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東山大仏と豊臣政権期の京都

は　

じ　

め　

に

筆
者
は
、
以
前
、
豊
臣
（
羽
柴
）
秀
吉
に
よ
っ
て
京
都
東
山
に
造
立
さ
れ
た
大

仏
に
つ
い
て
、
お
も
に
秀
吉
や
そ
の
政
権
の
観
点
か
ら
、
そ
の
実
態
を
検
討
し
た

こ
と
が
あ
る
）
1
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
、
大
仏
が
京
都
に
存
在
す
る
こ
と
の

意
味
を
十
分
に
は
深
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
あ
ら

た
め
て
都
市
京
都
と
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の
歴
史
的
な
意
味
を
考
え
て
み

た
い
と
思
う
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
研
究
史
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
、
お
も
な
議
論
と
し
て
く

り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
き
た
の
が
、
大
仏
と
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く
し
て
京
都
で
普
請
が

す
す
め
ら
れ
た
聚
楽
第
・
聚
楽
城
下
町
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
嚆
矢
は
、
お
そ
ら
く
、
一
九
六
九
年
刊
行
の
『
京
都
の
歴
史　

4　

桃
山

の
開
花
）
2
（

』
に
お
さ
め
ら
れ
た
第
3
章
第
2
節
「
聚
楽
第
と
方
広
寺
」（
黒
川
直
則

氏
執
筆
分
担
）
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で

は
聚
楽
第
と
大
仏
に
関
す
る
お
の
お
の
の
叙
述
は
な
さ
れ
て
い
て
も
、
か
な
ら
ず

し
も
相
互
の
関
係
に
ま
で
ふ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
本
格
的
な
議
論
と
し
て
は
、
一
九
八
六
年
に
三
鬼
清
一
郎
氏
に

よ
っ
て
発
表
さ
れ
た
論
考
「
方
広
寺
大
仏
殿
の
造
営
に
関
す
る
一
考
察
）
3
（

」
の
登
場

ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
三
鬼
氏
の
論
考
は
、
大
仏
造
立

に
関
す
る
基
礎
的
な
事
実
、
と
り
わ
け
物
資
調
達
や
労
働
力
編
成
な
ど
、
造
営
に

か
か
わ
る
具
体
的
な
事
実
を
あ
き
ら
か
に
し
た
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

と
同
時
に
、
聚
楽
第
や
聚
楽
城
下
町
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
い
る
点
で
重

要
と
い
え
よ
う
。

そ
の
論
考
の
な
か
で
、
三
鬼
氏
は
、「
内
裏
に
隣
接
す
る
聚
楽
第
か
ら
み
れ
ば
、

東
福
寺
は
ほ
ぼ
南
の
方
角
に
あ
た
る
が
、
そ
の
延
長
線
上
に
は
奈
良
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
秀
吉
は
京
都
に
お
い
て
、
東
大
寺
の
方
角
に
大
仏
殿
の
建
立
を
思
い
立
っ

た
」
と
し
た
う
え
で
、「
方
広
寺
は
京
都
に
お
け
る
南
都
寺
院
と
し
て
、
あ
ら
ゆ

る
種
類
の
災
害
か
ら
皇
城
を
守
り
、
無
限
世
界
の
浄
化
と
鎮
護
国
家
を
祈
願
す
る

役
割
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
の
理
解
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
三
鬼
氏
の
議
論
は
、
大
仏
の
存
在
を
聚
楽
第
や
聚
楽
城
下
町
、
あ
る
い
は

京
都
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
と
し
て
は
最
初
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

そ
の
後
の
研
究
が
、
三
鬼
氏
の
議
論
を
出
発
点
と
し
て
検
討
が
加
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
。

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

東
山
大
仏
と
豊
臣
政
権
期
の
京
都

│
秀
吉
在
世
時
を
中
心
に

│

河　

内　
　

将　

芳
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た
と
え
ば
、
一
九
九
二
年
に
発
表
さ
れ
た
西
山
克
氏
の
論
考
「
王
権
と
善
光
寺

如
来
堂
）
4
（

」
に
お
い
て
も
、
三
鬼
氏
の
議
論
が
「
方
広
寺
構
想
」
と
名
づ
け
ら
れ
た

う
え
で
、「
私
が
違
和
感
を
感
じ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
三
鬼
氏
が
、
方
広
寺
構

想
の
段
階
差
を
意
識
し
て
お
ら
れ
な
い
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
「
段
階
差
」
と
は
、
具
体
的
に
は
「
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
七

月
の
秀
次
事
件
と
、
そ
れ
に
よ
る
「「
聚
楽
第
城
下
町
」
構
想
の
破
綻
」
が
「
方

広
寺
構
想
自
体
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
言
え
」
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
が
、
そ
れ
は
つ
ま
り
、
大
仏
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と
を

意
味
し
て
い
よ
う
。

西
山
氏
の
場
合
、
そ
の
関
心
は
、
あ
く
ま
で
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
の
大
地

震
で
大
破
し
た
本
尊
に
か
わ
っ
て
「
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
の
夏
」
に
迎
え
ら

れ
た
善
光
寺
如
来
に
あ
り
、「
僅
か
一
年
一
ヵ
月
」
の
あ
い
だ
「
方
広
寺
大
仏
殿

が
善
光
寺
如
来
堂
」
で
あ
っ
た
意
味
を
問
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
果
み
ち
び
か
れ
た
「
文
禄
四
年
七
月
の
「
聚
楽
第
城

下
町
」
構
想
の
破
綻
が
、
方
広
寺
の
王
城
鎮
護
の
寺
と
し
て
の
性
格
を
後
退
さ

せ
」、「
異
形
の
善
光
寺
如
来
を
選
ら
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
初
期
の
方
広
寺
構
想
の
変

質
を
看
取
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
の
指
摘
は
重
要
と
い
え
よ
う
。

大
仏
が
「
王
城
鎮
護
の
寺
」
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
史
料
的
な
裏

付
け
が
と
れ
な
い
も
の
の
）
5
（

、
大
仏
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化
に
注
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
豊
臣
政
権
の
権
力
中
枢
が
大
坂
│
伏
見
の
ラ
イ
ン
に
集
中
し
た
結
果
、

善
光
寺
如
来
堂
の
位
相
が
、
京
都
よ
り
伏
見
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
く
る
」
と
の
指

摘
が
う
み
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
大
仏
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化
に
注
視
し
て

い
く
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
山
氏
の
議
論
か
ら
も
あ
き
ら
か
な

よ
う
に
、
大
仏
と
京
都
と
の
関
係
を
考
え
て
い
く
に
あ
た
っ
て
は
、
も
は
や
聚
楽

第
や
聚
楽
城
下
町
と
の
関
係
だ
け
で
は
不
十
分
と
い
え
よ
う
。

そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
二
〇
〇
一
年
に

発
表
さ
れ
た
論
考
「
近
世
京
都
の
成
立
│
京
都
改
造
を
中
心
に
│
）
6
（

」
の
な
か
で
、

杉
森
哲
也
氏
が
「
大
仏
殿
は
、
京
都
改
造
が
完
了
し
た
天
正
十
九
年
段
階
で
は
完

成
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

杉
森
氏
の
場
合
、「
方
広
寺
大
仏
殿
の
造
営
」
は
「
京
都
改
造
の
一
環
」
と
し

て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
西
山
氏
の
よ
う
に
、「
段
階
差
」
を
意
識
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
と
し
て
、
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
の

い
わ
ゆ
る
「
京
都
改
造
」
が
終
了
し
て
も
な
お
、
大
仏
の
普
請
が
つ
づ
け
ら
れ
て

い
た
点
に
あ
ら
た
め
て
光
を
あ
て
た
こ
と
は
重
要
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

じ
つ
は
、
秀
吉
が
造
立
し
た
大
仏
は
、
天
正
一
九
年
や
文
禄
四
年
は
お
ろ
か
、

少
な
く
と
も
秀
吉
在
世
時
に
は
完
成
を
み
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
の
予
想
外
と

思
え
る
よ
う
な
事
実
に
ま
ず
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
た
、
西
山
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
大
仏
は
た
し
か
に
「
伏
見
に
引
き
つ
け

ら
れ
て
」
い
く
側
面
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
仏
殿
が
た
て
ら
れ
た

場
所
そ
の
も
の
は
変
化
が
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
場
所
に

な
ぜ
大
仏
が
造
立
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
立
地
に
つ
い
て
も
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て

い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
の
二
点
、
す
な
わ
ち
立
地
の
問
題
と
普
請
が
未
完
に

お
わ
っ
た
と
い
う
事
実
に
注
目
す
る
と
と
も
に
、
大
仏
を
と
り
ま
く
環
境
の
変
化

に
も
注
視
し
な
が
ら
、
冒
頭
に
か
か
げ
た
目
標
に
む
か
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

な
お
、
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
大
仏
と
は
、
大
仏
殿
を
中
核
と
し
た
一
定
の
施

設
を
意
味
し
て
い
る
。
秀
吉
の
在
世
時
で
い
え
ば
、「
大
仏
殿
東
」
に
「
大
仏
千
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出
」
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
「
御
出
」
の
目
的
と
は
、「
此
近
所
」
に
「
大
仏
」

を
「
御
建
立
」
す
る
た
め
の
「
地
」
を
「
御
覧
」
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
と
き
秀
吉
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
大
坂
ま
で
「
御
下
向
」
し
た
の
か
と
い

う
こ
と
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、「
東
福
寺
」
へ
「
御
出
」
し
た
と
い
う
以

上
、
お
そ
ら
く
は
東
福
寺
門
前
を
通
る
法
性
寺
大
路
（
の
ち
の
「
伏
見
開
道
）
13
（

」）

を
南
下
し
て
伏
見
に
ま
で
い
た
り
、
そ
こ
か
ら
船
に
乗
っ
て
大
坂
へ
と
た
ど
り
つ

い
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
秀
吉
は
大
仏
を
京
都
か
ら
大
坂
へ
と
い
た
る
道
筋
に

「
御
建
立
」
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
実
際
に
立
地
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
東
福
寺
の
「
近
所
」
で
は
な
か
っ

た
。
た
と
え
ば
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
の
報
告
書
『
一
五
八
六
年
の
報
告
書
）
14
（

』
に
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
み
て
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

奈
良
の
市
の
大
仏
を
、
金
を
塗
っ
た
千
余
体
の
仏
像
の
あ
る
都
の
大
寺
院

〔
三
十
三
間
堂
〕
の
附
近
に
造
る
こ
と
を
命
じ
た
。

こ
こ
か
ら
は
、「
金
を
塗
っ
た
千
余
体
の
仏
像
の
あ
る
都
の
大
寺
院
〔
三
十
三

間
堂
〕
の
附
近
」
に
大
仏
を
つ
く
る
よ
う
秀
吉
が
命
じ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
記
述
が
事
実
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
言
経
卿
記
』
天
正
一
六
年

（
一
五
八
八
）
五
月
一
五
日
条
に
「
京
都
三
十
三
間
北
ニ
大
仏
殿
可
被
建
立
」
と

み
え
る
点
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
東
福
寺
の
「
近
所
」
か
ら
「
三
十
三
間

北
」
へ
と
実
際
の
立
地
が
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
直
接
説
明
し

僧
会
」
の
「
会
場
」
と
な
る
「
経
堂
」
が
建
立
さ
れ
）
7
（

、「
大
仏
妙
法
院
」
と
も
よ

ば
れ
た
妙
法
院
や
「
大
仏
住
持
）
8
（

」
に
任
じ
ら
れ
た
聖
護
院
道
澄
の
照
高
院
、
さ
ら

に
は
「
大
仏
本
願
）
9
（

」
と
よ
ば
れ
た
木
食
応
其
の
住
坊
な
ど
が
ふ
く
ま
れ
る
。

た
だ
し
、
木
食
応
其
の
住
坊
以
外
は
、
文
禄
四
年
以
降
に
付
属
す
る
よ
う
に
な

る
の
で
、
大
仏
と
は
、
基
本
的
に
は
大
仏
殿
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「
方
広
寺
」
と
い
う
寺
号
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
近
世
前
期
ま
で
は
そ
れ
が

つ
か
わ
れ
た
形
跡
が
み
ら
れ
な
い
以
上
）
10
（

、
本
稿
で
は
、
史
料
用
語
と
し
て
出
て
く

る
「
大
仏
」
の
ほ
う
を
つ
か
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

一　

立
地
に
つ
い
て

（
1
）
東
福
寺
近
所
か
ら
三
十
三
間
堂
北
へ

さ
て
、
秀
吉
が
京
都
に
大
仏
を
造
立
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、

現
在
の
と
こ
ろ
、『
兼
見
卿
記
）
11
（

』
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
四
月
一
日
条
が
初

見
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
事
が
し
た
た

め
ら
れ
て
い
る
。

今
日
大
坂
へ
御
下
向
也
、（
中
略
）
即
御
下
向
、
至
東
福
寺
御
出
、
此
近
所
ニ

可
有
御
建
立
大
仏
、
其
地
為
御
覧
御
出
云
々
、

右
に
よ
れ
ば
、
こ
の
日
、
秀
吉
は
、
京
都
か
ら
「
大
坂
へ
御
下
向
」
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
段
階
で
の
秀
吉
の
京
都
宿
所
と
い
え

ば
、
聚
楽
第
（
聚
楽
城
）
移
徙
以
前
と
な
る
の
で
、
妙
顕
寺
跡
に
築
か
れ
た
「
二

条
城
）
12
（

」
と
な
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
大
坂
へ
む
か
う
に
あ
た
り
、
秀
吉
は
「
東
福
寺
」
に
「
御
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て
く
れ
る
よ
う
な
史
料
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
年
、
京
都
と
大
坂
を
頻

繁
に
往
復
し
て
い
た
秀
吉
が
）
15
（

、
も
う
一
カ
所
、
た
び
た
び
下
向
し
て
い
た
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
一
カ
所
と
は
、
じ
つ
は
近
江
国
の
大
津
で
あ
っ
た
。
先
に
ふ
れ
た
『
一
五

六
七
年
の
報
告
書
』
の
つ
づ
き
に
も
、「
比
叡
山
の
麓
近
江
の
湖
水
に
接
し
た
坂

本
と
い
ふ
所
に
在
っ
た
明
智
の
城
を
破
壊
し
、
城
も
町
も
同
所
か
ら
一
レ
グ
ワ
離

れ
た
大
津
と
い
ふ
、
尊
士
が
都
よ
り
安
土
山
に
往
復
さ
れ
た
時
数
回
宿
泊
さ
れ
た

町
に
移
す
こ
と
を
命
じ
た
」
と
い
う
記
述
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
秀
吉
が
大
津
に
お
い
て
、
坂
本
城
に
か
わ
る
城
と
城
下
町
の
普

請
に
と
り
か
か
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
が
、
も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
、

秀
吉
が
普
請
を
す
す
め
て
い
た
の
は
、
大
津
城
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、『
宇
野
主
水
日
記
）
16
（

』
天
正
一
四
年
三
月
二
日
条
に
も
、「
京
都
内
野

辺
ニ
関
白
殿
ノ
御
殿
タ
テ
ラ
ル
ベ
キ
ニ
付
而
、
二
月
下
旬
ヨ
リ
諸
大
名
在
京
シ
テ

大
普
請
ハ
ジ
マ
ル
也
、
大
坂
ニ
ハ
中
国
之
大
名
ノ
ボ
リ
テ
普
請
ア
リ
、
人
足
七
八

万
、
又
ハ
十
万
バ
カ
リ
ア
ル
ベ
シ
」
と
み
え
る
よ
う
に
、「
内
野
」
の
「
関
白
ノ

御
殿
」
＝
聚
楽
第
（
聚
楽
城
）
や
「
大
坂
」
城
も
同
じ
よ
う
に
築
城
が
す
す
め
ら

れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
京
都
に
聚
楽
第
（
聚
楽
城
）、
大

坂
に
大
坂
城
、
大
津
に
大
津
城
と
複
数
の
城
普
請
を
並
行
し
て
す
す
め
て
い
る
さ

な
か
、
さ
ら
に
思
い
立
ち
、
普
請
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
の
が
大
仏
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
な
が
れ
と
そ
の
立
地
が
東
福
寺
の
「
近
所
」
か
ら

「
三
十
三
間
北
」
へ
と
変
化
し
た
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
の
無
関
係
で
あ
る
と
は
考

え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
「
三
十
三
間
北
」
だ
っ
た
の
か
、
つ
ぎ
に
こ
の
点
に
つ
い
て

み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
2
）
汁
　
谷

戦
国
期
に
描
か
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
『
上
杉
本
洛
中
洛
外
図
屏
風
』
の
な
か

で
「
三
十
三
間
」
と
書
か
れ
た
墨
書
の
北
側
を
な
が
め
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は

「
し
（
汁
谷
）

る
た
に
め
（
妙
　
法
　
院
）

う
ほ
う
い
ん
」
と
い
う
墨
書
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ

は
、「
汁
谷
」
の
地
に
「
妙
法
院
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
同

地
に
所
在
す
る
の
は
妙
法
院
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

た
と
え
ば
、「
汁
谷
仏
光
寺
」
の
名
で
知
ら
れ
て
い
た
真
宗
寺
院
仏
光
寺
も
そ

の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
仏
光
寺
に
残
さ
れ
る
『
仏
光
寺
派
古
文
書
）
17
（

』
に

は
、「
大
仏
殿
就
御
造
営
、
地
形
之
事
、
被
任
上
意
、
御
忠
節
之
段
）
18
（

」
と
み
え
、

「
大
仏
殿
」「
御
造
営
」
に
か
か
わ
る
「
地
形
」
を
め
ぐ
っ
て
、「
上
意
」
に
し
た

が
い
、「
御
忠
節
」
を
ほ
ど
こ
し
た
と
の
記
述
が
確
認
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
だ
け
で
は
、「
御
忠
節
」
の
内
容
ま
で
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
た
だ
、
大
仏
造
立
以
後
に
仏
光
寺
が
同
地
に
所
在
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら

考
え
て
、
近
世
中
期
、
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
成
立
の
『
山
城
名
勝
志
）
19
（

』
巻
之

四
が
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、「
仏
光
寺
」
は
「
旧
在
渋
谷
、
天
正
十
五
年
大
仏
殿

建
立
時
、
移
之
」
っ
た
と
み
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

と
な
れ
ば
、
焦
点
は
「
汁
谷
」
と
い
う
地
が
も
つ
意
味
に
し
ぼ
ら
れ
て
く
る
。

「
汁
谷
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
所
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

史
料
を
た
ぐ
っ
て
い
く
と
、
こ
れ
よ
り
先
、
天
文
一
一
年
（
一
五
四
二
）、
一
二

年
（
一
五
四
三
）
こ
ろ
の
史
料
）
20
（

に
「
汁
谷
通
路
」
や
「
汁
谷
口
」
と
い
う
文
言
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
か
ら
は
、「
汁
谷
」
に
「
通
路
」
が
通
っ
て
お
り
、
京
都
側
の
出
入
口
と

し
て
「
口
」
も
ひ
ら
か
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
同



71

東山大仏と豊臣政権期の京都

じ
史
料
に
よ
れ
ば
、「
汁
谷
口
」
に
は
、「
山
科
花
山
郷
」
を
へ
て
、「
法
性
寺
柳

原
座
中
幷
大
津
松
本
門
徒
」
と
よ
ば
れ
た
荷
物
や
人
び
と
の
往
還
も
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
）
21
（

。

こ
こ
に
み
え
る
「
法
性
寺
」
や
「
柳
原
」
と
は
、「
汁
谷
」
周
辺
の
地
名
を
指

し
、
ま
た
、「
大
津
」
や
「
松
本
」
と
は
、
近
江
国
の
地
名
を
意
味
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、「
汁
谷
」
の
地
と
は
、
大
津
城
が
築
か
れ
た
「
大
津
」
や
「
山
科
」
と

も
つ
な
が
る
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
。

こ
こ
か
ら
、
天
正
一
四
年
か
ら
一
五
、
六
年
段
階
で
秀
吉
が
思
い
立
っ
た
大
仏

の
立
地
と
は
、
大
津
と
京
都
を
つ
な
ぐ
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
大
坂
へ
も
つ
な

が
る
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
当
初
の
大
仏
の
立
地
は
、
こ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
聚

楽
第
や
そ
の
城
下
町
と
の
関
係
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
こ
の
時
期
の
秀
吉
の
移
動

範
囲
や
行
動
パ
タ
ー
ン
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
。そ

の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
が
、
東
福
寺

の
「
近
所
」
に
し
て
も
、「
三
十
三
間
北
」
や
「
汁
谷
」
に
し
て
も
、
い
ず
れ
も

鴨
川
よ
り
東
側
、
鴨
東
の
地
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

洛
中
か
ら
そ
こ
へ
い
た
る
に
は
鴨
川
を
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
し
て
み
た
と
き
、
天
正
一
四
年
か
ら
一
五
、
六
年
段
階
で
鴨
川
に

架
け
ら
れ
て
い
た
橋
が
、
四
条
橋
と
五
条
橋
の
ほ
か
に
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
も

意
味
を
も
っ
て
こ
よ
う
。
三
条
橋
が
架
け
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
よ
り
少
し
く
だ
っ

た
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
を
架
け
た
の
が
ほ
か
な
ら
な

い
秀
吉
で
あ
っ
た
こ
と
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
）
22
（

、
大
津
へ
の
往
復
や
、
あ
る
い
は
伏

見
を
経
由
し
て
大
坂
へ
往
復
す
る
た
め
に
も
、
五
条
橋
を
渡
る
の
が
も
っ
と
も
合

理
的
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
五
条
橋
を
渡
っ
て
さ

ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
「
汁
谷
」
の
地
は
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
三
条
橋
の
架
橋
と
同
じ
年
に
中
世
以
来
の
五
条
橋
に
か

わ
っ
て
、「
汁
谷
」
に
よ
り
近
い
「
六
条
坊
門
」
に
あ
ら
た
な
橋
を
秀
吉
が
架
け

た
）
23
（

こ
と
も
理
解
し
や
す
く
な
る
。
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
の
段
階
で
も
な
お
、

七
月
や
一
二
月
に
は
秀
吉
は
京
都
と
大
津
を
往
復
す
る
と
と
も
に
、
東
国
か
ら
の

上
洛
途
中
に
は
大
津
に
立
ち
よ
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ

る
）
24
（

。こ
の
よ
う
に
、
秀
吉
が
大
仏
の
造
立
を
思
い
立
っ
た
天
正
一
四
年
か
ら
一
五
、

六
年
に
視
点
を
お
い
て
み
る
と
、
そ
の
立
地
が
宗
教
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
実

利
的
な
理
由
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
き
ぼ
り
と
な
っ
て
く
る
。
実
際
、
東
福
寺
の

「
近
所
」
や
「
三
十
三
間
北
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
近
所
」
と
か
「
北
」
と
は
み
え

て
も
、
そ
れ
ら
寺
院
と
の
あ
い
だ
に
は
直
接
的
な
接
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
大
仏
の
よ
う
な
、
と
り
わ
け
巨
大
な
施
設
は
一
度
さ
だ
め
ら
れ
た

場
所
に
造
立
さ
れ
て
し
ま
う
と
容
易
に
動
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
時
間
の
経
過
に
と
も
な
っ
て
、
秀
吉
の
行
動
範
囲
や
移
動
パ
タ
ー
ン
の
み
な

ら
ず
、
ま
わ
り
の
環
境
も
変
化
し
、
そ
れ
に
よ
り
、
同
じ
立
地
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
こ
に
あ
る
も
の
の
意
味
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
は
当
然
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
変
化
と
大
仏
の
普
請
が
結
果
と
し
て
完
成
を
み
な
か
っ

た
こ
と
と
は
密
接
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
つ
ぎ
の
章

で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
く
わ
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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二　

未
完
に
お
わ
っ
た
普
請
に
つ
い
て

（
1
）
文
禄
五
年
閏
七
月
の
大
地
震
以
前

「
汁
谷
」
の
地
に
立
地
が
さ
だ
め
ら
れ
た
大
仏
の
普
請
は
、
天
正
一
六
年
（
一

五
八
八
）
五
月
よ
り
本
格
的
に
は
じ
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、『
多
聞
院
日
記
）
25
（

』

五
月
一
二
日
条
に
「
京
ニ
ハ
大
仏
建
立
ト
テ
石
壇
ヲ
ツ
ミ
土
ヲ
上
テ
、
其
上
ニ
テ

洛
中
上
下
ノ
衆
ニ
餅
酒
下
行
シ
テ
ヲ（踊
）ト

ラ
セ
ラ
ル
ヽ
」
と
み
え
る
よ
う
に
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
六
年
後
の
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）
に
な
っ
て
よ

う
や
く
出
来
に
ち
か
づ
く
。
同
じ
く
『
多
聞
院
日
記
』
七
月
二
二
日
条
に
「
大
仏

も
大
旨
出
来
」
と
あ
り
、
ま
た
、
編
纂
物
で
は
あ
る
も
の
の
、『
当
代
記
）
26
（

』
文
禄

三
年
条
に
も
「
此
比
、
東
山
之
大
仏
漸
出
来
之
間
、
足
代
を
も
取
、
仏
体
を
も
塗
、

築
山
を
も
引
」
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
を
み
て
い
る
と
、
文
禄
三
年
に
は
大
仏
殿
は
完
成
に
ち
か
づ
い
て
い

る
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
た
と

え
ば
、
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
二
年
た
っ
た
文
禄
五
年
（
一
五
九
六
）
正
月
二
一
日
に

「
大
仏
中
門
柱
二
本
立
初
」
と
『
義
演
准
后
日
記
』
同
日
条
に
は
み
え
、「
大
仏
中

門
」
の
普
請
が
は
じ
め
ら
れ
、
お
よ
そ
ひ
と
月
後
の
同
記
二
月
二
五
日
条
に
「
大

仏
中
門
、
昨
日
柱
悉
建
云
々
、
今
度
本
尊
以
下
見
物
、
広
大
無
辺
、
殊
勝
無
申

計
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
大
仏
中
門
」
の
「
柱
悉
建
」
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
え
る
「
大
仏
中
門
」
の
普
請
が
は
じ
め
ら
れ
た
文
禄
五
年
と
い
え
ば
、

す
で
に
聚
楽
第
（
聚
楽
城
）
と
そ
の
城
下
町
は
秀
吉
の
手
に
よ
っ
て
破
却
さ
れ
て

い
る
。
立
地
が
さ
だ
ま
っ
た
天
正
一
四
年
か
ら
一
五
、
六
年
こ
ろ
と
は
大
仏
を
と

り
ま
く
環
境
が
大
き
く
変
化
し
て
い
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
ろ
う
。

ま
た
、
数
々
の
城
普
請
と
く
ら
べ
た
と
き
、
こ
の
よ
う
に
大
仏
の
普
請
が
遅
々

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
は
、
寺
院
建
築
で
あ
る
と
い
う
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

天
正
二
〇
年
（
一
五
九
二
）
一
〇
月
一
〇
日
付
と
考
え
ら
れ
る
秀
吉
朱
印
状
）
27
（

に

「
大
仏
に
た
て
ら
れ
候
わ
き
の
寺
〳
〵
普
請
作
事
、
何
も
可
相
止
候
」「
大
仏
之
普

請
ハ
先
々
被
相
止
候
間
、
柱
共
も
お
ほ
い
を
仕
可
被
置
候
」
と
あ
る
よ
う
に
、
文

禄
の
役
と
よ
ば
れ
る
対
外
戦
争
の
用
意
と
関
連
し
て
「
普
請
」「
作
事
」
が
と
め

ら
れ
た
こ
と
な
ど
も
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
対
外
戦
争
そ
の
も
の
や
、
秀
吉
自
身
が
肥
前
名
護
屋
へ
出
陣
す
る

と
い
っ
た
こ
と
も
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、

『
三
藐
院
記
）
28
（

』「
豊
臣
秀
次
任
内
大
臣
次
第
」
に
「
大
仏
造
立
の
御
志
ニ
よ
り
日
を

送
り
給
ふ
処
ニ
、
若
公
わ
つ
ら
い
給
、
晩
夏
の
こ
ろ
御
祓
川
の
水
の
あ
は
と
な
ら

せ
給
ひ
ぬ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
天
正
一
九
年
（
一
五
九
一
）
八
月
五
日
の
「
若

公
」（
鶴
松
）
死
去
に
代
表
さ
れ
る
、
も
っ
と
も
近
し
い
身
内
が
あ
い
つ
い
で
他

界
し
て
い
っ
た
こ
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
禄
五
年
段
階
に
お
い
て
も
な
お
、
大

仏
が
完
成
に
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
は
あ
ら
た
め
て
注
目
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
同
じ
文
禄
五
年
五
月
六
日
に
「
従
伏

見
太
閤
有
御
上
洛
、
公
家
衆
不
残
、
於
大
仏
有
御
迎
事
云
々
」
と
『
孝
亮
宿
祢

記
）
29
（

』
同
日
条
が
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
ま
た
、
こ
れ
か
ら
三
日
後
の
五

月
九
日
に
「
太
閤
若
公
」
こ
と
、
御
拾
（
秀
頼
）
が
伏
見
城
か
ら
「
初
而
出
洛
」

す
る
に
あ
た
っ
て
、「
見
物
ニ
大
仏
辺
」
ま
で
出
む
い
た
人
び
と
が
多
か
っ
た
と

『
義
演
准
后
日
記
』
や
『
言
経
卿
記
』
同
日
条
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
西
山
氏

が
指
摘
す
る
慶
長
二
年
よ
り
ま
え
に
す
で
に
大
仏
は
「
伏
見
に
引
き
つ
け
ら
れ

て
」
い
た
点
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
、『
義
演
准
后
日
記
』
文
禄
五
年
七
月
晦
日
条
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う

な
記
事
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

去
四
日
始
而
大
仏
供
養
之
儀
、
興（木
食
応
其
）

山
上
人
ヲ
被
召
、
被
仰
出
候
了
、
去
十
三

日
比
、
上
人
申
送
之
、
八
月
中
旬
頃
云
々
、

こ
れ
よ
れ
ば
、「
去
四
日
」
に
「
始
而
」
秀
吉
は
、「
興
山
上
人
」
こ
と
、
木
食

応
其
を
召
し
、「
大
仏
供
養
」
を
「
八
月
中
旬
頃
」
に
お
こ
な
う
よ
う
命
じ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
は
た
し
て
『
義
演
准
后
日
記
』
閏
七
月
五
日
条
に
は
、「
大
仏
供

養
内
々
触
状
来
」、
そ
の
な
か
の
「
興
山
上
人
状
」
か
ら
「
来
八
月
十
八
日
、
大

仏
供
養
可
有
御
執
行
之
由
、
相
定
」
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。

こ
こ
に
み
え
る
「
大
仏
供
養
」
と
は
、
大
仏
殿
の
堂
供
養
と
本
尊
の
開
眼
供
養

を
意
味
し
て
い
る
が
、
右
の
記
事
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
こ
の
こ
ろ
に
は
公
に
大

仏
完
成
を
披
露
で
き
る
よ
う
な
状
況
に
ま
で
い
た
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ

う
。も

っ
と
も
、
同
記
閏
七
月
一
二
日
条
に
は
、「
来
月
供
養
可
延
引
之
由
風
聞
」

と
あ
り
、「
大
仏
供
養
」
延
引
の
う
わ
さ
も
な
が
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
こ
れ
に

つ
づ
け
て
同
記
に
は
、「
唐
人
来
朝
、
為
見
物
武
者
御
用
意
延
引
故
歟
」
と
い
う

記
事
も
み
え
、「
大
仏
供
養
」
の
「
延
引
」
が
、「
唐
人
」（
明
使
節
）
に
伏
見
城

で
見
物
さ
せ
る
予
定
で
あ
っ
た
「
武
者
ソ
ロ
エ
）
30
（

」
の
「
御
用
意
延
引
」
と
連
動
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
時
期
に
設
定
さ
れ
た
「
大
仏

供
養
」
も
ま
た
、
あ
る
い
は
一
種
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
秀
吉
が
思
い
つ
い
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、「
武
者
ソ

ロ
エ
」
も
「
大
仏
供
養
」
も
と
も
に
、
く
し
く
も
こ
の
日
の
深
夜
か
ら
未
明
に
か

け
て
お
こ
っ
た
大
地
震
に
よ
っ
て
中
止
に
追
い
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（
2
）
文
禄
五
年
閏
七
月
の
大
地
震
以
後

文
禄
五
年
閏
七
月
一
二
日
の
深
夜
か
ら
未
明
に
か
け
て
お
こ
っ
た
大
地
震
に

よ
っ
て
、
大
仏
は
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
。『
義
演
准
后
日
記
』

閏
七
月
一
三
日
条
に
よ
れ
ば
、「
堂
無
為
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、「
本
尊
大
破
」

し
、
ま
た
、
こ
の
年
に
柱
立
て
さ
れ
た
「
中
門
無
為
」、「
但
四
方
角
柱
少
々
サ
ク

ル
」
と
い
う
あ
り
さ
ま
だ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
、「
大
仏
中
門
」
が
完
成
を
み
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
う
か
が
え

る
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
こ
の
門
と
つ
な
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
「
三
方
之
築

地
悉
崩
、
或
顛
倒
」
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、

結
局
の
と
こ
ろ
、「
大
仏
供
養
延
引
）
31
（

」
に
い
た
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の
後
し
ば
ら
く
大
仏
を
め
ぐ
る
動
き
は
み
ら
れ
な
い
が
、
大
地
震
か
ら
お
お

よ
そ
一
年
近
く
た
っ
た
慶
長
二
年
（
一
五
九
三
）
五
月
二
三
日
に
「
今
日
大
仏
へ

太
閤
御
所
御
成
、
本
尊
御
覧
、
早
々
く
す
し
か
へ
の
由
仰
云
々
」
と
『
義
演
准
后

日
記
』
同
日
条
が
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
大
破
し
た
本
尊
は
、
秀
吉
の
「
仰
」
に

よ
っ
て
と
り
こ
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

大
地
震
か
ら
一
年
と
い
う
こ
の
時
期
に
な
っ
て
、
に
わ
か
に
本
尊
が
と
り
こ
わ

さ
れ
た
の
は
、『
義
演
准
后
日
記
』
七
月
七
日
条
に
「
去
年
大
地
震
ニ
付
、
大
仏

尺
迦
破
裂
、
仍
今
度
彼
尺
迦
コ
ホ
タ
レ
テ
、
如
来
ヲ
被
安
置
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、

当
時
、
甲
斐
国
に
あ
っ
た
善
光
寺
「
如
来
」
を
大
仏
殿
に
「
安
置
」
さ
せ
る
た
め

で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
な
ぜ
突
然
、
善
光
寺
如
来
が
登
場
し
て
く
る
の
か
と
い
え

ば
、
同
年
卯
月
に
「
甲
斐
国
善
光
寺
如
来
七
日
以
前
太
閤
様
御
霊
夢
被
御
覧
」、
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「
如
来
」
が
「
都
へ
被
相
移
、
阿
弥
陀
峯
と
申
山
之
麓
ニ
有
之
度
と
示
現
）
32
（

」
し
、

そ
れ
を
う
け
て
秀
吉
が
「
五
月
被
仰
出
）
33
（

」
た
か
ら
だ
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な

る
。こ

こ
か
ら
は
、
秀
吉
が
本
尊
の
再
建
で
は
な
く
、
善
光
寺
如
来
の
遷
座
と
い
う
、

大
方
の
予
想
を
こ
え
る
よ
う
な
選
択
を
と
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
注

意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
は
、
少
な
く
と
も
史
料
に
よ
る
か
ぎ
り
、
大
仏
と
阿

弥
陀
ヶ
峰
と
の
接
点
が
み
ら
れ
る
も
ま
た
、
こ
の
と
き
が
は
じ
め
て
で
あ
っ
た
と

い
う
点
で
あ
ろ
う
。
立
地
の
段
階
で
は
、
秀
吉
の
視
野
に
は
阿
弥
陀
ヶ
峰
の
存
在

は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
善
光
寺
如
来
は
、
同
年
七
月
一
八
日
に
あ
わ
た
だ
し
く
大

仏
殿
へ
と
遷
座
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
移
動
過
程
や
善
光
寺
如
来
に
供

奉
し
た
人
び
と
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
、
西
山
氏
の
論
考
に
く
わ
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
詳
細
は
そ
れ
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

「
関
寺
之
阿
弥
陀
堂
ニ
安
置
）
34
（

」
さ
れ
た
善
光
寺
如
来
を
む
か
え
る
た
め
に
三
宝
院

門
跡
義
演
ら
「
諸
門
跡
」
が
前
日
の
う
ち
に
大
津
へ
と
む
か
い
、
そ
し
て
、
当
日
、

「
上
樣
よ
り
三
条
の
橋
ま
て
御
馬
を
も
被
仰
付
候
）
35
（

」
と
み
え
る
点
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
か
ら
は
、「
汁
谷
」
の
地
に
あ
る
大
仏
へ
の
遷
座
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ

ざ
わ
ざ
善
光
寺
如
来
と
そ
れ
に
供
奉
す
る
人
び
と
は
、「
粟
田
口
）
36
（

」
を
通
り
、「
三

条
の
橋
」
附
近
に
ま
で
た
ど
り
つ
い
た
後
、
南
下
す
る
道
筋
を
と
っ
た
こ
と
が
あ

き
ら
か
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
道
筋
を
と
っ
た
背
景
に
は
、
天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
に
秀
吉

に
よ
っ
て
石
柱
橋
と
し
て
三
条
橋
が
架
橋
さ
れ
た
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
大

津
を
は
じ
め
と
し
た
東
方
か
ら
の
道
筋
と
し
て
の
「
汁
谷
通
路
」「
汁
谷
口
」
の

重
要
性
が
、
以
前
と
く
ら
べ
て
下
が
っ
て
い
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
よ
う
。

実
際
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、『
義
演
准
后
日
記
』
七
月
一
八
日
条
に
は
、

「
従
大
津
至
大
仏
殿
、
行
烈
（
列
）更
に
不
断
、
貴
賤
群
集
驚
目
了
、
伏
見
大
名
ノ
男
女

構
棧
敷
見
物
也
、
洛
中
緇
素
集
道
路
美
談
之
」
と
み
え
、「
大
津
」
か
ら
「
大
仏

殿
」
に
い
た
る
「
道
路
」
に
は
、「
伏
見
大
名
ノ
男
女
」
が
「
棧
敷
」
を
「
構
」

え
て
「
見
物
」
し
、「
洛
中
緇
素
」
も
そ
の
「
道
路
」
に
「
集
」
り
、「
美
談
」
し

た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
善
光
寺
如
来
遷
座
に
あ
た
っ
て
は
、
鴨
川
よ
り
西
の
洛
中

も
ま
た
、
秀
吉
の
眼
中
に
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
、「
豊
臣
政
権
の
権
力
中
枢
が
大
坂
│
伏
見
の
ラ
イ
ン
に
集
中
し

た
結
果
、
善
光
寺
如
来
堂
の
位
相
が
、
京
都
よ
り
伏
見
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
く

る
」
と
の
西
山
氏
の
指
摘
は
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
的
を
射
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
翌
八
月
に
な
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
動
き
も

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

京
都　

禁
裏
ノ
東
ニ
、
今
度
新
城
太
閤
御
所
御
沙
汰
、
大
方
周
備
云
々
、
又

西
南
へ
ヒ
ロ
ケ
ラ
ル
ヽ
ト
云
々
、
伏
見
城
普
請
最
中
、
大
仏
殿
普
請
、
佐
竹

以
下
致
之
云
々
、

こ
れ
は
、『
義
演
准
后
日
記
』
八
月
三
日
条
の
記
事
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
京
都

新
城
の
普
請
が
「
大
方
周
備
」
し
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目

さ
れ
る
の
は
、
こ
の
京
都
新
城
の
普
請
と
並
行
し
て
、
大
地
震
で
大
破
し
た
伏
見

（
指
月
）
城
に
か
え
て
木
幡
山
に
再
建
さ
れ
た
「
伏
見
城
」
が
「
普
請
最
中
」
で

あ
る
と
と
も
に
、「
大
仏
殿
普
請
」
も
継
続
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
読
み
と
れ

る
点
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
か
ら
は
、
か
つ
て
み
ら
れ
た
大
坂
城
・
聚
楽
第
（
聚
楽
城
）・
大
津
城
の

普
請
と
並
行
し
て
す
す
め
ら
れ
た
大
仏
普
請
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
よ
う
に
、
京
都

新
城
・
伏
見
城
の
普
請
と
並
行
し
て
大
仏
普
請
も
ま
た
、
つ
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
み
て
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
3
）「
大
仏
供
養
」
の
ゆ
く
え

こ
う
な
る
と
、
大
仏
の
完
成
と
は
何
を
も
っ
て
そ
う
い
え
る
の
か
、
判
断
に
こ

ま
っ
て
し
ま
う
が
、
た
だ
、
完
成
を
披
露
す
る
法
会
で
あ
る
「
大
仏
供
養
」
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
、
た
し
か
に
公
に
完
成
し
た
と
は
い
い
が
た

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
「
大
仏
供
養
」
は
、
じ
つ
は
慶
長
二
年
七
月
に
は
話
題
に
の
ぼ
っ
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。『
義
演
准
后
日
記
』
七
月
二
日
条
に
「
大
仏
供
養
取
沙
汰

在
之
」
と
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
も
善
光
寺
如
来
遷
座
の

騒
動
に
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
遷
座
が
お
わ
っ
た
直
後
、
ふ
た
た
び

「
大
仏
供
養
九
月
辺
云
）々
37
（

」
と
の
う
わ
さ
が
な
が
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

は
た
し
て
八
月
二
六
日
に
は
、「
善
光
寺
堂
供
養
、
東
寺
ヨ
リ
触
状
」
が
義
演

の
も
と
に
到
来
し
、
そ
こ
に
は
、「
善
光
寺
如
来
堂
供
養
、
来
月
廿
八
日
ニ
可
有

之
由
、
興
山
上
人
申
来
候
）
38
（

」
と
の
一
文
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
秀
吉
は
、「
築
地
未
出
来
候
間
、
彼
周
備
次
第
ト
被
仰
出
）
39
（

」
た
ら

し
く
、
九
月
に
入
っ
て
も
、「
来
月
中
旬
之
比
ト
被
仰
出
）
40
（

」
と
、「
大
仏
供
養
」
の

期
日
を
な
か
な
か
さ
だ
め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
同
じ
九
月
に
は
、
大
仏
の
周
辺
で
、
秀
吉
の

命
令
に
よ
り
「
大
仏
供
養
」
で
は
な
い
大
規
模
な
法
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
。『
義
演
准
后
日
記
』
九
月
二
七
日
条
に
「
今
日
高
麗
人
ノ
耳
鼻
、

大
仏
西
中
門
ノ
融
ニ
埋
之
、
為
後
弔
五
山
禅
衆
施
餓
鬼
行
之
」
と
記
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、「
鼻
塚
）
41
（

」
が
築
か
れ
、「
五
山
禅
衆
」
に
よ
っ
て
大
施
餓
鬼
会
が
お
こ
な

れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
実
際
に
法
会
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
は
二
七
日
で
は
な
く
、『
舜
旧
記
』

や
『
鹿
苑
日
録
』
が
伝
え
て
い
る
よ
う
に
、
二
八
日
で
あ
っ
た
が
、
注
目
さ
れ
る

の
は
、
そ
の
同
じ
日
に
、
前
々
日
二
六
日
に
伏
見
か
ら
秀
吉
と
と
も
に
「
京
都

禁
裏
辰
巳

角　
　
　

新
宅
御
移
徙
）
42
（

」
し
た
「
秀
頼
」
が
「
参
内
」
し
、「
四
品
中
将
宣
下
」
さ

れ
た
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。

「
鼻
塚
」
に
お
け
る
大
施
餓
鬼
会
と
「
秀
頼
」
の
参
内
と
い
う
、
奇
妙
な
と
り

あ
わ
せ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
こ
で
ふ
た
た
び
洛
中
に
築
か
れ
た
京
都
新
城
と

大
仏
と
の
あ
い
だ
に
一
定
の
関
係
が
と
り
む
す
ば
れ
た
こ
と
が
み
て
と
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

ち
な
み
に
、『
兼
見
卿
記
』
九
月
二
六
日
条
に
は
、「
太
閤
御
父
子
御
入
洛
、
今

度
新
屋
敷
へ
御
移
徙
云
々
、
諸
家
各
為
御
迎
大
仏
辺
罷
出
了
」
と
み
え
、
伏
見
か

ら
「
御
入
洛
」
す
る
秀
吉
・
秀
頼
父
子
を
洛
中
に
住
ま
う
「
諸
家
」
が
「
大
仏

辺
」
で
出
迎
え
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
大
仏
あ
た
り
は
、
こ
の
こ
ろ
に
な
る

と
、
伏
見
か
ら
み
れ
ば
洛
中
へ
の
入
口
、
洛
中
か
ら
み
れ
ば
伏
見
へ
の
出
口
と
い

う
、
い
わ
ば
境
界
の
よ
う
に
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
九
月
二
八
日
に
お
こ
な
わ
れ
た
大
施
餓
鬼
会
を
境
に
し
て
、
ま
た

し
ば
ら
く
「
大
仏
供
養
」
は
と
り
ざ
た
さ
れ
な
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
か
ら

お
よ
そ
一
年
ち
か
く
た
っ
た
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
七
月
、
不
例
の
な
か
秀
吉

は
、
突
然
、「
大
仏
供
養
可
有
御
執
行
由
、
被
仰
出
）
43
（

」
る
。
そ
し
て
、
七
月
二
六

日
に
は
、
つ
い
に
「
善
光
寺
供
養
来
月
廿
二
日
相
定
」
っ
た
こ
と
が
、『
義
演
准

后
日
記
』
同
日
条
か
ら
読
み
と
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
翌
八
月
一
七
日
に
は
、「
善
光
寺
如
来
、
大
仏
ヨ
リ
本
国
へ
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今
暁
帰
国
）
44
（

」
し
、
大
仏
は
ふ
た
た
び
本
尊
を
失
う
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
そ
の
翌
一

八
日
に
は
、「
太
閤
御
死
去
）
45
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
秀
吉
そ
の
ひ
と
も
失
う
こ
と
と

な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、「
大
仏
供
養
」
は
さ
ら
に
延
引
に
追
い
こ
ま
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
く
、『
言
経
卿
記
』
八
月
二
二
日

条
に
「
大
仏
堂
供
養
有
之
」、
ま
た
、『
御
湯
殿
上
日
記
』
同
日
条
に
「
け
ふ
は
大

ふ
つ
た
（
堂
供
養
）

う
く
や
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
堂
供
養
」
が
無
事
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と

が
確
認
で
き
る
。

こ
こ
に
よ
う
や
く
大
仏
殿
は
公
に
完
成
の
披
露
を
一
部
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き

た
わ
け
だ
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
実
現
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
秀

吉
が
こ
の
世
に
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
逆
か
ら
い
え
ば
、
秀
吉
が
不
例
な

ど
に
な
ら
ず
、
壮
健
で
あ
り
つ
づ
け
た
と
し
た
な
ら
ば
、「
大
仏
供
養
」
は
さ
ら

に
延
引
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

お　

わ　

り　

に

以
上
、
本
稿
で
み
て
き
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
当
初
、

聚
楽
第
・
大
坂
城
・
大
津
城
な
ど
、
秀
吉
と
そ
の
政
権
の
拠
点
と
な
る
城
郭
や
城

下
町
と
の
関
係
の
な
か
で
立
地
さ
れ
、
普
請
が
は
じ
め
ら
れ
た
大
仏
は
、
鶴
松
死

去
や
対
外
戦
争
、
あ
る
い
は
秀
次
事
件
や
聚
楽
第
・
聚
楽
城
下
町
の
破
却
な
ど
、

と
り
ま
く
環
境
の
変
化
に
対
応
し
て
、
京
都
か
ら
伏
見
へ
と
そ
の
関
係
の
重
心
を

移
し
て
い
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
と
な
る
。

い
わ
ば
柔
軟
に
そ
の
関
係
性
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
質
が
、

秀
吉
が
造
立
し
た
大
仏
に
は
そ
な
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ

は
、
大
地
震
で
本
尊
が
大
破
し
て
も
、
そ
の
再
建
で
は
な
く
、
善
光
寺
如
来
の
遷

座
に
よ
っ
て
装
い
を
あ
ら
た
に
す
る
と
と
も
に
、
京
都
新
城
・
伏
見
城
と
の
関
係

を
と
り
む
す
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
点
か
ら
も
み
て
と
れ
よ
う
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
と
り
ま
く
環
境
に
融
通
無
碍
に
対
応
で
き
る
柔
軟
性
こ

そ
が
、
秀
吉
が
大
仏
に
も
と
め
つ
づ
け
た
も
の
だ
っ
た
と
い
え
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま

た
、
容
易
に
は
完
成
に
い
た
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
秀
吉
死
後
、
残
さ
れ
た
豊
臣
政
権
が
大
仏
に
対
し
て
真
っ
先
に
お

こ
な
っ
た
こ
と
と
は
、『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
三
年
九
月
二
日
条
に
「
今
日
奉

行
衆
大
仏
本
尊
造
立
之
儀
ニ
被
遣
云
々
」
と
み
え
る
よ
う
に
、「
本
尊
造
立
」
の

計
画
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

堂
供
養
が
お
こ
な
わ
れ
た
以
上
、
一
日
も
は
や
く
本
尊
の
開
眼
供
養
が
必
要
と

さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
残
さ
れ
た
豊
臣
政
権
が
、
秀

吉
在
世
時
と
は
異
な
り
、
い
わ
ば
あ
る
べ
き
す
が
た
の
大
仏
を
も
と
め
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、「
本
尊
造
立
」
が
実
行
に
移
さ
れ
る
の
は
、
翌
慶
長
四
年
（
一
五

九
九
）
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
義
演
准
后
日
記
』
五
月
二
五
日
条
に

「
大
仏
蓮
台
ノ
上
ノ
宝
塔
取
壊
云
々
、
本
尊
釈
迦
造
立
料
云
々
」
と
あ
り
、
か
つ

て
善
光
寺
如
来
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
「
宝
塔
」
が
「
取
壊
」
さ
れ
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
本
尊
造
立
」
ま
で
に
若
干
の
時
間
的
な
空
白
が
み
ら
れ
た
の
は
、

そ
の
あ
い
だ
に
秀
吉
を
神
に
祝
う
豊
国
社
の
造
立
を
残
さ
れ
た
豊
臣
政
権
が
優
先

し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
豊
国
社
の
正
遷
宮
は
四
月
一
八
日
で
あ
り
、
そ
れ
を
待
っ

て
、
右
の
よ
う
な
動
き
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
同
年
一
〇
月
に
は
、「
銅
ヲ
鋳
カ
ク
ル
）
46
（

」
と
み
え
、
再
建
さ
れ
る
本

尊
が
銅
造
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
き
ら
か
と
な
る
。
た
だ
、
銅
が
懸
け
ら
れ
る
の
は
、
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「
筒
（
胴
）体

」
や
「
大
（
台
）座

ノ
蓮
花
」
で
あ
り
、「
御
手
・
御
頭
ハ
銅
ヲ
カ
ケ
ス
、
只
木
」

だ
っ
た
こ
と
も
『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）
二
月
一
〇
日
条
な

ど
か
ら
知
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、「
大
仏
ニ
七
重
塔
幷
講
堂
・
廻
廊
以
下
ノ
ナ
ワ
ハ
リ
、
今
日
三
奉

行
衆
被
致
之
云
々
」
と
『
義
演
准
后
日
記
』
同
年
三
月
一
六
日
条
に
み
え
る
よ
う

に
、
こ
れ
ま
で
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
「
七
重
塔
」
や
「
講
堂
」、
さ
ら
に
は

「
廻
廊
」
を
普
請
す
る
た
め
の
「
ナ
ワ
ハ
リ
」
も
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

大
仏
に
「
七
重
塔
」
と
い
え
ば
、
か
つ
て
東
大
寺
に
あ
っ
た
と
伝
わ
る
塔
を
連

想
さ
せ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
、
残
さ
れ
た
豊
臣
政
権
が
、
京
都
に
東
大
寺
の
よ
う

な
寺
院
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
の
う
え
、
同
年
五
月
に
は
、「
今
度
大
仏
ノ
築
地
ヲ
卅
三
間
ノ
西
方
ニ
被
築

テ
、
大
仏
与
一
所
ニ
成
由
也
、
礎
突
躰
ト
見
了
）
47
（

」
と
あ
り
、「
卅
三
間
」
も
と
り

こ
ま
れ
て
「
一
所
」
に
な
る
こ
と
も
あ
き
ら
か
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
秀
吉
死
後
も
な
お
、
大
仏
に
は
普
請
が
ほ
ど
こ
さ
れ
つ
づ
け
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
右
の
よ
う
な
拡
大
路
線
が
秀
吉
の
段
階
で
す

で
に
計
画
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
さ
だ
か
で
は
な
い
。

た
だ
、
そ
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
と
は
、
か
つ
て
の
東
大
寺
を
か
た
ど
っ
た
、
あ
る

べ
き
す
が
た
の
大
仏
の
寺
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
秀

吉
在
世
時
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
柔
軟
性
が
か
え
り
み
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
間
の
大
仏
と
京
都
と
の
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
京
都
新
城
に
は

主
が
不
在
と
考
え
ら
れ
る
い
っ
ぽ
う
、
慶
長
四
年
正
月
一
〇
日
に
は
「
秀
頼
卿
大

坂
へ
御
移
徙
）
48
（

」
し
、
そ
し
て
、
徳
川
家
康
が
伏
見
に
長
期
間
滞
在
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
）
49
（

、
伏
見
（
そ
し
て
大
坂
）
と
の
関
係
が
濃
厚
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。

ま
た
、
こ
の
ま
ま
順
調
に
い
け
ば
、
大
仏
は
、
京
都
に
東
大
寺
を
再
現
し
た
か

の
よ
う
な
存
在
と
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
慶
長
五
年

（
一
六
〇
〇
）
九
月
の
関
ヶ
原
合
戦
を
へ
て
、「
大
仏
遍
照
院
以
下
、
興
山
上
人
奉

行
共
悉
去
」
り
、「
大
仏
作
事
ハ
徳（前
田
玄
以
）

善
院
奉
行
）
50
（

」
と
な
る
に
お
よ
ん
で
、
状
況
は

一
変
す
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
大
仏
に
付
属
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
慶
長
七
年
（
一
六
〇
二
）

六
月
一
一
日
に
は
、「
豊
国
極
楽
門
、
内（徳
川
家
康
）府ヨ

リ
竹
生
島
へ
依
寄
進
、
壊
始
」

と
『
義
演
准
后
日
記
』
同
日
条
に
み
え
る
よ
う
に
、
豊
国
社
の
「
極
楽
門
」
が

「
内
府
」（
家
康
）
の
命
で
壊
さ
れ
、「
竹
生
島
」
へ
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
一
定
の
修
正
が
も
と
め
は
じ
め
ら
れ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き

よ
う
。

そ
し
て
、
同
じ
年
の
一
二
月
、「
本
尊
鋳
懸
」
の
最
中
に
「
本
尊
ノ
身
内
ヨ
リ

焼
出
」、「
後
光
へ
火
付
テ
、
其
ヨ
リ
堂
内
へ
即
時
火
炎
廻
テ
）
51
（

」、
大
仏
の
中
核
と

い
う
べ
き
大
仏
殿
も
灰
燼
に
帰
す
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
お
い
て
開
眼
供
養
も
夢
ま
ぼ
ろ
し
と
な
り
、
大
仏
は
完
成
ど
こ
ろ
か
、

ふ
り
だ
し
に
も
ど
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
再
建
が
ふ
た
た
び
話
題
に
の
ぼ
る
ま

で
に
は
、
お
よ
そ
七
年
の
年
月
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
七
年
が
も
つ
意
味
は
大

き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

豊
臣
政
権
の
変
質
や
徳
川
政
権
の
成
立
と
い
っ
た
政
情
の
変
化
は
も
と
よ
り
、

七
年
の
あ
い
だ
大
仏
殿
も
本
尊
も
物
理
的
に
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
は
、
お
お

い
よ
う
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
再
建
の
話
題
が
出
は
じ
め
て
以
降
の
大
仏
は
、
そ
の
歴
史
的
な

意
義
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
京
都
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
秀
吉
の
造
立
し
た
大
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仏
と
は
、
似
て
非
な
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
が
、
秀
吉
在
世
時
を
中

心
に
み
て
き
た
の
も
そ
れ
ゆ
え
で
あ
り
、
秀
吉
が
造
立
し
た
大
仏
と
京
都
と
の
関

係
を
考
え
て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
は
時
期
を
限
定
し
て
議
論
を
深
め
て
い
く
必

要
が
あ
ろ
う
。
多
方
面
か
ら
議
論
が
わ
き
あ
が
っ
て
く
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
同

時
に
、
筆
者
自
身
も
ひ
き
つ
づ
き
検
討
を
重
ね
て
い
き
た
い
と
思
う
。

註（
1
）  

河
内
将
芳
『
秀
吉
の
大
仏
造
立
』（
法
藏
館
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
2
）  

京
都
市
編
、
学
芸
書
林
。

（
3
）  

永
原
慶
二
・
稲
垣
泰
彦
・
山
口
啓
二
編
『
中
世
・
近
世
の
国
家
と
社
会
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
）、
の
ち
に
三
鬼
清
一
郎
『
織
豊
期
の
国
家

と
秩
序
』（
青
史
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
に
所
収
。

（
4
）  

『
塚
本
学
先
生
退
官
記
念
論
集　

古
代
・
中
世
の
信
濃
社
会
』（
銀
河
書
房
、

一
九
九
二
年
）。

（
5
）  

河
内
前
掲
『
秀
吉
の
大
仏
造
立
』、
河
内
「
京
都
東
山
大
仏
の
歴
史
的
意
義

を
め
ぐ
っ
て
│
書
評
・
安
藤
弥
「
河
内
将
芳
著
『
秀
吉
の
大
仏
造
立
』」
に
接

し
て
│
」（『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』
二
八
六
号
、
二
〇
一
五
年
）
参
照
。

（
6
）  

佐
藤
信
・
吉
田
伸
之
編
『
新
体
系
日
本
史　

6　

都
市
社
会
史
』（
山
川
出

版
社
、
二
〇
〇
一
年
）、
の
ち
に
杉
森
哲
也
『
近
世
京
都
の
都
市
と
社
会
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
年
）
に
所
収
。

（
7
）  

『
義
演
准
后
日
記
』（
史
料
纂
集
）
文
禄
五
年
正
月
二
九
日
条
。

（
8
）  

『
言
経
卿
記
』（
大
日
本
古
記
録
）
文
禄
四
年
九
月
二
一
日
条
。

（
9
）  

『
言
経
卿
記
』
天
正
一
九
年
三
月
二
九
日
条
。

（
10
）  

河
内
前
掲
『
秀
吉
の
大
仏
造
立
』
参
照
。

（
11
）  

史
料
纂
集
。

（
12
）  

『
言
経
卿
記
』
天
正
一
三
年
二
月
二
八
日
条
ほ
か
、
河
内
将
芳
『
戦
国
京
都

の
大
路
小
路
』（
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
参
照
。

（
13
）  

『
京
雀
』
巻
七
（『
新
修
京
都
叢
書
』
第
一
巻
）。

（
14
）  

一
五
八
六
年
十
月
十
七
日
付
、
下
関
発
、
パ
ー
ド
レ
・
ル
イ
ス
・
フ
ロ
イ
ス

よ
り
イ
ン
ド
管
区
長
パ
ー
ド
レ
・
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
バ
リ
ニ
ヤ
ノ
に
贈
り
た

る
も
の
（
村
上
直
次
郎
訳
・
柳
谷
武
夫
編
『
新
異
国
叢
書　

イ
エ
ズ
ス
会
日
本

年
報
』
下
、
雄
松
堂
書
店
、
一
九
六
九
年
）。

（
15
）  

藤
井
譲
治
「
豊
臣
秀
吉
の
居
所
と
行
動
」（
藤
井
譲
治
編
『
織
豊
期
主
要
人

物
居
所
集
成
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
一
年
）。

（
16
）  

『
石
山
本
願
寺
日
記
』
下
巻
。

（
17
）  

『
真
宗
史
料
集
成　

第
四
巻　

専
修
寺
・
諸
派
』（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
三

年
）。

（
18
）  

（
年
月
日
未
詳
）
某
書
下
（『
仏
光
寺
派
古
文
書
』）。

（
19
）  

『
新
修
京
都
叢
書
』
第
七
巻
。

（
20
）  

（
天
文
一
二
年
）
三
月
二
〇
日
付
茨
木
長
隆
書
下
、
天
文
一
二
年
六
月
五
日

付
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
（『
早
稲
田
大
学
所
蔵　

荻
野
研
究
室
収
集
文

書
』）。

（
21
）  

河
内
将
芳
「
中
世
京
都
「
七
口
」
考
│
室
町
・
戦
国
期
に
お
け
る
京
都
境
域

と
流
通
│
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
）、
の
ち
に
河
内

『
中
世
京
都
の
民
衆
と
社
会
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
）
に
所
収
。

（
22
）  

河
内
将
芳
「
三
条
橋
、
そ
し
て
秀
次
と
妻
子
の
塚
」（『
本
郷
』
一
二
二
号
、

二
〇
一
六
年
）。

（
23
）  

『
四
条
橋
新
造
之
記
』（『
都
の
に
ぎ
は
い
』）。

（
24
）  

藤
井
氏
前
掲
「
豊
臣
秀
吉
の
居
所
と
行
動
」
参
照
。

（
25
）  

増
補
続
史
料
大
成
。

（
26
）  

『
史
籍
雑
纂　

当
代
記
・
駿
府
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
）。

（
27
）  

（
天
正
二
〇
年
）
一
〇
月
一
〇
日
付
豊
臣
秀
吉
朱
印
状
（
妙
法
院
史
料
研
究

会
編
『
妙
法
院
史
料　

第
六
巻　

古
記
録
・
古
文
書
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八

一
年
）。

（
28
）  

史
料
纂
集
。

（
29
）  

『
改
定
史
籍
集
覧
』
第
二
五
輯
。

（
30
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
文
禄
五
年
七
月
五
日
条
。

（
31
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
文
禄
五
年
閏
七
月
一
三
日
条
。

（
32
）  
駒
井
重
勝
著
・
藤
田
恒
春
編
校
訂
『
駒
井
日
記　

増
補
』（
文
献
出
版
、
一

九
九
二
年
）。

（
33
）  

『
鹿
苑
日
録
』
慶
長
二
年
七
月
一
八
日
条
。
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（
34
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
二
年
七
月
一
七
日
条
。

（
35
）  

（
慶
長
二
年
）
七
月
六
日
付
興
山
上
人
応
其
書
状
（『
大
日
本
古
文
書　

高
野

山
文
書
之
三
』）。

（
36
）  
『
兼
見
卿
記
』
慶
長
二
年
七
月
一
七
日
条
。

（
37
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
二
年
七
月
二
三
日
条
。

（
38
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
二
年
八
月
二
六
日
条
。

（
39
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
二
年
八
月
二
九
日
条
。

（
40
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
二
年
九
月
七
日
条
。

（
41
）  

『
鹿
苑
日
録
』
慶
長
二
年
九
月
二
八
日
条
。

（
42
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
二
年
九
月
二
六
日
条
。

（
43
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
三
年
七
月
一
五
日
条

（
44
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
三
年
七
月
二
六
日
条
。

（
45
）  

『
舜
旧
記
』（
史
料
纂
集
）
慶
長
三
年
八
月
一
八
日
条
。

（
46
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
四
年
一
〇
月
一
九
日
条
。

（
47
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
四
年
五
月
一
二
日
条
。

（
48
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
四
年
正
月
一
〇
日
条
。

（
49
）  

相
田
文
三
「
徳
川
家
康
の
居
所
と
行
動
」（
前
掲
『
織
豊
期
主
要
人
物
居
所

集
成
』）。

（
50
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
六
年
五
月
七
日
条
。

（
51
）  

『
義
演
准
后
日
記
』
慶
長
七
年
一
二
月
四
日
条
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
五
月
七
日
、
第
三
四
回
平
安
京
・
京
都
研
究
集
会

「
東
山
大
仏
と
豊
臣
政
権
」（
於
、
機
関
紙
会
館
五
階
大
会
議
室
）
に
お
い
て
報

告
し
た
内
容
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
と
同
じ
よ
う
に
当
日
報
告
さ

れ
た
長
宗
繁
一
氏
、
登
谷
伸
宏
氏
を
は
じ
め
、
多
く
の
方
々
に
貴
重
な
ご
意
見

を
た
ま
わ
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
あ
げ
た
い
。
ま
た
、
本
稿
は
、
二
〇
一
六

〜
一
八
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
助
成
事
業
・
基
盤
研
究
Ｃ
・
課
題

番
号
一
六
Ｋ
〇
三
〇
六
三
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。


