
新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に

つ
い
て

平

岡

定

海

一

新

井

白

石

と
南

寺

院

の
関

係

現
在
東
大
寺
図
書
館
に
収
蔵
し
て
い
る
江
戸
時
代

の
重
要
な
る
記
録
と
し
て

「
東
大
寺
年
中
行
事
記
」
と

題
す
る

も

の
が

貞
享

元
年

(
一
六
八
四
)

よ
り
慶
応
三
年

(
一
八
六
七
)
ま
で
の
も
の
が

「
東
大
寺
年
中
行
事
記
見
出
」
を
附
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
宝
永
七
年

(
一
七

一
〇
)
十
二
月
の
条
に

「
新
井
勘
解
由
殿
御
越

二
付
諸
色
入
用
」
と

の
記
録
も
別
冊
と
し
て
存
し
て
い
る
。
ω

こ
の
新
井
白
石
の
来
寺
は
東
大
寺
と
興
福
寺
と
の
聞
に
生
じ
た

一
条
院
新
門
跡
の
東
大
寺
戒
壇
で
の
受
戒
に
際
し
て
の
戒
和
上
任
命
に
対
す
る
相
論
を
調
査
す
る
た
あ

に
来
寺
し
た
も

の
で
あ

っ
た
。

新
井
白
石
が
南
都
の
寺
院
と
関
餅
を
持

っ
た
相
論
事
件

に
つ
い
て
は

一
、
宝
永
七
年
六
月
二
十

一
日

南
都
両
門
跡

の
相
論

一
、
正
徳
二
年
四
月

一
乗
院
緋
衣
勅
許
事

が
あ
る
。
こ
の
前
者
は
慶
長
五
年

(
一
六
〇
〇
)
九
月
に
関
ケ
原
戦
の
終
了
後
、
家
康
の
大
阪
入
城

に
あ
た

っ
て
興
福
寺
領
に
対
す
る
両
門
跡
の
学
問
科

に
対
す
る
相
論

に
起
因
す
る
も

の
で
、
そ
の
史
料
と
し
て
は
も
と
も
と
興
福
寺

に
家
康

の
出
し
た
朱
印
状
が
あ
る
。

こ
の
朱
印
状
と
と
い
う
の
は

興
福
寺
領
壱
万
五
千
石
之
内
、
五
千
石
之
儀
に
付

て
衆
僧
中
申
分
遂
糺
明
畢
、
如
先
規
五
師
衆
可
被
仰
付
候
、
其
内
千
石
者
寺
社
之
修
理
、
千
石
者
学
問
仕
僧
侶
可

有
扶
助
候
諸
式
寺
社
法
度
之
儀
嚴
重
可
被
仰
付
候
也
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慶
長
五
庚
子
年
十

一
月
十
六
日

家
康
判

一
乗
院
殿

㈲

で
こ
の
朱
印
状
は
徳
川
家
綱
の
と
き
、

一
乗
院
宮
、
真
敬
法
親
王
が
後
水
尾
院

の
皇
子
で
あ

っ
た
関
係
上
た
め
に
後
水
尾
院
の
宝
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
宝

庫
が
皇
居
炎
上

の
た
め
に
消
失
し
、

そ
の
写
し
を
寛
文
五
年

(
一
六
六
五
)
に
提
出
し
て
朱
印
状
の
復
活
を
見
た
が
、
徳
川
綱
吉
は
興
福
寺

に
優
遇
処
置
を
と
り
、
貞
享

年
間

に
寺
務
職

に

一
乗
院
を
任
命
さ
れ
る
と
同
時
に
、
大
乗
院
に
も
黄
衣
を
許
可
す
る
事
な
ど
も
行
な
わ
れ
た
が
、
興
福
寺
の
学
問
料
千
石
は
家
康
が

一
乗
院
に
寄
進
さ

れ
た
た
め
大
乗
院
は
こ
の
学
問
僧
千
石
に
つ
い
て
争

い
が
生
じ
た
。
こ
と
に
さ
き
の
判
物
も
御
朱
印
状
で
な
く
、
単
な
る
家
康
の
花
押
で
御
朱
印
状
と
は
い
え
な
い
と
反

発
し
た
。

そ
の
う
え
興
福
寺
寺
務
職
は
古
来
両
門
跡
が
交
代
で
就
任
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
が
、
両
門
跡
の
間
に
差
別
が
あ
る
の
で
は

な
い
。

こ
と
に

学
問
料

に

つ
い
て

は
、
そ
の
判
物
を
下
さ
れ
し
宛
先
が

一
乗
院
で
あ

っ
た
が
た
め
の
も
の
で
、
こ
の
千
石
は
寺
務
職
と
な

っ
た
大
乗
院
も
ま
た

支
配
す

べ
き

も

の
で

あ
る
と

白
石
は
裁
決

し
、

こ
と
に
近
衛
基
煕
の
干
渉
を
排
除
し
て
い
る
。

「
折
た
く
柴

の
記
」

に
も

「
一
乗
院
門
F
に
し
て
、
神
祖

(家
康
)
別
御
朱
印
と

い
ふ
も
の
す
で
に
焼
け
う
せ
ぬ
と
て
、
そ
の
う

つ
し
を
ま
ゐ
ら
せ
し
事
な
れ
ば
、
覚
束
な
し
、
殊
に
は
そ
の
う

つ
し
に
も
、
御
判
物
と
し
る
さ
れ
し
上
は
、
御
朱
印

に
は
あ
ら
ず
、
ま
し
て
公
事
よ
り
彼
寺
務
拝
任
の
口
を
わ
か
た
れ
し
か
ど
、

い
に
し

へ
よ
り
此
か
た
、
両
門
は

か
は
る
が
は
る
其
職

に
任
ぜ
ら
れ
し
上
は
、
両
門

の
差
別
あ
る
べ
き
事
に
も
あ
ず
、
ま
た
神
祖
の
御
書
に
も
、
学
問
料

の
事
、
長
く

一
乗
院

の
門
室

へ
よ
せ
ら
れ
し

と
も
見
え
ず
、
寺
務
当
務
に
あ
ら
ず
と
も
見
え
ず
、
こ
れ
は
た
だ
当
時
の
寺
務
に
な
ら
れ
し
所
な
る
に
大
性
院
殿

(尊
敬
)

そ
の
時

の
寺
務
な
れ
ば

一
乗
院
と
は
な

さ
れ
し
な
り
。」
㈲

と
、
学
問
料
千
石
に
つ
い
て
そ
の
判
定
を
下
し
、
三
井
寺

の
例
を
あ
げ
、
ま
た
宝
永
七
年
七
月
十
日
に
は
両
門
跡

の
院
家
を
召
寄
せ
て
検
察
を
加
え
、

一
乗
院
の
専
断
を

止
め
て
い
る
。

こ
と
に
宝
永
七
年

(
一
七
二
〇
)
十
二
月
廿
五
日
こ
の
た
め
に
南
都
に
い
た
り
事
情
を
調
査
し
た
と
き
の
こ
と
に
つ
い
て
も

「
(宝
永
七
)
こ
の
年

の
冬
は
、
我

(白
石
)
南
都
に
お
も
む
き
し
に
か
し
こ
の
奉
行

(
奈
良
奉
行
)
三
好
備
前
守
、
我

に
語
り

て
、
此
た
び
御
沙
汰

の
次
第
、
大
乗
院

殿
の
あ
り
が
た
く
思
ひ
給
ふ
は
い
ふ
に
及
ば
ず
、

一
乗
院
殿
門
下
の
僧
侶
と
い

へ
ど
も
感
じ
申
さ
ぬ
も

の
な
し
と
そ
い
ひ
け
る
。
し
ば
し
が
ほ
ど
は
、
此
所
に
と
ど

ま
り
居
て
、

こ
こ
ろ
し
つ
か
に
ふ
る
き
あ
と
を
見
ん
ず
る
と
お
も

ひ
し
に
、

一
乗
院
の
門
下
成
身
院
と
か
い
ふ
老
僧

の
近
衛
摂
政
殿
の
仰
を
伝
え
て
、
多
喜
宮
見
参

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て
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新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

の
事
申
し
来
れ
り
、
此
宮
に
見
参
せ
ん
ほ
ど
な
ら
ん
に
は
、
大
乗
院
殿

に
ま
ゐ
ら
ず
し
て
か
な
ふ
べ
か
ら
ず
、
さ
れ
ば
そ
れ
ら
の
儀

に
よ
り
て
と
あ
り
。
か
く
あ
り

と
い
ふ
事
も
こ
そ
あ
れ
と
、
思
ひ
し
か
ば
、
い
そ
ぎ

て
帰
る
べ
き
事
あ
れ
ば
、
此
度
の
見
参
か
な
ふ
ま
じ
と
い
ひ
て
、
か
し
こ
に
と
ど
ま
る
事
わ
つ
か
に
三
日
に
し

て
京
に
は
帰
り
た
り
。
L
ω

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ
と
に
こ
の
裁
決

に
つ
い
て
近
衛
基
煕
は
ま

っ
た
く
白
石
の

一
存
の
ご
と
く
感
じ
て

「
事
に
ふ
れ
て
は
某
が
事

よ
か
ら
ぬ
さ
ま
に
申
し
給
ふ
事
、

た
び
く

に
お
よ
び

し
か
ど
」
と
白
石
に
対
し
て
好
ま
し
く
な
い
感
情
を
も

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
正
徳
二
年

(
一
七

一
二
)
四
月

の

一
乗
院
緋
衣
勅
許
事
件
に
つ
い
て
も
、

や
は
り

「
折
た
く
柴

の
記
」
に
、

「
一
乗
院
宮
緋
衣
勅
許
の
事

は
、
親
王
の
御
身
が
ら
に
よ
ら
れ
し
な
ど
い
ふ
事
よ
り
、
始

て
仰
ら
る
る
事
ど
も
多
か
れ
ど
、
皇
親

の
尊
崇
あ
る

べ
き
と
門
室
の
高
下
な

か
る
べ
き
と
相
混
ず

べ
き
事
に
あ
ら
ず
。

さ
れ
ば
今
よ
り
以
後
、
寺
門

の
儀
軌

に
お
い
て
は
、
往
代
の
成
規
に
よ
り
て
御
沙
汰
あ
る

べ
き
歎
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

又
両
門
の
優
劣
あ
ら
ん
に
は
、

一
山
無
事
な
ら
ん
事
、
其
期
有

べ
か
ら
ず
、
さ
れ
ば
今
よ
り
以
後
、
皇
子

一
乗
院

に
御
入
室
の
事
を
止
め
ら
る

べ
き
か
、
此
後
ま
た

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

大
乗
院
に
も
皇
子
御
入
室
の
事
あ
る

べ
き
か
、

こ
の
三
条
の
間
を
も
て
よ
ろ
し
く
聖
断
有

べ
き
よ
し
を
仰
ら
れ
し
か
ば
皇
親
の
尊
崇
あ
る
べ
き
所
と
、
門
室

の
高
下

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
か
る
べ
き
所
と
相
混
ぜ
ら
る

べ
か
ら
ず
。

さ
れ
ば

一
乗
院

の
宮
学
業
未
成
満

の
間
は
、
会
式

の
時
に
あ
た
り
て
、
白
衣
を
も
て
事
に
し
た
が
わ
る
べ
し
」
㈲

こ
の
よ
う
に
白
石
は
興
福
寺

の
裁
決
に
対
し
て
は
両
事
件
と
も
興
福
寺
務
職
す
な
は
ち
興
福
寺
別
当
以
外
は
緋
衣
勅
許
の
例
が
な
い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、

一
乗
院

の
み

が
公
家
方
の
支
援

に
よ

っ
て
緋
衣
勅
許
の
初
例
を
得
た
こ
と
は
両
門

の
争
そ
ひ
を
起
す
原
因
と
も
な
る
と
し
て
興
福
寺

の

一
乗
院
が
皇
親
で
あ
る
が
た
め
の
優
先
的
あ

つ

か
い
を
す
る
こ
と
を
止
め
て
い
る
。
幕
府
は
公
武
共
に
裁
決
す
る
に
対
し
て
も
公
家
方
に
は
圧
迫
を
強
め
て
い
る
よ
う
な
き
ら
い
が
多

い
。
興
福
寺
両
門
跡
で
も
公
家
方

の

一
乗
院
に
対
し
て
武
家
方
に
近

い
大
乗
院
に
対
し
て
の
立
場
の
方
が
寛
容
度
が
多

い
。
こ
れ
は
ま
た
東
大
寺
と
興
福
寺
と
の
立
場
に
対
す
る

幕
府
の

態
度

に
も

見
ら

れ
、
源
頼
朝
が
東
大
寺

の
鎌
倉
再
建
に
協
力
し
た
関
係
か
ら
も
東
大
寺
側
に
有
利
な
立
場
が
見
ら
れ
る
。
同
じ
く

「
折
た
く
柴
の
記
」

に
東
大
寺

の
再
建
に
つ
い
て
述

べ

た
と
こ
ろ
で
も

「
(
正
徳
五
年
閏
二
月
)
十
二
月
東
大
寺
勧
進
上
人
公
盛
申
す
事
あ
り
、
東
大
寺
は
、
聖
武
皇
帝

の
御
草
創
、
鎮
護
国
家
の
霊
場
な
り
、
さ
れ
ば
治
承
の
回
禄

の
の
ち
、

後
白
河

の
法
皇
の
御
願
に
て
、
諸
国
に
院
宣
を
な
さ
れ
て
、
御
再
興
あ
り
、
其
後
ま
た
永
禄
の
回
禄
に
も
、
正
親
町
院
論
旨
を
諸
国
に
下
さ
れ
し
か
ど
、
時
至
ら
ず

し
て
功
成
ら
ず
、
先
師
公
慶
が
時

に
及
び
て
、
関
東
に
申
し
、
諸
国
に
勧
進
し
て
大
仏
殿
を
造
立
し
、
公
盛
是

に
継
て
、
楼
中
門
等
を
造
る
と
い
へ
共
、
廻
廊
以
下
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の
処
々
は
其
功
い
ま
だ
な
ら
ず
、
伏
し
て
願
は
く
は
、
建
久
永
禄
等
の
例
に
よ
ら
れ
て
院
宣
を
な
し
下
さ
れ
む
事
を
望
請
ふ
」
㈹

と
、
公
盛
上
人
の
院
宣
を
め
ぐ

っ
て
、
そ
の
例
を
白
石
は
述
べ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
東
大
寺
再
建

に
つ
い
て
は
白
石
は

「
東
大
寺
大
仏
殿
造
立
の
為
、
及
び
富
士
山
の

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

焼
け

し
灰
除

か

れ
ん
為

に
、
諸

国

に
役
を

か
け
ら

れ
る
、

是

ら
は
只
臨

時

の
役

な
り
と

い

へ
ど
も
諸

国

に
役

を
か
け

ら
る
。
是

ら
は
只
臨
時

の
役

な
り

と

い

へ
ど
も

、
世

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
人
申
事
も
あ
り
き
」
の
と
て
諸
国
臨
時

の
役
と
し
て
大
仏
殿
再
建
に
夫
役
を
課

せ
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
反
論
を
ば
唱
え
て
い
る
が
、
い
ま
公
慶
上
人
の
大
仏
殿
廻
廊

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
勧

進

に

つ
い
て
の
意

見
と
し

て
、

公
盛

上
人

の

「
今

に

至
て
其

廻
廊

の
事

の
た
め

に
、
院

宣
を
成

さ
れ

ん
に
、
な

ほ
催

促

に
従

が
は
ざ
ら

む
国

々
も
あ

ら
む

に
は
、
朝

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

命
時

に
行
な
は
れ
が
た
き
に
似
ん
も
、
い
か
に
や
あ
る

べ
き
、
公
盛
上
人
は
先
師
の
志
を
承
て
、
そ
の
願
空
し
か
ら
ざ
ら
む
に
は
、
そ
れ
ら
ば
か
り

の
所
、
造
畢

の
功
な

ら
む
。
何
程

の
事
か
あ
ら
む
、
然
れ
共
、

こ
れ
ら

の
事
は
只
絹
に
議
し
申
す
所
也
、
院
宣
を
な
し
下
さ
れ
ん
に
至
て
は
す
み
や
か
に
諸
国
に
下
知
せ
ら
れ
ん
事
申
す

に
や

及

べ
き
と
そ
し
る
し
た
り
。
(中

略
)
か
の
上
人
望
申
す
所
聞
召
し
が
た
く

て
、
仰
下
さ
れ
し
や
、
聞
し
召
す
所
の
如
き
其
謂
あ
り
。
院
宣
な
さ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
と

仰
下
さ
れ
し
と
そ
」
㈲

公
盛
上
人
の
大
仏
殿
廻
廊
再
建
の
院
宣
に
つ
い
て
は
そ
の
必
要
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
再
建
の
意
志
に
つ
い
て
は
上
人
の

「
聞
し
召
す
所

の
如
き
其
謂
あ
り
」

と
て

協
力
に
つ
い
て
は
好
意
を
見
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
新
井
白
石

の
態
度
は
儒
者
的
見
識
と
同
時

に
そ
の
歴
史
的
必
要
性
に
つ
い
て
正
確
に
把
握
せ
ん
と
す
る
立
場
が
随

所
に
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
誼
諦
両
成
敗
の
江
戸
幕
府
の
原
則
に
立
ち
つ
つ
も
、
興
福
寺
問
題
に
つ
い
て
も

鞠
両
門
の

優
劣
あ
ら
ん
に
は

一
山

無
事

な
ら
ん
事

有

べ
か
ら

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ず
L
と
の
態
度
を
示
し
、
興
福
寺
寺
務
職

に
つ
い
て
も
、
大
乗
院

・
一
乗
院
が

「
両
門
か
は
る
が
わ
る
其
職

に
任
ぜ
ら
れ
る
」
原
則
を
守
る
な
ら
ば

「
両
門

の
差
別
あ
る

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
」
と
の
べ
、
南
都
に
参

つ
て
裁
決
の
史
料
を
求
め
た
と
き
も
、

一
乗
院
の
親
方

の
関
白
近
衛
基
煕
の
干
渉
を
さ
け
て

「
見
参
か
な
ふ
ま
じ
と
に
げ
る

よ
う
に
京
都
に
も
ど

っ
て
い
る
こ
と
は
彼
が
正
し
い
史
料
を
求
め
た
の
ち
そ
の
公
正
を
守
ら
ん
が
た
め
に
、
貴
族
の
い
た
づ
ら
な
干
渉
を
排
除
し
、
事

の
裁
決
に
あ
た

っ

て
公
正
な
史
料

に
も
と
づ
き
正
し

い
判
決
を
求
め
よ
う
と
し
た
近
代
史
学
者
と
し
て
の
白
石

の
入
間
像
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ω

東
大
寺
図
書
館
蔵

宝
永
七
年
十
二
月
日

新
井
勘
解
由
殿
御
越
二
付
諸
色
入
用

年
預
心
光
院

(5)(4)(3)(2)

憲
教
類
典

寺
社
四
ノ
十
三

折
た
く
柴
の
記

巻
中

新
井
白
石
全
集
本

㈲
に
同
じ

同

右

ノ

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て
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新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

(8)(7)(6)

同同

下中下

ン〃ン

二

南
都
戒
和
上
職

の
変
遷

東
大
寺
を
始
め
、
南
都

に
お
け
る
僧
侶

の
受
戒
に

つ
い
て
は
、
東
大
寺
の
戒
壇
院

に
て
お
こ
な
わ
れ
る
授
戒
会
が
そ
の
中
心
と
な

っ
て
い
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
の
東
大

寺
の
記
録
に
ょ
る
と

授
戒
会

・凡
東
大
寺
授
戒
会
四
月
レ
行
之
、
或
三
月
也
、
近
来
無
レ
定
、
東
大
寺
授
戒
会
安
居
以
前
云

々
ω

と
あ

っ
て
、
東
大
寺
授
戒
は
毎
年
三
月
十

一
日
よ
り
始
ま

っ
て
、

そ
の
月

の
う
ち
に
終
了
す
る
慣
例
と
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
授
者
は
三
月
五
日
迄
に
玄

蕃
寮
及
び
僧
綱
所
に
届
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
但
し
同
じ
授
戒

で
も
沙
弥

・
沙
弥
尼
等
の
軽
戒
で
は
三
月
上
旬
に
定
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
授
戒
に
あ
た
る
戒

和
上
や
大
小
十
師
等
の
供
料
に
つ
い
て
は
、
大
和
国
の
年
貢
よ
り
調
進
し
、
東
大

・
興
福

・
元
興

・
大
安

・
薬
師

・
西
大

・
法
華

・
新
薬
師
等
の
諸
寺
が
各

一
日
分
の
供

料
を
調
達
す
る
し
き
た
り
と
な

っ
て
い
た
。

ま
た
延
喜
式

で
も
、

こ
の
東
大
寺
要
録
の
記
載
と
殆
ん
ど
相
異
す
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
延
暦
寺
の
円
頓
戒
壇
と
の
相
異
に
つ
い
て

「
《

以
=
七
大
寺
僧

一

為
二
師
主
一之

輩
、
不
レ
聴
レ
預
二
延
暦
寺
授
戒

一」
㈲
と
南
都
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
も
東
大
寺
戒
壇
を
中
心
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
南
都
戒
壇

の
源
流
を
た
つ
ね
て
み
る
と
そ
れ
は
天
平
勝
宝
年
間
に
聖
武
天
皇
及
び
光
明
皇
后
が
東
大
寺
大
仏
殿
前

に
壇
を
き
つ

い
て
唐
僧
鑑
真
よ
り
授
戒
を

受
け
ら
れ
た
の
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
が

「
東
大
寺
始
行
授
戒
作
法
記
」
に
よ
る
と
、

唐
僧
鑑
真
和
上

の
申
請

に
よ
り
、
「
如
下
唐
朝
上
者
、
但
以
二
三
職
挙
状

一被
レ
令
三
大
小
十
師

[請
二定
之
一、
三
職
者
和
上

・
掲
磨

・
教
授
也
、

次
到
二
和
上
職
位
一者
、

依
二

掲
磨
教
授
之
判

一被
レ
任
二
和
上
職
位

こ

と
の
規
式
を
示
し
ω
和
上
は
掲
磨
師
、
教
授
師
の
推
挙
に
よ
り
就
任
す
る
も

の
で
あ

っ
た
。
ま
た
授
戒
に
と
も
な
う
大
十
師
、
小

十
師

に
つ
い
て
も
唐
朝

の
例
に
も
と
づ
き
鑑
真
は

「
先
令
下
日
本
行
二
受
戒
一、
如
二
唐
朝

一可
レ
請
中
諸
寺
大
小
十
師
上
」
と
し
て
東
大
寺
、
興
福
寺
、
元
興
寺
、
大
安
寺
、
薬

師
寺
、
法
隆
寺
よ
り
招
請
す
る
慣
例
を
形
成
す
る
に
い
た

っ
た
。
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そ
し
て
こ
れ
は
各
大
寺
相
互
に
配
役
を
持
廻
り
し
て
い
た
た
め
、
昌
泰

三
年

(九
〇
〇
)
五
月
七
日
に
は
法
隆
寺
よ
り
受
戒
会

の
た
め
に
大
小
十
師
が
参
加
す
る
こ
と

に
な

っ
て
い
た
が
富
雄
川
の
氾
濫
の
た
め
東
大
寺
方

の
大
小
十
師
を
以
て
受
戒
会
を
と
り
つ
く
ろ

っ
た
と
い
う
例
も
見
ら
れ
る
。
紛
そ
し
て
戒
和
上
に

つ
い
て
も
鑑
真

の

弟
子
法
進
が
そ
の
あ
と
を

つ
い
で
第

一
代
の
戒
和
上
と
な

っ
て
以
来
、
年
齢
七
十
よ
り
八
十
以
上
の
律
僧
を
以
て
戒
和
上
と
な
し
、
そ
の
出
自

は
薬
師
寺
、
元
興
寺
、
招

提
寺
、
興
福
寺
、
東
大
寺
、
法
隆
寺
、
大
安
寺
等
南
都

の
七
大
寺
よ
り
戒
萬
高
き
も
の
を
も

っ
て
補
任
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
が
、
平
安
時
代
以
降
は
東
大
寺
出
自

の
僧
が
慣
例
と
し
て
戒
和
上
と
な
る
の
を
恒
例
と
し
た
。
そ
し
て
受
戒
は
東
大
寺
戒
壇
院
で
支
障

の
な
い
か
ぎ
り
三
月
廿
日
前
後

に
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る

が
、
そ
の
時
日
は
早

い
と
き
は
三
月
六
日
、
遅

い
時
は
五
月
ま
た
は
十

二
月
廿
五
日
頃

に
な
る
と
き
が
あ
る
が
、
三
月
六
日
は
恒
例
で
、
遅
い
時
は
仁
和
寺
宮
や
、
貴
族

の
子
弟
等
が
登
壇
受
戒
す
る
臨
時
の
場
合

で
あ

っ
た
。
興
福
寺

の
類
聚
世
要
抄

の
記
録

に
よ
る
と

(
三
月
)
廿
日

受
戒
事

年
中
行
事
云

東
大
寺

大
徳

〃
〃
律
師

薬
師
寺

、

、

、

、

、

東
大
寺

、

、

、

、

、

東
大
寺

、

、

、

、

、

東
大
寺

、

、

、

、

、

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て
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新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

元
興
寺

、

、

、

、

、

東
大
寺

、

、

、

、

、

興
福
寺

、

、

、

、

、

興
福
寺

、

、

、

、

、

大
安
寺

、

、

、

、

、

招
提
寺

、

、

、

、

、

沙
弥
某

稽
首

和
南

足
下

霧
以
三
学
殊
速
必
会
通
、
於
漏
尽
五
乗
、
広
運
資
戒
乞
以
為
先
、
是
知
表
無
表
惑
、
整
衆
行
之
津
梁
、
願
無
欲
、
心
祈
、
去
支
之
勝
濁
、

得
莚
法
門
、
未
登
清

口
夙
夜
殊
今
契
、
元
永
元
年
十
月
十
七
日
於
東
大
寺
戒
壇
院
受
具
足
戒
、
伏
願
大
徳
慈
悲
載
済
少
職
和
南
謹
疏

元
永
元
年
十
月
十
七
日

沙
弥

謹
疏

和
上

伝
灯
大
法
師
位

戒
壇
堂
達

倶
某
宿
図
多
幸
、
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綱
所

伝
灯
法
師
位

伝
灯
法
師
位

従
儀
師
伝
灯
法
師
位

従
儀
師
伝
灯
法
師
位

威
儀
師
伝
灯
大
法
師
位

玄
蕃
寮正

六
位
上
行

正
六
位
上
行

治
部

正
六
位
上
行

正
六
位
上
行

(
長
者
宣
引
付

延
応
元
年
)

僧
綱
牒

東
大
興
福
元
興
大
安
薬
師
西
大
招
提
寺
等

応
令
早
告
請
受
戒
大
小
十
師
等
事

牒
自
来
廿
日
可
被
行
受
戒
者
、
大
小
十
師
任
例
可
被
告
請
定
状
牒
送
如
件
、

延
応
元
年
九
月
廿
八
日

従
儀
師
寛
賢

威
儀
師
嚴
縁

大
僧
正

覚
嚴

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

諸
寺
宜
承
知
依
件
令
廻
請
故
牒
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新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

僧

正

四
入

権
僧
正

七
入

法
印
権
大
僧
都
聖
誉

僧
綱
牒

東
大
興
福
元
興
大
安
薬
師
西
大
招
提
新
薬
師
等

応
令
早
進
向
沙
弥
事

牒
自
来
廿
日
可
有
受
戒
之
勢
者
、
彼
日
以
前
沙
弥
等
可
急
向
之
状
牒
送
如
件
、
諸
寺
宜
承
知
牒
到
准
状
故
牒

延
応
元
年
九
月
廿
八
日

従
儀
師
寛
賢

威
儀
師
嚴
縁

こ
の
よ
う
に
中
世
に
お
け
る
和
上
職
は
東
大
寺

に
於
て
大
小
十
師
は
東
大
寺
以
外

の
七
大
寺
に
よ

っ
て
配
当
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
が
、
㈹
こ
の
類
聚
世
要
抄

の
受

戒

の
範
列
に
し
て
も
、
至
徳
二
年

・
寛
治
元
年

・
永
長
二
年

・
長
治
元
年

・
天
仁

二
年
等
ほ
と
ん
ど
興
福
寺
は
東
大
寺
戒
壇
で
受
戒
を
行
な
う
例
と
な

っ
て
い
る
。
保
安

三
年

の
と
き
も

「
中
暦
記
云
保
安
三
年
十
二
月
十
日
受
戒
行
之
、
十
二
日
御
寺
分
受
戒

治
部
大
輔
禅
師
、
故
源
大
納
言
禅
師
、
権
守
重
基
禅
師
、
同
自

一
乗
院
尤
立
同
車
渡
戒
壇

者
、
是
玄
覚
入
室
弟
子
也
」
ω

と
、
興
福
寺

よ
り

の
受
者
は
東
大
寺
戒
壇
院

へ
送
り
こ
ま
れ
る
な
ら
わ
し
で
あ

っ
た
。
し
か
し
東
大
寺
が
古
来
よ
り
の
戒
和
上
職
を
独
占
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
絶
え

ず
興
福
寺
側
の
受
者
で
あ
る
と
き
に
問
題
が
起
こ
り
復
雑
と
な
り
、

二
人
の
和
上
職
が
あ
る
と
い
う
違
例
が
生
じ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
中
右
記
の
元
永
元
年
(
一
=

八
)

十
月
十
五
日
に
も

「
戒
和
上
被
仰
下
東
大
寺

一
人
、
興
福
寺

一
人
、
往
昔
有

二
人
例
云
々
、
傍
被
仰
下
、
近
代
不
見
事
也
」
㈲

と
こ
の
よ
う
に
二
人
の
和
上
職
が
出
る
こ
と
は
古
来

の
慣
例
に
は
つ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
述

べ
て
い
る
よ
う
に
中
世
に
於
て
も
戒
和
上
は
興
福
寺
側
と
幾
多
の
相
論
を

繰
り
返
し
な
が
ら
も
東
大
寺
に
戒
和
上
就
任
に
対
す
る
有
利
な
条
件
が
慣
習
法
的
に
成
立
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
東
大
寺
要
録
の
戒
和
上
次
第
を
見
て
も
そ
の
こ
と
が
裏
付
け
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
の
こ
と
は
後
に
述

べ
る
江
戸
時
代
の
慶
長
年
間
及
び
宝
永
年
間
の
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東
大
寺
と
興
福
寺

の
戒
和
上
相
論
問
題
と
も
関
腓
し
て
大
き
な
相
論
の
焦
点
と
も
な

っ
た
の
で
あ
る
。

{8)(7)(6)(5)(4)(3)(2){1)

東
大
寺
要
領
第
四

諸
会
章
第
五

延
喜
式

(国
史
大
系
本
)
二
十

一

玄
蕃
寮
授
戒
条

ω
に
同
じ

東
大
寺
要
録
九

雑
事
童
第
十
之
三

束
大
寺
始
行
授
戒
作
法
記

東
大
寺
要
録
九
、
雑
事
章
第
十
之
三

類
聚
世
要
抄
第
八

同

右

中
右
記

元
永
元
年
十
月
十
五
日
条

三

慶

長

二
十

年
戒

和
上
職
相
論

に

つ
い
て

南
都
東
大
寺
戒
壇
の
戒
和
上
職
に
つ
い
て
の
相
論
は
、

の
ち

の
宝
永
八
年

の
場
合
と
も
同
様

に
興
福
寺
と
の
間
に
起

っ
て
い
る
。
前
者
が
大
乗
院
門
跡
信
尊

の
受
戒
、

後
者
が

一
乗
院
門
跡
尊
昭
の
受
戒
に
つ
い
て
ま
た
東
大
寺
と
戒
和
上
の
任
命
に
つ
い
て
同
様
の
相
論
が
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
慶
長
二
十
年

(
一
六

一
五
)

の
東
大
寺
と
興
福
寺
と
の
相
論
に
つ
い
て
は
、
大
乗
院
門
跡
信
尊
が
東
大
寺
戒
壇
院
で
受
戒
を
う
け
る
に
つ
い
て
、
そ
の
戒
和
上
を

興
福
寺
側
よ
り
差
出
す

べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
か
ら
争

ひ
が
重
な

っ
た
。
本
光
国
師
金
地
院
崇
伝

の
日
記
よ
り
し
て
そ
の
争
そ
い
は
慶
長
十
八
年

(
一
六

=
二
)

よ
り

の
こ
と
で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら

の
南
都
寺
院

の
間

の
訴
訟
に

つ
い
て
は
江
戸
時
代
は
は
じ
め
奈
良
奉
行
を
通
じ
、
次
に
京
都
所
司
代
を
経

て
江
戸
の
寺
社
奉
行
に
申
達
し
、
幕
閣
の
評
定
を
待

つ
こ
と
と
な

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
こ
の
訴
訟
も
ま
つ
京
都
所
司
代
板
倉
伊
賀
守
勝
重
に
伝
え
ら
れ
、
板
倉
勝
重
は
そ
の
裁
許
に
対
す
る
検
察
を
仏
教
事
情
に
く
わ
し
い

金
地
院
崇
伝
に
返
答
を
求
め
た
。
こ
の
年

の
十

一
月
廿

八
日
に
返
書
を
出
し
て
崇
傳
は
、

こ
の
問
題
は

「
訴
状
従
東
大
寺
被
指
上
候
、

様
子
無

案
内
之
儀

候
問
」

ω
と

て
、
ま
つ
両
寺

の
諸
老
を
召
し
て
聞
き
た
だ
し
た
上
で

「
如
先
規
治
定
可
然
」

で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
徳
川
家
康

の
承
認
を
得

て
両
寺
に

通
達
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
東
大
寺
側
は
戒
和
上
の
勅
任
例
に
お
い
て
興
福
寺

よ
り

「
和
上
者
戒
繭
次
第
候
、
然
者
当
寺
之
堂
衆
仁
者
、
受
戒
会
勤
役
之
体
多
候
」
と

て
、
受
戒
会

の
戒
和
上
職

は
そ
の
原
則
と
し
て

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て
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新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

「
授
戒
之
制
法
者
、
積
戒
繭
任
相
承
之
旨
、
催
和
尚
候
義
、
往
古
之
掟
旨
候
」
ω

と
て
、
興
福
寺
側
に
七
十
五
才
以
上
八
十
才
代
の
戒
璃
高
い
信
を
以
て
戒
和
上
に
任
ぜ
ら
れ
る

べ
き
こ
と
に

つ
い
て
、
そ
の
適
当
な
人
物
が
な
い
と
主
張
し
て

「
興
福

寺
之
堂
衆
仁
者
、
勤
役
之
体
、

壱
人
も
無
之
候
問

当
寺
之
堂
方
可
為
和
上
事
無
紛
各
存
候
」
と
年
預
五
師
訓
監
を
以
て
返
書
を
提
出
し
て
戒
和
上
は
東
大
寺
側

よ
り
出

す

べ
き
で
あ
る
と
強
調
し
た
。
し
か
し
幕
府
は
東
大
寺
や
興
福
寺
の

一
方
的
な
返
答
で
は

「
無
案
内
」

で
あ
る
と
も

っ
と

「
両
寺
共
に
先
規
を
被
相
考
、

以
書
付
被
申
候

へ
」
㈲
と
警
告
を
与
え
、
正
確
書
類
に
よ
る
判
断
を
下
す
材
料

の
提
示
を
求
め
て
い
る
。

こ
の
た
め
受
戒
会
は
お
く
れ
、
興
福
寺

一
乗
院
門
跡
尊
勢
は
慶
長
十
九
年
三
月
五
日
駿
府

で
の
法
相
宗
論
義
に
お
も
む
い
た
と
き
に
実
情
を
家
康
に
も
訴

へ
た
。
ま
た

興
福
寺
側
は
盛
ん
に
京
都
所
司
代

に
受
戒
会
を
早
く
実
施
さ
れ
た
い
と
申
込
ん
で
い
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
東
大
寺
側
は
堂
衆
も
出
向
か
ず
沈
黙
を
保

っ
て
動
か
な

か

っ
た
。
し
か
し
興
福
寺

の
別
会
五
師
側
は
、
東
大
寺
が
無
理
に
大
乗
院
信
尊

の
受
戒
会
を
遅
ら
せ
て
い
る
と
し
て
、
所
司
代
と
崇
伝
に
書
状
を
送
り

「
一
、
同
日

(
三
月
七
日
)
板
倉
伊
賀
殿
二
月
廿
七
日
状
来
、
興
福
寺
五
師
衆
よ
り
金
地
院
因

板
伊
州
両
人
宛
所
に
て
、
二
月
廿
六
日
之
状
来
、
受
戒
之
事
由
来
・
大

乗
院
殿
よ
り
板
伊
州
へ
参
候
御
書
見
莱

憩

念

讐

、
愁

党

興
禦

恥
黍

纂

慰

壕

、
会
窪

候
馨

迷
惑
候
聖

状
填

棄

院
殿
よ
り
板

伊
州

へ
参
候
御
書
も
見
せ
来
、
右
何
も

一
乗
院
殿
よ
り
御
届
也
」
ω

と
て
興
福
寺
側
は
関
白
近
衛
基
煕
を
押
し
出
し
て

一
乗
院
を
介
し
て
盛
ん
に
所
司
代

へ
訴
え
出
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
時

の

一
乗
院
の
金
地
院

へ
の
来
訪
は
春

日
社
造
営
成
就
の
御
礼
の
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
事
件
に
対
し
て
幕
府
側
は
先
づ
そ
の
言
分
を
聞
く
た
め
に
両
者

の
方
策
を
と

っ
て
東
大
寺

・
興
福
寺

の
両
者

の
堂
衆
を
駿
府
城

に
呼
び

よ
せ
る

こ
と
を

決
定

し

た
。
し
か
し
興
福
寺
側
は
そ
の
主
強
を
強
調
せ
ん
が
た
め

一
早
く
下
向
し
た
が
、
東
大
寺
は
下
向
を
渋

っ
て
遅
退
策
を
は
か

っ
た
。
㈹
し
か
し
慶
長
十
九
年
四
月

一
日
に

な

っ
て
東
大
寺
堂
衆

二
入
が
よ
う
よ
う
下
向
し
、
徳
川
家
康

の
前
で
公
事
裁
決
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
時
に
慶
長
十
九
年
四
月
十
八
日
で
、
本
光
国
師
日
記
で
は

「
↓
、
同
日

(十
八
日
)
御
前

興
福
寺
、
東
大
寺
両
堂
衆
、
戒
和
尚
之
公
事
有
之
、

興
福
寺
者
、
天
正
十
二
年
迄
論
旨
連
続

東
大
寺
者
、
従
文
安

三
年
退
転
、
慶
長
十
九
年
迄
は
・凪
百
六
十
九
年
之
退
転
也

如
近
年
有
来
、
興
福
寺
堂
衆
戒
和
尚
に
定

ル
。
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大
乗
院
御
門
跡
早
々
可
有
受
戒
之
由
、

一
乗
院
殿

へ
被
、
仰
出
也
L
ω

し
か
し
こ
の
決
定
は
東
大
寺
側

の
戒
腸
重
視
と
い
う

「
授
戒
之
制
法
者
、
積
戒
鵬
任
相
承
之
旨
、
備
和
尚
候
義
、

往
古
之
掟
旨
候
」
㈲
と
い
う

主
張
は

興
福
寺

側
の

「
堂
寺
之
堂
衆
仁
者
、
受
戒
会
勤
役
之
体
多
候
」

と
い
う
主
張
に
押
ま
く
ら
れ
た
形
と
な

っ
て
、
そ
の
興
福
寺

一
乗
院

の
裏
面
工
作
は
成
功
し
た
か
に
見
え
た
。
し
か
し

東
大
寺
は
所
司
代

へ
書
状
を
送
り
、、
「
大
乗
院
殿
御
受
戒
会
之
義
、
堂
衆
干
今
及
異
義
之
由
」
訴
え
た
働
そ
し
て

東
大
寺
は

駿
府
方

へ
も
し
ば
し
ば
使
僧
を
送
り
、
さ
き

の
裁
決
に
対
し
て
、
興
福
寺
が
天
正
十
二
年
ま
で
論
旨
連
続
と
い
う
主
張

に
反
発
し
、
家
康
の
寵
臣
本
多
上
野
介
正
勝
に
訴
え
、
板
倉
伊
賀
守
に
そ
の
処
置
の
再
考

を
う

な
が
し
た
。
そ
の
書
状
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

一

能
以
次
飛
脚
申
入
候
、
南
都
大
乗
院
御
門
跡
御
受
戒
会

に
付
而
、
両
堂
衆
戒
和
尚
出
入
、
先
日

一
乗
院
御
門
跡
御
下
府
之
刻
、
被

聞
召
、
東
大
寺
之
戒
和
尚
百

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

六
十
年
退
転
之
由
、
候
故
、
如
近
年
と
被

仰
出
候
、
然
処
に
、
今
度
東
大
寺
清
涼
院
被
罷
下
、
中
古
興
福
寺
も
百
六
十
年
退
転
之
記
録
有
之
由
被
申
上
候
故
、
当

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

秋

御
上
洛
之
刻
、
讐
方
之
記
録
へ
、
一
往
円
被
成
御
覧
候
問

大
乗
院
御
門
跡
御
受
戒
会
先
御
延
引
候
様
に
可
申
入
旨

被
仰
出
候
、
其
由
急
度
可
被
仰
渡
候
、
為

其
令
啓
候
、
恐
怪
謹
言

六
月
十

三
日

金
地
院

本
多
上
野
介

板
倉
伊
賀
守
殿
人
々
御
中

ω

そ
し
て
東
大
寺
は
駿
府
の
裁
決
不
満
と
し
て
、
こ
れ
を
江
戸
の
裁
決

に
も
ち
こ
も
う
と
し
た
。

こ
こ
に
も
江
戸
幕
府
が
あ
く
ま
で
も
単
に
口
述
の
裁
決
を
強
行
す
る
の

で
な
く
し
て
、
事
実
即
ち
史
料
に
も
と
つ

い
た
裁
決

の
方
法
を
求
め
て
、
大
御
所
家
康
の

一
応
決
論
を
出
し
た
も
の
で
も
、
相
方
が
同
意
せ
ざ
る
か
ぎ
り
証
拠
の
信
愚
性

を
検
し
て
再
び
公
平
な
判
断
を
下
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
文
治
主
義
的
な
政
策
の

一
端
を
も
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
東
大
寺
の
江
戸

へ
の
働
き
か
け
は
寺
内

の

塔
頭
の
清
涼
院

の
動
き
が
い
よ

い
よ
活
発
と
な

っ
た
。
ま
た
京
都
方
広
寺
大
仏
鐘
銘
事
件
を
発
端
と
し
て
、
豊
臣
秀
頼

の
大
阪
方
と
の
対
決
も
せ
ま

っ
て
い
た
頃
で
あ

っ

た
。
そ
こ
で
駿
府
に
於
て
も

こ
の
問
題
を
放
置
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
再
び
両
寺
両
堂
衆
を
駿
府
に
呼
び
ょ
せ
て

「
受
戒
会
之
儀
、
早
々
相
極
候
」

た
め
に
も

「
戒
和
尚

出
入
之
儀
急
度
相
極
候
様
に
と
被
仰
越
候
」
そ
し
て
こ
の
度
は
さ
き
の
場
合
と

立
場
を

異
に
し
て

「
東
大
寺
衆
当
地
に
被
相
詰
候
、

旧
規
共
被
聞
召
屈
可
被
仰
付
旨
に

候
、東
大
寺
之
堂
衆
又
罷
下
由
候
条
、貴
寺

(興
福
寺
)
之
堂
衆
も
、
定
而
可
罷
下
と
存
候
、
落
著
次
第
御
受
戒
尤
可
為
珍
重
候
、
御
取
立
之
儀
、
疎
意
不
存
候
」
㎝
と
幕

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て
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新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

府
は
再
び
興
福
寺
大
乗
院
に
対
し
て
通
達
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
こ
の
問
題
も
最
後

の
証
拠
調
べ
の
段
階
と
な

っ
た
。

こ
こ
で
そ
の
裁
断
の
史
料
と
な

っ
た
の
は
東
大
寺
側
の
上
申
し
た
戒
和
上
次
第
で
あ
る
。
こ
れ
は
東
大
寺
要
録
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
本
光

国
師
日
記
に
記
し
て
い
る
処
と
そ
の
相
異
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
。

こ
れ
を
表
解
す
る
と
、
別
表

の
如
く
な
る
。

こ
れ
を
見
る
と
き
に
戒
和
上
次
第
に
つ
い
て
は
東

大
寺
要
録
を
基
準
と
し
な
が
ら
も
、
幕
府

へ
提
出
し
た
本
光
国
師

の
記
載
と
は
近
世
に
つ
い
て
著
し
く
相
異
し
て
い
る
点
も
多
い
、
そ
の
大
要
に
つ
い
て
は
戒
和
上
任
命

は
天
暦
二
年

(
九
四
八
)
よ
り
は
東
大
寺
側
に
独
占
さ
れ
、
長
和

・
天
喜
末
期
よ
り
は
興
福
寺
側
よ
り
撰
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

平
家
に
よ
る
両
寺

の
回
禄
以
後
に
つ
い
て
は
両
寺
共
に
不
明
な
点
が
多

い
だ
け
に
相
論
の
焦
点
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
戒
和
上
の
戒
膓
に
つ
い
て
は
最
低
七
十

}

才
、
最
高
九
十

一
才
と
、
か
な
り
両
堂
衆
の
中

で
も
高
齢
者
を
も

っ
て
任
じ
て
い
る
こ
と
は
東
大
寺
側
の
主
張

の

「
戒
繭
尊
重
」

の
主
張
は
有
利

に
転
回
し
た
こ
と
に
相

違
な
か

っ
た
。
こ
と
に
東
大
寺
側
は
さ
ら
に

「
自
古

至
干
今
に
従
来

一
和
上
に
登
候
事
は
無
之
候
、
末
座
之
仁
此
度
戒
和
上
仕
候

へ
は
二
月
堂
を
初
と
し

て
、
諸
会
式
戒
膓
之
次
第
相
破
候
間
、
法
度
相
立
申
候
様

被
仰
付
候
」
㎜

と
東
大
寺
の
主
張
は
あ
く
ま
で
も
戒
膓
重
視
に
も
と
に
推
論
を
進
め
て

い
っ
た
。

そ
の
結
果
、
戒
幅
に

つ
い
て
推
論
の
根
拠
と
し
て
提
出
し
た
史
料
は
恐
ら
く
東
大
寺

要
録
第

五
の
戒
和
上
次
第
で
あ

っ
た
が
、

こ
れ
は
興
福
寺
側
の
退
転
の
史
実
も
あ
き
ら
か
と
な
り
、

こ
の
時
点
に
於

い
て
、
最
終
的
な
結
論
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
た
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
幕
府
側
は
京
都
所
司
代
板
倉
伊
賀
守
重
勝
に
そ
の
決
論
に
も
と
つ

い
た
書
状
を
送

っ
て
こ
の
大
乗
院
受
戒
問
題
に
決
着
を
見
る
こ
と
に
な

っ
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
急
度
令
啓
達
候
、
南
都
東
大
興
福
両
寺
戒
和
尚
出
入
之
儀
、
最
前

一
乗
院
殿
御
下
向
之
刻
、
東
大
寺
は
和
尚
職
百
六
十
年
退
転
之
由
被
仰
上
に
付
而
、
此
中
如
有
来

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

可
然
様
に
被
恩
召
候
処
、
今
度
清
涼
院
罷
下
、
旧
記
被
相
考
如
此
書
付
被
指
上
候
、
中
古
興
福
寺
に
も
百
六
十
年
和
尚
職
退
転
候
。
是
は
戒
繭
無
之
候

へ
ば
、
互
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

中
絶
申
事
候
、
幸
今
度
は
東
大
寺
に
戒
繭
有
之
儀
に
候
条
、
任
旧
例
被

仰
付
候
様
に
と
訴
訟
被
申
に
付
而
、
此
目
安
興
福
寺

へ
指
越
、
被
申
分
於
有
之
者
、
可
被

申
上
候
、
旧
記
此
書
付
之
通
に
候
問
、
此
度
東
大
寺
戒
和
尚
補
任
尤
之
旨
被
仰
越
候
、
以
其
上
落
著
之
儀
可
被
仰
出
候
、
為
其

東
大
寺
之

目
安

相
添
進
候
、

恐
々

謹
言

八
月
廿
四
日

金
地
院

本
多
上
野
介

個
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そ
し
て
東
大
寺
側
は

「
戒
法
伝
受
之
老
僧
御
座
候
、
所
詮
如
先
規
両
寺
戒
之
法
度
相
定
申
候
様
被
仰
付
候
者
、
恭
可
奉
存
候
」
㈱
と
東
大
寺
両
堂
衆
側
よ
り
戒
和
上
を

出
す

こ
と
に
よ
り
、
慶
長
二
十
年

二
月
廿
八
日
、
信
尊
の
受
戒
会
が
お
こ
な
わ
れ

「
先
規
在
之
之
上
者
、
戒
璃
次
第
可
相
任
旨
被

仰
出
候
」
㈹
と
て
慶
長
十
八
年
よ
り

二
十
年
ま
で
つ
い
に
ニ
ケ
年
間
も
相
論

の
解
決
が
見
出
せ
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
解
決
に
あ
た

っ
て
、
あ
く
ま
で
も
戒
和
上
次
第

に
根
拠
を
も
と
め
た
幕
府
の
態
度
は
寺
院
統
制
に

つ
い
て
、
公
正
な
典
拠
を
求
め
つ
つ
、
そ
れ
を
法
度

化
し
て
規
準
を
定
め
て
両
寺

へ
の
規
整
を
強
め
よ
う
と
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、

こ
の
相
論
は
宝
永
八
年
の

一
乗
院
門
跡

の
受
戒
会
の
場
合

と
も
多
く
の
関
餅
性
を

持

つ
に
到

っ
た
の
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
も
典
拠
の
正
確

さ
を
求
め
る
幕
府
側
は
そ
の
学
問
偏
重
に
よ
る
文
治
主
義
実
現
の
た
め
に
政
治

の
判
決
の
基
盤
を
正
確
な
史
料
に
求
め
て
裁
決
を
行
な
い
、
そ

の
た
め
に
は

一
度
、
興
福
寺
側
に
有
利
な
解
決
を
与
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
び
東
大
寺
側

の
差
出
す
戒
和
上
次
第
に
よ
り
反
転
し
て
そ
の
主
張

の
も
と
に
最
終
的

な

裁
決
を
与
え
た
処

に
、

い
か
に
幕
府
が
寺
院
の
由
緒
に
も
と
つ
い
て
寺
院
を
統
制
し
よ
う
と
し
た
か
が
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(1)(13)(12}(11)(10)(9)(8)(7)(6)(5)(4)(3)(2)

本
光
国
師
日
記
第
十

(大
日
本
仏
教
全
書
本
)

慶
長
十
八
年
十

}
月
廿
八
日
条

同

右

慶
長
十
八
年
十
二
月
三
日
条

同

右

第
十

}

慶
長
十
八
年
十
二
月
廿
四
日
条

同

右

十

一

慶
長
十
九
年
三
月

七

日
条

同

十

一

〃

三
月
十
八
日
条

同

十

一

グ

三
月
廿
八
日
条

同

十

一

グ

四
月
卜
八
日
条

⑧
に
同
じ

同

十

一

慶
長
十
九
年
五
月
十
し
目
条

本
光
国
師
日
記

第
十
二

慶
長
十
九
年
六
月
十
三
日

〃

ノ

ク

七
月
廿
三
日

ノ

第
十
三

慶
長
十
九
年
六
月
三
日
条

ノ

第
十
五

慶
長
二
卜
年
二
月

八

日

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て
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(16)(15)(14)

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

ン

第
十
=

ω
に
同
じ

⑯
に
同
じ

一

慶
長
十
九
年
八
月
廿
四
日

四

宝

永

八
年

戒

和

上

職

相

論

と

新
井

白

石

の
来

訪

さ
き
の
慶
長

二
十
年
の
大
乗
院
信
尊
の
と
き
に
於
け
る
東
大
寺
と
興
福
寺
と
の
戒
和
上
に
対
す
る
相
論
と
同
じ
類
型
の
相
論
が
宝
永
七
年

(
一
七

一
〇
)
の

一
乗
院
新

門
跡
と
な
る

べ
き

の

一
乗
院
尊
昭
東
大
寺
で
の
受
戒
会
実
施
に
際
し
て
起

っ
た
。

こ
れ
ま
た
慶
長

二
十
年
の
戒
璃
問
題
に
も
関
餅
性
を
持

っ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
れ
も
宝

永
六
年
よ
り
宝
永
八
年

(
一
七

=

)

に
か
け
て
の
二
年
間
の
相
論
で
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
時
の
東
大
寺
年
中
行
事
の
な
か
に
く
わ
し
く
そ
の
経
過
が
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
計
画
は
宝
永
六
年
五
月
廿
六
日
に

「
今
度

一
乗
院
御
児
御
所
御
得
度
被
成
、
当
秋
御
受
戒
御
執
行
之
由
」
と
い
う
目
的

の
た
め
東
大
寺
で
の
受
戒
会
開
催

を
依
頼
し
て
来
た
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
次
の
条
件
が
加
わ

っ
て
い
た
。

「
戒
和
尚
之
儀
、
此
方
と
存
候
」
ま
た
、
「
戒
和
尚
之
儀
、
此
方
よ
り

相
勤
申
候
間
、

左
様
思
召
不
候
歎
と
御

所
申
上
置
度
存
候
」
㈲
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
東
大
寺
側
は
戒
和
上
職
は
東
照
宮
以
来
戒
鶉
次
第
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

そ
し
て

「
慶
長
年
中

大
乗
院
門
主
受
戒
会
和
上
職
之
事
、
東
大
寺
九
院
興
福
寺
五
院
之
堂
衆
等
争
論
之
時
東
照
宮
御
糺
問
之
上
、
両
寺
堂
衆
以
戒
蘭
次
第
可
任
其
職
之
旨
、
御

裁
断
畢

今
度

一
乗
院
宮
御
受
戒
会
可
有
之
、
而
文
殊
院
栄
貞
当
其
任
之
由
、
東
大
寺
堂
衆
挙
申
之
処
、
興
福
寺
堂
衆
等
称
下
松
院
快
範
戒
鵬
最
高
之
趣
遂
及
争
論
、
各
以
所

訴
申
者
、
任
東
照
宮
御
旨
所
仰
上
裁
也
」
㈲

と
、
こ
れ
は
東
大
寺
側

の
推
挙
す
る
文
殊
院
栄
貞
と
興
福
寺
の
推
挙
す
る
下
松
院
快
範
と
の
戒
萬
の
上
下
に
つ
い
て
慶
長

二
十
年
の
古
相
論
に
も
と
つ

い
て
裁
決
を
求

め
る
こ
と
と
な

っ
た
。

そ
し
て
奈
良
奉
行
所
は
受
戒
会
が
延
引
し
な
い
う
ち
に
両
者
が
解
決
す

べ
き
と
傍
観

の
態
度
を
と

っ
た
の
で
あ
る
が
、
宝
永
六
年
五
月
廿
四
日
、
東
大
寺
側

の
堂
衆
の

代
表
の
文
殊
院
、
宝
住
院
は
興
福
寺

一
乗
院
に
出
向
い
て

「
今
度
戒
和
上
、
当
体
文
殊
院

ニ
テ
御
座
候
間
、
為
御
改
参
上
仕
候
旨
被
申
処
」
ω
と
東
大
寺
側
の
主
張
を
直
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接

一
乗
院

へ
申
入
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
し
て
東
大
寺
側

の
候
補
者
で
あ
る
中
門
堂
衆

一
繭

の
文
殊
院
栄
貞
大
僧
都
と
、
興
福
寺
側
の
推
挙
す
る
下
松
院
快
範
と
の
間

の
戒
繭
の
資
格
に
つ
い
て
の
問
題
に
移

っ
て
い
っ
た
。

こ
の
結
果
、
栄
貞
は
入
幅
よ
り

三
十

五
年
、
快
範
は
十
八
年
を
算
定
し
た
。
し
か
し
て
こ
の
戒
繭
算
定
に
つ
い
て
東
大
寺
側
は
、
興
福
寺
の
快
範

に
対
し
て
は
、
単

に

い
ま
の
場
合

の

一
乗
院

の
受
戒
以
前
の
元
禄
十
六
年

(
一
七
〇
三
)
大
乗
院
門
跡
信
雅
の
受
戒
会

の
実
施
に
つ
い
て
も
相
論
起
こ
り
、

い
ま
ま
た
宝
永
五
年
(
一
七
〇
八
)

の
東
大
寺
龍
蔵
院
快
英
と
の

一
乗
院
尊
昭
の
受
戒
会
に
対
す
る
相
論
に
も
戒
和
上
問
題
は
相
論
を
重
ね
て
い
る
。

「
今
度
御
受
戒
会
之
儀

二
付
、
両
堂
御
願
申
上
趣

ハ
先

年
龍
蔵
院
与
下
松
院
及
双
論
之
処
、
御
奉
行
以
書
付
之
仰
出
候
内

二
重
而
之
戒
和
上
下
松
院
可
然
と
有
之
」
㈲
と
快
範
の
戒
和
上
就
任

へ
の
興
福
寺
側
の
主
張
は
あ
く
ま

で
も
東
大
寺
と
の
対
決
を
求
め
て
、
慶
長
二
十
年

の
如
く
、
自
己
の
門
跡
の
受
戒
は
自
己
の
寺
で
も

っ
て
な
さ
る
べ
き
と
、
そ
の
復
活
を
計
画
す
る
こ
と

に
あ

っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
受
戒
会
年
預
捌
記
の
東
大
寺
側
の
記
録
で
は

「
一
、
戒
和
上
専
寺
中
門
堂
衆

一
幅
文
殊
院
栄
貞
大

今
度
興
福
寺
下
松
院
快
範
与
戒
膓
高
下
之
相
論
快
範
儀
者
、
根
元
和
州
桃
尾
山
大
心
院
住
持
無
紛
、
然
所
興
福

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

寺
江
入
宗
、
桃
尾
山
初
発
心
之
戒
脳
、
興
福
寺
入
宗
以
後
之
戒
鵬
取
合
戒
膓
高
之
旨
、
龍
蔵
院
快
英
和
上
勤
仕
之
節

モ
及
相
論
、
当
所
町
奉
行
妻
木
彦
右
衛
門
殿
御

取
捌

ニ
テ
専
寺
龍
蔵
院
戒
幅
高

二
相
究
、
和
上
勤
仕
在
之
、
畢

今
度
楢
右
之
筋

二
付
及
相
論
、
当
所
町
奉
行
三
好
備
前
守
殿
、
段

々
御
吟
味
之
上
、
京
都
諸
司
代
松
平
紀
伊
守
殿
江
被
申
達
処
、
京
都

ニ
テ
御
捌
可
有
之
旨
、
依
之

宝
永
六

配
年
、
両
寺
堂
衆
被
召
出
御
吟
味
之
上
、
下
松
院
快
範
桃
尾
山
大
心
院
住
居
之
年
数
、
其
後
興
福
寺
本
芋
僧
之
戒
幅
双
方
取
合
、
快
範
戒
鵬
栄
貞
戒
幅

ヨ
リ

高

二
相
究
落
着
以
書
付
御
申
渡
畢
」
㈲

と
、
両
寺
の
戒
和
上
相
論
は
F
松
院
快
範
を
擁
護
す
る
興
福
寺
側
の
強
剛
な
る
k
張
に
よ
り
そ
の
相
論

の
場
は
奈
良
奉
行
の
手
よ
り
、
関
西
の
寺
社
を
所
管
す
る
京
都

所
司
代

の
裁
決
を
求
め
る
こ
と
に
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

興
福
寺
側

は
快
範
の
戒
脳
を
桃
尾
山
大
心
院
住
持
の
時
よ
り
と
算
定
し
、
こ
れ
を
主
張
し
て
、

こ
の
場
合
は
栄
貞

の
東
大
寺
入
寺
の
鵬
次
の
三
十
五
年
を
上
廻
わ
り
、

東
大
寺
側

の
主
張
す
る
快
範
が
興
福
寺

に
改
め
て
入
寺
し
た
時
点
に
中
心
を
置
け
ば
、
十
八
年
と
脳
次
の
点

で
東
大
寺
側
が
有
利
と
な
る
条
件
が
具
わ
る
な
ど
微
細
な
相

異
点
が
大
き
な
解
釈

の
相
異
を
来
た
す
こ
と
に
な
り
事
件
は
複
雑
化
し
、
宝
永
五
年

の
奈
良
奉
行

の
裁
定
を
く

つ
が
え
す
結
果
と
な

っ
て
京
都
で
の
第

二
審
は

「
戒
繭
双

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

一137一



新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

方
取
合
L
す
方
法
に
於

て

「
快
範
戒
鴉
、
栄
貞
戒
藤

ヨ
リ
高

二
相
究
」
等
、
第

二
審
は
興
福
寺

の
勝
訴
と
な

っ
た
。

そ
こ
で
東
大
寺
は
こ
の
敗
訴
を
受
け
て
、
慶
長

二
十
年
の
徳
川
家
康

の
駿
府
城

の
裁
決
を
も
と
に
京
都
所
司
代
の
判
決
の
書
付
を
受
領
し
な

い
で
江
戸

に
上
申
す
る
こ

と
を
決
定
し
、
「
学
侶
両
堂
令
会
合
、

種

々
評
議
有
之
、

秘
寛
此
度
之

(
京
都
所
司
代
)
御
書
付
請
候
而

ハ
後
代
之
違
乱
、
其
上
永

々
東
大
寺
よ
り
戒
和
上
無
之
戴

二
罷

成
可
申
間
、
江
戸

へ
罷
下
リ
再
度
願
可
申
由
、
堂
衆

一
結
之
相
談
相
極
之
旨
」
ω
と
て
、
ま
つ
京
都
所
司
代
に
再
願
を
求
め
、
そ
の
う
え

「
江
戸
下
向
存
立
可
被
致
哉

一

決
相
寛
畢
」
㈲

し
か
し

一
度
、
京
都
所
司
代
松
平
紀
伊
守
信
康
の
裁
定
は
、
東
大
寺
が
江
戸
下
向
を
決
意
し
た
以
上

「
御
書
付
所
持
之
上
者
、
御
請
難
申
旨
再
三
御
断
申
候
得
共
、
御

取
上
無
之
」
と
い
う
結
果
に
つ
い
て
、
安
井
門
跡
道
恕
は
こ
れ
を
な
だ
め
、
コ

乗
院
殿
御
受
戒
会
無
滞
相
済
候
様

二
安
井
門
主
御
下
知
L
を
し
た
が
、

東
大
寺
は

堂
衆

の
江
戸
下
向
を
理
由

に
安
井
門
跡
の
申
入
を
断

っ
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
「
権
現
様
御
定
目
相
立
不
申
候
」
㈲

と
堂
衆
は
江
戸
下
向
を
決
意
し

て
寺
社
奉
行
の
本
多
弾
正
の
少
弼
忠
晴
・
三
好
備
前
守
康
雄

の
も
と
に
訴
え
た
。

し
か
し
寺
社
奉
行
方
は
二
奉
行
立
合

い
の
も
と
で
口
上
書
委
細
披
見
さ
れ
、
そ
の
沙
汰
は
京
都
所
司
代
を
通
じ
て
東
大
寺
側
に
申
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
、
東
大

寺
側
は
あ
く
ま
で
も
最
初
の
駿
府
城

の
合
意

の
如
く
、
公
家
的
影
響
力

の
強
い
京
都
所
司
代
の
裁
決
を
求
め
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
江
戸
で
の
判
決
を
求
あ
ん
と
し
た
。

こ
こ
に
両
寺
の
江
戸
幕
府

に
対
す
る
裁
決
の
求
め
方
に
相
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
幕
府
は
寺
社
奉
行
三
好
備
前
守
康
雄
と
と
も

に
新
井
勘
解
由
白

石
の
諸
寺
社
調
査
と
相
ま

っ
て
南
都
相
論
の
解
決

の
た
め
上
洛
さ
す
こ
と
に
な

っ
た
。
東
大
寺

年
中
行
事
記
に
よ
る
と
、

一
、

(
宝
永
七
年
七
月
)
廿

一
日
従
御
番
所
触
状
到
来
文
云

覚

一
、
新
井
勘
解
由
令
申
方
、

右
之
通
可
被
其
意
得
候

十
月

諸
寺
社

一
覧
之
筈

二
候
、
旧
記
古
キ
物
等
不
残
差
出
見

セ
可
被
申
、
物

二
よ
り
書
写
度
由
候
者
、

三
好
備
前
守

(
康
雄
)

写
さ
せ
可
被
事
、

以

上
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右
之
趣
従
江
戸
罷
申
越
候
間
、
如
斯
候

十
月
廿

一
日

番

所

東
大
寺

年
預
中

右
之
趣
遂
披
露
者
也

⑩

以
上

こ
の
新
井
白
石
の
南
都
訪
問
に
つ
い
て
は
白
石
は
宝
永
七
年
六
月
廿
日

に

一
乗

・
大
乗
院
の
興
福
寺
両
門
跡
の
学
問
科

の
争
い
に
対
し
て

「
南
都

訟
の
書
付
う
け
取
」
ま
た
次
の
日

「
南
都
訴
訟
の
、
御
書
付
之
趣
に
て
は

事
き
る

へ
か
ら
さ
る
よ
し
」
⑳
間
部
詮
房
に
伝
え
七
月
十
日
に
は
そ
の

一

件

に
対
す
る
自
分
の
見
解
を
示
し
た
南
都
争
訟
弁
二
冊
を
作
成
し
て
具
進

し
て
い
る
。

い
ま
こ
の
南
都
の
戒
和
上
問
題
に
つ
い
て
新
井
白
石
に
調
査

を
命
じ
ら
れ
る
き

っ
か
け
と
な

っ
た
の
は
、
そ
の
日
記

の
宝
永
七
年
八
月

十
七
日
の
東
大
寺
側
の

「
南
都
の
不
審
書
を
上

ル
」
囮
で
、
八
月
廿

三
日

に
は

「
今
日
出
仕
、
京
都

へ
の
御
用
御
使
、
越
前
守
殿

(
間
部
詮
房
)
被

仰
付
路
費
百
金
拝
領
」
㈲
と
上
洛

へ
の
幕
命
を
奉
じ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

そ
し
て
九
月
廿
八
日
、
京
都

へ
の
出
達

の
暇
を
給
わ

っ
て
、
十
月

五
日
、

「
今
日

一
乗
院
殿
方

へ
の
書
付
按
を
作
成
し
て
、

「
九
日
出
付
、
今
日

一
乗
院
殿
坊
官
迄
御
書
付
改
め
、
井
南
都
戒
和
上

御
裁
断
状
案
上

ル
」
働

と
、

そ
の
判
定
書
を

持
参
し
て
、

十
月
廿
四
日
に

京
都
に

到
着
し
、

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

、

糠
掲
餐
奪
心襲

蝦
霧
蝶

搬霧
験
難

漣
謬
灘
叢
嚢
灘

藩
霧
纏
謬
毒
嚢

篠
漿
糞

驚
羅
叢
塾

糠
購

讐

菱

譲
鑑
磯
耀

・

,

灘

薙

.

灘
纏
灘

鶏

懲

・

榊

鰐
鍵
翻
難

撫

灘
麟
灘

　

,
,

.

'

霧

渡
欝

慕

驚

灘

,

騒

馨

驚
慧

灘

轟
襲

講

幾

羅

,
、

驚

餅

S

議 購

、
鐸

毒
墾
羅 、譲

貢
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新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

「
十

一
月
十
五
日
付

に
て
、
来
春
迄
滞
留
之
事
被
仰
下
、
金
百
両
拝
領
」

し
た
。
そ
れ
は
南
都
の
訴
訟
と
共
に
中
御
門
天
皇

の
御
即
位
に
参
列
す
る
目
的
も
あ

っ
た
が
、

将
軍
の
上
意
書
を
携
え
て
東
大
寺
を
訪
つ
れ
た
の
は
宝
永
七
年

(
一
七

一
〇
)
十
二
月

二
日
、
白
石
は
大
阪
よ
り
南
都

へ
お
も
む

い
て
い
る
。

こ
の
間

の
東
大
寺
年
中
行
事
記
に
は
、

(十

一
月
)
十
七
日
、
御
番
所
よ
り
申
来
者
、
新
井
勘
解
由
殿
来
廿
五
日
六
日
之
内
御
越
可
有
之
候
、
宿
坊
勧
進
所
江
被
仰
渡
之
間
、
可
致
支
度
之
由
、
申
来
即
刻
年

預
龍
松
院
同
道

(
公
盛
)

二
而
地
所

へ
参
、
右
之
御
請
申
上
者
也

一
、
十
八
日
新
井
勘
解
由
殿
御
越

二
付
、
色
目
候
旧
記
為
見
列
於
年
預
所
会
合
有
之
、
旧
記
見
分
有
之
畢

一
、
新
井
勘
解
由
殿
御
越

二
付
、
廿
五
日
よ
り
廿
八
日
迄
、
記
録
為
改
、
於
年
預
所
蓮
乗
院
源
井
坊
、
真
如
院
立
合
校
合
有
之

一
、

(
十
二
月
)

二
日
新
井
勘
解
由
殿
、
当
地
江
御
越
宿
坊
勧
進
所
、

三
日
早
期
よ
り
寺
中
御
巡
見
、
夫
よ
り
興
福
寺

.
春
日

.
元
興
寺
江
被
出
テ
御
留
、
四
日
早
朝

於
天
白王
殿
宝
物
井
記
録
入
御
睡見
畢

御
望
被
成
候
記
録
共
写
在

同
夜
持
来

寺
中
御

姻

概

ー

難

.
ー

纏

灘
.
、
灘

籍

雛
蘇
畔饗
譲
灘
編
賎
鱗灘
翼
殊
灘
鱗

購

難

難
懸
隣

、逡

也
㈲

沖

こ
れ
に

つ
い
て
、
東
大
寺
の
別

の
記
録
と
し
て

「
新
井
勘
解
由
殿
御
越

二
付
諸
色
入
用
」

と
の
宝
永
七
年
十

二
月
の
年
預
心
光
院
の
記
録
が
あ
り
、
東
大
寺
勧
進
所
で
の
接
待
の
様
子

が
記
さ
れ
て
い
る
。
東
大
寺
は
新
井
白
石
に
二
月
堂
牛
王
宝
印
を
差
上
げ
、
経
師
屋
を
呼
び

つ
け
、
足
利
尊
氏
の
書
状
の
古
文
書

の
箱
を
新
た
に
つ
く
り
、

聖
武

天
皇

の
封

五
千
戸

の

詔
、
そ
の
ほ
か
論
旨
、
封
戸
荘
園
の
記
録
、
不
断
念
仏

の
締
旨
等
古
文
書

の
い
ま
ま
で
整
備

さ
れ
て
い
な
か

っ
た
も
の
の
塗
箱
等
を
作
る
な
ど
、
合
せ
て
四
百
三
十
六
貫
壱
分
五
厘
の
支

出
を
な
し
て
い
る
。
㈹

6

熱
灘
聯

鷹
猛

購

難
穫

毒

"

。

、
醸

一140-一



そ
し
て
こ
の
新
井
白
石
が
東
大
寺
の
古
文
書
や
記
録
を
閲
覧
す
る
と
共
に
、
そ
の
目
的
は
宝
永
七
年
六
月
以
来

の
両
寺

の
戒
和
上
問
題
に
終
止
符
を
打

つ
こ
と
で
あ

っ

た
、
そ
し
て
幕
府
側
の
態
度
の
決
定
を
当
該
寺
院
の
古
文
書
、
古
記
録

の
中

に
見
出
す
こ
と
が
そ
の
大
き
な
目
的
で

「
東
大
寺
宝
物
井
二
月
堂
勧
化
所

二
有
之
候
宝
物
其

外

一
山
之
旧
記
文
書
為
差
事
之
物
等
、
旧
冬
荒
井
勘
解
由
殿

一
見
之
之
通
少
茂
無
相
違

様

二
悉

一
見
仕
度
望
之
旨

段
々
頼
来
候
」
㎝
と
の
ち
に
京
都
所
司
代
松
平
紀
伊
守

が
申
越
す
ほ
ど
新
井
白
石

の
史
実
に
も
と
つ
い
た
裁
決

の
確
認
は
よ
り
歴
史
学
的
な
実

証
主
義
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
結
果
、
幕
府

の
東
大
寺
と
興
福
寺
と

の
間
に
起

っ
た
長
年
に
わ
た
る
戒
和
上
問
題
に
対
す
る
結
論
と
し
て
の
裁
決
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

「
東
照
宮
様
御
仕
置
相
立
、
下
松
院
交
衆
戒
鵬
不
相
立
、
興
福
寺
江
入
院
以
後
戒
鶉
十
八
夏

二
必
定
、
興
福
寺
堂
衆
申
分
不
届

二
思
召
之
旨
被
仰
渡
、
此
以
後
者
東
大

寺
九
ケ
院
、
興
福
寺
五
ケ
院
之
外
交
衆
人

一
圓
成
間
敷
候
、
被
仰
渡
、
今
度
戒
和
上
文
殊
院
栄
貞
勤
仕
可
之
旨
、
寺
社
奉
行
御
奉
行
御
老
中
若
御
老
中
御
連
判

ニ
テ

御
書
付
成
被
下
難
有
仕
合

ニ
テ
罷
登
此
度
和
上
文
殊
院
栄
貞
首
尾
勤
仕
被
申
畢
」

㈹

そ
し
て
興
福
寺

一
乗
院
新
門
跡
尊
昭
に
対
す

る
臨
時
の
受
戒
会
は
栄
貞
が
戒
和
上
と
な

っ
て
東
大
寺
側
の
主
張
を
通
し
て
宝
永
八
年

三
月
十

一
日
を
以
て
興
福
寺

一
乗

院
の
二
条
法
印
憲
乗

の
書
状
に
よ
り
両
寺
が
そ
の
実
施
に
ふ
み
き
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

Dα4)(13}(ユ2)(11)(10>(9)(8)(7)(6)(5>(4)(3)(2)(

東
大
寺
年
中
行
事
記

宝
永
六
年
五
月
廿
六
日
条

ω
に
同
じ

東
大
寺
文
書

宝
永
七
年
十
月
廿
六
日

東
大
寺
年
中
行
事
記

宝
永
六
年
五
月
廿
四
日
条

同

右

宝
永
六
年
五
月
廿
日
条

受
戒
会
年
預
捌
記

(宝
永
八
辛
年
三
月
十
七
日
)

東
大
寺
年
中
行
事
記

宝
永
六
年
九
月
廿
六
日
条

ω
に
同
じ

東
大
寺
文
書

年
中
行
事
記

委
蛇
暦
十
二

同

右

同

右

同

右

宝
永
六
年
六
月
九
日
条

宝
永
七
年
十
月
廿

一
日
条

(新
井
白
石
日
記
)
宝
永
七
年
六
月
廿

一
日
条

宝
永
七
年
八
月
十
七
日
条

宝
永
七
年
八
月
廿
三
日
条

宝
永
七
年
十
月
九
日
条

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て
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新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て

年
中
行
事
記

宝
永
七
年
十
二
月
二
日
条

「新
井
勘
解
由
殿
御
越
二
付
諸
色
入
用
」

東
大
寺
図
書
館
蔵

年
中
行
事
記

宝
永
八
年
三
月
廿
四
日
条

㈲
に
同
じ

五

結

盗口
口

こ
の
相
論
は
慶
長

二
十
年
、
元
禄
十
五
年
、
宝
永
八
年
等

の
相
論
を
ふ
ま
え
て
、
新
井
白
石

の
南
都
来
訪

の
史
実
確
定
の
結
果
と
慶
長

二
十
年

の
家
康

の
裁
決
を
根
拠

と
し
て
興
福
寺
側

の
主
張
を
し
り
ぞ
け
東
大
寺
の
勝
訴

に
終

っ
て
い
る
。

こ
の
裁
決
を
下
し
た
と
き
白
石
は
五
十
四
才
、
彼

の
尤
実
し
た
時
代
で
も
あ
り
、
南
都
の
長
年

の
争
論
を
史
実
の
認
定
を
典
処
と
し
て

一
挙

に
解
決
に
導
び
い
た
の
で

あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
が
東
大
寺
に
宿
し
た
の
は
東
大
寺

の
徳
川
家
康
以
来

の
裁
定
に
有
利
な
条
件
が
あ

っ
た

こ
と
を
知

っ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
白
石

の
家
康
観
は
そ
の
立
場
上
讃
美
に
終
止
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
が
、
南
都
戒
和
上
問
題
で
も
無
批
判
迎
合

の
態
度
を
と

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ

れ
は
詳
密
な
る
歴
史
的
考
察
を
お
こ
な
う
た
め
の
古
文
書
の
閲
見
を
忘
却
し
て
い
な
い
。

こ
と
に
読
史
余
論
に
引
用
す
る
文
献

の
豊
富
さ
か
ら

い

っ
て
も
こ
の
こ
と
は
う

か
が
え
る
の
で
あ
る
。

こ
と
に
新
井
白
石

の

「
そ
も
そ
も
当
時
天
下
無
告

の
民
、
い
つ
れ
の
所
に
か
来
り
訴
う

べ
き
、
し
か
る
を
奉
行
の
人
々
は
じ
め
、
下
知
せ
し
所

に
し
た
が
は
ず
し
て
、

此
訴
あ
る
事
を
以
て
違
犯
の
科
と
な
し
、
く
は
ふ
る
に
ま
た
御
代
官
所
よ
り
注
進

の
状
に
見
え
し
注
進
の
状
に
見
え
し
風
聞
の
説
に
よ
り
て
、

つ
ひ
に
断
ず
る
に
反
逆
の

罪
を
以
て
す
る
、
凡
そ
民
の
父
母
た
る

べ
き
も
の
、
其

心
と
す
る
所
、
か
く
の
ご
と
く
な
る

べ
か
ら
ず
」
ω
と
か
、
そ
の
幕
府

の
相
論
の
裁
許
に
あ
た

っ
て
の
公
正
は
、

そ
の
も
の
が
文
治
主
義
に
も
と
つ
く
幕
府
の
政
治
体
制

へ
の
不
信
を
導
く
も
の
と
し
て
き
び
し
く
治
者
の
独
善
や
偏
見
を
排
除
す

べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
と
に

「
た
と
ひ
申
す
と
こ
ろ
い
か
募

窒

翰

今
は
碁

静
課

な

愈

か
愈

、
こ
れ
ら
の
纂

綜

慕

総

冬

い
か
ゑ

か
が
亦

た
だ
い
か
に
も
奉
行

 所
の
下
知
に
し
た
が
ふ
べ
し
」
㈲

こ
の
よ
う
な
白
石

の
私
な
き
態
度
が
興
福
寺
内

の
両
門
跡
間

の
争
そ
い
や
、
東
大
寺
と
興
福
寺
間

の
戒
和
上
問
題
に
対
す
る
根
本
的
な
解
決
を
謙
虚
な
態
度
と
深
い
歴
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史
眼
を
も

っ
た
彼
に
ゆ
だ
ね
る
結
果
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
戒
和
上
問
題
を
通
じ
て
、
ま
た
江
戸
幕
府
の
寺
院
や
公
家
に
対
す
る
問
題
の
解
決

の
方
法
も
う
か
が
え
る
。
奈
良
奉
行
↓
京
都
所
司
代
↓
寺
社
奉
行
、
と
南
都
寺

院

の
統
制
と
諸
問
題
の
解
決

に
、
江
戸
幕
府
と
し
て
は
そ
の
解
決
を
第

一
審
は
現
地
で
、
第

二
審
は
京
都
で
、
第

三
審
は
江
戸
で
と
い
う
政
策

を
と

っ
て
い
る
が
、
興
福

寺
側
は
こ
れ
を
公
家
的
勢
力

の
強
い
京
都
で
有
利
な
解
決
を
求
め
よ
う
と
し
、
東
大
寺
側
は
、
京
よ
り
も
、
江
戸

で
直
接
交
渉

に
あ
た
り
京
都
の
裁
決
を
く

つ
が
え
そ
う

と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
東
大
寺
が
鎌
倉
時
代
源
頼
朝
に
よ
り
再
建
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
徳
川
家
康
が
、
豊
臣
秀
吉
の
京
都
大
仏

の
建
立
に
反
対
し
て
い
て
も
、
む

し
ろ
東
大
寺
大
仏
殿
の
再
建
に
は
協
力
的
で
あ

っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
戒
和
上
相
論
に

つ
い
て
東
大
寺
側
が

「
東
照
宮
御
糺
問
之
上
、
両
寺
堂
衆
以
戒
脳
次
第
可
任
其
職

之
旨
御
裁
断
畢
」
㈲
と
い
う
大
義
名
分
を
貫
ぬ
き
通
し
、
両
相
論
を
通
じ
、
勝
訴

へ
持
ち
こ
ん
で
い
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
大
仏
殿
再
建
と
い
う
問
題
に
お
い
て
も
共
通

し
た
政
策
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
公
武
問
題
に
関
餅
す
る
興
禰
寺
間
の
問
題
で
も
公
家
的
勢
力

の
強
い

一
乗
院
方
に
対
し
て
、
武
家
的
な
傾
向
の
多

い
大
乗
院
方
に
、
ま
た
同
様
に
南
都
寺
院
に

お
い
て
も
、
興
福
寺
よ
り
武
家
的
な
傾
向
の
強

い
東
大
寺
側

に
有
利
な
判
定
を
下
し
て
い
る
江
戸
幕
府

の
政
策
は
南
都
寺
院
統
制

の

一
つ
の

方
向

で

あ

っ
た

と
も

い
え

る
。そ

し
て
東
大
寺
大
仏
殿
再
建
の
公
慶
上
入
の
幕
府

に
対
す
る
申
請
に
対
し
て
、

こ
れ
を
許
可
し
、
さ
ら
に
そ
の
勧
進
事
業

の
不
振
に
当

っ
て
、
幕
府
自
身
が
体
制
を
通

じ
て
援
助
を
お
し
ま
な
か

っ
た
こ
と
と
に
対
し
て
、
享
保
二
年

(
一
七

一
七
)
の
興
福
寺
の
炎
上
に
際
し
て
は
幕
府
は
勧
進
を
許
す
の
み
に
し
て
積
極
的
な
援
助
を
差
の

べ
よ
う
と
し
な
か

っ
た
こ
と
も
、
両
寺
に
対
す
る
幕
府
の
寺
院
政
策
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

一
た
び
東
照
権
現
の
先
例
を
見
出
し
た
と
き
、
そ
れ
の
真
実
性

を
追
求
し
て
幕
藩
体
制
を
維
持
し
よ
う
と
し
た
幕
府
側
の
態
度
に
対
し
て
、
東
大
寺
が
進
ん
で
東
照
宮
を
寺
内
に
建
て
そ
の
大
仏
殿
再
建
を
求
め
て
い
く
と
い
う
現
実
性

に
対
し
て
、
興
福
寺
側
の
か
た
く
な
な
ま
で
の
公
家
的
政
策

に
徹
し
て
行
こ
う
と
し
た
態
度
は
、

こ
の
相
論
を
通
じ
て
も
そ
の
背
景
が
う
か
が
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
、
こ
れ
を
も

っ
て
こ
の
論
の
む
す
び
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(3)(2)(1}

折
た
く
柴
の
記
第
三

(新
井
白
石
全
集
)

同

右

(

〃

)

東
大
寺
文
書

宝
永
七
年
十
月
廿
六
日
裁
許
状

新
井
白
石
と
南
都
戒
和
上
相
論
に
つ
い
て
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