
タ
キ
シ
ラ
傭
寺
の
伽
藍
構
成

は

じ

め

に

石
積
法
六
種
-
第
-
期
堵
束
僧
西
-
第
Ⅱ
期
方
形
僧
坊
出
現

-
第
Ⅲ
期
四
面
僧
坊
確
立
1

第
Ⅳ
期
造
寺
停
滞
1
第
Ⅴ
期
奮
寺

改
修
1
第
Ⅵ
期
十
字
形
体

坊

塔
院
遷
移
-
僧
坊
遷
移
-
伽
藍
配
置
五
式

お

わ

り

に

巻
末
国
表

桑

山

正

進

は

じ

め

に

I

前
稿
で
ハ
ッ
ダ
最
近
の
吏
掘
成
果
に
つ
い
て
寸
評
を
試
み
た
と
き
(『東
方
学
報
』
京
都
第
四
五
朋
'
三
三
五
重
1
三
五
七
頁
)､

ハ
ッ
ダ
に
お
け
る
俳
塔
の
編

年
基
準
を
ど
こ
に
求
め
る
か
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
た
｡
こ
の
事
情
は
ひ
と
り

ハ
ッ
ダ
だ
け
に
と
ど
ま
る
問
題
で
は
な
く
､
ガ
ン
ダ

ー
ラ
地
方

(ペ
シ
ャ
ー

ワ
ル
盆
地
)
に
も
嘗
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る
｡

そ
れ
は
､
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
編
年
研
究
が
'
や
は
り
そ
の
基
準
の
と
-
か
た
の

暖
昧
さ
か
ら
'
泥
沼
化
し
て
い
る
事
態
と
表
裏

一
鮭
の
関
係
に
あ
る
｡
既
に
報
告
し
た
と
お
り

(『人
文
』
九
漉
､
七
重
)､
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
編
年
の
た

め
に
は
'
そ
の
方
法
を
ひ
と
ま
ず
韓
換
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
な
段
階
に
き
て
い
る
｡
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
い
う
風
土
と
き
り
は
な

す
こ
と
が
で
き
な
い
で
成
立
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
れ
ば
､
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
い
う
地
域
の
性
格
を
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
背
景
の
ひ
と
つ
と

し
て
明
確
に
L
t
そ
こ
か
ら
普
美
術
を
再
検
討
し
て
ゆ
-
の
も
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
｡

ま
た
､
集
落
遺
跡
を
層
位
的
に
襲
掘
L
t
土
器
様
式
を
-
み
た
て
'
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
地
方
の
編
年
を
お
こ
な
い
'
併
寺
出
土
の
土
器
と
対
比

タ
キ
シ
ラ
悌
寺
の
伽
藍
構
成



東

方

短
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報

し
て
ゆ
-
方
法
も
既
に
注
意
を
促
し
た
と
こ
ろ
で
あ
-
(『東
方
畢
報
』
同
上
筋
､
『西
南
ア
ジ
ア
研
究
』
〓
ハ窮
)'
こ
れ
も
背
景
の
ひ
と
つ
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ

す
る
方
法
で
あ
る
.
し
か
し
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
と
は
別
の
方
法
を
提
示
し
'
編
年
の
方
向
を
模
索
し
た
い
】8

ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
彫
像
が
悌
塔
の
荘
厳
と
し
て
併
塔
と
不
即
不
離
な
つ
な
が
り
の
う
え
に
あ
る
以
上
､
造
像
活
動
の
展
開
も
憐
塔
を
ふ
-
め
た
悌
寺

の
展
開
過
程
と
緊
層
な
関
係
に
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
と
こ
ろ
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方

(
ペ
シ
ャ
ー
ワ
ル
盆
地
)
で
は
多
数
の
悌
寺
遺
跡
が
存
在

す
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
悌
寺
の
編
年
も
確
立
し
な
い
ま
ま
'
儒
教
彫
像
の
編
年
が
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
だ
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
の
悌
寺

編
年
も
ま
た
､
そ
の
基
準
を
容
易
に
と
ら
え
が
た
い
状
況
な
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
と
隣
接
し
へ
か
つ
教
の
上
で
も
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
.と
匹
敵
す
る
タ
キ
シ
ラ
地
方
の
傍
寺
が
ど
の
よ
う
な
襲
蓮
を
た
ど
っ

た
か
を
観
察
す
る
こ
と
は
'
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
の
併
寺
の
編
年
に
何
ら
か
の
指
針
を
興
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
し
か
も
タ
キ
シ
ラ
で
は
J
=
マ
ー
シ

ャ
ル
の
二

〇
年
(
l
九
l
三
年
-
l
九
三
四
年
)
に
及
ぶ
調
査
の
結
果
､
時
代
と
と
も
に
襲
化
し
た
六
種
の
石
構
法
が
確
認
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
右
横
法
の

襲
化
や
種
類
を
そ
の
ま
ま
他
地
域
に
適
用
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
が
'
タ
キ
シ
ラ
内
に
関
す
る
か
ぎ
-
'
悌
寺
の
伽
藍
構
成
の
変
化
を
と
ら
え
う

る
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
手
が
か
り
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
こ
の
右
横
法
に
基
-
な
ら
ば
へ
各
悌
寺
の
創
建
時
の
プ
ラ
ン
か
ら
時
代
と
と
も
に
潜
虞
さ
れ

た
プ
ラ
ソ
ま
で
を
磯
討
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
の
よ
う
な
編
年
表
を
作
製
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
そ
の
中
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
の
傍
寺
の
占
め

*
*

る
位
置
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
巻
末
国
表
は
そ
の
意
味
で
本
論
の
集
約
で
あ
る
｡

タ
キ
シ
ラ
に
お
け
る
俳
寺
の
伽
藍
配
置
に
つ
い
て
'

マ
ー
シ
ャ
ル
は
と
-
に
ふ
れ
て
い
な
い
｡
近
年
へ

H
=
サ
ル
カ
ル

S
a
rk
a
r
や
高
田
修
氏
が

ふ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
が
'
い
ず
れ
も
概
観
の
域
を
出
ず
'
D
,
H
.
B
a
r
uaに
い
た
っ
て
は
と
り
あ
げ
る
ほ
ど
で
も
な
い
｡
タ
キ
シ
ラ
に
お
け
る
傍

寺
の
伽
藍
構
成
の
展
開
を
把
握
し
て
お
-
こ
と
は
'
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
像
隔
年
の
た
め
の
ま
わ
-
-
ど
い

一
方
法
と
し
て
の
意
味
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､

ク
ー
-
ム
盆
地

へ
至
る
遺
す
じ
に
あ
る
俳
寺
の
伽
藍
構
成
や
お
そ
ら
く
は
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
悌
寺
の
伽
藍
構
成
を
理
解
す
る
た
め
に
も
'
根
本
的

な
こ
と
に
ち
が
い
な
い
｡

本
論
で
は
伽
藍
構
成
を
塔
地
と
恰
衆
の
住
塵
で
あ
る
借
地
と
の
配
置
と
考
え
､
時
期
別
に
考
察
し
た
あ
と
で
'
塔
地
や
借
地
の
襲
選
を
個
別
に
あ



ヽ
ヽ

と
づ
け
'
配
置
法
の
か
た
に
あ
る
て
い
ど
の
き
ま
り
を
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
各
寺
院
細
部
の
記
錦
や
建
物
に
関
す
る
記
述
は
み
な

マ
ー
シ

ャ
ル
の
調
査
報
告
に
絶
封
に
従

い
'
煩
雑
に
な
る
こ
と
を
避
け
て
筆
者
の
記
述
の
謹
撰
と
な
る
出
典
を
あ
え
て
記
さ
な
い
｡
そ
れ
は
'

マ
ー
シ
ャ
ル

の
襲
掘
報
告
書
の
各
寺
院
に
関
す
る
記
述
を
参
照
す
る
こ
と
が
､
こ
の
種
の
研
究
者
に
と
っ
て
必
須
か
つ
容
易
な
作
業
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
｡

*
本
論
で
使
う

｢
俳
塔
｣
と
は
､
ス
-
ク
ー
パ
の
こ
と
で
あ
る
｡
塔
'
小
塔
､
大
塔
､

主
塔
も
み
な
こ
の
意
味
で
あ
る
｡
大
塔
ま
た
は
主
塔
と
は
塔
院
の
中
心
に
あ

っ
て
'

他
を
歴
し
て
規
模
の
大
き
い
も
の
､
奉
献
小
塔
に
対
し
て
い
う
な
ら
主
塔
で
あ
る
｡

ま
た
グ
リ

ハ
=
ス
ト
ゥ
-
パ

g
rh

a･sta
p
a
と
は
､

屋
外
に
建
立
さ
れ
た
ス
ー
ク

-
パ
で
は
な
-

'
堂
宇
内
に

本
尊
と

して和
ら
れ
た
ス
ト
ク
ー
パ
で
あ
る
｡

*
*
巻
末
国
表
に
つ
い
て

表
の
左
端
に
記
し
た

ロ
ー
マ
数
字
は
'
右
横
法
の
時
期
を
表
わ
し
'
Ⅰ
か
ら
下

へ
順
に
時
期
の
降
る
こ
と
を
示
す
｡
左
か
ら
右

へ
配
列
し
た
伽
藍
構
成
の
プ
ラ
ン

は
'
ほ
ぼ
そ
の
形
式
順
に
従

っ
て
い
る
が
'
ス
ペ
ー
ス
の
都
合
で
必
ず
し
も
そ
う

で
な
い
場
合
が
あ
る
｡
各
時
期
の
欄
に
み
え
る
各
寺
院
は
創
建
の
場
合
と
槍
康
の

場
合
と
が
あ
る
｡
創
建
の
プ
ラ
ン
あ
る
い
は
ま

っ
た
-
あ
ら
た
な
プ
ラ
ン
で
改
修

さ
れ
た
場
合
に
は
､
す
べ
て
寺
院
名
を
附
し
た
｡
し
た
が

っ
て
寺
院
名
の
附
し
て

な
い

プ

ラ
ン
は
前
代
か
ら
存
漬
し
て
増
庚
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
に
限
る
｡
こ
の

場
合
は
各
寺
院
を
ほ
ぼ
中
心
線
上
に
の
せ
て
あ
る
｡
各
寺
院
プ
ラ
ン
な
い
し
同
寺

異
時
期
プ
ラ
ン
を
結
ぶ
線
は
と
-
に
関
係
の
あ
る
寺
院
プ
ラ
ン
の
系
統
を
示
し
た
｡

た
と
え
ば
'
第
Ⅱ
期
の
ギ
リ
C
=
D
=
E
寺
､
カ
ー
ラ
ワ
-
ン
'
チ
ル
=
ト
ー
プ

D
l
寺
の
系
統
が
第
Ⅳ
期
の
ジ
ャ
ウ
リ

ア
-
ン
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
し
'
第
Ⅱ

期
の
ギ
リ
C
=
D
=
E
寺
と
カ
ー
ラ
ワ
-
ン
は
､
第
Ⅲ
期
の
ギ
リ
C
=
D

=
E
寺

へ
つ
な
が
り
'

第
Ⅳ
期
の
ジ
ャ
ウ
リ
ア
-
ソ
に
系
統
づ
け
ら
れ
る
こ
と

を
示
す
｡

ま
た
噌
廉
が
な
-
､
創
建
普
初
の
ま
ま
の
プ
ラ
ン
の
寺
院
､
テ
ル
=
ト
ー
プ
A
､

C
t
D
l
､
D
2
な
ど
は
存
緯
期
間
を
お
さ
え
ら
れ
な
い
の
で
､
創

建
の
時
期
に

のみ
プ
ラ
ン
を
示
さ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
｡
存
績
期
間
に
閥
し
て
は
本
文
に
の
べ

た
場
合
も
あ
る
｡

石

積

法

六

種

時
期
別
に
伽
藍
配
置
を
考
察
す
る
た
め
'
時
期
を
設
定
す
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
｡
時
期
は
タ
キ
シ
ラ
に
お
け
る
右
横
法
の
差
異
に
よ
っ
て
決
定

さ
れ
る
｡
タ
キ
シ
ラ
に
は
六
種
の
右
横
法
が
あ

っ
た
こ
と
を

マ
ー
シ
ャ
ル
が
示
し
た
｡
と
-
に
第
三
都
市
に
お
け
る
層
位
の
確
認
と
そ
れ
に
封
鷹
す

る
石
構
法
の
奨
化
や
建
物
の
壁
の
入
り
-
み
か
た
に
よ
る
石
積
法
の
前
後
関
係

(時
期
差
)
に
よ
っ
て
'
六
種
の
右
横
法
が
ほ
ぼ
六
時
期
に
呼
癒
し
､

し
か
も
そ
れ
ら
は
断
絶
な
く
時
間
的
に
前
後
の
順
を
迫

っ
て
現
わ
れ
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
｡
こ
の
六
種
の
右
横
法
の
前
後
関
係
を
そ
の
ま
ま
ガ
ン
ダ

ー
ラ
や
ス
ワ
-
ト
等
々
の
地
方
で
適
用
す
る
こ
と
は
上
述
の
と
お
り
危
険
を
お
か
ず
こ
と
に
つ
な
が
る
け
れ
ど
も
'
タ
キ
シ
ラ
と
い
う
限
ら
れ
た
地

域
に
関
し
て
は
'
現
在
の
と
こ
ろ
､
建
物
に
相
対
年
代
を
興
え
る
も

っ
と
も
有
効
な
手
が
か
り
を
提
供
し
て
い
る
｡

タ
キ
シ
ラ
併
寺
の
伽
藍
構
成

三
二
九
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タ
キ
シ
ラ
第
三
都
市
は
そ
の
最
後
の
段
階
に
お
い
て
地
文
棟
横

D
ia
p
er
M

asoロ
ry
と
い
う
堅
固
な
建
築
技
術
を
生
ん
だ
｡

そ
れ
以
前
は
野
右

横

R
u
b
b
te
M

asonry
で
'
大
石
を
並
置
し
て
そ
の
間
隙
を
小
石
で
う
め
る
や
り
方
で
あ
る
｡
大
石
す
な
わ
ち
地
石
の
大
小
も
小
石
す
な
わ
ち
問

石
の
大
小
も
そ
れ
ぞ
れ
全
然
不
統

一
で
揃
わ
な
い
｡
こ
れ
を
第

Ⅰ
期
右
横
と
よ
ぶ
｡
儒
教
寺
院
に
は
こ
の
右
横
法
に
従

っ
て
い
る
も
の
が
若
干
あ
り
'

そ
れ
は
タ
キ
シ
ラ
に
お
け
る
最
古
の
係
数
寺
院
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
'
傍
塔
は
内
部
を
こ
の
石
積
法
で
築
き
'
外
面
は
カ
ソ
ジ

ュ
ー
ル
K
a
A
j.tirI

と

い
う
地
方
的
呼
稀
の
多
孔
軟
質
の
加
工
の
容
易
な
石
を
切
り
､
組
み
あ
わ
し
て
い
る
｡
タ
キ
シ
ラ
第
三
都
市
第
二
暦
で
示
さ
れ
る
イ
ン
ド
=
パ
フ
ラ

ヴ
ア
時
代
に
は
'
こ
の
方
法
に
従

っ
た
塔
虞
が
市
街
に
面
し
て
数
ヶ
所
あ
る
｡
こ
の
右
横
法
に
従

っ
た
建
築
は
お
そ
ら
-
紀
元
後
二
五
年
ご
ろ
に
大

地
震
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
倒
壊
し
た
｡
ジ
ャ
ン
デ
ィ
ア
ー
ル
神
殿
や
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
の
伏
鉢
が
こ
の
地
震
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
｡
こ
の

の
ち
の
復
興
に
導
入
さ
れ
た
石
構
法
が
地
文
棟
積
で
あ

っ
て
'
筆
者
は
こ
の
石
構
法
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
時
期
を
第

Ⅱ
期
と
よ
ぶ
｡
壁
面
に
あ
ら

わ
れ
た
右
横
は
､
地
石
の
高
さ
と
底
部
を
相
互
に
統

一
し
な
が
ら
な
ら
べ
へ
地
石
と
地
石
と
の
間
に
-
す
-
厚
さ
の
と
と
の
っ
た
片
岩
を
問
石
と
し

て
積
ん
で
ゆ
-
も
の
で
あ
る
｡
第

Ⅰ
期
と
第

Ⅱ
期
と
の
右
横
の
あ
き
ら
か
な
相
異
は
'
こ
の
よ
う
な
間
隙
充
填
の
石
に
み
ら
れ
る
｡
瓦
の
よ
う
に
厚

さ
が
さ
だ
ま
っ
て
薄
手
の
平
石
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
第

Ⅲ
期
以
降
第

Ⅳ
期
ま
で
の
石
構
法
は
'
基
本
的
に
は
第

Ⅱ
期
か
ら
の
車
展
で
あ
る
｡

間
隙
に
積
み
こ
む
石
は
し
だ
い
に
粗
-
大
き
く
な
る
｡
厚
み
が
ま
し
て
'
偏
平
に
整

っ
た
初
期
の
も
の
に
封
L
t
粗
雑
さ
が
い
ち
ぢ
る
し
-
な
る
｡

同
時
に
地
石
の
大
き
さ
も
ま
す
｡
地
石
の
下
底
は
'
普
初
か
な
ら
ず
L
も
平
坦
で
は
な
-
､
凸
面
を
残
し
て
い
る
も
の
も
あ

っ
た
が
､
な
る
べ
-
午

坦
な
底
面
に
な
る
よ
う
に
加
工
す
る
よ
う
に
な
る
｡
こ
の
よ
う
に
問
石
が
あ
ら
-
地
石
が
大
き
-
な
っ
た
地
文
棟
積
の
段
階
を
第
Ⅲ
期
と
よ
ぶ
｡

こ
の
段
階
か
ら
さ
ら
に
襲
化
し
て
'
地
石
の
大
き
さ
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
大
き
さ
に
そ
ろ
え
ら
れ
'
地
石
を
な
ら
べ
た
水
平
列
の
間
に
平
石
の
列
が

は
い
り
'
こ
の
平
石
列
が
地
右
列
と
暦
序
を
形
成
す
る
傾
向
を
み
せ
る
段
階
を
第
Ⅳ
期
と
よ
ぶ
｡
平
石
の
厚
さ
は
第

Ⅱ
期
の
よ
う
に
厚
い
が
'
大
き

さ
を
加
工
し
て
そ
ろ
え
る
傾
向
が
生
じ
て
い
る
0
第
Ⅳ
期
石
構
法
が
も

っ
と
も
吏
達
し
た
段
階
で
は
､
地
石
と
地
石
と
の
問
に
積
ま
れ
た
間
石
の
高

さ
は
'
地
石
の
高
さ
に
等
し
く
､
し
か
も
問
石
の
積
み
あ
げ
は
地
石
と
地
石
と
の
問
に
舵
に

l
列
を
整
斉
に
並
べ
る
C

一
方
'
第
Ⅳ
期
で
地
石
の
水

平
列
と
暦
序
を
形
成
し
っ
つ
あ
っ
た
平
石
の
水
平
列
は
､
か
な
ら
ず
二
重
列
か
三
重
列
で
あ
り
'
い
ず
れ
の
平
石
も
大
き
さ
を
長
方
形
に
そ
ろ
え
'



地
石
と
問
石
と
の
大
き
さ
の
差
も
縮
ま
っ
て
し
ま
っ
た
｡
こ
の
最
終
段
階
を
第
Ⅵ
期
と
い
い
'
第
Ⅵ
期
と
第
Ⅳ
期
と
の
中
間
の
時
期
第
Ⅴ
期
は
地
右

列
と
暦
序
を
な
す
平
石
列
が

一
重
で
'
個
々
の
大
き
さ
に
統

一
が
あ
る
｡

マ
ー
シ
ャ
ル
は
こ
れ
ら
六
種
の
石
積
法
に
絶
封
年
代
を
輿
え
て
い
る
｡
し
か
し
筆
者
は
絶
封
年
代
に
関
し
て
は

マ
ー
シ
ャ
ル
に
依
接
す
る
こ
と
を

敢
え
て
避
け
る
｡
第

Ⅰ
期
石
積
法
と
第

Ⅱ
期
石
積
法
が
第
三
都
市
第

Ⅱ
暦
に
前
後
し
て
み
ら
れ
､
そ
の
間
に
大
地
震
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
'
大
地

震
の
前
後
と
も
ゴ
ソ
ド
フ
ァ
ー
レ
ス
王
護
行
の
貨
幣
が
大
量
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
'
そ
し
て
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
-
ト
ス
の

『
テ
ィ
ア
-
ナ
の
ア
ポ
ロ

ッ
ニ
ウ
ス
俸
』
に
み
え
る
ア
ポ
ロ
ッ
ニ
ウ
ス
が
タ
キ
シ
ラ
第
三
都
市
に
到
着
し
た
こ
と
､
な
ど
を
注
意
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
｡

第
Ⅰ
期
塔
東
僧
西

ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
は
固
形
基
壇
で
'
そ
の
上
に
囲
筒
部
と
伏
鉢
と
を
お
-
｡
伏
鉢
の
内
核
は
､
車
輪
の
ス
ポ
ー
ク
の
よ
う
に
中
心
か
ら
放

射
状
に

一
六
の
壁
を
き
づ
き
､
こ
の
壁
に
か
こ
ま
れ
た
部
分
を
ま
た
右
横
で
充
填
し
て
い
る
｡
放
射
状
の
壁
の
下
部
は
'
基
壇
に
-
い
こ
ん
で
お
ら

ず
'
既
に
存
在
し
て
い
た
基
壇
の
上
に
つ
-
ら
れ
た
も
の
で
､
塔
創
建
嘗
初
に
は
な
か
っ
た
の
ち
の
時
代
の
改
修
で
あ
る
｡
ま
た
囲
簡
部
の
東
北
壁

面
に
第

Ⅱ
期
右
横
が
み
ら
れ
'
こ
れ
も
ま
た
第

Ⅱ
期
に
お
け
る
補
修
で
あ
る
｡
放
射
状
の
壁
は
第
三
都
市
第
二
暦
の
時
期
の
C
地
匠
に
お
け
る
悌
塔

石
組
み
と
原
理
的
に
類
同
す
る
｡
こ
れ
ら
の
事
賓
に
よ
っ
て
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
園
筒
部
分
以
上
は
第

Ⅱ
期
に
属
し
'
そ
れ
ら
が
築
か
れ
た
基

壇
部
は
第

Ⅱ
期
以
前
に
属
す
る
こ
と
が
し
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
第

Ⅰ
期
寺
院
の

一
部
と
し
て
現
在
理
解
で
き
る
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
は
平
面

固
形
の
基
壇
に
限
ら
れ
る
｡

大
塔
を
と
り
か
こ
む
よ
う
に
多
-
の
伺
堂
が
現
在
み
ら
れ
る
｡
そ
の
石
組
に
は
大
塔
東
北
部
分
の
補
修
壁
と
同

一
の
第

Ⅱ
期
右
横
法
に
し
た
が
っ

て
い
る
も
の
が
あ
る
｡
第

Ⅱ
期
石
構
法
に
よ
る
両
堂
群
は
小
規
模
な
建
物
を
創
平
し
た
上
に
築
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
小
規
模
な
建
物
は
第

Ⅰ
期
右
横

法
に
し
た
が
っ
て
建
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
を
固
上
で
復
原
し
て
み
る
と
挿
固
1
の
と
お
り
で
あ
る
｡
×
印
を
ふ
-
め
て
九
基
の
方
形
基
壇
の

タ
キ
シ
ラ
悌
寺
の
伽
藍
構
成



東

方

撃

報

上
に
固
形
平
面
の
構
築
物
が
あ

っ
た
｡
こ
の
他
に
も
固
形
基
壇
や
長
方
形
基
壇
の
う
え
に
固
形
平
面
の
構
築
物
を
も

っ
て
い
た
も
の
が
四
基
あ
り
'

南

へ
や
や
こ
の
列
か
ら
は
な
れ
て

一
基
あ

っ
た
｡
そ
の
他
に
も
こ
れ
ら
と
は
別
々
に
離
れ
て
北
東
に
二
基
､
西
に
二
基
の
傍
塔
が
あ

っ
て
､
第

Ⅰ
期

の
石
積
法
に
し
た
が

っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
構
築
物
の
う
ち
で
'
最
初
に
あ
げ
た
九
基
は

マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
っ
て
ス
ト
ク
ー
パ
と
断
定
さ
れ
た
が
'

ほ
ぼ
等
間
隔
に
同
様
な
規
模
で
配
置
さ
れ
て
い
て
､
圃
簡
形
の
立
ち
あ
が
り
が
高
-
'
ス
ー
ク
-
パ
の
囲
筒
部
と
し
て
こ
れ
ら
は
高
す
ぎ
る
｡
ス
ワ

-
ト
に
お
け
る
例
か
ら

(D
･F
accen
n
aV
A
G
u
id
e
t
o

t
h
e

E
x
c
a
v
a
t
io

7LS
in
S
w
a
t

(
P
a
k
ista
n
)
]
9
5
6
1
]
9

62
,

R
om
a,
1964
,
p
p
.
5
31
54
.p
t
.

X
tL)'

ス
タ
ン
''(

Stam
bha
と
考
え
た
方
が
よ
か
ろ
う
｡

ダ

ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
に
お
け
る
こ
の
時
期

の
僧
坊
は
二
ヶ
所
に
あ
る
｡
ひ
と
つ
は
大
塔
の
西
方
に
北

へ
一
列
に
並
ん
だ
建
物
群
で
あ
-
'
も
う
ひ

と
つ
は
大
塔
北
方
に
あ
る
｡
ど
ち
ら
も
数
段
の
階
段
を
の
ぼ
り
'
大
塔
の
位
置
し
て
い
る
レ
ベ
ル
よ
り
豊

岡
い
｡
前
者
は
少
-
之
も
前
後
二
室
を
そ

な
え
た

l
封
の
房
室
が

一
列
に
な
ら
ん
だ
形
を
と
り
'
僧
坊
南
端
か
ら
は
東

へ
一
直
線
に
低
い
垣
壁
を
も
う
け
'
大
塔
の
南
ま
で
緩

い
て
い
る
｡
こ

の
垣
壁
と
僧
坊
と
に
よ
っ
て
大
塔
が
と
り
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
垣
壁
の
東
部
､
す
な
わ
ち
大
塔
東
方
に
は
､
垣
壁
が
現
存
し
な
い

が
､
大
塔
北
方
は

1
段
高
い
土
地
で
あ
り
'
垣
壁
が
不
必
要
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
こ
の

l
段
高

い
地
匠
に
も
う
ひ
と
つ
の
恰
坊
が
現
存
す

る
｡
大
塔
匠
の
北
か
ら
の
ぼ

っ
て
す
ぐ
左
側
に
西

へ
の
び
る
房
室
群
が
あ
り
'
西
端
か
ら
か
ぎ
型
に
ま
が

っ
て
北

へ
と
の
び
る
房
室
群
が
あ
り
､
こ

の
両
群
に
よ
っ
て
恰
坊
が
形
成
さ
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
大
塔
匠
の
恰
坊
と
同
じ
-

一
封

一
列
式
の
プ
ラ
ン
に
な

っ
て
い
る
｡
恰
坊
の
東
に
は
南
む

き
の
方
形
基
壇
を
も

つ
悌
塔
が
二
基
離
れ
て
建

っ
て
い
る
が
'
西
方
の

一
基
は
恰
坊
か
ら
出
た
垣
壁
に
よ
っ
て
そ
の
南
部
と
東
部
と
を
か
こ
ま
れ
て

お
り
'
大
塔
区
の
あ
-
方
と
同
額
で
あ
る
｡
章
掘
者

マ
ー
シ
ャ
ル
は
こ
れ
ら
の
塔
や
僧
坊
も
と
も
に
大
塔
に
附
属
す
る
役
割
を
も

つ
と
考
え
た
け
れ

ど
も
'
筆
者
は
少
-
と
も
第

Ⅰ
期
石
構
法
の
時
代
に
は
大
塔
区
と
は
別
個
の
併
寺
と
し
て
猫
丘
さ
せ
た
方
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
る
｡
し
た
が
っ
て

大
塔
匠
を
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
と
よ
び
う
そ
の
北
方
の
ひ
と
ま
り
を
ダ
ル
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
と
よ
ぶ
｡

第

Ⅰ
期
右
横
法
に
従

っ
た
併
寺
に
は
'
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
所
在
の
丘
陵
と
は
ま
っ
た
-
こ
と
な
る
平
地
､
第
三
都
市
北
邦
に
､
ジ
ャ
ン
デ
ィ
ア

ー
ル
B
t
A
南
寺
も
あ
る
｡

B
寺
に
は
南
向
き
正
面
の
方
形
基
壇
を
も

つ
一
基
の
備
塔
が
四
周
を
ほ
と
ん
ど
正
方
形
に
垣
壁
で
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
｡
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挿囲1 第Ⅰ期ダル マラ ージカー大塔寺 (1 .I 1300)

タ
キ
シ
ラ
悌
寺
の
伽
藍
構
成

垣
壁
西
壁
は
そ
の
ま
ま
僧
坊
の
東
壁
と
な
っ
て
,
長
方
形
プ
ラ
ン
の

房
室
が
教
室
南
北
に
併
行
し
て

一
列
存
在
す
る
｡
垣
壁
北
側
に
は
通

廊
を
隔
て
て
教
室
の
小
部
屋
が
あ
り
､
東
端
は
居
室
と
い
う
よ
り
も

薩
拝
封
象
を
安
置
し
た
と
考
え
る
方
が
妥
常
で
あ
る
よ
う
な

プ

ラ
ン

の
'
長
方
形
の

一
室
に
終

っ
て
い
る
｡

マ
ー
シ
ャ
ル
は
,
こ
の
よ
う

な
垣
壁
に
接
し
て
建
て
ら
れ
た

l
連
の
妄
評
が
そ
の
基
礎
石
組
を
残

す
だ
け
で
､
し
か
も
各
室
が
い
ち
じ
る
し
-
方
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
,

こ
れ
ら
の
室
群
を
恰
坊
と
決
定
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
あ
る
｡
し
か

し
､
前
記
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
の
大
塔
寺
や
北
寺
の
僚
坊
列
を
み
る

と
'
細
長
い
方
形
の
房
室
と
そ
れ
よ
り
も
正
方
形
に
近
い
房
室
あ
る

い
は
方
形
の
房
室
と
が
封
に
な
っ
て
列
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
'

ジ
ャ
ン
デ
ィ
ア
ー
ル
B
寺
の
室
群
の
構
成
と
類
同
し
て
い
る
｡
し
た

が
っ
て
ジ
ャ
ン
デ
ィ
ア
ー
ル
B
寺
の
傍
塔
と
僧
房
と
の
配
置
関
係
も

ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
に
お
け
る
両
寺
と
同
式
と
み
る
の
で
あ
る
｡
ジ

ャ
ン
デ
ィ
ア
ー
ル
A
寺
は
南
向
き
方
形
基
壇
の
悌
塔
が

一
基
あ
る
だ

け
で
あ
る
｡
内
核
は
粗
-
-
だ
い
た
石
灰
岩
と
河
原
石
と
を
泥
土
で

っ
な
ぎ
と
め
て
築
き
､
壁
面
は
加
工
調
整
の
容
易
な
軟
質
の
カ
ン
ジ

ュ
ー
ル
石
の
ブ

ロ
ッ
ク
積
み
で
あ
り
t
B
寺
の
塔
と
ま
っ
た
く
同
じ

形
式
で
あ
る
｡
ま
た
位
置
関
係
も

A
寺
塔
が
B
寺
の
北
西
に
や
や
離

三
三
三



東

方

学

報

れ
て
建

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
へ
こ
の
A
寺
は
､
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
の
よ
う
に
'
垣
壁
外
側
に
建
て
ら
れ
た

B
寺
の
も
う
ひ
と
つ
の
塔

と
み
た
方
が
よ
い
｡
別
の

一
塔
を
垣
壁
の
外
に
'
し
か
も
北
側
に
お
-
例
は
'
第

Ⅱ
期
右
横
法
に
よ
っ
た
ピ

ッ
パ
ラ
寺
に
み
る
｡
し
た
が
っ
て
B
寺

の
な
り
た
ち
を
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
'
後
代
に
つ
づ
-
配
置
と
し
て
重
要
で
あ
る
｡

こ
の
時
期
の
僧
坊
は
'
前
述
の
と
お
-
'
一
対

一
列
が
特
色
で
あ
る
｡
そ
し
て
塔
地
の
西
側
に
普
通
た
て
ら
れ
た
｡
塔
は
し
た
が

っ
て
恰
地
の
東
に

〇 一

lr~一=司=

ヂ冠
挿圃2 第Ⅱ期ダルマラージカー大塔寺 (1:1300)

あり'四周を垣壁をもってめぐらし'塔白身はダルマラー',シカ-大塔をのぞいてすべて方形基壇で南に向き'カソジュール石の切石外装である｡都市域外の俳寺のもっとも早い第
Ⅰ期の様相にはこのような一定の規律がある｡

併塔に関しては第三都市の内側のものとの関係が論じられなければならない｡しかしそれらは市街地にもうけられて畢猶で存績したものが普通であ-､恰衆の住虞がないものが多い｡ここでは伽藍の配置に焦鮎をあてた関係で､詳論することを避ける｡第三都市内の俳塔もカソジュール切石の外装である鮎が市外の塔と1致し'特殊なgrihastapaであるlD匠の寺院や第Ⅲ層期に基礎をもつlE匠の小さい固形プランの悌塔のほかは'みな方



○ 亡コ◎ oD

挿囲3 第Ⅴ,Ⅵ期ダルマラ-ジカー大塔寺 (1:1300)

タ
キ
シ
ラ
悌
寺
の
伽
藍
構
成

形
基
壇
で
塔
荘
厳
の
簡
素
な
鮎
な
ど
､
市
域
外
に
あ
る
恰
地
を

伴
う
俳
塔
と
同
類
で
あ
る
｡
第

Ⅰ
期
よ
-
既
に
方
形
基
壇
が
使

用
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
､
こ
の
地
方
に
お
け
る
僻
塔
に
封
す
る
態

度
が
す
で
に
最
早
期
か
ら
北
イ
ン
ド
と
異
な
る
俸
銃
に
あ
っ
た

こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡

第
Ej
期
方
形
僧
坊
出
現

八
ケ
寺
の
創
建
､
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
の
再
建
と
埼

康
な
ど
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
附
近
で
は
チ

ル
=
ト

ー
プ
の
寺
院
群
A
､
B
t

C
､
D
l
'
D
2
が
建
立
さ

れ
､
タ
ム
ラ
ー
=
ナ
ラ
ー
を
な
か
に
封
岸
の
丘
陵
北
麓
に
カ
ー

ラ
ワ
-
ソ
寺
､
こ
の
丘
陵
の
東
南
部
の
小
盆
地
に
ギ
リ
C
=
D
=

E
寺
､
丘
陵
の
平
野
に
む
か
っ
た
斜
面
に
ピ
ッ
パ
ラ
寺
が
建
立

さ
れ
た
｡
建
立
さ
れ
た
寺
院
数
は
､
第

Ⅰ
期
か
ら
第
Ⅵ
期
ま
で

の
う
ち
で
も

っ
と
も
多
い
｡

ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
は
､
第

Ⅰ
期
の
基
壇
の
う
え
に

一

六
本
の
放
射
状
の
壁
を
築
き
､
間
隙
に
石
を
充
墳
し
た
構
造
の

伏
鉢
に
改
築
さ
れ
た

(挿
固
2

)
｡

ま
た
基
壇
上
面
と
囲
筒
部
と

が
接
す
る
部
分
に
補
修
が
み
え
る
｡
大
塔
周
囲
の
状
況
は
第

Ⅰ

三
三
五



東

方

畢

報

挿固 4 ジ ャ マ ー ル =ガ リ 寺

三
三
六

期
と
お
お
い
に
こ
と
な
っ
て
-
る
｡
第

Ⅰ
期
に
あ
っ
た
す
べ
て
の
ス

タ
ン
パ
な
ど
は
地
震
に
よ
っ
て
柱
部
が
あ
ら
か
た
倒
壊
し
た
の
で
'

こ
の
廃
材
を
埋
め
､
そ
の
上
に
あ
ら
た
に
建
て
ら
れ
た
の
が
､
ス
タ

ン
パ
で
は
な
-
方
形
革
室
を

一
単
位
と
す
る
両
堂
群
で
あ
る
｡
そ
の

配
置
は
'
第

Ⅰ
期
の
ス
タ
ン
､､ハ
基
壇
を
避
け
な
が
ら
､
大
塔

へ
は
四

方
か
ら
近
づ
-
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
ス
ペ
ー
ス
を
と
り
'
両
堂
正

面
が
ど
れ
も
み
な
大
塔
の
方
を
む
-
よ
う
に
な

っ
て
い
る
｡
後
代
の

重
修
に
よ
っ
て
不
明
な
部
分
も
あ
る
が
'
第

Ⅱ
期
の
は
じ
ま
り
の
様

相
は
お
そ
ら
-
大
塔
東
南
の
五
両
堂
の
よ
う
に
同
規
模
等
間
隔
で
つ

-
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
北
西
部
の
よ
う
に
大
塔
に
直
接
対

面
す
る
両
堂
群
と
そ
の
外
側
に
た
て
ら
れ
た
両
堂
群
の
場
合
は
､
む

し
ろ
そ
れ
よ
り
お
-
れ
､
し
か
も
外
側
に
あ
る
伺
堂
の
方
が
対
面
す

る
殉
堂
よ
り
お
そ
い
建
立
で
あ
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
両
堂
は
高

く
そ
び
え
る
も
の
で
は
な
い
｡
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
の
よ
う
に
'

固
形
平
面
の
悌
塔
の
周
囲
に
'
俳
塔
と

一
定
の
間
隔
を
あ
げ
て
'
俳

塔
に
封
面
し
な
が
ら
両
堂
を
め
ぐ
ら
す
塔
院
の
建
物
構
成
は
'
ガ

ン

ダ
ー
ラ
の
ジ
ャ
マ
ー
ル
=
ガ
-

Jam
a
l
G
arhi
に
み
ら
れ
る
だ
け

で
あ
る

(挿
図
4
)｡

ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
で
は
へ
そ
の
ほ
か
に
も
大
塔
か
ら
離



れ
た
場
所
に
多
-
の
建
物
が
た
て
ら
れ
た
｡
そ
れ
ら
は
大
塔
と
第

Ⅰ
期
に
建
て
ら
れ
た
僧
坊
と
の
中
間
に
'
す
な
わ
ち
大
塔
西
側
に
主
と
し
て
あ
る
｡

悌
塔
は
北
に
集
中
し
て
八
基
､
南
に
第

Ⅰ
期
の
埼
贋
の
分
が

一
基
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
み
な
野
外
に
築
か
れ
た
方
形
基
壇
を
も
つ
俳
塔
で
あ
る
が
'
こ

れ
と
は
別
に
グ
-
ハ
-
ス
ト
ゥ
-
パ
が

l
ヶ
所
建
て
ら
れ
て
い
る
｡
建
物
平
面
は
第
三
都
市
第

Ⅱ
暦
1
D
匠
の
も
の
("
A
psidal
T
em
pte
")
と
同
じ
で

あ
り
､
こ
の
系
統
を
引
く
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
'
規
模
は
小
さ
-
'
建
物
全
鮭
を
と
り
か
こ
む
通
廊
や
外
陣
前
面
の
ポ
ー
チ
は
な
い
｡
内
陣
の
八

角
形
平
面
で
あ
る
こ
と
が
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
の
特
色
で
あ
る
｡
こ
の
ほ
か
に
は
､
北
西
端
に

一
棟
'
大
塔
西
に
六
棟
の
建
物
が
あ
る
｡
そ
の
う
ち

で
北
西
に
あ
る

l
棟
の
建
物
は
､
長
方
形
平
面
で
､
そ
の
長
過
の
う
ち
大
塔
側
中
央
に
階
段
を
つ
け
て
正
面
と
し
､
内
部
は
中
央
で
外
陣
と
内
陣
と

に
わ
か
た
れ
へ
内
陣
も
ま
た
長
方
形
の
室
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
構
成
は
､
第

Ⅰ
期
ジ
ャ
ン
デ
ィ
ア
ー
ル
B
寺
の
場
合
と
は
速
-
'
ス
ワ
-

ト
の
ブ
ト
カ
ラ
塔
院
の
も
の
と
近
縁
で
あ
ろ
う

(A

G
uide
to
ihe
E
ICa-
tio7Lこ
n

Swat,Pakistan,19
5
6
-2
962,Fig.5
)
｡

ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔

寺
の
僧
坊
は
第

Ⅰ
期
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
か
は
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
ば
こ
の
時
期
で
は
も
う
第

Ⅰ
期
の
よ
う
な
僧
坊
形

式
は
新
規
に
つ
-
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
'
新
規
に
つ
-
ら
れ
る
場
合
は
み
な
方
形
僧
坊
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
大

塔
西
の
六
棟
の
建
物
を
僚
坊
と
考
え
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
'
鰻
拝
封
象
物
を
お
い
た
建
物
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
る
｡

第
Ⅱ
期
創
建
の
カ
ー
ラ
ワ
-
ン
寺
は
き
わ
め
て
特
殊
な
塔
院
構
成
を
み
せ
て
い
る
｡
若
干
規
模
に
差
が
あ
る
が
'
い
ず
れ
も
方
形
基
壇
の
二
基
の

傍
塔
を
同
方
向
に
む
け
て
併
置
L
t
さ
ら
に
こ
れ
と
な
ら
べ
て
グ
リ
ハ
=
ス
ト
ク
ー
パ
を
お
き
､
こ
れ
ら
に
む
か
っ
て
左
に
は

一
棟
の
グ
リ
ハ
=
ス
ト

ゥ
-
パ
を
へ
む
か
っ
て
右
に
は
少
-
と
も
三
棟
の
グ
-
ハ
=
ス
ト
ゥ
-
パ
を
な
ら
べ
'
こ
れ
と
と
も
に
悌
堂

(o･.)
も
お
い
て
い
る
｡

塔
院
の
俳
塔
は

一
基
が
他
を
歴
し
て
大
き
-
､
主
塔
あ
る
い
は
中
心
塔
の
性
格
を
も
つ
の
が
普
通
で
あ
る
｡
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
塔
院
は
正
面
に
屋
外

の
悌
塔
が
あ
る
が
､
こ
れ
は
む
し
ろ
規
模
か
ら
も
主
塔
と
は
い
い
が
た
-
'
ひ
と
つ
の
鹿
場
の
三
方
に
同
債
値
の
薩
挿
封
象
を
配
置
し
た
も
の
で
あ

る
｡

マ
ー
シ
ャ
ル
は
'
こ
の
よ
う
な
屋
外
の
傍
塔
の
か
わ
り
に
'
建
物
の
中
の
内
陣
に
小
さ
い
併
塔
を
お
-
や
り
方
が
流
行
し
た
と
考
え
た
｡
た
し

か
に
こ
の
時
期
に
な
っ
て
､
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
や
創
建
さ
れ
た
チ
ル
=
ト
ー
プ

B
寺
に
は
'
グ
リ
ハ
=
ス
ト
ゥ
-
パ
が
み
ら
れ
る
が
へ
第

Ⅱ

期
の
全
寺
院
に
お
け
る
流
行
で
は
な
い
鮎
を
注
意
し
た
い
｡

タ
キ
シ
ラ
悌
寺
の
伽
藍
構
成

三
三
七



東
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塔
院
の
背
後
に
倫
坊
が
あ
る
｡
二
ヶ
所
に
恰
衆
の
住
虞
が
あ
り
'
両
者
の
中
間
に
庚
間
が
あ
る
｡

一
方
の
恰
坊
は
ほ
ぼ
正
方
形
の
プ
ラ
ン
で
中
庭

を
も
ち
'
四
連
に
房
室
列
を
も
つ
四
面
僧
坊
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
'
別
の

一
つ
は
や
は
り
方
形
の
中
庭
を
中
心
に
し
て
長
短
各

一
過
だ
け
に
房

室
列
を
も
つ
｡
房
室
列
の
な
い
短
適
は
大
小
各
種
の
部
屋
に
通
じ
'
さ
ら
に
虞
間
に
通
じ
て
'
四
面
僧
坊

へ
連
絡
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
カ
ー
ラ

ワ
-
ン
寺
の
恰
坊
は
'
第

Ⅰ
期
に
お
け
る

一
封

一
列
制
の
恰
坊
形
式
で
は
な
-
'
ひ
と
つ
の
方
形
の
中
庭
を
中
心
に
同
規
模
の
房
室
が
集
中
す
る
形

を
と
り
は
じ
め
て
い
る
｡
ま
た
第

Ⅰ
期
の
房
室
が
基
本
的
に
細
長
い
長
方
形
と
正
方
形
に
近
い
長
方
形
と
を
組
み
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し

て
'
ほ
ぼ
正
方
形
の
革
室
に
か
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
｡
こ
の
恰
坊
と
塔
院
と
の
問
に
'
塔
院
の
方
に
む
か
う
両
堂
列
が
建
立
さ
れ
て
い
る
｡
塔
院

よ
り
約
七

〇
セ
ン
チ
あ
が
っ
た
基
鳳
上
に
あ
る
こ
の
間
堂
は
'
規
模
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
鮎
が
特
色
で
あ
る
｡

カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
と
同
じ
-
第

Ⅱ
期
の
建
立
で
あ
り
な
が
ら
､
ピ

ッ
パ
ラ
寺
は
'
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
の
伽
藍
配
置
と
は
ま
っ
た
く
異
な

っ
た
配
置

で
あ
る
｡
併
塔
は
'
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
と
同
じ
-
二
基
が
同
時
に
建
立
さ
れ
た
｡
と
こ
ろ
が

一
基
は
正
方
形
に
四
周
を
垣
壁
が
と
-
か
こ
み
'
他
の

一
基
は
こ
の
垣
壁
の
外
側
に
お
か
れ
て
い
る
｡
垣
壁
内
に
あ
る
悌
塔
は
四
基
の
小
塔
を
漸
次
と
も
な
っ
て
い
っ
た
の
に
対
し
'
外
側
の
塔
は
小
塔
を

全
-
伴
う
こ
と
が
な
か
っ
た
｡
俳
塔
が
垣
壁
の
内
側
に
存
在
し
て
外
界
と
域
を
異
に
し
て
い
る
塔
院
は
'
第

Ⅰ
期
に
お
け
る
通
例
で
あ
り
､
そ
の
場

合
塔
院
が
東
側
に
あ
る
の
に
封
L
t
恰
坊
は
西
に
あ
っ
た
｡
そ
の
う
ち
で
も
ジ
ャ
ン
デ
ィ
ア
ー
ル
B
寺
は
垣
壁
の
外
の
傍
塔
が
垣
壁
の
北
東
に
あ
り
'

ピ

ッ
パ
ラ
寺
と
類
似
し
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
ピ
ッ
パ
ラ
寺
の
恰
坊
は
､
塔
を
か
こ
む
垣
壁
を
完
全
に
と
り
か
こ
ん
で
い
る
鮎
が
特
異
で
あ
る
｡
こ
の

恰
坊
の
西
側
は
後
代
に
あ
ら
た
に
恰
坊
を
た
て
た
の
で
現
況
で
は
み
え
な
い
｡
し
か
し
'
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
の
よ
う
な
四
方
に
房
室
が
な
ら
ぶ
方
形

の
僧
坊
が
あ
っ
て
'
そ
の
内
犀
に
垣
壁
に
か
こ
ま
れ
た
塔
院
が
あ

っ
た
と
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
る
｡
ま
た
垣
壁
の
外
側
を
僧
坊
が
と
り
か
こ
む
の

は
'
第

Ⅰ
期
に
お
い
て
垣
壁
の
西
に
沿
う
て
な
ら
ん
だ
恰
坊
が
､
北
'
南
'
東

へ
と
の
び
て
い
っ
た
自
然
の
な
り
ゆ
き
の
結
果
と
考
え
る
な
ら
ば
'

ヽ

第

Ⅱ
期
ピ
ッ
パ
ラ
寺
の
伽
藍
配
置
は
､
第

Ⅰ
期
伽
藍
配
置
の
吏
展
し
た
結
果
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
へ
常
然
第

Ⅱ
期
に
出
現
し
た
中
庭
の
四

面
を
房
室
列
が
と
か
こ
む
形
式
の
僧
坊
も
こ
の
よ
う
な
第

Ⅰ
期
僧
坊
の
奨
化
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
に
ピ
ッ
パ
ラ
寺
を
位

置
づ
け
て
み
る
な
ら
ば
､
同
時
代
に
創
建
さ
れ
た
カ
ー
ラ
ワ
-

ソ
寺
の
伽
藍
配
置
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
'
前
代
の
系
統
を
直
接
聴
承
L
t



新
し
い
時
代
の
要
請
に
そ
う
よ
う
恰
坊
が
工
夫
さ
れ
た
も
の
と
解
鐸
さ
れ
る
｡

テ
ル
=
ト
ー
プ
寺
院
群
秒
う
ち
､
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
に
も

っ
と
も
近
い
D
l
寺
と
D
2
寺
は
'
よ
-
タ
ム
ラ
ー
=
ナ
-
ラ
ー
に
近
-
丘
陵
を
お
-

た
と
こ
ろ
に
あ
る
A
t
B
へ
C
の
三
ケ
寺
よ
り
若
干
時
期
が
お
そ
-
､
第
Ⅲ
期
に
近
づ
い
た
右
横
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
ニ
ケ
寺
が
い
ず
れ
も
前
代

の
系
統
を
ひ
-
と
考
え
る
の
は
､
D
l
寺
塔
院
が
垣
壁
を
も
つ
も
の
で
あ
り
､
D
2
寺
が
ピ

ッ
パ
ラ
寺
の
よ
う
に
方
形
僧
坊
の
中
庭
の
中
央
に
悌
塔

を
置
-
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
も

D
l
寺
は
塔
院
の
西
壁
に
沿

っ
て
恰
坊
が
あ
る
鮎
が
第

Ⅰ
期
の
名
残
り
を
示
し
､
僧
坊
が
中
庭
と
そ
の
四
方
の
房
室

か
ら
成
る
鮎
に
新
時
代
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
｡
D
2
寺
は
残
存
の
状
態
が
と
-
に
わ
る
-
､
伽
藍
全
域
の
な
り
た
ち
を
把
む
こ
と
が
で
き
な
い
｡

た
だ
ピ
ッ
パ
ラ
寺
と
異
な
る
鮎
は
､
俳
塔
に
垣
壁
が
な
い
こ
と
'
方
形
僧
坊
の
南
側
に
は
内
庭
の
方
に
開
口
し
た
房
室
列
が
絶
無
で
あ
る
こ
と
､
ま

た
東
側
に
は
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
や
チ
ル
=
ト
ー
プ
D
l
寺
の
よ
う
な
贋
間
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
'
な
ど
で
あ
る
｡

チ
ル
=
ト
ー
プ
A
t
B
t
C
の
各
寺
院
は
塔
地
と
恰
地
と
が
個
個
別
別
に
猪
立
し
､
か
つ
両
者
が
対
面
し
て
い
る
形
式
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
ギ

-

C
=
D
=
E
寺
や
テ
ル
=
ト
ー
プ

D
l
寺
や
ピ
ッ
パ
ラ
寺
な
ど
の
よ
う
に
塔
院
と
僧
坊
と
が
接
し
て
い
な
い
｡

そ
し
て
俳
塔
の
正
面
階
段
は
恰
坊
入

口
と
む
か
い
合
い
へ
俳
塔
と
恰
坊
は
同

一
正
中
線
上
に
あ
り
'
そ
れ
ぞ
れ
左
右
封
稀
の
外
郭
を
示
し
て
い
る
｡

ギ
リ
C
=
D
=
E
寺
は
チ
ル
=
ト
ー
プ

D
l
寺
と
基
本
的
に
は
同
じ
性
格
の
伽
藍
配
置
で
あ
る
｡

第
Ⅱ
期
は
大
地
震
後
に
導
入
さ
れ
た
石
構
法
に
従

っ
た
時
代
で
､
右
横
法
の
改
良
は
あ

っ
た
が
'
伽
藍
の
配
置
は
前
代
の
系
統
を
引
き
つ
つ
､
あ

た
ら
し
い
棟
相
を
加
え
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
そ
の
あ
た
ら
し
い
様
相
と
は
､
内
庭
を
中
心
と
し
て
四
遠
に
軍
室
列
を
配
置
す
る
僧
坊
-
方
形
僧
坊
1

で
あ
り
､
恰
衆
が
起
居
す
る
用
途
の
建
物
に
附
属
し
て
'
倍
衆
の
日
常
生
活
の
用
と
お
そ
ら
-
宗
教
的
な
集
合
の
用
と
を
も

っ
た
､
規
模
の
大
き
い

窒
群
､
こ
の
二
大
施
設
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
第

Ⅱ
期
の
よ
う
な
伽
藍
配
置
を
示
す
寺
院
が
こ
れ
ま
で
調
査
さ
れ
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方

や
ス
ワ
-
ト
地
方
に
お
い
て
絶
無
で
あ
る
こ
と
は
重
要
な
事
寛
で
あ
る
｡

タ
キ
シ
ラ
俳
寺
の
伽
藍
構
成

三
三
九
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第
H
期
四
面
借
坊
確
立

第
Ⅲ
期
の
石
構
法
に
従

っ
て
ジ
ャ
ウ
リ
ア
-
ソ
'
モ
ー
ラ
ー
=
モ
ラ
ー
ド

ク
'
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
H
の
≡
ケ
寺
が
創
建
さ
れ
'
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
'
チ

ル
-
ト
ー
プ

B
寺
'
ギ
リ
C
=
D
=
E
寺
の
三
ケ
寺
の
改
修
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡

カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
H
寺
は
小
規
模
で
あ
る
が
､
僧
坊
は
方
形
で
四
面
に
房
室
を
も
ち
､
内
庭
に
康
間
を
つ
く

っ
て
い
る
｡
こ
の
恰
坊
は
ガ
イ

G

hai

の
恰
坊
と
同
じ
で

(J･
M
arSh
alt,
Taxila,
vot･(,
pp･
353･3
54,
vot･IIZ,
pt,
89,
a,b･)'
タ
キ
シ
ラ
で
は
こ
の
ニ
ケ
寺
に
み
る
だ
け
の
特
殊
な
恰
坊
で

あ
る
｡
備
塔
の
方
向
は
北
西
で
､
僚
坊
の
入
口
は
西
南
に
あ
る
か
ら
'
僚
坊
と
悌
塔
と
は
封
面
し
な
い
｡
し
か
し
'
塔
の
方

へ
直
接
出
ら
れ
る
よ
う

に
僚
坊
は
ひ
ら
か
れ
て
い
る
｡

ジ
ャ
ウ
-
ア
-
ソ
寺
も
モ
ー
ラ
ー
=
モ
ラ
ー
ド
ウ
寺
も
'
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
H
寺
と
同
じ
-
併
塔
と
恰
坊
と
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
｡
ジ
ャ
ウ
リ
ア
-

ン
寺
の
塔
は
面
積
が
小
さ
い
が
､
モ
ー
ラ
ー
=
モ
ラ
ー
ド
ク
寺
の
塔
と
形
態
が
類
似
し
'
基
壇
の
丈
が
高
い
｡
ジ
ャ
ウ
リ
ア
-
ン
寺
で
は
こ
の
主
塔

む
か
っ
て
右
奥
に
小
塔
が
奉
戯
さ
れ
て
い
る
｡
塔
の
北
に
塔
地
か
ら

一
段
低
い
テ
ラ
ス
が
あ
り
'
テ
ラ
ス
の
東
に
恰
坊
が
あ
る
｡
僧
坊
入
口
は
こ
の

テ
ラ
ス
に
む
-
｡
僧
坊
は
完
壁
な
四
面
僧
坊
で
､
塔
の
占
め
る
面
積
に
比
し
て
規
模
が
大
き
い
｡
塔
と
僧
坊
と
が
封
面
し
な
い
伽
藍
配
置
で
あ
る
｡

モ
ー
ラ
=
モ
ラ
ー
ド
ク
寺
も
ジ
ャ
ウ
リ
ア
-
ソ
寺
と
同
じ
-
'
虞
大
な
僧
坊
と
丈
高
い
基
壇
の
塔
で
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
で
も
両
者
は
む
普

あ
わ
ず
'
塔
は
西
'
僧
坊
は
東
に
あ
り
'
塔
地
は
僧
坊
と
別
の
墓
地
に
あ
る
｡
暦
坊
は
北
側
に
入
口
を
も
つ
｡

カ
ー
ラ
ー
ワ
-
ン
寺
で
は
塔
院
に
小
塔
が
奉
献
さ
れ
た
｡
む
か
っ
て
右
の
塔
の
正
面
階
段
の
左
右
に
大
小
各
二
と
右
奥
に

一
基
､
む
か
っ
て
左
の

塔
の
正
面
階
段
右
に

一
基
'
計
六
基
が
こ
れ
で
息
る
o
カ
ラ
ワ
-
ソ
は
第

Ⅱ
期
に
出
現
し
て
'
タ
キ
シ
ラ
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
な
ど
西
北
連
彊
地
方
で
は

特
異
な
塔
院
構
成
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
す
で
に
注
意
し
た
が
'
そ
の
な
か
で
と
-
に
カ
ー
ラ
ワ
-

ソ
塔
院
に
特
徴
的
で
あ
っ
た
の
は
'
ダ
リ
ハ
=

ス
ト
ク
ー
パ
の
多
い
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
の
侍
銃
は
第
Ⅲ
期
に
も
引
き
鰹
が
れ
､
第

Ⅱ
期
の
グ
リ
ハ
=

ス
ト
ク
ー
パ
の
と
な
り
に
接
し
て
'
同
規
模

の
グ
リ
ハ
=

ス
ト
ゥ
-
パ
が
建
立
さ
れ
た
｡



テ
ル
=
ト
ー
プ

B
寺
と
ギ
リ
C
=
D
=
E
寺
に
お
い
て
も
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
と
同
様
に
主
塔
の
ま
わ
り
に
小
塔
群
が
奉
戯
さ
れ
'
両
堂
列
が
附
属
す

る
こ
と
と
な

っ
た
｡
ギ
リ
C
=
D
=
E
寺
の
両
堂
列
は
垣
壁
南
側
の
恰
坊
と
接
す
る

一
過
に
､
塔
の
方
を
む
い
て
つ
く
ら
れ
た
｡
こ
の
あ
り
方
は
す
で

に
第
五
期
で
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
で
は
じ
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
が
､
第

Ⅲ
期
の
ギ
リ
で
は
各
両
堂
の
規
模
が
ひ
と
つ
に
定
ま
っ
て
ゆ
く
方
向
を
示
し
て

い
る
｡
こ
の
方
向
は
チ
ル
=
ト
ー
プ

B
寺
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
｡
た
だ
チ
ル
=

ト
ー
プ
の
場
合
は
五
重

一
棟
の
猶
立
建
物
と
し
て
塔
の
む
か
っ
て

左
手
に
あ
る
こ
と
が
'
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
や
ギ
リ
C
=
D
=
E
寺
の
ご
と
-
'
建
物
壁
に
封
し
て
造
り
つ
け
ら
れ
た
場
合
と
は
異
な

っ
て
い
る
｡

第
Ⅲ
期
創
建
の
寺
院
の
伽
藍
配
置
は
'
四
面
僧
坊
と
塔
と
の
組
み
あ
わ
せ
が
確
立
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
｡
そ
し
て
前
代
で
出
現
し
た
塔
恰

挿画5 タ フ テ ィ バ イ 寺

タ
キ
シ
ラ
俳
寺
の
伽
藍
構
成

坊
対
向
式
の
系
列
で
は
な
-
､
恰
坊
と
塔
と
の
方
向

は

〓
疋
し
な
い
｡
し
か
し
'
塔
を
西
に
僧
坊
を
東
に

お
お
む
ね
置
-
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
｡

一
方
'
塔

院
に
お
け
る
襲
化
は
'
前
代
か
ら
ひ
き
つ
づ
い
て
い

る
寺
院
に
関
し
て
の
み
'
多
数
の
小
塔
が
附
加
さ
れ
'

卑
室
の
両
堂
列
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ

と
に
あ
る
｡

第
Ⅳ
期
造
寺
停
滞

第
Ⅳ
期
は
あ
ら
た
に
寺
院
が
建
立
さ
れ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
｡
そ
れ
に
封
し
て
ジ
ャ
ウ
-
ア

-
ソ
寺
へ
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
'
ジ
ャ
ン

デ

ィ

ア
ー
ル
B
寺
に
新
し
い
局
面
が
展
開
し
た
｡

三
四

1



東

方

搾

報

ジ
ャ
ウ
-
ア
-
ソ
寺
で
は
僧
坊
は
前
代
の
ま
ま
で
襲
化
は
な
い
｡
塔
院
の
面
目
が

一
新
し
た
｡
も
と
も
と
ひ
と
き
わ
高

い
位
置
に
あ

っ
た
塔
院
は
'

こ
の
時
期
に
四
面
に
畢
室
の
同
堂
列
を
め
ぐ
ら
し
'
主
塔
の
周
囲
に
は
小
塔
が
多
数
密
接
し
て
奉
献
さ
れ
へ
し
か
も
両
堂
の
高
さ
は
巨
高
化
し
た
の

で
'
塔
院
全
鰹
は
城
塞
の
ま
う
な
外
観
を
興
え
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
さ
ら
に
'
主
塔
を
中
心
に
し
た
こ
の
塔
院
に
お
さ
ま
ら
な
-
な

っ
た
小
塔
は
'

こ
の
塔
院
の
前
の

一
段
低
い
テ
ラ
ス
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
'
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
主
塔
の
周
囲
に
比
較
的
規
則
的
に
小
塔
が
配
置
さ

れ
る
の
は
'
第
Ⅲ
期
の
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
や
ギ
-
C
-
D
=
E
寺
以
来

の
こ
と
で
あ
-
'
ジ
ャ
ウ
リ
ア
-
ソ
寺
の
塔
院
に
お
け
る
小
塔
群
も
こ
の
よ
う

な
前
代
の
系
統
を
引

い
て
'

一
層
充
寛
し
た
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
が
ジ
ャ
ウ
-
ア
ー
ソ
寺
で
確
立
し
た
主
塔
+
小
塔
群
+
岡
堂
列
と
い
う
構
成
を
も

っ
た
塔
院
は
'
タ
キ
シ
ラ
で
は
こ
の
他
に
ま
っ
た
-
み

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
に
射
し
'
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
は
ほ
と
ん
ど
寺
院
の
通
例
に
な

っ
て
い
る
鮎
を
と
く
に
指
摘
す
る
｡
痔
圃
5
'
6
'
7
で

1
日
瞭

然
の
と
お
-
'
タ
フ
テ
ィ
=
バ
イ
T
a

kht･i･B
ah
i'.
メ

ハ
サ

ン
ダ

M
ekhasand
a
p

タ
レ
-

T
a
reti
の
各
寺
院
の
塔
院
は
こ
れ
に
し
た
が

っ
て
い
る

こ
と
を
示
す
に
と
ど
め
て
お
-
｡

ダ

ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
は
第

Ⅰ
期
に
建
立
さ
れ
て
か
ら
そ
の
ま
ま
第
Ⅵ
期
ま
で
引
き
つ
づ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
第

Ⅳ
期
に
は

タ
キ
シ
ラ
最
大
の
僧
坊
が
'
北
寺
の
北
東
に
建
設
さ
れ
た
が
'
存
続
し
て
い
た
北
寺
と
の
関
係
は
ま
っ
た
-
不
明
で
あ
を
｡
こ
の
僧
坊
は
内
庭
を
は

さ
ん
で
北
､
東
へ
西
の
三
両
に
房
室
列
を
も
ち
､
南
に
少
-
と
も
五
重
の
大
童
を
も
ち
､
さ
ら
に
こ
の
方
形
僧
坊
の
東
南
に
接
す
る
集
合
堂
な
ど
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
｡

ジ
ャ
ン
デ
ィ
ア
ー
ル
B
寺
も
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
と
同
じ
運
命
を
た
ど
っ
た
も
の
で
'
第

Ⅰ
期
の
の
ち
す
ぐ
蕨
絶
し
た
の
で
は
な
い
｡
巻
末

の
国
表
の
第
Ⅳ
期
に
お
け
る
プ
ラ
ン
に
示
し
た
主
塔
の
ま
わ
-
の
二
基
の
小
塔
は
残
-
が
わ
る
-
'
立
ち
あ
が
-
が
す
-
な
い
の
で
'
右
横
を
は
っ

き
り
観
察
で
き
な
い
が
､
第

Ⅰ
期
の
も
の
で
は
な
く

お
そ
ら
-
第
Ⅲ
期
ま
で
に
奉
献
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
時
期
を
小
塔
奉
献

の
傾
向
が
出

た
第
Ⅲ
期
に
嘗
て
て
も
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
'
ジ
ャ
ン
デ
ィ
ア
ー
ル
B
寺
は
第
Ⅳ
期
に
暦
坊
の
壁
を
第
Ⅳ
期
右
横
法
に
し
た
が

っ
て
部
分
的
に
建
て
直
し
て
お
-
'
第
Ⅳ
期
の
は
じ
ま
る
ま
で
に
あ
る
て
い
ど
放
棄
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
し
た
が

っ
て
第

Ⅰ
期
右
横



挿画6 タ レ リ 寺 塔 院 (1:400)

タ
キ
シ
ラ
俳
寺
の
伽
藍
構
成

に
よ
る
塔
(方
形
基
壇
の
)
も
あ
ら
か
た
こ
わ
れ
'
そ

れ
を
清
掃
し
て
第
Ⅳ
期
に
固
形
基
壇
の
塔
が
あ
た

ら
し
-
道
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

第
Ⅴ
期
嘗
寺
改
修

こ
れ
ま
で
に
建
立
さ
れ
て
存
漬
し
て
き
た
寺
院

に
お
い
て
大
規
模
な
改
修
が
'
堅
固
さ
の
鮎
で

一

層
工
夫
さ
れ
た
右
横
法
に
し
た
が
っ
て
お
こ
な
わ

れ
た
｡
奮
壁
の

プ

ラ
ン
は
あ
ま
り
轡
更
せ
ず
へ
右

横
を
か
え
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
改
修
後
の
建

物
は
巨
高
化
す
る
傾
向
に
あ
り
'
両
堂
で
あ
れ
ば

安
置
す
る
薩
拝
謝
稀
の
巨
大
化
と
密
接
に
関
係
し
､

塔
で
あ
れ
ば
基
壇
自
身
の
高
さ

(基
壇
が
教
暦
に
及
ぶ

こ
と
)
や
囲
簡
部
の
高
さ
を
ま
し
て
ゆ
-
こ
と
を
示

す
｡こ

の
時
期
に
創
建
さ
れ
た
寺
院
は
ク
ナ
-
ラ
寺

と
ラ
ー
ル
チ
ャ
ク
寺
で
あ
る
｡
ク
ナ
-
ラ
寺
は
襲

掘
の
進
行
中
大
塔
の
囲
筒
部
西
北
隅
か
ら
き
わ
め

て
小
さ
い
塔
が
出
現
し
た
｡
塔
は
第
Ⅰ
期
に
お
け

三
四
三
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三
四
四

る
石
積
法
に
し
た
が
っ
て
い
た
の
で
'
襲
掘
者
は
こ
れ
を
第

Ⅰ
期
に
さ
か
の
ぼ
る
塔
と
断
定
し
た
｡
と
こ
ろ
が
'
こ
れ
を
つ
つ
む
大
塔
も
'
そ
の
附

近
に
あ
る
恰
坊
も
'
い
ず
れ
も
第

Ⅴ
期
の
右
横
法
に
し
た
が
う
建
築
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
建
築
の
ほ
か
に
は
第
Ⅳ
期
に
さ
か
の
ぼ
る
建
物
は
も
と

よ
り
'
第

Ⅰ
期
所
建
の
も
の
も
な
か
っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
'
問
題
の
小
塔
が
大
塔
の
基
壇
上
に
の
っ
て
い
る
と
い
う
事
案
は
'
小
塔

が
絶
封
に
第

Ⅰ
期
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
｡
小
規
模
の
構
築
で
あ
る
か
ら
第

Ⅴ
期
の
よ
う
な
堅
固
な
石
構
法
に
し
た
が
う
必
要
が
な
か
っ
た
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
｡
し
た
が
っ
て
ク
ナ
-
ラ
寺
の
伽
藍
構
成
は
第
Ⅲ
期
の
モ
ー
ラ
ー
=
モ
ラ
ー
ド
ク
や
ジ
ャ
ウ
臣
ア
-
ン
の
系
統
を
ひ
-
構
成
で
､

同
じ
ジ
ャ
ウ
-
ア
ー
ソ
寺
で
も
直
前
の
第

Ⅳ
期
の
塔
院
構
成
に
は
つ
な
が
ら
な
い
鮎
を
と
-
に
記
し
て
お
-
｡

ラ
ー
ル
チ
ャ
ク
寺
の
右
横
は
ク
ナ
-
ラ
寺
と
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
い
か
ら
ほ
ぼ
同
時
に
建
立
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
｡
と
こ
ろ
が
ラ
ー
ル
チ
ャ
ク
寺

の
伽
藍
配
置
は
き
わ
め
て
こ
と
な
っ
て
い
る

(J･
M
arsh
a
tt,7
Ta･=ila,
vol･I,
pp･
388-
390,
vol･
IZZ,pt･
LL2
)

.
僚
坊
は
方
形
僚
坊
で
は
な
-
'
二
階
建

て
の
小
規
模
な
も
の
で
､
残
存
し
た
階
下
は
六
室
に
よ
-
構
成
さ
れ
'
中
庭
も
な
い
一
棟
で
あ
る
｡
塔
は
二
ヶ
所
に
あ
り
､
ひ
と
つ
は
西
む
き
の
方

形
基
壇
を
も
ち
'
正
面
階
段
は
前
方
に
鉦
か

っ
て
幅
が
虞
-
な

っ
て
い
る
｡
そ
の
鮎
ク
ナ
-
ラ
塔
と
同
額
で
あ
る
｡
も
う
ひ
と
つ
の
塔
は
､
僚
坊
と

西
向
き
塔
と
を
結
ぶ
延
長
線
上
の
東
南
に
あ
り
'
長
方
形
の
垣
壁
の
中
央
に
位
置
し
て
い
る
｡
塔
に
む
か
っ
て
左
に
は
グ
-
ハ
=
ス
ト
ゥ
-
パ
'
む

か
っ
て
右
に
長
方
形
建
物
の
跡
が
あ
-
､
グ
-
ハ
=

ス
ト
ゥ
-
パ
の
北
に
小
塔
の
基
重
が
残

っ
て
い
る
｡

モ
ー
ラ
ー
=
モ
ラ
ー
ド
ウ
寺
や
ギ
リ
C
=
D
-
E
寺
で
は
全
般
に
改
修
が
あ

っ
た
が
'
あ
た
ら
し
-
両
堂
を
設
け
た
り
'
小
塔
が
奉
戯
さ
れ
る
こ
と

も
な
か
っ
た
｡
テ
ル
=

ト
ー
プ

B
寺
は
､
第

Ⅱ
期
の
方
形
僧
坊
の
西
に
､
も
と
の
僚
坊
よ
り
小
さ
い

二

重
か
ら
成
る
方
形
僧
坊
が
増
築
さ
れ
た
｡

ギ
-
A
=
B
寺
で
も
四
面
僧
坊
が
建
て
ら
れ
た
が
'
こ
の
寺
の
塔
は
残
り
が
わ
る
-
､
建
立
の
時
期
が
決
定
で
き
な
い
｡
た
だ
し
悌
像
は
そ
の
周
囲

か
ら
全
-
出
土
し
て
い
な
い
｡

カ
ー
ラ
ワ
-

ソ
寺
で
は
'
主
塔
群
の
正
面
に
猪
立
し
た
岡
堂
が
二
基
層
て
ら
れ
た
｡
ひ
と
つ
は
長
方
形
横
長
の
内
陣
と
そ
れ
を
か
こ
む
正
方
形
外

壁
と
で
成
-
'
内
陣
の
壁
に
そ
っ
て
綾
道
が
あ
り
'
内
陣
前
方
に
外
陣
が
つ
-
ら
れ
て
い
る
｡
別
の

一
堂
は
､
全
鰹
が
正
方
形
で
'
そ
の
中
央
に
隔

壁
を
つ
-
っ
て
内
陣
と
外
陣
に
わ
け
'
内
陣
の
左
右
奥
三
壁
に

一
段
高
い
段
を
設
け
て
俳
像
安
置
の
用
に
供
し
て
い
る
｡
お
の
お
の
の
両
堂
の
面
積



は
塔
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
贋
さ
で
あ
る
｡
塔
の
む
か
っ
て
右
手
の
グ
-
ハ
=

ス
ト

ゥ

-
パ
の
前
面
に
経
堂
と
背
後
に
殉
堂
と
が
っ
く
り
つ
け
ら
れ
,
拷

む
か
っ
て
左
側
に
並
ん
だ
グ
-
ハ
=

ス
ト

ゥ

-
パ
の
横
に
も
三
つ
の
詞
堂
が
つ
-
り
つ
け
ら
れ
た
｡
さ
ら
に
こ
の
寺
院
の
西
南
に
も

っ
と
も
規
模
の

大
き
い
四
面
恰
坊
が
埼
築
さ
れ
て
い
る
｡

ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
で
は
'
大
塔
自
身
に
埼
贋
が
み
ら
れ
る
｡
四
方
に
階
段
を
つ
け
て
塔
の
ま
わ
り
を
直
接
続
遥
で
き
る
よ
う
に
し
た
｡

そ
の
他
は
大
塔
の
北
と
南
に
数
基
の
小
塔
が
奉
献
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
｡

第
Ⅴ
期
は
右
横
が
堅
固
に
な
っ
て
大
改
修
や
智
築
は
お
こ
な
わ
れ
た
け
れ
ど
も
'
伽
藍
配
置
自
腹
に
大
き
い
襲
化
は
お
こ
ら
な
か
っ
た
｡
新
し
く

造
脅
さ
れ
る
場
合
で
も
'
そ
の
形
式
は
前
代
ま
で
に
出
現
し
た
形
式
を
踏
襲
す
る
か
'
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
形
式
の
系
統
に
は
い
る
も
の
ば
か
り

で
あ
る
｡

ラ
ー
ル
チ
ャ
ク
寺
の
配
置
は
新
規
で
あ
る
が
､
個
々
の
要
素
で
あ
た
ら
し
い
も
の
は
'
ク

ナ

-
ラ
で
も
み
ら
れ
た
正
面
階
段
が
前
方
に
む

口

挿固7 メ-サ ンダ寺塔院 (1;400)

タ
キ
シ
ラ
悌
寺
の
伽
藍
構
成

か
っ
て
幅
贋
-
な
る
こ
と
く
ら
い
で
あ

る
｡

第
Ⅵ
期
十
字
形
傭
塔

ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
で
は
'

大
塔
周
囲
に
三
基
の
両
堂
､
塔
北
に
五

両
堂
'
北
か
ら
東
に
か
け
て

一
〇
基
の

方
形
基
壇
の
塔
､
東
南
に

一
基
の
固
形

基
壇
の
塔
が
造
営
さ
れ
た
｡
ダ
ル
マ
ラ

ー
ジ
カ
ー
北
寺

へ
の
入
口
は
整
備
さ
れ
'

そ
こ
に
南
北
に
伺
堂
列
が
つ
く
ら
れ
､

三
四
五



東

方

軍

報

北
寺
の
参
道
の
よ
う
な
観
を
皇
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
両
生
列
に
は
小
塔
を
ま
つ
る

一
例
が
あ
る
ほ
か
は
'
み
な
巨
像
を
安
置
し
て
い
た
｡
北
寺
で

は
'
第
Ⅳ
期
に
鷹
大
な
方
形
恰
坊
が
た
っ
た
が
'
第
Ⅵ
期
ま
で
に
贋
絶
し
て
い
た
か
'
あ
る
い
は
大
き
す
ぎ
た
か
'
何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
第
Ⅵ

期
に
は
こ
の
大
悟
坊
は
東
南
隅
四
分
の

一
に
縮
小
さ
れ
､
同
時
に
第
Ⅳ
期
の
贋
間
は
内
部
を
小
分
け
し
て
恰
坊
に
改
造
さ
れ
た
｡
南
僧
坊
の
外
側
に

小
さ
い
方
形
基
壇
の
塔
が
二
基
建
立
さ
れ
'
第

Ⅰ
期
以
来
の
垣
壁
東
外
に
あ
っ
た
塔
に
両
堂
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
る
｡
そ
し
て

大
塔
寺
に
む
か
う
入
口
が
廉

い
寺
域
の
南
に
つ
-
ら
れ
'
全
鰹
は
垣
壁
で
大
塔
寺
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

ピ
ッ
パ
ラ
寺
で
は
､
第

Ⅱ
期
か
ら
引
き
つ
づ
き
使
用
さ
れ
て
い
た
塔
を
か
こ
む
方
形
恰
坊
は
､
こ
の
時
期
ま
で
に
厳
止
し
て
い
た
｡
厳
嘘
と
な

っ

て
い
た
こ
の
恰
坊
を
埋
め
立
て
'
あ
ら
た
に
二
つ
の
庚
間
を
伴

っ
た
内
庭
を
も
つ
四
面
僚
坊
が
'
奮
僧
坊
の
西
部
砂
上
に
建
て
ら
れ
た
｡
同
時
に
僧

坊
は
蕃
乗
の
主
塔
の
方

へ
入
口
を
ひ
ら
-
よ
う
に
な

っ
た
が
'
塔
地
よ
り
数
段
の
高
所
に
あ
る
｡
塔
院
で
は
垣
壁
の
意
味
が
な
-
な
-
､
主
塔
の
他

に
､
新
し
く
西
向
き
の
塔
が
つ
-
ら
れ
'
も
と
の
垣
壁
北
外
の
塔
に
垣
が
め
ぐ
ら
さ
れ
た
｡

ジ
ャ
ウ
リ
ア
-
ソ
で
は
､
第

Ⅴ
期
に
槍
贋
は
な
-
'
第
Ⅵ
期
に
な

っ
て

｢下
の
塔
院
｣
が
は
っ
っ
き
-
し
た
境
界
を
も
う
け
る
よ
う
に
な

っ
た
｡

す
な
わ
ち
'
主
塔
+
小
塔
十
両
堂
列
で
構
成
さ
れ
る
塔
院
が
ひ
と
き
わ
高
所
に
あ
る
の
で
'
こ
れ
を

｢
上
の
塔
院
｣
と
よ
べ
ば
､
こ
の
塔
院
か
ら
正

面
階
段
を
降

っ
た
テ
ラ
ス

(第
Ⅳ
期
に
｢上
の
塔
院
｣
か
ら
は
み
出
し
た
小
塔
が
造
脅
さ
れ
た
テ
ラ
ス
)
の
周
囲
に

｢
上
の
塔
院
｣
と
同
じ
よ
う
な
同
堂
列
が
建
立

さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ウ
リ
ア
-
ソ
寺
の
規
模
は
確
定
し
た
｡

こ
の

｢下
の
塔
院
｣
形
式
は
､
同
時
代
の
ダ
ル
マ
ラ
ー
',,リ
カ
ー
北
寺
の
門
前
に
造
営
さ
れ
た
､
岡
堂
列
を
も
つ
参
道
と
同
額
で
あ
る
.
ガ
ン
ダ
ー

ラ
地
方
で
は
､
タ
レ
リ
寺
の
塔
院
に
至
る
参
道

(挿
囲
6
)､
メ
ハ
サ
ン
ダ
寺
の
塔
院
に
い
た
る
参
道
(挿
固
7
)
な
ど
が
こ
れ
に
相
嘗
L
p
ス
ワ

-

PL
地

方
で
は
パ
ン
ル

Panr寺
に
み
ら
れ
る
｡
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
ジ
ャ
マ
ー
ル
=
ガ
リ
寺
で
は
'
主
塔

へ
の
登
り
ロ
が
方
形
の
テ
ラ
ス
で
'
こ
こ
に
小
塔
群

が
岡
堂
列
に
と
り
か
こ
ま
れ
て

｢下
の
塔
院
｣
に
な
っ
て
い
る
が
'

｢
上
の
塔
院
｣
形
式
が
'
小
塔
群
な
-
両
堂
列
だ
け
の
構
成
で
あ
る
ジ
ヤ
ウ
-

ア
-
ソ
塔
院
と
こ
と
な
る
｡
タ
フ
テ
ィ
=
バ
イ
寺
は
､
南
に
塔
'
北
に
僧
坊
が
あ
り
'
封
面
形
式
の
伽
藍
配
置
で
'
そ
の
中
間
の

一
段
低
い
テ
ラ
ス

に
両
堂
列
に
か
こ
ま
れ
た
主
塔
を
も
つ
小
塔
群
が
あ
る
｡
中
間
が

｢下
の
塔
院
｣
に
皆
る
が
'

｢
上
の
塔
院
｣
に
あ
た
る
南
の
塔
院
は
東
西
南
の
三
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タ
キ
シ
ラ
俳
寺
の
伽
藍
構
成

方
に
両
堂
列
を
も
ち
'

ジ

ャ
ウ
リ
ア
-

ソ

｢
上
の
塔

院
｣
と
異
な
り
､
ジ
ャ
マ
ー
ル
=

ガ
-
寺
に
近
い
｡

､､ハ
マ
ー
ラ
寺
は
こ
の
時
期
の
創
建
で
あ
る
｡
主
塔
は

四
方
に
階
段
を
も
つ
方
形
基
壇
で
'
そ
の
平
面
形
は
十

字
形
を
呈
す
る
｡
面
積
も
基
壇
の
高
さ
も
き
わ
め
て
大

き

い｡
塔
の
周
囲
に
は
不
規
則
に

一
九
基
の
小
塔
を
配

し
､

東
方
に
外
陣
を
も

っ
た
三
両
堂
が
あ
る
｡
こ
れ
ら

は

一
括
し
て
数
段
高
い
墓
地
に
あ
り
'
正
面
に
玄
関
の

問
の
よ
う
な
門
口
を
も
ち
'
そ
の
左
右
両
翼
に
垣
壁
を

も

っ
て
い
た
｡
塔
院
へ
は
し
た
が
っ
て
正
面
の
門
口
を

通
過
す
る
以
外
に
は
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
僧
坊
は
'

塔
院
と
ほ
と
ん
ど
対
面
し
て
入
口
を
ひ
ら
い
て
い
る
が
'

両
者
の
間
に
は
数
段
低
い
空
間
が
あ
り
'

へ
だ
た
っ
て

い
る
｡
僧
坊
は
四
面
方
形
の
僧
坊
で
あ
る
が
､
入
口
に

近
い
爾
隅
に
各

一
室
が
内
庭

へ
突
出
し
'
若
干
他
寺
の

僧
坊
と
こ
と
な
っ
て
い
る
｡
.''1
マ
-
ラ
寺
の
最
大
の
特

色
は
し
か
し
な
が
ら
僧
坊
で
は
な
-
'
主
塔
の
十
字
形

平
面
及
び
塔
院
入
口
を
形
成
す
る
門
口
で
あ
る
｡
十
字

形
平
面
は
タ
キ
シ
ラ
に
例
が
な
く

ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方

三
四
七



東

方

畢

報

で
は
シ
ャ
ー
=
ジ
=
キ
=
デ
-
1

Shah･j

i･ki･Dh

e

ri
俳
寺
に
あ
る
だ
け
で
例
が
す
く
な
い
が

(挿
固
8
)'

ガ
ズ

ニ
ー
の
タ
パ
=

サ
ル
ダ
ー
ル

T
a
pa

S
a
rd
a
r
悌
寺
で
は
奉
戯
小
塔
中
に
多
数
み
ら
れ
'
パ
ル
フ
の
･L･-
ピ
=

ル
ス
タ
ー
ム
俳
塔
'

ヴ
ア
フ
シ
ュ
V

a

khsh
河
下
流
ク
ル
ガ
-
ソ
=
チ

ユ

普

ー
ベ

K
urgan･
T
y

u
b
e
の
ア
ジ
ナ
=
テ
パ
俳
寺
の
主
塔
'

コ
-
タ
ン

K
h
otan
の
ラ
ワ
ク
併
塔
t

な
ど
に
系
譜
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
し

て
近
年
の
知
見
は
ア
ジ
ナ
=
テ
ペ
も
タ
パ
=
サ
ル
ダ
ー
ル
も
と
も
に
七
な
い
し
八
世
紀
に
普
て
る
こ
と
を
指
摘
し
'
こ
れ
ら

一
連
の
十
字
形
俳
塔
が
バ

マ
-
ラ
を
ふ
-
め
て
年
代
の
降
る
可
能
性
が
強

い
こ
と
を
示
唆
す
る
｡

*
十
字
形
併
塔
は
こ
れ
ら
以
外
に
'
ド
モ
コ
=
ヤ
ー
ル

D
om
oko
Y
a
r

の
フ
ァ
ル
ハ

K

hoto
カ
ラ
=
コ
ジ
ャ

K
a
ra
K
hojat
キ
テ
ク
=

ハ
サ

ー
ル

K
ic
hik
H
assar

ド
=
ペ
グ
=
ヤ
イ
ラ
キ
F
arh
a
d
･b
eg
･Y
aitak
i
第
六
寺

F
Ⅳ
､
ヤ
ー
ル
=
コ
ト

Y
a
I･

に

み
ら
れ
る
｡

塔

院

遷

移

第

Ⅰ
期
に
創
建
さ
れ
た
寺
院
で
は
み
な
南
向
き
の
塔
を
も
ち
'
垣
壁
に
国
旗
さ
れ
た
塔
と
そ
の
外
側
に
同
規
模
か
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
大
き
い
塔

を
配
し
た
｡
こ
の
形
式
が
そ
の
ま
ま
う
げ
っ
が
れ
て
第

Ⅱ
期
で
は
ピ

ッ
パ
ラ
寺
が
創
建
さ
れ
た
｡
し
か
し
'
第

Ⅰ
期
の
こ
の
配
置
は
す
で
に
主
流
で

は
な
-
'
第
Ⅲ
期
以
降
は
蕨
絶
し
た
｡
末
期
第
Ⅵ
期
に
お
け
る
ピ

ッ
パ
ラ
寺
は
ま
っ
た
-
別
系
統
の
塔
院
と
し
て
様
相
を
か
え
た
の
で
あ
る
｡

垣
壁
の
外
側
に
塔
を
お
か
ず
､
た
だ
垣
壁
に
か
こ
ま
れ
た
塔
だ
け
の
塔
院
構
成
は
､
第
Ⅱ
期
に
チ
ル
=
ト
ー
プ

D
l
寺
と
ギ
リ
C
=
D
=
E
寺
に
お

い
て
存
績
し
た
｡
そ
し
て
こ
の
系
統
は
第

Ⅱ
期
に
い
た
っ
て
主
塔
の
周
囲
に
多
数
の
小
塔
を
伴
う
こ
と
に
な
り
'
同
時
に
垣
壁
を
利
用
し
て
基
童
を

つ
く
-
､
そ
の
上
に
革
室
同
規
模
の
両
堂
を
列
置
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
こ
の
よ
う
な
洞
堂
列
は
す
で
に
第

Ⅱ
期
に
お
け
る
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
で
創

建
と
と
も
に
は
じ
ま
-
'
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
に
お
い
て
も
第

Ⅱ
期
か
ら
出
現
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
第

Ⅱ
期
で
は
個

々
の
両
堂
の
規
模

は

一
定
し
て
い
な
い
｡

第

Ⅱ
期
に
は
急
激
に
造
寺
が
お
こ
な
わ
れ
t
の
ち
に
の
べ
る
よ
う
に
そ
の
伽
藍
配
置
も
種
額
が
多
い
｡
し
か
し
塔
の
み
に
関
し
て
は
'
い
ち
じ
る

し
く
小
さ
い
ピ

ッ
パ
ラ
寺
主
塔
の
ほ
か
は
､
ほ
と
ん
ど
同
規
模
で
あ
り
'
小
塔
を
附
属
す
る
主
塔
は
ピ

ッ
パ
ラ
寺
の
例
外
を
の
ぞ
け
ば
'
こ
の
時
期



で
も
第
Ⅲ
期
に
近

い
テ
ル
=

ト
ー
プ

C
だ
け
で
あ
り
､
小
塔
奉
献

の
流
行
に
は
至

っ
て
い
な
い
｡
と
こ
ろ
が
屋
外
の
小
塔
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
に
封

し
､
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
を
は
じ
め
'
ダ

ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
､
チ
ル
=

-
1
プ

B
寺
に
お
け
る
ダ
リ

ハ
=
ス
ト
ゥ
-
パ
す
な
わ
ち
前
後
二
重
形

式

の
塔
廟
が
多
い
こ
と
は
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
る
｡
そ
の
う
え
､
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
や
チ
ル
=

-
1
プ

B
寺
で
は
第
Ⅲ
期
'
第
Ⅳ
期
に
い
た

っ
て

も
な
お
こ
の
塔
廟
を
増
加
し
た
り
'
改
修
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
塔
廟
の
醒
拝
が
す
た
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
し
か
も
こ
の
二

ケ
寺
で
は
小
塔
奉
献
も
第
Ⅲ
期
の
流
行
に
の
っ
て
併
行
す
る
こ
と
に
な

っ
た
｡
お
な
じ
チ
ル
=
ト
ー
プ
寺
院
群
で
も

A
寺
､

C
寺
､

D
l
寺

t

D
2

寺
が
早
く
に
贋
絶
し
た
の
は
､
こ
の
よ
う
な
小
塔
奉
献
も
な
-
'
塔
廟
も
な
い
寺
院
構
成
が
反
映
す
る
儒
教
内
部
の
事
情
が
証
合
に
受
容
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
｡
し
か
し
第

Ⅱ
期
創
建

の
≡
ケ
寺
は
第
Ⅵ
期
ま
で
存
漬
し
た
｡
こ
れ
ら
は
創
建
営
初
は
ほ
と
ん
ど
主
塔
だ
け
の
塔
院
と
い
っ

て
よ
い
の
で
あ
る
｡

第
Ⅳ
期
は
す
で
に
の
',(
た
よ
う
に
あ
ら
た
に
寺
院
を
興
す
こ
と
が
停
滞
し
た
時
期
で
あ
る
｡
そ
の
中
で
ジ
ャ
ウ
リ
ア
-
ソ
寺
の
塔
院
は
特
異
な
展

開
を
み
せ
て
い
た
｡
主
塔
の
周
国
に
多
数
の
小
塔
を
お
き
､
そ
れ
ら
全
鰹
を
洞
堂
列
が
四
方
か
ら
と
り
か
こ
ん
で
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
に
す
る
形
式
､

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
塔
院

へ
は
正
面
の
せ
ま
い
通
路
に
よ

っ
て
の
み
外
界
と
連
絡
す
る
｡
こ
の
形
式
の
塔
院
は
第
Ⅲ
期

の
ギ
リ
C
-

D
=
E
寺
ま
で
つ

づ
い
た
垣
壁
を
も

っ
た
塔
院
の
形
式
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
｡
し
か
し
垣
壁
は
低
い
も
の
で
あ
り
､
軍
に
塔
虞
を
外
界
と
わ
か
つ

意
義
を
も

つ
の
に
す
ぎ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
高
大
な
両
堂
を
列
置
し
て
'
城
塞
の
ご
と
き
外
観
を
輿
え
'
そ
の
う
え
入
口
は
狭
小
と
い
う
塔
院
は
'
垣

壁
に
か
こ
ま
れ
た
塔
虞

の
も

つ
性
格
と
お
お
い
に
異
な

っ
て
き
た
こ
と
が
嘗
然
預
想
さ
れ
る
｡
し
た
が

っ
て
同
じ
ジ
ャ
ウ
リ
ア
-
ソ
寺
で
も
第
Ⅲ
期

の
創
建
普
初
の
塔
虞

の
性
格
と
は
急
襲
し
て
い
る
わ
け
で
'
こ
の
よ
う
な
展
開
を
経
た
寺
院
が
タ
キ
シ
ラ
に
ま
れ
で
､
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
多
い
こ
と
は

指
摘
し
た
と
お
-
で
あ
る
｡
そ
こ
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
タ
キ
シ
ラ
と
の
相
異
へ

い
い
か
え
れ
ば
､
備
数
が
そ
の
社
食
と
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
を
も

っ

た
か
と
い
う
鮎
の
相
異
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
｡

タ
キ
シ
ラ
悌
寺
の
伽
藍
構
成
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三
五
〇

僧

坊

遷

移

タ
キ
シ
ラ
に
お
け
る
最
初
期
の
寺
院
の
恰
坊
形
式
を
明
確
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
｡
し
か
し
こ
の
形
式
は
タ
キ
シ
ラ
で
も
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
も

例
外
中
の
例
外
､
い
い
か
え
る
な
ら
ば
第

Ⅰ
期
に
お
い
て
の
み
流
行
し
た
形
式
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
第

Ⅱ
期
と
い
う
早
い
時
期
か
ら
す
で
に
内
庭

を
中
心
に
し
て
四
方
に
房
室
を
列
置
す
る
恰
坊
が
出
現
し
､
以
降
恰
坊
は
こ
の
形
式
を
襲

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
変
化
は
賓
に
重
要
な
意
味
を
ふ

-
ん
で
い
る
｡
第

Ⅰ
期
の
無
庭
縦
列
恰
坊
で
は
脅
堂
も
な
-
､
恰
徒
の
行
動
は
個
別
的
で
あ
-
'
恰
徒
は
相
互
に
そ
の
行
動
を
規
制
で
き
な
い
｡
合

堂

の
不
在
は
同
時
に
こ
の
事
情
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
れ
に
封
し
て
中
庭
の
あ
る
方
形
恰
坊
は
､
狭
-
唯

一
の
入
口
か
ら
恰
坊
に
は
い
る
や

敵
に
集
圏
の

一
員
で
あ
る
こ
と
を
飴
儀
な
-
さ
れ
る
｡
僧
坊
内
の
各
房
室
は
対
面
か
ら
の
規
制
を
常
に
う
け
る
｡
恰
徒
の
行
動
は
第

Ⅰ
期
の
個
別
的

自
由
を
映
落
し
'
集
国
の

一
員
と
し
て
規
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
を
い
い
か
え
る
な
ら
ば
'
第

Ⅰ
期
で
は
恰
圏
と
し
て
僚
徒
個
人
の
行
動
を
放

置
し
て
も
恰
圏
の
規
律
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
に
封
L
へ
第

Ⅱ
期
か
ら
は
僚
徒
を
機
械
的
に
恰
国
の
規
律
に
-
み
こ
む
必
要
が
生
じ
た

と
い
う
解
樺
も
な
り
た
つ
｡

方
形
僧
坊
は
第

Ⅱ
期
で
二
種
あ
る
｡
第

一
は
ピ

ッ
パ
ラ
寺
で
あ
る
｡
こ
の
恰
坊
の
西
側
は
'
第
Ⅵ
期
の
ま

っ
た
-
別
な
恰
坊
が
そ
の
上
に
建

っ
て

い
る
の
で
不
明
で
あ
る
が
､
お
そ
ら
-
左
右
封
稀
で
あ

っ
た
と
考
え
る
｡
そ
う
す
る
と
個
室
の
並
列
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
チ
ル
=
ト
ー
プ
A

寺
t

C
寺
も
個
室
の
並
列
で
あ
り
'
チ
ル
=
ト
ー
プ
D
2
寺
は
そ
の
や
や
時
期
の
降
る
例
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
三
ケ
寺
の
恰
坊
内
に
は

一
室
を
や
や
長

め
に
つ
-

っ
て
こ
れ
を
塔
両
堂
と
し
て
い
る
｡
チ
ル
=
ー
-
プ

B
寺
で
は
少
-
と
も
こ
の
よ
う
な
塔
岡
堂
が
三
ヶ
所
あ
る
｡
チ
ル
=
ト
ー
プ

B
寺
で

は
方
形
プ
ラ
ン
の

一
隅
を
さ
い
て
'
そ
こ
に
鷹
間
が
形
成
さ
れ
､
チ
ル
-
ト
ー
プ

D
l
寺
､
ギ
リ
C
-
D
=
E
寺
や
カ
ー
ラ
ワ
-
ン
寺
で
は
こ
れ
が
主

要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
｡
チ
ル
=
ト
ー
プ

B
寺
を
含
め
て
'
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
ま
で
の
四
ケ
寺
の
方
形
僧
房
が
そ
の
第
二
の
形
式
と
い
え

る
｡第

Ⅲ
期
に
な

っ
て
創
建
さ
れ
た
ジ
ャ
ウ
-
ア
-
ソ
寺
や
モ
ー
ラ
ー
=
モ
ラ
ー
ド
ウ
寺
'
ク
ナ

-
ラ
H
寺
で
は
'
鹿
間
が
完
全
に
猪
立
し
た
棟
能
を



も

っ
て
い
る
｡
第
Ⅳ
期
の
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
､
第

Ⅴ
期
の
ク
ナ
-
ラ
寺
も
同
様
で
'
第
Ⅵ
期
の
ジ
ャ
ウ
-
ア
-
ソ
'
ピ

ッ
パ
ラ
t
I,(
マ
-
ラ

に
な
る
と
こ
の
贋
間
が
複
数
に
な
り
'
時
代
を
お
っ
て
磨
間
の
機
能
が
埼
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
や
テ
ル
=

ト
プ

B

寺
で
は
第

Ⅴ
期
に
方
形
恰
坊
自
身
の
埼
築
が
み
ら
れ
､
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
で
は
第
Ⅳ
期
の
慶
大
な
方
形
僧
坊
が
厳
絶
し
て
ほ
ぼ
そ
の
四
分
の

一
の
贋
さ
の
方
形
僧
房
を
も
と
の
東
南
隅
に
つ
-
-
か
え
'
贋
問
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
も
恰
坊
に
改
築
さ
れ
た
｡
ク
ナ
-
ラ
H
等
の
恰
坊
は
ガ
イ
寺
の

僧
坊
と
と
も
に
特
異
な
存
在
で
あ
る
｡

伽

藍

配

置

五

式

第

一
形
式

‥
併
塔
の
四
方
を
垣
壁
が
と
り
か
こ
む

プ

ラ
ン
の
塔
地
に
対
し
て
､
僧
坊
が
垣
壁
の
西
ま
た
は
北

へ
か
け
て
接
す
る
0
第

Ⅰ
期
の
ジ
ャ

ン
デ
ィ
ア
ー
ル
B
寺
へ
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
'
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
が
こ
れ
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
僧
坊
は

l
封

T
列
式
に
細
長
い
｡
前

二
寺
は
方
形
基
壇
の
主
塔
を
も
つ
｡
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
は
第

Ⅰ
期
か
ら
固
形
基
壇
で
あ

っ
た
こ
と
が
他
の
タ
キ
シ
ラ
の
主
塔
に
比
較
す
る
と

と
-
に
異
な

っ
て
い
る
｡

マ
ニ
キ
ヤ
ー
ラ
や
ジ
ャ
マ
ー
ル
=
ガ
-
の
主
塔
と
比
較
さ
れ
る
｡
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
が

マ
ー
シ
ャ
ル
の
推
論
ど
お

-

マ
ウ
リ
ヤ
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
'
創
建
時
に
固
形
基
壇
で
あ

っ
た
塔
は
そ
の
の
ち
の
塔
贋
も
営
初
の
固
形
プ
ラ
ン
を
か
え
る
こ

と
な
-
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
｡
ス
ワ
-
ト
の
プ
ー
カ
ラ
塔
院
で
も
こ
の
事
情
が
澄
明
さ
れ
る
｡
第

一
形
式
の
伽
藍
配
置
は
第

Ⅰ
期
に
流
行
し
た
｡
た

だ
し
ど
の
く
ら
い
そ
の
の
ち
存
宿
し
た
か
は
つ
ま
び
ら
か
で
な
い
｡
た
だ
言
え
る
こ
と
は
'
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
や
ジ
ャ
ン
デ
ィ
ア
ー
ル
B
寺

が
第
Ⅲ
期
ま
で
に
は
厳
絶
し
て
い
た
こ
と
と
'
ダ

ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
の
第

一
形
式
伽
藍
配
置
に
お
け
る
僚
坊
に
第
Ⅴ
期
に
階
段
や
壁
の
つ
-

り
つ
け
が
お
こ
な
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
で
あ
る
｡
だ
が
､
第

Ⅱ
期
の
僧
坊
は
'
す
で
に
第

Ⅰ
期
と
同
じ
僚
坊
形
式
で
造
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
か
ら
へ
第

Ⅱ
期
で
は
第

一
形
式
伽
藍
配
置
は
少
数
勢
力
と
し
て
の
意
味
し
か
も
た
な
い
｡

第
二
形
式

‥
内
庭
の
ま
わ
り
に
四
面
に
僧
坊
を
配
し
､
内
庭
中
央
に
塔
を
お
-
形
式
で
あ
る
｡
第

Ⅱ
期
に
初
現
し
､
ピ

ッ
パ
ラ
寺
'
チ
ル
=
ト
ー

プ

D
2
寺
が
あ
り
､
第
Ⅵ
期
に
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
M
6
寺
が
あ
る
｡
そ
の
う
ち
最
古
の
例
は
ピ

ッ
パ
ラ
寺
で
あ
り
､
塔
は
垣
壁
に
か
こ
ま
れ
る
第

タ
キ
シ
ラ
悌
寺
の
伽
藍
構
成
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一
形
式
の
系
統
を
ひ
い
て
い
る
｡
チ
ル
-

ト
ー
プ
D
2
寺
の
東
部
は
不
明
な
鮎
が
多
い
が
'
第
二
形
式
と
す
る
｡
塔
は
垣
壁
を
も
た
ず
'
第
Ⅵ
期
の

ダ

ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
M
6
寺
に
つ
な
が
る
系
統
で
あ
る
｡

第
三
形
式

‥
垣
壁
に
か
こ
ま
れ
た
塔
院
に
接
し
て
方
形
僧
坊
が
配
さ
れ
る
形
式
で
あ
る
｡
チ
ル
=
-
1
プ
D
l
寺
と
ギ
リ
C
=
D
=
E
寺
が
こ
の
例

で
あ
る
｡
前
者
は
D
2
寺
と
と
も
に
第

Ⅱ
期
で
も
お
そ
い
創
建
で
あ
る
｡
第

一
形
式
と
第
二
形
式
と
の
中
間
形
を
ロ三
し
て
い
る
｡
第

一
形
式
の
よ
う

に
垣
壁
を
も
つ
塔
院
と
そ
の
西
に
接
し
て
恰
坊
が
あ
る
が
F
恰
坊
は
第

l
形
式
の
よ
う
な

一
対

一
列
式
で
は
な
-
'
方
形
僧
坊
で
あ
る
｡
ギ
リ
C
=

D
=
E
寺
は
ま
た
第

一
形
式
の
よ
う
な
塔
院
を
東
に
僧
坊
を
西
に
お
-
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
鮎
､
チ
ル
=
ト
ー
プ
D
l
寺
は
塔
東
恰
西
で
あ
る
か

ら
､
ギ
-
が
よ
り
第

一
形
式
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
｡

た
だ
ギ
-
C
=
D
=
E
寺
は
塔
北
恰
南
で
あ
る
か
ら
､

『摩
詞
博
満
律
』
奄
第
三
三
の

｢
-
-
塔
事
者
｡
起
僚
伽
藍
時
｡
先
預
度
好
地
｡

作
塔
虞
｡

塔
不
得
在
南
｡
不
得
在
西
｡
麿
在
東
｡
麿
在
北
｡
不
得
倫
地
層
僻
地
｡
僻
地
不
得
俊
借
地
｡
-
-
｣
(『大
正
新
修
大
病
経
』
撃
l三
､
四
九
八
頁
a
段
)
に
は

合
致
L
t
そ
の
鮎
で
テ
ル
-

ト
ー
プ
D
l
寺
や
第

一
形
式
伽
藍
配
置
と
同
額
で
あ
る
｡
ち
な
み
に
､
こ
の
記
事
に
照
合
す
る
伽
藍
配
置
は
'
タ
キ
シ

ラ
で
は
こ
の
他
に
､
第

Ⅰ
期
の
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
大
塔
寺
､
第

Ⅱ
期
の
テ
ル
=

ト
ー
-
プ

B
寺
'
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
､
第
Ⅴ
期
の
ク
ナ
-
ラ
寺
､

ギ
リ
A
=
B
寺
､
第
Ⅵ
期
の
ピ

ッ
パ
ラ
寺
が
あ
り
'
時
期
は
限
定
で
き
な
い
｡
ギ
リ
C
=
D
-
E
寺
は
'
チ
ル
-
ト
ー
プ
D
l
寺
の
よ
う
に
塔
院
垣
壁

西
連
と
同
じ
長
さ
だ
け
僧
坊
を
接
績
す
る
の
で
は
な
-
､
南
北
に
長
-
僧
坊
を
つ
な
い
で
い
る
｡
第
Ⅲ
期
に
な
る
と
ギ
-
で
は
垣
壁
に
そ
っ
て
両
堂

列
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
､
第

Ⅱ
期
の
チ
ル
=
ト
ー
プ
D
l
寺
や
カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
と
と
も
に
､
第
Ⅳ
期
の
ジ
ャ
ウ
-
ア
-
ソ
の
よ
う
な
塔
院
を
展

開
す
る
さ
き
が
け
と
な

っ
た
｡

第
四
形
式

‥
塔
院
と
僚
院
が
封
面
す
る
形
式
で
あ
る
｡
塔
院
は
垣
壁
が
な
-
オ
ー
プ

ン
な
性
格
を
も

つ
｡
チ
ル
=
ト
ー
プ

A
寺
､

B
寺
t

c
寺
な

ど
第

Ⅱ
期
創
建
の
チ
ル
=
ト
ー
プ
の
タ
ム
ラ
ー
=
ナ
-
ラ
ー
河
に
近

い

一
群
が
そ
の
例
で
あ
る
｡
A
t

C
寺
は
の
ち
ど
の
-
ら
い
存
緯
し
た
か
わ
か

ら
な
い
｡
第
Ⅲ
期
以
降
の
改
修
は
み
ら
れ
な
い
だ
け
で
あ
る
｡

B
寺
は
第

Ⅴ
期
ま
で
は
存
摸
し
た
こ
と
が
確
か
で
あ
る
｡

第
五
形
式

‥
塔
院
と
僧
院
と
が
封
向
せ
ず
へ
塔
の
正
面
階
段
の
方
向
と
僧
坊
の
入
口
の
方
向
が

一
定
し
て
い
な
い
形
式
で
あ
る
｡
第

Ⅱ
期
創
建

の



カ
ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
､
第
Ⅲ
期
創
建
の
ジ
ャ
ウ
-
ア
-
ソ
寺
､
カ

ー
ラ
ワ
-
ソ

H
寺

へ

モ
ー
ラ
=
モ
ラ
ー
ド
ウ
寺
へ
第

Ⅴ
期
の
ギ
リ
A
=
B
寺
'
ク
ナ

-
ラ
寺
な
ど
例
は
多
い
.
そ
の
う
ち
へ
ジ
ャ
ウ
-
ア
-
ン
､
カ

ー
ラ
ワ
-
ソ

H
t
モ
ー
ラ
ー
=
モ
ラ
ー
ド
ク
は
塔
虞
は
西
へ
恰
地
は
東
で
あ
る
｡
カ

ー
ラ
ワ
-
ソ
寺
だ
け
は
創
建
常
初
か
ら
屋
外
併
塔
'
塔
廟
､
両
堂
を
そ
な
え
て
お
り
､
タ
キ
シ
ラ
を
は
じ
め
西
北
イ
ン
ド
で
は
他
に
こ
の
よ
う
な
例

が
な
い
｡
そ
の
他
は
み
な
創
建
常
初
は
､
大
塔
だ
け
の
簡
素
な
塔
虞
で
あ

っ
た
｡

以
上
五
形
式
の
ほ
か
に
'
バ

マ
-
ラ
寺
の
伽
藍
配
置
が
あ
る
｡
塔
平
面
形
に
特
色
が
あ
っ
た
こ
と
は
上
記
の
と
お
り
で
あ
る
｡
そ
の
う
え
､
は
や

い
時
期
に
絶
え
て
し
ま
っ
た
､
塔
地
を
裁
然
と
外
界
と
区
分
す
る
'
垣
壁
が
部
分
的
に
検
出
さ
れ
､
垣
壁
の

一
ヶ
所
'
恰
地
に
面
す
る

一
ヶ
所
に
門

の
よ
う
な
性
格
を
も
つ
施
設
が
ひ
ら
か
れ
た
｡
し
か
も
こ
の
塔
院
は
全
鰹
に
高
い
テ
ラ
ス
上
に
あ
る
｡

タ
キ
シ
ラ
に
お
い
て
は
､
借
地
の
入
口
は
は
っ
き
り
つ
け
ら
れ
る
場
合
が
通
例
で
あ
る
が
'
塔
地
の
入
口
を
示
す
例
は
比
較
的
す
-
な
い
｡
ジ
ャ

ウ
リ
ア
-
ソ
塔
院
の
場
合
は
両
堂
を
で
き
る
だ
け
多
-
塔
院
に
つ
-

っ
た
場
合
へ
最
小
限
度
必
要
な
通
路
と
し
て
ひ
ら
か
れ
て
い
る
性
格
の
も
の
で
t

と
-
に
玄
関
の
よ
う
な

一
室
を
つ
-
っ
た
も
の
で
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が
バ

マ
-
ラ
と
同
じ
-
第
Ⅵ
期
に
な
る
と
､
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
は
'
も

と
も
と
大
塔
寺
の
レ
ベ
ル
よ
り
高
か
っ
た
の
に
p
わ
ざ
わ
ざ
門
た
る
''(
き

一
室
を
造

っ
て
そ
の
両
翼
に
垣
を
造
り
出
し
､
慶
大
な
寺
域
で
あ
る
こ
と

を
は
っ
き
り
う
ち
出
し
た
｡
こ
の
鮎
に
お
い
て
バ

マ
-
ラ
寺
も
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
も
､
タ
キ
シ
ラ
に
お
け
る
も

っ
と
も
新
し
い
時
期
に
'
前

代
と
は
ま
っ
た
-
こ
と
な
っ
た
塔
院
を
展
開
し
た
と
解
樺
す
る
｡
し
か
も
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
ー
北
寺
で
は
垣
が
め
ぐ

っ
て
恰
坊
に
至
り
､
塔
院

へ
も

僧
坊

へ
も
い
ず
れ
に
至
る
の
に
も
こ
の
門
口
を
通
過
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

お

わ

リ

に

タ
キ
シ
ラ
に
お
け
る
悌
寺

プ

ラ
ン
の
奨
達
を
ひ
と
ま
ず
こ
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
み
る
と
､

マ
ー
シ
ャ
ル
の
記
銀
だ
け
で
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な

か
っ
た
各
寺
院
の
縦
横
の
関
係
が
明
確
に
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
そ
れ
ば
か
り
か
､
こ
の
襲
選
に
て
ら
し
て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
の
併
寺
を

一
瞥
す
る

な
ら
ば
､
少
く
と
も
塔
院
だ
け
に
関
し
て
は
'
タ
キ
シ
ラ
の
い
ず
れ
か
の
形
式
と
合
致
す
る
も
の
が
あ
り
､
ま
た
恰
坊
に
関
し
て
は
'
合
致
す
る
も

タ
キ
シ
ラ
悌
寺
の
伽
藍
構
成



東

方

軍

報

の
の
乏
し
い
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
｡
伽
藍
配
置
全
性
に
関
し
て
'
第

Ⅰ
期
の
形
式
を
と
る
悌
寺
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
は
絶
無
で
あ
り
'
第

Ⅱ
期
に

も
合
致
す
る
も
の
が
な
い
｡
い
ま
こ
こ
で
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
け
る
俳
寺
の
配
置
と
綿
密
な
比
較
を
行
う
用
意
は
な
い
が
'
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
併
寺
の
大

部
分
が
タ
キ
シ
ラ
に
お
け
る
第
Ⅲ
期
な
い
し
第
Ⅳ
期
以
降
の
プ

ラ
ン
と
関
係
が
操
い
こ
と
を
指
摘
し
て
'
後
考
に
ゆ
ず
る
こ
と
と
す
る
｡
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員
愈

唐
代
の
長
安
と
洛
陽

(索
引
篇
)

唐
代
研
究
の
し
お
り

五

京
大
人
文
索
引
編
集
委
員
合

李
白
の
作
品

唐
代
研
究
の
し
お
り

九

京
大
人
文
索
引
編
集
委
員
昏

平
岡
武
夫
致
授
著
作
日
錬

一
九
四
〇
年

六

月

一
九
四
六
年

一
月

丁
九
四
九
年

六

月

1
九
四
九
年

一
〇
月

一
九
五
〇
年

二

月

1
九
五
〇
年

7
1
月

T
九
五

l年

1
月

一
九
五

一
年

三

月

丁
九
五

一
年

六

月

一
九
五

l
年

九

月

一
九
五
三
年

九

月

一
九
五
四
年

六

月

1
九
五
四
年

八

月

l
九
五
五
年

四

月

1
九
五
六
年

1
月

1
九
五
六
年

六

月

一
九
五
六
年

一
〇
月

i
九
五
八
年

1
0
月

漢
字
の
形
と
文
化

ハ
ー
バ
ー
ド
燕
京

･
同
志
社
東
方
文
化
講
座
委
員
禽

唐
代
の
詩
人

唐
代
研
究
の
し
お
り

四

京
大
人
文
索
引
編
集
委
員
合

唐
代
の
散
文
作
品

唐
代
研
究
の
し
お
り

一
〇

京
大
人
文
索
引
編
集
委
員
脅

唐
代
の
詩
篇
第

1
脚

唐
代
研
究
の
し
お
り

一
一

京
大
人
文
索
引
編
集
委
員
昏

唐
代
の
詩
篇
第
二
朋

唐
代
研
究
の
し
お
り

一
二

京
大
人
文
索
引
編
集
委
員
合

自
氏
文
集
巻
三

･
四

･
六

･
九

･
十
二

･
十
七

京
大
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告

一
九
五
九
年

六

月

一
九
六
〇
年

六

月

一
九
六
〇
年

二

一月

l
九
六
四
年

三

月

一
九
六
五
年

三

月

一
九
七

1
年

三

月

自
氏
文
集
雀
二
十

一
二

一十
二

･
二
十
三

･
二
十
四

二

l十
七

･
二
十
八

二
二
十

一
･

三
十
三

京
大
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告

一
九
七
二
年

三

月

自
民
文
集
巻
三
十
八

･
四
十

一
･
五
十
二

･
五
十
四

･
六
十
五

二
ハ
十
八

･
七
十

京
大
人
文
科
学
研
究
所
研
究
報
告

論
文

･
そ
の
他

士
昏
鮭

二
見

ニ
ク
ル
用
屑
ノ
育
俗

五
帝
本
紀
ノ
新
研
究

日
本

〝漢
字
″
の
ゆ
-
へ

金
膝
説

話
と
尚

書
の
今
文
古
文

東
方
学
報

『尚
書
正
義
完
本
』
紹
介

王
者
の
記
録
と
し
て
の
亀
甲
文
と
銅
舘
銘

東
方
学
報

支
那
畢

七
ノ
五

支
那
撃

八
ノ
二

都
新
聞

京
都

一
〇
ノ
三

史
林

二
五
ノ
一

京
都

一
二
ノ
1

T
九
七
三
年

三

月

一
九
三
五
年

五

月

一
九
三
六
年

四

月

一
九
三
六
年

六

月

一
九
三
九
年

一
一
月

一
九
四
〇
年

1
月

一
九
四

一
年

六

月

(胡
悌
諾

中
日
文
化

三
ノ
八
-

7
〇

一
九
四
三
年
)

周
初
の
精
細

生
活

竹
鋤
と
支
那
古
代
の
記
録

願

麟

尚
書
を
緯
け
る
人
人

支
部
撃

l
O
特
別
競

東
方
軍
報

京
都

l三
ノ
二

畢
聾

7
ノ
四

東
方
学
報

京
都

一
四
ノ
三

三
五
七

一
九
四
二
年

四

月

1
九
四
三
年

六

月

1
九
四
三
年

九

月

一
九
四
四
年

六

月



東

方

撃

報

経
畢
概
説

｢支
那
文
化
の
特
質
｣

秀
吉
と
明
史

学
界
展
望
学
術
思
想
史

東
方
文
化
研
究
所

文
献
頬
日
｣

明
末
に
お
け
る
経
書
の
練
成

東
方
畢
報

豊
坊
と
古
書
世
畢

(上
)

東
方
学
報

郭
抹
若

始
皇
帝
の
臨
終

(罪
)

天
下
的
世
界
観
と
宗
教

塑
坊
と
古
書
世
畢

(下
)

東
方
学
報

東
光
創
刊
競
巻
頭
言

経
撃
頒
歌

天
下
的
世
界
観
と
近
代
国
家

一
つ
の
世
界

撃
源

一
ノ
三

｢昭
和

一
五

･
一

京
都

一
五
ノ
二

京
都

一
五
ノ
三

畢
海

三
ノ
八

暫
畢
季
刊

四

京
都

一
五
ノ
四

東
光

一

一
九
四
四
年

七

月

一
九
四
四
年

八

月

六
年
度
東
洋
史
研
究

一
九
四
五
年

五

月

一
九
四
六
年

1
月

l
九
四
六
年

l
一
月

1
九
四
六
年

1
二
月

1
九
四
七
年

三

月

一
九
四
七
年

六

月

一
九
四
七
年

六

月

三
五
八

京
都
二
五
-
二
七

･
三
七
～
四
〇
･
四
二

･
四
四

l九
五
四
年

二

月

-
一
九
七
三
年

二

月

豊

坊

｢書
道
全
集
｣

l
七

(平
凡
社
)

l
九
五
六
年

八

月

新
版
魯
迅
全
集

読
書
春
秋
√
八
ノ
一

一
九
五
七
年

l
月

李
白
歌
詩
索
引
の
編
集
と
出
版
に
つ
い
て

｢唐
代
研

究

の
し
お
り
｣
八
､
李
白
歌

詩
索
引

(京
大
人
文
索
引
編
集
委
員
合
刊
)

一
九
五
七
年

三

月

文
選
索
引
序

｢唐
代
研
究
の
し
お
り
｣
特
集
､
文
選
索
引
第

一
(京
大
人
文
索
引

編
集
委
員
合
刊
)

一
九
五
七
年

三

月

自
氏
文
集
の
金
揮
文
庫
本

･
林
家
校
本

･
要
文
抄
本

･
管
見
抄
本
に
つ
い
て

｢神

田
博
士
還
暦
記
念
書
誌
学
論
集
｣

(紳
田
博
士
還
暦
記
念
合
)

一
九
五
七
年

二

月

学
園
新
聞

一
九
四
七
年

一
〇
月
二
〇
日

東
光

二

一
九
四
七
年

1
1月

京
都
新
聞

一
九
四
八
年

一
月
二
l
日

孫
星
宿

｢世
界
大
百
科
事
典
｣

1
七

全
唐
文

｢世
界
大
百
科
事
典
｣

一
八

侃
文
嶺
府

｢世
界
大
百
科
事
典
｣
二
三

(平
凡
社
)

一
九
五
七
年

八

月

一
九
五
七
年

九

月

一
九
五
八
年

四

月

韓

愈

青
木
正
鬼
博
士
還
暦
記
念

｢中
華
六
十
名
家
言
行
録
｣

桑
原
武
夫
氏
に
答
え
て
シ
ナ
嬰
を
語
る

東
光

四

昭
和

一
七

二

八
年
の
学
術
思
想
史
畢
界

東
方
文
化
研
究
所

年
度
東
洋
史
研
究
文
献
類
目
｣

天
下
的
世
界
観
は
動
か
な
い

世
界

四
四

郭
沫
若

項
羽
の
自
殺

(謂
)

世
界

五
五

中
国
の
古
典
と
索
引
の
編
纂

講
書
春
秋

一
ノ
八

唐
代
に
関
す
る
索
引
の
編
纂
に
つ
い
て

京
大
人
文
科
学
研
究
所
報

二
三

顧
濁
剛

｢世
界
歴
史
事
典
｣
七

(平
凡
社
)

唐
の
長
安
城
の
こ
と

東
洋
史
研
究

一
一
ノ
四

書

経

｢世
界
歴
史
事
典
｣
九

(平
凡
社
)

唐
代
史
料
の
集
成

京
大
人
文
科
挙
研
究
所
報

三
八

唐
代
史
料
の
集
成
に
つ
い
て

撃
術
月
報

七
ノ
六

(弘
文
堂
)

一
九
四
八
年

二

月

一
九
四
八
年

四

月

｢昭
和

1
七

二

八

一
九
四
九
年

三

月

一
九
四
九
年

八

月

一
九
五
〇
年

七

月

一
九
五
〇
年

一
一
月

隔
唐
の
宗
教

･
思
想

.
文
学

｢世
界
史
大
系
｣
三

(誠
文
堂
新
光
社
)

l
九
五
八
年

一
〇
月

T
h
e
T
'ang
Civilizatio
n
R
ef
elenCe
･S
e
r
i
e

s
Z
ZN
B
V
N
,
3
.
(京
大
人
文
科
学

研
究
所
)

唐
長
安
城
の
遺
跡
調
査
と
夏
承
素
氏
の
曲
江
池
考

一
九
五
九
年

三

月

一
九
五

一
年

八

月

一
九
五
二
年

一
月

一
九
五
二
年

二

月

一
九
五
二
年

四

月

1
九
五
四
年

一
月

一
九
五
四
年

九

月

唐
代
史
料
稿

(武
徳
元
年

･
長
慶
元
年

-
四
年

･
大
和
元
年
-
三
年
)

東
方
畢
報

東
方
撃
報

京
都
二
九

一
九
五
九
年

四

月

文
選
索
引
附
録
序

｢唐
代
研
究
の
し
お
り
｣
特
集
'
文
選
索
引
附
録

(京
大
人
文

索
引
編
集
委
員
禽
刊
)

一
九
五
九
年

五

月

自
氏
文
集
と
東
急
本

か
が
み

三

一
九
六
〇
年

l
月

士
大
夫
の
生
活

｢世
界
文
化
史
大
系
｣
中
国
Ⅳ

(角
川
書
店
)

l
九
六
〇
年

l
月

元
河
南
志

｢
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
｣
三

(平
凡
社
)

一
九
六
〇
年

三

月

諸
梧

『大
漢
和
新
興
』
書
評

週
間
講
書
人

三
三
三

l
九
六
〇
年

七
月

1
1
日

自
栗
天
の
詩
文
と
呉
郡
志

｢
福
井
博
士
頒
薫
記
念
東
洋
思
想
論
集

｣
(南
井
博
士

頭
語
記
念
論
文
集
刊
行
合
)

一
九
六
〇
年

一
一
月

白
楽
天
の
詩
と
臨
安
志

｢塚
本
博
士
頒
欝
記
念
儒
教
史
学
論
集
｣

(塚

本
博
士
頭

寿
記
念
合
)

l
九
六

一
年

二

月



儒
林
外
史

｢中
国
の
名
著
｣

(執
事
書
房
)

一
九
六

1
年

一
〇
月

南
京
新
記

｢
ア
ジ
ア
歴
史
事
典
｣
九

(平
凡
祉
)

一
九
六
二
年

四

月

自
氏
文
集
の
成
立

｢東
方
畢
合
創
立
十
五
周
年
記
念
東
方
撃
論
集
｣

一
九
六
二
年

七

月

自
店
易
の
家
庭
環
境
に
関
す
る
問
題

東
方
学
報

京
都
三
四

一
九
六
四
年

三

月

(王
夢
鴎
諾

政
治
大
草
軍
報

1
0

1
九
六
四
年
)

四
隅
番
班
の
方
法
-
漢
字
の
分
類
に
つ
い
て
-

三
洋
化
成
ニ
ュ
ー
ス

一
二
二

一
九
六
四
年

三

月

東
洋
撃
文
献
類
日

一
九
六
三
年
版
～
六
七
年
版
序

(京
大
人
文
科
撃
研
究
所
)

一
九
六
四
年
三
月
-

一
九
六
九
年

三

月

金
津
文
庫
自
氏
文
集
解
説

五
島
美
術
館

二
九

一
九
六
四
年

四

月

自
店
易
と
そ
の
妻

東
方
軍
報

京
都
三
五

一
九
六
四
年

二

月

東
洋
学
者
と
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

学
術
月
報

T
七
ノ
二

一
九
六
五
年
二
月

(中
国
関
係
資
料
保
存
脅
刊

｢中
国
関
係
論
説
資
料
集
｣
三
ノ
二
に
採
録
)

骨

子

(謀
)

｢漢
代
書
家
の
研
究
｣

(中
央
公
論
社
)

一
九
六
五
年

1
0
月

諸
子
打
家
の
役
割

｢世
界
古
典
文
撃
全
集
｣
月
報

T
九

(筑
摩
書
房
)

1
九
六
五
年

l
O
月

日
氏
文
集
に
お
け
る
刊
本
と
酋
抄
本
の
間

か
が
み

T
O

T
九
六
六
年

三

月

(壬
夢
鴎
謂

東
方
雑
誌

復
刊

1

7
九
六
七
年
)

長
慶
元
年
の
暦

東
方
撃
報

京
都
三
七

l
九
六
六
年

三

月

白
眉
易

｢新
潮
世
界
文
撃
小
辞
典
｣

(新
潮
社
)

l
九
｣ハ
六
年

五

月

鳥

孟
子
の
革
命
論

｢中
国
古
典
選
｣
附
鎌
八

(朝
日
新
聞
赴
)

l
九
六
六
年

六

月

『隷
揮
索
引
』

ニ
待
ツ

内
野
博
士

『隷
梓
索
引
』
推
薦
パ
ン
フ
レ
ッ
-

(極
東
書
店
)

一
九
六
六
年

八

月

放
従
良
-
白
居
易
の
奴
碑
解
放
～

東
方
軍
報

京
都
三
八

一
九
六
七
年

三

月

宋
拓
基
質
二
種

大
谷
学
報

四
七
ノ
二

一
九
六
七
年

一
一
月

自
盾
易
と
賦

｢吉
川
博
士
退
休
記
念
車
国
文
撃
論
集
｣

(筑
摩
書
房
)

一
九
六
八
年

三

月

東
洋
学
と
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン

セ
ン
タ
ー
通
信

三

1
九
六
九
年

四

月

東
洋
撃
の
現
況
と
文
献
セ
ン
タ
ー
活
動

国
立
大
学
文
献
セ
ン
タ
ー
編

｢文
献
セ
ン

タ
ー
の
利
用
案
内
｣

一
九
七
〇
年

二

月

自
店
易
と
寒
食

･
清
明

東
方
学
報

京
都
四

一

l
九
七
〇
年

三

月

五
牡
の
長
者

｢青
木
正
妃
全
転
｣
第
七
巻
月
報
三

(春
秋
祉
)

7
九
七
〇
年

四

月

『
五
経
索
引
』
を
世
界
の
人
々
に

｢
五
経
索
引
内
容
見
本
｣

(臨
川
書
店
)

一
九
七
〇
年

一
一
月

情
報
と
周
書
館

静
惰

八
ノ
1

一
九
ヒ

一年
五

月

『
四
書
索
引
』
に
つ
い
て
思
う

｢
四
書
索
引
内
容
見
本
｣

(臨
川
書
店
)

l
九
七

一
年

八

月

七
二
年
度
､
固
書
館
利
用
案
内
は
し
が
き

｢
閲
書
館
利
用
案
内
｣

(京
大
附
属
図

書
館
)

一
九
七
二
年

三

月

中
国
古
典
文
化
の
特
質

人
文
五

(京
大
人
文
科
挙
研
究
所
)

T
九
七
二
年

六

月

節
令
書
の
習
作

人
文
五

(京
大
人
文
科
学
研
究
所
)

一
九
七
二
年

六

月

石
刻
と
文
集
の
間
-
白
居
易
の
禽
王
墓
誌
銘
を
謹
む
-

｢中
間
の
言
語
と
文
摩

(鳥
居
久
靖
先
生
華
甲
記
念
論
集
)｣

一
九
七
二
年

一
〇
月

杜
佑
致
仕
制

｢
鈴
木
博
士
育
稀
記
念
東
洋
学
論
叢
｣
(鈴
木
博
士
育
稀
記
念
親
賀
禽
)

l
九
七
二
年

一
〇
月

白
氏
文
集
の
揮
文

｢東
方
摩
合
創
立
二
十
五
周
年
記
念
東
方
尊
論
集
｣

一
九
七
二
年

一
二
月

図
書
館
の
建
て
物

静
摘

九
ノ
三

六
朝
唐
馬
本
の
低
値

『敦
蛭
髄
節
留
虞
』
推
薦

(臨
川
書
店
)

村
本
文
庫
蔵
王
校
本
自
氏
文
集

東
方
撃
報

京
都
四
五

シ
ナ
撃
四
十
年

人
文

(京
大
人
文
科
学
研
究
所
)

編

集

1
九
七
三
年

三

月

一
九
七
三
年

八

月

1
九
七
三
年

九

月

一
九
七
三
年

1
0
月

小
島
拓
馬
先
生
の
著
書

平
岡
武
夫
教
授
者
作
目
録

東
方
軍
報

京
都
三
九

一
九
六
八
年

三

月

｢支
那
撃
｣
七
ノ
四
-
八
ノ
三

弘
文
堂

｢東
光
｣
全
九
携

弘
文
堂

｢唐
代
研
究
の
し
お
り
｣

全

一
二
巷
､
特
集
四
巻

京
大
人
文
科
学
研
究
所

一
九
三
五
年
～
一
九
三
六
年

一
九
四
七
年
～
一
九
四
九
年

一
九
五
凶
年

-
l
九
六
五
年




