
中

前

正

志

　

元
文
三
年
（
一
七
三
八
）
は
、
洛
東
の
音
羽
山
清
水
寺
に
と
っ
て
、
特
別
な
年
だ
っ
た
。『
清
水
寺
史
』
第
二
巻
（
音
羽
山
清
水
寺
、
平

9
）
第
二
章
第
一
節
「
開
帳
と
寺
院
経
済
」
に
、

本
堂
本
尊
の
居
開
帳
は
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
の
焼
失
直
後
の
三
日
間
の
開
帳
を
特
例
と
し
て
は
ぶ
け
ば
、
元
文
三
年
（
一
七
三

八
）
の
時
が
最
初
で
あ
る
。

と
記
さ
れ
る
通
り
、
最
初
の
本
堂
本
尊
の
居
開
帳
が
行
わ
れ
た
年
だ
っ
た
。『
清
水
寺
史
』
は
、
同
年
の
二
月
十
七
日
～
五
月
二
十
七
日
に

開
帳
さ
れ
た
こ
と
を
清
水
寺
所
蔵
の
『
開
帳
記
録
』
に
よ
っ
て
示
す
と
と
も
に
、
開
帳
の
準
備
が
か
な
り
早
く
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と

も
明
か
し
つ
つ
、
元
文
元
年
九
月
十
六
日
付
の
「
御
開
帳
定
之
条
々
」
な
ど
を
翻
刻
掲
載
し
て
も
い
る
。

　

そ
の
『
清
水
寺
史
』
は
何
ら
言
及
し
な
い
が
、
右
の
開
帳
に
合
わ
せ
て
清
水
寺
よ
り
『
洛
東
音
羽
山
清
水
寺
略
縁
起
』（
中
野
猛
氏
編

『
略
縁
起
集
成
』
に
翻
刻
収
載
）
が
発
行
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
と
は
別
に
、
同
開
帳
の
直
前
に
、
清
水
寺
の
縁
起
あ
る
い
は
霊
験
譚
を
記

載
し
た
縁
起
書
類
が
、
次
の
通
り
、
寺
外
に
お
い
て
も
三
点
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
、
開
帳
に
合
わ
せ
て
の
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

元
文
三
年
の
清
水
寺
縁
起
Ⅰ

　
　
　
　
　

―
翻
刻
『
音
羽
山
花
之
台
』

―
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『
洛
東
音
羽
山
清
水
寺
来
験
記
』

　

ま
ず
、『
洛
東
音
羽
山
清
水
寺
来
験
記
』（
以
下
『
来
験
記
』）。
三
点
の
中
で
伝
本
が
最
も
多
く
現
存
し
、
京
都
女
子
大
学
図
書
館
に
も
一

本
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（188.215/G99

）。
同
図
書
館
蔵
本
の
場
合
、
刷
題
簽
に
外
題
「
元
文
新
板

清
水
来
験
記
」、
内
題
「
洛ら
く

東と
う

音お
と

羽は

山や
ま

清せ
い

水す
い

寺じ

来ら
い

験げ
ん

記き

」。
全
三
十
二
丁
。「
清せ
い

水す
い

寺じ

は
、
洛ら
く

東と
う

名め
い

勝せ
う

の
地ち

、
普ふ

門も
ん

円ゑ
ん

通づ
う

の
霊れ
い

場ぢ
や
う

な
り
。
…
…
或あ
る

人ひ
と

の
求も
と
め

に
よ
り
、
清き
よ

水み
つ

縁ゑ
ん

起ぎ

霊れ
い

験け
ん

の
あ
ら
ま

し
を
誌し
る

し
訖お
は
ん

ぬ
。
一
見け
ん

の
人
々
、
此
勝せ
う

地ち

を
し
た
ひ
、
大た
い

悲ひ

に
縁ゑ
ん

を
む
す
ひ
給
へ
か
し
と
い
ふ
こ
と
し
か
り
」
と
記
す
「
序
」
の
末
に

時
元
文
二
巳

年
五
月　

伏
見
誠
心
精
舎
仰
誉
記
之

と
あ
り
、
跋
文
の
あ
と
の
最
末
尾
に
、

元
文
二
年
丁　
　

巳

林
鐘
上
浣

　
　

洛
下　
　
　

書
舗
蔵
版

と
刊
記
が
見
え
る
。
仰
誉
の
著
作
で
、
元
文
二
年
六
月
の
刊
行
で
あ
る
。

　

序
の
次
に
見
開
き
の
境
内
図
、
目
録
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
内
題
が
掲
げ
ら
れ
て
、
全
十
条
（
①
～
⑩
）
か
ら
成
る
本
文
が
続
く
。
目
録

に
は
、
そ
の
十
条
が

①　

清せ
い

水す
い

寺し

縁ゑ
ん

起き
并

十し
つ

景け
い

②　

田た

村む
ら

丸ま
ろ

伝で
ん
并

本ほ
ん

堂だ
う

脇わ
き

立だ
ち
附

鈴す
ゞ

鹿か

山や
ま

鬼き

神じ
ん

之の

俗ぞ
く

説せ
つ

③　

平た
い
ら
の

清き
よ

盛も
り

千せ
ん

日に
ち

参ま
い
り

霊れ
い

験け
ん

の
事

④　

源み
な
も
と

義よ
し

朝と
も

の
妾せ
う

常と
き

盤は

母ぼ

子し

利り

生し
や
う

の
事

⑤　

主し
ゆ

馬め
の

盛も
り

久ひ
さ

霊れ
い

験け
ん

の
事

⑥　

観く
わ
ん

音を
ん

景か
げ

清き
よ

か
首か
う
べ

に
代か
は

り
給
ふ
と
い
ふ
説せ
つ

の
事
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⑦　

清き
よ

水み
つ

利り

生し
や
う

に
て
母は
ゝ

に
た
づ
ね
あ
ひ
し
事

⑧　

清き
よ

水み
つ

二に

千せ
ん

度ど

参さ
ん

詣け
い

を
賭
か
け
も
のに

打う
ち

込こ
む

事

⑨　

貧ひ
ん

女に
よ

現げ
ん

果く
わ

を
得え

し
事

⑩　

禅ぜ
ん

勝せ
う

坊ぼ
う

道だ
う

心し
ん

を
祈い
の
り

て
妻つ
ま

を
得ゑ

し
事

と
示
さ
れ
て
い
る
。
①
②
だ
け
が
創
建
縁
起
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
わ
る
内
容
で
、
そ
れ
以
外
の
③
～
⑩
は
霊
験
譚
で
あ
る
。
霊
験
譚
が
多
く

を
占
め
て
い
る
。
な
お
、
①
～
⑩
い
ず
れ
の
末
尾
に
も
割
注
の
形
な
ど
で
、
例
え
ば
「
以
上
釈
書
并
清
水
縁
起
其
外
諸
書
の
説
也
」（
①
）

と
依
拠
資
料
が
注
記
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
あ
と
に
、「
評へ
う
に

云い
わ
く

…
」
あ
る
い
は
「
弁べ
ん

し
て
云
…
」
と
し
て
評
言
を
載
せ
る
場
合
が
多
い
。

　

右
の
う
ち
の
⑥
は
有
名
な
景
清
の
話
だ
が
、
そ
の
後
半
は
次
の
通
り
。

終つ
い

に
梶か
ち

原は
ら

に
仰
て
六
条
河か

東と
う

に
て
首
を
刎き
ら

し
む
る
に
、
景
清
が
首く
び

な
ら
で
観
音
の
御
首
に
て
あ
れ
ば
、
お
と
ろ
き
申
上
る
。
頼
朝
感か
ん

し

給
ひ
、
則
御
首
を
つ
が
し
む
る
に
、
あ
や
ま
つ
て
う
し
ろ
さ
ま
に
つ
ぎ
ぬ
。
是
よ
り
世
人
、
清
水
の
本
尊
を
後う
し
ろ

堂た
う

よ
り
お
か
む
事
也
、

と
い
ひ
伝
ふ
と
。
霊
験
抄
利
益
集
な
と
い
ふ

雑
書
に
し
る
せ
り　
　
　

景
清
の
身
代
わ
り
に
斬
首
さ
れ
た
本
尊
観
音
の
首
を
、
誤
っ
て
前
後
ろ
逆
に
継
い
で
し
ま
っ
た
の
で
、
世
人
が
本
尊
を
後
堂
か
ら
拝
む
よ
う

に
な
っ
た
、
と
い
う
話
。
こ
の
話
に
は
長
い
評
言
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
最
初
の
一
段
の
冒
頭
部
は
次
の
通
り
。

弁
し
て
云
。ａ
当
寺
の
観
音
、
い
ま
だ
是
迄
開か

い

帳ち
や
う

の
事
を
き
か
ず
。
わ
る
か
し
こ
き
も
の
と
も
は
、
本
尊
の
御
首
う
し
ろ
む
き
の
ゆ
へ

に
開
帳
な
ら
す
と
い
ひ
、
或
は
又
む
か
し
炎ゑ
ん

焼し
や
う

に
や
け
給
ひ
て
空か
ら

御み

厨つ

子し

也
な
ん
と
ゝ
い
ふ
（
割
注
略
）。
か
く
の
こ
と
き
う
た
か
ひ

を
な
し
、
他
の
信
心
ま
て
を
さ
ま
た
く
。
一
人
虚き
よ

を
つ
た
へ
て
万
人
実じ
つ

を
伝つ
た

ふ
也
。
そ
れ
名め
い

山さ
ん

霊れ
い

地ち

も
世よ
ゝ

ゝ
に
さ
か
へ
お
と
ろ
へ
る
な

ら
ひ
、
あ
や
し
む
へ
き
に
あ
ら
さ
れ
と
も
、
近
年
清
水
の
参
詣
む
か
し
ほ
ど
に
な
き
は
、
も
し
や
か
の
か
ら
御み

厨づ

子し

な
り
と
い
ふ
や
か

ら
お
ほ
き
に
や
。
し
か
る
に
、
此
度
時
い
た
り
て
、ｂ
来ら

い

春し
ゆ
ん

開
帳
の
披ひ

露ろ
う

有
。
お
よ
そ
遠え
ん

国こ
く

辺へ
ん

鄙び

ま
て
も
聞
つ
た
へ
つ
げ
知
ら
せ
て
、
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月
日
を
か
そ
へ
て
来
春
を
相あ
い

待ま
つ

。
さ
れ
は
、
清
水
近き
ん

辺へ
ん

の
旅た
ひ

亭や
ど

、
又
は
諸
方
の
あ
き
人
、
放ほ
う

下か

の
た
ぐ
ひ
ま
て
、
先
を
競あ
ら
そ

ひ
場ば

占ど
り

し

て
、
尺せ
き

寸す
ん

の
地ち

も
嬴あ
ま
り

な
し
。
思
ふ
に
、
参さ
ん

詣け
い

の
中
に
か
の
後こ
う

堂だ
う

に
ま
い
り
お
か
む
や
う
な
る
馬は

鹿か

り
ち
き
の
族や
か
ら

、
此
度
正し
や
う

面め
ん

な
る
を

拝
見
せ
は
、
却か
へ
つ

て
力
を
お
と
し
、
景
清
か
事
虚う
そ

な
れ
ば
余よ

の
利り

生し
や
う

と
て
も
信し
ん

じ
が
た
し
、
あ
る
ひ
は
此
本
尊
は
む
か
し
の
に
あ
ら
す

な
ど
、
い
ろ

く
の
う
た
が
ひ
を
な
し
、
信
心
を
と
り
う
し
な
は
む
。（
下
略
）

本
書
が
元
文
三
年
の
開
帳
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
記
事
で
あ
る
。「
来ら
い

春し
ゆ
ん

」
す
な
わ
ち
元
文
三
年
春
に
「
開
帳
の
披ひ

露ろ
う

」
の
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
お
り
（
傍
線
部
ｂ
）、
そ
れ
ま
で
に
は
本
尊
観
音
の
開
帳
が
な
か
っ
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る
（
傍
線
部
ａ
）。

先
の
景
清
の
一
件
あ
っ
て
観
音
の
首
が
継
ぎ
誤
ら
れ
た
た
め
、
あ
る
い
は
観
音
が
焼
失
し
て
厨
子
が
空
で
あ
る
た
め
、
開
帳
で
き
な
い
の
だ
、

と
噂
す
る
向
き
の
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
故
か
否
か
当
時
は
参
詣
者
が
以
前
に
比
し
て
減
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
（
傍
線
部
ａ
と
ｂ
の

間
）
の
も
、
興
味
深
い
。
右
記
事
は
さ
ら
に
、
今
回
の
開
帳
で
観
音
の
首
が
前
後
ろ
逆
で
な
く
ち
ゃ
ん
と
正
面
を
向
い
て
い
る
こ
と
を
拝
見

し
た
参
詣
人
の
中
に
、
観
音
の
首
を
継
ぎ
誤
っ
た
と
す
る
景
清
の
話
が
偽
り
な
ら
ば
観
音
の
利
生
も
す
べ
て
信
じ
難
い
な
ど
と
考
え
る
者
が

い
る
の
で
は
と
心
配
し
、
右
引
用
の
あ
と
に
は
、
継
ぎ
誤
り
自
体
が
言
う
ま
で
も
な
く
虚
説
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
管
見
に
入
っ
た
う
ち
刈
谷
市
立
図
書
館
蔵
本
の
場
合
は
、
右
の
元
文
二
年
刊
本
の
序
末
に
あ
っ
た
記
事
「
時
元
文
二
巳

年
五

月
」
が
な
い
う
え
、
先
掲
刊
記
な
ど
も
な
く
て
、
本
文
末
に
小
さ
く
「
京
極
通
五
条
上
ル

町
／
藤
屋
忠
兵
衛
梓
行
」
と
見
え
る
の
み
。
ま
た
、

本
文
冒
頭
部
中
の
「
宝ほ
う

亀き

九
年
四
月
」
に
対
す
る
割
注
が
、
右
元
文
二
年
刊
本
の
場
合
の
「
今
元
文
二
巳
年
ま
て
／
九
百
六
十
年
に
な
る
」

と
違
っ
て
「
今
安
永
二
巳
年
ま
て
／
九
百
九
十
六
年
ニ

な
る
」
と
な
っ
て
お
り
、
外
題
も
「
安
永
改
正

清
水
寺
来
験
記
」（
刷
題
簽
）。
安
永
二
年

（
一
七
七
三
）
に
再
版
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
元
文
三
年
よ
り
三
三
年
に
相
当
」
す
る
同
年
に
も
本
堂
本
尊
の
居
開
帳
が
行
わ

れ
た
こ
と
、
前
出
『
清
水
寺
史
』
第
二
巻
に
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
開
帳
に
合
わ
せ
た
再
版
に
違
い
な
い
。
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『
東
山
清
水
寺
絵
縁
起
』

　

次
に
、『
東
山
清
水
寺
絵
縁
起
』（
以
下
『
絵
縁
起
』）。『
国
書
総
目
録
』
に
は
内
閣
文
庫
所
蔵
本
の
一
本
（192/436  和

34972

）
し
か

著
録
さ
れ
て
い
な
い
。
同
本
は
、
袋
綴
三
巻
一
冊
。
上
巻
十
八
丁
、
中
巻
十
六
丁
、
下
巻
十
七
丁
。
刷
題
簽
に
外
題
「
清
水
寺
絵
縁
起
」。

内
題
「
東
山
清
水
寺
絵
縁
起
」。
柱
題
「
清
水
」。
上
巻
に
十
三
面
、
中
巻
に
四
面
、
下
巻
に
七
面
の
挿
絵
が
見
ら
れ
る
。
末
尾
の
刊
記
に
、

貞
享
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　

西

堀
川
錦
小
路
上
ル
町
村
市
郎
右
衛
門
蔵
板

于
時
元
文
三
年

　
　

午
正
月
再
板　
　

同

江
戸
通
本
町
三
丁
目

　

源　

六

と
あ
る
か
ら
、
も
と
貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
、
開
帳
の
直
前
の
元
文
三
年
正
月
に
再
版
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
ら
し
い
。
ま
た
、
右
刊
記
の
直
前
に

坂
上
田
村
丸
は
四
十
六
代
孝か
う

謙け
ん

天
皇
天
平
宝
字
二
年
丁
酉
年
誕た
ん

生し
や
う

而
五
十
二
代
嵯
峨
天
皇
弘
仁
二
年
十
月
十
七
日
薨こ
う
す

。
万
治
二
年
迄

八
百
四
十
九
年
歟
。

延ゑ
ん

鎮ち
ん

誕た
ん

生し
や
う

者
四
十
五
代
聖
武
天
皇
天
平
元
年
己
巳
年
也
。
五
十
二
代
嵯さ

峨か

天
皇
弘
仁
七
年
齢よ
は
ひ

八
十
八
ニ
而
逝せ
い

去き
よ

。
万
治
二
年
迄
八
百
四

十
四
年
也
。

と
あ
る
の
で
、
本
書
は
本
来
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
の
著
作
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、「
夫
清
水
寺
の
濫ら
ん

觴し
や
う

は
、
や
ま
と
の
国
高た
か

市い
ち
の

郡こ
ほ
り

八は
つ

多た
の

郷か
う

小こ

嶋し
ま

寺
に
報
恩
と
い
ふ
大
と
こ
あ
り
。
…
…
」
と
始
ま
っ
て
、
通
常
よ
く

見
ら
れ
る
の
と
概
ね
同
様
の
創
建
縁
起
が
叙
述
さ
れ
る
。
そ
の
あ
と
下
巻
第
五
丁
裏
ま
で
、
主
と
し
て
霊
験
譚
類
が
十
話
ほ
ど
列
ね
ら
れ
て

い
る
が
、
単
に
霊
験
譚
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
関
わ
っ
て
、
田
村
堂
・
三
重
塔
・
西
門
と
い
っ
た
諸
堂
宇
の
造
営
な
ど
、
種
々
整
備
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さ
れ
て
い
く
様
子
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
創
建
縁
起
部
分
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
霊
験
譚
類
に
お
い
て
も
、
延

鎮
あ
る
い
は
田
村
麻
呂
が
随
所
に
登
場
し
、
ま
た
、
霊
験
譚
類
に
混
じ
っ
て
田
村
麻
呂
の
漢
文
伝
な
ど
も
組
み
込
ま
れ
て
い
る
（
中
巻
12
オ

～
14
オ
）
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
、
田
村
麻
呂
と
延
鎮
の
生
没
年
を
先
引
通
り
刊
記
直
前
に
殊
更
特
記
す
る
こ
と
と
も
対
応
し
、
本
書
が
両

人
を
基
軸
と
し
て
編
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
よ
う
。

　

右
の
創
建
縁
起
・
霊
験
譚
類
は
基
本
的
に
年
代
順
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
最
後
は
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
九
月
の
話
で
、
そ
の

直
後
、
下
巻
六
丁
表
の
冒
頭
に

○
人に
ん

皇わ
う

五
十
二
代た
い

嵯さ

峨か
の

天て
ん

皇わ
う

弘こ
う

仁に
ん

七
年
六
月
十
七
日
延え
ん

鎮ち
ん

逝せ
い

す
。
齢よ
は
ひ

八
十
八
歳さ
い

。

と
あ
る
。
そ
し
て
、
一
行
空
け
「
奥
書
」
と
題
し
て
、
第
七
丁
表
冒
頭
に
至
る
ま
で
、

凡
も
ろ
こ
し
に
は
、
仏
神
を
ま
つ
る
に
は
筮め
と

を
た
て
地
を
卜ぼ
く

し
て
寺じ

社し
や

を
造つ
く

る
。（
中
略
）
山
城
の
一
国
に
も
観く
わ
ん

世せ

音を
ん

の
霊れ
い

仏ぶ
つ

あ
ま
た

所
に
あ
り
と
い
へ
共
、
効か
う

験げ
ん

の
あ
ら
た
な
る
は
清
水
寺
に
し
く
こ
と
な
き
は
、
霊
地
の
ゆ
へ
也
。（
中
略
）
む
か
し
よ
り
年と
し

く
の
霊れ
い

験け
ん

の
奇き

異ゐ

な
る
記き

録ろ
く

の
巻ま
き

く
、
今
の
す
る
に
い
と
ま
あ
ら
す
。
其
草さ
う

創ぐ
の
三
五
を
し
る
し
て
画ぐ
わ

図と

に
あ
ら
は
し
、（
中
略
）
坂さ
か
の

上う
へ

の

末ば
つ

孫そ
ん

東
山
清
水
寺
の
別べ
つ

当
僧そ
う

都づ

覚か
く

源け
ん

頹た
い

齢れ
い

八
十
三
誌
レ
之
。

と
記
す
。
右
の
次
に
は
二
行
ほ
ど
空
け
て
小
さ
く
、

延え
ん

鎮ち
ん

逝せ
い

去き
よ

よ
り
三
百
七
十
年
目
文ふ
ん

治ぢ

元
年
也

と
あ
る
か
ら
、
こ
こ
ま
で
は
、
田
村
麻
呂
の
末
孫
で
清
水
寺
の
別
当
と
い
う
覚
源
に
よ
る
、
文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
の
著
述
だ
と
い
う
の

で
あ
ろ
う
。

　

右
に
続
い
て
は
、「
追
加
」
と
題
し
て
有
名
な
景
清
と
盛
久
の
話
が
載
せ
ら
れ
（
7
オ
～
13
オ
）、
そ
の
直
後
、
第
十
四
丁
表
の
冒
頭
に
は
、

追
加
奥
書
ニ

云
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建け
ん

久き
う

元
年
三
月
十
八
日
清
水
寺
別
当
僧
正
覚
真
記
焉
。

と
見
え
る
。「
追
加
」
は
、
建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
に
や
は
り
清
水
寺
別
当
の
覚
真
が
行
っ
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
右
の
あ
と
二
行
ほ
ど
空
け
、
今
度
は
「
続
追
加
」
と
題
し
て
、
徳
川
家
光
に
関
す
る
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
の
誕
生
か
ら
寛

永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
清
水
寺
参
詣
ま
で
の
話
を
記
述
し
、
続
い
て
、「
或あ
る

人
問
て
い
は
く
、
千せ
ん

手じ
ゆ

観く
わ
ん

音を
ん

の
形ぎ
や
う

状じ
や
う

い
か
ゞ
」
で
始
ま
る

問
答
体
の
記
事
五
条
を
載
せ
る
。
そ
こ
か
ら
数
行
空
い
た
所
に
、
先
に
引
用
し
た
、
田
村
麻
呂
と
延
鎮
の
生
没
年
を
記
し
た
刊
記
直
前
の
記

事
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
記
事
の
伝
え
る
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
文
治
元
年
清
水
寺
別
当
覚
源
の
著
述
に
建
久
元
年
に
同
覚
真
が
追
加
し
た
も
の
が
あ
っ

て
、
そ
れ
に
さ
ら
に
近
年
の
話
と
問
答
体
記
事
を
加
え
て
万
治
二
年
に
成
っ
た
の
が
本
書
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
す
べ
て

を
に
わ
か
に
は
信
じ
難
い
。
そ
の
点
、
内
容
を
さ
ら
に
吟
味
し
つ
つ
別
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、「
東
寺
百
合
文
書
」
所
収
「
清

水
寺
別
当
次
第
」（甲

号
外

/30/17

）
に
も
、
近
年
近
本
謙
介
氏
に
よ
っ
て
紹
介
・
検
討
さ
れ
た
金
剛
寺
蔵
『
清
水
寺
縁
起
』
付
載
「
清
水

寺
別
当
次
第
」（
同
氏
「
天
野
山
金
剛
寺
蔵
『
清
水
寺
縁
起
』（
漢
文
縁
起
）
に
つ
い
て
」〈
神
戸
説
話
研
究
会
編
『
論
集
中
世
・
近
世
説
話

と
説
話
集
』
和
泉
書
院
、
平
26
〉
等
参
照
）
に
も
、「
覚
源
」「
覚
真
」
い
ず
れ
も
見
え
な
い
。
ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
は
、
本
書

の
一
部
を
抜
萃
し
、
本
書
に
は
な
い
跋
文
を
加
え
た
よ
う
な
絵
巻
一
軸
が
所
蔵
さ
れ
て
も
い
る
。

『
音
羽
山
花
之
台
』

　

最
後
に
、『
音
羽
山
花
之
台
』。
末
尾
に
「
時
／
元
文
第
三
戊　
　

午

歳
二
月　

東
嬰

京
城
下
五
橋
子
愚
筆
之
」、「
田
村
堂
」
条
に
「
元
文
三
午
年
」
と
見
え
る

の
で
、
や
は
り
、
元
文
三
年
二
月
十
七
日
か
ら
の
開
帳
に
合
わ
せ
て
著
作
・
出
版
さ
れ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
跋
文
中
に
「
絵ゑ

図づ

を
以
導
み
ち
び
き

、

案あ
ん

内
の
便た
よ
り

と
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
見
開
き
十
面
の
絵
図
を
提
示
し
つ
つ
、
清
水
寺
の
創
建
縁
起
や
諸
堂
宇
な
ど
に
つ
き
解
説
・
案
内
し
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た
も
の
。「
誠
に
此
二
仏
も
わ
け
て
霊れ
い

験け
ん

一
じ
る
し
と
な
り
」（
7
オ
）
な
ど
と
い
っ
た
記
述
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
跋
文
中
に
ま
た
「
利
生

の
数か
す

々
、
世
に
し
れ
る
事
は
は
ぶ
き
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
霊
験
譚
を
特
に
記
そ
う
と
い
う
意
図
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
創
建
縁
起
を
掲
げ

た
あ
と
に
殊
更
「
清
水
境け
い

内た
い

寺
社
／
旧き
う

跡せ
き

由ゆ

来
記
」
と
題
し
て
（
8
ウ
）、
周
辺
の
名
所
旧
跡
や
境
内
の
諸
堂
宇
な
ど
を
一
つ
一
つ
挙
げ
記

載
す
る
の
で
、
そ
う
し
た
名
所
案
内
記
的
な
性
格
の
方
が
色
濃
い
。
直
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
来
験
記
』
が
先
述
通
り
霊
験
譚
を
多
く
取
り
入

れ
て
い
る
の
を
、
意
識
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

全
十
七
丁
。
第
一
丁
表
は
「
目
録
」
で
、
絵
が
あ
る
の
は
第
十
一
丁
表
ま
で
。
第
七
丁
裏
・
第
八
丁
表
の
見
開
き
に
は
、「
六
波
羅
野
并
清
水
境
内

」

と
題
す
る
絵
図
が
全
面
的
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
他
の
箇
所
に
は
、
絵
図
ま
た
は
絵
だ
け
で
な
く
、
そ
の
上
方
に
文
章
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

各
々
の
絵
（
図
）
の
内
容
は
、
お
よ
そ
次
の
通
り
。

1
ウ
・
2
オ　

 

大
和
路
絵
図
＝
「
和
州
高
市
子
嶋
寺
」「
子
嶋
神
社
」「
開
山
塔
」「
高
取
」「
土
佐
丁
」「
三
笠
山
」「
南
都
春
日
社
」「
興

福
寺
」「
淀
川
流
」
な
ど
を
画
く
。

　
　
　
　
　
　
　

※ 

春
日
社
や
興
福
寺
を
殊
更
画
く
の
は
、
清
水
寺
が
興
福
寺
末
で
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
清
水
寺
の
境
内
の
絵
図
に
も

「
春
日
」
を
画
き
（
9
オ
）、
そ
の
解
説
も
載
せ
る
（
11
オ
）。

2
ウ
・
3
オ　
「
山
城
国
愛
宕
郡
八
坂
郷
音
羽
山
」
へ
と
向
か
う
子
嶋
寺
の
賢
心
。

3
ウ
・
4
オ　

賢
心
と
行
叡
の
対
面
・
整
地
す
る
鹿
・
行
叡
の
あ
と
を
た
ず
ね
る
賢
心
。

4
ウ
・
5
オ　

雷
電
し
て
平
地
が
出
来
る
場
面
・
鹿
。

5
ウ
・
6
オ　

鹿
狩
に
来
た
田
村
麻
呂
と
賢
心
。

6
ウ
・
7
オ　

田
村
麻
呂
と
夷
賊
と
の
合
戦
・
矢
を
拾
う
童
子
。

7
ウ
・
8
オ　

 「
六
波
羅
野
并
清
水

境
内

」
絵
図
＝
「
大
仏
」「
五
条
東
」「
袋
中
庵
」「
若
宮
八
幡
」「
六
波
羅
蜜
寺
」「
西
福
寺
」「
ヲ
タ
ギ
」「
六
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道
」「
日
吉
」「
阿
弥
陀
岑
」「
小
松
谷
」「
西
ノ
大
谷
」「
大
谷
古
廟
」「
日
親
ツ
カ
」「
遊
行
報
国
寺
」「
む
ゑ
ん
つ
か
」

「
南
無
地
蔵
」「
安
祥
院
」「
五
て
う
坂
ち
や
屋
丁
」「
安
井
」「
か
う
し
ん
」「
八
坂
塔
」「
法
勧
寺
」「
七
く
わ
ん
お
ん
」

「
青
竜
寺
」「
高
台
寺
」「
下
河
原
」「
祗
園
社
」「
鳥
辺
山
」「
日
蓮
宗
」「
ウ
バ
堂
」「
来
迎
院
」「
真
福
寺
」「
仲
光
院
」

「
宝
と
く
寺
」「
鳥
辺
山
ち
か
道
」「
三
年
坂
」「
轟
は
し
」「
霊
仙
」
な
ど
を
画
く
。

　
　
　
　
　
　
　

※
8
オ
左
上
に
「
わ
け
き
つ
る
袖
の
し
つ
く
か
と
り
辺
野
ゝ
な
く

く
帰
る
み
ち
し
は
の
つ
ゆ　

俊
成
卿
」。

8
ウ
・
9
オ　

 

清
水
寺
境
内
絵
図
＝
「
子
安
」「
延
年
寺
辻
子
」「
聖
天
」「
六
坊
」「
地
蔵
院
」「
馬
と
ゝ
め
」「
執
行
」「
犀
門
」「
仁
王

門
」「
春
日
」「
鹿
場
塚
」「
し
ゆ
ろ
う
堂
」「
轟
坊
」「
経
堂
」「
田
村
堂
」
な
ど
を
画
く
。

9
ウ
・
10
オ　

 

清
水
寺
境
内
絵
図
＝
「
人
丸
社
」「
弁
天
」「
カ
リ
テ
イ
」「
本
願
」「
ふ
く
ろ
水
」「
廊
下
」「
獅
々
有
」「
朝
倉
堂
」「
本

堂
」「
地
主
社
」「
め
く
ら
石
」「
竜
塔
」「
宝
珠
院
」「
釈
迦
堂
」
な
ど
を
画
く
。

　
　
　
　
　
　
　

※
「
本
堂
」
に
つ
い
て
、「
是
本
堂
う
し
ろ
の
か
た
也
」
と
注
す
る
。

10
ウ
・
11
オ　

 

清
水
寺
境
内
絵
図
＝
「
た
き
の
下
」「
哥
中
山
清
閑
寺
」「
高
倉
院
」「
虚
空
蔵
」「
人
宿
」「
滝
之
宮
」「
奥
院
」「
阿
弥
陀

堂
」
な
ど
を
画
く
。

　

文
章
は
概
ね
絵
図
と
対
応
し
て
い
て
、
第
一
丁
裏
か
ら
第
二
丁
表
一
行
目
ま
で
は
序
に
相
当
す
る
箇
所
だ
が
、
そ
の
あ
と
は
、「
大
和
国

高
市
の
郡
」
の
「
子
嶋
の
神
社
」
の
傍
の
「
子
嶋
寺
」
に
い
た
報
恩
の
弟
子
・
賢
心
が
夢
告
を
受
け
、「
淀
川
」
を
経
て
「
山
城
愛を

宕た
き

郡こ
ほ
り

八

坂
の
郷
」
に
至
り
行
叡
と
逢
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
、
田
村
麻
呂
の
夷
賊
退
治
で
終
わ
る
、
一
連
の
清
水
寺
創
建
縁
起
が
、
第
七
丁
表
ま
で

続
く
。
そ
の
末
尾
に
は
「
凡
清
水
寺
建こ
ん

立
よ
り
已こ
の

来か
た

元
文
三
年
戊　
　

午

迄
星せ
い

霜ぞ
う

九
百
六
十
年
に
及
べ
り
」
と
記
す
。
そ
れ
に
続
い
て
、
第
七
丁
表

の
最
後
三
行
に
「
○
是
よ
り
清
水
境
内
／
有
之
寺
社
霊
仏
／
道
し
る
へ
を
し
る
す
」
と
し
た
う
え
で
、
第
七
丁
裏
・
第
八
丁
表
の
全
面
絵
図

「
六
波
羅
野
并
清
水

境
内

」
を
は
さ
ん
で
第
八
丁
裏
に
「
清
水
境け
い

内た
い

寺
社
／
旧き
う

跡せ
き

由ゆ

来
記
」
と
題
し
、
以
下
、「
来
迎
院
」「
三
年
坂
」
な
ど
寺
社
・
名
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所
旧
跡
ご
と
に
案
内
・
解
説
す
る
。
先
に
も
触
れ
た
が
、
後
半
特
に
「
清
水
寺
名
所
図
会
」
と
も
言
う
べ
き
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　

本
書
の
伝
本
と
し
て
は
、
ま
ず
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
に
二
本
存
す
る
。
一
本
は
、
原
題
簽
に
「
絵
解　

京
土
産

音
羽
山
花
之
台
」
と
外
題
が
印
刷
さ

れ
、
刊
記
に
「　

梅
村

京
寺
町
五
条

弥
右
衛
門
板
」
と
あ
る
（84/159

）。
他
の
一
本
の
場
合
、
題
簽
に
「
清
水
境
内
寺
社
由
来
記
」
と
墨
書
さ
れ
、
刊

記
に
「
板
元
／
藤
屋
忠
兵
衛
／
袋
屋
五
兵
衛
／
梅
村
弥
右
衛
門
」
と
あ
る
（84/162

）。
右
記
概
要
は
、
基
本
的
に
後
者
に
基
づ
く
。
ま
た
、

『
国
書
総
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
前
者
と
同
じ
も
の
が
大
東
急
記
念
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
未
見
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館
加

賀
文
庫
所
蔵
本
（1239
）
の
場
合
は
、
題
簽
に
「
清
水
境
内
寺
社
旧
跡
由
来
記
」
と
墨
書
。
末
尾
の
元
文
三
年
東
嬰
子
識
語
の
あ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
村

京
寺
町
五
条
弥
与
門
板

安
永
二
癸　
　

巳

正
月
求
板　
　

梅
村
市
兵
衛
行

と
あ
り
、
一
連
の
創
建
縁
起
の
あ
と
の
記
事
も
、
先
引
の
も
の
と
違
っ
て
「
凡
清
水
寺
建こ
ん

立
よ
り
己こ
の

来か
た

安
永
二
年
癸　
　

巳

迄
星せ
い

霜ぞ
う

九
百
九
十
五
年

に
及
べ
り
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
安
永
二
年
の
再
版
と
知
れ
る
。「
田
村
堂
」
条
の
「
今
元
文
三
午
年
」
が
「
今
安
永
二
巳
年
」
と
な
っ
て

も
い
る
（
12
ウ
）。『
来
験
記
』
と
同
じ
よ
う
に
、
本
書
も
、
安
永
二
年
の
開
帳
に
合
わ
せ
て
再
版
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
『
国
書
総
目
録
』
に
著
録
さ
れ
て
い
る
の
は
こ
れ
ら
計
四
本
な
の
だ
が
、
同
書
に
記
載
が
な
い
も
の
と
し
て
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
千

厓
文
庫
に
右
の
加
賀
文
庫
所
蔵
本
と
同
じ
も
の
が
所
蔵
さ
れ
る
（
同
文
庫
目
録
参
照
）
ほ
か
、
さ
ら
に
、
右
の
い
ず
れ
と
も
ま
た
異
な
る
伝

本
が
、
京
都
女
子
大
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
（188.215/T

o19

）。
最
近
に
購
入
さ
れ
た
も
の
で
、
袋
綴
一
冊
全
十
七
丁
。

縦
二
二
・
四
×
横
一
五
・
九
糎
。
題
簽
に
「
清
水
寺

縁
起
絵
入

音
羽
山
花
之
台
」
と
印
刷
。
末
尾
の
元
文
三
年
東
嬰
子
識
語
の
あ
と
に

安
永
二
巳
春
三
月
開
帳

寛
政
八
辰
春
三
月
開
帳

京
都
書
林　
　
　

勝
村
治

寺
町
通
松
原
下
ル
町

右
衛
門
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と
あ
る
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
に
も
清
水
寺
で
本
堂
本
尊
の
開
帳
が
行
わ
れ
た
こ
と
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
に
再
版
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。「
凡
清
水
寺
建こ
ん

立
よ
り
已こ
の

来か
た

寛
政
八
年
丙　
　

辰

迄
…
」「
今
寛
政
八
辰
年
」
と
い
う
記
事
も
見
え
る
。
長
く
再
版
さ
れ
続
け
た
ら
し
い
。

　

な
お
、
右
の
諸
伝
本
は
、
京
都
女
子
大
学
図
書
館
蔵
本
も
含
め
て
す
べ
て
同
版
で
あ
る
よ
う
だ
が
、
い
ず
れ
に
も
内
題
が
見
え
な
い
。
今
、

岩
瀬
文
庫
蔵
本
等
の
外
題
に
従
っ
て
、
書
名
を
「
音
羽
山
花
之
台
」
と
し
て
お
い
た
。

　

元
文
三
年
に
清
水
寺
で
本
堂
本
尊
の
居
開
帳
が
初
め
て
催
さ
れ
た
の
に
際
し
て
、
清
水
寺
よ
り
『
洛
東
音
羽
山
清
水
寺
略
縁
起
』
が
発
行

さ
れ
た
の
と
は
別
に
、
寺
外
に
お
い
て
も
右
の
通
り
、
清
水
寺
の
縁
起
書
類
が
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
三
点
版
行
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
『
来
験
記
』
と
『
音
羽
山
花
之
台
』
に
つ
い
て
は
、『
洛
東
音
羽
山
清
水
寺
略
縁
起
』
と
同
様
、
元
文
三
年
か
ら
三
十
三
年
に
相

当
す
る
安
永
二
年
時
の
も
の
な
ど
、
以
降
の
開
帳
に
当
た
っ
て
も
再
版
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
右
二
点
は
特
に
、
近
世
中
期
以
降
に
寺

外
で
作
成
さ
れ
流
通
し
た
清
水
寺
の
縁
起
書
類
と
し
て
少
な
か
ら
ぬ
意
味
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
今
一
点
、
元
文
三
年
に
再
版
さ
れ
た

『
絵
縁
起
』
の
方
は
、
そ
の
成
立
や
性
格
の
あ
り
方
自
体
に
興
味
深
い
も
の
も
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
清
水
寺
と
い
う
同
一
寺
院
に
つ
い
て
の
縁
起
書
類
が
ほ
ぼ
同
時
期
に
計
四
点
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
右
に
は
寺
外

の
三
点
の
概
要
を
確
認
し
た
の
み
で
特
に
検
討
を
加
え
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
形
式
だ
け
で
な
く
縁
起
の
内
容
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
四
点

決
し
て
同
じ
で
な
い
面
が
あ
る
。
寺
内
と
寺
外
に
お
け
る
縁
起
伝
承
の
差
異
を
め
ぐ
っ
て
は
、
拙
稿
「
清
水
寺
創
建
縁
起
点
描
②　

そ
の
後

の
楊
柳
観
音
」（『
清
水
』
193
、
平
25
）
な
ど
で
も
言
及
し
た
が
、
さ
ら
に
、
同
時
に
寺
外
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
も
少
な
か
ら
ず
差
異
が
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
縁
起
伝
承
の
あ
り
方
の
複
雑
さ
が
改
め
て
感
じ
ら
れ
よ
う
。

　

古
代
か
ら
近
現
代
に
至
る
ま
で
の
〝
清
水
寺
縁
起
変
遷
史
〟
と
も
言
う
べ
き
も
の
を
構
築
し
た
い
と
思
う
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
右

の
三
点
あ
る
い
は
四
点
そ
れ
ぞ
れ
の
さ
ら
な
る
検
討
ま
た
は
そ
れ
ら
相
互
の
比
較
検
討
が
必
要
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
小
稿
は
、
そ
の
手
初
め
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と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
下
に
、『
音
羽
山
花
之
台
』
の
翻
刻
と
影
印
（
一
部
、
絵
図
の
あ
る
箇
所
の
み
）
を
掲
げ
て
お
く
。

翻
刻
『
音
羽
山
花
之
台
』

　

・
同
版
な
が
ら
従
来
知
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
京
都
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
本
に
よ
っ
て
翻
刻
す
る
。
た
だ
し
、
判
読
不
能
箇
所
に
つ

い
て
は
他
本
に
よ
り
補
っ
た
。
な
お
判
読
し
難
か
っ
た
箇
所
は
□
で
示
し
、
誤
読
等
の
不
備
と
共
に
他
日
の
補
正
を
期
し
た
い
。

　

・
基
本
的
に
通
行
の
字
体
に
改
め
る
と
共
に
、
私
に
句
読
点
や
引
用
符
号
を
施
し
た
。
誤
字
な
ど
は
元
の
ま
ま
。

　

・
半
丁
ご
と
の
末
尾
に
、』オ１
な
ど
と
記
し
た
。

目　
　

録

和
州
高
市
子こ

嶋し
ま

音お
と

羽は

山
開
始

延ゑ
ん

鎮ち
ん

僧そ
う

都づ

問も
ん

答ど
う

田
村
将
軍
鹿し
か

狩ゝ
り

清
水
山
大
風ふ
う

雨う

夷い

賊ぞ
く

高
丸
軍い
く
さ

六
波は

羅ら

野
之
絵ゑ

図づ

清
水
一
山
之
図

奥を
く

院
音
羽
滝た
き

本
堂
絵
図

経き
や
う

書か
く

堂

三
年
坂

轟と
ゞ
ろ
き

之
橋は
し

優う

婆ば

堂

真し
ん

福
寺

宝
徳と
く

寺

仲
光
院

地
蔵
院

仁
王
門

犀さ
い

門

春
日
社

泰た
い

産さ
ん

寺

鹿し
か

場ま

塚

鐘し
ゆ

楼ろ
う

堂

竹
林
院
聖
天

轟と
ゝ
ろ
き

坊

経
堂

三
重
塔

田
村
堂

弁
財
天

朝あ
さ

倉く
ら

堂

阿
弥
陀
像

毘
沙
門
天

本
堂

後ご

門
多
門
天

地
主
権
現

釈
迦
堂

瀧り
う

山せ
ん

寺

奥
院

夜
叉し
や

神

滝
之
宮

宝
珠
院

音
羽
滝

音
羽
山

坊
舎

十
景け
い

ふ
く
ろ
水

め
く
ら
石

地
主
桜さ
く
ら

履く
つ

之
古こ

跡せ
き

滝た
き

之
下

右
以
上
』オ１
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凡
此
山
華く
わ

洛ら
く

の
ひ
か
し
ニ

当
て
、
四し
い

時し

の
風
景け
い

筆
舌ぜ
つ

の
及
ふ
所
に
あ
ら
す
。
春
興け
ふ

な
ど
の
詠
に
か
き
ら
ず
、
都と

鄙ひ

の
遊ゆ
う

人
常
に
絡ら
く

繹ゑ
き

跡
を
た

へ
ず
。
特こ
と
に

数す

品ほ
ん

の
桜
花
爛ら
ん

漫ま
ん

に
し
て
、
殊
更
名
地
の
風
香か

有
。
直み

下お
ろ
し

の
瀑は
く

泉せ
ん

清せ
い

凉り
や
う

な
り
。
九き
う

夏か

の
し
の
ぎ
爰
に
し
か
ん
。
是
洛ら
く

陽よ
う

の
一
竒き

観く
わ
ん

に
し
て
、
世
人
の
口こ
う

実じ
つ

、
古
今
絶た
ゆ
る

こ
と
な
し
。
就づ
く

レ
中
犀さ
い

門
に
望
め
ば
、
北
山
よ
り
西
を
淀よ
と

・
八
わ
た
・
摂せ
つ

河が

・
和
州し
う

の
岑み
ね

を
遥は
る
か

に
し
、

泉
州
村
里
・
ふ
し
み
・
深ふ
か

草
・
大
仏
殿
・
隣り
ん

寺じ

細こ
ま
か

に
目
の
し
た
に
見
ゆ
。
ほ
と
ん
と
』ウ１
洛
東
の
景
色
他
に
有
こ
と
な
し
。
爰
に
当
山
の
起を
こ

り
は
、
人
皇
四
十
九
代
弘こ
う

仁
天
皇
の
御
宇
、
宝
亀
九
年
の
比
、
大
和
国
高
市
の
郡
八
多
の
郷ご
う

に
子
嶋
の
神
社
有
。
傍
か
た
は
らに

子こ

嶋
寺
の
住
僧そ
う

報ほ
う

恩お
ん

師
の
弟
子
に
賢け
ん

心
と
い
え
る
僧
有
。
少
年
よ
り
も
出
家
し
て
六
時じ

三
昧ま
い

お
こ
た
ら
ず
、
苦く

修し
ゅ

練れ
ん

行
止や
む

こ
と
な
し
。
常
に
報
音
大
士
を
信
敬け
う

し
、

天
平
宝
字
四
年
庚　
　

子

の
比
、
御
長
一
丈
八
尺
の
観
世
音
を
つ
く
り
、
并

四
天
王
の
像
を
も
此
所
に
安
置ち

す
。
然
と
い
へ
と
も
未
正
身
の
尊そ
ん

影え
い

を

拝は
い

せ
さ
る
故
、
大
悲
願
を
発お
こ
し

け
り
。』オ２
あ
る
日
夢ゆ
め

の
告つ
げ

を
蒙か
う
ふ

り
、
仍
て
宝
亀
九
年
戊　
　

午

卯
月
八
日
に
先
平
安
城じ
や
う

に
い
た
ら
ん
と
て
、
淀
川
迄

き
た
り
見
る
に
、
一
ツ

の
支
派
を
み
付
た
り
。
水
中
に
金こ
ん

色
一
す
じ
の
流な
が
れ

あ
り
。
頓や
か

而
水
源け
ん

を
た
づ
ね
入
へ
し
と
、
都
加
茂
川
に
来
り
、
東

を
さ
し
谷
に
尋
し
た
ひ
け
る
に
、
山
城
愛を

宕た
き

郡こ
ほ
り

八
坂
の
郷
音
羽
川
の
水
上
ニ

至
る
所
に
、
白
滝た
き

涌ゆ

出し
ゆ
つ

す
る
辺ほ
と

り
岸き
し

の
上
に
一
ツ

の
草そ
う

庵あ
ん

有
。

内
に
白は
く

衣ゑ

を
着き

た
る
老ろ
う

翁お
う

あ
り
。
賢け
ん

心
向む
か

て
曰い
は
く

「
い
か
に
誰た
れ

人
な
ら
ん
哉
」
と
尋た
つ
ね

し
に
、「
我わ
れ

此
地
に
陰い
ん

約や
く

す
る
こ
と
』ウ２
す
で
に
二
百
余よ

歳さ
い

、
つ
ね
に
千
手じ
ゆ

千
眼げ
ん

の
神
呪じ
ゆ

を
た
も
て
り
。
我
名
は
行
叡ゑ
い

と
い
ふ
。
汝な
ん
ぢ

を
待
こ
と
久
し
。
幸
さ
い
わ
い

成
哉
、
汝
来
れ
り
。
此
地
造ぞ
う

堂
の
霊れ
い

場じ
や
う

也
」。

又
、
庭て
い

前
の
株ち
ゆ

枿か
つ

を
さ
し
て
曰
「
是
観
音
の
料り
や
う

木ぼ
く

に
て
、
過く
わ

去こ

狗く

留る

孫そ
ん

仏
の
時
、
霊
木
千
仏
種し
ゆ

摩ま

の
木も
く

槵げ
ん

子じ

を
植う
へ

、
其
種た
ね

生せ
い

長
し
た
る
古こ

木
也
。
我
、
是
を
も
つ
て
大
悲ひ

の
造ぞ
う

材さ
い

に
擬ぎ

す
べ
し
と
い
へ
共
、
未
東
州し
う

に
行
を
は
た
さ
ざ
る
の
故
、
爰
を
し
ば
ら
く
去さ
る

へ
し
。
汝
我
に
か

わ
つ
て
此
庵あ
ん

に
住
す
へ
し
。
我
若
を
そ
く
か
へ
ら
ば
、』オ３
汝
宜
よ
ろ
し
く

い
と
な
む
べ
し
。
此
地
練れ
ん

若に
や
く

を
建た
つ

る
に
よ
し
」
と
云
終お
は
つ

て
、
東
を
さ
し
て

行
玉
ふ
。
賢
心
も
随ず
い

喜き

の
涕な
み
た

袂た
も
と

を
ひ
た
し
、
追つ
い

求ぐ

の
心
尤
切せ
つ

な
り
し
か
は
、
期ご

を
待
て
も
た
へ
か
ね
、
則
庵い
お
り

を
出
て
東
の
方
を
尋
行
見
れ

共
し
れ
す
。
夫
よ
り
山
科し
な

東
の
峯み
ね

に
登
け
る
に
、
一
つ
の
履く
つ

を
ひ
ろ
ゑ
り
。
取
て
見
る
に
、
う
た
が
ふ
所
も
な
き
居こ

士じ

の
沓く
つ

也
。「
扨
は
此

老
翁お
う

は
大
悲
の
応お
う

現げ
ん

な
ら
ん
。
履く
つ

を
遺の
こ
す

は
其
迹あ
と

を
し
め
す
の
み
」
と
合が
つ

掌し
や
う

作さ

礼れ
い

し
て
、
本
の
庵い
お
り

に
帰
り
、
遺ゆ
い

戒か
い

の
像そ
う

を
刻
き
さ
ま
んと

ほ
つ
』ウ３
す
れ
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共
、
造ぞ
う

功
の
た
く
は
へ
な
く
、
三
衣
の
外
無な
し

レ
資た
す
け

。
荏じ
ん

苒せ
ん

と
し
て
年
月
を
経ふ

る
所
に
、
先
此
山
に
堂
舎し
や

を
建
ん
と
欲
す
る
に
も
、
古
樹し
ゆ

枝し

葉よ
う

は
び
こ
り
、
し
げ
り
深ふ
か

く
、
陰い
ん

森し
ん

日
影か
げ

を
も
ら
さ
す
。
旧き
う

苔た
い

路み
ち

を
う
づ
み
、
巌か
ん

石
す
る
ど
く
そ
ば
だ
つ
て
、
寸
地
を
も
ふ
く
る
に
便た
よ
り

あ
ら

ざ
る
故
、
ひ
め
も
す
患う
れ
う

ふ
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
夜
、
□
を
ゝ
か
せ

□を
ゝ

□あ
め

し
て
、
雷ら
い

の
音
山
鳴な
り

谷
応お
う

じ
て
す
さ
ま
じ
か
り
し
か
、
東し
の

雲ゝ
め

に
望
て
漸
や
う
や
く

風
雨う

は
や
み
て
常
の
如
し
。
賢
心
竒き

怪く
わ
い

の
思
を
な
し
庵
を
出
て
み
る
に
、』オ４
大
樹し
ゆ

は
谷
に
た
お
れ
岩
石
く
だ
け
落お
ち

て
、
但た
ゞ

堂
を
建た
つ

べ
き
に
便
あ

る
平
地
自
を
の
つ
か

ら
出
来
た
り
。
傍
か
た
は
らに

鹿し
か

共
死し
ゝ

て
有
。
是
薩さ
つ

た
の
つ
か
わ
し
め
な
ら
ん
や
と
、
霊れ
い

瑞ず
い

の
信し
ん

や
む
こ
と
を
得
ず
、
一
塚ち
よ

に
き
づ
き
葬
ほ
う
む
り

た
り
。
今
鹿か
場ま

塚つ
か

是
也
。
然
る
所
に
、
宝
亀
十
一
年
庚申

の
比
、
近こ
ん

衛ゑ

将し
や
う

監け
ん

坂
上
田
村
麻ま

呂ろ

、
有
時
鹿し
か

を
猟り
や
う

し
鳥と
り

辺べ

山
延ゑ
ん

年
寺
の
谷
を
わ
け
入
、

滝た
き

の
流
を
し
た
ひ
爰
に
来
り
、
一
つ
の
草
庵
を
見
付
、
希け

有う

に
お
も
ひ
尋
玉
ふ
に
、
賢け
ん

心
、
右
の
こ
と
を
語か
た
ら

れ
き
。
田
村
麿
し
』ウ４
じ
う
の

物
語
を
聞
、
感か
ん

嘆た
ん

し
、
造ぞ
う

功か
う

の
旦だ
ん

越お
つ

な
ら
ん
と
約や
く

し
て
、
宿
所
に
帰
り
、
妻
善
高
子
三
善
清
継

之
息
女
也

に
告つ
ぐ

る
。「
自
ら
も
と
よ
り
志
こ
ゝ
ろ
さ
し

有
。
幸
さ
い
わ
い

な
る
か

な
」
と
て
、
夫ふ
う

婦ふ

一
心
に
感か
ん

悦
し
て
、
則
自じ

宅た
く

を
移う
つ

し
て
寺
と
な
し
、
皮か
の

霊れ
い

木
を
切
て
、
賢け
ん

心
報ほ
う

恩お
ん

の
両
僧
共
に
千
手
千
眼げ
ん

大
悲
の
像そ
う

を

彫ち
や
う

刻こ
く

し
安
置ぢ

せ
し
め
給
へ
り
。
其
後
、
田
村
麿
上
奏そ
う

し
て
度ど

者
一
人
を
申
給
り
、
賢
心
を
度と

す
時
、
改
あ
ら
た
め

て
延ゑ
ん

鎮ち
ん

と
云
り
。
仍
而
大
同
年
中

に
諸
堂
悉
成
就し
ゆ

せ
り
。
爰
に
又
桓く
わ
ん

武む

天
皇
延
暦
』オ５
十
四
年
の
春
、
東
海
よ
り
夷い

賊そ
く

蜂ほ
う

起き

し
て
来
る
よ
し
、
都
へ
聞
へ
け
れ
は
、
頓や
か

而
退た
い

治ぢ

を
田
村
麿
に
お
ゝ
す
。
則
勅ち
よ
く

定
有
、
征せ
い

夷い

大
将
軍
と
宣せ
ん

下
せ
ら
る
。
是
に
つ
ゐ
て
田
村
麿
、
延ゑ
ん

鎮ち
ん

僧そ
う

都
に
語か
た
り

て
曰
「
我
、
忝
か
た
し
け
な
く

も
勅ち
よ
く

命

を
承う
け

、
今
度
夷い

賊そ
く

を
征せ
い

し
申
ニ

付
、
願
ら
く
は
貴き

坊
の
法
力り
き

を
か
ら
ず
ん
は
、
命
を
は
づ
か
し
う
せ
ざ
る
こ
と
を
得
ん
」
と
有
け
れ
は
、
延

鎮
か
曰
「
心
安
く
思
召
れ
よ
。
我
、
丹
誠せ
い

を
こ
ら
し
め
大
悲
の
威い

力り
き

を
そ
は
し
め
奉
り
な
ん
」
と
諾た
く

す
。
時
に
夷い

賊そ
く

の
大
将
高た
か

丸
と
い
ふ
』ウ５

者
、
は
や
駿す
ん

州
清
見
か
関
に
陳
所
を
構か
ま

ふ
。
将
軍
し
ば
ら
く
退
し
り
そ
きて
奥
州
を
保た
も
つ

。
官く
わ
ん

師し

、
夷い
そ

賊く
の

奴や
つ

原は
ら

、
鬼き

神
の
如
く
な
る
荒あ
ら

武
者
と
相
戦た
ゝ
か

ふ

所
に
、
官く
わ
ん

軍
矢や

だ
ね
つ
き
た
り
。
い
か
ゝ
せ
ん
と
案あ
ん

煩
し
わ
つ
ら

ふ
所
に
、
何い
つ

国く

と
も
な
く
お
さ
な
き
比ひ

丘く

と
幼
を
さ
な
き

童ど
う

子し

二
人
来
り
、
戦せ
ん

場じ
や
う

に
立
ふ
さ

が
り
、
ゐ
捨す
た

り
し
矢や

を
悉
ひ
ろ
い
と
り
、
官
軍
に
あ
た
へ
給
ば
、
将
軍
是
に
力ち
か
ら

を
得
、
終つ
い

に
高
丸
を
射い

を
と
し
、
神か
く
ら楽
岡
に
お
ゐ
て
首く
ひ

を

討う
ち

取
た
り
。
将
軍
恐き
や
う

悦
し
、
則
首
を
帝て
い

都と

へ
登の
ほ

し
』オ６
玉
ひ
け
る
。
頓
而
将
軍
延
鎮
に
あ
ひ
玉
ひ
、「
貴き

坊
の
修し
ゆ

す
る
所
、
い
づ
れ
の
法
ぞ

こ
と

く
く

こ
と

く
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や
。
偏
に
妙
助ぢ
よ

瑞ず
い

験げ
ん

、
只た
ゝ

事
ニ

あ
ら
ず
」
と
有
し
か
ば
、
延
鎮
の
曰
「
我
法
力
の
内
に
、
し
や
う
ぐ
ん
地
蔵
、
し
や
う
て
き
毘ひ

沙
門
の
法
有
。

我
、
此
二
像そ
う

を
造つ
く
つ

て
供く

修じ
ゆ

す
る
の
み
」
と
有
は
、
将
軍
竒き

異い

の
思
ひ
を
な
し
、
則
御み

戸と

帳
を
明あ
け

て
作さ

礼
有
に
、
脇わ
き

士し

の
二
尊そ
ん

に
、
或あ
る
い

は
矢や

の
あ
と
刀か
た
な

の
症き
つ

所
々
に
み
へ
、
ま
た
泥ど
ろ

土
御み

足あ
し

に
付
た
り
。
将
軍
大
に
を
ど
ろ
き
て
、
扨
は
戦せ
ん

場ぜ
う

に
て
二
人
の
小
童と
う

子し
ハ

』ウ６
此
二
尊
に
て

ま
し
ま
せ
し
よ
と
敬き
や
う

礼
し
て
、
こ
の
事
を
帝み
か
と

へ
奏そ
う

し
奉
り
つ
ゝ
、
延
暦
十
七
年
七
月
二
日
に
改
て
伽が

藍ら
ん

悉
と
成
就
な
し
て
、
本
尊
を
入
奉

ら
れ
け
り
。
則
征せ
い

夷い

の
た
め
に
造つ
く

る
所
の
二
尊
を
脇わ
き

立
と
し
玉
ふ
也
。
誠
に
此
二
仏
も
わ
け
て
霊れ
い

験け
ん

一
じ
る
し
と
な
り
。
凡
清
水
寺
建こ
ん

立
よ

り
已こ
の

来か
た

元
文
三
年
戊　
　

午

迄
星せ
い

霜ぞ
う

九
百
六
十
年
に
及
べ
り
。

○
是
よ
り
清
水
境
内
有
之
寺
社
霊
仏
道
し
る
へ
を
し
る
す
。』オ７

　
〈
7
ウ
・
8
オ
全
面
絵
図
「
六
波
羅
野
并
清
水
境
内

」〉

　

清
水
境け
い

内た
い

寺
社

　
　
　

旧き
う

跡せ
き

由ゆ

来
記

一
来ら
い

迎か
う

院

是
経
書か
く

堂
と
い
え
り
。
三
年
坂
の
上
ニ

有
。
本
尊
聖
徳
太
子
自
作
の
像
な
り
。
住
僧
、
常
に
経
木
に
経
を
書し
よ

す
。
信
施せ

の
志
こ
ゝ
ろ
さ
し

有
は
、
則
小せ
う

卒そ

都と

婆は

に
霊れ
い

名
を
写う
つ

し
、
是
を
さ
づ
く
。
か
た
は
ら
の
水
砵ば
ち

に
向
ひ
法
名
に
水
を
た
む
け
帰
る
。
今
尚な
を

奥お
く

院
に
水
向
余
た
有
て
、
こ
ゝ
に

集あ
つ
ま

る
。
又
、
北ほ
く

斗と

堂
と
い
ふ
は
い
に
し
へ
此
辺
に
有
し
由
。
今
其
所
を
失し
つ

せ
り
。』ウ８

○
三
年
坂

此
坂
、
大
同と
う

二
年
に
清
水
寺
建
立
有
て
、
同
三
年
に
此
路み
ち

を
開
き
し
故
な
り
と
い
え
り
。
ま
た
、
上
に
子
安
の
塔
有
ゆ
へ
、
産さ
ん

寧ね
い

坂
と
も
い

ふ
よ
し
。

こ
と

く
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○
轟
と
ゝ
ろ
きの

橋

此
石
は
し
、
三
年
坂
の
下
に
か
ゝ
れ
り
。
又
、
ふ
く
ろ
水
の
傍
か
た
は
らな

る
橋
を
も
云
也
。

一
法
成
寺

是
世
に
う
ば
堂と
う

と
い
ふ
。
経
書か
く

堂
の
向
ひ
也
。
本
尊
愛
染
明
王
。
う
ば
の
像
有
。
弘
法
大
師
作
と

云
り
。
奪だ
つ

衣ゑ

婆ば

の
像さ
う

な
り
。』オ９

一
真
福
寺

当
時
本
尊
は
丈
六
の
大
日
如
来
像
。
弘
法
大
師
の
御
作
也
。
同
西
の
方
ニ

八
角
に
造
た
る
輪り
ん

蔵そ
う

有
。
内
に
五
部ぶ

の
大
乗ぜ
う

経
を
納を
さ

む
る
と

也
。
上
下
軸ぢ
く

に
て
八
角
、
一
方
に
は
六
字
の
名
号
有
。
江
州
坂
本
西
教け
う

寺
真し
ん

盛せ
い

上
人
の
筆
跡せ
き

也
。
廻
り
に
千
手
観
音
み
だ
来
迎
の
絵
有
。
参

詣
の
人
、
常
に
罪さ
い

滅め
つ

後ご

生し
や
う

の
為
、
是
を
ま
わ
す
事
也
。

一
宝
徳
寺
北
側
也

本
尊
弥
陀
如
来
。
行
基
菩
薩
の
作
。
浄
土
宗
を
』ウ９
勤
ム

。
清
水
境
内
惣
堂
也
。

一
仲
光
院

本
尊
随
求
菩
薩
。
愛
染
明
王
を
安
置
す

。
南
側
也
。

一
地
蔵
院

当
院
本
尊
如に
よ

意い

輪り
ん

観
音
の
像
也
。
子
安
の
む
か
ひ
北
側か
は

也
。
い
に
し
は
奥
院
の
辺
り
に
有
し
か
、
寛く
わ
ん

永
六
年
の
焼せ
う

失し
つ

に
か
ゝ
り
、
其
後
し

ゆ
ろ
う
堂
の
後
に
写う
つ

す
。
凡
二
百
年
余よ

に
及
へ
り
。
本
尊
御
長
三
尺
余
、
春
日
の
作
也
。
む
か
し
当
山
に
妙
心
尼
と
て
有
。
不
断た
ん

念
仏
お
こ

た
ら
す
、
草
庵
を
構か
ま
へ

住ち
う

居
す
。
身
に
は
麻あ
さ

の
衣
紙か
み

ふ
す
ま
』オ⓾
な
ら
て
用
ひ
す
。
一
食し
き

調て
う

斎さ
い

に
し
て
、
米べ
い

銭
を
貯
た
く
は
へず
。
念
仏
の
お
こ
た
る
ひ

ま
な
く
て
居
り
。
折
ふ
し
大
内
に
通
ひ
け
り
。
此
本
尊
い
つ
く
よ
り
か
持
来
り
し
か
、
常
に
信
心
不あ
さ

浅か
ら
す

、
香か
う

花け

灯と
う

供く

養
し
け
り
。
終
に
余よ

命
限か
き
り

有
て
、
病
こ
と
有
。
七
日
が
程
、
一
心
不
乱ら
ん

念
仏
し
け
る
か
、
本
尊
ひ
か
り
を
放
し
妙
心
を
て
ら
し
玉
ふ
と
ひ
と
し
く
合が
つ

掌し
や
う

し
、
七
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十
三
才
に
し
て
り
ん
じ
う
正
念
に
往
生
を
と
げ
け
る
と
な
り
。
其
後
、
し
ゆ
ろ
う
堂
の
う
し
ろ
よ
り
今
此
と
こ
ろ
に
う
つ
せ
り
と
也
。』ウ⓾

○
馬
と
ゝ
め

一
楼ろ
う

門
仁
王
門
也

是
あ
う
ん
の
仁
王
を
安
置
ス

。
又
、
一
名
那な

羅ら

延ゑ
ん

堅け
ん

固こ

と
称
す
。
一
方
を
密み
つ

迹し
や
く

金こ
ん

剛こ
う

。

一
犀さ
い

門

是
多た

門
天
・
持ぢ

国
天
を
安
し
す
。
此
所
、
風
景け
い

詠な
か
め

第
一
の
所
也
。
門
に
犀
を
ほ
り
物
に
す
。
右
楼ろ
う

門
の
南
也
。

一
春
日
社

和
州
南な

都ら

三
笠か
さ

山
之
四
所
明
神
を
勧く
わ
ん

請し
や
う

し
、
此
山
に
あ
が
む
也
。
当
山
は
南
都
一
乗
院
の
門
跡せ
き

寺じ

務む

た
り
。
法ほ
つ

相そ
う

宗
と
い
へ
共
、
今
寺
僧

真し
ん

言こ
ん

を
勤つ
と
ム

。』オ⓫

泰た
い

産さ
ん

寺

当と
う

寺
は
是
子こ

安
の
塔と
う
ト

云
。
然
る
に
此
本
尊
観
世
音
菩
薩
は　

人
皇
四
十
五
代
の
帝
聖せ
う

武む

天
皇
の
御
后き
さ
き

光
明
皇こ
う

后ぐ
う

の
安あ
ん

産さ
ん

を
、
天
照せ
う

太
神
に

祈い
の
り

玉
ふ
に
、
あ
る
夜
、
太
神
宮
告つ
げ

て
曰
「
此
本
尊
、
昔む
か
し

、
仏
母も

摩ま

那や

夫ふ

人
の
守
本
尊
也
。
今
帝
な
け
き
に
よ
り
幸
我
朝て
う

に
渡わ
た

り
玉
ひ
し
を
、

皇こ
う

妃ひ

の
難な
ん

産さ
ん

を
す
く
わ
し
め
ん
た
め
、
尚
又
後
世
に
一
切
衆
生
難な
ん

産さ
ん

の
守し
ゆ

護ご

仏ふ
つ

と
せ
ん
事
し
か
る
べ
し
。
尤
三
重
の
塔
を
一
宇
建
、
此
本
尊

を
納
む
へ
し
」
と
告つ
け

た
ま
ゑ
ば
、
夢
さ
め
け
る
に
、
御
ま
く
ら
の
上
に
か
の
本
尊
お
は
し
ま
し
け
り
。
其
後
、
皇こ
う

后く
う

安
産
有
て
、
満
願
成
就
ニ

付
、
天
平
二
年
ニ

山
城
国
愛を
た

宕き

郡
八
坂
郷
轟
と
ゝ
ろ
き

里
に
塔
を
建
立
し
玉
ひ
、
寺
号
を
泰た
い

産さ
ん

寺
と
称
し
、
か
の
本
尊
を
納
玉
ふ
に
、
折
ふ
し
有
夕
暮

に
、
若に
や
く

僧
千
手
大
悲
の
霊
像
を
負お
い

来
り
曰
「
当
寺
宝
塔
に
移う
つ

し
奉
り
給
ふ
霊
尊
は
、
壱
寸
八
ぶ
の
小
像
な
れ
は
、
結け
つ

縁え
ん

の
も
の
拝を
が
み

に
く
し
。

我
今
持
来
り
し
霊
像
の
御
胸む
ね

の
内
に
納
玉
へ
」
と
云
、
何
方
へ
行
と
も
見
へ
す
さ
り
に
け
り
。
依
て
か
の
小
像
は
腹ふ
く

内な
い

に
納
奉
り
安
置
し
玉

ふ
。』ウ⓫
仍
而
平
産
を
祈い
の
る

る
に
あ
ら
た
な
る
こ
と
、
明
あ
き
ら
か

也
。
然
は
此
塔と
う

は
清
水
建こ
ん

立
よ
り
七
十
六
年
已い

前ぜ
ん

の
こ
と
な
り
と
ぞ
。
又
、
田
村
麿
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高
子
の
平
産さ
ん

を
此
観
音ニ
祈い
の
り

玉
ひ
し
と
也
。

鹿し
か

場ま

塚つ
か

是
右
伝
記
に
の
す
る
処
、
延
鎮
僧
都
死
た
る
鹿
を
此
所
に
ほ
う
む
り
し
所
也
と
云
り
。
又
、
坂
上
田
村
麿ま
ろ

猟り
や
う

せ
し
鹿
を
此
所
に
埋う
づ
ま

れ
し
と

も
云
伝
へ
り
。

鐘し
ゆ

楼ろ
う

堂

是
鹿し
か

場ま

塚
の
傍
か
た
は
ら

に
有
。
此
鐘か
ね

梵ぼ
ん

声じ
や
う

に
し
て
、
ね
ふ
り
を
さ
ま
せ
り
。
晩い
り

鐘あ
ひ

の
ひ
ゞ
き
尤
し
ゆ
せ
う
也
。
謡う
た
ひ

に
も
清
水
寺
の
か
ね
の
声こ
ゑ

諸
行

無む

常し
や
う

と
い
へ
る
も
こ
と
わ
り
ぞ
か
し
。

竹
林
院

是
犀さ
い

門
の
下
に
本
尊
聖
天
を
安
置
し
奉
る
。
此
堂
近
世
建
る
と
こ
ろ
な
り
。
景か
け

清
か
守
本
尊
有
之
。
又
、
春
日
の
社
傍
に
も
古
き
石
塔
に
観

音
有
之
。

　

轟
と
ゝ
ろ
き

坊
』オ⓬

是
当
山
目も
く

代
慈じ

心
院
と
号が
う

す
。
む
か
し
轟
の
橋
傍
に
有
し
故
、
名
付
た
り
と
也
。
近
世
当
院
に
淡あ
は

嶋
明
神
又
随ず
い

求ぐ

大
菩
薩
の
像ぞ
う

を
安
置
せ
り
。

経
堂

此
堂
に
中
尊
釈
迦
如
来
、
脇わ
き

士し

に
文
殊し
ゆ

・
普ふ

賢げ
ん

の
像
を
安
置
す
。
右
方
に
普ふ

大
士し

の
像
、
左
方
に
三
十
三
体
の
観
音
の
像
有
。
一
切
経
を
庫こ

に
納
有
之
所
な
り
。

三
重
塔

本
尊
東ひ
か
し

向
に
大
日
如
来
座
す
。
西
の
方
は
釈し
や

迦か

・
文
殊
・
普
賢
の
絵ゑ

像そ
う

を
置
た
り
。
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田
村
堂

御
図
子
の
内
に
五
尊そ
ん

有
。
中
ニ

田
村
麿
の
像
、
前
東
の
方
鈴す
ゞ

鹿か

御
前
、
西
聖
徳
太
子
、
後
の
方
東
に
行き
や
う

叡ゑ
い

居
士
、
同
西
方
延
鎮
僧
都
の
像
有
。

夫
将
軍
田
村
麿
利
仁
は
伝
云
。
田
村
麿
は
大
納
言
苅
田
丸
の
二
男
に
し
て
、
人
皇
五
十
二
代
嵯
峨か

天
皇
弘
仁
元
年
九
月
、
大
納
言
ニ

任
ス

。
兼

右
大
将
た
り
。
身
の
長
五
尺
八
寸
有
。
身
を
重を
も
く

軽か
ろ
く

す
る
ニ

、
二
百
斤
、
六
十
四
斤
ニ

せ
り
。
い
か
れ
る
時
は
猛ま
う

獣
も
お
そ
れ
、
ゑ
め
る
時
は

み
と
り
子
も
し
と
ふ
。
終
ニ

大
納
言
正
三
位
ニ

経へ

上
り
、
弘
仁
二
年
五
月
廿
三
日
、
寿
五
十
四
才
に
て
薨こ
う

す
。
山
科
栗く
る

栖す

野
ニ

葬そ
う

す
。
元
来
先

祖
後こ

漢か
ん

霊れ
い

帝
子
孫そ
ん

也
。
従し
う

二
位
に
て
贈
官
有
て
、
挙
を
得
た
る
人
也
。
官
社
江
州
土
山
ニ

あ
が
む
。
正
一
位
田
村
大
明
神
ト

云
。
今
元
文
三
午

年
迄
凡
九
百
四
十
三
年
ニ

及
べ
り
。』ウ⓬

鴟ふ
く

鴞ろ

水　
　

傍
か
た
は
ら

門
ニ

広こ
う

目も
く

天
・
増ぞ
う

長
天
の
像
有
。
犀さ
い

門
共
ニ

四
天
也
。

鳥と
り

居い

の
傍
か
た
は
らに
有
。
手て
う
づ洗
砵ば
ち

の
こ
と
也
。
石
の
水
砵
。
筧か
け
ひ

の
水
自を
の
つ

ら
涌わ
き

出
る
な
り
。
い
に
し
へ
よ
り
有
し
は
、
む
か
し
千
の
利り

休き
う

と
云
る
者
、

是
を
取
て
我
茶ち
や

寮し
つ

の
手
洗
ふ
石い
し

盆ほ
ん

と
な
し
け
り
。
依
レ
之
か
さ
ね
て
新
に
つ
く
り
、
替か
へ

根ね

石
に
ふ
く
ろ
ふ
を
彫ほ
り

付
た
り
。

弁へ
ん

才
天
社

鳥
居
北
の
方
に
小
池
を
構か
ま

へ
安
す
。
又
、
訶か

帝て
い

母ほ

堂
。
此
両
堂
近
世
建
立
也
。

朝あ
さ

倉く
ら

堂
内
ニ
本
尊
、
東
ノ
方
ニ
大
黒
天
又
千
体
仏
、
西
ノ
方
ニ
三
十
三
体
の
観
音
有
。

此
堂
に
は
、
本
尊
御
長
三
尺
の
千
手
観
世
音
・
地
蔵
・
毘
沙
門
天
を
安
置
す
。
是
は
む
か
し
越
前
の
住
人
に
朝
倉
弾だ
ん

正せ
う

貞さ
た

景か
け

と
云
人
有
。
常

に
観
音
を
帰き

依ゑ

す
る
事
甚
。
然
る
に
往い
に

古し
へ

当
山
の
額か
く

を
論ろ
ん

ず
る
こ
と
有
て
、
南
都
山
門
と
と
う
ぜ
う
に
及
び
し
か
は
、
終つ
い

に
山
門
の
衆し
ゆ

徒と

諸

堂ヲ
焼や
く

。
爰
に
お
ゐ
て
貞さ
た

景か
け

是
を
な
げ
き
、
信し
ん

仰か
う

な
る
に
よ
つ
て
、
本
堂
を
再さ
い

興こ
う

せ
り
。
其
砌み
き
り

本
尊
を
拝は
い

せ
ん
と
誓ち
か

ひ
て
御
づ
し
の
戸と

を
開

き
け
れ
は
』オ⓭
忽た
ち
ま
ち

両
眼が
ん

を
し
ゐ
て
げ
り
。
貞
景
一
心
に
罪ざ
い

障し
や
う

を
さ
ん
げ
し
て
い
わ
く
「
誠
や
此
尊
容
は
余よ

仏
と
か
わ
り
三
十
三
天
の
密み
つ

法ほ
う

を

も
開
き
た
ま
は
ざ
る
に
、
我
等
い
や
し
き
身
を
以
て
尊そ
ん

体た
い

を
開
帳
せ
し
こ
と
、
く
や
み
て
も
猶
あ
ま
り
有
」
と
て
三
度
作
礼
し
て
、
頓や
か

而
千

り
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手
千
眼
の
像
を
う
つ
し
き
ざ
み
、
此
堂
を
建
、
本
尊
を
す
へ
け
る
に
、
是
迄
目
し
ゐ
た
る
か
は
た
と
ひ
ら
き
明
か
に
成
け
れ
は
、
弥
信
心
い

や
ま
さ
り
て
尊そ
ん

敬け
う

お
こ
た
る
こ
と
な
し
。
そ
の
ゝ
ち
寛
永
六
年
に
焼せ
う

失し
つ

有
之
て
、
此
堂
も
共
に
焼
た
り
。
然
る
に
堂
の
地
中
に
石
の
か
ら
ひ

つ
を
堀ほ
り

あ
て
た
り
。
人
皆
ふ
し
き
の
思
ひ
を
な
し
、
ひ
ら
き
見
る
に
、
黄わ
う

金
の
観
音
の
像
有
。
又
、
鐲と
つ

古こ

、
花
皿さ
ら

も
有
け
り
。
其
後
、
寛く
わ
ん

永
八
年
ニ

堂と
う

舎し
や

建
シ

と
也
。
右
観
音
、
地
主し
ゆ

社
う
し
と
ら

方
堂
ヲ
建

安
置
ス

。

阿
弥
陀
像

本
堂
西
に
内
陳
へ
入
所
に
有
。
本
尊
行
基
作
立
像
也
。
世
に
塩し
ほ

断だ
ち

の
み
た
と
称
し
ぬ
。

毘
沙
門
天

本
堂
の
内
正
面
の
東
の
方
に
、
御
長
二
尺
ば
か
り
の
毘
沙
門
天
の
安
置
す
。』ウ⓭

本
堂

是
伝
記
前ま
へ

に
見
ゑ
た
り
。
中
尊ぞ
ん

御
長た
け

八
尺
千
手し
ゆ

千
眼け
ん

観
世
音
菩
薩
。
延ゑ
ん

鎮ち
ん

僧
都づ

の
作
。
中
尊
両り
や
う

脇わ
き

に
は
二
十
八
部ぶ

衆し
ゆ

の
像
を
安
置
し
、
東

方
ニ

脇
立
勝し
や
う

軍く
ん

地
蔵
、
西
方
ニ

脇
立
勝し
や
う

敵て
き

毘ひ

沙
天
を
安
置ち

せ
り
。
其
外
く
は
し
き
事
前
に
出
た
り
。

後こ

門

本
堂
う
し
ろ
の
方
也
。
東
方
ニ

多
門
天
有
。
此
所
鞍く
ら

馬ま

の
毘
沙
門
日
々
影よ
う

向か
う

の
場
也
。
西に
し

の
方
の
間ま
ニ

は
当
山
地
主
権
現
の
神み

輿こ
し

を
入
奉
る
。

う
し
ろ
堂
の
散さ
ん

銭
箱
ヲ

参
詣
人
ひ
た
と
た
ゝ
く
こ
と
有
。
因い
ん

縁ゑ
ん

い
か
ゞ
あ
ら
ん
か
、
世
の
諺
こ
と
わ
さに

云
る
こ
と
と
る
に
た
ら
す
。

地
主
大
権
現
社

是
当
山
の
地
主し
ゆ

神
に
し
て
鎮ち
ん

守じ
ゆ

た
り
。
御
本
社
そ
さ
の
を
の
尊み
こ
と

御
子
大
己あ
な

貴む
ち

命
ヲ

祭
れ
り
。
本
地
文
殊
菩
薩
御
紋　
ウ
サ
キ

。
神
事
四
月
九
日
。
往い
に

昔し
へ

御
旅
は
、
麩
屋
町
五
条
の
北
ニ

有
し
と
也
。
祭
礼
に
は
、
神み

輿こ
し

を
経
書
堂
の
前
に
暫し
は
ら

居く
す
へ

、
夫
よ
り
五
条
坂
六
原
野
八
坂
の
辺
を
廻
り
て
』オ⓮

本
山
に
く
は
ん
ぎ
よ
な
し
奉
る
也
。
近き
ん

世
旅た
ひ

所
を
鳥
辺
山
千
日
林
に
し
は
し
有
て
や
み
ぬ
。
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宝
珠
院
地
主
社
東
奥
ニ
有

此
観
音
は
、
朝
倉
堂
類る
い

焼せ
う

の
時
、
地
よ
り
堀ほ
り

出
せ
る
本
尊
也
。
此
所
に
安
置
す
。

盲め

目く
ら

石

地
主
社
左
右
ニ

立
リ

。
目
を
ふ
さ
き
、
石
よ
り
石
へ
行
当
ら
ん
と
し
て
も
違
ふ
こ
と
、
怪く
わ
い

石せ
き

也
。
俗
説
有
之
。

釈
迦
堂

是
阿
弥
陀
堂
北
な
る
堂
也
。
本
尊
釈
迦
の
像
。
右
に
普
大
士
、
左
に
み
た
の
像
有
。
又
、
傍
ニ

十
一
重
の
石
塔
有
。
是
を
竜り
う

塔と
う

と
い
へ
り
。

寛
永
十
二
年
建
之
。

阿
弥
陀
堂

寺
号
を
滝り
う

山せ
ん

寺
と
い
え
り
。
本
尊
丈
六
の
弥
陀
を
安
置
す
。
伝つ
た
へ

聞
、
円
光
大
師
此
地
に
お
ゐ
て
念
仏
の
道
場し
や
う

と
し
給
へ
る
と
也
。
右
の
方
ニ

円
光
大
師
、
左
方
ニ

地
蔵
菩
薩
を
安
す
。
近
世
廿
万
日
の
廻
向
を
修し
ゆ

し
、
又
、
夫
よ
り
開
白
有
。
義き

瑞ず
い

師
導と
う

師
た
り
し
也
。』ウ⓮
水
手む

向け

所
、

此
処
に
有
。
経
書
堂
の
こ
と
く
、
経
木
に
戒か
い

名め
う

を
写う
つ

し
水
を
そ
ゝ
き
拝
す
。

奥
院

此
地
則
往い
に

古し
へ

行
叡ゑ
い

居
士
草そ
う

庵あ
ん

の
跡
也
。
延
鎮
僧
都
、
居
士
の
跡
に
居き
よ

住ち
う

し
て
有
し
に
、
将
軍
田
村
麿
に
あ
ひ
旦だ
ん

契け
い

を
な
し
け
る
も
、
此
所
な

り
と
そ
。
延
鎮
居
士
の
跡
を
し
た
ひ
、
山
科
音
羽
川
の
水
上
に
尋
ね
入
、
峯み
ね

に
て
履く
つ

を
ひ
ろ
い
、
是
誠ま
こ
と

に
居
士
は
観
音
の
応お
う

現け
ん

な
ら
ん
と

て
、
則
履く
つ

を
持
か
へ
り
、
此
辺
に
埋う
つ

み
古こ

墳ふ
ん

を
構か
ま
へ

、
朝て
う

暮ほ

う
や
ま
い
奉
ら
れ
け
る
と
そ
。

本
尊
座
像
の
観
世
音
ぼ
さ
つ
。
脇
に
二
十
八
部
衆
を
並な
ら

へ
り
。
右
の
方
地
蔵
菩
薩
、
左
の
方
に
毘
沙
門
を
安
置
す
。
近
世
十
一
年
已
前
、
御

戸
非ひ
ら

を
開
、
諸
人
群く
ん

拝は
い

し
け
り
。
或
曰
、
主し
ゆ

馬め

判は
ん

官く
わ
ん

盛
久
、
観
音
の
利
生
に
あ
ひ
し
為た
め

二
厚こ
う

恩お
ん

一
堂と
う

を
建こ
ん

立り
う

せ
し
共
云
。
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夜
叉し
や

神
像
傍
ニ
ひ
ん
づ
る
の
像
有

右
奥
院
堂
の
前
、
南
の
か
た
に
、
宮
の
内
有
。
世
俗
結む
す

ふ
の
神
と
唱と
な

ふ
は
、
誤
あ
や
ま
り

可
レ
成な
る

』オ⓯

瀧
之
宮

此
御
神
は
、
龍
王
を
勧
請
し
て
龍
王
の
宮
と
云
り
。
世
ニ

牛ご

王わ
う

姫ひ
め

の
宮
也
と
い
ふ
は
非ひ

也
。

音
羽
滝た
き

清
水
ノ
滝
ヲ
読
る

名
に
た
て
る
音
羽
の
瀧
も
音
に
の
み
き
く
よ
り
袖
は
ぬ
る
ゝ
物
か
は 

有
家

同
滝
を
よ
め
る　

を
か
み
す
る
か
た
め
に
妹い
も

か
見
ら
れ
つ
ゝ
い
つ
ら
の
心
き
よ
水
の
た
き  

俊
恵

西
国
順
礼
う
た　

ま
つ
か
せ
や
を
と
は
の
た
き
は
き
よ
水
の
む
す
ふ
こ
ゝ
ろ
は
す
ゝ
し
か
る
ら
ん

此
三
筋
の
た
き
清せ
い

冷れ
い

と
し
て
、
多た

少
な
く
濁に
ご

る
こ
と
な
し
。
誠
に
大
悲
の
名
水
な
り
。
世
俗
曰
、
是
山
科
音
羽
川
の
流な
か
れ

、
村
口
に
て
か
は

き
水
つ
き
て
地
中
を
く
ゝ
り
へ
て
、
爰
ニ

出
る
と
云
。
当
山
に
祈き

誓せ
い

し
け
る
男
女
、
病ひ
や
う

人
狂き
や
う

人
の
や
か
ら
、
本
堂
東
の
間
ニ

こ
も
り
居
る
こ

と
、
或
七
日
か
内
、
瀧
に
く
た
り
水
に
ひ
た
る
。
奥
院
本
堂
を
廻ま
は

り
て
拝は
い

す
る
事
三
十
三
度
に
し
て
、
念ね
ん

願
を
祈い
の

る
。
是
を
瀧
も
ふ
て
と
て
、

尓
今
絶た
ゆ

る
こ
と
な
し
。』ウ⓯

音
羽
山

清
水
音
羽
山
ヲ
読
ル

秋
か
せ
の
ふ
き
に
し
日
よ
り
音
羽
山
岑
の
梢こ
す
へ

も
色
付
に
け
り  

貫
之

当
山
林
木
さ
か
し
く
し
け
り
桜
花
を
ゝ
し
。
秋
は
万
木
紅こ
う

葉よ
ふ

し
て
詠
尤
よ
し
。
名
所
記
ニ

曰
、
山
城
ニ

音
羽
と
称
す
る
所
三
つ
有
。
山
科
牛う
し
の
を尾

の
流
、
北
白
川
山
中
の
流
、
今
清
水
也
。
山
城
名

勝
志
曰

音
羽
山
大
津
道
追お
い

分わ
け

の
南
に
あ
た
つ
て
高
き
山
有
。
則
牛
尾
の
北
也
。
是
を
云
り
。

坊
舎

当
山
寺
領り
や
う

百
三
十
四
石
ト

有
。
執
行

宝
性
院 

本
願

成
就
院 

目
代

慈
心
院
是
轟
坊
也　
六
坊
中

延
命
院　

義
乗
院　

光
乗
院　

智
丈
院　

円
養
院　

金
蔵
院
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此
分
清
水
犀さ
い

門
の
し
た
に
有
。
同
鳥
辺
山
大
谷
な
と
へ
行
細ほ
そ

道
有
。
是
延
年
寺
辻
子
ト

云
。

清
水
十
景け
い

古
崖
懸
泉　

春
巌
開
花　

音
羽
畳
　

霊
鷲
疎
鐘　

洛
陽
万
戸　

鴨
川
一
帯　

東
郊
烟
雨　

西
門
遠
眺　

岩
嶺
晴
雪　

亀
阜
暮

』オ⓰

地
主
桜さ
く
ら

哥
ニ
音
羽
の
桜
を

よ
め
り
花
数
多
也

け
ふ
こ
す
は
音
羽
の
桜
い
か
に
そ
と
み
る
人
毎こ
と

に
と
は
ま
し
物
を 

権
中
納
言

　
　

俊
忠

す
べ
て
本
堂
の
廻
り
花
を
ゝ
し
。
地
主
の
社
辺ほ
と
り

も
あ
ま
た
也
。
熊ゆ

野や

の
諷う
た
ひ

に
も
地
主
権
現
の
花
の
色
と
い
え
る
も
、
皆
此
辺
の
花
成
へ
し
。

惣
じ
て
花
は
都
の
名
物
に
て
、
所
々
に
名
花
を
ゝ
し
。
謂
ル 

嵐
山
さ
か
大
ゐ
川

山
さ
く
ら
也 

仁
和
寺
お
む
ろ
也 

西
行
桜
ま
つ
の
お

の
北
ニ
有 

法
輪
寺
さ
が
の　

こ
く
そ
う 

泰た
い

山
木ほ
く

ひ
が
し
山

高
台
寺 

花
之
寺
に
し
山

勝
持
寺 

く
ら
ま
山
北
山　

近
世
神
社
仏
閣か
く

新
に
植う
へ

て
詠
た
へ
な
る
地
所
ニ々

を
ゝ
し
。
古
来
の
花
を
爰
に
沙
汰
ス

。

行ぎ
や
う

叡ゑ
い

居
士
履く
つ

之
古こ

跡せ
き

山
科
の
東
北
に
牛き
う

尾び

山
法ほ
う

厳ご
ん

寺じ

と
云
寺
有
。
行
叡
居
士
、
此
峯み
ね

に
我
は
け
る
履く
つ

を
の
こ
し
留と
め

給
ふ
地
也
。
延
鎮
此
所
に
て
ひ
ろ
い
帰
り
玉
ふ

也
。
京
よ
り
行
程
二
里
斗
也
。
此
山
の
本
尊
千
手
観
世
音
、
脇
立
不
動
・
毘
沙
門
天
也
。
天
智ち

天
王
御
作さ
く

と
云
り
。
仍
而
此
所
を
さ
し
て
清

水
奥
院
と
い
ふ
。
山
の
谷
に
流
る
ゝ
川
を
音
羽
と
云
。
山
科
の
大
宅や
け

の
辺
在さ
い

ち
か
く
』ウ⓰
迄
水
流
て
、
是
よ
り
水
か
れ
て
な
し
。
地
に
ひ
け

る
や
う
に
み
ゆ
。
右
に
の
ふ
る
こ
と
く
、
清
水
の
た
き
ゑ
な
が
れ
出
る
な
と
い
ふ
こ
と
諺
こ
と
わ
ざに
さ
た
す
。
扨
寺
の
額が
く

は
弘
法
大
師
筆ひ
つ

跡せ
き

と
也
。

廃は
い

壊ゑ

年と
し

ふ
る
し
。
近
世
広ひ
ろ

瀬せ

氏
某
な
に
か
し

再さ
い

興こ
う

有
。
南な

都ら

招し
や
う

提だ
い

寺
の
安
養よ
う

院
実じ
つ

存
中
興こ
う

第
一
世
と
す
。
山
科
小こ

山
村
と
い
ふ
所
、
白
石
明
神
同
白

石
庵
と
て
有
。
是
よ
り
登の
ほ

る
ほ
と
廿
四
町
有
。
又
、
此
山
に
金
山
堀ほ
り

し
跡
二
ケ
所
有
。
経
岩い
わ

名
石
也
。
後う
し
ろ

の
高
き
山
に
の
ぼ
り
見
れ
は
、

江み
つ

湖う
み

の
風
景け
い

目
の
し
た
に
見
ゆ
。
然
れ
と
も
常
に
都み
や
こ

の
参さ
ん

詣け
い

稀ま
れ

に
し
て
、
堂
舎し
や

も
あ
れ
甍い
ら
か

破
や
ふ
れ
て

霧き
り

不ふ

断だ
ん
の

焼か
う
をレ
香た
き

、
扉と
ほ
そ

落
お
ち
て
は

月つ
き

常し
や
う

住ぢ
う
の

挑と
ほ
し
み
をレ
灯か
ゝ
く

。
旅り
よ

賊ぞ
く

の
や
ど
り
と
も
な
り
し
こ
と
ゝ
か
や
。
又
、
近
世
時は
や
り行
し
て
諸
堂
を
修し
ゆ

覆ふ
く

し
て
参
詣
も
有
之
事
也
。
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瀧
之
下

本
尊
虚こ

空く

蔵そ
う

を
安
置
す
。
寺
を
南
蔵
院
と
い
ふ
。
慶け
い

養よ
う

庵
・
慶
閑か
ん

・
栄
春
・
教
海
、
此
処
座さ

敷し
き

を
借か
ス

寺
也
。
霊り
や
う

仙せ
ん

・
円ま
る

山
に
同
じ
。
瀧

の
下
よ
り
歌う
た

の
中
山
清
閑が
ん

寺
へ
三
町
程
有
。
又
、
本
国
寺
山
小
町
寺
、
此
辺
也
。
小
松
谷
も
近
シ

。
東
へ
し
る
谷
越
・
山
科
・
だ
い
こ
・
大

津
道
也
。』オ⓱

今
此
一
冊
は
、
鄙いなか
の
土み
や
げ産
に
も
と
、
絵ゑ

図づ

を
以
導
み
ち
び
き

、
案あ
ん

内
の
便た
よ
り

と
す
。
諺
こ
と
わ
ざに
言い
へ
る

事
、
ま
ゝ
を
ゝ
し
。
仍
而
真し
ん

偽ぎ

を
ゑ
ら
ひ
ち
り
ば
む
る

也
。
奥お
う

儀ぎ

は
寺
々
縁ゑ
ん

起ぎ

に
順し
た
が

ふ
べ
し
。
然
る
に
、
利
生
の
数か
す

々
、
世
に
し
れ
る
事
は
は
ぶ
き
、
ひ
と
へ
に
遠ゑ

ん

近き
ん

ま
で
尊そ
ん

信し
ん

あ
ら
ん
こ
と

を
願ね
が

ふ
の
み
尓
云
。

具
一
切
功
徳　

慈
眼
視
衆
生

福
聚
海
無
量　

是
故
応
頂
礼

　
　

時

　

元
文
第
三
戊　
　

午

歳
二
月　
　
　

東
京
城
下
五
橋嬰
子 

愚
筆
之

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
屋
忠
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

板　

袋
屋
五
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

元　

梅
村
弥
右
衛
門
』ウ⓱

ひ
な

ま
こ
と
い
つ
は
り

56



影
印
『
音
羽
山
花
之
台
』（
絵
図
十
面
）

2オ 1ウ

3オ 2ウ

元文三年の清水寺縁起Ⅰ57



4オ 3ウ

5オ 4ウ
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6オ 5ウ

7オ 6ウ

元文三年の清水寺縁起Ⅰ59



8オ 7ウ

9オ 8ウ

60



10オ 9ウ

11オ 10ウ

元文三年の清水寺縁起Ⅰ61


