
厚

和

の

塔

と

寺

日
】

二

南
部
華
厳
経
塔
･･･････････痕
誓

,
別
建
年
代

二
㌧
慈
燈
寺
(
五
塔
寺

)--
…

毒

しヾ
所
謂
五
塔

三
'
延

詩

寺

･･･
-

=
･
･･毒

の
現
状
略
記

蓋
に
記
さ
う
と
す
る
諸
建
築
は
'
ポ
ズ
ド
ネ

エ
フ
氏
の

｢
蒙

9

苗
と
蒙
古
人
｣
で
外
観
だ
け
は
早
-
か
ら
鰍
っ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
が
､
平
面
鳳
が
な
-
て
は
十
分
理
解
出
来
難
い
の
で
是
非

一

見
し
た
い
と
思
ひ
乍
ら
果
さ
な
い
で
ゐ
た
と
こ
ろ
'
漸
-
昨
夏

古
建
築
行
脚
に
出
か
け
る
機
に
凄
ま
れ
､
九
月
八
日
､
九
日
の
丙
.

日
､

羽
目'
原
田
両
先
生
の
お
件
を
し
て
､
蒙
古
自
治
聯
県
政

船
首
局
者
の
御
壷
力
の
下
に
'
極
め
て
気
楽
に
瞥
見
す
る
喜
び

を
得
た
の
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
.iq'昧

li
日
の
闇
に
厚
和
附
近
の

主
要
な
苗
蹟
を

-L
巡
し
た
の
で
あ
る
か
ら
'
界
に
見
た
と
い
ふ

に
止
ま
り
甚
だ
不
十
分
と
思
っ
た
の
で
､
包
頭
か
ら
の
錆
途
'

村

田

治

羽
田先
生

一
行
と
お
別
れ
し
て
再
び
厚
和
降
に
下
串
'
鐘
化
城

内
の
剰
嚇
寺
か
ら
特
に
二
寺
を
選
ん
で
主
要
部
の
平
面
圏
を
作

っ
た
の
で
あ
る
が
､
こ
の
選
樺
は
建
築
的
に
特
色
の
あ
る
も
の

を
目
標
に
し
た
寛
に
､
歴
史
的
に

7
暦
重
要
で
あ
る
ら
し
い
無

④

景
寺
(俗
名
大
招
)
を
除
-
こ
と
に
な
っ
て
了
つ
た
の
は
残
念
で

あ
っ
た
.
鯖
ほ
平
面
園
を
作
る
時
に
各
殿
の
内
部
ま
で
十
分
調

賓
を
す
る
飴
裕
が
な
か
っ
た
の
で
､
寺
の
平
面
掛
が
罫
に
建
築

配
置
園
に
過
ぎ
な
い
鮎
や
'
す
べ
て
の
記
述
が
表
面
的
に
止
ま

っ
た
事
を
も
御
断
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

①

A
,
P

o

Zdneくく.
M
o
n
g
o
lia
i
M
o
n
g
o
】i,
T
o
m
b
it
(t'e夢
s
l)

r
g

LB
S)
い
ふ
よ
で
も
な
-

.I
八
九
二
･･･三
年
の
族
行
記
で
'
早
-
束

怨
同
文
骨
認
補

｢
東
部
蒙
ii=｣
.(大
正
円
空

が
刊
行
さ
れ
た
が
'
後

者
に
は
股
著
の
毎
重
版
を
採
-
入
れ
Lj,か
つ
た
の
で
建
築
Lj,ど
に

関
し
て
は
不
便
で
あ
る
｡
こ
れ
と
は
別
の
話
で
あ
る
が
､
大
連
の

東
泉
印
婁
協
倉

の
撮
影
技
師
が
十
年
許
前
に
縁
遠

･
包
頭

･
五
瞭
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地
方
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
､
ウSJの
寛
員
を
鵡
じ
て
私
は
此

の
地
方
の
建
築
の
委
だ
け
は
知
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
｡
尤
も
そ
れ

に
は
端
部
華
厳
経
塔
は
な
か
つ
た
が
.

佃
は
瀬
棚
考
古
拳
骨
蒙
古
調
査
班
著

｢
蒙
古
高
原
梼
餅
記
｣
(昭

和
十
二
年
刊
)
に
こ
ゝ
の
蜘
嚇
寺
の
境
員
及
び
記
事
が
あ
っ
て
参
考
に

な
る
｡

⑦

綴
来

春
八
､
古
拭
考
無
最
寺
准
城
南
門
里
許
､
俗
名
大
招
'
明
崇
頑

中
､
渚
都
統
前
線
路
楚
塊
御
､
奉
諭
'
委
左
翼
佐
領
補
著
聞
擁
節

制
巴
太
､
輿
徳
木
替
汲
布
咽
嚇
協
同
'
滞
原
寺
妓
大
~
賜
名
重
義
~

匪
讐

二
十
六
年
'
無
札
匪
克
達
嚇
嚇
約
位
奔
託
晋
呼
河
鹿
問
､
奏

請
殿
易
責
瓦
O
山
西
通
志
光
緒
茶
､
懸
五
七
に
は
崇
徳
中
紐
な
ど
ゝ
あ

っ
て
少
し
違
ふ
｡
こ
の
寺
が
寓
瀞
七
年
救
う
俺
客
が
寺
額
を
請
う

て
弘
慈
寺
の
名
を
賜
っ
た
(明
史
紐
解
本
末
巻
六

〇
)と
い
ふ
寺
に

ま
で
潮
-
得
る
か
と
思
ふ
.
私
は
寺
を

山
督
し
て
少
し
撮
影
し
た

の
み
で
あ
る
が
'
建
築
は
飴
-
特
異
性
な
-
仝
-
の
支
那
系
で
あ

っ

た

｡

二

常
部
華
厳
経
塔

厚
和
降
の
東
方
十
八
粁
な
る
白
塔
砧
(詑
避

)
の
南
に
常
り

畑
の
中
に
遠
く
逆
光
で
見
え
る
の
が
爵
部
華
厳
経
塔
で
あ
る
｡

厚
和
新
城
か
ら
は
自
動
車
で
片
道
約
五
十
分
を
要
す
る
距
離
に

あ
る
が
'
し
か
し
道
路
が
更
に
よ
-
な
れ
ば
此
の
時
閑
が
短
縮

さ
れ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
｡

塔

は
八
角
七
修
の
親
築
'
基
層
の
一
連
約
六
米
六
十
糎
'
高

さ
的
叫
十
四
米
(百
四
十
五
尺
)
位
で
あ
ら
う
｡

尤
も
今
で
は
頂

上
の
屋
根
が
壊
れ
て
了
つ
て
､
小
石
か
又
は
観
の
破
片
ら
し
い

も
の
を
犠
み
重
ね
て
低
-
風
錐
動
の
屋
根
を
つ
く
り
'
刈
輪
も

全
-
袈
失
し
て
ゐ
る
状
態
だ
か
ら
'
嘗
て
完
備
し
て
ゐ
た
時
に

比
べ
て
可
な
り
低
く
な
っ
て
ゐ
る
の
は
推
察
に
難
-
な
い
.

外
形
は
北
文
よ
り
満
洲

へ
か
け
て
の
地
域
に
多
い
遼
金
系
の

俳
塔
と
些
か
異
る
｡
遼
金
系
俳
塔

は
八
角
多
盾
で
軍

産

以
上

が
高
さ
を
急
に
減
じ
て
'
屋
根
の
み
を
積
み
重
ね
た
外
観
を
呈

L
t
各
唐
に
窓
が
な
-
､
内
部

へ
入
る
JJ
と
も
上
骨

へ
昇
る
こ

と
も
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
'
此
の
塔

は
第
二
暦
以
上
も
初
盾

と
同
様
に
高
く
且
つ
窓
が
あ
ゎ
'
内
部
に
入
り
階
段
に
よ
っ
て

上
勝
ま
で
上
る
こ
と
が
刑
乗
る
｡
斯
る
鮎
は
中
支
以
南
に
多
い

米
系
と
も
い
ふ
べ
き
併
塔
に
似
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
､
t
か
し

各
盾
の
外
壁

一
面
に
彫
刻
を
施
し
て
ゐ
る
瓢
で
宋
系
俸
塔
と
明

か
に
笛
別
が
吊
束
､
結
局
猫
白
の
形
式
を
示
す

7
系
統
と
見
な

す
べ
き
塔
で
あ
る
｡
而
も
同
じ
系
統
に
協
す
る
違
例
は
､
僅
か

ヰ
ヤ
ガ
ンゾ
.a.･ルガ
ン

に
輿
安
酉
省
の
西
北
境
な
る

自

塔

子

(
順

蜘
5
)
の
麗
塔
が
知
ら
れ

て
ゐ
る
位
で
､
極
め
て
少
数
で
あ
る
ら
し
い
鮎
に
も
比
の
塔
の

重
要
さ
が
あ
る
｡
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塔

の
細
部
に
つ
い
て
少
し
-
記
し
て
見
よ
う
｡
高
さ
囲
米
以

上
に
及
ぶ
基
壇
に
は
少
な
か
ら
ぬ
修
補
が
加

へ
ら
れ
て
居
り
'

そ
の
手
法
が

極
-

近
年
の
も
の
で
あ
る
か
ら
'
塔

の
南
方
に

柵
々
離
れ
て
立
つ
民
国
十
□
年
十

.I
月
の
重
修
碑
が
物
語
る
重

修
と
は
恐
ら
-
此
の
基
壇
に
於
け
る
も
の
に
止
ま
る
ら
し
い
｡

修
柿
は
初
盾
以
上
に
認
め
ら
れ
す
､
屋
頂
の
如
き
は
十
九
世
紀

末
に
於
け
る
ポ
ズ
ド
ネ

エ
フ
氏
の
富
農
と
殆
ん
ど
同
じ
状
悪
だ

か
ら
で
あ
る
.
両
も
そ
の
修
補
が
可
な
り
改
悪
で
あ
っ
て
'
昔

の
特
徴
あ
る
部
分
を
除
い
て
不
明
に
し
た
鮎
が
少
か
ら
す
眼
に

つ
-
0

そ
れ
で
も
基
壇
の
最
上
部
に
於
け
る
三
盾
の
大
連
雛

(即
ち

蓮
座
)
と
そ
の
下
に
あ
る
高
欄
の
部
分
が
'
或
る
程
度
ま
で
残

さ
れ
た
の
は
嬉
し
-
､
高
欄
の
下
の
腰
組
は
恐
ら
-
弟
二
盾
の

そ
れ
と
同
じ
-
二
手
先
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
｡
腰
紐
よ
ゎ
も

下
部
に
つ
い
て
は
全
く
知
る
す
べ
が
な
か
っ
た
｡

外
壁
に
浮
彫
を
多
く
つ
け
て
ゐ
る
の
は
初
唐
と
第
二
替
と
で

第
三
盾
以
上
は
罪
に
窓
又
は
扉
な
ど
の
建
築
的
表
現
を
し
て
ゐ

る
に
過
ぎ
な
い
.
初
盾
の
彫
刻
に
は
三
悪
あ
り
'
第

7
は
ア
ー

チ
の
出
入
口
の
左
右
に
武
器
を
持
つ
天
王
の
立
像
､
こ
れ
は
南

面
と
北
面
と
で
あ
る
｡

南
面
ア
ー
チ
の
上
に
寓
部

･
華
厳

･
経

塔
と
二
字
宛
三
行
に
刻
ん
だ
石
額
を
は
め
て
ゐ
る
が
'
そ
の
周

囲
の
漆
喰
が

新
し
-

近
年
の
重
修
の
時
に
手
を
入
れ
た
ら
し

い
｡
第
二
は
矩
形
の
竪
格
子
窓
の
左
右
に
立
つ
菩
薩
立
像
'
窓

の
上
部
に
小
さ
な
俳
坐
像
が
あ
る
も
の
で
'
東
南
'
西
南
な
ど

の
斜
の
面
に
見
え
る
｡
第
三
は
二
枚
の
樺
唐
戸
を
閉
し
た
出
入

口
の
形
の
左
右
に
天
王
の
立
像
､
そ
の
上
部
に
腎
格
子
を
入
れ

た
小
さ
な
明
り
探
り
の
窓
が
あ
り
､

こ
れ
は
束
と
西
と
の
二

面
O
八
つ
の
隅
に
あ
る
閲
桂
に
は
脂
が
巻
き
つ
い
て
ゐ
た
ら
し

い
が
､
今
で
は
殆
ん
ど
全
部
姿
を
滑
し
て
ゐ
る
｡

第
二
盾
の
彫
刻
は

一
骨
完
全
に
残
り
'
柾

の
龍
が
は
っ
き
り

判
る
.
壁
面
浮
彫
些
研
静
と
殆
ん
ど
同
様
で
あ
る
が
'
只
位
置

が
少
し
襲
っ
て
､
初
唐
の
ア
ー
チ
の
部
分
と
二
枚
扉
の
部
分
と

が
第
二
骨
で
は
入
れ
換
り
'
南
北
面
が
扉
'
東
西
面
が
ア
ー
チ

で
あ
る
｡
さ
う
し
て
東
南
な
ど
の
斜
の
両
は
第
二
'
第
三
厚
以

上
も
初
暦
と
同
じ
-
緊
格
子
の
窓
で
あ
る
が
'
第
二
暦
で
は
窓

の
上
の
坐
悌
小
像
を
快
き
'
第
三
盾
以
上
で
は
菩
薩
像
ま
で
な

く
な
る
位
の
差
異
が
あ
る
.
備
ほ
二
枚
扉
は
第
二
盾
以
上
で
は

所
謂
板
唐
戸
と
な
り
'
同
時
代
に
二
柾
の
犀
が
あ
っ
た
こ
と
を

示
し
て
ゐ
る
｡

孝

二
静
以
上
に
は
人
像
的
彫
刻
が
な
-
'
柱
形
を
以
て
壁
面
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を
縦
に
三
つ
割
り
に
し
､
中
央
の
柱
間
の
廉
い
部
分
に
ア
ー
チ

や
窓
を
入
れ
る
｡
さ
う
し
て
ア
ー
チ
と
二
枚
扉
と
の
配
置
は
､

弟
三
修
が
初
燈
､
弟
畑
槍
が
弟
二
線
と
同
じ
と
い
ふ
や
う
に
'

7
謄
置
き
に
同
じ
も
の
を
繰
り
返
し
て
ゐ
る
虹
過
ぎ
な
い
が
'

一
見
し
た
と
こ
ろ
で
は
壁
面
の
変
化
が
多
-
て
可
な
り
複
雑
な

印
象
を
輿

へ
る
.
弟
三
盾
以
上
の
絶
て
の
桂
が
南
牧
の
角
柱
に

な
っ
て
ゐ
る
の
も
注
意
し
た
い
｡

各
槍
の
屋
根
が
壊
れ
落
ち
て
了
つ
た
こ
と
些
富
ふ
ま
で
も
な

い
が
､
同
時
に
各
修
に
は
高
欄
(恐
ら
-
木
造
-
)
が
あ
っ
た
鮎

を
も
見
逃
が
す
べ
き
で
な
か
ら
う
｡
屋
根
を
文

へ
る
斗
排
の
上

方
に
ま
た
斗
緋
の
暦
が
見
え
る
の
は
高
欄
の
腰
紐
で
あ
る
｡
屋

根
と
高
欄
と
の
二
者
が
壁
面
よ
り
少
し
突
出
し
て
ゐ
た
こ
と
と

屋
頂
の
刺
輸
と
を
加

へ
て
初
め
て
全
鰐
の
姿
の
想
像
が
出
来
上

①る
.

し
か
し
此
の
種
の
八
角
塔
の
輪
郭
線
は
｣
日
本
の
併
塔
の

や
う
な
軽
快
件
に
乏
し
-
'
甚
だ
鈍
重
で
ス
ッ
キ
リ
し
.た
昧
仏

が
快
け
て
ゐ
る
の
は
事
賢
で
あ
る
｡

塔
の
建
染
年
代
を
明
確
に
示
す
文
敵
を
私
は
知
ら
な
い
｡
し

か
し
塔
の
全
形
及
び
細
部
の
示
す
様
式
に
よ
っ
て
年
代
を
推
定

す
れ
ば
､
遼
代
末
期
ま
で
は
潮
り
得
る
虹
の
1
や
う
で
あ
る
.

尤
も
様
式
な
る
も
の
は
硯
春
の
表
面
的
性
質
の
み
を
基
準
に
す

る
か
ら
'
著
し
根
本
的
大
重
修
に
よ
っ
て
外
貌
が
一
撃
し
た
や

う
な
場
合
に
は
'
そ
の
重
修
年
代
の
み
を
判
定
し
て
速
に
創
建

年
代
を
求
め
得
な
い
こ
と
が
あ
る
の
は
勿
論
で
あ
る
｡

様
式
的
特
徴
を
多
少
摘
記
し
ょ
う
O
第

一
は
斗
排
の
特
徴
､

肘
来
下
端
の
凸
曲
線
が
数
個
の
直
線
叉
は
凹
曲
線
よ
り
成
る
こ

と
'
昂
二
盾
と
第
四
暦
と
の
中
央
に
斜
め
斗
排
を
用
ゐ
る
こ
と

及
び
斗
横
の
上
部
に
下
が
水
平
'
上
が
斜
め
に
切
り
去
ら
れ
て

先
端
が
三
角
状
に
な
っ
た

一
種
の
拳
最
新
の
材
を
載
せ
て
ゐ
る

こ
と
等
が
奉
げ
ら
れ
る
｡
基
壇
の
高

欄
に
於
け
る
雷
文
系
の
組

子
と
斗
束
の
瓢
象
形
曲
線
も
注
意
す
べ
y
t
附
蓮
に
落
ち
て
ゐ

る
甑
の
破
片
に
見
る
純
白
の
線
の
如
き
も
金
代
ま
で
降
ら
な
い

や
う
で
あ
る
｡
桂
と
斗
棟
と
の
中
間
に
垂
輪
を
挿
入
し
て
ゐ
る

の
は
'
西
紀
十

7
世
紀
初
頭
以
後
位
か
ら
の
様
式
ら
し
-
黍
せ

し
め
､
外
壁
の
諸
彫
刻
に
豊
麗
さ
を
炊
ぎ
些
か
乾
か
ら
び
た
趣

き
の
あ
る
の
も
'
遼
末
以
前
に
は
遡
る
べ
き
で
な
い
ら
し
-
忠

色

は
し
め
る
や
う
で
あ
る

｡

様
式
の
年
代
的
差
奥
の
間
短
は
未
だ
明
確
に
さ
れ
な
い
卦
が

砂
-
な
い
の
で
'
以
上
に
よ
っ
て
も
上
限
を
遼
末
ら
し
い
と
い

ふ
の
み
で
'
下
限
を
明
確
に
は
言
払
難
-
､
恐
ら
-
金
初
位
に

違
-
べ
き
か
と
推
察
す
る
程
度
で
あ
る
｡
故
に
結
局
遼
末

･
金
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初
の
塔

と
借
り
に
推
定
し
て
大
過
な
い
か
と
思
ふ
｡
吾
々
は
惜

-
も
塔
の
内
部

へ
入
る
横
倉
を
得
な
か
っ
た
が
､
康
鷲
二
十
七

年
に

.L
驚
し
た
鰻
良
葦
の

｢
出
塞
紀
喝
｣
な
ど
に
よ
れ
ば
'
第

七
唐
内
の
東
壁
に

｢
大
金
大
定
二
年
奉
歓
重
修
｣
と
大
書
L
t

③

そ
の
他
金
元
入
の
輩
鏡
が
壁
に
多
-
残
っ
て
ゐ
る
と
い

ふ
｡
重

修
な
る
文
字
は
修
繕
の
時
に
も
改
築
の
時
に
も
用
ゐ
ら
れ
る
の

で
､
そ
の
何
れ
で
あ
る
か
は
様
式
と
較
べ
て
慎
重
に
考
慮
す
べ

き
で
あ
る
が
､
こ
の
塔
の
場
合
は
大
定
二
年
ま
で
降
る
様
式
と

見
難
い
や
う
で
あ
る
か
ら
､
結
局
大
足
二
年
(
謂

一11)
の
修
繕
だ

っ
た
と
解
す
る
方
が
穏
や
か
だ
ら
う
｡

塔
の
現
在
地
が
遼

･
金
の
豊
州
の
故
地
で
あ
る
こ
と
は
嘗
て

④

和
田
教
授
が
考
記
さ
れ
た
所
で
あ
り

'
現
准
拾
ほ
塔
は
土
成
牡

と
思
は
れ
る
も
の
1
中
に
立
っ
て
ゐ
る
｡
豊
州
と
言
へ
ば
内
蒙

古
西
南
壇
の

7
大
雄
鐘
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
､
右
に
推
定
し
た

年
代
中
に
塔
が
建
て
ら
れ
た
と
し
て
も
営
然
の
こ
と
三

三

よ

う
.
大
清

?
統
志
(
諾

)

に
よ
れ
ば
此
の
悌
塔
は
大
明
寺
に
あ

㊤

っ
た
も
の
で
'
そ
の
大
明
寺
は
金
の
大
足
七
年
の
建
設
だ
と
い

ふ
が
'
そ
れ
で
は
塔
の
方
が
早
-
建
て
ら
れ
次
い
で
寺
に
及
ん

だ
の
で
あ
ら
う
か
｡
異
な
る
想
像
の
範
囲
を
出
な
い
け
れ
ど
も

背
通
の
例
か
ら
見
て
私
は
塔
の
み
が
孤
立
さ
れ
た
と
す
る
よ
り

も
､
塔
と
共
に
早
-
寺
も
建
･V
ら
れ
た
と
孝
へ
る
方
が
穏
や
か

と
忠
弘
'
且
つ
大
足
七
年
は
重
建
年
時
か
'
又
は
以
前
の
寺
の

代
り
に
大
明
寺
な
る
寺
が
新
た
に
建
て
ら
れ
た
年
時
と
解
す
べ

き
で
は
な
か
ら
う
か
と
恩
ふ
｡
尤
も
規
春
で
は
塔
の
附
近
を
見

渡
し
て
も
寺
牡
と
思
は
れ
る

一
礎
石
さ
へ
眼
に
つ
か
な
い
情
憩

で
あ
っ
た
が
｡

要
す
る
に
こ
の
地
方
で
は
創
建
年
時
が
最
も
苗
-
､
且
つ
類

例
少
な
い
形
式
の
貴
重
な
塔
で
あ
る
か
ら
'
政
府
常
局
者
の
特

別
な
愛
護
を
切
望
す
る
と
同
時
に
'
今
後
の
修
補
に
際
し
て
は

的
来
る
だ
け
原
様
式
の
保
存
に
注
意
を
捗
っ
て
戴
き
た
い
.

G
)
こ
の
塔
の
原
形
を
推
察
す
る
に
は
興
安
西
省
自
塔
子
の
塔
の
審
虞

が
最
も
通
常
か
と
恩
ふ
｡
そ
の
外
観
は
前
出
ポ
ズ
ト
ネ
エ
フ
氏
著

に
早
-
紹
介
さ
れ
た
が
､
詳
細
を
知
る
に
は
東
方
文
化
畢
院
束
京

研
究
所
報
骨
｢
遼
金
時
代
/
建
築
卜
其
俳
優
｣
陶
版
下
卿
を
参
照
｡

㊥

断
る
細
部
株
式
を
考

へ
る
に
常
っ
て
は
'
関
野
貞
博
士

｢
支
那
の

建
築
と
萎
縮
｣
二
六
四
-
八
東
三

八
千

六
頁
､
拙
稿

｢
癒
噺
悌
官
尊
の
大

木
塔
｣
(建
築
拳
骨
論
文
集
､
第

一
三
統
)

③

銀
良
揮

｢
出
塞
紀
略
｣
(借
月
山
停
愛
抄
本
に
よ
る
)廃
駅
…戊
辰
(
二

七
年
)
五
月
十
七
日
戊
子
････-
復
見
頚
城
'
基
祉
街
壊
､
甚
千
昨

併
緩
着
'
其
大
相
防
､
浮
屠

1
塵
'
高
遠
大
半
'
六
角
七
級
､
鈍

痛
相
成
'
不
用
木
石
､
外
向
境
作
菩
薩
天
王
､
両
而
故
立
､
承
以

蓮
花
､
花
琳
外
樺
教
尺
､
閃
以
虎
簾
､
豹
劉
玲
域
､
生
動
如
虞
'
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仝
未
剥
落
'
但
丹
空
漠
憶
爾
'
商
家
書
類
額
'
日

｢
蔑
部
華
厳
経

塔
｣
'
毎
扱
高
三
文
許
､
階
梯
軸
登
､

首
級
有
石
碑
八
塵
'

陥
入

壁
間
､
曙
不
可
讃
､
吹
火
照
之
､
字
鯉
陶
工
'
開
列
男
締
数
千
盲

人
姓
名
'
別
無
隻
字
､
諌
銘
中
有

｢
忠
勇
校
尉
某
｣
･
｢
漠
兄
都
日

英
｣
･
｢
女
直
都
日
英
｣
･
｢
通
部
莱
｣
､
種
種
名
色
姓
名
､
新
多
中

華
氏
族
､
其
女
虹
姓
名
者
'
十
之

一
爾
､
傍
及
嫁
入
､
或
稗

｢
嚢

某
｣
､
或
稀

｢
娘
子
某
氏
｣
､
或
稀

｢
基
椴
噴
｣
､
樫
俗
吋
笑
､

噸

似
村
域
所
篤
'
英

一
碑
'
署
臼

｢
寓
部
華
厳
経
塔
､
看
経
人
数
､

乳
首
比
軍
帽
州
悪
仁
､
聾
宏
誓
言
､
如
有
情
数
経
箆
肴
､
地
底
海

印
定
光
塞
'
願
限
恒
無
紋
陥
､
諮
苦
悩
大
地
衆
生
､
供
如
普
発
行

溝
｣
､
此
外
絶
顛
紀
載
可
考
'
彼
地
相
侍
'
｢
啓
有
石
碑
'
備
専
修

建
始
末
､

以
金
銀
鋒
錯
'

其
額
篤
賄
賂
者
取
去
｣
､
妾
博
聞
失
接

久
奥
､
上
大
紋
杓
明
､
停
二
幡
以
納
日
光
､
其
問
､
戎
束
西
内
､

戎
南
北
向
､

膚
層
相
関
'

絶
頂
第
七
級
'

中
空
如
庭
'

中
間
軸

物
､

束
管
壁
端
'

大
書
日

｢
大
金
大
定
二
年
'
番
数
釜
修
｣
､
不

言
其
自
何
代
的
､
以
此
推
之
､
旋
其
創
手
元
魂
高
宗
以
後
'
壁
間

選
者
甚
多
'
大
抵
常
会
元
入
遺
筆
'
多
有
墨
蹟
如
漸
う
両
語
皆
粗

邸
'
蚤
侍
其
虞
'
不
敢
妾
易

1
字
'
傍
線
於
後
~
塔
内
都
無
偽
像
~

附
錬
帯
解
塔
題
名

絶
管
僻
判

･
石
仲
玉
､
雪
空

1十
年
八
月
初

一
日
､
来
遊
於
此

今
人
同
市
人
､

戎
月
如
新
月
､

至
正
十
年

正
月
二
十
二
日
'

劉

沸

･
同
滝
川
'
二
婦
人
､
同
机

･
問
机
題

大
柴
路
､
大
徳
二
年
五
月
初
九
日
書

.

欽
差
戴
聡
明
'
四
川
江
安
蘇
人
'
元
粧
二
年
四
月
初
八
日
雑
費

尋
虞
詫
入
蓬
莱
島
'
番
風
不
動
桃
花
老
､
疎
芝
何
慶
不
浄
爽
'
自

尊
満
地
無
人
符
､
真
治
三
年
二
月
十

一
日
書

写
空

ハ
年
五
月
初
三
日
'
文
山
相
図
幕
下
相
士
三
人
到
此

大
定
十
八
年
三
月
十
二
日
'
関
西
鏡
戎
軍

･
焚
輿
到
此
題

豊
州
水
城
塔
､
至
二光
十

1
年
五
月
､
豊
州
管
水
鏡
捉
鮎
王
英

･
並

伯
川
嬉

大
朝
至
元
八
年
'
西
東
園
仁
王
院
恰
素
養
､
同
遊

･
宣

･
沖

･
平

慣
'
五
蹄
師
到
此
記

先
親
犬
別
図
山
西
大
原
席
代
州
峰
駄
儒
単
相
庚
生
貝
段
緒
T
字
希

漉
'
嘉
靖
三
十
九
年
九
月
十
五
日
'
鞍
鼻
大
挙
'
攻
囲
壊
塞
'
滞

1
家
近
杖
六
十
日
殺
轟
､
止
存
清

一
家
大
小
五
H
t
僻
念
斯
文

一

腺
､
餌
其
性
命
'
恩
人
達
爾
藻
帯
同
北
朝
'
路
速
算
叔
二
人
段
鷹

桝

･
段
茂
先
､
叉
遇
妹
夫
ポ
枚

･
活
棄
陳
氏

･
男
叩
午
妃
甘
名
段

守
魯

･
長
女
愛
育
兄

･
次
女
寒
書
見
'
陳
氏
於
寮
靖
四
十
年
四
月

初

一
日
病
故
'
閏
五
月
二
十
七
日
'
妹
夫
石
枚
畔
甲
牛
鬼
､
投
過

南
朝
去
7
､
六
月
初
八
日
留
名
'

去
年
曾
酵
海
業
叢
'
開
設
新
棟
発
奮
紅
､
昨
夜
夢
遡
花
下
飲
'
不

知
身
許
玉
堂
中
'
瑞
伯
書

私
達
は
梯
子
が
な
-
て
塔
内
に
入
る
こ
と
を
得
な
か
っ
た
鴇
に

右
の
や
う
な
多
-
の
文
字
の
布
衣
を
確
め
る
こ
と
が
出
水
な
か
つ

た
が
'
石
碑
は
確
か
に
あ
る
ら
し
い
か
ら
'
今
徴
の
調
査
者
の
注

意
を
喚
起
し
た
い
と
思
っ
て
'
長
文
な
が
ら
引
用
し
て
定
い
た
の

で
あ
る
.
L･t
は
小
方
責
務
輿
地
叢
砂
併
収
の
H
塞
紀
略
と
比
較
す

る
と
附
銀
以
前
の
部
分
は
此
の
方
が
飴
程
詳
し
い
｡
張
鵬
餅
の
奉

俵
俄
耗
斯
日
記
に
蔑
巻
華
族
経
塔

と
あ
る
の
は
勿
論
誤
記
で
あ
る

40



329

④

利
附
措
博
士

｢
豊
州
天
徳
軍
の
偉
崖
に
つ
い
て
｣
(史
林
十
六
ノ
〓
)

第一圏 窓 際 寺 全 教

①

大
明
守
…
金
大
定
七
年
建
'

今

建
碑
､
塔
糊
存
､
と
あ
る

軒
を
見
る
と
何
に
よ
っ
て
大

足
七
年
と
し
た

か

ゞ

怪

し

-
､
塔
内
の

大
足

二
年

[は
る

文
字
を
七
年
と
誼
み
訪

っ
た

こ
と
に
暴
く
か
と
も
思

ふ
｡

二

ー

慈

燈

寺

慈
燈

寺
は
そ
の
最
後
方
に

所
謂
五
塔
が
あ
っ
て
人
目
を

ひ
-
の
で
'
五
塔
寺
と
い
ふ

方
が

一
般
に
知
ら
れ
た
名
稲

で
あ
る
｡
山

西

通

志

(
枇
讐

)

○こ･-

慈
燈
寺
､

衣
曇
編
寺
東
南
､

有
塔
､

基
園
十
丈
'

上
岐
筑

五
､

亦
呼
五
塔
寺
'

又
日
新
招
'

薙
正
先
年
建
､

十
年
賜

名
と
あ
り
､
寺
に
は
石
碑

7
つ
見
雷
ら
な
い
現
状
だ
か
ら
､
こ

れ

以
上
の
歴
史
を
未
だ
知
ら
な

い
｡
新
招
と
も
呼
ば
れ
る
や
う
に

懲
ら
-
錆
化
成
の
刑
場
寺

の
中
で
最
も
新
し
-
建
て
ら
れ
た
も

の
ら
し
-
'
所
謂
東
塔
を
除
け
ば
建
築
に
は
何
等
の
特
色
な
-

規
模
も
亦
大
き
-
な
い
｡

寺
は
南
而
し
て
山
門
前
に
鷹
場
を
設
け
､
そ
の
南
端
に
常
り

.

影
壁
を
置
-
.
他

の
奇

々
の
や
う
に
髄
場
を
中
心
に
す
る
人
の

4

雛
沓
を
見
ず
､
極
め
て
物
寂
し
い
場
所
で
あ
る
O
山
門

の
左
右

-

の
糖
壁
に
は
未
だ
に
鮎

々
と
銃
眼
と
党
し
き
孔
が
あ
け
ら
れ
､

門
内

の
庭
に
は
'
縦
横
に
濠
が
掘
ら
れ
た
ま
1
に
な
っ
て
ゐ
る

* ･ゝ
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の
は
'
事
襲
前
に
此
虚
が
軍
隊
に
占
居
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
を
物

語
る
や
う
で
あ
る
O
今
で
は
庭

一
両
に
夏
草
が
生
払
繁
り
'
寺

は
無
住
に
な
り
了
つ
て
ゐ
た
｡

山
門

(駐
印
㌫

)
も
左
右
の
液
門
も
閉
さ
れ
て
ゐ
る
.
門
を
入

っ
た
と
こ
ろ
の
中
庭
の
東
西
に
は
白
色
の
小
判
嚇
塔
が
各

一
基

宛
垂
上
に
置
か
れ
て
ゐ
る
が
､
基
壇
側
面
の

は
早
-
出
来
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
等
の
型
式
は
北
京
の
例
に

於
て
印
度
の
制
が
酉

幕

僚
に
よ
っ
て
侍

へ
ら
れ
た
と
い
ふ
話
が

㊤

あ
る
通
り
､
印
度
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
所
謂
大
塔
の
形
を
模
倣
し
た
の

で
あ
る
が
'
し
か
し
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
所
謂
大
塔
は
俳
陀
が
成
遺
し

た
と
い
ふ
菩
提
楢
下
の
金
剛
座
で
は
な
-
'
ま
た
俳
舎
利
を
納

諸
彫
刻
を
は
じ
め
塔
の
形
態
な
ど
､
親
て
酒

代
中
期
以
後
の
手
法
で
見
る
べ
き
鮎

は

な

い
o

嚇
嚇
塔
の
北
に
東
西
配
殿
､
中
央

に
bTt

字
形
平
面
の
大
殿
が
あ
り
'
そ
れ
よ
り
北
に

は
中
心
線
上
に
俳
殿
(絹
競

)
が

二
棟
置

か

れ
'
次
い
で
所
謂
五
塔
の
一
郭
と
な
る
の
で

あ
る
が
'
こ
れ
等
の
諸
殿
の
名
覇
を

一
々
調

べ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
｡

こ
の
寺
と
し
て
は
言
ふ
ま
で
も
な
-
'
軍

化
城
の
全
判
備
寺
の
中
で
も
所
謂
五
塔
は
ど
興
味
あ
る
建
築
は

他
に
あ
る
ま
い
｡
こ
れ
と
同
じ
形
式
の
も
の
は
北
京
西
部
の
大

滋
聾

寸
の
金
剛
蟹
座
(所
謂
五
塔
寺
)
(朗盟

豊
三
)
と
碧
雲
寺
の

金
剛
蟹
座
(㌍
謂
相
触
-冠
欝
謂
れ
枇
)
と
の
二
つ
が
あ
り
､
こ
れ
を

薙
1'止
五
年
(
諸
法
)
蓮
と
す
れ
ば
二
十

7
年
ほ
ど
碧
雲
寺
の
よ
tI1

+ ㌶

第三薗 慈燈寺金剛棄塵平面潮

(上)婁上 (下)塞

-～-42-

め
た
塔
婆
と
も
異
な
り
'
聖
地
に
建
て
ら
れ
た
精
舎
で
あ
る
か

ら
､
厳
密
竺
17E
へ
は
塔
と
か
金
剛
安
座
な
ど
の
名
稲
は
適
切
で

③

な
い
｡
所
が
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
金
剛
座
の
上
に
は
早
-
殿
を
建
て
1

聖
跡
を
配
り
'
そ
れ
が
歴
々
修
補
改
造
さ
れ
た
の
で
'
其
の
後

世
に
於
け
る
精
舎
の
形
を
金
剛
座
と
誤
ま
り
侍

へ
た
も
の
ら
し
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-
､
塔
な
る
名
補
も
合
利
の
有
無
に
拘
ら
ず
庚
-
用
ゐ
る
に
至

I

っ
た
や
う
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
建
染
の
入
口
上
部
に

｢
金
剛
座

合
利
空
塔
｣
と
刻
ま
れ
て
ゐ
る
の
も
'
敢
て
と
が
め
て
立
て
す

る
迄
も
な
い
こ
と
1
思
ふ
｡

尤
も
私
は
塔
婆
と
匿
別
す
る
た
め

に

｢
所
謂
五
塔
｣
な
ど
と
所
謂
な
る
文
字
を
つ
け
て
害
-
の
で

あ
る
が
｡

慈
燈
守

の
所
謂
.<
塔
の
形
は
大
正
党
寺
の
そ
れ
に
比
較
的
よ

-
似
･た
瓢
が

宰-
､
碧
雲
守
の
も
の
は
全
形
は
似
て
ゐ
て
も
細

部
に
於
て
可
な
り
の
州
違
を
示
し
て
ゐ
る
o
し
か
し
年
代
の
差

は
軍
ひ
難
-
､
表
面
浮
彫
の
技
巧
は
大
正
党
寺
の
も
の
が
最
も

優
れ
､
慈
燈
寺
の
そ
れ
が
著
し
-
劣
っ
て
見
え
る
の
は
致
し
方

も
な
い
｡
言
ふ
ま
で
も
な
-
絶
て
石
造
で
あ
る
が
'
北
京
の
二

例
が
白
大
理
石
で
あ
る
の
に
封
L
t
こ
れ
は
赤
褐
色
の
英
次
岩

質

γ
･の
石
で
あ
り
'
必
姿
な
部
分
に
は
教
料
を
塗
っ
て
ゐ
る
｡

全
形
は
机
形
豪
上
に
五
つ
の
多
修
5
:
と
階
投
屋
根
と
を
載
せ

た
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
場
合
は
蔓
の
幅
約
十

一
米
､
奥
行
九

米
五
､
高
さ
七
米

(
崇
朗
詔
蜘
)
､
中
央
が

方
形
七
槍
塔
で
最
も

高

-

､
川
隅
が
方
形
茄
牌
搭
'
高
さ
約
七
米
に
及
び
､
各
修
塔

第四国 慈 IRi寺 金 剛 寅 座 入 Il

の
上
に
は
州
輪
の
代
り
に
夫

々
小
劉
備
塔
を
載

せ
る
.
益
の
側
面
は
上
郡
の
多
僚
塔

の
側
両
と

同
様
に
'
屋
根
形
の
突
出
を
つ
け
て
七
盾
と
し

そ
の
各
唐
に
小
俳
像
を
無
数
に
浮
彫
り
し
て
ゐ

る
.
而
し
て
妻
の
最
下
に
史
に
基
壇
を
意
味
す

る
修
を
設
け
て
獅
子
な
ど
の
浮
彫
を
施
し
た
手

法
は
､
大
証
党
寺
の
金
剛
安
座
と
多
少
趣
き
を

輿
に
し
た
鮎
が
あ
る
｡
毒
の
正
面
中
央
に
大
ア

E

I
チ
を
設
け
､

矩
形
の
輪
郭
の
平
面
内
に
十
字

形
の
室
を
と
-
'
室
内
か
ら
憂
上
に
上
る
階
接

を
つ
け
る
取
り
扱
弘
に
も
､
大
正
党
寺

の
そ
れ

43
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と
異
な
っ
た
鮎
が
見
出
せ
る
が
'
し
か
し
大
ま
か
に
言

へ
ば
絶

て
の
例
が
ブ
ダ
ガ
ヤ
の
所
謂
大
塔
に
大
略
似
通
っ
た
計
葺
で
あ

⑤

る
の
は

興
味
深
い
事
昔
で
あ
っ
て
'
如
何
な
る
闇
式
に
よ
っ
て

侍
播
さ
れ
た
か
ゞ

注
意
す
べ
き
問
鞄
に
な
る
と
恩
ふ
O

垂
の
束
西
南
の
三
芳
に
は
緒
壁
が
綾
ぐ
ら
さ
れ
､
北
に
は

山

稜
の
影
壁
が
高
く
築
か
れ
て
､

そ
の
北
は
稗
牌
に
面
し
て
ゐ

る
｡
影
壁
の
甫
(即
ち
内
)側
'
つ
ま
り
所
謂
五
塔
に
耐
す
る
側

に
は
剰
嚇
教
的
短
日
と
思
は
れ
る
構
園
の
浮
彫
あ
る
石
板
を
三

個
は
め
て
ゐ
る
｡
略
々
同
形
の
壁
塞
が
次
に
述
べ
る
庭
番
寺
で

も
見
ら
れ
た
が
､
嚇
碗
数
に
つ
い
て
の
知
識
の
浅
い
私
に
は
共

等
の
意
味
の
説
明
が
未
だ
出
来
か
ね
る
の
は
残
念
で
あ
る
｡

0

線
薬

缶
八
､
百
指
考

は
殆
ん
ど
こ
れ
と
同
文
.

④

帝
京
景
物
略

(崇
踊
八
年
讐
春
立
員
覚
寺
の
健

に

｢
成
糾
丈
皇
帝
時
'

西
番
枚
的
達
'
来
貢
-
-
金
剛
聾
擁
規
式
､
成
化
九
年
'
詔
寺
準

中
印
度
式
'
建
安
堵
｣
と
あ
る
が
辰
垣
識
略
竺

gIな
ど
に
な
る
と

西
域
中
印
度
借
株
的
準

‥
-
謂
寺
準
中
印
度
式
･･････と
な
っ
て
､

西
春
を
中
印
度
と
解
し
て
ゐ
る
｡
関
野
貞
博
士

｢
大
正
曳
寺
金
剛

蜜
塔
｣
(支
那
の
建
築
と
薮
術
三

田
頁
)
に
は
西
春
(西
燕
L･.
ら
ん
)

と

あ

る

｡

③

こ
れ
が
偽
塔
で
な
-
棉
合
で
あ
る
こ
と
は
早
-
か
ら
言
は
れ
た
こ

と
で
､
手
近
か
の
例
を
と
れ
ば

J
.
F
e
rg
u
sso
n.
H
istory
o
f

●

l
n

d
ia
n

an
d

E
IS
te
r
n

A
r
c
h
itectur
e
.
(r

evised
ed.)
V
o†

.

工
.
p
.

76
が
あ
-
､
日
本
で
は
小
野
玄
妙
博
士

｢
俳
致
美
術
及
歴
史
｣
(大

正
霊
丁邦
)
重

賞

の
如
き
が
そ
れ
だ
が
､
後
に
こ
れ
だ
け
を
扱
っ
た

の
は
足
立
匪
博
士

｢
傭
陀
伽
耶
大
塔
非
塔
婆
諭
｣
へ史
襲
薙
誌
円
0
ノ

四
､五
､六
)
で
あ
ら
-
O
佃
は
足
立
革
六
氏

｢
考
記
法
顧
樽
｣
l九
六
-

ニ○
表

に
も
此
虚
の
曾
伽
藍
､
金
剛
厘
の
解
詮
が
見
え
る
.

④

此
の
ア
ー
チ
石
の
豪
雨
の
ガ
ル
ダ
が
ナ
-
ガ
を
押

へ
た
の
や
其
他

の
醜

聞
は
大
正
壁
寺
の
場
合
に
似
て
め
る
の
み
で
な
-
'
居
騨
掬

の
腰
折
ア
ー
チ
の
に
も
似
た
俳
が
多
い
の
は
､
元
代
以
衆
の
嚇
痴

教
美
術
の
流
れ
を
見
る
上
に
両
白
い
と
思
ふ
.

①

毒
の
部
分

の内
部
の
室
は
絶
て

一
棟
と
は
首

へ
な
い
.
壷
の
平
面

も
ブ
ダ
か
ヤ
､
大
正
塵
寺
の
二
側
は
正
し
い
矩
形
で
奥
行
が
深
い

の
に
､
こ
れ
は
凸
形
矩
形
で
横
幅
の
カ

が
購

い
｡
毒
上
の
五
塔
も

ブ
ダ
ガ
ヤ
と
支
那
の
場
合
で
は
大
き
や
形
や
'
中
央
と
隅
と
の
塔

の
比
例
な
ど
随
分
速
-
.
細
か
-
見
れ
ば
種
々
差
異
は
限
に
つ
-

が
或
は
其
の
差
興
に
よ
っ
て
系
統
な
ど
暗
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ

る
の
か
も
知
れ
Ll･t
い
.

三
､
娃

毒

奇

襲
帝
寺
に
つ
い
て
は
緩
莱
(細
臥
㌢
)
の
記
載
が
最
も
要
を
得
て

ゐ
る
や
う
だ
か
ら
先
づ
そ
れ
を
鍵
げ
よ
う
O

裏

書

雪

験
歩
･
俗
名
西
時
男

へ的
恥
糾
合
)
.
清
纂

三
十
五
年
西
征
郎
躍
､
適
値
酉
噂
固
呼
恩
克
固
重
修
蕃
寺
工

竣
'
賜
名
璽
碍
'
並
有
御
製
碑
文
'
薙
:hi=面

年
'
以
西
曙
尉

44
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呼
固
克
圏
居
住
'
嘉
慶
二
十
三
年
神
授
札
障
克
達
剰
嚇
掌
印
､

成
豊
九
年
重
修
殿
基
準
‥桝
数
尺
'
有
域
経
塔

.i
､
壮
麗
翁
諸

寺
冠

こ
の
康
照
三
十
五
年
に
於
け
る
重
修
と
延
毒
な
る
寺
名
を
帝

よ
り
賜
は
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
'
現
に
満
洪
豪
域
の
文
章
を

以
て
し
た
二
基
の
石
碑
が
東
西
の
碑
串
に
立
ち
'
そ
の
猿
手
碑

文
に
｢
城
南
奮
有
梯
利
別
砺
席
勤
尉
'
茸
而
新
之
'
奏
請
寺
額
､

出
来
ず
､
寺
へ
の
出
入
は
全
-
弄
右
の
扱
門
に
よ
っ
て
ゐ
る
｡

黄
門
を
入
れ
ば
東
に
鐘
楼
(㍍
聞
)
'
西
に
鼓
穣
そ
の
北
に
東
西

廊
麻

(
蛸
&
)
が
蒔
き
'
蹄
廃
の
経
る
蓮
の
中
英
に
五
橡
の
殿
が

あ
牛

陰
山
古
剰
(欄
配
関
空

絹
針
{
+報
吾

)
の
庵
額
を
撃
げ
て
ゐ

る
｡
こ
れ
よ
り
吏
に
北
に
進
め
ば
東
西
に
各

一
の
碑
亭
(
餌
)
が

あ
り
'
束
の
碑
事
の
史
に
東
に

一
基
の
制
覇
塔
を
違
-
の
は
'

最
初
に
記
し
た
綬
乗
に
見
え
る
戒
鮭
塔
な
る
も
の
で
あ
ら
う
｡

因
賜
名
延
毒

①寺
｣
な
ど
と

あ
る
の
で
も

知
ら
れ
る
｡

寺
の
規
模

は
極
め
て
大

暮
U,-
..I
.｣

,T,.

..宇
｣

U
l

ぐ

F;専

卜芋 + 1

鼻五鳳 娃事寺平両脚

--45--

普
-
'
他
の
寺
に
比
べ
て
修
繕
が
行
き
届
い
て
ゐ
る
｡

諸
建
築
の
配
置
は
縦
に
細
長
-
中
央
部
と
左
右
両
部
と
の
三

部
に
罷
劃
さ
れ
て
ゐ
る
が
'
そ
の
中
で
私
が
見
た
の
は
主
要
建

築
の
集
ま
っ
て
ゐ
る
中
央
部
の
み
で
'
左
右
の
部
分
は
閉
さ
れ

た
所
が
多
-

7
鷲
す
る
便
宜
を
得
な
か
っ
た
.
兜
づ
前
方
の
雑

沓
す
る
麗
場
に
三
間
の
大
枠
複
を
置
き
'
次
に
山
門
(
附
)

(
又

は
天
王
殿
7
)
が
あ
る
が
'
こ
1

は
柵
を
緯
ぐ
ら
し
て
通
行
が

次
で
長
い
東
西
齢
(
請

)
､
さ
う
し
て
中
央
に
非
文
郷
的

(
西
域

的
)
色
彩
の
極
め
て
強
い
大
殿
が
建
つ
｡

大
殿
は
前
殿
と
後
殿
と
よ
り
成
る
が
'
後
殿
が
支
那
的
屋
根

を
拝
つ
の
に
封
L
t
前
殿
は
全
く
陸
屋
根
に
し
て
屋
上
が
祭
儀

の
際
に
利
用
せ
ら
れ
'
外
壁
の
装
飾
'
軒
上
の
宗
教
的
飾
り
な

ど
仝
-
非
支
那
的
で
'
西
域
的
嚇
癖
数
的
の
表
現
は
近
年
新
た

に
し
た
ら
し
い
強
い
彩
色
と
粕
払
ま
っ
て
'
極
め
て
強
い
印
象
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を
輿

へ
る
｡
こ
の
瓢

で
は
恐
ら
-
緑
化
城

の
諸
寺
中
､
最
も
見

る
べ
き
建
築
で
あ
ら

う

｡
軸
部

では
前
面

の
列
柱
の
柱
頭
附
近

と
そ
の
上
の
持
ち
送

り
'
狗
種
が
三
束
で

あ
る
郡
､
明
桁
数
的

壁
書
及
び
構
面
文
様

な
ど
､
砦
甚
だ

興

味

深

い
.
絃
乗
に
成
豊

九
年
に
貢
修
し
て
殿

基
の
高
さ
を
数
尺
捨

と
嚇
駒
塔

.E
基
と
が
虞
に
別
脆
数
と
し
て
の
特
色
を
静
押
し
て

ゐ
る
の
み
で
'
そ
の
他
に
は
規
模
の
大
と
整
然
た
る
斯
と
を
搾

る
位
に
過
ぎ
ず
'
鯨
-
見
る
に
足
る
鮎
は
な
か
っ
た
.

〇

此
の
碑
文
は
何
か
に
出
て
ゐ
る
と
は
思
ふ
が
､
犬
に
仝
文
を
楓
げ

る
｡

｣
は
行
の
終
｡
朕
の
字
の
上
に
は
二
手
分
の
空
き
が
あ
る
0

朕
椎
､
掃
化
城
篤
宮
2:‥;.州
地
､
山
環
水
玉
､

夙
捕
肪
境
'
城
南

奮

和
棚
刺
咽
痴
席
朝
闘
､
弄
何
部
之
､
奏
請
等
斬
'
囚
賜
名
延

し
た
と
あ
る
の
は

此
の
殿
を
主
に
指
す
の
で
は

な
い
か
と
思

ふ
｡
新
し
さ
う
だ
と
す
れ
ば
此
の
殿
も
亦
成
豊
九
年
(
諸

か
)
に

新
建
又
は
株
本
的
改
造
を
さ
れ
た
も
の
か
と
想
像
す
る
｡

大
殿
の
後
方
に
は
同
じ
-
高
い
基
壇
上
に
七
枚
殿
､
及
び
九

櫨
殿
が
あ
る
が
､
何
れ
も
支
耶
風
の
建
築
で
殆
ん
ど
注
意
を
牽

く
所
は
な
か
っ
た
.
要
す
る
に
建
築
的
に
は
大
殿
の
中
の
前
年

第七国 延青等沸殿(陰両 周 りの斬あ b)

詔
等
'
丙
子
冬

脹
以
征

庇
魯
特

･
鳴
爾
升
'
帥
次

鐘

化

城

'
曾

臨
幸

玄
寺

､

兄
典

脱

字
弘

麗

･
法

州
｣

肝
…修
'
命
懸
改
葬
翫
'
*
.

以
経
典
念
珠
､
賜
側
嚇
確

執
榊
､
令

焚
修
勿
僻
'
未

収
之
凱
宥
和
於
塞
外
'
非

無
故
也
､
往
者
厄
魯
特
典

曙
爾
曙
､
交
窓
相
攻
'

脹
偶
念
生
民
塗
炭
'
遣
使

論
断
､
両
喝
爾
丹
追
撃
噛

爾
嘱
｣
先
入
掠
納
篤
朱
接

客
'
命
利
碩
裕
親
王
､
密

封
大
敗
賊
於
烏
蘭
布
通
､

時
弟
爾
丹
盟
薯
備
前
永
不

一

入
犯
､
乃
班
帥
両
違
'
後
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葛
爾
丹
蔑
棄
誓
言
､
復
掠
細
末
査
爾
掘
普
於
克
魯
倫
之
地
'
丙

子
春

朕
復
駐
帥
郡
爾
多
斯
'
勧
撫
並
用
□
｣
厄
魯
時
人
衆
､

絡
鐸
握
命
､
両
嚇
爾
丹
仰
未
鞘
脱
~
丁
丑
軍
師
駐
独
居
脊
山
麓
~

甘
兵
分
遣
並
進
､
喝
爾
丹
計
窮
自
発
ー
子
女
就
獲
~
倍
賞
悉
平
~

方
今
中
外
惜
紀
州､
適
量
生
寮
成
得
鼻
飴
安
堵
'
倒
麻
肺
勤
開
講

建
碑
､
璽

不
｣
永
久
､
囚
書
此
聯
石
'
伴
後
之
発
着
'
知

朕

不
惜
寒
暑
'
三
臨
絶
塞
'
馬
民
除
相
之
意
'
時

.

康
枇
:I.四
十
二
年
歳
次
発
未

-

佃
は
近
-
の
崇
赫
寺
に
も
同
年
の
石
碑
が
あ
-
､
殆
ん
ど
同
文
で

あ
る
が
暮･･-ハ'
寺
名
の
逮
だ
け
が
次
の
や
-
に
連
っ
て
ゐ
る
｡

(前
文
同
じ
)

城
南
菖
有
価
剃
蜘
碗
抱
菅
､
茸
両
新
之
､
奏
請

寺
斬
'
糊
賜
名
望
編
寺
'
内
子
冬

朕
以
征
厄
魯
特
･某
爾
舟
.

師
｣
次
蹄
化
城
､
於
寺

前
駐
嘩
'
見
其
殿
宇
弘
魔
法
州
荘
隈
､

命
懸
設
賓
放
'
並
以

朕
併
御
甲
韓

･
弓
矢

･
秦
鞭
､
細
別
置
寺

-1

山
西
通
志
光
橋
本
.
巷
五
七
に
匪
照
十
五
年
､
西
征
駐
曜
時
-
･･-
･と

あ
る
の
は
'
三
十
五
年
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
右
の
碑
文
に
よ

っ
て
も
明
か
で
あ
る
｡

附
記

こ
の
族
行
は
日
本
学
術
振
興
骨
の
補
助
に
よ
る
｡
謹
ん
で
感

謝
の
意
を
表
し
た
い
O

×
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