
は
十
一
面
観
音

像
の
手
に
縄
を
か
け
そ
れ
を
引
い
て
祈
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
行
為
を
し
た
場
合
、
像
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が
、
あ
る
大
き
さ
を
伴
っ
て
い
な
い
と
す
ぐ
に
転
倒
し
て
し
ま
う
こ
と
を
想
定
す
る
と
、
像
が
二
丈
六
尺
と
い
う
巨
像
で
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

二
、
縁
起
の
内
容
に
関
す
る
検
討

　

長
谷
寺
に
関
す
る
縁
起
は
様
々
な
形
で
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
系
統
は
複
雑
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
史
実
性
に

着
目
す
る
立
場
か
ら
、
で
き
る
だ
け
古
い
時
期
に
記
載
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い（₁₅
）。

　

そ
の
場
合
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、『
扶
桑
略
記
』
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
三
月
三
十
日
条
の
長
谷
寺
供
養
の
記
事
と
と
も
に
引
用
さ

れ
て
い
る
二
つ
の
縁
起
で
あ
る
。
一
つ
は
『
縁
起
文
』
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
一
つ
は
『
為
憲
記
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う

ち
の
『
為
憲
記
』
は
前
述
の
よ
う
に
、
永
観
二
年
（
九
八
四
）
に
源
為
憲
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
三
宝
絵
』
の
こ
と
で
あ
り
、
同
下

巻
二
十
「
長
谷
菩
薩
戒
」
に
似
た
内
容
の
縁
起
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
扶
桑
略
記
』
に
引
用
さ
れ
た
縁
起
の
原
本
と
も

い
え
る
『
三
宝
絵
』
に
従
っ
て
、
そ
の
内
容
を
示
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る（₁₆
）。

　

昔
、
辛
酉
年
に
洪
水
が
あ
り
、
大
木
が
流
出
し
、
近
江
国
高
嶋
郡
三
尾
崎
に
流
れ
着
い
た
。
里
の
人
が
そ
の
端
を
切
り
取
る
と
、

そ
の
人
の
家
が
焼
け
た
他
、
死
者
が
多
数
出
た
。
そ
の
祟
り
を
占
う
と
、
こ
の
木
が
な
し
て
い
る
と
お
告
げ
が
あ
っ
た
の
で
、
人
々

は
近
寄
ら
な
か
っ
た
。

　

時
に
大
和
国
葛
木
下
郡
住
人
の
出
雲
大
満
（
大
水
）
が
こ
の
里
に
来
て
こ
の
木
の
こ
と
を
聞
い
て
、
こ
の
木
に
よ
っ
て
十
一
面
観

音
像
を
造
る
こ
と
を
発
願
し
た
。
し
か
し
、
な
す
す
べ
も
な
く
空
し
く
も
と
の
里
に
帰
っ
た
。
こ
の
後
、
大
満
に
し
ば
し
ば
霊
験
が
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あ
っ
た
の
で
、
わ
ず
か
ば
か
り
の
食
料
を
用
意
し
て
、
人
を
連
れ
て
こ
の
木
の
と
こ
ろ
へ
来
た
。
し
か
し
、
木
は
大
き
く
人
数
は
少

な
く
、
空
し
く
見
る
の
み
で
引
き
返
そ
う
と
し
た
。
試
し
に
綱
を
付
け
て
引
い
て
み
る
と
、
軽
く
引
か
れ
て
よ
く
動
い
た
。
そ
れ
を

見
る
人
は
不
思
議
が
っ
て
驚
き
、
車
を
止
め
て
、
馬
か
ら
降
り
て
、
力
を
加
え
て
と
も
に
引
い
た
。
つ
い
に
大
和
国
葛
木
下
郡
当
麻

郷
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
物
も
な
く
、
長
く
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
大
満
は
世
を
去
っ
た
。

　

こ
の
木
は
空
し
く
八
十
余
年
を
経
た
。
そ
の
里
に
病
気
が
流
行
し
、
皆
こ
ぞ
っ
て
病
み
傷
ん
だ
。
郡
司
や
里
長
は
こ
の
木
が
原
因

で
あ
る
と
言
っ
て
、
大
満
の
子
の
宮
丸
に
ど
う
に
か
す
る
よ
う
に
責
め
た
が
、
宮
丸
一
人
で
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
郡

里
の
人
た
ち
は
協
力
し
て
、
戊
辰
の
歳
に
、
磯
城
の
上
の
長
谷
河
の
中
に
こ
の
木
を
引
き
捨
て
た
。
そ
こ
で
三
十
年
が
経
過
し
た
。

　

こ
こ
に
沙
弥
徳
道
が
こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、「
こ
の
木
は
必
ず
霊
験
が
あ
る
だ
ろ
う
。
十
一
面
観
音
に
造
っ
て
さ
し
あ
げ
よ
う
」
と

思
っ
て
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
今
の
長
谷
寺
の
峯
の
上
に
木
を
移
し
た
。
し
か
し
徳
道
に
も
力
が
な
く
造
る
こ
と
が
難
し
か
っ

た
。
悲
し
み
嘆
い
て
、
七
、
八
年
の
間
、
木
に
向
か
っ
て
「
礼
拝
威
力
、
自
然
造
仏
」
と
言
っ
て
額
ず
い
た
。
飯
高
天
皇
（
元
正
天

皇
）
が
図
ら
ず
も
恩
を
垂
れ
、
藤
原
房
前
が
自
ら
協
力
し
た
。
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
に
造
り
終
え
ら
れ
た
。
高
さ
は
二
丈
六
尺
で

あ
る
。
徳
道
の
夢
に
神
が
現
れ
、
北
の
峯
を
指
し
て
言
う
に
は
、「
あ
そ
こ
の
土
の
下
に
大
き
な
岩
が
あ
る
。
掘
り
顕
し
て
こ
の
観
音

を
立
て
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
夢
が
覚
め
た
後
に
掘
る
と
そ
の
岩
は
あ
っ
た
。
広
さ
長
さ
は
等
し
く
八
尺
で
あ
る
。
面

が
平
ら
な
こ
と
は
掌
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
像
を
立
て
て
差
し
上
げ
た
。
以
上
は
「
徳
道
、
〃
明
等
ガ
天
平
五
年
ニ
シ
ル
セ
ル
、

観
音
ノ
縁
起
幷
ニ
雑
記
」
等
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
扶
桑
略
記
』
が
引
用
す
る
『
為
憲
記（₁₇
）』

と
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
類
似
し
た
内
容
で
あ
る
が
、『
為
憲
記
』
で
は
、
流
出
し
た
大
木

は
橋
の
木
で
あ
る
と
し
、
大
満
の
息
子
の
宮
丸
の
話
を
載
せ
な
い
な
ど
若
干
の
相
違
が
あ
る
。『
三
宝
絵
』
が
典
拠
と
し
た
「
徳
道
、

〃
明
等
ガ
天
平
五
年
ニ
シ
ル
セ
ル
、
観
音
ノ
縁
起
幷
ニ
雑
記
」
を
「
天
平
五
年
徳
道
記
縁
起
」
と
表
記
し
て
い
る
。
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『
三
宝
絵
』
の
縁
起
で
は
干
支
に
よ
る
年
の
表
記
が
二
箇
所
あ
る
が
、
養
老
四
年
か
ら
逆
算
し
て
い
く
と
、
大
木
が
流
出
し
た
辛
酉

は
、『
扶
桑
略
記
』
所
引
の
『
為
憲
記
』
で
は
「
辛
酉
」
に
「
推
古
九
」（
推
古
天
皇
九
年
〈
六
〇
一
〉
と
傍
記
す
る
が
、
欽
明
天
皇

二
年
（
五
四
一
）
に
な
る
。
そ
の
後
、
出
雲
大
満
が
こ
の
木
で
十
一
面
観
音
像
の
造
立
を
志
し
、
大
和
国
葛
木
下
郡
当
麻
郷
に
こ
の

木
を
運
ん
だ
が
、
願
い
を
果
た
す
こ
と
な
く
世
を
去
っ
た
。
そ
れ
か
ら
八
十
余
年
を
経
て
、
大
満
の
息
子
の
宮
丸
の
代
に
な
っ
て
、

磯
城
の
上
の
長
谷
河
に
こ
の
木
を
捨
て
た
戊
辰
の
年
は
天
智
天
皇
七
年
（
六
六
八
）
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
大
満
が
亡
く
な
っ
た

の
は
、
そ
の
八
十
年
前
と
す
る
と
崇
峻
天
皇
元
年
（
五
八
八
）
と
な
り
、
そ
の
辺
り
が
一
応
の
基
準
に
な
る
。
天
智
天
皇
七
年
か
ら

三
十
年
を
経
て
徳
道
が
十
一
面
観
音
像
の
造
立
を
発
願
し
た
と
あ
る
の
で
、
そ
の
時
期
は
単
純
に
計
算
す
る
と
文
武
天
皇
二
年
（
六

九
八
）
と
な
る
。
そ
れ
を
経
て
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
今
の
長
谷
寺
の
峯
の
上
に
木
を
移
し
、
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
に
十
一

面
観
音
像
の
造
立
が
完
了
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
『
三
宝
絵
』
の
縁
起
の
内
容
は
、
仏
教
伝
来
の
頃
か
ら
一
本
の
巨
木
が
各
地
を
転
々
と
移
動
し
て
は
祟
り
を
な
し
、

奈
良
時
代
に
な
っ
て
十
一
面
観
音
像
と
し
て
造
ら
れ
る
と
い
う
話
で
、
か
な
り
説
話
め
い
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
出
雲
大
満
が
生

存
し
て
い
た
の
は
、
縁
起
の
内
容
か
ら
言
っ
て
も
六
世
紀
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
頃
に
す
で
に
十
一
面
観
音
の
信
仰
が
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
も
信
じ
難
い（₁₈
）。

こ
う
し
た
内
容
か
ら
、
な
か
な
か
歴
史
的
な
事
実
を
汲
み
取
る
こ
と
は
難
し
く
、『
三
宝
絵
』
が
書
か
れ
た
十

世
紀
後
半
頃
に
は
、
長
谷
寺
縁
起
は
か
な
り
説
話
性
の
高
い
内
容
に
変
容
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
扶
桑
略
記
』
に
は
『
三
宝
絵
』
に
基
づ
く
『
為
憲
記
』
と
は
別
に
、
も
う
一
つ
『
縁
起
文
』
に
よ
る
縁
起
も
記
載
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る（₁₉
）。

　

長
谷
寺
は
俗
姓
六
人
部
氏
の
弘
福
寺
僧
道
明
と
播
磨
国
揖
宝
郡
人
辛
矢
田
部
氏
の
沙
弥
徳
道
の
二
人
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
。
本

尊
に
使
用
し
た
木
は
近
江
国
高
嶋
郡
三
尾
前
山
よ
り
流
出
し
た
霹
靂
木
で
あ
る
。
至
る
所
で
疾
疫
の
災
い
が
あ
り
、
人
に
随
っ
て
漂
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流
し
、
つ
い
に
大
和
国
葛
木
郡
神
河
浦
に
至
っ
た
。
沙
門
道
明
と
沙
弥
徳
道
は
こ
の
木
を
引
い
て
造
仏
を
企
て
た
が
、
志
は
あ
っ
て

も
そ
の
力
が
な
く
も
っ
ぱ
ら
礼
拝
に
勤
め
た
。
こ
こ
で
正
三
位
行
中
務
卿
兼
中
衛
大
将
の
藤
原
房
前
が
天
皇
に
奏
聞
し
、
勅
に
よ
っ

て
大
倭
国
稲
三
千
束
が
与
え
ら
れ
、
像
高
二
丈
六
尺
の
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
一
体
が
造
立
さ
れ
た
。
像
は
雷
が
落
ち
て
で
き
た
八

尺
四
方
の
盤
石
の
上
に
安
置
し
た
。
仏
師
稽
主
勲
、
稽
文
会
両
人
の
作
で
あ
る
。

　

こ
の
『
縁
起
文
』
は
現
在
伝
わ
る
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
を
想
起
さ
せ
る
内
容
を
示
し
て
い
る
。
同
書
は
菅
原
道
真
に
よ
っ
て
寛
平

八
年
（
八
九
六
）
に
執
筆
さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
は
中
世
的
な
要
素
が
散
見
さ
れ
る
た
め
、
実
際
の
成
立
は
十

二
世
紀
な
い
し
十
三
世
紀
頃
と
考
え
ら
れ
て
い
る（₂₀
）。

し
か
し
、
こ
の
縁
起
に
は
も
と
も
と
原
典
が
あ
り
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
増

補
改
定
さ
れ
て
、
最
終
的
に
現
在
の
形
に
な
っ
た
と
い
う
指
摘
も
さ
れ
て
お
り（₂₁
）、

こ
の
『
縁
起
文
』
は
現
在
の
『
長
谷
寺
縁
起
文
』

よ
り
も
古
体
を
留
め
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
現
在
の
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
の
前
段
に
よ
る
と
、「
行
基
菩
薩
国
府
記
」
七

巻
、「
流
記
文
」
三
巻
、「
本
願
聖
人
上
表
状
」
一
通
を
参
照
し
、
取
捨
選
択
し
て
こ
の
『
縁
起
文
』
が
ま
と
め
ら
れ
た
旨
が
記
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
本
文
の
内
容
に
は
年
月
日
ま
で
を
明
記
し
て
い
る
個
所
が
多
く
、
何
ら
か
の
記
録
に
基
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
、
原
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
が
存
在
し
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
実
際
に
寛
平
八
年
に
菅
原
道
真
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
現
状
証
明
は
で
き
な
い
が
、
古
記
録
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
原
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
が
存
在

し
、
そ
れ
が
『
扶
桑
略
記
』
に
引
用
さ
れ
た
縁
起
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
縁
起
の
も
つ
説
話
的
な
内
容
の
中
か
ら
何
ら
か
の
史
実
を
汲
み
取
ろ
う
と
し
た
場
合
に
着
目
し
た
い
の
が
、
長
谷
寺
の
当

初
像
の
材
料
と
な
っ
た
木
が
ま
ず
あ
っ
た
場
所
と
し
て
記
さ
れ
る
近
江
国
高
嶋
郡
三
尾
崎
と
こ
の
木
が
次
に
至
っ
た
場
所
と
し
て
記

さ
れ
る
大
和
国
葛
木
下
郡
当
麻
郷
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
所
は
、
い
ず
れ
も
壬
申
の
乱
で
激
戦
が
あ
っ
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
。

　

壬
申
の
乱
は
、
天
智
天
皇
が
亡
く
な
っ
た
天
武
天
皇
元
年
（
六
七
二
）
に
、
同
天
皇
の
弟
で
あ
る
大
海
人
皇
子
と
同
天
皇
の
子
で
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あ
る
大
友
皇
子
が
皇
位
継
承
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
大
規
模
な
内
乱
で
あ
る（₂₂
）。

ま
ず
、
同
年
七
月
四
日
に
大
海
人
皇
子
軍
の
将
軍
の
大

伴
吹
負
が
近
江
朝
廷
軍
の
壱
伎
史
韓
国
の
軍
と
当
麻
の
地
で
戦
っ
て
韓
国
軍
を
破
っ
て
い
る（₂₃
）。

ま
た
、
七
月
二
十
二
日
に
は
、
大
海

人
皇
子
軍
の
羽
田
公
矢
国
と
出
雲
臣
狛
が
高
島
郡
三
尾
崎
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
近
江
朝
廷
側
の
三
尾
城
を
陥
落
さ
せ
て
い
る（₂₄
）。

こ

こ
に
登
場
す
る
出
雲
臣
狛
は
縁
起
に
登
場
す
る
出
雲
大
満
と
同
一
の
氏
族
と
み
ら
れ
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
長
谷
寺
本
尊
と
な
っ
た
木
が
移
動
し
た
場
所
と
壬
申
の
乱
の
戦
場
と
な
っ
た
場
所
の
一
部
が
重
な
る
こ
と
は
、
縁

起
の
成
立
の
背
景
に
壬
申
の
乱
が
何
ら
か
の
形
で
影
を
落
と
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
場
合
、
木
が
各
地
で
災
い

を
興
し
た
と
い
う
縁
起
の
話
は
、
木
を
戦
乱
に
見
立
て
て
い
る
可
能
性
も
考
慮
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
次
に
造
像
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

三
、
造
像
背
景
に
関
す
る
検
討

　
『
三
宝
絵
』
に
は
具
体
的
に
二
つ
の
年
紀
が
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
大
木
を
長
谷
寺
の
峯
の
上
に
移
し
た
と
い
う
養
老
四
年
（
七
二

〇
）
と
十
一
面
観
音
像
の
造
立
が
完
了
し
た
と
い
う
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
年
に
、
他
に
ど
の
よ
う
な
出
来

事
が
あ
っ
た
か
を
見
て
み
る
と
、
養
老
四
年
に
は
、
八
月
に
藤
原
不
比
等
が
亡
く
な
っ
て
い
る
こ
と（₂₅
）、

神
亀
四
年
に
は
聖
武
天
皇
と

光
明
皇
后
の
間
に
皇
子
が
誕
生
し
、
皇
太
子
と
な
っ
て
い
る
こ
と（₂₆
）が

注
目
さ
れ
る
。

　

壬
申
の
乱
は
、
皇
統
が
天
智
系
か
ら
天
武
系
へ
と
転
換
し
た
事
件
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
特
に
天
武
天
皇
か
ら
草
壁
皇
子
を
経

て
聖
武
天
皇
に
至
る
皇
統
の
維
持
に
は
藤
原
不
比
等
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
る（₂₇
）。

皇
統
の
維
持
と
い
う
観
点
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か
ら
す
る
と
、
不
比
等
の
死
は
当
時
の
皇
室
に
不
安
感
を
も
た
ら
し
、
聖
武
天
皇
に
皇
子
が
誕
生
し
た
こ
と
は
、
逆
に
安
心
感
を
も

た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
長
谷
寺
縁
起
の
背
景
に
は
天
武
系
の
皇
統
の
維
持
と
い
う
要
素
が
読
み
取
れ
、
十
一
面
観
音
像
の

造
立
意
図
も
そ
の
辺
り
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
く
る
。

　

天
平
十
二
年
（
七
四
〇
）
十
月
か
ら
始
ま
る
聖
武
天
皇
の
関
東
行
幸
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
の
一
つ
に
同
年
に
八
月
に
起
こ
っ
た

藤
原
広
嗣
の
乱
に
対
処
し
て
「
壬
申
の
乱
（
六
七
二
年
）
に
お
け
る
天
武
天
皇
の
行
跡
を
た
ど
り
権
力
基
盤
と
し
て
の
東
国
の
掌
握

を
行
い
、
あ
わ
せ
て
壬
申
の
乱
で
討
滅
さ
れ
た
近
江
朝
廷
の
跡
を
志
賀
山
寺
（
崇
福
寺
）
に
弔
い
皇
権
の
正
統
性
を
再
確
認
す
る
こ

と
」
に
あ
っ
た
と
す
る
指
摘（₂₈
）が

あ
る
が
、
そ
れ
に
似
た
願
い
が
反
映
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

縁
起
に
よ
る
と
、
十
一
面
観
音
像
は
徳
道
の
個
人
的
な
願
い
の
も
と
に
造
立
さ
れ
、
そ
れ
を
藤
原
房
前
が
支
援
し
た
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
が
、
二
丈
六
尺
と
い
う
巨
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
国
家
レ
ベ
ル
で
の
造
像
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
縁
起
の
中

で
は
、
房
前
の
関
与
は
や
や
唐
突
な
印
象
を
受
け
る
が
、
藤
原
不
比
等
の
子
で
あ
る
房
前
が
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
不
比
等
の

死
に
際
し
て
、
天
武
天
皇
の
皇
統
の
政
治
的
基
盤
が
弱
体
化
す
る
の
を
懸
念
し
て
造
像
に
関
与
し
た
と
考
え
る
と
理
解
で
き
る
。『
三

宝
絵
』
で
は
さ
ら
に
天
武
天
皇
の
皇
統
を
継
承
す
る
元
正
天
皇
の
関
り
も
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
様
で
あ
り
、
む
し
ろ
天
皇
が

主
体
と
な
っ
て
の
造
像
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
推
定
さ
れ
る
。

　

な
お
、
縁
起
で
、
十
一
面
観
音
像
の
造
立
に
際
し
て
、
藤
原
房
前
が
天
皇
に
奏
聞
し
、
勅
に
よ
っ
て
大
倭
国
稲
三
千
束
が
与
え
ら

れ
た
が
、
そ
の
際
の
太
政
官
符
が
護
国
寺
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
所
収
の
『
長
谷
寺
縁
起
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
従
来
偽
作

と
さ
れ
て
き
た（₂₉
）が

、
近
年
、
こ
れ
を
詳
細
に
分
析
し
た
田
島
公
氏
は
、「
簡
単
に
「
偽
作
」
や
「
創
作
」
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
も

と
も
と
存
在
し
た
、
実
際
に
発
給
し
た
太
政
官
符
を
写
し
、
そ
の
一
部
の
表
現
を
分
か
り
易
く
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
述
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べ
て
い
る（₃₀
）。

田
島
氏
の
見
解
は
、
古
代
の
文
書
に
関
す
る
該
博
な
知
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
説
得
力
が
あ
り
、
造
像
に

元
正
天
皇
や
房
前
が
関
わ
っ
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
十
一
面
観
音
と
し
て
造
立
さ
れ
た
意
図
に
つ
い
て
も
一
定
の
解
釈
が
可
能
と
な
る
。
玄
奘
訳
『
十
一
面
神
呪
心
経
』
の

注
釈
書
と
し
て
、
玄
奘
の
弟
子
筋
に
当
た
る
慧
沼
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
十
一
面
神
呪
心
経
義
疏
』
に
よ
る
と
、
十
一
面
観
音
の
行

法
を
修
す
る
八
つ
の
利
益
の
中
に
国
災
を
除
く
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
唐
時
代
に
お
い
て
は
護
国
的
な
性
格
が
期
待
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る（₃₁
）。

そ
う
し
た
点
を
考
慮
す
る
と
、
当
初
像
は
国
災
を
除
き
、
皇
統
を
維
持
す
る
こ
と
を
願
っ
て
の
造
像
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
創
建
期
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
の
制
作
背
景
の
輪
郭
が
朧
気
な
が
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
壬
申
の
乱
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
天
武
系
の
皇
統
の
維
持
と
安
泰
を
願
っ
て
、
皇
室
及
び
藤
原
氏
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
契
機
と
し
て
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
の
藤
原
不
比
等
の
死
に
際
し
て
の
こ

と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
各
地
で
災
い
を
も
た
ら
す
木
に
壬
申
の
乱
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
戦
乱
で
滅

ん
だ
大
友
皇
子
を
は
じ
め
と
す
る
近
江
朝
廷
の
人
々
や
戦
死
者
に
対
す
る
鎮
魂
の
願
い
も
込
め
ら
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
創
建
期
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
は
確
か
に
存
在
し
、
然
る
べ
き
背
景
の
も
と
に
造
像
さ
れ
た
可
能

性
が
想
定
さ
れ
る
が
、
八
世
紀
前
半
の
時
点
で
二
丈
六
尺
に
及
ぶ
巨
大
な
木
彫
像
が
造
立
さ
れ
た
状
況
に
つ
い
て
は
、
な
か
な
か
理

解
し
が
た
い
も
の
が
あ
る
。
次
に
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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四
、
巨
木
に
よ
る
仏
像
制
作
に
関
す
る
検
討

　
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
に
つ
い
て
は
、
嘉
慶
二
年
（
一
三
八
八
）
書
写
の
鎌
倉
長
谷
寺
本
、
南
北
朝
時
代
書
写
の
陽
明
文
庫
本
が
当
初

の
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
の
原
形
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
れ
ら
の
識
語
を
詳
細
に
分
析
し
た
田
島
公
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て

お
り（₃₂
）、

い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
創
建
期
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
に
用
い
ら
れ
た
木
は
長
さ
十
余
丈
の
「
楠
」
と
さ
れ
て
い
る（₃₃
）。

つ

ま
り
、
三
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
さ
の
ク
ス
ノ
キ
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
留
意
さ
れ
る
の
が
、
ク
ス
ノ
キ
の
漢
字
表

記
を
「
楠
」
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

ク
ス
ノ
キ
は
日
本
で
は
「
楠
」
と
も
「
樟
」
と
も
表
記
さ
れ
、
樹
種
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
な
い
が
、
中
国
で
は
、
同
じ
ク
ス
ノ

キ
科
（
樟
科
・Lauraceae

）
の
樹
種
で
あ
る
が
、
属
レ
ベ
ル
で
は
全
く
異
な
る
樹
種
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
中
国
の
分
類
に
よ

る
と
、
日
本
の
ク
ス
ノ
キ
（C

innam
om

um
 cam

phora (L.) J.Presl

）
は
樟
属
（C

innam
om

um

）
に
含
ま
れ
、「
香
樟
」、「
芳

樟
」、「
油
樟
」、「
樟
木
」
な
ど
と
表
記
さ
れ
る（₃₄
）。

そ
れ
に
対
し
て
楠
属
（Phoebe

）
の
樹
木
は
日
本
に
は
自
生
し
て
い
な
い
。
楠
属

の
樹
木
の
中
で
、
特
に
中
国
で
高
級
木
材
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
楠
木
（Phoebe zennan S.K

.Lee &
 F.N

.W
ei

）
で
、「
楨

楠
」、「
雅
楠
」
と
も
表
記
さ
れ
、
湖
北
省
西
部
、
貴
州
省
西
北
部
、
四
川
省
に
生
育
し
て
い
る
。
高
大
喬
木
で
、
木
材
は
香
気
が
あ

り
、
木
目
は
ま
っ
す
ぐ
で
、
構
造
は
細
密
、
変
形
し
た
り
、
割
れ
に
く
く
、
建
築
や
高
級
家
具
等
に
優
良
な
木
材
で
あ
る
と
さ
れ
る（₃₅
）。

　

筆
者
は
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
八
月
に
、
中
国
・
四
川
省
雅
安
市
滎
経
県
青
龍
郷
柏
香
村
に
所
在
す
る
雲
峰
寺
に
お
い
て
楠
木

の
巨
木
を
見
る
機
会
を
得
た（₃₆
）。

同
寺
は
唐
時
代
に
創
建
さ
れ
た
古
刹
で
、
元
時
代
に
軍
隊
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
が
、
明
時
代
に
修
理

が
行
わ
れ
、
清
時
代
に
継
続
し
て
建
設
が
行
わ
れ
た
と
い
う（₃₇
）。

同
寺
の
境
内
や
そ
の
周
辺
に
は
、
巨
大
な
楠
木
が
林
立
し
て
い
た
（
図
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₂
〜
₇
）。
境
内
内
の
解
説
に
よ
る
と
、
古
樹
や
名
木
の
全
面
的
な
調
査
に
よ
っ
て
登
記
さ
れ
た
楠
木
は
滎
経
県
内
に
二
一
八
株
存
在

す
る
が
、
そ
の
う
ち
同
寺
に
は
一
二
九
株
あ
り
、
中
に
は
樹
高
三
六
メ
ー
ト
ル
、
幹
径
一
・
九
九
メ
ー
ト
ル
、
樹
齢
が
一
七
〇
〇
年

に
も
及
ぶ
も
の
が
あ
る
と
い
う（₃₈
）。

そ
の
多
く
が
、
巨
大
な
幹
が
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
、
仏
像
の
用
材
と
し
て
は
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ

た
。
そ
の
直
立
性
は
、
例
え
ば
法
隆
寺
の
百
済
観
音
像
の
姿
を
彷
彿
と
さ
せ
、
逆
に
百
済
観
音
像
は
例
え
ば
楠
木
の
よ
う
な
用
材
の

も
つ
直
立
性
が
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
雲
峰
寺
の
楠
木
を
見
て
い
る
と
、

長
谷
寺
縁
起
に
登
場
す
る
長
さ
十
余
丈
の
楠
も
、
そ
れ
を
も
と
に
造
立
さ
れ
た
二
丈
六
尺
の
十
一
面
観
音
像
の
存
在
も
、
決
し
て
荒

唐
無
稽
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
実
感
さ
れ
て
く
る
。

　

ま
た
、
二
丈
六
尺
と
い
う
規
格
に
つ
い
て
、
十
一
面
観
音
の
経
典
で
は
、
十
一
面
観
音
像
を
造
る
場
合
、
白
檀
を
用
い
て
一
尺
三

寸
の
大
き
さ
に
造
る
よ
う
規
定
し
て
い
る（₃₉
）こ

と
か
ら
、
二
丈
六
尺
は
一
尺
三
寸
の
倍
数
に
当
た
る
の
で
、
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像

は
檀
像
を
意
識
し
て
造
ら
れ
た
と
す
る
指
摘
が
あ
る（₄₀
）。

そ
の
場
合
、
ビ
ャ
ク
ダ
ン
の
代
用
材
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
柏
木（₄₁
）で

は
な

く
ク
ス
ノ
キ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

　

最
近
、
小
原
二
郎
氏
に
よ
っ
て
魏
氏
桜
桃
に
同
定
さ
れ
て
い
た
京
都
・
東
寺
の
兜
跋
毘
沙
門
天
立
像
（
中
国
・
唐
時
代
の
作
例
）

と
京
都
・
清
凉
寺
の
釈
迦
如
来
立
像
（
中
国
・
北
宋
時
代
の
作
例
）
の
樹
種
が
、
再
調
査
の
結
果
、
ク
ス
ノ
キ
科
の
樹
種
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た（₄₂
）。

し
か
も
、
日
本
に
生
育
す
る
ク
ス
ノ
キ
（
樟
）
で
は
な
い
ク
ス
ノ
キ
科
の
樹
種
で
あ
り
、
両
像
と
も
に
中
国
の
木

彫
像
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
同
定
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
楠
木
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る（₄₃
）。

清
凉
寺
の
釈

迦
如
来
像
は
東
大
寺
の
僧
・
奝
然
が
北
宋
の
雍
煕
二
年
（
九
八
五
）
に
台
州
で
優
填
王
思
慕
像
（
優
填
王
が
釈
迦
在
世
中
に
白
檀
で

造
ら
せ
た
と
い
う
釈
迦
の
像
）
と
伝
え
る
栴
檀
釈
迦
瑞
像
を
、
張
延
皎
・
張
延
襲
兄
弟
に
模
刻
さ
せ
て
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
も
の
で

あ
る（₄₄
）。『

奝
然
入
宋
求
法
巡
礼
行
並
瑞
像
造
立
記
』
に
よ
る
と
、
奝
然
は
現
清
凉
寺
の
像
を
造
立
す
る
た
め
に
、「
香
木
」
を
収
買
（
買
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収
）
し
た
と
い
う（₄₅
）。

場
所
は
台
州
で
現
在
の
浙
江
省
で
あ
り
、
北
宋
時
代
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
地
域
で
ク
ス
ノ
キ
科
の
樹

種
も
香
木
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
中
国
の
漢
代
に
行
わ
れ
た
、
柏
木
の
黄
心
部
を
内
側
に
向
け
て
槨
壁
を
つ
く

り
、
棺
を
取
り
囲
ん
だ
木
槨
墓
の
方
式
を
「
黄
腸
題
湊
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
揚
州
に
所
在
す
る
前
漢
の
広
陵
王
劉
胥
の
墓
で
は
、

同
様
の
方
式
を
と
り
な
が
ら
、
柏
木
で
は
な
く
楠
木
が
用
い
ら
れ
て
い
る（₄₆
）。

こ
の
事
例
に
よ
っ
て
、
漢
代
に
お
い
て
は
、
楠
木
は
柏

木
の
代
用
可
能
な
木
材
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
認
識
が
後
世
ま
で
及
ん
で
い
た
と
す
る
と
、
白
檀
の
代
用

材
と
し
て
、
柏
木
の
み
な
ら
ず
楠
木
も
認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
く
、
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
が
檀
像
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
像
が
、「
楠
」
で
二
丈
六
尺
と
い
う
規
格
で
造
立
さ
れ
た
こ
と
に
は
深
い

意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る（₄₇
）。

　
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
に
よ
る
と
、
十
一
面
観
音
像
の
造
立
に
当
た
り
、
御
衣
木
加
持
を
行
っ
た
の
は
道
慈
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
、

用
材
を
含
め
た
中
国
の
木
彫
像
に
対
す
る
理
解
は
道
慈
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
創
建
期
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
に
つ
い
て
、
そ
の
実
在
性
、
史
実
性
を
中
心
に
検
討
を
加
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
八

世
紀
前
半
に
長
谷
寺
に
お
い
て
、
二
丈
六
尺
規
模
の
巨
大
な
木
彫
像
が
造
立
さ
れ
て
存
在
し
て
い
た
可
能
性
は
か
な
り
高
ま
っ
た
と

い
え
る
。
そ
の
場
合
、
そ
の
制
作
意
図
や
十
一
面
観
音
像
と
し
て
造
立
さ
れ
た
意
味
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
が
、
縁
起
の
内
容
を
検

討
す
る
と
、
天
武
天
皇
の
皇
統
の
維
持
と
安
泰
を
願
う
皇
族
及
び
藤
原
氏
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
と
い
う
制
作
背
景
の
輪
郭
が
浮
か
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び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
十
一
面
観
音
像
と
し
て
造
ら
れ
た
意
味
と
し
て
は
、
同
像
の
も
つ
護
国
的
な
性
格
が

特
に
期
待
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
創
建
期
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
は
日
本
彫
刻
史
上
き
わ
め
て
重
要
な
存
在
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
縁
起
に
語
ら
れ
る
説
話
的
な
内
容
を
離
れ
て
、
歴
史
的
に
実
在
し
た
像
と
し
て
、
日
本
彫
刻
史
上
の
意

義
を
、
多
角
的
な
観
点
か
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
段
階
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、
現
時
点
で

思
い
浮
か
ぶ
い
く
つ
か
の
課
題
に
つ
い
て
摘
記
し
て
本
稿
の
締
め
括
り
と
し
た
い
。

　

ま
ず
、
現
在
の
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
本
堂
は
懸
造
り
の
構
造
を
示
す
が
、
そ
の
立
地
が
修
二
会
で
十
一

面
観
音
悔
過
が
行
わ
れ
る
東
大
寺
二
月
堂（₄₈
）と

共
通
す
る
点
で
あ
る
。
長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
に
天
武
系
皇
族
の
関
与
を
想
定
し
た

場
合
、
天
武
天
皇
の
皇
統
を
継
ぐ
聖
武
天
皇
と
関
係
が
強
い
東
大
寺
に
所
在
す
る
二
月
堂
と
の
共
通
性
は
看
過
で
き
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る（₄₉
）。

さ
ら
に
中
国
ま
で
に
視
野
を
及
ぼ
す
と
、
天
龍
山
石
窟
の
第
九
窟
は
唐
時
代
に
造
営
さ
れ
た
が
、
上
屋
に
総
高
七
・
五
五

メ
ー
ト
ル
の
弥
勒
仏
倚
像
、
下
屋
に
総
高
五
・
五
メ
ー
ト
ル
の
十
一
面
観
音
立
像
を
配
し
て
い
る
が（₅₀
）、

窟
の
前
方
下
方
は
崖
状
に
な
っ

て
お
り
、
長
谷
寺
や
二
月
堂
と
似
た
立
地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
留
意
さ
れ
る
。

　

長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
の
当
初
像
の
像
容
に
つ
い
て
は
、
像
高
が
二
丈
六
尺
で
あ
る
以
外
不
詳
で
あ
る
が
、
そ
の
大
き
さ
か
ら

も
あ
る
規
範
性
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
創
建
か
ら
最
初
に
焼
失
す
る
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
ま
で
に
造
立
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
十
一
面
観
音
像
の
現
存
作
例
の
中
に
は
、
当
初
像
の
面
影
を
伝
え
る
像
が
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
。
筆

者
は
以
前
、
大
安
寺
の
十
一
面
観
音
像
に
そ
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る（₅₁
）が

、
さ
ら
に
検
討
し
て
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　

本
稿
の
考
察
に
よ
り
、
当
初
像
の
造
立
に
は
天
武
天
皇
と
の
関
係
が
指
摘
で
き
た
と
い
え
る
。
長
谷
寺
に
は
や
は
り
天
武
天
皇
と

の
関
係
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
銅
板
法
華
説
相
図
が
伝
来
し
て
い
る（₅₂
）。

こ
れ
ま
で
、
銅
板
法
華
説
相
図
と
十
一
面
観
音
像
の
造
立
を
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結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
両
者
を
含
め
て
、
長
谷
寺
の
歴
史
を
総
合
的
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

〔
註
〕

（
₁
）　
『
扶
桑
略
記
』
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
丁
卯
三
月
三
十
日
庚
午
条
（
国
史
大
系
）

　

供
養
大
和
国
城
上
郡
長
谷
寺
。
請
僧
六
十
口
。
行
基
菩
薩
為
導
師
。
義
暹
法
師
為
呪
願
。
一
云
。
呪
願
玄
昉
僧
正
。
夫

件
寺
者
。
弘
福
寺
僧
道
明
。
俗
姓
六
人
部
氏
。
幷
沙
弥
徳
道
。
播
磨
国
揖
宝
郡
人
辛
矢
田
部
氏
。
二
人
相
共
所
建
立
也
。

其
仏
木
者
。
自
近
江
国
高
嶋
郡
三
尾
前
山
。
流
出
霹
靂
木
也
。
所
至
之
処
。
有
疾
疫
災
。
随
人
漂
流
。
遂
至
大
和
国
葛
木

郡
神
河
浦
。
爰
沙
弥
道
明
。
沙
弥
徳
道
。
控
引
此
木
。
企
造
仏
思
。
有
志
無
力
。
専
勤
礼
拝
。
於
是
。
正
三
位
行
中
務
卿

兼
中
衛
大
将
藤
原
朝
臣
房
前
。
奏
聞
公
家
。
依
勅
。
下
行
大
倭
国
稲
三
千
束
。
因
茲
奉
造
十
一
面
観
世
音
菩
薩
像
一
体
。

高
二
丈
六
尺
。
雷
公
降
臨
。
破
作
方
八
尺
盤
石
。
令
為
其
座
矣
。
仏
師
稽
主
勲
。
稽
文
会
両
人
之
作
。〈
已
上
縁
起
文
。〉

　

為
憲
記
云
。
長
谷
寺
仏
木
。
元
者
。
昔
辛
酉
年
（
推
古
九
）。
洪
水
之
時
。
自
近
江
国
高
嶋
郡
三
尾
崎
流
出
橋
木
也
。

所
至
之
処
。
火
災
病
死
。
卜
筮
所
告
。
此
木
祟
也
者
。
于
時
大
和
国
葛
木
下
郡
住
人
出
雲
大
満
。
来
行
此
国
。
伝
聞
此
木

凶
霊
之
由
。
心
中
発
願
。
吾
以
此
木
奉
造
十
一
面
観
音
像
。
聊
儲
少
粮
。
雇
求
人
夫
。
然
木
大
人
少
。
徒
見
欲
返
。
試
付

綱
曳
来
。
軽
如
走
。
見
人
奇
駭
。
上
下
合
力
。
遂
至
大
和
国
城
下
郡
当
麻
郷
。
只
有
発
願
之
心
。
全
無
造
仏
之
力
。
然
間

大
満
即
世
矣
。
霊
木
空
歴
八
十
余
年
。
其
郡
其
里
。
疾
病
盛
発
。
村
人
同
心
。
曳
棄
於
長
谷
川
之
上
。
又
経
三
十
年
。
爰

沙
弥
徳
道
。
有
造
仏
之
志
。
養
老
四
年
。
移
置
峯
上
。
徳
道
無
力
。
悲
泣
積
年
。
朝
暮
向
木
。
礼
拝
流
涙
。
於
是
。
藤
原

朝
臣
房
前
大
臣
。
俄
蒙
綸
旨
。
下
行
造
料
。
仍
神
亀
四
年
。
造
畢
高
二
丈
六
尺
十
一
面
観
音
像
。
徳
道
夢
見
神
人
告
言
。

此
北
峯
在
大
巌
矣
。
掘
顕
奉
立
此
像
。
覚
後
昇
見
。
有
方
八
尺
大
石
。
面
平
如
掌
。〈
出
天
平
五
年
徳
道
記
縁
起
等
文
。〉

　

＊
史
料
の
引
用
に
当
た
り
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。〈　

〉
内
は
割
注
、（　

）
内
は
傍
注
を
示
す
。
以
下
同
様
。

（
₂
）　

焼
失
及
び
再
興
の
記
録
に
つ
い
て
は
、『
長
谷
寺
編
年
資
料
』（
長
谷
寺　

昭
和
四
十
九
年
〈
一
九
七
四
〉
五
月
）
参
照
。
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（
₃
）　

岩
佐
光
晴
「
仏
師
稽
文
会
・
稽
主
勲
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
美
術
史
の
杜
』　

竹
林
舎　

平
成
二
十
年
〈
二
〇
〇
八
〉

九
月
）

（
₄
）　
『
三
宝
絵
』
下
巻
二
十
「
長
谷
寺
菩
薩
戒
」（
岩
波
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

昔
、
辛
酉
歳
ニ
大
水
イ
デ
ヽ
、
大
ナ
ル
木
流
出
タ
リ
。
近
江
国
高
嶋
郡
ノ
ミ
ヲ
ガ
崎
ニ
ヨ
レ
リ
。
サ
ト
ノ
人
ソ
ノ
ハ
シ

ヲ
切
ト
レ
リ
。
ス
ナ
ハ
チ
ソ
ノ
家
ヤ
ケ
ヌ
。
又
ソ
ノ
家
ヨ
リ
ハ
ジ
メ
テ
、
村
里
ニ
シ
ヌ
ル
者
ヲ
ホ
カ
リ
。
家
〃
祟
ヲ
ウ
ラ

ナ
ハ
ス
ル
ニ
、「
コ
ノ
木
ノ
ナ
ス
所
ナ
リ
」
ト
イ
ヘ
リ
。
コ
レ
ニ
ヨ
リ
テ
、
ア
リ
ト
シ
ア
ル
人
近
付
ヨ
ラ
ズ
。

　

此
時
ハ
、
大
和
国
ノ
葛
城
ノ
下
郡
ニ
ス
ム
、
イ
ヅ
モ
ノ
大
ミ
ヅ
ト
イ
フ
人
此
里
ニ
来
レ
リ
。
此
木
ヲ
キ
ヽ
テ
、
心
ノ
中

ニ
願
ヲ
オ
コ
ス
。「
願
ハ
此
木
ヲ
モ
チ
テ
、
十
一
面
観
音
ニ
ツ
ク
リ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ム
」
ト
。
シ
カ
レ
ド
モ
、
ユ
ク
ベ
キ
タ

ヨ
リ
ナ
ク
シ
テ
、
空
ク
モ
ト
ノ
里
ニ
帰
ヌ
。
コ
ノ
ヽ
チ
、
大
ミ
ヅ
ガ
タ
メ
ニ
シ
バ
〳
〵
シ
メ
ス
コ
ト
ア
ル
ニ
ヨ
リ
テ
、
糧

ヲ
マ
ウ
ケ
、
人
ヲ
伴
ヒ
テ
、
又
彼
木
ノ
モ
ト
ニ
イ
タ
リ
ヌ
。
木
オ
ホ
キ
ニ
、
人
ト
モ
シ
ク
シ
テ
、
イ
タ
ヅ
ラ
ニ
見
テ
カ
ヘ

リ
ナ
ム
ト
ス
。
心
ミ
ニ
綱
ヲ
ツ
ケ
テ
引
動
ス
ニ
、
カ
ロ
ク
ヒ
カ
レ
テ
ヨ
ク
ユ
ク
。
道
ニ
ア
フ
人
ミ
ナ
ア
ヤ
シ
ビ
テ
、
車
ヲ

ト
ヾ
メ
、
馬
ヨ
リ
ヲ
リ
テ
、
力
ヲ
ク
ハ
ヘ
テ
共
ニ
ヒ
ク
。
ツ
ヒ
ニ
大
和
国
葛
城
ノ
下
郡
当
麻
ノ
里
ニ
至
リ
ヌ
。
物
ナ
ク
シ

テ
久
ク
ヲ
キ
テ
、
大
ミ
ヅ
已
ニ
死
ヌ
。

　

此
木
イ
タ
ヅ
ラ
ニ
ナ
リ
テ
八
十
年
ヲ
ヘ
ヌ
。
ソ
ノ
里
ニ
病
オ
コ
リ
テ
、
カ
ラ
ク
コ
ゾ
リ
テ
ヤ
ミ
イ
タ
ム
。「
此
木
ノ
ス

ル
ナ
リ
」
ト
イ
ヒ
テ
、
郡
ノ
ツ
カ
サ
、
里
ノ
ヲ
サ
ラ
、
大
ミ
ヅ
ガ
子
ミ
ヤ
丸
ヲ
メ
シ
テ
勘
レ
ド
モ
、
ミ
ヤ
丸
ヒ
ト
リ
シ
テ

コ
ノ
木
ヲ
サ
ケ
ガ
タ
シ
。
郡
里
ノ
人
ト
モ
ニ
シ
テ
、
戊
辰
歳
ニ
、
シ
キ
ノ
上
ノ
長
谷
河
ノ
中
ニ
引
ス
テ
ツ
。
ソ
コ
ニ
シ
テ

三
十
年
ヲ
ヘ
ヌ
。

　

コ
ヽ
ニ
沙
弥
徳
道
ト
イ
フ
者
ア
リ
。
此
事
ヲ
キ
ヽ
テ
思
ハ
ク
、「
此
木
カ
ナ
ラ
ズ
シ
ル
シ
ア
ラ
ム
。
十
一
面
観
音
ニ
ツ

ク
リ
タ
テ
マ
ツ
ラ
ム
」
ト
思
テ
、
養
老
四
年
ニ
、
今
ノ
長
谷
寺
ノ
ミ
ネ
ニ
ウ
ツ
シ
ツ
。
徳
道
力
無
シ
テ
、
ト
ク
ツ
ク
リ
ガ

タ
シ
。
カ
ナ
シ
ビ
ナ
ゲ
キ
テ
、
七
八
年
ガ
間
、
此
木
ニ
向
テ
「
礼
拝
威
力
、
自
然
造
仏
」
ト
イ
ヒ
テ
額
ヲ
ツ
ク
。
飯
高
ノ

天
皇
ハ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
恩
ヲ
タ
レ
、
房
前
ノ
大
臣
自
ラ
力
ヲ
ク
ハ
フ
。
神
亀
四
年
ニ
ツ
ク
リ
終
ヘ
タ
テ
マ
ツ
レ
リ
。
タ
カ
サ

二
丈
六
尺
ナ
リ
。
徳
道
ガ
ユ
メ
ニ
神
ア
リ
テ
、
北
ノ
ミ
ネ
ヲ
サ
シ
テ
イ
ハ
ク
、
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カ
シ
コ
ノ
土
ノ
シ
タ
ニ
大
ナ
ル
イ
ハ
ホ
ア
リ
。
ア
ラ
ハ
シ
テ
此
観
音
ヲ
立
タ
テ
マ
ツ
レ
。

ト
イ
フ
ト
ミ
ル
。
サ
メ
テ
後
ニ
掘
レ
バ
有
リ
。
弘
サ
長
サ
ヒ
ト
シ
ク
八
尺
ナ
リ
。
面
平
カ
ナ
ル
事
、
タ
ナ
心
ノ
ゴ
ト
シ
。

ソ
レ
ニ
立
タ
テ
マ
ツ
レ
リ
。
徳
道
、
〃
明
等
ガ
天
平
五
年
ニ
シ
ル
セ
ル
、
観
音
ノ
縁
起
幷
ニ
雑
記
等
ニ
見
ヘ
タ
リ
。（
後

略
）

（
₅
）　
『
日
本
紀
略
』
天
慶
七
年
（
九
四
四
）
正
月
九
日
条
（
国
史
大
系
）

　

大
和
国
豊
山
寺
〈
長
谷
寺
也
。〉
堂
舎
皆
悉
焼
亡
。
験
仏
同
焼
失
。
建
立
之
後
二
百
廿
四
年
。

（
₆
）　
『
興
福
寺
略
年
代
記
』（
続
群
書
類
従
）
に
は
天
慶
九
年
（
九
四
六
）
の
こ
と
と
し
て
「
長
谷
寺
再
興
。」
と
あ
る
。

（
₇
）　
『
春
記
』
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
八
月
二
十
八
日
条
（
史
料
大
成
）

　
（
前
略
）
今
日
真
範
僧
正
参
入
。
督
殿
申
云
、
長
谷
寺
已
以
焼
亡
了
、
只
今
自
彼
寺
告
来
、
□
（
真
カ
）
範
彼
寺
別
当

也
、
今
有
此
事
太
悲
、
古
昔
焼
亡
云
、
不
能
取
出
、
只
取
出
御
頭
〈
十
一
面
也
〉、
作
継
御
身
焼
亡
之
後
百
余
年
云
々
、

霊
験
所
第
一
也
、
末
法
之
最
年
有
此
事
、
可
恐
之
、
但
仏
取
出
事
無
一
定
云
々
、

（
₈
）　
『
春
記
』
永
承
七
年
（
一
〇
五
二
）
九
月
七
日
（
史
料
大
成
）

　

今
日
山
科
寺
別
当
真
範
僧
正
奉
昇
殿
之
書
云
、
長
谷
寺
事
拝
見
涙
難
抑
候
前
度
焼
亡
只
御
面
一
□
以
彼
塔
仏
身
造
立
、

此
度
左
辺
怨
怒
相
一
面
、
右
辺
目
牙
相
一
面
、
頂
上
仏
面
一
面
、
合
三
面
残
、
御
足
人
不
奉
取
出
、
灰
中
所
存
給
也
、
皆

金
色
也
、
為
火
不
損
侍
、
末
法
事
希
有
事
侍
、
焼
亡
以
後
遠
近
人
参
詣
如
雲
、
某
宿
報
可
恥
申
、
年
老
頻
罷
遇
於
此
罪
、

定
措
身
無
処
、
不
日
堂
一
欲
建
立
□
心
云
々
、
此
書
昨
日
書
也
、
或
説
云
、
此
寺
有
本
寺
、
号
長
谷
寺
、
至
于
此
観
音
堂

号
豊
山
寺
、
養
老
五
年
長
谷
寺
僧
道
明
等
建
立
、
大
仏
師
警
文
会
云
云
、
其
後
天
慶
七
年
正
月
日
夜
焼
亡
、
只
取
出
御
頭

一
云
々
、
其
度
焼
亡
諸
廊
堂
塔
皆
悉
焼
亡
、
只
二
王
堂
一
宇
残
云
々
、
此
間
本
所
傍
作
仮
屋
、
安
置
御
頭
三
面
、
皆
垂
帷

帳
、
人
不
能
見
之
云
々
、
衆
人
参
入
奉
御
灯
明
云
々
、
件
火
自
若
狭
国
参
入
下
人
暁
食
間
火
焼
䒾
、
其
撲
滅
已
了
云
々
、

而
風
刄
吹
上
、
小
焔
付
僧
房
、
其
火
付
廊
、
仍
参
御
堂
之
人
已
以
不
通
、
御
堂
焼
亡
之
間
相
構
取
出
御
頭
云
々
、

（
₉
）　
『
百
錬
抄
』
天
喜
二
年
（
一
〇
五
四
）
八
月
十
一
日
条
（
国
史
大
系
）
に
「
供
養
長
谷
寺
。」
と
あ
る
。

（
₁₀
）　
『
美
術
研
究
』
第
一
二
八
号
（
昭
和
十
八
年
〈
一
九
四
三
〉
一
月
）
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
当
該
箇
所
は
以
下
の
通
り
。
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（
前
略
）
即
十
一
面
観
音
如
旧
高
二
丈
六
尺
以
本
仏
頂
上
小
面
等
奉
納
御
身
中
（
後
略
）

　

な
お
、
同
書
に
よ
る
と
こ
の
時
の
再
興
造
像
を
担
当
し
た
仏
師
を
「
摂
津
国
講
師
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
こ

れ
だ
け
の
巨
像
を
制
作
で
き
た
仏
師
と
し
て
は
定
朝
が
ま
ず
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
定
朝
は
こ
の
時
点
で
法
眼

位
に
あ
る
の
で
、「
摂
津
国
講
師
」
と
あ
る
仏
師
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
え
る
が
、
定
朝
の
弟
子
が
担
当
し
た
可
能
性
は

高
い
と
思
わ
れ
る
。

（
₁₁
）　
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
二
年
（
七
六
八
）
十
月
二
十
日
条
（
岩
波
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

幸
長
谷
寺
、
捨
田
八
町
。

（
₁₂
）　

出
雲
路
修
「
解
説
」（『
日
本
霊
異
記
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
₃₀　

岩
波
書
店　

平
成
八
年
〈
一
九
九
六
〉
十
二
月
）

（
₁₃
）　
『
日
本
霊
異
記
』
下
巻
「
沙
門
憑
願
十
一
面
観
世
音
像
得
現
報
縁
第
三
」（
岩
波
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

沙
門
弁
宗
者
、
大
安
寺
之
僧
也
、
天
年
有
弁
、
白
堂
為
宗
、
多
知
檀
越
、
高
得
衆
気
、
帝
姫
阿
倍
天
皇
代
、
弁
宗
受
用

于
其
寺
大
修
多
羅
供
銭
卅
貫
、
不
得
償
納
、
維
那
僧
等
、
徴
銭
而
逼
、
償
債
無
便
、
故
登
於
泊
瀬
上
山
寺
、
参
向
十
一
面

観
音
菩
薩
、
々
々
々
々
之
手
、
縄
繋
引
之
、
而
白
之
言
、
我
用
大
安
寺
修
多
羅
宗
分
銭
、
而
償
無
便
、
願
我
施
銭
、
称
名

以
願
求
、
於
是
維
那
等
、
来
徴
之
猶
逼
、
答
言
暫
待
、
我
於
菩
薩
、
白
銭
将
償
、
敢
久
不
延
、
于
時
船
親
王
、
有
善
縁
、

参
至
其
山
寺
、
備
法
事
而
行
、
弁
宗
法
師
、
繋
像
引
縄
、
猶
白
之
曰
、
銭
速
賜
我
、
徴
銭
速
償
、
親
王
聞
之
、
問
弟
子

言
、
以
何
因
縁
、
今
斯
禅
師
、
如
是
白
耶
、
弟
子
答
之
、
如
上
具
述
、
親
王
聞
状
、
出
銭
償
寺
、
方
知
、
観
音
大
悲
、
法

師
深
信
矣
。

（
₁₄
）　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
十
四
年
（
八
四
七
）
十
二
月
二
十
一
日
条
（
国
史
大
系
）

　

勅
。
大
和
国
城
上
郡
長
谷
山
寺
。
高
市
郡
壺
坂
山
寺
。
元
来
霊
験
之
蘭
若
也
。
宜
付
所
由
。
編
為
定
額
。
永
以
官
長
令

撿
挍
也
。

（
₁₅
）　

長
谷
寺
縁
起
に
関
す
る
検
討
は
以
前
に
拙
論
（
註
₃
）
で
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
論
の
展
開
上
、
再
説
し
て
お
き
た

い
。

（
₁₆
）　

原
文
は
註
₄
に
掲
載
。
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な
お
、
原
文
の
「
ミ
ヲ
ガ
崎
」、「
イ
ヅ
モ
ノ
大
ミ
ツ
」
は
『
扶
桑
略
記
』
所
引
の
『
為
憲
記
』
で
は
「
三
尾
崎
」、「
出

雲
大
満
」
と
記
し
、
前
田
家
尊
経
閣
本
『
三
宝
絵
』
で
は
「
三
緒
崎
」、「（
出
）
雲
大
水
」
と
記
す
。
こ
こ
で
は
前
者
の

表
記
に
従
う
。
ま
た
、「
ミ
ヤ
丸
」
に
つ
い
て
は
前
田
家
尊
経
閣
本
の
「
宮
丸
」
の
表
記
に
従
っ
た
。

（
₁₇
）　

原
文
は
註
₁
に
掲
載
。

（
₁₈
）　

日
本
に
お
け
る
十
一
面
観
音
の
信
仰
は
、
那
智
山
経
塚
出
土
の
金
銅
仏
や
法
隆
寺
金
堂
壁
画
な
ど
か
ら
、
七
世
紀
末
頃

か
ら
始
ま
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

（
₁₉
）　

原
文
は
註
₁
に
掲
載
。

（
₂₀
）　
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
成
立
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
諸
説
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

田
島
公
「
陽
明
文
庫
所
蔵
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
の
解
題
と
翻
刻
―
鎌
倉
長
谷
寺
本
と
比
較
検
討
を
中
心
に
―
」（『
禁

裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
第
六
輯　

思
文
閣
出
版　

平
成
二
十
九
年
〈
二
〇
一
七
〉）
八
月
）

（
₂₁
）　

永
井
義
憲
「
長
谷
信
仰
」（『
岩
波
講
座　

日
本
文
学
と
仏
教　

第
七
巻　

霊
地
』　

岩
波
書
店　

平
成
七
年
〈
一
九
九

五
〉
一
月
）

（
₂₂
）　

壬
申
の
乱
の
概
要
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

　

佐
藤
信
「
壬
申
の
乱
」（『
日
本
歴
史
大
事
典
₂
（
こ
〜
て
）』
項
目
解
説　

小
学
館　

平
成
十
二
年
〈
二
〇
〇
〇
〉
十

月
）

（
₂₃
）　
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年
（
六
七
二
）
七
月
四
日
（
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

是
日
、
将
軍
吹
負
、
為
近
江
所
敗
、
以
特
率
一
二
騎
走
之
。
逮
于
墨
坂
、
遇
逢
兎
軍
至
。
更
還
屯
金
綱
井
、
而
招
聚
散

卒
。
於
是
、
聞
近
江
軍
至
自
大
坂
道
、
而
将
軍
引
軍
如
西
、
到
当
麻
衢
、
与
壱
伎
史
韓
国
軍
、
戦
葦
池
側
。（
後
略
）

（
₂₄
）　
『
日
本
書
紀
』
天
武
天
皇
元
年
（
六
七
二
）
七
月
二
十
二
日
条
（
岩
波
・
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

是
日
、
羽
田
公
矢
国
・
出
雲
臣
狛
、
合
共
攻
三
尾
城
降
之
。

　

な
お
、
三
尾
は
古
来
杣
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
奈
良
時
代
に
は
東
大
寺
建
立
の
た
め
に
高
島
山
作
所
が
設
置
さ

れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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瀬
田
勝
哉
『
木
の
語
る
中
世
』（
朝
日
選
書
六
六
四　

朝
日
新
聞
社　

平
成
十
二
年
〈
二
〇
〇
〇
〉
十
一
月
）

　

ま
た
、
こ
の
地
域
は
現
在
で
も
林
業
が
盛
ん
で
、「
朽
木
」
と
い
う
地
名
も
残
っ
て
お
り
、
本
縁
起
と
の
関
連
で
興
味

深
い
。

（
₂₅
）　
『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
八
月
三
日
条
（
岩
波
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

是
日
、
右
大
臣
正
二
位
藤
原
朝
臣
不
比
等
薨
。
帝
深
悼
惜
焉
。
為
之
廃
朝
、
挙
哀
内
寝
、
特
有
優
勅
。
吊
賻
之
礼
異
于

群
臣
。
大
臣
、
近
江
朝
内
大
臣
大
織
冠
鎌
足
之
第
二
子
也
。

（
₂₆
）　
『
続
日
本
紀
』
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
閏
九
月
二
十
九
日
条
（
岩
波
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　

皇
子
誕
生
焉
。

　
『
続
日
本
紀
』
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
十
一
月
二
日
条
（
岩
波
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）

　
（
前
略
）
詔
曰
、
朕
頼
神
祗
之
祐
、
蒙
宗
廟
之
霊
、
久
有
神
器
、
新
誕
皇
子
。
宜
立
為
皇
太
子
。
布
告
百
官
、
咸
令
知

聞
。

（
₂₇
）　

光
明
皇
后
が
聖
武
天
皇
遺
愛
の
品
を
東
大
寺
に
献
納
し
た
際
の
目
録
で
あ
る
『
東
大
寺
献
物
帳
』
に
収
録
さ
れ
る
「
黒

作
懸
佩
刀
一
口
」
は
、
天
武
天
皇
の
第
一
皇
子
で
あ
る
草
壁
皇
子
が
藤
原
不
比
等
に
賜
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
文
武
天
皇

が
即
位
し
た
時
に
不
比
等
が
献
上
し
、
文
武
天
皇
が
崩
御
し
た
時
に
、
再
度
不
比
等
に
下
賜
さ
れ
、
不
比
等
が
薨
去
し
た

時
に
、
当
時
皇
太
子
で
あ
っ
た
聖
武
天
皇
に
献
上
し
た
と
伝
え
ら
れ
、
天
武
天
皇
か
ら
草
壁
皇
子
を
経
た
皇
統
の
維
持
を

象
徴
す
る
も
の
と
い
え
る
。

（
₂₈
）　

石
上
英
一
「
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
―
東
大
寺
大
仏
造
立
と
世
界
の
具
現
」（『
列
島
の
古
代
史　

ひ
と
・
も
の
・
こ
と　

₇　

信
仰
と
世
界
観
』　

岩
波
書
店　

平
成
十
八
年
〈
二
〇
〇
六
〉
五
月
）

（
₂₉
）　

喜
田
貞
吉
「
長
谷
寺
縁
起
を
論
じ
て
諸
寺
縁
起
集
の
年
代
に
及
ぶ
」（『
仏
教
史
学
』
第
三
編
第
一
二
号　

大
正
三
年

〈
一
九
一
四
〉
三
月
）

（
₃₀
）　

田
島
公
「
古
代
史
史
料
と
し
て
分
析
し
た
「
長
谷
寺
観
音
造
立
縁
起
」―
未
翻
刻
史
料
の
紹
介
と
神
亀
六
年
三
月
太
政

官
符
の
検
討
を
中
心
に
」（『『
古
事
談
』
を
読
み
解
く
』　

笠
間
書
院　

平
成
二
十
年
〈
二
〇
〇
八
〉
七
月
）
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（
₃₁
）　

顔
娟
英
（
肥
田
路
美
訳
）「
唐
代
に
お
け
る
十
一
面
観
音
の
図
像
と
信
仰
」（『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集　

東
ア
ジ
ア
Ⅱ　

隋
・
唐
』　

中
央
公
論
美
術
出
版　

平
成
三
十
一
年
〈
二
〇
一
九
〉
三
月
）

（
₃₂
）　

田
島
公
氏
前
掲
論
文
（
註
₂₀
と
同
）

　

鎌
倉
長
谷
寺
本
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

　

内
山
侑
子
「
鎌
倉
長
谷
寺
所
蔵
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
に
つ
い
て
」（『
鎌
倉
』
第
一
一
七
号　

平
成
二
十
六
年
〈
二
〇
一

四
〉
八
月
）

（
₃₃
）　

大
日
本
仏
教
全
書
所
収
の
『
長
谷
寺
縁
起
文
』
に
も
同
様
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。

（
₃₄
）　

李
錫
文
編
『
中
国
植
物
志
』
第
三
一
巻
（
科
学
出
版
社
・
北
京　

一
九
八
二
年
九
月
）

（
₃₅
）　

李
錫
文
氏
前
掲
書
（
註
₃₄
と
同
）

（
₃₆
）　

そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
に
す
で
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

能
城
修
一
・
岩
佐
光
晴
・
藤
井
智
之
「
巻
頭
写
真　

日
本
の
古
代
の
木
彫
像
に
使
わ
れ
た
楠
と
樟
」（『
植
生
史
研
究
』

第
二
八
巻
第
一
号　

令
和
元
年
〈
二
〇
一
九
〉
九
月
）

（
₃₇
）　

寺
内
の
解
説
板
に
「
雲
峰
寺
簡
介
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
（
前
略
）
這
座
絶
嚣
世
外
的
千
年
梵
刹
、
始
創
于
唐
、
兵
毀
于
元
、
重
修
于
明
、
続
建
于
清
、
寺
内
両
棵
〝
楨
楠
王
〞

見
証
了
雲
峰
寺
的
千
年
歴
史
。（
後
略
）

　

＊
中
国
語
の
引
用
に
関
し
、
簡
体
字
は
常
用
漢
字
に
改
め
た
。
以
下
同
様
。

（
₃₈
）　

寺
院
内
の
解
説
板
に
「
滎
経
県
古
樹
名
木
簡
介
」
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
（
前
略
）
根
据
滎
経
県
二
〇
一
七
年
古
樹
名
木
資
源
普
査
登
記
結
果
、
全
県
現
有
登
記
建
档
古
樹
名
木
三
五
二
株
（
中

略
）、
楨
楠
二
一
八
株
（
後
略
）

　

ま
た
同
様
に
「
雲
峰
寺
古

楠
群
及
〝
中
国
楨
楠
王
〞
簡
介
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

　
（
前
略
）
雲
峰
寺
内
登
記
造
冊
的
古
楨
楠
有
一
二
九
株
、
樹
齢
均
在
百
年
以
上
、
是
迄
今
為
止
全
国
保
存
最
完
整
的
古

楨
楠
群
、
十
分
珍
貴
。（
中
略
）
古
樹
中
又
以
位
于
雲
峰
寺
内
的
楨
楠
王
最
為
珍
貴
、
樹
高
三
六
米
、
胸
径
一
・
九
九
米
、
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樹
齢
一
七
〇
〇
年
、
栽
種
于
西
晋
。（
後
略
）

　

＊
解
説
板
は
横
書
き
で
あ
る
た
め
、
数
字
は
算
用
数
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
漢
数
字
に
改
め
た
。

（
₃₉
）　

耶
舎
崛
多
訳
『
仏
説
十
一
面
観
世
音
神
呪
経
』、
阿
地
瞿
多
訳
『
十
一
面
観
世
音
神
呪
経
』
で
は
「
一
尺
三
寸
」
と
し
、

玄
奘
訳
『
十
一
面
神
呪
心
経
』
で
は
「
一
搩
手
半
」
と
す
る
。「
一
搩
手
半
」
は
ほ
ぼ
「
一
尺
三
寸
」
と
同
数
と
考
え
ら

れ
る
。

（
₄₀
）　

奥
健
夫
「
木
彫
像
の
成
立
」（『
日
本
美
術
館
』　

小
学
館　

平
成
九
年
〈
一
九
九
七
〉
十
一
月
）

（
₄₁
）　

ビ
ャ
ク
ダ
ン
の
代
用
材
と
し
て
の
「
柏
木
」
の
考
え
は
、
玄
奘
訳
『
十
一
面
神
呪
心
経
』
の
注
釈
書
と
し
て
慧
沼
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
『
十
一
面
神
呪
心
経
義
疏
』
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
柏
木
」
は
中
国
で
は
ヒ
ノ
キ
科
の
樹
木
、
日
本
で

は
カ
ヤ
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
以
下
の
文
献
で
述
べ
て
い
る
。

　

①
金
子
啓
明
・
岩
佐
光
晴
・
能
城
修
一
・
藤
井
智
之
「
日
本
古
代
に
お
け
る
木
彫
像
の
樹
種
と
用
材
観
―
七
・
八
世
紀

を
中
心
に
―
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
第
五
五
五
号　

平
成
十
年
〈
一
九
九
八
〉
八
月
）

　

②
金
子
啓
明
・
岩
佐
光
晴
・
藤
井
智
之
・
能
城
修
一
・
安
部
久
『
仏
像
の
樹
種
か
ら
考
え
る
古
代
一
木
彫
像
の
謎
』（
東

京
美
術　

平
成
二
十
七
年
〈
二
〇
一
五
〉
十
二
月
）

（
₄₂
）　

能
城
修
一
・
安
部
久　
「「
小
原
二
郎
氏
旧
蔵
木
彫
像
用
材
調
査
標
本
」
の
樹
種
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
六
七
九
号　

平

成
三
十
一
年
〈
二
〇
一
九
〉
四
月
）

（
₄₃
）　

顕
微
鏡
に
よ
る
細
胞
組
織
の
観
察
で
、
樹
種
を
楠
木
で
あ
る
こ
と
を
同
定
す
る
の
は
現
状
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

以
上
は
、
藤
井
智
之
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
₄₄
）　

毛
利
久
・
丸
尾
彰
三
郎
「
釈
迦
如
来
像
」（『
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成　

平
安
時
代　

造
像
銘
記
篇
一
』
中
央
公
論

美
術
出
版　

昭
和
四
十
一
年
〈
一
九
六
六
〉
六
月
）

（
₄₅
）　

前
掲
解
説
（
註
₄₄
と
同
）
所
収
史
料
に
よ
る
。

（
₄₆
）　

岩
佐
光
晴
「
ク
ス
ノ
キ
製
木
彫
像
を
め
ぐ
っ
て
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』
六
七
九
号　

平
成
三
十
一
年
〈
二
〇
一
九
〉
四

月
）
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（
₄₇
）　

た
だ
し
、
長
谷
寺
の
当
初
像
が
日
本
に
自
生
し
な
い
楠
木
を
用
い
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
楠
木
に
見
合
う
巨
大
な

樟
が
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
₄₈
）　

伊
藤
延
男
「
二
月
堂
」（『
奈
良
六
大
寺
大
観
第
九
巻　

東
大
寺
一
』　

岩
波
書
店　

昭
和
四
十
五
年
〈
一
九
七
〇
〉
四

月
）

（
₄₉
）　

東
大
寺
二
月
堂
の
修
二
会
は
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
に
実
忠
が
創
始
し
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
実
態
に
つ
い

て
は
不
明
な
点
が
多
い
。
し
か
し
、
十
一
面
観
音
を
本
尊
と
す
る
悔
過
会
が
八
世
紀
半
ば
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
天
平
勝
宝
四
年
は
大
仏
開
眼
供
養
が
行
わ
れ
た
年
で
も
あ
り
、
国
家
的
な
法
会
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
成
立
に
当
た
っ
て
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
長
谷
寺
の
像
が
何
ら

か
の
形
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
想
定
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
東
大
寺
二
月
堂
の
修
二
会
に
つ
い
て
は
以

下
の
文
献
を
参
照
し
た
。

　

佐
藤
道
子
『
東
大
寺　

お
水
取
り　

春
を
待
つ
祈
り
と
懺
悔
の
法
会
』（
朝
日
選
書
八
五
二　

朝
日
新
聞
出
版　

平
成

二
十
一
年
〈
二
〇
〇
九
〉
二
月
）

（
₅₀
）　

連
穎
俊
編
『
天
龍
山
石
窟
芸
術
』（
北
京
・
外
文
出
版
社　

二
〇
一
二
年
）

（
₅₁
）　

前
掲
拙
稿
（
註
₃
と
同
）

（
₅₂
）　

銅
板
法
華
説
相
図
に
つ
い
て
は
、
制
作
時
代
や
銘
文
に
記
さ
れ
た
天
皇
を
誰
に
当
て
る
か
で
諸
説
が
あ
り
、
定
説
を
見

て
い
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
近
年
、
田
中
健
一
氏
は
、
本
銅
板
の
制
作
背
景
と
し
て
持
統
・
文
武
朝
以
降
、
天
武
天
皇

に
対
す
る
崇
敬
が
高
ま
り
、
そ
の
正
統
性
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
注
目
さ
れ

る
。

　

ま
た
、
三
田
覚
之
氏
は
、
長
谷
寺
の
創
建
と
は
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
銅
板
法
華
説
相
図
に
対
し
て
、

も
と
も
と
長
谷
寺
の
あ
る
場
所
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

①
田
中
健
一
「
長
谷
寺
銅
板
法
華
説
相
図
の
図
様
及
び
銘
文
に
関
す
る
考
察
」（『
美
術
史
』
第
一
六
八
冊　

平
成
二
十
二

年
〈
二
〇
一
〇
〉
三
月
）
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②
三
田
覚
之
「
長
谷
寺　

千
仏
多
宝
仏
考
」（『
古
代
寺
院
の
芸
術
世
界
〈
古
代
文
学
と
隣
接
諸
学
₆
〉』
竹
林
舎　

令
和

元
年
〈
二
〇
一
九
〉
五
月
）

〔
図
版
出
典
〕

図
₁　
　
　

長
谷
寺
提
供

図
₂
〜
₄　

筆
者
撮
影

図
₅　
　
　

小
澤
正
人
氏
撮
影

図
₆
・
₇　

筆
者
撮
影

〔
付
記
〕

　

本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
、
写
真
の
提
供
と
そ
の
掲
載
の
ご
許
可
を
い
た
だ
い
た
長
谷
寺
当
局
に
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

　

本
稿
は
、
平
成
二
十
九
年
度
・
三
十
年
度
成
城
大
学
特
別
研
究
助
成
「
造
像
説
話
に
お
け
る
史
実
性
を
め
ぐ
る
基
礎
的
調
査
研
究
」
に

よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
ま
た
、
平
成
二
十
四
年
度
・
二
十
五
年
度
出
光
文
化
福
祉
財
団
調
査
・
研
究
補
助
事
業
助
成
「
創
建
期

長
谷
寺
の
十
一
面
観
音
像
に
関
す
る
基
礎
的
調
査
研
究
」（
研
究
代
表
者　

岩
佐
光
晴
）
及
び
令
和
元
年
度
科
学
研
究
費
基
盤
研
究
（
Ｂ
）

「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
木
彫
像
の
樹
種
と
用
材
観
に
関
す
る
調
査
研
究
」（
研
究
代
表
者　

岩
佐
光
晴
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
も
反
映

さ
れ
て
い
る
。
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図 ₁ 　重要文化財　木造十一面観音菩薩立像　運宗作
室町時代・天文 ₇年（₁₅₃₈）　像高　₁₀₁₈.₀ cm　奈良・長谷寺
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図 ₃ 　雲峰寺入口

図 ₂　雲峰寺正面
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図 ₅ 　雲峰寺境内　楠木の古樹

図 ₄　雲峰寺境内　左右の巨木が楠木の古樹
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図 ₆ 　雲峰寺境内　林立する楠木

図 ₇　雲峰寺の外周の楠木




