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鎌
倉
寺
社
巡
り
と
古
典
文
学
・
其
之
一

太
郎
冠
者
の
寺
巡
り
―
狂
言
「
鐘
の
音
」
の
世
界
―

佐
藤
智
広

■
狂
言

中
国
渡
来
の
散
楽
を
基
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
芸
能
。
室
町
時
代
に
発
展
し
能
と
狂
言
と

に
分
か
れ
て
い
く
。
能
が
謡
と
舞
を
中
心
と
す
る
の
に
対
し
て
、
狂
言
は
台
詞
と
仕
草
に

よ
る
演
劇
と
言
わ
れ
る
。
明
治
期
ま
で
は
大
蔵
流
・
和
泉
流
・
鷺
流
の
三
つ
の
系
統
が
伝

承
さ
れ
た
が
、
鷺
流
は
宗
家
廃
絶
と
な
り
、
現
在
は
地
方
に
わ
ず
か
に
残
る
の
み
。

■
狂
言
「
鐘
の
音
」

発
端
（
『
狂
言
記
拾
遺
』
所
載
本
文
に
よ
る
展
開
）

あ
る
大
名
が
、
間
も
な
く
元
服
を
迎
え
る
息
子
の
た
め
に
熨
斗
付
（
金
や
銀
を
薄
く
の

ば
し
、
刀
の
鞘
に
付
け
た
も
の
）
の
刀
を
与
え
よ
う
と
考
え
、
太
郎
冠
者
に
鎌
倉
で
金
の

値
（
相
場
）
を
聞
き
比
べ
て
く
る
よ
う
命
じ
る
。

主
「
是
は
相
模
の
国
三
浦
に
居
住
致
す
者
で
御
座
る
、
そ
れ
が
し
は
世
忰
を

す

ま

ひ

せ

が

れ

数
多
持
っ
て
ご
ざ
る
が
、
ど
れ
ど
れ
も
殊
の
外
成
人
致
し
て
御
座
る
程
に
、

あ

ま

た

こ
と

ほ
か

元
服
を
さ
せ
、
そ
の
う
へ
熨
斗
付
に
刀
を
拵
へ
て
取
ら
せ
ふ
と
存
ず
、
先

の

し

つ

け

こ
し
ら

ま
づ

太
郎
冠
者
を
呼
び
出
し
申
し
付
く
る
事
が
あ
る
、
や
い
や
い
太
郎
冠
者
有
る

い
だ

かシ
テ
「
は
あ
、
御
前
に
お
り
ま
す

主
「
汝
を
呼
び
出
す
事
、
別
の
事
で
も
な
い
、
汝
が
知
る
ご
と
く
、
世
忰
共

が
こ
と
の
外
成
人
し
た
、
此
の
度
名
を
も
替
へ
ま
た
熨
斗
付
に
刀
を
作
っ
て

た

び

取
ら
そ
ふ
と
思
ふ
程
に
、
汝
は
大
義
な
が
ら
鎌
倉
ヘ
行
て
金
の
値
を
聞
い
て

い

か
ね

来
い

シ
テ
「
こ
れ
は
お
め
で
た
い
事
で
ご
ざ
る
、
聞
い
て
参
り
ま
し
ょ

主
「
其
の
義
な
ら
早
う
行
て
来
ひ

シ
テ
「
畏
ま
っ
て
御
座
る
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主
「
頓
て
戻
れ

や
が

シ
テ
「
は
あ

主
「
ゑ
い

シ
テ
「
は
あ

主
人
に
鎌
倉
で
「
カ
ネ
ノ
ネ
」
を
聞
い
て
来
い
と
命
じ
ら
れ
た
太
郎
冠
者
は
早
速
鎌
倉

に
赴
く
。

シ
テ
「
や
れ
や
れ
、

俄

な
事
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
、
ま
づ
急
い
で
鎌
倉
ヘ

に
わ
か

参
り
、
鐘
の
音
を
聞
い
て
参
ら
ふ
と
存
ず
る
、
扨
も
扨
も
目
出
た
い
事
で
御

ね

さ

て

座
る
、
御
成
人
な
さ
れ
て
、
か
や
う
に
刀
を
作
っ
て
遣
は
さ
る
る
は
め
で
た

つ

か

い
事
で
御
座
る
、

や
あ
、
何
か
と
申
す
内
に
は
や
鎌
倉
に
着
い
た
、
ま
づ
ど
れ
か
ら
先
へ
参

っ
て
聞
か
ふ
ぞ
、
先
五
太
堂
へ
参
ら
ふ
、
こ
れ
じ
ゃ
、
扨
も
扨
も
形
の
よ
ひ

ま

づ

な
り

鐘
か
な
、
さ
ら
ば
撞
い
て
み
よ
ふ
、
「
ぐ
わ
ん
」
、
こ
れ
は
破
れ
鐘
じ
ゃ
、
役

わ

立
つ
ま
ひ
、

五
大
堂
の
鐘
の
音
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
太
郎
冠
者
は
別
の
寺
を
巡
る
。

寿
福
寺
へ
参
ら
ふ
、
は
や
是
じ
ゃ
、
い
か
さ
ま
こ
れ
も
形
の
よ
ひ
鐘
じ
ゃ
、

な
り

さ
ら
ば
撞
い
て
み
よ
ふ
、
「
こ
ん
」
、
は
あ
、
こ
れ
は
あ
ま
り
堅
い
音
じ
ゃ
、

こ
れ
で
は
成
る
ま
ひ
、

さ
ら
ば
極
楽
寺
へ
参
ら
ふ
、
何
か
と
言
ふ
う
ち
に
是
じ
ゃ
、
扨
も
扨
も
こ
れ

は
ど
れ
ど
れ
よ
り
も
形
の
よ
ひ
鐘
じ
ゃ
、
さ
ら
ば
撞
い
て
み
よ
ふ
、

「
じ
や
、
も
ふ
も
う
も
ふ
も
う
」
、

は
あ
、
こ
れ
が
よ
ひ
音
じ
ゃ
、
先
急
い
で
帰
り
此
通
り
申
そ
ふ
、

こ

の

■
太
郎
冠
者
の
誤
解

急
い
で
主
人
の
元
へ
戻
っ
た
太
郎
冠
者
は
、
聞
き
比
べ
た
鐘
の
音
を
説
明
し
、
極
楽
寺
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の
鐘
の
音
が
一
番
良
い
と
言
う
が
、
主
人
は
怒
り
太
郎
冠
者
を
追
い
出
す
。
一
端
、
太
郎

冠
者
を
追
い
出
し
た
主
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
太
郎
冠
者
は
さ
ぼ
っ
て
鎌
倉
に
行
か

な
か
っ
た
の
で
は
と
疑
い
の
目
を
向
け
、
太
郎
冠
者
に
鎌
倉
の
様
子
を
説
明
さ
せ
る
。

主
「
是
は
是
は
苦
々
し
い
事
か
な
、
刀
を
黄
金
作
り
に
し
て
取
ら
す
程
に
、

こ

が

ね

鎌
倉
ヘ
行
て
黄
金
の
値
を
聞
い
て
来
い
と
言
ひ
付
け
た
に
、
を
の
れ
、
撞
き

こ

が

ね

鐘
の
音
を
誰
が
聞
い
て
来
ひ
と
言
ふ
た
、

た

シ
テ
「
そ
れ
な
ら
、
黄
金
と
初
め
か
ら
お
し
ゃ
っ
た
が
や
う
ご
ざ
る

主
「
ま
だ
そ
の
つ
れ
な
事
を
言
ひ
を
る
か
、
あ
ち
へ
失
せ
い
あ
ち
へ
失
せ
い

シ
テ
「
こ
れ
は
い
か
な
事
、
身
ど
も
の
存
じ
た
と
は
各
別
違
ふ
た

か

く

べ

つ

主
「
扨
も
扨
も
憎
い
や
つ
で
ご
ざ
る
、
あ
い
つ
が
や
う
な
や
つ
は
せ
め
て
撞

き
鐘
の
音
な
り
と
聞
い
て
失
せ
た
ら
よ
ふ
ご
ざ
ろ
、
そ
れ
も
鎌
倉
へ
も
行
き

も
致
さ
ず
、
参
っ
た
と
申
す
や
ら
知
れ
ま
す
ま
ひ
、
様
子
を
尋
ね
ふ
と
存
ず

る
、
や
い
、
そ
こ
な
や
つ
、
鎌
倉
ヘ
行
た
が

定

な
ら
ば
、
爰
へ
来
て
様
子

ぢ
や
う

こ
こ

を
言
ふ
て
聞
か
せ
い

シ
テ
「

畏

て
御
座
る
、
と
て
も
の
事
に
拍
子
に
か
か
っ
て
申
ま
し
ょ

か
し
こ
ま
つ

謡
♪
先
づ
鎌
倉
に
つ
ふ
と
入
合
の
鐘
是
な
り

東
門
に
当
た
り
て
は

寿
福

い
り
あ
ひ

こ

れ

寺
の
鐘
こ
れ
な
り

諸
行
無
常
と
響
く
な
り

南
門
に
当
た
り
て
は
五
太

し
よ
ぎ
よ
う
む
じ
よ
う

堂
の
鐘
こ
れ
な
り

是
生
滅
法
と
響
く
な
り

扨
西
門
は
極
楽
寺

こ
れ
ま

ぜ
し
よ
う
め
つ
ぽ
う

た
生
滅
滅
已
の
心

北
門
は
建
長
寺

寂
滅
為
楽
と
響
き
わ
た
れ
ば

い
づ

し
よ
う
め
つ
め
つ
ち

じ
や
く
め
つ
い
ら
く

れ
も
鐘
の
音
聞
き
す
ま
し

急
ひ
で
上
る
が
ま
た
立
帰
り

子
持
が
方
へ
の

の

ぼ

み
や
げ
に
せ
ん
と

紅
皿
壱
つ
買
い
持
て

急
い
で
上
る
心
も
な
く

さ
も

ひ

と

あ
ら
け
な
き
主
殿
に

素
首
を
取
っ
て
撞
き
鐘
の

素
首
を
取
っ
て
撞
き
鐘

の

響
き
に
鼻
を
ぞ
直
り
け
る

「
是
も
鐘
の
威
徳
で
ご
ざ
る

主
「
何
で
も
な
い
事
、
あ
っ
ち
へ
失
せ
い
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シ
テ
「
は
あ

主
「
ゑ
い

シ
テ
「
は
あ

（
叱
り
留
め
）

■
シ
テ
太
郎
冠
者
の
謡

東

寿
福
寺

諸
行
無
常

↓

雪
山
偈

南

五
大
堂

是
生
滅
法

釈
迦
が
前
世
で
雪
山
童
子
と
し
て
修
行
し
て

西

極
楽
寺

生
滅
滅
已

い
た
と
き
に
、
羅
刹
（
実
は
帝
釈
天
）
か
ら

北

建
長
寺

寂
滅
為
楽

聞
い
た
文
句

＊
現
行
二
流
と
の
違
い

【
和
泉
流
】

寿
福
寺
（
大
抵
の
音
）

↓

円
覚
寺
（
薄
い
音
）

↓

極
楽
寺
（
破
れ
鐘
）

↓

建
長
寺
◎

【
大
蔵
流
】

五
大
堂
（
破
れ
鐘
）
→
寿
福
寺
（
小
さ
い
音
）
→
極
楽
寺
（
固
い
音
）
→
建
長
寺
◎

＊
所
在
地
の
確
認

も
う
一
つ
の
極
楽
寺

現
在
の
浄
妙
寺
は
、
文
治
四
年
（1188

）
創
建
。
創
建
当
時
は
真
言
密
教
系
寺
院
で
、

足
利
義
兼
の
開
山
で
、
極
楽
寺
と
称
し
た
。
た
だ
し
、
十
三
世
紀
後
半
（1257
～1288

頃
）

に
は
、
禅
宗
寺
院
と
な
り
、
同
時
に
「
浄
妙
寺
」
と
改
称
さ
れ
た
。
室
町
時
代
以
降
の
狂

言
作
品
と
し
て
は
、
浄
妙
寺
を
「
極
楽
寺
」
と
す
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。

＊
鎌
倉
五
山･

･
･
･
･
･

禅
宗
（
臨
済
宗
系
）
寺
院
で
は
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
格
付
け
が
な
さ

れ
、
至
徳
三
年
（1386

）
、
室
町
幕
府
第
三
代
将
軍
足
利
義
満
の
時
代
に
確
定
。

第
一
位･

･
･
･
･
･

建
長
寺

第
四
位･

･
･
･
･
･

浄
智
寺

第
二
位･

･
･
･
･
･

円
覚
寺

第
五
位･

･
･
･
･
･

浄
妙
寺

第
三
位･

･
･
･
･
･

寿
福
寺

※
狂
言
「
鐘
の
音
」
の
本
文
は
享
保
十
五
年
（1730

）『
狂
言
記
拾
遺
』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
狂
言

記
』、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
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鎌
倉
寺
社
巡
り
と
古
典
文
学
・
其
之
二

高
徳
院
（
鎌
倉
大
仏
）
―
発
端
と
零
落
と
―

佐
藤
智
広

■
与
謝
野
晶
子
の
あ
こ
が
れ

鎌
倉
や

御
仏
な
れ
ど

釈
迦
牟
尼
は

美
男
に
お
は
す

夏
木
立
か
な

み

ほ
と
け

（
『
恋
衣
』
明
治

年
）

38

明
治

年
、
晶
子
二
十
七
歳
の
時
の
作
。
高
徳
院
の
大
仏
は
正
し
く
は
阿
弥
陀
如
来
で

37

あ
り
、
晶
子
自
身
も
指
摘
を
受
け
て
手
直
し
を
考
え
た
が
、
結
局
納
得
の
い
く
改
作
が
で

き
ず
、
そ
の
ま
ま
発
表
さ
れ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
川
端
康
成
の
小
説
『
山
の
音
』
な
ど
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

■
『
東
関
紀
行
』
作
者
の
見
た
大
仏

漢
詩
・
和
歌
そ
の
他
の
教
養
を
身
に
つ
け
た
一
人
の
隠
遁
者
が
、
仁
治
三
年
（1242

）

鎌
倉
に
下
っ
た
。
こ
の
旅
人
は
、
東
海
道
を
下
る
の
に
十
二
日
を
要
し
、
折
々
の
見
聞
や
、

過
去
の
文
芸
作
品
を
重
ね
合
わ
せ
た
場
面
な
ど
を
描
い
て
い
る
。
鎌
倉
入
り
し
た
こ
の
人

物
は
、
和
賀
江
島
や
三
浦
を
見
物
し
た
後
、
鶴
岡
八
幡
宮
、
永
福
寺
、
勝
長
寿
院
、
そ
し

て
建
立
途
中
の
鎌
倉
大
仏
を
訪
れ
る
。
作
者
は
不
明
、
序
文
に
拠
れ
ば
東
山
近
く
に
居
住

す
る
五
十
過
ぎ
の
男
性
。
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
、
既
に
こ
の
作
品
が
読
ま
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
点
で
作
者
は
鴨
長
明
・
源
親
行
等
と
伝
承
さ
れ
て
い
た
。

『
東
関
紀
行
』※

本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
中
世
日
記
紀
行
集
』
（
小
学
館
、1994

）
に
よ
る

そ
の
中
に
も
、
湯
井
の
浦
と
い
ふ
所
に
、
阿
弥
陀
仏
の
大
仏
を
作
り
奉
る

よ
し
、
か
た
る
人
あ
り
。
や
が
て
い
ざ
な
ひ
て
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
尊
く
あ
り

が
た
し
。
こ
と
の
お
こ
り
を
尋
ぬ
る
に
、
も
と
は
遠
江
国
の
人
、
定
光
上

と
ほ
た
ふ
み
の
く
に

ぢ
や
う
く
わ
う

人
と
い
ふ
者
あ
り
。
過
ぎ
に
し
延
応
の
頃
よ
り
、
関
東
の
高
き
卑
し
き
を
す
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す
め
て
仏
像
を
作
り
、
堂
舎
を
建
て
た
り
。
そ
の
砌
す
で
に
三
が
二
に
及
ぶ
。

烏
瑟
高
く
あ
ら
は
れ
て
半
天
の
雲
に
入
り
、
白
毫
新
た
に
み
が
き
て
満
月
の

う

し

つ

び
や
く
が
う

光
を
か
か
や
か
す
。
仏
は
、
す
な
は
ち
、
両
三
年
に
功
す
み
や
か
に
成
り
、

堂
は
又
十
二
楼
の
構
へ
、
た
ち
ま
ち
に
高
し
。
か
の
東
大
寺
の
本
尊
は
聖
武

天
皇
の
製
作
、
金
銅
十
丈
余
の
盧
遮
那
仏
な
り
。
天
竺
震
旦
に
も
類
ひ
な
き

る

し

や

な

ぶ

つ

て

ん

ぢ

く

し

ん

た

ん

仏
像
と
こ
そ
聞
ゆ
れ
。
こ
の
阿
弥
陀
は
八
丈
の
長
な
れ
ば
、
か
の
大
仏
の
な

た

け

か
ば
よ
り
す
す
め
り
。
金
銅
木
像
の
か
は
り
め
こ
そ
あ
れ
ど
も
、
末
代
に
と

り
て
は
、
こ
れ
も
不
思
議
と
い
ひ
つ
べ
し
。
仏
法
東
漸
の
み
ぎ
り
に
あ
た
り

と

う

ぜ

ん

て
、
権
化
力
を
く
は
ふ
る
か
と
あ
り
が
た
く
覚
ゆ
。

ご

ん

げ

湯
井
（
由
比
）
の
海
岸
近
く
で
阿
弥
陀
如
来
の
大
仏
を
造
っ
て
い
る
と
い
う
話
を
聞
き
、

早
速
訪
れ
て
み
る
と
、
そ
の
姿
は
尊
く
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
発
端
を
尋
ね

て
み
る
と
、
遠
江
国
の
定
光
上
人
と
い
う
人
物
が
延
応
（1239
）
の
頃
か
ら
関
東
の
あ
ら

ゆ
る
身
分
の
人
に
勧
進
し
て
仏
像
と
堂
舎
を
建
立
し
た
と
い
う
。
そ
の
作
業
は
既
に
三
分

の
二
ま
で
進
ん
で
い
る
。
仏
像
の
姿
は
す
ば
ら
し
く
、
堂
舎
も
立
派
な
も
の
で
あ
る
。
奈

良
東
大
寺
の
大
仏
は
聖
武
天
皇
の
発
願
で
、
金
銅
作
り
の
盧
遮
那
仏
で
、
イ
ン
ド
や
中
国

で
も
例
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
鎌
倉
の
大
仏
は
東
大
寺
の
大
仏
の
半
分
よ
り
は
大
き

く
、
金
銅
と
木
像
と
の
違
い
は
あ
る
が
、
末
法
の
時
代
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
仏
像
が
建

立
さ
れ
る
の
は
奇
跡
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
仏
法
が
東
に
広
が
る
と
い
う
時
に
当
た
っ

て
、
定
光
上
人
が
ま
さ
に
権
現
の
よ
う
な
立
場
で
仏
法
の
広
が
り
を
助
け
た
の
か
と
思
う

と
あ
り
が
た
く
思
わ
れ
た
。

『
東
関
紀
行
』
作
者
は
、
建
立
半
ば
で
大
仏
を
目
撃
し
て
い
る
が
、
鎌
倉
幕
府
の
動
向

を
詳
細
に
記
す
『
吾
妻
鏡
』
の
記
事
と
矛
盾
す
る
点
も
見
ら
れ
る
。

『
吾
妻
鏡
』
で
は
、

○
寛
元
元
年
（1243

）
六
月
、
深
沢
の
地
に
八
丈
あ
ま
り
の
阿
弥
陀
如
来
が
完
成
。
浄
光

上
人
が
勧
進
。
開
始
は
暦
仁
元
年
（1238

）
。

○
建
長
四
年
（1252

）
八
月
、
深
沢
の
地
に
八
丈
の
金
銅
の
釈
迦
如
来
の
鋳
造
が
始
ま
る
。

と
い
う
二
つ
の
記
事
が
あ
る
。

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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■
堂
宇
の
倒
壊

大
仏
を
安
置
し
て
い
る
堂
宇
の
倒
壊
は
、
建
武
二
年
（1335

）
八
月
三
日
に
起
こ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
。
記
録
に
は
遺
っ
て
い
な
い
が
、
軍
記
物
語
『
太
平
記
』
に
は
次
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

『
太
平
記
』
巻
十
三
「
眉
間
尺
釬

鏌
剣
の
事
」

か
ん
ば
く

※
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
太
平
記
２
』
（
小
学
館
、1996

）
に
よ
る

こ
れ
に
付
け
て
も
、
関
東
の
進
発
を
急
ぐ
べ
し
と
て
、
左
馬
頭
真
直
義
は

尊
氏
卿
の
大
勢
を
待
ち
着
け
、
喜
悦
の
眉
を
開
き
、
六
万
余
騎
を
あ
は
せ
、

き

え

つ

矢
矧
の
宿
を
打
つ
立
つ
て
取
つ
て
帰
し
、
鎌
倉
へ
ぞ
発
向
せ
ら
れ
け
る
。
相

や

は

ぎ

模
二
郎
時
行
こ
れ
を
聞
い
て
、
尊
氏
卿
大
勢
に
て
責
め
下
る
な
る
、
待
軍
し

ま
ち
い
く
さ

て
気
を
呑
ま
れ
て
は
叶
ふ
ま
じ
と
て
、
我
が
身
は
鎌
倉
に
あ
り
な
が
ら
、
名

越
式
部
大
夫
を
大
将
と
し
て
、
東
山
・
東
海
の
両
道
を
推
し
て
責
め
上
る
。

お

そ
の
勢
都
合
三
万
余
騎
、
八
月
三
日
鎌
倉
を
打
つ
立
つ
と
ぞ
聞
え
け
る
。
さ

れ
ど
も
、
に
は
か
に
大
風
吹
い
て
、
家
々
を
破
損
し
け
る
間
、
軍
勢
ど
も
五

百
余
人
、
大
仏
殿
の
中
へ
逃
げ
入
り
て
、
身
を
縮
め
て
居
た
り
け
る
が
、
大

つ

づ

仏
殿
の
棟
木
微
塵
に
折
れ
て
倒
れ
け
る
間
、
つ
ま
り
居
た
る
兵
ど
も
五
百
余

人
は
た
ち
ま
ち
に
打
ち
殺
さ
れ
け
る
こ
そ
無
慙
な
れ
。
軍
に
向
ふ
門
出
に
、

か
か
る
天
災
不
思
議
な
り
。
今
度
の
合
戦
は
か
ば
か
し
か
ら
じ
と
私
語
け
れ

さ

さ

や

き

ど
も
、
さ
て
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
と
て
、
重
ね
て
吉
日
を
択
び
て
、
大
将
式

部
大
夫
鎌
倉
を
打
つ
立
ち
、
夜
を
日
に
継
い
で
責
め
上
り
し
か
ば
、
八
月
七

日
前
陣
は
す
で
に
さ
や
の
中
山
を
ぞ
打
ち
越
え
け
る
。

足
利
尊
氏
の
軍
勢
は
、
途
中
で
弟
直
義
の
軍
と
も
合
流
し
て
六
万
余
騎
に
達
し
た
。
迎

え
撃
つ
北
条
時
行
は
名
越
（
北
条
氏
名
越
流
）
高
邦
を
大
将
と
し
て
三
万
余
騎
を
出
発
さ

せ
よ
う
と
し
た
。
八
月
三
日
、
高
邦
の
軍
勢
が
鎌
倉
を
発
と
う
と
し
た
と
き
、
急
に
大
風

が
吹
き
、
家
々
を
壊
し
た
の
で
、
五
百
人
ほ
ど
の
軍
勢
が
大
仏
殿
に
避
難
し
た
が
、
そ
の

大
仏
殿
も
倒
壊
し
、
集
ま
っ
て
い
た
五
百
人
ほ
ど
の
兵
士
も
残
ら
ず
圧
死
し
て
し
ま
っ
た

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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と
い
う
。
出
立
に
際
し
て
不
吉
だ
と
さ
さ
や
く
者
も
い
た
が
、
吉
日
を
選
ん
で
急
い
で
上

り
、
八
月
七
日
に
は
小
夜
の
中
山
を
越
え
た
の
で
あ
っ
た
。

『
鎌
倉
大
日
記
』
（
南
北
朝
末
期
～
室
町
時
代
に
完
成
し
た
記
録
）
に
よ
れ
ば
、
応
安
二

年
（1369
）
、
明
応
四
年
（1495

）
の
二
度
の
倒
壊
が
伝
え
ら
れ
る
。
後
者
は
津
波
に
よ
る

倒
壊
と
も
記
さ
れ
る
。

■
万
里
集
九
と
鎌
倉

文
明
十
八
年
（1486

）
十
月
、
太
田
道
灌
の
江
戸
城
を
発
っ
た
万
里
集
九
は
鎌
倉
・
金

沢
を
廻
り
、
「
上
倉
（
鎌
倉
に
上
る
）
」
の
日
記
と
詩
を
残
し
て
い
る
。

集
九
は
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
の
生
ま
れ
で
、
東
福
寺
・
相
国
寺
（
い
ず
れ
も
京
都

五
山
）
と
い
っ
た
五
山
文
学
の
盛
ん
な
寺
で
修
行
を
重
ね
、
詩
を
よ
く
し
た
。
応
仁
の
乱

後
、
京
都
を
離
れ
、
諸
国
を
旅
し
て
い
る
。
そ
の
漢
詩
文
を
ま
と
め
た
も
の
が
『
梅
花
無

尽
蔵
』
七
巻
で
、
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
に
完
成
し
て
い
る
。
鎌
倉
周
辺
の
旅
は
巻
二

に
収
め
る
。
二
十
三
日
の
江
戸
出
発
か
ら
二
十
九
日
の
瑞
泉
寺
参
詣
ま
で
の
記
事
が
あ
り
、

そ
の
後
は
途
絶
え
て
い
る
。
二
十
四
日
、
集
九
は
寿
福
寺
を
訪
れ
た
後
、
人
丸
塚
、
畠
山

重
保
の
五
輪
塔
、
そ
し
て
長
谷
観
音
を
参
詣
し
、
大
仏
に
至
る
。

『
梅
花
無
尽
蔵
』
巻
二

※
本
文
は
『
梅
花
無
尽
蔵
注
釈
第
一
巻
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、1993

）
に
よ
る

（
長
谷
の
観
音
か
ら
）
相
去
る
こ
と
数
百
歩
、
而
し
て
両
山
の
間
に
、
銅

大
仏
に
逢
ふ
。
仏
の
長
七
八
丈
。
腸
中
、
空
洞
に
し
て
応
に
数
百
人
を
容
る

た

け

ま

さ

べ
し
。
背
後
に
穴
有
り
、
鞋
を
脱
し
て
腹
に
入
る
。
僉
云
ふ
、
「
此
の
中
、

あ

い

み

な

往
々
に
し
て
博
奕
の
者
、
白
昼
に
五
白
を
呼
ぶ
の
処
な
り
」
と
。
堂
宇
無
く

し
て
、
露
坐
、
突
兀
た
り
。

ど

つ

こ

つ

長
谷
観
音
か
ら
数
百
歩
、
二
つ
の
山
に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
安
置
さ
れ
る
青
銅
の
大
仏
に

参
詣
し
た
。
胎
内
が
空
洞
で
、
数
百
人
が
入
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
背
後
に
穴
が
あ
り
、
草

履
を
脱
い
で
中
に
入
る
。
最
近
は
博
奕
を
打
つ
者
が
入
り
浸
っ
て
い
る
と
人
々
が
教
え
て

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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く
れ
た
。
こ
の
大
仏
は
堂
舎
が
な
く
露
座
で
、
ぬ
き
ん
で
て
高
く
聳
え
て
い
る
。

先
の
『
鎌
倉
大
日
記
』
で
は
、1495

年
の
倒
壊
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
集
九
の1486

年

の
旅
の
段
階
で
も
堂
舎
が
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
そ
の
後
再
建
さ
れ
た
か
は
不
明
で

あ
る
。

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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鎌
倉
寺
社
巡
り
と
古
典
文
学
・
其
之
三

鎌
倉
宮
―
護
良
親
王
の
末
路
―

佐
藤
智
広

■
木
戸
孝
允
の
哀
惜

大
塔
宮
土
窟

維
昔
将
軍
遭
難
処

こ
れ
、
昔
、
将
軍
の
遭
難
の
処

幽
渓
嗚
咽
水
声
酸

幽
渓
は
嗚
咽
し
、
水
の
声
は

酸

む

か
な
し

含
哀
来
弔
高
秋
夕

哀
れ
を
含
み
来
た
り
弔
う
、
高
秋
の
夕

天
色
陰
々
山
月
寒

天
の
色
は
陰
々
と
し
て
、
山
月
は
寒
し

■
護

良
親
王
の
生
涯

も
り
よ
し

延
喜
元
年
（1308

）
後
醍
醐
天
皇
第
一
皇
子
と
し
て
誕
生

文
保
二
年
（1318

）
父
の
即
位
に
伴
い
、
比
叡
山
延
暦
寺
梶
井
門
跡
の
大
塔
に
入
る

嘉
暦
二
年
（1327

）
比
叡
山
延
暦
寺
第
一
一
六
世
座
主
に
任
ぜ
ら
れ
る

元
弘
二
年
（1332

）
還
俗
し
て
護
良
親
王
と
名
の
り
、
吉
野
で
鎌
倉
幕
府
打
倒
の
挙
兵

元
弘
三
年
（1333

）
親
王
の
令
旨
を
受
け
た
新
田
義
貞
が
挙
兵
、
鎌
倉
を
攻
め
る

同
年

征
夷
大
将
軍
に
任
ぜ
ら
れ
る

建
武
元
年
（1334

）
足
利
尊
氏
に
捕
ら
え
ら
れ
る

同
年

直
義
（
尊
氏
同
母
弟
）
に
よ
り
鎌
倉
に
幽
閉
さ
れ
る

た
だ
よ
し

建
武
二
年
（1335

）
中
先
代
の
乱
勃
発
、
七
月
二
十
三
日
殺
害

『
太
平
記
』
巻
十
二
「
兵
部
卿
宮
御
消
息
の
事
」

※
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
太
平
記
②
』
（
小
学
館
、1996

）
に
よ
る

つ
ひ
に
五
月
三
日
、
宮
を
ば
直
義
朝
臣
方
へ
渡
さ
れ
し
か
ば
、
佐
々
木
佐

渡
判
官
入
道
を
始
め
と
し
て
、
数
百
騎
の
兵
を
以
て
路
次
を
警
固
せ
し
め
、

も
つ

ろ

し

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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国
々
の
守
護
に
仰
せ
て
、
鎌
倉
ヘ
下
し
奉
り
け
り
。
こ
れ
ぞ
世
の
中
の
乱
を
撥を

さ

む
る
に
力
な
く
、
公
家
衰
邁
の
前
表
と
、
後
に
は
思
ひ
合
は
せ
ら
れ
、
あ
さ

ぜ
ん
へ
う

ま
し
か
り
し
事
ど
も
な
れ
。
宮
は
鎌
倉
ヘ
着
か
せ
給
ひ
し
か
ば
、
直
義
朝
臣

二
階
堂
の
谷
に
籠
の
御
所
を
構
へ
、
居
ゑ
奉
る
。
南
御
方
と
申
す
上
﨟
女
房

や
つ

ろ
う

す

な
ら
で
は
参
り
通
ふ
人
独
り
も
な
く
、
月
日
の
光
を
も
御
覧
ぜ
ら
れ
ず
、
警

げ
つ
じ
つ

固
の
武
士
に
囲
ま
れ
、
よ
ろ
づ
御
心
を
傷
ま
し
め
御
座
せ
ば
、
都
の
事
も
御

お

は

恋
し
く
、
叡
慮
の
至
り
も
恨
め
し
く
、
一
方
な
ら
ぬ
御
泪
に
御
袖
も
朽
ち
ぬ

べ
く
ぞ
見
え
さ
せ
給
ひ
け
る
。

足
利
氏
を
敵
視
し
た
護
良
親
王
は
つ
い
に
捕
ら
え
ら
れ
、
五
月
三
日
、
足
利
直
義
の
も
と

に
連
行
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
鎌
倉
に
下
っ
た
。
二
階
堂
の
谷
に
籠
の
御
所
を
造
り
、
閉
じ
込

め
た
。
南
の
御
方
（
持
明
院
保
藤
女
）
と
い
う
上
級
の
女
房
の
み
が
お
世
話
に
通
い
、
宮

は
日
々
悲
し
む
ば
か
り
だ
っ
た
。

■
『
太
平
記
』
に
描
か
れ
る
護
良
親
王
の
最
期

建
武
二
年
七
月
、
北
条
高
時
の
息
子
時
行
が
信
濃
国
で
反
乱
を
起
こ
し
、
関
東
を
制
圧

し
、
鎌
倉
に
攻
め
入
っ
た
（
中
先
代
の
乱
）
。
こ
の
時
、
旧
幕
府
軍
に
護
良
親
王
を
将
軍
と

し
て
推
戴
さ
れ
る
こ
と
を
畏
れ
た
足
利
直
義
は
鎌
倉
か
ら
逃
亡
す
る
際
に
、
淵
辺
甲
斐
守

ふ
ち
の
べ

か

い

の

か

み

義
博
（
伝
未
詳
）
に
、
薬
師
堂
の
谷
に
幽
閉
し
て
い
る
護
良
親
王
の
殺
害
を
命
じ
た
。

『
太
平
記
』
巻
十
三
「
兵
部
卿
親
王
を
失
ひ
奉
る
事
」

※
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
太
平
記
②
』
（
小
学
館
、1996

）
に
よ
る

宮
は
何
と
な
く
闇
夜
の
如
く
な
る
土
の
楼
に
、
朝
に
な
り
ぬ
る
を
も
知

い

つ

あ
し
た

ら
せ
給
は
ず
、
な
ほ
灯
を
挑
げ
、
御
経
あ
そ
ば
し
て
御
座
あ
り
け
る
が
、
淵

か

か

辺
畏
ま
つ
て
、
御
迎
へ
に
参
つ
て
候
ふ
由
申
し
入
れ
た
り
け
れ
ば
、
宮
、
淵

よ

し

辺
を
一
目
御
覧
じ
て
、
「
己
は
我
を
失
へ
と
の
使
に
て
ぞ
あ
る
ら
ん
。
心
得

た
り
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
淵
辺
が
太
刀
を
奪
は
ん
と
走
り
懸
か
ら
せ
給
ひ
け

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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る
を
、
甲
斐
守
持
ち
た
る
太
刀
を
取
り
直
し
て
、
御
膝
の
辺
り
を

強

に
打

し
た
た
か

ち
奉
り
し
か
ば
、
宮
は
土
の
籠
に
半
年
ば
か
り
居
曲
ま
さ
せ
給
ひ
て
、
御
足

ゐ

か

が

も
快
く
立
た
ざ
り
け
る
に
や
、
御
心
は
矢
武
に
思
し
召
し
け
れ
ど
も
、
打
臥

に
倒
れ
さ
せ
給
ひ
け
る
を
、
起
し
も
立
て
進
ら
せ
ず
、
御
胸
の
上
に
乗
り
懸

ま

ゐ

か
り
、
腰
の
刀
を
抜
い
て
、
御
頸
を
か
か
ん
と
し
け
る
を
、
宮
御
頸
を
縮
め

つ

づ

さ
せ
給
ひ
て
、
刀
の
鋒
を
し
か
と
く
は
へ
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
淵
辺
も
強
な

さ

き

が

う

る
物
に
て
は
あ
り
、
刀
を
奪
は
れ
進
ら
せ
じ
と
引
き
も
ぎ
け
る
程
に
、
刀
の

さ
き
一
寸
余
り
折
れ
て
失
せ
に
け
る
。
淵
辺
そ
の
刀
を
ば
打
ち
捨
て
て
、
脇

指
の
刀
に
て
御
心
元
を
二
刀
ま
で
指
し
た
り
け
れ
ば
、
宮
些
し
弱
ら
せ
給
ひ

む

な

も

と

す

こ

け
る
と
こ
ろ
を
、
御
ぐ
し
を
、
を
つ
か
ん
で
、
御
頸
を
か
き
落
す
。
楼
の
中

暗
か
り
け
れ
ば
、
走
り
出
で
て
、
明
き
所
に
て
こ
れ
を
見
れ
ば
、
先
に
喰
ひ

切
ら
せ
給
ひ
た
る
刀
の
さ
き
、
い
ま
だ
御
口
の
中
に
留
ま
つ
て
、
御
眼
の
色

ま
な
こ

も
生
き
た
る
人
の
如
く
な
り
し
か
ば
、
淵
辺
こ
れ
を
恐
怖
し
て
、
「
さ
る
事

あ
り
。
か
や
う
の
頸
を
ば
大
将
に
見
せ
ぬ
事
な
る
物
を
」
と
て
、
辺
り
な
る

藪
の
中
へ
抛
げ
入
れ
て
、
馬
に
打
ち
乗
り
馳
せ
着
き
て
、
左
馬
頭
殿
に
こ
の

な

（

直

義

）

由
申
し
け
れ
ば
、
「
神
妙
な
り
」
と
ぞ
感
ぜ
ら
れ
け
る
。

し

ん

べ

う

護
良
親
王
の
牢
の
御
所
に
淵
辺
が
現
れ
る
と
、
親
王
は
自
分
を
殺
害
に
来
た
の
だ
と
気

付
い
た
。
そ
し
て
淵
辺
の
太
刀
を
奪
お
う
と
飛
び
か
か
っ
た
が
、
淵
辺
が
親
王
の
膝
辺
り

を
打
ち
付
け
る
と
、
半
年
程
も
牢
に
座
っ
た
ま
ま
で
い
た
た
め
倒
れ
て
し
ま
っ
た
。
淵
辺

が
馬
乗
り
に
な
っ
て
頸
を
掻
こ
う
と
す
る
が
、
宮
は
頸
を
す
く
め
て
淵
辺
の
刃
先
を
し
っ

か
り
と
咥
え
た
。
淵
辺
が
な
ん
と
か
引
き
抜
こ
う
と
す
る
と
、
刃
先
が
折
れ
て
し
ま
っ
た
。

淵
辺
は
脇
差
の
短
刀
で
親
王
の
胸
元
を
二
度
刺
し
、
力
の
弱
っ
た
親
王
の
頸
を
切
り
落
し

た
。
淵
辺
が
頸
を
確
認
す
る
と
、
先
ほ
ど
の
刃
先
は
ま
だ
口
の
中
に
あ
り
、
目
の
色
も
生

き
た
ま
ま
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
恐
ろ
し
く
な
っ
た
淵
辺
は
、
剣
先
を
口
に
含
ん
だ
頸
は
主

君
に
見
せ
な
い
も
の
だ
と
い
う
中
国
の
伝
承
（
眉
間
尺
の
説
話
）
に
従
い
、
親
王
の
頸
を

藪
の
中
に
捨
て
、
左
馬
頭
直
義
の
も
と
に
駆
け
つ
け
た
。

護
良
親
王
の
幽
閉
さ
れ
た
塗
り
籠
め
の
牢
は
、
薬
師
堂
ガ
谷
（
太
平
記
・
梅
松
論
な
ど
）
、

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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あ
る
い
は
東
光
寺
（
鎌
倉
大
日
記
な
ど
）
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
東
光
寺
が
廃
れ
、
そ
の

地
に
明
治
天
皇
の
勅
願
に
よ
っ
て
明
治
二
年
（1869

）
に
建
立
さ
れ
た
の
が
鎌
倉
宮
で
あ

る
。
ま
た
東
光
寺
の
本
尊
薬
師
如
来
は
、
材
木
座
の
辻
の
薬
師
堂
に
移
さ
れ
て
い
る
。

■
護
良
親
王
の
そ
の
後

御
介
錯
の
南
の
御
方
と
申
す
女
房
、
こ
の
有
様
を
見
進
ら
せ
て
、
あ
ま
り

（

持

明

院

保

藤
の

娘

）

に
恐
ろ
し
く
、
悲
し
み
て
足
手
も
痀
え
て
消
え
入
る
心
地
し
給
ひ
け
る
が
、

な

し
ば
ら
く
心
を
取
り
静
め
て
、
藪
に
捨
つ
る
宮
の
御
頸
を
取
り
上
げ
て
見
玉給

へ
ば
、
な
ほ
も
御
膚
も
冷
え
ず
、
御
目
も
塞
が
ら
ず
、
た
だ
本
の
御
気
色
に

は

だ

み

け

し

き

見
え
さ
せ
給
ひ
し
か
ば
、
「
こ
は
、
も
し
夢
に
て
や
あ
ら
ん
。
夢
な
ら
ば
、

さ
む
る
う
つ
つ
と
な
れ
か
し
」
と
泣
き
悲
し
み
給
へ
ど
も
、
そ
の
甲
斐
な
し
。

か
か
る
と
こ
ろ
に
、
理
致
光
院
の
長
老
、
こ
の
事
を

奉

つ
て
、
「
あ
ま

り

ち

く

わ

う

ゐ

ん

う
け
た
ま
は

り
に
御
痛
は
し
く
候
ふ
」
と
て
、
我
が
寺
へ
入
れ
進
ら
せ
、
喪
礼
の
事
形
の

如
く
取
り
営
み
て
、
帰
ら
ぬ
煙
の
末
と
な
し
奉
り
け
る
こ
そ
、
糸
惜
し
け
れ
。

い

と

ほ

南
の
御
方
は
、
や
が
て
御
髪
下
し
て
、
御
骨
を
取
つ
て
身
に
添
へ
、
泣
く
泣

ぐ

し

く
都
へ
ぞ
上
ら
せ
給
ひ
け
る
。
哀
れ
に
も
恐
ろ
し
か
り
し
事
ど
も
語
り
連
ね

さ
せ
給
ひ
し
に
ぞ
、
聞
く
人
袖
を
ば
絞
り
け
る
。

こ
の
様
子
を
見
て
い
た
宮
の
世
話
を
す
る
南
の
御
方
は
恐
怖
心
に
堪
え
て
藪
か
ら
親
王

の
頸
を
拾
い
上
げ
た
。
そ
の
顔
は
生
き
た
時
の
ま
ま
の
よ
う
で
泣
き
悲
し
ん
だ
が
、
甲
斐

も
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
理
智
光
院
の
老
僧
が
気
の
毒
に
思
い
、
寺
で

葬
儀
を
執
り
行
っ
た
。
南
の
御
方
は
す
ぐ
に
剃
髪
し
、
遺
骨
を
持
っ
て
都
に
戻
っ
た
。

理
智
光
院
は
十
三
世
紀
の
建
立
で
、
室
町
時
代
に
か
け
て
次
第
に
衰
微
し
、
江
戸
時
代

は
東
慶
寺
の
末
寺
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
記
述
も
残
る
。
明
治
に
入
り
廃
寺
と
な
っ
た
。

こ
こ
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
阿
弥
陀
本
尊
は
、
現
在
、
覚
園
寺
に
移
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

理
智
光
院
で
埋
葬
さ
れ
た
護
良
親
王
の
墓
が
現
在
も
遺
っ
て
い
る
。

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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鎌
倉
寺
社
巡
り
と
古
典
文
学
・
其
之
四

光
触
寺
―
頬
焼
阿
弥
陀
の
伝
説
―

佐
藤
智
広

■
頬
焼
阿
弥
陀

光
触
寺
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
、
鎌
倉
時
代
十
三
世
紀
前
半
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。
頬
焼

阿
弥
陀
の
説
話
を
描
い
た
『
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
』
と
と
も
に
、
国
の
重
要
文
化
財
指
定
。

■
頬
焼
阿
弥
陀
の
伝
承
を
最
初
に
遺
し
た
作
品
『
沙
石
集
』

『
沙
石
集
』
は
弘
安
六
年
（1283

）
に
一
端
成
立
し
た
仏
教
説
話
集
。
日
本
・
中
国
・

イ
ン
ド
の
仏
教
に
ま
つ
わ
る
話
を
収
め
る
が
、
作
者
の
趣
味
・
嗜
好
が
強
く
反
映
さ
れ
、

作
者
が
各
地
で
聞
き
集
め
た
世
俗
の
話
や
芸
能
譚
も
含
む
。
作
者
は
無
住
道
暁
（1227

～

1312

）
。
鎌
倉
時
代
に
一
流
の
文
化
人
を
多
数
輩
出
し
た
宇
都
宮
一
族
宇
都
宮
頼
綱
（
蓮
生
）

の
妻
の
甥
に
あ
た
り
、
無
住
自
身
は
梶
原
一
族
の
出
身
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

『
沙
石
集
』
巻
第
二
之
三
「
弥
陀
の
利
益
の
事
」

※
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
沙
石
集
』
（
小
学
館
、2001

）
に
よ
る

鎌
倉
に
、
町
の
局
と
や
ら
ん
聞
こ
え
し
徳
人
あ
り
き
。
近
く
使
ふ
女
童
、

つ
ぼ
ね

め
の
わ
ら
は

し
か
る
べ
き
宿
善
や
あ
り
け
ん
、
念
仏
を
信
じ
て
、
人
目
に
は
忍
び
て
ひ
そ

か
に
数
遍
し
け
り
。
こ
の
主
は
、
き
び
し
く
は
し
た
な
く
物
を
忌
み
、
祝

す

へ

ん

あ
る
じ

事
け
し
か
ら
ぬ
程
な
り
け
り
。
正
月
一
日
荷
用
し
け
る
が
、
申
し
付
け
た
る

か

よ

う

事
に
て
、
心
な
ら
ず
、
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
申
し
た
り
け
る
を
、
こ
の
主

な
の
め
な
ら
ず
怒
り
、
腹
立
ち
て
、
「
い
ま
い
ま
し
く
、
人
の
死
に
た
る
や

う
に
今
日
し
も
念
仏
申
す
事
、
返
す
返
す
不
思
議
な
り
」
と
て
、
や
が
て
捕

へ
て
、
銭
を
赤
く
焼
き
て
、
片
頬
に
当
て
て
け
り
。
「
念
仏
の
故
に
は
い
か

な
る
失
に
も
あ
た
れ
」
と
思
ひ
て
、
そ
れ
に
付
き
て
も
仏
を
念
じ
奉
り
け
る
。

と

が

思
は
ず
に
痛
み
も
な
か
り
け
り
。

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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町
の
局
と
い
う
金
持
ち
が
い
た
。
そ
の
召
使
い
の
女
で
、
前
世
か
ら
善
行
を
積
ん
だ
の

か
、
念
仏
を
深
く
信
仰
し
て
い
た
者
が
い
た
。
こ
の
主
人
は
非
常
に
縁
起
を
担
ぎ
、
祝
事

を
盛
大
に
行
っ
た
。
あ
る
正
月
一
日
、
こ
の
召
使
い
が
給
仕
を
し
た
が
、
そ
の
時
、
思
っ

て
も
い
な
い
の
に
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
口
走
っ
て
し
ま
い
、
主
人
が
不
吉
な
こ
と
だ
と

激
怒
し
、
銭
を
赤
く
焼
い
て
頬
に
押
し
当
て
た
。
念
仏
の
た
め
な
ら
ば
ど
ん
な
罰
で
も
受

け
よ
う
と
心
の
中
で
念
仏
を
唱
え
続
け
て
い
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
痛
み
も
な
か
っ
た
。

さ
て
、
主
、
年
の
始
め
の
勤
め
せ
ん
と
て
持
仏
堂
に
詣
で
て
、
本
尊
の
阿

弥
陀
の
金
色
の
立
像
に
て
お
は
す
る
を
拝
め
ば
、
御
頬
に
銭
の
形
、
黒
く
付

り

ふ

ざ

う

き
た
り
。
怪
み
て
よ
く
よ
く
見
る
に
、
金
焼
に
し
つ
る
銭
の
形
、
こ
の
女
童

が
頬
の
程
に
当
り
て
見
え
け
り
。
あ
さ
ま
し
な
ん
ど
云
ふ
は
か
り
な
く
て
、

女
童
を
呼
び
て
見
る
に
、

聊

も
疵
な
し
。
主
大
き
に
驚
き
て
、
慚
愧
懺
悔

い
さ
さ
か

ざ

ん

ぎ

さ

ん

げ

し
て
、
仏
師
を
呼
び
て
金
薄
を
お
す
に
、
薄
は
幾
重
と
も
な
く
重
な
れ
ど
も
、

き

ん

ば

く

疵
は
す
べ
て
隠
れ
ず
。
当
時
も
彼
の
仏
御
坐
す
。

親

り
拝
み
た
る
人
、
世

か

お

は

し

ま

ま
の
あ
た

間
に
多
し
。
慥
か
の
事
な
り
。

た

し

主
人
が
年
始
め
の
勤
め
で
持
仏
堂
に
詣
で
る
と
、
安
置
し
た
本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
の
頬

に
銭
の
形
が
焦
げ
付
い
て
い
た
。
主
人
は
奇
跡
を
目
に
し
て
懺
悔
し
、
仏
像
に
金
箔
を
押

し
て
修
復
し
よ
う
と
し
た
が
、
疵
の
消
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
も
そ
の
阿
弥
陀
像
は

存
在
し
、
参
拝
す
る
人
も
多
い
。

こ
の
説
話
集
に
出
て
く
る
頬
の
焼
け
た
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
、
鎌
倉
中
心
部
か
ら
朝
比

奈
峠
に
抜
け
る
道
沿
い
の
光
触
寺
に
伝
わ
る
。
一
方
、
『
沙
石
集
』
で
は
具
体
的
な
寺
名
が

記
さ
れ
て
い
な
い
。
光
触
寺
は
弘
安
二
年
（1279

）
の
創
建
で
、
当
初
は
真
言
宗
で
あ
っ

た
が
、
開
山
の
作
阿
が
一
遍
上
人
に
帰
依
し
、
そ
の
後
、
時
宗
に
改
め
ら
れ
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
。
も
し
『
沙
石
集
』
の
阿
弥
陀
如
来
が
光
触
寺
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

ま
さ
に
執
筆
当
時
に
鎌
倉
で
話
題
と
な
っ
て
い
た
仏
像
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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■
も
う
一
つ
の
頬
焼
阿
弥
陀
の
伝
説
『
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
絵
巻
』

光
触
寺
の
所
有
す
る
『
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
絵
巻
』（
鎌
倉
国
宝
館
委
託
）
に
よ
れ
ば
、『
沙

石
集
』
所
載
の
説
話
よ
り
も
詳
細
に
な
っ
て
い
る
が
、
設
定
の
異
な
る
点
も
多
い
。

町
の
局
が
あ
る
日
、
運
慶
を
招
き
阿
弥
陀
如
来
を
製
作
さ
せ
た
。
町
の
局
は
こ
の
阿
弥

陀
如
来
を
熱
心
に
信
仰
し
て
い
た
。

ま
た
あ
る
時
、
町
の
局
は
盗
難
に
遭
っ
た
。
こ
の
家
に
仕
え
る
万
蔵
法
師
に
疑
い
が
か

け
ら
れ
た
。
町
の
局
は
家
人
に
命
じ
て
、
万
蔵
法
師
の
頬
に
金
焼
き
を
当
て
て
罰
し
た
が
、

不
思
議
な
こ
と
に
焼
け
跡
が
ま
っ
た
く
付
か
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
晩
の
夢
に
阿
弥
陀

如
来
が
現
わ
れ
、
な
ぜ
如
来
の
顔
に
金
焼
き
を
当
て
た
の
か
と
問
い
た
だ
し
た
。
翌
朝
、

局
が
阿
弥
陀
如
来
を
見
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
頬
に
焼
き
印
の
跡
が
く
っ
き
り
と
残
っ

て
い
た
。
局
は
阿
弥
陀
如
来
の
頬
を
修
復
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
何
度
行
っ
て
も
、
頬
に

焼
け
跡
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
そ
の
後
、
局
は
比
企
ガ
谷
に
岩
蔵
寺
と
い
う
寺
を
建

立
し
、
こ
の
阿
弥
陀
如
来
を
本
尊
と
し
て
安
置
し
た
。

こ
の
絵
巻
の
成
立
年
は
不
明
だ
が
、
光
触
寺
に
奉
納
さ
れ
た
の
は
文
和
四
年
（1355

）

と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
絵
巻
に
描
か
れ
た
頬
焼
阿
弥
陀
如
来
が
光
触
寺
に
安
置
さ
れ
て
い

る
と
、
元
の
所
有
者
が
知
っ
た
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
比
企
ガ
谷
に
建
立
さ
れ
た
岩
蔵
寺

と
、
十
二
所
に
建
立
さ
れ
た
光
触
寺
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
光
触
寺
の
山
号
は
岩
蔵

山
で
あ
り
、
絵
巻
に
記
さ
れ
る
寺
を
前
身
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

■
光
触
寺
の
も
う
一
つ
の
伝
説

塩
嘗
地
蔵

武
蔵
国
六
浦
か
ら
朝
比
奈
切
通
を
通
っ
て
塩
が
運
ば
れ
た
。
そ
う
し
た
商
人
の
信
仰
を

集
め
た
の
が
塩
嘗
地
蔵
で
あ
る
。
商
人
が
こ
の
地
蔵
に
塩
を
奉
納
す
る
と
、
帰
り
に
は
そ

の
塩
が
減
っ
て
い
る
と
い
う
伝
説
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
は
、
塩
嘗
地
蔵
は
光
触
寺
門
前
の
街
道
筋
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
い

つ
し
か
光
触
寺
境
内
に
移
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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鎌
倉
寺
社
巡
り
と
古
典
文
学
・
其
之
五

金
沢
称
名
寺
―
紅
葉
し
な
い
楓
―

佐
藤
智
広

■
北
条
実
時
と
金
沢

さ
ね

と
き

鎌
倉
か
ら
朝
夷
奈
切
通
を
抜
け
る
と
、
三
浦
半
島
の
反
対
側
、
金
沢
（
武
蔵
国
久
良
岐
郡
）

む
さ
し
の
く
に

く

ら

き

ぐ

ん

に
出
る
。
現
在
の
横
浜
市
金
沢
区
に
該
当
す
る
。
六
浦
港
は
房
総
半
島
を
望
む
良
港
で
、

砂
鉄
の
産
地
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
幕
府
政
権
下
で
鎌
倉
に
塩
が
運
ば
れ
た
。
北
条
実
泰
の
息

子
実
時
は
正
嘉
二
年
（
一
二
五
八
）
頃
に
六
浦
庄
金
沢
郷
に
居
住
し
、
そ
こ
に
建
て
た
持

む
つ
ら
の
し
よ
う
か
ね
さ
わ
の
ご
う

仏
堂
が
称
名
寺
に
発
展
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
多
く
の
典
籍
・
文
書
を
所

有
し
、
こ
の
地
に
保
管
し
た
。
こ
れ
が
金
沢
文
庫
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
鎌
倉
時
代

は
金
沢
北
条
氏
が
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
そ
の
後
は
称
名
寺
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
。
時

流
の
中
で
、
蔵
書
の
持
ち
出
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
（
例
え
ば
徳
川
家
康
や
前
田
綱
紀

つ
な
の
り

な
ど
）
、
現
在
も
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
と
し
て
収
集
と
管
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。

京
浜
急
行
金
沢
文
庫
駅
か
ら
東
に
向
か
っ
て
坂
を
登
っ
て
い
く
と
称
名
寺
に
着
く
。
神

奈
川
県
立
金
沢
文
庫
も
同
地
に
あ
る
。
ま
た
、
称
名
寺
金
堂
の
右
手
裏
の
山
を
登
っ
て
い

く
と
、
北
条
実
時
廟
が
あ
る
。
中
央
の
宝
篋
印
塔
が
実
時
の
墓
、
両
側
の
五
輪
塔
が
一
族

の
墓
と
伝
え
ら
れ
る
。

■
青
葉
の
楓
―
謡
曲
「
六
浦
」

称
名
寺
の
金
堂
前
に
「
青
葉
の
楓
」
と
称
さ
れ
る
楓
が
植
え
継
が
れ
て
い
る
。
「
青
葉
の

楓
」
は
冷
泉
為
相
の
歌
に
基
づ
く
伝
説
で
あ
り
、
謡
曲
「
六
浦
」
と
し
て
作
品
化
さ
れ
て

れ
い
ぜ
い

た
め
す
け

特
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

東
国
を
訪
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
都
の
僧
（
ワ
キ
）
が
、
陸
奥
の
果
て
ま
で
出
か
け
よ

み
ち
の
く

う
と
思
い
立
ち
、
従
僧
（
ワ
キ
ヅ
レ
）
を
伴
っ
て
出
立
し
た
。
時
は
晩
秋
、
逢
坂
の
関
を

越
え
、
東
海
道
、
鎌
倉
山
を
抜
け
、
や
が
て
六
浦
の
里
に
辿
り
着
い
た
。
僧
た
ち
が
安
房

国
清
澄
へ
渡
ろ
う
と
船
を
待
っ
て
い
る
と
、
由
あ
り
げ
な
寺
が
建
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付

い
た
。
境
内
に
入
る
と
、
辺
り
が
美
し
く
紅
葉
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
本
だ
け

夏
木
立
の
よ
う
に
ま
っ
た
く
紅
葉
し
て
い
な
い
楓
が
あ
り
、
い
ぶ
か
し
が
る
。
や
が
て
里

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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の
女
（
シ
テ
）
が
登
場
す
る
。

謡
曲
「
六
浦
」

※
本
文
は
『
謡
曲
大
観
』
（1931

年
、
明
治
書
院
）
に
よ
る

登
場
人
物

前
シ
テ

里
女

後
シ
テ

楓
の
精

ワ
キ

僧

シ
テ
「
な
う
な
う
御
僧
は
何
事
を
仰
せ
候
ぞ

ワ
キ
「
さ
ん
候
こ
れ
は
都
よ
り
始
め
て
こ
の
所
一
見
の
者
に
て
候
が
。
山

々
の
紅
葉
今
を
盛
り
と
見
え
て
候
に
。
こ
れ
な
る
楓
の
一
葉
も
紅
葉

せ
ず
候
程
に
。
不
審
を
な
し
候

シ
テ
「
げ
に
よ
く
御
覧
じ
咎
め
て
候
。
古
鎌
倉
の
中
納
言
為
相
の
卿
と
申

い
に
し
へ

し
し
人
。
紅
葉
を
見
ん
と
て
こ
の
所
に
来
り
給
ひ
し
時
。
山
々
の
紅

き

た

葉
未
だ
な
り
し
に
。
こ
の
木
一
本
に
限
り
紅
葉
色
深
く
た
ぐ
ひ
な
か

い

ま

ひ

と

も

と

り
し
か
ば
。
為
相
の
卿
と
り
あ
へ
ず
。

『
い
か
に
し
て
こ
の
一
本
に
し
ぐ
れ
け
ん
。

「
山
に
さ
き
だ
つ
庭
の
も
み
ぢ
葉
と
詠
じ
給
ひ
し
よ
り
。
今
に
紅
葉

を
と
ど
め
て
候

ワ
キ
「
面
白
の
御
詠
歌
や
な
。
わ
れ
数
な
ら
ぬ
身
な
れ
ど
も
。
手
向
の
た

め
に
か
く
ば
か
り
。

『
古
り
は
つ
る
こ
の
一
本
の
跡
を
見
て
。
袖
の
し
ぐ
れ
ぞ
。
山
に
さ

き
だ
つ

シ
テ
「
あ
ら
あ
り
が
た
の
御
手
向
や
な
。
い
よ
い
よ
こ
の
木
の
面
目
に
て

こ
そ
候
へ

ワ
キ
「
さ
て
さ
て
さ
き
に
為
相
の
卿
の
御
詠
歌
よ
り
。
今
に
紅
葉
を
と
ど

め
た
る
。
謂
れ
は
如
何
な
る
こ
と
や
ら
ん

い

は

い

か

シ
テ
「
げ
に
御
不
審
は
御
理
。
さ
き
の
詠
歌
に
預
か
り
し
時
。
こ
の
木
心

ナ

こ
と
わ
り

に
思
ふ
や
う
。
か
か
る
東
の
山
里
の
。
人
も
通
は
ぬ
古
寺
の
庭
に
。

あ
づ
ま

わ
れ
さ
き
立
ち
て
紅
葉
せ
ず
は
。
い
か
で
妙
な
る
御
詠
歌
に
も
預
か

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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る
べ
き
。

『
功
成
り
名
遂
げ
て
身
退
く
は
。

「
こ
れ
天
の
道
な
り
と
い
ふ
古
き
言
葉
を
深
く
信
じ
。
今
に
紅
葉
を

と
ど
め
つ
つ
。
唯
常
磐
木
の
如
く
な
り

ワ
キ
『
こ
れ
は
不
思
議
の
御
事
か
な
。
こ
の
木
の
心
を
か
ほ
ど
ま
で
。
知

ろ
し
め
し
た
る
御
身
は
さ
て
。
如
何
な
る
人
に
て
ま
し
ま
す
ぞ

シ
テ
「
今
は
何
を
か
包
む
べ
き
。
わ
れ
は
こ
の
木
の
精
な
る
が
。
お
僧
貴

く
ま
し
ま
す
ゆ
ゑ
に
。
唯
今
現
れ
来
り
た
り
。

『
今
宵
は
こ
こ
に
旅
居
し
て
。
夜
も
す
が
ら
御
法
を
説
き
給
は
ば
。

み

の

り

重
ね
て
姿
を
見
え
申
さ
ん
と

地

『
夕
の
空
も
冷
し
く
。
こ
の
古
寺
の
庭
の
面
。
霧
の
籬
の
露
深
き
。

ゆ
ふ
べ

す
さ
ま

千
草
の
花
を
か
き
分
け
て
行
方
も
知
ら
ず
な
り
に
け
り
。
行
方
も
知

ら
ず
な
り
に
け
り

通
り
か
か
っ
た
女
に
楓
の
謂
れ
を
問
う
僧
。
女
は
か
つ
て
冷
泉
為
相
が
紅
葉
を
見
る
た

め
に
こ
の
地
を
訪
れ
た
こ
と
を
話
し
始
め
た
。
ま
だ
、
山
々
が
紅
葉
し
て
い
な
い
時
期
で

あ
っ
た
が
、
一
本
だ
け
深
く
紅
葉
し
た
木
が
あ
っ
た
の
で
、
為
相
は
ど
う
し
て
こ
の
木
に

だ
け
時
雨
が
降
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
歌
で
詠
み
か
け
た
（
時
雨
は
紅
葉
の
色
合
い
を
深

め
て
い
く
雨
と
認
識
さ
れ
て
い
た
）
…
…
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
僧
は
そ
れ
を
聞
い
て

深
く
感
動
し
、
山
の
時
雨
よ
り
も
先
に
降
る
袖
の
涙
で
あ
る
よ
、
と
い
う
和
歌
を
添
え
た
。

女
は
僧
の
歌
に
感
謝
す
る
と
同
時
に
、
僧
に
促
さ
れ
る
ま
ま
話
を
続
け
た
。
為
相
に
詠
み

か
け
ら
れ
た
楓
は
我
が
身
の
栄
誉
を
誇
ら
し
く
思
い
、
成
功
し
て
名
を
挙
げ
た
な
ら
ば
一

線
か
ら
身
を
引
く
と
い
う
古
く
か
ら
の
言
葉
（
『
老
子
』
に
よ
る
）
ど
お
り
、
紅
葉
す
る
こ

と
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
後
、
こ
の
木
だ
け
は
紅
葉
し
な
く
な
っ
た
の
だ
…
…
女

の
詳
し
い
説
明
に
、
女
の
身
分
を
問
う
と
、
女
は
実
は
こ
の
楓
の
精
で
あ
り
、
尊
い
僧
が

訪
ね
て
き
た
の
で
現
世
に
姿
を
現
わ
し
た
の
だ
と
い
う
。
ま
た
、
今
晩
、
読
経
を
手
向
け

る
な
ら
ば
、
改
め
て
姿
を
見
せ
よ
う
と
言
っ
て
、
露
の
置
く
草
む
ら
に
消
え
て
い
っ
た
。

女
は
や
が
て
僧
の
読
経
に
応
え
る
よ
う
に
、
楓
の
精
と
な
っ
て
再
び
現
れ
、
感
謝
の
念

昭和学院短期大学（佐藤智広）
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と
と
も
に
美
し
く
舞
う
。
い
つ
し
か
夜
も
明
け
、
楓
の
精
も
朝
霧
の
中
に
消
え
て
い
っ
た
。

な
お
、
冷
泉
為
相
の
家
集
『
藤
谷
和
歌
集
』
（
後
代
の
他
撰
）
に
も
こ
の
歌
が
採
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
の
詞
書
は
「
題
し
ら
ず
」
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
の
歌
な
の
か
、
作
歌

事
情
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
し
か
し
、
文
明
一
九
年
（1487

）
に
訪
れ
た
堯
恵
の
『
北
国

紀
行
』
や
、
天
文
一
四
年
（1545

）
に
訪
れ
た
宗
牧
の
『
東
国
紀
行
』
で
も
こ
の
「
青
葉

の
楓
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
り
、
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

『
北
国
紀
行
』
※
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

中
世
日
記
紀
行
集
』（1990

年
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る

同
じ
比
、
六
浦
・
金
沢
を
見
る
に
、
乱
山
重
な
り
て
嶋
と
な
り
、
青
嶂
そ

こ

ろ

せ
い
し
や
う

ば
だ
ち
て
海
を
隠
す
。
神
異
絶
妙
の
勝
地
な
り
。
金
沢
に
至
て
称
名
寺
と
い

へ
る
律
の
寺
あ
り
。
昔
、
為
相
卿
「
い
か
に
し
て
此
一
本
に
時
雨
れ
け
ん
山

こ

の

ひ

と

も

と

し

ぐ

に
先
立
つ
庭
の
も
み
ぢ
葉
」
と
侍
り
し
よ
り
後
は
、
此
木
青
葉
に
て
玄
冬
ま

で
侍
る
由
聞
ゆ
る
楓
樹
、
朽
ち
残
り
て
仏
殿
の
軒
に
侍
り
。

よ

し

き

こ

先
立
た
ば
こ
の
一
本
も
残
ら
じ
と
か
た
み
の
時
雨
青
葉
に
ぞ
降ふ

る

五
月
の
末
（
＝
「
同
じ
比
」
）
称
名
寺
を
訪
れ
た
作
者
堯
恵
は
、
冷
泉
為
相
の
和
歌
に
由

来
す
る
楓
の
木
を
鑑
賞
し
、
普
通
の
紅
葉
の
よ
う
に
時
雨
が
先
立
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
青

葉
の
楓
も
残
っ
て
は
い
な
か
っ
た
ろ
う
、
そ
の
朽
ち
残
っ
た
楓
の
青
葉
に
、
形
見
の
時
雨

が
降
る
こ
と
よ
、
と
自
ら
詠
じ
た
。

■
も
う
一
つ
の
寺
宝
―
楊
貴
妃
の
玉
簾

聖
護
院
門
跡
で
あ
っ
た
道
興
准
后
も
文
明
十
八
年
（1486

）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
東

ど
う
こ
う

じ
ゆ
ご
う

国
へ
の
旅
に
出
た
。
こ
の
と
き
の
体
験
を
紀
行
文
と
し
て
ま
と
め
た
の
が
『
廻
国
雑
記
』

で
あ
る
。
こ
の
作
中
で
、
道
興
は
称
名
寺
に
も
立
ち
寄
っ
て
い
る
が
、
青
葉
の
楓
の
こ
と

に
は
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
か
わ
り
に
、
楊
貴
妃
が
使
用
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
玉
簾

の
鑑
賞
を
許
可
さ
れ
た
。
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『
廻
国
雑
記
』

※
本
文
は
『
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
』（2004

年
、
勉
誠
出
版
）
に
よ
る

此
の
在
所
に
称
名
寺
と
い
へ
る
律
院
侍
り
。
こ
と
の
外
な
る
古
所
に
て
伽

藍
な
ど
さ
り
ぬ
べ
き
さ
ま
な
る
所
々
順
礼
し
侍
り
け
り
。
三
重
の
塔
婆
に
ま

う
で
け
る
に
老
僧
に
行
逢
ひ
ぬ
。
こ
の
塔
の
由
来
な
ど
尋
ね
け
れ
ば
、
こ
れ

に
こ
そ
楊
貴
妃
の
玉
の
簾
二
か
け
安
置
し
侍
れ
。
我
が
は
か
ら
ひ
に
て
侍
ら

ま
し
か
ば
、
一
見
さ
せ
侍
る
べ
き
物
を
と
て
懇
切
な
る
芳
志
ぞ
み
え
侍
り
き
。

既
に
下
向
せ
む
と
し
け
る
に
、
こ
の
僧
い
ろ
い
ろ
思
案
し
て
申
す
や
う
、
暫

く
あ
ひ
ま
ち
侍
れ
、
住
寺
に
申
し
試
み
む
と
て
、
僧
立
ち
入
り
ぬ
。
や
や
あ

持

り
て
立
ち
帰
り
て
い
ふ
様
、
此
の
玉
簾
、
当
寺
の
霊
宝
と
し
て
毎
年
三
月
十

や

う

五
日
に
取
出
す
よ
り
外
に
は
か
た
く
禁
制
し
侍
れ
ど
も
、
拙
老
経
廻
の
義
、

と

り

い

だ

前
後
其
例
有
り
難
く
侍
れ
ば
、
衆
僧
談
合
し
侍
り
て
一
見
を
許
し
侍
る
べ
き

よ
し
申
す
。
ま
こ
と
に
ふ
し
ぎ
な
る
機
縁
な
り
。
簾
の
長
さ
三
尺
四
寸
、
広

さ
は
四
尺
ば
か
り
に
て
、
水
精
の
細
さ
、
世
の
常
の
簾
よ
り
も
猶
細
く
形
は

す
い
し
や
う

見
え
侍
ら
ず
。
王
妃
の
そ
の
古
へ
に
九
花
帳
に
掛
け
侍
り
け
む
事
な
ど
思
ひ

い
に
し

や
り
侍
れ
ば
、
千
石
の
感
緒
今
更
肝
に
銘
じ
て
皆
袖
を
濡
し
侍
り
き
。

道
興
は
称
名
寺
の
三
重
の
塔
婆
を
見
学
し
て
い
た
。
そ
こ
に
現
れ
た
老
僧
に
由
来
な
ど
を

尋
ね
て
い
る
う
ち
に
、
楊
貴
妃
が
使
っ
た
と
伝
承
さ
れ
る
玉
簾
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
本
来
は
三
月
十
五
日
の
み
の
公
開
だ
が
、
、
話
し
合
い
の
結
果
、
見
せ
て
も
よ
い
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
。
ガ
ラ
ス
細
工
で
で
き
た
玉
簾
は
現
在
金
沢
文
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

昭和学院短期大学（佐藤智広）


