
日
本
の
仏
殿
に
お
け
る
建
築
空
間
の
特
性

浅

野

清

仏殿における建築i盤間の特性（渓野）

酒
　
　
【
要
約
）
臼
本
の
仏
殿
建
築
は
最
初
そ
の
外
か
ら
拝
す
る
方
式
に
従
っ
て
、
外
観
を
と
と
の
え
る
も
の
と
し
て
、
大
陛
か
ら
受
容
さ
れ
た
が
、
次
第
に

一　

逕
q
潜
が
内
都
に
入
り
こ
む
よ
う
に
な
っ
て
、
内
蔀
空
間
へ
の
関
心
を
深
め
た
、
そ
し
て
や
が
て
座
屠
に
適
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
で
落
ち
つ
い
た
、
独
特

…
姦
内
を
創
－
だ
・
た
・
で
あ
．
・
起
が
、
中
楊
頭
・
中
国
の
新
馨
僧
受
け
い
れ
た
の
・
建
屋
・
、
そ
の
要
言
る
講
無
し
い
変
質
を
き
た
し
、

四
　
伝
統
的
な
空
間
と
影
響
し
あ
↓
て
活
淡
な
変
化
を
み
せ
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
た
空
間
の
捉
え
方
を
全
く
無
関
係
に
発
展
七
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
堂

墜
疑
り
夢
．
空
間
へ
の
指
向
と
各
発
展
段
階
毎
に
姥
較
玄
。
こ
と
に
よ
．
天
宮
が
醐
の
建
築
に
現
れ
た
民
族
文
化
の
特
性
を
甑
乃
え
る
筋
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
け
る
そ
の
空
間
の
捉
え
方
と
そ
の
推
移
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
は
　
し
　
が
　
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
我
が
国
建
築
の
特
異
性
の
理
解
に
つ
と
め
て
み
た
い
と
思
う
。
我
が

　
建
築
は
そ
の
使
用
目
的
へ
の
適
合
と
と
も
に
、
形
態
の
美
し
さ
が

求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
建
築
は
空
聞
に
そ
の
位
置
を
占
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
網
幽

と
の
か
か
わ
り
合
い
と
、
建
築
の
内
部
の
つ
く
り
だ
す
空
間
を
意
識

せ
ず
に
は
存
在
し
得
な
い
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
形
態
の

美
七
さ
も
、
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
あ
い
の
上
に
成
り
立
つ
と
見
る
こ

　
、
、
で
き
る
。
本
稿
で
は
仏
殿
の
場
合
を
例
に
と
っ
て
、
、
、
我
が
麟
に

陳
の
仏
殿
建
築
ば
幸
い
に
七
世
紀
以
後
の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
そ
の

遺
構
を
残
し
て
お
り
、
ほ
ぼ
一
貫
し
て
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
空
間
の
捉
え
方
に
つ
い
て
億
、
中
世

末
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
場
舎
を
一
応
試
み
つ
く
し
て

き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
演
的
の
た
め
に
は
古
代
と
中

世
の
も
の
を
対
象
と
す
れ
ば
充
分
で
あ
る
と
考
え
る
。
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奈
良
時
代
以
前

　
奈
良
時
代
ま
で
は
仏
殿
の
内
部
に
仏
像
を
ま
つ
り
、
こ
れ
を
堂
の

外
か
ら
拝
ん
で
い
た
。
も
ち
ろ
ん
粗
糠
は
仏
の
座
に
ふ
さ
わ
し
く
荘

麗
に
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
仏
壇
を
広
く
と
っ
て
、
本
尊
の
他

に
脇
士
や
春
族
が
多
数
に
な
ら
び
、
像
も
丈
六
像
や
等
身
大
以
上
の

巨
大
な
も
の
が
多
く
、
天
井
下
い
っ
ぱ
い
に
仏
像
が
お
さ
ま
る
例
も

少
く
な
い
し
ふ
像
が
小
さ
い
場
合
で
も
、
台
座
や
天
蓋
な
ど
で
海
内
．

の
空
聞
を
み
た
す
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
七
世
紀
の

初
め
の
頃
と
八
世
紀
の
終
り
と
で
は
、
そ
の
捉
え
方
に
か
な
り
の
相

違
が
で
き
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
幸
い
こ
こ
十
数
年
程
の
問
に
飛
鳥
寿
を
は
じ
め
い
く
つ
か
の
上
代

寺
院
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
数
に
お
い
て
は
当
時
存
在
し

た
も
の
に
対
し
て
、
未
だ
九
牛
の
一
毛
に
近
い
か
も
知
れ
な
い
が
、

あ
る
程
度
そ
の
推
移
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

飛
鳥
寺
、
四
天
王
寺
、
川
原
寺
、
法
隆
寺
な
ど
の
例
を
と
っ
て
み
る

ど
（
簗
－
図
－
第
4
図
）
、
そ
の
間
に
も
整
然
と
し
た
左
右
対
称
を
固
執

す
る
前
期
春
と
、
そ
れ
を
破
っ
た
後
二
期
の
よ
う
な
相
違
が
認
め
ら

れ
る
が
、
い
ず
れ
の
場
合
も
そ
の
仏
殿
（
金
賞
）
は
廻
廊
で
覇
ま
れ

た
瓢
ソ
パ
ク
ト
な
一
廓
の
内
部
に
、
塔
婆
の
よ
う
な
異
形
な
建
物
と

な
ら
ん
で
建
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
四
方
か
ら
眺
め
ら
れ

る
と
と
も
に
、
塔
の
高
さ
や
中
門
と
均
倉
い
を
保
っ
て
つ
く
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
使
用
目
的
に
ぼ
無
関
係
な
上
層
を
持
っ

て
い
た
。
そ
の
よ
い
実
例
は
法
隆
寺
金
堂
で
あ
る
が
、
飛
鳥
寺
の
塔

の
後
方
正
面
に
建
つ
金
裳
も
そ
の
平
面
の
形
、
大
き
さ
は
こ
れ
に
近

い
の
で
あ
る
。

　
法
隆
寺
の
金
堂
で
は
（
箪
5
、
繁
6
図
）
特
に
鐵
に
た
つ
上
層
の
形

の
比
例
が
程
よ
く
造
ら
れ
、
翼
を
ひ
ろ
げ
た
よ
う
に
上
下
二
層
の
蔚

を
張
り
出
し
、
入
母
屋
屋
根
に
は
強
い
矢
だ
る
み
を
つ
け
て
、
鋭
く

と
が
る
棟
が
高
く
立
ち
あ
が
り
、
こ
れ
に
応
じ
て
妻
飾
の
象
亀
に
さ

え
強
い
反
り
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
重
層
の
重
み
を
支
え
て
強

い
胴
張
り
を
持
っ
た
太
い
円
柱
が
立
ち
な
ら
び
、
深
い
軒
を
受
け
る

雲
斗
棋
が
そ
の
上
か
ら
さ
し
出
さ
れ
て
い
る
（
下
層
の
軒
下
を
め
ぐ
る

連
子
窓
を
つ
ら
ね
た
裳
層
の
た
め
に
、
こ
の
強
い
表
現
は
隠
さ
れ
て
い
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
や

そ
れ
に
対
し
堂
の
内
部
に
は
入
側
柱
で
囲
ま
れ
る
身
舎
い
っ
ぱ
い
に

仏
壇
を
築
い
て
多
数
の
仏
像
を
安
亡
し
、
こ
れ
に
対
す
る
正
面
中
央

三
間
に
は
扉
が
大
き
く
開
か
れ
、
高
く
張
り
あ
げ
た
天
井
か
ら
は
荘

麗
な
天
蓋
が
お
ろ
さ
れ
て
、
こ
の
窒
間
を
み
た
し
て
い
る
。
こ
れ
に
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臼本の仏殿における建簾空間の特｛生（浅野）
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一
壕
．
磁
礎
鼻
一

第5図法隆寺金堂

比
べ
る
と
周
囲
を
と
り
ま
く
庇
の
部
分
は
幅
も
狭
く
、
天
井
も
低
く

て
、
身
舎
の
余
白
の
よ
う
に
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
。
も
と
よ
り
そ
の

壁
面
に
は
く
ま
な
く
壁
画
が
描
か
れ
、
天
井
格
間
や
支
輪
板
も
文
様

で
み
た
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
堂
で
は
常
に
外
か
ら
拝
ま
れ
て

い
た
こ
と
は
、
中
世
を
通
じ
て
、
別
当
の
交
替
時
に
引
継
ぎ
を
お
こ

な
う
他
、
固
く
戸
を
閉
し
て
出
入
を
禁
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
知
ら

れ
よ
う
。

　
薬
師
寺
の
場
合
は
こ
れ
と
平
城
京
内
の
他
の
伽
藍
と
の
過
渡
的
な

も
の
で
あ
っ
た
（
第
7
図
）
。
や
は
り
廻
廊
一
廓
の
中
に
塔
と
と
も
に

置
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
塔
は
左
右
前
端
の
隅
に
相
対
し
て
二
基
配

さ
れ
、
金
堂
は
正
面
性
を
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
塔

と
の
バ
ラ
ン
ス
の
た
め
に
重
層
と
さ
れ
、
同
様
各
層
に
裳
層
が
つ
け

ら
れ
た
。
そ
し
て
発
掘
遺
跡
か
ら
判
断
す
る
と
、
中
門
は
単
層
と
な

り
、
南
大
門
が
重
層
に
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
薬
師
寺
の
建
築
の

第6図　法隆寺金堂復原断面図
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臼本の仏殿における建築空間の特性（浅野）

各
層
毎
に
裳
層
が
つ
い
た
の
は
著
し
い
特
色
で
、
こ
れ
が
あ
の
三
重

塔
に
特
異
な
リ
ズ
ム
を
与
え
、
荘
重
で
あ
っ
た
層
塔
に
軽
快
さ
を
見

せ
、
荷
重
を
支
え
る
太
い
柱
の
外
を
繊
細
に
扱
わ
れ
た
裳
層
で
と
り

巻
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
優
美
な
外
観
を
獲
得
し
た
。
こ
れ
と
同
様
な

意
匠
を
持
っ
た
重
潜
の
金
堂
を
正
面
に
し
、
三
層
塔
を
左
右
に
し
た

こ
の
空
問
は
「
龍
宮
造
り
」
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
絶
妙
な
雰
囲
気
を

作
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
金
堂
の
前
面
に
は
か
な
り
広
い
空
間
が
つ

く
ら
れ
る
の
で
、
法
隆
鯉
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
の
前
面
の
幅
を
拡

！
－
一
　
茎
員
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げ
て
、
フ
ァ
ー
サ
：
ド
を
重
親
す
る
こ
と
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
八
世
紀
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
唐
招
提
寺
金
堂
が
残
さ
れ
て
い

る
の
は
幸
運
で
あ
る
（
第
8
、
第
9
図
）
。
　
こ
の
寺
は
第
一
級
の
官
寺

に
比
べ
れ
ば
小
規
模
で
は
あ
る
が
、
そ
の
構
成
に
お
い
て
三
色
は
な

い
。
こ
こ
で
も
今
は
廻
廊
が
全
く
跡
か
た
も
な
く
な
っ
て
い
る
が
、

塔
婆
は
は
る
か
東
方
に
遠
ざ
け
ら
れ
、
廻
廊
は
金
堂
の
前
庭
の
み
を

囲
い
、
正
面
に
単
層
の
中
門
を
開
い
て
い
た
。
塔
と
離
れ
て
完
全
に

独
立
し
た
金
堂
は
単
層
と
な
り
、
正
面
七
間
の
長
い
Z
ノ
ー
サ
ー
ド

を
広
い
前
庭
か
ら
眺
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
金
堂
の
前
面
一
望

は
吹
き
は
な
し
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
両
脇
に
廻
廊
が
と
り
つ
く

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
分
も
廻
廊
の
延
長
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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金
堂
の
正
面
五
聖
と
背
面
中
央
一
間
の
戸
口
を
除
く
各
間
が
こ
と
ご

と
く
連
子
窓
と
さ
れ
て
い
る
の
も
（
こ
れ
は
中
に
扉
が
つ
い
て
開
閉
で

き
、
光
線
を
調
節
で
き
た
）
廻
廊
外
側
が
連
子
窓
の
連
続
で
あ
っ
た
の

と
調
和
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
金
堂
は
近
世
の
修
理
の
上
屋

饗蟹懲欝
　　　第9図　唐招提寺金堂

根
を
高
め
ら
れ
、
中
世
の
修
理
で
戸
口
や
連
子
窓
も
改
造
さ
れ
て
い

る
た
め
、
か
つ
て
の
す
ぐ
れ
た
外
観
を
少
な
か
ら
ず
そ
こ
ね
て
は
い

る
が
、
そ
れ
で
も
大
き
い
屋
根
を
ひ
ろ
げ
た
正
面
の
雄
姿
は
そ
の
特

質
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
柱
の
間
隔
も
中
央
間
十
六
尺
、
そ
の
脇
の

間
十
五
尺
、
そ
の
次
の
間
十
三
尺
、
端
の
間
十
一
尺
と
漸
減
さ
れ
て

中
心
性
を
と
と
の
え
、
四
望
の
屋
根
の
重
み
が
隅
に
集
ま
る
か
に
見

え
る
力
の
動
き
に
こ
た
え
て
い
る
。
柱
の
高
さ
も
中
央
間
の
幅
十
六

尺
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
、
落
付
い
た
比
例
を
見
せ
、
柱
上
に
積
み
あ
げ

　
　
　
　
　
　
と
き
よ
う

ら
れ
る
三
手
先
斗
棋
の
つ
く
り
だ
す
水
平
層
は
静
か
に
ゆ
と
り
を
与

え
、
重
い
屋
根
を
支
え
て
力
の
均
衡
を
と
と
の
え
、
棟
で
ひ
き
し
め

ら
れ
た
四
注
の
屋
根
が
心
に
く
い
ま
で
の
統
一
を
与
え
て
い
る
。

　
こ
の
前
面
一
間
は
吹
き
は
な
し
と
な
っ
て
外
部
の
空
間
に
属
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
や

た
め
、
正
面
五
口
の
戸
口
を
入
る
と
た
だ
ち
に
身
舎
に
臨
む
の
で
あ

る
が
（
第
－
o
図
）
、
　
こ
の
身
舎
の
中
央
三
間
に
は
戸
口
に
せ
ま
る
仏
壇

を
築
き
、
丈
六
の
盧
遮
那
仏
、
千
手
観
音
及
び
薬
師
像
が
、
そ
の
光

背
を
深
く
入
り
こ
む
梁
上
の
天
井
い
っ
ぱ
い
に
立
ち
あ
が
ら
せ
て
安

置
さ
れ
て
い
る
。
正
面
の
扉
は
現
在
で
も
大
き
い
の
で
あ
る
が
、
最

初
は
さ
ら
に
高
く
広
く
、
柱
問
い
っ
ぱ
い
に
内
方
に
向
っ
て
開
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
開
口
を
通
し
て
、
内
部
の
本
尊
は
堂
外
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霞本の仏殿におげる建築窪間の特性（浅野）

か
ら
ま
と
も
に
拝
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
前
面
の

広
い
空
間
も
、
法
要
の
際
な
ど
に
は
活
々
と
し
た
動
き
を
み
せ
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
場
こ
そ
仏
を
署
す
る
所
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
外
か
ら
像
を
拝
む
た
め
、
外
観
が
重
視
さ
れ
る
点
で

は
何
よ
り
も
ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
と
共
通
す
る
も
の
が
感
じ
ら
れ
る

N

　・圏
s・’

　鮒〆ド
謬諺く琳

脳

前

馴
，
即

さ【匪

糖軸
1
聖

蝿蝋蝋w囎凸齢脚嫉、シぎ

一穐

心」

、

馳堪麹．配蹴鵜聖勘「《脱猟

轡一
三10図　藩招提寺金堂復原断三図

（
箪
1
1
図
）
。
　
の
み
な
ら
ず
、
梁
と
柱
の
荷
重
と
支
持
と
の
関
係
に
建

築
的
表
現
の
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
も
相
通
ず
る
の
で
あ
る
が
、

全
体
や
各
部
分
の
比
例
均
衡
が
と
と
の
い
、
節
度
の
あ
る
格
調
を
示

す
点
で
も
一
致
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
た
だ
重
く
て
脆
い
積
み
あ
げ

式
の
石
造
と
ね
ば
り
の
あ
る
組
み
立
て
式
の
木
造
と
の
相
違
は
は
っ

き
り
現
わ
れ
て
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
の
も
の
の
重
厚
さ
に
比
す
れ
ば
著

し
く
弾
力
性
を
も
ち
、
軽
快
で
あ
る
。
し
か
し
雨
に
備
え
て
軒
出
の

深
い
大
き
い
屋
根
を
あ
げ
て
い
る
点
で
甚
だ
し
く
異
な
っ
た
姿
を
造

り
だ
し
て
い
る
。

　
ま
た
ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
は
孤
立
し
て
立
つ
場
合
が
多
く
、
整
然
と

軸
線
を
そ
ろ
え
て
、
他
の
建
物
と
規
則
正
し
い
関
連
に
お
い
て
配
さ

れ
る
点
は
極
東
の
も
の
の
際
だ
っ
た
特
色
と
い
え
る
。
そ
れ
に
ギ
リ

シ
ャ
の
神
殿
で
は
奥
行
が
深
く
、
妻
が
常
に
正
面
で
あ
っ
て
、
そ
の

姿
が
と
と
の
え
ら
れ
、
長
い
側
面
で
は
透
視
的
に
見
た
効
果
が
ね
ら

わ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
の
も
の
は
妻
を
側
面
に
む
け
て
、

正
面
を
広
く
見
せ
、
前
面
に
広
い
庭
を
要
求
す
る
と
共
に
、
後
方
に

建
物
を
併
列
さ
せ
、
更
に
両
側
か
ら
こ
れ
に
対
面
し
た
堂
を
配
し
て
、

全
体
の
体
系
を
と
と
の
え
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
。

　
し
か
し
奈
良
時
代
の
仏
殿
が
常
に
こ
の
よ
う
な
方
式
に
従
っ
た
の
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で
は
な
く
、
す
で
に
こ
の
時
代
か
ら
そ
の
前
面
に
接
し
て
礼
堂
を
お

，
く
も
の
が
現
れ
た
。
文
献
に
出
る
も
の
を
別
に
し
て
も
、
そ
の
実
例

が
東
大
寺
三
月
堂
に
見
ら
れ
る
（
第
1
2
図
）
。
現
在
の
ぞ
の
礼
堂
は
鎌

倉
時
代
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
、
屋
根
も
変
更
さ
れ
て
主
堂
の
四
注

屋
根
と
T
字
型
に
か
み
あ
い
、
堂
の
全
面
を
お
お
っ
て
い
る
が
、
最

初
は
別
棟
の
建
物
が
前
後
に
な
ら
び
、
軒
と
軒
は
相
接
し
て
、
そ
の

襲霧ぎ1算：声鰐導欝き

巽鋼

ll・’：

第11図　パスタム・ポセイドン神殿

、
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第12図　東大寺三月堂断面図

水
を
木
製
の
樋
で
う
け
、
外
は
現
在
の
よ
う
に
、
一
つ
の
堂
と
し
て

囲
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
礼
堂
は
鎌
倉
時
代
に
新
し
く
附
加
さ
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
文
献
の
上
だ

け
で
な
く
、
実
物
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
前
後
に
建
物
を
接
し
て
配
置
し
た
例
は
宇
佐
八
幡
宮
本

殿
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
当
時
の
建
築
構
造
で
は
後
述
す
る
よ
う

に
、
礼
堂
と
主
堂
を
一
つ
屋
根
に
納
め
て
、
前
後
に
深
い
堂
を
作
る

こ
と
は
未
だ
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て

も
こ
の
よ
う
な
堂
は
内
部
に
お
い
て
も
中
間
に
一
つ
の
く
び
れ
が
で

き
、
外
観
に
お
い
て
も
特
に
側
面
か
ら
眺
め
た
姿
が
不
自
然
で
あ
っ

た
。
な
お
別
棟
の
代
り
に
主
屋
の
軒
を
延
し
て
庇
を
広
く
し
、
そ
こ

を
拝
む
場
に
す
る
も
の
も
次
の
平
安
時
代
に
入
る
と
広
く
普
及
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
三
月
堂
で
、
は
元
は
主
堂
に
も
床
が
張
ら
れ
、
周
囲

に
や
は
り
縁
を
め
ぐ
ら
し
て
い
た
こ
と
が
、
柱
に
残
さ
れ
た
痕
跡
か

ノ
ら
知
ら
れ
る
が
、
仏
壇
は
そ
の
床
上
に
、
身
舎
の
廻
国
い
っ
ぱ
い
に

低
く
作
ら
れ
、
壇
上
に
は
巨
大
な
像
が
多
数
安
置
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
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嶺本の仏殿における建築空闊の特性（浅野）

平
　
安
　
時
　
代

　
奈
良
時
代
に
す
で
に
礼
覚
と
い
う
形
で
人
閾
の
座
と
し
て
の
内
部

空
闘
が
要
求
さ
れ
て
き
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
平
安
時
代
に
入
る

と
こ
の
傾
向
は
急
劇
に
促
進
さ
れ
、
特
に
山
上
寺
院
な
ど
で
は
廻
廊

や
前
庭
を
広
く
と
る
こ
と
が
不
可
能
と
な
っ
て
、
人
間
の
座
が
前
庭

か
ら
内
部
へ
移
っ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
し
か
し
外
観
を
璽
視
す

る
在
来
の
方
式
の
も
の
が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
更
に
一
層
正

面
観
の
重
視
に
傾
い
て
行
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
平
安
時
代
に
入

る
と
、
堂
の
前
庭
を
囲
っ
て
い
た
廻
廊
の
前
面
の
廊
を
除
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
あ
だ
か
も
劇
の
舞
台
を
見
る
よ
う
に
、
遠
く
か
ら
正
堂
と

そ
の
両
脇
に
展
開
す
る
廻
廊
を
眺
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
が
現
れ
て

き
た
の
で
あ
っ
た
が
（
法
勝
寺
、
毛
越
寺
）
、
そ
の
更
に
警
察
な
例
が

平
等
院
起
訴
堂
に
見
ら
れ
る
（
第
1
3
図
）
。
こ
の
附
弥
陀
堂
は
西
方
浄

土
の
姿
を
ほ
う
ふ
つ
さ
ぜ
よ
う
と
す
る
感
覚
的
な
ね
ら
い
を
も
っ
て

い
た
が
、
廻
廊
も
全
体
を
幻
想
的
に
見
せ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
、
下

を
吹
き
ぬ
き
に
し
た
重
禰
の
廻
廊
と
し
た
上
、
両
端
は
わ
ず
か
前
方

へ
折
れ
・
踊
げ
て
と
ど
め
、
曲
り
角
に
小
さ
い
楼
を
あ
げ
て
複
雑
な
構

成
を
も
と
め
、
主
堂
の
ま
わ
り
を
め
ぐ
る
細
い
角
柱
に
支
え
ら
れ
た

第13図　平等院鳳鳳堂正葡1隠1

裳
層
と
相
応
じ
て
、
軽
妙
な
外

観
を
作
り
出
し
た
。
弥
陀
像
を

安
置
す
る
中
堂
の
内
部
が
扉
絵

の
阿
弥
陀
来
迎
図
を
は
じ
め
、

彩
色
文
様
と
七
宝
の
精
緻
さ
を

駆
使
し
て
、
繊
麗
に
荘
厳
さ
れ

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
拝
む
人
が
た
と
え
僧
侶
で
も
、

正
式
に
は
窓
外
か
ら
拝
す
る
と

い
う
原
則
を
破
っ
た
仏
殿
は
天

台
宗
の
常
行
堂
で
あ
っ
た
。
こ

こ
で
は
仏
像
を
中
心
に
安
置
し

て
、
そ
の
ま
わ
り
を
め
ぐ
り
歩

い
て
拝
む
の
で
あ
る
か
ら
、
従

来
身
舎
の
余
白
に
す
ぎ
な
か
っ

た
庇
が
広
く
さ
れ
て
そ
の
場
と

さ
れ
、
堂
は
四
方
対
称
の
有
心

平
面
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
屋
根
も
頂
が
一
点
に
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集
中
す
る
宝
形
造
り
が
愛
好
さ
れ
る
。
常
行
堂
の
古
い
例
は
残
っ
て

い
な
い
が
、
こ
れ
に
類
す
る
例
と
し
て
、
白
水
阿
弥
陀
堂
（
禰
島
）

を
あ
げ
よ
う
，
（
築
1
4
園
）
。
こ
れ
は
中
央
の
身
舎
が
十
三
尺
四
方
、
周

囲
の
庇
の
幅
が
九
尺
で
、
と
ち
苺
の
宝
形
屋
根
を
あ
げ
、
斗
棋
は
出

組
で
あ
る
。
正
面
三
間
、
側
面
前
端
及
び
背
面
中
央
に
扉
を
開
く
。

身
舎
の
後
よ
り
に
仏
壇
を
お
き
、
こ
の
部
分
に
は
盤
上
小
組
格
天
井

を
張
る
が
、
周
囲
の
庇
で
は
元
は
天
井
を
は
ら
ず
、
化
粧
屋
根
裏
を

見
せ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
仏
の
た
め
の
中
央
空
間
が
コ
ン
パ
ク
ト

に
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
周
囲
に
高
い
空
間
を
作
っ
て
、
堂

内
を
広
く
見
せ
て
い
た
。

　
実
年
代
は
鎌
倉
時
代
に
下
る
と
思
わ
れ
る
法
界
寺
阿
弥
陀
堂
（
京

都
）
は
更
に
大
き
い
宝
形
造
り
檜
皮
葺
、
三
斗
組
の
簡
素
な
堂
で
、

身
舎
は
十
八
尺
四
方
、
周
囲
の
庇
は
十
三
尺
幅
で
あ
る
（
第
1
5
図
）
。

身
舎
内
に
は
折
上
げ
紐
入
天
井
を
張
っ
て
、
仏
壇
上
に
丈
六
阿
弥
陀

像
を
安
置
し
、
庇
は
化
粧
屋
根
裏
で
高
く
、
外
で
は
周
面
に
裳
層
を

め
ぐ
ら
せ
て
、
外
形
を
と
と
の
え
て
い
る
。
こ
の
裳
層
の
正
面
を
除

く
一
部
は
参
籠
所
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い

痕
跡
を
と
ど
め
る
。
こ
の
よ
う
に
大
き
い
堂
で
あ
る
か
ら
、
外
は
五

雲
に
分
割
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
柱
筋
も
身
舎
の
も
の
と
揃
わ
ず
、
側

柱
と
入
側
柱
閾
に
つ
な
ぎ
梁
を
渡
し
て
い
な
い
の
で
、
堂
身
為
の
部

分
は
一
層
空
ば
く
と
し
て
、
静
寂
な
雰
囲
気
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　
こ
の
形
式
の
堂
は
内
部
に
人
が
入
る
の
で
は
あ
る
が
、
　
一
般
信
徒

の
参
詣
を
予
想
せ
ず
、
修
遵
者
の
み
の
た
め
の
空
間
を
作
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
法
界
寺
阿
弥
陀
堂
で
は
裳
層
に
室
を
囲

っ
て
一
般
の
参
籠
者
の
場
と
し
た
よ
う
で
あ
り
、
鶴
林
寺
（
兵
庫
）

太
子
堂
や
常
行
堂
で
は
こ
の
よ
う
な
堂
の
前
面
に
庇
を
下
し
た
り
、

一
旗
前
方
へ
堂
を
延
し
て
礼
堂
に
あ
て
た
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
礼

堂
と
の
境
に
格
子
が
作
ら
れ
て
境
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
同
一
の
空

閲
内
に
入
れ
て
、
仏
前
を
広
く
し
、
し
か
も
宝
形
屋
根
に
し
て
、
有

心
堂
の
感
じ
を
活
か
す
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
の
が
富
貴
大
堂
（
大
分
）

で
あ
る
（
箪
1
6
、
第
1
7
図
）
。
こ
の
よ
う
に
堂
の
対
称
性
を
破
る
と
、
内

部
と
屋
根
構
造
が
剰
離
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
化
粧
屋
根
を
廃
し
て

一
面
に
平
ら
な
小
組
格
天
井
を
張
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
解
決

し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
正
面
三
間
と
側
面
前
便
聞
並
び
に
背
面

中
央
一
間
を
戸
日
と
し
た
が
、
こ
う
し
て
堂
内
は
低
い
天
井
に
閉
さ

れ
て
、
座
居
静
止
の
姿
勢
に
ふ
さ
わ
し
い
落
付
い
た
空
間
を
つ
く
り

だ
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
思
い
合
わ
さ
れ
る
こ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
会
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堂
に
も
奥
行
の
長
い
矩
形
平
面
の
も
の
と
並
ん
で
八
角
或
は

方
形
の
有
心
平
面
の
伝
統
が
か
な
り
長
く
続
い
た
こ
と
で

あ
る
（
八
角
堂
と
い
え
ば
奈
良
暗
代
の
遺
例
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら

は
身
舎
が
広
く
、
仏
壇
が
大
き
く
と
ら
れ
て
い
て
、
や
は
り
外
か
ら

拝
む
堂
で
あ
っ
た
）
。
し
か
し
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
場
合
に
は
祭
壇

が
中
心
に
こ
な
い
で
、
　
一
方
の
端
に
附
加
さ
れ
、
有
心
平
面

の
頂
点
で
あ
る
そ
の
中
央
が
人
間
の
座
に
さ
れ
た
点
に
問
題

が
残
り
、
こ
の
不
自
然
さ
が
こ
の
平
面
計
画
を
常
に
不
安
定

な
も
の
に
し
た
。
し
か
し
両
者
の
更
に
重
大
な
栢
違
は
そ
の

内
部
空
間
で
あ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
有
心
堂
に
は
巨
大
な

円
蓋
（
ド
…
ム
）
を
い
た
だ
く
空
間
を
中
心
に
し
て
小
宇
宙

を
連
想
さ
せ
る
広
大
な
空
間
を
求
め
て
い
る
の
に
対
し

（
第
1
8
図
）
、
我
が
国
の
有
心
堂
で
は
、
時
の
進
む
に
つ
れ
て
、

次
第
に
切
り
つ
め
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
空
閣
が
求
め
ら
れ
て
行

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
我
が
国
の
こ
の
よ
う
な
抑
制
さ
れ
た
内
部
空
間
へ
の
心
使

い
は
一
般
の
短
形
平
面
の
堂
で
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
法
隆
寺
講
堂
は
平
安
時
代
前
期
に
創
建
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
、
延
長
三
年
に
焼
失
し
て
再
建
さ
れ
た
頃
に
は
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す
で
に
本
来
の
講
堂
と
し
て
の
機
能
を
失
い
、
一
つ
の
仏
殿
と
化
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
再
建
に
当
っ
て
は
同
じ
大
き
さ
の
堂
と
し
な
が

ら
、
身
舎
を
著
し
く
縮
少
し
（
長
さ
幅
と
も
一
・
五
メ
ー
ト
ル
以
上
）
、

そ
れ
だ
け
庇
を
広
く
し
た
。
こ
の
こ
と
は
庇
に
参
拝
者
の
入
堂
を
許

し
た
こ
と
を
示
す
と
見
ら
れ
る
が
、
平
安
時
代
に
入
る
と
、
身
舎
に

比
し
て
庇
の
広
い
仏
堂
が
普
通
と
な
り
、
室
生
寺
金
堂
な
ど
も
そ
の

　　

@　
@　

@
鐸
劉
で
鏑
遡第18図　ベネチアのサン・マルコ大聖堂内部

例
に
入
る
。
こ
の
堂
の
今
の
前
面
礼
堂
（
孫
庇
）
は
江
戸
時
代
に
造

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
古
図
に
も
礼
堂
を
済
し
た
も

の
が
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
当
初
か
ら
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
堂
で
は
今

身
舎
に
組
入
天
井
を
張
っ
て
い
る
が
、
元
は
天
井
が
な
く
て
、
篇
首

組
の
屋
根
裏
を
下
か
ら
見
上
げ
て
い
た
も
の
で
、
馬
首
は
反
り
を
持

ち
、
丁
寧
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
こ
の
堂
の
極
の
勾
配
は
か

な
り
強
い
の
で
、
あ
る
い
は
こ
の
種
の
上
に
檜
皮
か
柿
の
屋
根
を
作

っ
た
も
の
で
は
な
は
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は

奈
良
時
代
に
は
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
法
隆
寺
大
講
堂
で

は
庇
で
下
か
ら
見
え
て
い
る
種
は
傾
斜
が
ゆ
る
や
か
で
、
直
接
屋
根

瓦
を
支
え
る
も
の
で
は
な
く
、
別
に
そ
の
上
に
実
際
に
瓦
を
支
え
る

種
（
野
極
）
が
組
ま
れ
て
い
る
（
第
1
9
図
）
。
そ
の
結
果
庇
の
種
の
三

角
の
深
い
入
り
こ
み
が
浅
く
な
っ
て
、
お
だ
や
か
な
空
間
を
つ
く
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
更
に
こ
の
堂
で
は
今
ま
で
梁
の
上
に

あ
げ
ら
れ
て
い
た
組
入
天
井
（
唐
招
提
寺
、
三
月
堂
）
を
梁
下
に
一
面

に
張
っ
た
の
で
、
も
は
や
下
か
ら
太
く
て
重
い
梁
組
と
深
い
天
井
の

入
り
こ
み
を
見
る
こ
と
な
く
、
極
め
て
穏
や
か
な
空
間
を
創
り
出
す

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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日本の仏殿における建築空間の特性（浅野）

　
こ
．
の
屋
根
構
造
の
長
所
を
利
用
し
て
、
更
に
徹
底
し
た
空
間
を
作

り
嵐
し
た
の
が
醍
醐
寺
薬
師
堂
で
あ
る
（
第
2
0
、
第
2
1
図
）
。
こ
こ
で
は

身
舎
の
周
囲
を
か
こ
っ
て
庇
と
空
闇
を
分
離
し
、
特
に
前
後
の
庇
を

　　　　　　1

ｬ
噛
；
修

箭　」 　 ；
「
き
［
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第19図　法隆寺大講堂断
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訂

左
右
の
庇
よ
り
や
や
広
く
し
、
庇
の
化
粧
睡
の
傾
斜
は
一
層
ゆ
る
め

ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
外
側
柱
の
高
さ
を
低
く
す
る
こ
と
が
で
き

て
、
拝
む
空
關
が
ひ
き
し
ま
っ
た
。
そ
の
か
わ
り
、
身
舎
で
は
仏

像
を
納
め
る
た
め
に
、
　
逆
に
天
井
を
高
く
す
る
必
要
を
生
じ
、
　
斗

棋
を
二
段
に
重
ね
た
の
で
あ
る
。
（
上
段
の
斗
棋
間
中
備
に
は
三
股
を

入
れ
て
単
調
を
破
っ
た
。
）
　
こ
こ
で
も
組
入
天
井
は
梁
下
に
一
面
に
張

り
わ
た
さ
れ
、
太
い
梁
を
か
く
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

撚　”

鮮
蒙、

@
「
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第21図　醍醐寺薬師堂断面図
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い
。

　
さ
ら
に
巧
妙
な
空
間
構
成
の
例
と
し
て
浄
瑠
璃
寺
本
堂
（
京
都
）

を
あ
げ
て
お
こ
う
（
第
2
2
、
第
2
3
図
）
。
こ
れ
は
九
体
阿
弥
陀
堂
で
、

中
央
に
一
体
の
丈
六
弥
陀
、
そ
の
左
右
に
四
体
ず
つ
の
半
丈
六
の
弥

陀
、
合
わ
せ
て
九
体
の
弥
陀
像
を
ま
つ
っ
て
い
る
の
で
、
柱
間
数
は

庇
を
含
ん
で
十
一
闇
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
中
央
一
間
で
は
柱
問

ー
ン
＼
　
　
　
　
　
　
　

一一一 ?＞ｅｑ’AレeNiwレ／へ㌧へ八A・“
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一
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第22國　浄野鶏専本堂平面図

隔
を
ひ
ろ
め
、
柱
を
高
く
太
く
し
、
身
舎
の
化
粧
屋
根
も
庇
の
化
粧
　
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

屋
根
も
一
段
と
高
く
あ
げ
て
丈
六
像
に
応
じ
、
他
の
部
分
で
は
柱
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
0

隔
を
せ
ば
め
る
と
と
も
に
柱
を
極
度
に
細
く
し
て
、
繊
細
な
感
じ
を

つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
内
部
空
間
に
は
高
低
が
あ
っ
て

も
、
屋
根
は
一
連
の
長
い
も
の
で
、
一
7
6
は
入
母
屋
造
り
と
さ
れ
、
お
麟

そ
ら
く
檜
皮
葺
で
あ
っ
た
。
ま
た
庇
は
身
舎
に
比
し
て
広
く
、
低
い
鐙

　
　
　
　
　
　
邑

凱
鳶
…
：
：
一
：
－
：
「
…
…
－
．

第23図　浄瑠璃寺本堂断面図

第24図　三千院本堂断面図



日本の仏殿における建築窒悶の特性（浅野）

側
柱
の
上
に
ゆ
る
い
勾
配
の
化
粧
種
を
な
ら
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ

で
も
坐
居
に
適
す
る
ひ
き
し
ま
っ
た
空
閾
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
応
じ
て
仏
壇
も
二
十
糎
程
度
の
高
さ
に
さ
れ
、
仏
像
の
大
き

さ
に
応
ず
る
よ
う
、
身
舎
の
化
粧
男
根
に
強
い
傾
斜
を
与
え
て
、
必

要
な
空
間
を
作
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
な
空
間
は
三
千
院
本
堂
（
京
都
）
で
も
見

ら
れ
る
（
第
2
4
図
）
。
　
こ
の
堂
は
妻
入
で
、
正
面
を
三
間
、
側
面
を

四
間
に
し
、
身
舎
を
前
後
に
細
長
く
し
、
周
囲
の
庇
の
化
粧
櫨
勾
配

を
極
度
に
ゆ
る
く
し
て
、
低
平
な
三
冠
を
つ
く
り
、
台
座
の
低
い
丈

六
弥
陀
を
低
い
仏
壇
上
に
安
置
し
た
身
舎
に
は
、
仏
像
の
光
背
の
形

に
そ
う
よ
う
に
舟
底
型
の
板
打
天
井
を
張
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る

（
こ
の
板
に
は
彩
隠
し
て
い
る
）
。
こ
れ
ら
の
感
触
は
極
め
で
デ
リ
ケ
ー

ト
で
、
仏
に
近
親
感
を
抱
か
せ
る
感
覚
的
な
も
の
が
あ
る
。

　
し
か
し
更
に
画
期
的
な
発
展
は
礼
堂
を
一
つ
屋
根
に
と
り
こ
ん
だ
、

奥
行
の
深
い
大
仏
堂
が
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
大
寺
三

月
堂
の
方
式
の
完
成
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
化
粧
極
と
野

極
の
分
離
が
可
能
に
し
た
も
の
で
、
野
屋
根
は
化
粧
屋
根
の
上
に
の

せ
ら
れ
た
も
の
と
な
り
、
そ
の
関
係
は
ヨ
ー
ロ
ッ
．
ハ
の
基
督
教
会
堂

に
お
け
る
石
造
の
費
鷹
と
そ
の
上
に
の
る
木
造
の
置
屋
根
と
の
関
係

に
通
ず
る
。
そ
の
最
古
の
例
は
当
麻
寺
聖
徳
羅
堂
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
四
注
の
化
粧
屋
根
を
持
つ
内
陣
（
こ
の
部
分
平
安
前
期
の
も
の
）

と
礼
堂
が
前
後
に
網
接
し
て
な
ら
び
、
周
囲
を
庇
が
と
り
ま
い
て
い

る
の
で
あ
る
（
第
2
5
國
）
。
こ
の
簡
明
な
組
含
わ
せ
は
次
の
鎌
倉
時

代
に
入
る
と
干
変
万
化
し
て
、
無
数
の
巧
妙
な
組
合
わ
せ
を
展
開
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
堂
は
こ
の
よ
う
に
内
部
に
お
け
る
新
し
い

発
展
を
見
せ
る
の
で
あ
る
が
、
外
観
で
は
、
そ
の
た
め
極
端
に
大
き

一1　　一，　噂
　，　　F　　，　”　　冒　　「
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い
屋
根
を
持
つ
こ
と
と
な
り
、
不
自
然
な
姿
を
見
せ
る
の
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代

　
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
も
前
代
に
始
ま
っ
た
す
べ
て
の
型
の
仏
殿
が

継
続
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
伝
統
的
な
矩
形
平
面
の
堂
は
奈
良
、

京
都
な
ど
の
復
古
的
建
物
に
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
仏
殿
の
内
部

を
有
効
に
用
い
る
た
め
、
身
舎
後
列
柱
を
後
方
へ
少
し
お
く
り
、
仏

壇
の
位
遣
を
後
退
さ
せ
る
よ
う
工
夫
が
加
え
ら
れ
た
。
有
心
平
面
も

特
に
小
仏
堂
に
は
数
多
く
利
用
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
前
時
代
に
す
で

に
あ
ら
ゆ
る
工
夫
は
娼
つ
く
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

　
た
だ
身
舎
の
隅
に
四
本
目
柱
を
立
て
る
こ
と
を
や
め
て
、
仏
壇
の

後
の
柱
二
本
を
残
し
、
前
方
を
開
放
す
る
も
の
が
多
く
現
わ
れ
、
天

井
も
仏
壇
上
を
特
に
高
め
る
こ
と
を
し
な
い
も
の
も
禺
て
く
る
ゆ
し

か
し
全
く
異
質
的
な
も
の
と
し
て
、
新
た
に
中
園
に
の
様
式
を
と
り

入
れ
た
浄
土
寺
浄
土
堂
（
兵
庫
）
と
か
な
り
多
数
の
実
例
を
残
す
禅

宗
仏
殿
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

　
浄
土
寺
浄
土
堂
は
六
十
尺
四
方
の
広
い
堂
で
あ
る
が
、
柱
の
配
置

は
小
規
模
な
集
中
堂
と
同
様
三
間
四
方
と
い
う
簡
明
な
も
の
で
、
各

柱
間
隔
は
等
し
く
二
十
尺
ず
つ
で
あ
る
（
第
2
6
、
第
2
7
図
）
。
外
か
ら

］og

／嚇哺＼ンs・K）一一・＼
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第27図　浄土寺浄土堂平面図

眺
め
た
姿
は
建
ち
の
低
い
宝
形
造
り
の
堂
で
あ
る
が
「
こ
の
よ
う
に

低
く
見
え
る
の
は
、
在
来
の
我
が
国
の
伝
統
的
な
建
築
と
違
っ
て
、

斗
棋
を
柱
上
に
積
み
あ
げ
な
い
で
、
肘
木
を
柱
に
挿
し
こ
み
、
こ
れ

を
組
み
下
が
っ
て
、
前
方
に
持
ち
出
す
構
造
で
あ
る
の
と
、
権
が
直

接
屋
根
瓦
を
う
け
る
方
式
で
あ
る
た
め
、
か
な
り
深
い
軒
娼
を
持
つ

こ
の
建
物
で
は
軒
先
が
ず
？
と
下
っ
て
く
る
た
め
で
盗
る
。
そ
れ
に

屋
根
面
も
軒
先
も
直
線
で
で
き
て
い
て
、
異
様
で
あ
る
が
、
畿
内
は

こ
れ
に
反
し
て
、
急
傾
斜
の
種
が
上
っ
て
行
く
の
で
、
中
心
部
で
は
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田本の仏殿におけ‘る建築霊間の特性（浅野）

非
常
に
高
く
な
る
。
そ
の
う
え
身
舎
は
二
十
尺
四
方
に
す
ぎ
な
い
の

で
、
庇
と
身
舎
の
境
で
は
種
が
ず
っ
と
上
っ
て
、
身
舎
の
枯
は
際
だ
「

っ
て
高
く
な
る
。
ま
た
こ
こ
で
も
斗
棋
は
柱
上
に
積
み
あ
げ
ら
れ
な

い
で
、
柱
に
肘
木
を
さ
し
て
組
み
下
が
る
の
で
あ
る
か
ら
、
柱
は
ほ
，

と
ん
ど
屋
根
面
直
下
ま
で
の
び
上
る
。
し
か
し
柱
の
上
部
は
柱
間
を

つ
な
ぐ
貫
や
斗
棋
を
組
ん
で
固
め
ら
れ
、
さ
ら
に
各
藩
柱
上
か
ら
身

舎
の
柱
の
横
腹
へ
長
い
梁
が
か
け
ら
れ
、
こ
の
上
に
二
重
三
重
の
梁

が
組
み
上
げ
ら
れ
て
、
屋
根
を
支
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
こ
と
に

騒
凹
し
い
限
り
で
、
法
界
寺
阿
弥
陀
堂
で
見
た
よ
う
な
、
か
ら
り
と

し
た
窒
問
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
そ
の
身
舎
は
狭
く
高
い
空
閾
で
、

上
方
は
籠
の
よ
う
に
貫
や
斗
棋
で
餌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
に
は
身
含
い
っ
ぱ
い
に
円
形
仏
壇
を
す
え
、
そ
の
上
に
弥
陀
三
尊

の
高
く
立
ち
上
る
立
像
を
安
置
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
身
舎
は
仏
像

を
入
れ
る
厨
子
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
広
い
爾
積
を
占
め
る

周
囲
の
庇
は
上
方
に
累
々
と
梁
が
組
み
わ
た
岩
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
声
を
限
り
に
唱
え
る
熱
狂
的
な
念
仏
修
行
に
ふ
さ
わ
し
い
光

景
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
混
沌
と
し
た
濃
厚
な
意
匠
は
今
ま
で
の
平

坦
な
天
井
を
低
く
張
っ
て
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
空
間
へ
切
り
つ
め
て
行

っ
た
消
極
的
な
臼
本
人
の
好
み
で
は
と
う
て
い
着
想
で
き
な
か
っ
た

も
の
で
あ
っ
た
Φ

　
な
お
こ
の
堂
で
は
正
面
三
口
と
側
面
中
央
問
を
戸
口
と
す
る
他
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
と
み
ど

背
禰
と
一
方
の
側
面
前
端
に
蔀
戸
を
つ
り
、
広
く
解
放
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
注
意
を
要
し
、
身
舎
を
か
こ
む
四
本
の
柱
の

、
外
の
広
大
な
空
間
が
、
多
数
の
人
々
の
入
堂
を
許
す
の
み
で
な
く
、

こ
の
蔀
戸
や
扉
を
開
放
し
た
時
、
党
外
の
大
衆
も
念
仏
に
参
加
で
き

る
計
画
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
荒
け
ず
り
で
異
様
な
天
竺
様
は
彗
星
の
如
く
現
れ
て
、
た
ち

ま
ち
跡
を
断
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
禅
宗
仏
殿
は
は

る
か
に
持
続
的
で
、
よ
り
完
成
さ
れ
た
形
態
を
具
え
、
さ
ら
に
一
層

伝
統
的
な
建
築
と
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
残
念
な
が

ら
初
期
の
仏
殿
を
残
し
て
お
ら
ず
、
鎌
倉
時
代
後
期
以
後
の
も
の
を

知
り
得
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
形
式
の
統
一
さ
れ
た
も
の
で
、

時
代
に
よ
る
変
化
も
少
な
く
、
か
な
り
保
守
的
に
そ
の
形
式
を
墨
守

し
た
こ
と
を
知
り
う
る
。

　
こ
の
禅
宗
仏
殿
は
正
方
形
の
平
茸
を
持
ち
、
周
囲
に
裳
層
を
め
ぐ

ら
し
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
二
種
あ
る
が
、
そ
の
主
屋
の
取

扱
い
方
は
同
一
で
、
裳
暦
の
な
い
も
の
も
柱
は
高
い
（
第
2
8
図
）
。
こ

れ
ら
の
堂
の
柱
は
叢
立
っ
て
細
長
く
、
柱
間
隔
は
広
い
の
で
あ
る
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が
、
こ
の
よ
う
な
構
造
は
柱
間
に
貫
を
幾
通
り
も
貫
通
し
、
襖
じ
め

し
て
こ
れ
を
間
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
次
に
身
合
柱
を
四

本
た
て
る
べ
き
と
こ
ろ
、
前
方
の
二
本
を
除
き
、
そ
の
代
り
に
後
方

の
二
本
の
柱
か
ら
前
方
の
外
側
権
上
へ
向
っ
て
巨
大
な
梁
を
か
け
、

こ
の
梁
上
に
柱
に
代
る
東
を
の
せ
て
荷
を
支
え
、
広
々
と
し
た
空
間

を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
高
く
広
い
空
間
を
求
め
た
の
で

あ
る
が
、
斗
棋
は
伝
統
的
な
も
の
（
和
様
）
が
梁
や
桁
の
太
さ
と
か

け
離
れ
な
い
、
太
い
木
割
で
あ
っ
た
の
と
異
な
り
、
著
し
く
小
柄
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嚢
　
　
　
し
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第28図　裳層付義父仏殿町内園

も
の
を
用
い
た
。
即
ち
和
様
の
場
合
に
は
斗
棋
と
虹
梁
を
組
み
合
わ

せ
う
る
程
の
太
い
斗
棋
を
用
い
た
が
、
こ
ち
ら
で
は
梁
が
巨
大
化
し

た
の
に
反
比
例
し
て
斗
棋
が
微
小
化
し
た
た
め
、
斗
棋
は
常
に
グ
ル

；
プ
と
し
て
こ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
比
較

的
細
い
柱
は
上
方
で
更
に
急
に
細
め
ら
れ
、
そ
の
上
に
台
輪
と
よ
ぶ

盤
を
の
せ
、
盤
上
に
複
雑
に
組
合
っ
た
一
群
の
斗
棋
が
の
せ
ら
れ
た
。

し
か
し
そ
れ
で
は
柱
上
斗
棋
と
柱
上
斗
棋
の
闘
が
ひ
ど
く
離
れ
る
こ

と
と
な
る
の
で
、
そ
の
中
肉
に
も
幾
組
か
の
斗
棋
を
な
ら
べ
て
、
す

き
ま
を
び
っ
し
り
諮
め
た
。
こ
う
し
て
斗
供
の
装
飾
的
効
果
が
矯
立

つ
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
斗
組
の
中
に
組
み
こ
ま
れ

た
尾
錘
の
尻
が
内
方
に
延
び
て
、
に
ぎ
や
か
な
組
合
わ
せ
を
見
せ
る

の
に
対
し
、
身
舎
の
上
に
は
鏡
天
井
と
よ
ぶ
平
な
板
天
井
を
張
っ
て
、

休
息
を
与
え
て
い
る
。
床
は
正
式
に
は
土
間
と
な
り
、
立
礼
に
応
じ

て
仏
壇
も
高
め
ら
れ
、
上
下
に
繰
型
を
重
ね
て
、
に
ぎ
や
か
に
飾
ら

れ
た
。
こ
う
し
た
装
飾
的
な
意
図
は
他
の
細
部
に
も
い
き
わ
た
り
、

き
ば
な
　
　
え
　
び
こ
う
り
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
そ
ば
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
ら
ざ
　
　

さ
ん
か
ら
ど
　
　
　
か

木
鼻
、
海
老
虹
梁
、
柱
下
の
礎
盤
、
扉
を
つ
る
藁
座
、
機
唐
戸
、
花

と
う
ま
ど

頭
窓
、
波
形
連
子
な
ど
に
ま
で
、
異
様
な
曲
線
が
は
ん
ら
ん
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
新
様
式
は
伝
統
様
式
に
強
い
刺
戟
を
与
え
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
珍
奇
な
姿
は
余
り
に
も
異
質
的
で
あ
っ
た
た
め
、
一
挙
に
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そ
の
全
面
的
な
模
倣
が
始
ま
る
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
先
ず
構
造
的

な
長
所
を
と
り
入
れ
、
徐
だ
に
装
飾
の
緬
部
を
多
少
変
形
し
な
が
ら
、

臆
病
に
採
用
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
代
に
伝
統
様
式
に
属
す
る
も
の
で
、
最
も
活
機
に
新
意
匠

を
展
開
し
て
い
っ
た
の
は
、
平
町
構
成
の
複
雑
な
礼
堂
つ
き
の
仏
堂

で
あ
っ
た
。
さ
き
に
平
安
時
代
末
に
完
成
し
た
当
麻
寺
曼
茶
山
堂
で

は
礼
堂
と
内
陣
を
中
心
に
し
て
、
ま
わ
り
を
庇
で
闘
う
方
式
で
あ
っ

た
の
で
、
戸
口
を
入
っ
た
部
分
の
庇
が
無
駄
な
空
間
と
な
る
。
そ
れ

で
そ
こ
の
入
側
柱
を
除
き
、
大
梁
を
か
け
、
そ
の
上
に
柱
に
代
る
束

を
の
せ
て
荷
重
を
支
え
、
戸
口
を
入
る
と
た
だ
ち
に
内
陣
の
前
に
広

い
礼
堂
を
造
る
工
夫
を
し
た
。
そ
れ
に
は
長
寿
寺
本
堂
の
よ
う
に
、

こ
こ
に
屋
根
形
の
化
粧
天
井
を
張
っ
た
も
の
も
あ
っ
た
が
（
第
2
9
図
）
、

庇
に
当
る
部
分
を
片
流
れ
の
化
粧
麗
根
と
し
、
　
身
舎
に
入
る
部
分

を
水
平
な
天
井
と
し
た
も
の
が
よ
り
普
及
さ
れ
た
（
第
3
3
図
）
。
し
か

し
長
弓
寺
本
堂
（
奈
良
）
の
よ
う
に
前
後
二
闇
の
礼
堂
の
前
端
一
閾

を
化
粧
屋
根
と
し
、
後
方
二
型
を
水
平
天
井
と
し
て
、
三
江
を
通
し

た
大
梁
を
か
け
た
上
、
庇
と
身
禽
の
境
に
こ
の
大
梁
を
受
け
る
柱
を

立
て
た
大
胆
な
も
の
も
現
れ
た
（
第
3
0
図
）
。
こ
れ
は
当
麻
寺
曼
茶

羅
堂
へ
の
逆
戻
り
で
は
な
く
て
、
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
庇
と

N獣
鍵
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第30図　長弓寺本堂北颪図

身
舎
の
境
を
意
識
さ
せ
な
い
広
大
な
空
間
を
獲
得
し
て
い
る
の
で
あ

る
。　

し
か
し
時
代
が
下
る
と
、
反
対
に
内
陣
の
方
を
広
く
と
と
の
っ
た

ほ
ぼ
方
形
の
空
間
と
し
て
、
礼
堂
を
や
や
縮
小
し
、
一
間
半
程
の
コ

ン
パ
ク
ト
な
空
回
に
し
た
も
の
（
和
歌
山
長
保
寺
本
堂
第
3
1
図
）
仏

壇
を
背
面
の
庇
の
中
へ
一
部
お
し
入
れ
て
、
内
陣
の
無
駄
な
空
薫
を

除
き
、
全
体
の
空
間
を
ひ
き
し
め
た
も
の
（
石
今
寺
本
堂
）
な
ど
も
現

わ
れ
、
ま
た
霊
山
寺
本
堂
の
場
合
の
よ
う
に
　
（
第
3
2
図
。
長
弓
寺
本
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堂
と
年
代
場
所
と
も
近
接
し
な
が
ら
）
、
　
礼
堂
を
も
す
べ
て
低
い
小
組

格
天
井
張
り
と
し
、
こ
こ
と
内
陣
両
側
の
庇
と
の
境
を
撤
去
し
て
、

同
じ
天
井
を
続
け
、
内
陣
の
正
側
三
面
に
す
か
し
格
子
を
め
ぐ
ら
し

て
、
堂
内
全
体
が
内
外
陣
の
間
に
あ
だ
か
も
レ
ー
ス
を
か
け
た
よ
う

な
ト
ラ
ン
ス
ペ
ア
レ
ン
ト
な
一
つ
の
空
間
を
作
り
出
し
た
も
の
も
現

れ
た
。

第31図長保寺本堂礼堂

　
し
か
し
鎌
倉
時
代
末
に
は
反
対
に
禅
宗
仏
殿
の
広
大
な
空
間
を
と

り
入
れ
て
、
礼
堂
、
本
堂
共
に
天
井
を
高
め
、
柱
に
貫
を
幾
通
り
も

通
し
、
新
装
飾
を
巧
妙
に
活
か
し
た
も
の
も
出
現
し
は
じ
め
た
。

（
岡
山
の
本
山
寺
本
堂
、
兵
庫
の
朝
光
寺
本
堂
、
鶴
林
寺
本
堂
）
こ
う
し
て

禅
宗
仏
殿
の
方
式
は
次
第
に
伝
統
的
な
宗
派
の
堂
の
中
に
も
進
出
し

て
行
く
の
で
あ
っ
た
。

／
第32図　霊山寺本堂礼堂

　
一
方
信
仰
の
大
衆
化
に
つ
れ
て
、
礼
堂
を
広
大

に
す
る
要
求
が
増
大
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
早

い
例
で
あ
る
大
山
寺
本
堂
（
愛
媛
）
は
奥
行
二
間

の
礼
堂
を
前
後
に
二
つ
続
け
る
方
式
を
と
り
、
奥

の
礼
堂
の
床
を
一
段
と
高
め
て
い
る
（
第
3
3
図
）
。

そ
の
上
こ
の
巨
大
な
空
間
に
応
じ
て
柱
を
特
に
太

く
し
、
墓
股
の
装
飾
を
派
手
に
し
て
、
豪
華
な
気

分
を
出
す
こ
と
に
努
め
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な

傾
向
は
や
が
て
浄
土
宗
な
ど
の
新
興
宗
派
に
引
き

つ
が
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
中
世
の
仏
堂
は

遂
に
あ
ら
ゆ
る
空
間
の
要
求
に
答
え
て
可
能
な
方

法
を
つ
く
し
て
き
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
我
が
国
に
お
け
る
中
世
仏
堂
の
内
部
空
周
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へ
の
要
求
の
推
移
を
概
観
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
特
色
を
一

層
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
あ
る
意
味
で
こ
れ
と
全
く
対
照
的
な
内
．

容
を
も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
教
会
堂
の
内
部
空
間
と
対
比
さ
せ

て
み
よ
う
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
堂
の
う
ち
、
主
と
し
て
東
方
で
発
生
し
た
有

心
平
面
の
も
の
に
つ
い
て
は
先
に
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
西
方
で
発

展
し
て
、
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
堂
建
築
の
主
流
と
な
っ
た
長
堂
式
の

も
の
を
採
る
方
が
適
切
で
あ
る
（
第
3
4
図
）
。
　
こ
の
種
の
堂
は
妻
を

正
面
と
し
て
長
い
堂
の
反
対
側
の
奥
に
祭
壇
を
設
け
、
内
部
に
多
数

の
会
衆
を
収
容
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本
の
仏
堂
が
漸
次
礼
堂

の
拡
大
へ
と
進
み
な
が
ら
、
奥
行
が
限
定
さ
れ
、
ま
た
最
後
ま
で
祭

壇
を
含
む
内
陣
を
重
視
し
て
い
た
の
と
異
な
り
、
教
会
堂
に
お
け
る

祭
壇
の
前
の
内
陣
が
身
廊
部
と
区
画
さ
れ
る
の
は
特
殊
な
場
合
で
、

大
衆
の
座
と
な
る
身
開
の
奥
行
は
無
限
定
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て

そ
の
空
間
を
規
定
す
る
も
の
は
そ
の
断
面
で
あ
る
が
、
日
本
の
仏
堂

が
堂
内
は
む
し
ろ
ほ
の
暗
さ
を
貴
ん
だ
の
と
異
な
り
、
身
廊
に
採
光

の
必
要
か
ら
、
そ
の
部
分
を
側
廊
よ
り
一
段
と
高
く
し
、
そ
の
落
差

を
利
用
し
て
、
高
所
か
ら
ふ
り
そ
そ
ぐ
光
を
と
り
い
れ
た
点
に
全
く

異
な
っ
た
出
発
点
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
元
来
側
廊
は
人
間
的
尺
度

第33図　太山寺本堂断面図

　　第34図
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を
超
え
、
構
造
的
な
尺
度
に
従
っ
て
高
い
空
胴
を
作
っ
た
の
で
あ
る

が
、
こ
の
超
越
約
な
空
間
は
や
が
に
天
に
憧
れ
て
無
限
に
上
昇
し
よ

う
と
の
欲
求
に
こ
た
え
、
能
う
限
り
の
高
さ
を
工
夫
し
て
、
こ
れ
に

仰
高
的
で
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
表
現
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
日
本
の
仏
堂
が
仏
像
や
坐
居
す
る
礼
拝
者
の
尺
度
に
応

じ
て
、
コ
ン
パ
ク
ト
な
つ
つ
ま
し
や
か
な
空
間
を
求
め
、
こ
れ
に
平

明
清
澄
な
表
現
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
と
は
正
に
正
反
対
の
方
向
を

指
向
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
た
だ
我
が
国
の
禅
宗
仏
殿
ば
日
本
に
お
い
て
も
最
初
か
ら
異
質
的

な
も
の
で
、
や
は
り
人
間
的
尺
度
を
離
れ
た
、
広
く
高
い
盛
塩
を
求

め
た
点
で
は
葺
－
群
ッ
パ
の
教
会
堂
の
も
の
に
共
通
す
る
点
も
見
出

し
得
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
全
く
桁
の
違
う
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
広
大
な
気
構
え
を
つ
く
り
耀
し
て
は
い
る
が
、

む
し
ろ
象
徴
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
唯
心
的
に
眺
め
る
な
れ
ば
高
大

無
限
で
あ
っ
て
も
、
実
際
の
ス
ケ
ー
ル
は
小
さ
い
も
の
が
多
く
、
そ

の
迫
力
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
堂
と
は
岡
一
段
階
で
は
論

じ
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
は
別
に
、
発
達
し
た
ゴ
シ

ッ
ク
会
堂
の
よ
う
に
、
構
造
が
宙
由
度
を
獲
得
し
て
、
壁
面
を
ち
じ

め
、
残
さ
れ
た
柱
や
控
壁
の
マ
ッ
シ
ブ
な
颪
や
窓
枠
を
細
分
し
て
作

り
出
し
た
繊
細
な
調
子
は
、
禅
宗
仏
殿
の
柱
や
斗
棋
な
ど
の
木
柄
を

細
め
、
尖
鋭
化
し
、
複
雑
化
し
た
も
の
と
通
じ
る
点
を
見
塾
す
の
で

あ
る
。

結
　
　
び

　
以
上
我
が
国
の
古
代
か
ら
中
世
に
及
ぶ
仏
堂
の
推
移
を
概
観
し
、

こ
れ
と
全
く
無
関
係
に
発
展
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
同
類
或
は

対
照
的
な
も
の
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
特
色
を
明
ら
か

に
す
δ
こ
と
を
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
両
老
の
共
通
す
る
点
と
し
て
、

古
代
（
日
本
の
古
代
と
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
古
代
と
は
実
年
代
を
著
し
く
異
に
す

る
が
）
の
も
の
の
外
観
の
重
視
と
そ
の
端
正
さ
が
あ
げ
ら
れ
、
中
世

の
も
の
の
内
部
空
間
へ
の
関
心
が
挙
げ
ら
れ
た
。
も
と
よ
り
古
代
の

も
の
が
内
部
へ
の
考
慮
を
欠
き
、
中
世
の
も
の
の
外
観
が
無
視
さ
れ

た
の
で
は
な
い
が
、
前
者
は
外
か
ら
礼
拝
す
る
の
が
本
体
で
あ
っ
た

だ
け
に
そ
れ
を
整
え
る
こ
と
に
あ
ら
ゆ
る
配
慮
を
求
め
た
よ
う
に
、

後
者
は
内
部
空
間
が
主
と
な
る
存
在
で
あ
っ
て
、
外
部
は
そ
れ
に
従

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
共
通
の
場
に
お
い
て
両
者
を
比
較
す
る
時
、
木

造
と
石
造
と
い
う
根
本
的
に
異
質
な
材
料
を
使
用
し
た
こ
と
か
ら
来
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る
差
違
に
と
ど
ま
ら
ず
、
特
に
仏
堂
と
教
会
堂
の
内
部
空
間
に
お
い

て
は
、
前
者
が
人
間
的
尺
度
に
応
じ
て
抑
制
さ
れ
た
空
間
に
そ
の
す

ぐ
れ
た
特
色
を
創
り
出
し
た
の
と
対
照
的
に
、
後
者
は
人
望
的
尺
度

を
離
れ
た
超
越
的
空
間
を
め
ざ
し
て
、
無
限
に
高
大
な
も
の
を
築
き

あ
げ
た
こ
と
が
対
比
さ
れ
、
そ
こ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
文
化
の
特
性

を
見
出
し
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
昨
年
末
、
考
古
学
教
室
で
行
っ
た
講
演
を
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。
附
記
し
て
そ
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
阪
市
立
大
学
教
授
）

鷺本の仏殿における建繁窒聞の特性（浅野）

89　（719）



6f　the　work“Paop’u一‘9π”抱二子，　stated　the馳eory　and　techmique　of

fairy　in　its　contents．　A　special　shadow　was　casted　on　the　work，

judging　from　．his　native　place　o’f　Chiang－nan　irrf”lj　as　a　descendant　of

the　rtiined　people　and　the　period　befere　the　establiShment　of　Tung－

tsin東欝when　his　book　was　drawn　up．

　　ThiS　article　treatS　PaO－P’％一’誠一nui－wai－P’ien抱朴子内外篇Organically，

in　close　relation　betweenκゑ肱㎎蔦洪as　a　historical　existence　and

the　contents　of　PaoP’u－tzt7．

Characteristic　of　Architectural　Space　in

　　　　　　Japanese　Buddhist　Temples

　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　Kiyoshi　Asano

　　T．he　architecture　of　Japanese　Buddhist　temples　was　at　first　inet’o－

duced　as　a　thing　arranging　their　appearance　in　accordance　with　the2r

outer　style，　and　then　interest　in　their　i／nner　space　grew　deepeRed　with

worsliippers’　invasion．　Soon　special　inner　temple　was　created　of　in－

habitable，　cempact　and　serene　climate．

　　Afeer　they　accepted　the　new　Chinese　style　at　the　beginning　of

Middle　Ages，　the　space　suffered　a　great　and　active　change　under　the

lnfluence　of　the　traditional　space；　in　comparison　with　the　intention　to

the　space　in　the　indifferent　Eta‘opean　teinp1es　on　each　developing

stage，　we　want　to　offer　an　aid　to　’coRsider　the　characteristic　of　our

national　cu｝ture　in　Ja’垂≠獅?ｓｅ　architecture．

A　Historical　lnvestigation　of　the　Party－

　　　　　　　Organization　in　Germany

　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　Shuji　lida　and　Others

　　ln　the　bibliographies　concerning　the　modern　and　contemporary

history，　which　were　published　during　the　last　decade　in　West－Geymany，

we　can　often　recognize　the　new　technical　tenns，　Massengesellschaft，．

Massendemoleratie　or　Parteienstaat．　Such　a　viewpoint　is　very　remarkable

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（773）


