
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
山
口
県
文
書
館
蔵
毛
利
家
文
庫
の
「
真
光
院
差
図
」
と
「
宝
乗
坊

差
図
」
に
描
か
れ
た
近
世
氷
上
山
興
隆
寺
の
境
内
建
築
群
の
差
図
に
つ
い
て（
１
）、

部
分
ご
と
に
ト
レ
ー
ス
図
を
交
え
な
が
ら
紹
介
し
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

氷
上
山
興
隆
寺
は
、
中
世
に
お
い
て
は
周
防
国
を
拠
点
と
し
た
有
力
守
護
権

力
大
内
氏
の
氏
寺
と
し
て
知
ら
れ
、
比
較
的
多
く
の
中
世
文
書
を
今
日
に
伝
え

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
残
念
な
が
ら
、
絵
画
や
差
図
の
類
の
史
料
に
つ
い
て
は
伝

わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
を
補
う
た
め
に
は
、
後
世
の
絵
画
的

史
料
の
援
用
も
求
め
ら
れ
る
。
従
来
そ
の
よ
う
な
史
料
と
し
て
は
、
明
治
期
に

描
か
れ
た
氷
上
山
興
隆
寺
絵
図
な
ど
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
が（
２
）、
こ
の
ほ
か

に
、未
紹
介
の
近
世
氷
上
山
関
係
差
図
が
十
一
点
も
伝
わ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
こ
で
拙
稿
「
周
防
国
氷
上
山
興
隆
寺
の
境
内
絵
図
と
差
図
」（
以
下
前
稿
と

略
記
）
で
は
そ
れ
ら
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
各
差
図
の
成
立
時
期
を
七
期
に

大
別
し
な
が
ら
推
定
し
た（
３
）。
な
か
で
も
上
述
の
両
図
は
、
最
古
か
つ
最
大
規
模

の
も
の
で
あ
り
、
境
内
全
体
を
描
い
た
も
の
と
し
て
は
最
も
詳
細
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
史
料
的
価
値
は
高
い
と
評
し
た
。
右
の
検
討
結
果
に
つ
い
て
、
行

論
上
、
こ
の
両
図
に
即
し
て
概
括
し
直
せ
ば
、
以
下
の
通
り
と
な
る
。

（
１
）「
真
光
院
差
図
」
に
描
か
れ
た
範
囲
は
氷
上
山
境
内
の
北
半
分
で
あ
り
、

「
宝
乗
坊
差
図
」
に
描
か
れ
た
範
囲
は
そ
の
南
半
分
で
あ
る
。
こ
の
両
図

は
同
一
筆
跡
で
あ
り
、
し
か
も
上
下
に
連
結
し
て
境
内
全
図
を
構
成
す
る

よ
う
作
成
さ
れ
て
い
る
。
前
者
の
長
軸
は
一
九
六
・
七
セ
ン
チ
、
後
者
の

長
軸
は
一
一
五
セ
ン
チ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
接
続
す
る
と
、
三
メ
ー
ト
ル

以
上
に
も
及
ぶ
巨
大
差
図
と
な
る
。

（
２
）
こ
の
両
図
は
成
立
年
年
月
日
を
欠
く
が
、「
真
光
院
」（
興
隆
寺
本
坊
の

院
号
、
か
つ
寺
家
全
体
も
含
む
総
称
）
の
語
が
見
え
る
こ
と
、
し
か
も
本

坊
内
の
北
側
に
あ
っ
た
徳
川
将
軍
家
の
位
牌
所「
御
霊
殿
」に
は
、中
央（
位

牌
壇
の
南
隣
）に
仏
壇
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、以
上
か
ら
、元
禄
五
年（
一

六
九
二
）
以
降
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。
下
限
に
つ
い
て
は
、
脇
坊
の
一

つ
「
宝
乗
坊
」
の
語
が
見
え
る
こ
と
、
東
照
宮
を
含
め
て
描
か
れ
た
「
氷

上
山
境
内
見
へ
懸
リ
差
図
」
の
成
立
よ
り
以
前
と
見
ら
れ
る
こ
と
、
以
上

か
ら
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
以
前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、こ
の
両
図
に
描
か
れ
た
境
内
の
様
子
を
歴
史
的
に
捉
え
直
す
と
、

　
　
　
近
世
氷
上
山
境
内
の
広
域
差
図
と
そ
の
細
部
構
成

　
　
　
　
　
　
　

�

真
　
木
　
隆
　
行
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近
世
萩
藩
に
お
け
る
天
台
宗
の
中
本
山
と
な
っ
て
い
た
同
寺
が
、
徳
川
将
軍
家

の
三
代
目
以
降
の
位
牌
所
に
も
な
り
、
七
代
目
ま
で
の
二
～
五
基
分
の
位
牌
が

安
置
さ
れ
て
各
追
善
仏
事
が
勤
修
さ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。
別
当
は
中
興

二
世
の
弁
海
な
い
し
は
三
世
の
救
海
の
代
に
あ
た
り
、
や
が
て
東
照
宮
が
境
内

東
側
に
創
建
さ
れ
る
寛
保
二
年
以
前
の
段
階
で
も
あ
っ
た（
４
）。
す
な
わ
ち
近
世
の

氷
上
山
が
、
萩
藩
や
徳
川
将
軍
家
と
の
関
係
を
梃
子
と
し
て
新
た
な
発
展
期
に

さ
し
か
か
っ
た
頃
の
様
子
が
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
両
図
に
描
か
れ
た
境
内
の
南
北
軸
を
踏
ま
え
、
北
側
を
描

い
た
「
真
光
院
差
図
」
を
上
と
し
、
南
側
を
描
い
た
「
宝
乗
坊
差
図
」
を
下
と

し
て
全
体
像
を
捉
え
直
し
た
（
写
真
１
お
よ
び
図
１
参
照
）。
縦
横
の
表
記
も

こ
れ
に
基
づ
く
。
そ
こ
で
ま
ず
は
両
図
の
書
誌
情
報
を
紹
介
し
た
後
、
こ
の
全

体
像
を
六
区
画
に
大
別
し
、
上
部
か
ら
順
を
お
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
枚
な
い
し
は

複
数
枚
の
部
分
写
真
と
各
解
説
図
を
付
し
な
が
ら
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
こ

と
と
す
る
。

一
、
両
図
の
書
誌
情
報

　

両
図
の
う
ち
「
真
光
院
差
図
」
の
装
訂
は
、
後
補
の
く
る
み
表
紙
を
付
し
た

畳
物
一
舗
（
折
り
畳
み
縦
二
六
・
七
セ
ン
チ
、
横
一
九
・
九
セ
ン
チ
）
と
な
っ

て
い
る
。
右
の
表
紙
の
前
側
左
上
に
付
さ
れ
た
題
簽
（
素
紙
）
に
は
、「
真
光

院
之
図
〈
山
口
氷
上
〉」
と
記
す
。
こ
れ
を
広
げ
る
と
、
楮
紙
打
紙
十
四
紙
か

ら
な
る
続
紙
一
枚
（
裏
打
あ
り
）
と
な
っ
て
お
り
、
法
量
は
最
大
縦
一
九
六
・

七
セ
ン
チ
、
最
大
幅
七
九
・
三
セ
ン
チ
。
図
中
上
端
に
付
さ
れ
た
題
簽
（
黄
染

紙
）
に
は
左
側
（
西
方
）
か
ら
「
真
光
院
」
と
記
す
。

　

つ
ぎ
に
「
宝
乗
坊
差
図
」
の
装
訂
は
、
後
補
表
紙
を
前
後
一
枚
ず
つ
付
し
た

畳
物
一
舗
（
折
り
畳
み
縦
二
七
・
七
セ
ン
チ
、
横
二
〇
・
二
セ
ン
チ
）
と
な
っ

て
い
る
。
前
表
紙
の
中
央
に
付
さ
れ
た
題
簽
（
素
紙
）
に
は
、「
宝
乗
坊
之
図

〈
山
口
氷
上
〉」
と
記
す
。
こ
れ
を
広
げ
る
と
、
楮
紙
打
紙
十
紙
か
ら
な
る
続
紙

一
枚
（
裏
打
あ
り
）
と
な
っ
て
お
り
、
法
量
は
縦
一
一
五
セ
ン
チ
、
最
大
幅
九

三
・
四
セ
ン
チ
。
図
中
右
側
に
付
さ
れ
た
題
簽
（
黄
染
紙
）
に
は
右
側
（
東
方
）

か
ら
「
宝
乗
坊
」
と
記
す
。

　

こ
の
両
図
は
、
基
本
的
に
は
同
筆
の
紙
本
淡
彩
だ
が
、
後
筆
の
貼
紙
や
付
箋

も
あ
る
。
建
物
群
の
ほ
と
ん
ど
は
、
定
規
引
き
の
墨
線
と
柱
位
置
を
示
す
墨
点

と
で
描
か
れ
て
い
る
。墨
点
は
概
ね
丸
形
か
四
角
形
か
の
二
種
と
な
っ
て
お
り
、

実
際
の
柱
が
丸
柱
か
角
柱
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
描
き
分
け
ら
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。

　

各
建
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
名
称
や
規
模
を
示
す
注
記
の
ほ
か
、
建
物
内
部

に
つ
い
て
は
天
井
・
壁
面
・
建
具
・
床
面
な
ど
に
関
す
る
情
報
、
建
物
外
部
に

つ
い
て
は
屋
根
や
外
壁
の
ほ
か
、
門
や
塀
な
ど
に
関
す
る
情
報
が
、
墨
書
注
記

に
よ
っ
て
詳
細
に
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
仏
壇
・
神
壇
・
位
牌
壇
な
ど
の
重

要
部
分
は
褐
色
に
塗
ら
れ
、
建
物
内
の
特
定
部
分
に
は
黄
色
に
塗
ら
れ
た
箇
所

も
あ
る
。
但
し
黄
色
か
無
着
色
か
の
塗
り
分
け
基
準
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明

確
で
は
な
く
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　

図
中
の
一
部
に
は
貼
紙
や
付
箋
が
付
さ
れ
て
お
り
、
貼
紙
下
の
情
報
を
抹
消

し
た
り
、
別
筆
の
墨
書
・
朱
書
を
書
き
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
正
情
報
や
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追
加
情
報
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
本
坊
の
南
門
（
台
所
門
）
内
の
右
手

に
あ
っ
た
塀
と
内
門
の
あ
た
り
に
つ
い
て
は
、
後
述
の
よ
う
な
改
修
が
な
さ
れ

た
と
見
ら
れ
、
こ
の
改
修
情
報
を
朱
書
・
墨
書
で
記
し
た
貼
紙
に
は
、
貼
り
合

わ
せ
目
の
割
印
と
し
て
、
同
一
印
面
の
黒
印
が
上
端
と
下
端
の
二
箇
所
に
押
捺

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
じ
黒
印
は
、「
コ
モ
リ
所
」（
籠
所
）
の
裏
側
（
東
側
）

に
も
割
印
と
し
て
上
下
に
半
面
ず
つ
残
る
が
、
そ
の
間
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る

貼
紙
は
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
、
小
さ
な
付
箋
や
貼
紙
に
よ
る
修
正

箇
所
は
下
宮
・
本
堂
・
宝
乗
坊
に
あ
り
、
本
堂
の
東
側
に
は
貼
紙
の
一
枚
分
が

剥
落
し
た
（
あ
る
い
は
剥
が
さ
れ
た
）
形
跡
も
残
る
。

　

な
お
こ
の
両
図
に
は
、
一
部
に
線
描
の
み
の
建
物
や
、
当
時
実
在
し
た
は
ず

な
の
に
描
か
れ
な
か
っ
た
建
物
も
あ
る
。
例
え
ば
本
坊
の
南
部
に
つ
い
て
は
、

式
台
や
庫
裡
な
ど
と
見
ら
れ
る
建
物
群
が
線
描
の
み
と
な
っ
て
お
り
、
墨
点
や

注
記
を
伴
わ
な
い
。
ま
た
境
内
南
部
に
は
、
仁
王
門
以
南
か
ら
法
界
門
以
北
の

あ
た
り
に
脇
坊
群
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
ら
は
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
本
坊
南
部
の
建
物
群
が
線
描
に
留
ま
り
、
宝
乗
坊
を
除
く
脇
坊

群
が
描
か
れ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
が
「
寺
悩
」
＝
寺
家
負
担
に
よ
る
作
事

対
象
で
あ
り
、「
御
悩
」
＝
藩
費
に
よ
る
作
事
対
象
で
は
な
か
っ
た
た
め
で
あ

ろ
う（
５
）。
裏
を
返
せ
ば
、
こ
の
両
図
で
詳
述
さ
れ
た
の
は
、
藩
費
に
よ
る
作
事
対

象
と
さ
れ
て
い
た
建
物
群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
両
図
の
作

成
主
体
や
作
成
事
情
の
一
端
が
窺
え
る
。

二
、
両
図
に
描
か
れ
た
各
部
分
の
概
要

（
１
）
上
宮
と
そ
の
周
辺

　

両
図
の
最
上
部
に
位
置
す
る
第
一
区
と
し
て
、
境
内
北
部
の
妙
見
社
上
宮
周

辺
部
分
を
「
真
光
院
差
図
」
か
ら
抜
粋
し
、
写
真
２
に
掲
載
し
た
。
図
２
は
そ

の
ト
レ
ー
ス
図
で
あ
る
。

　

こ
の
あ
た
り
に
は
、
左
上
か
ら
順
に
妙
見
社
の
上
宮
お
よ
び
そ
の
木
鳥
居
、

不
動
水
お
よ
び
そ
の
覆
屋
、
そ
し
て
籠
所
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち

上
宮
と
籠
所
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、
明
治
期
に
近
世
段
階
の
境
内
の
様
子

を
回
顧
し
て
描
か
れ
た
上
述
の
興
隆
寺
境
内
絵
図
に
よ
っ
て
概
ね
知
ら
れ
て
い

た
が
、
各
建
物
の
様
子
が
こ
れ
ほ
ど
詳
細
に
判
明
す
る
差
図
は
他
見
が
な
い
。

　

上
宮
の
遺
構
に
つ
い
て
は
、以
前
か
ら
社
殿
跡
の
礎
石
群
が
露
出
し
て
お
り
、

一
九
八
六
年
に
山
口
市
教
育
委
員
会
が
こ
の
付
近
に
お
い
て
発
掘
調
査
を
実
施

し
て
い
る（
６
）。
不
動
水
と
籠
所
の
両
遺
構
に
つ
い
て
は
未
発
掘
で
は
あ
る
が
、
右

の
調
査
に
際
し
て
、
不
動
水
遺
構
と
し
て
石
敷
と
石
組
が
確
認
さ
れ
、
籠
所
遺

構
に
つ
い
て
は
そ
の
推
定
地
と
さ
れ
る
平
坦
面
と
そ
の
西
面
石
垣
と
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
い
ず
れ
も
、
こ
の
両
図
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

段
階
の
調
査
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
将
来
的
に
は
、
両
図
を
踏
ま
え
た
再
調
査

が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
三
遺
構
の
位
置
関
係
に
つ
い
て
は
、
右
の
報
告
書
で
地
形
図
上
に
示

さ
れ
て
い
る
（
図
３
参
照
）。
こ
の
実
際
の
距
離
感
を
踏
ま
え
る
と
、「
真
光
院

差
図
」
に
見
え
る
建
物
間
の
相
互
間
隔
に
つ
い
て
は
、
実
際
よ
り
も
距
離
を
縮
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め
て
描
か
れ
た
様
子
が
窺
え
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
両
図
に
わ
た
っ
て
他
の
部

分
で
も
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
他
の
建
物
跡
の
現
地
比
定
を
試
み

る
場
合
に
も
こ
の
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
三
遺
構
と
差
図
と
の
比

較
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

（
２
）
下
宮
と
そ
の
周
辺

　

両
図
の
第
二
区
と
し
て
、
第
一
区
の
左
下
に
続
く
妙
見
社
下
宮
周
辺
部
分
を

「
真
光
院
差
図
」
か
ら
抜
粋
し
、
写
真
３
に
掲
載
し
た
。
図
６
は
そ
の
ト
レ
ー

ス
図
で
あ
る
。

　

こ
の
あ
た
り
に
は
、
妙
見
社
の
下
宮
、
境
内
末
社
の
愛
宕
社
・
三
十
番
神
祠
・

八
幡
神
祠
、
そ
し
て
閼
伽
井
と
石
鳥
居
、
以
上
の
六
施
設
が
描
か
れ
て
お
り
、

や
は
り
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
差
図
は
他
見
が
な
い
。
下
宮
と
境
内
末
社
の
位
置
関

係
に
つ
い
て
は
、上
述
の
興
隆
寺
境
内
絵
図
に
よ
っ
て
概
ね
知
ら
れ
て
い
た
が
、

本
堂
裏
の
閼
伽
井
を
描
い
た
も
の
は
他
見
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
う
ち
下
宮
跡
の

み
に
関
し
て
は
、上
述
の
報
告
書
に
お
い
て
現
地
比
定
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
妥
当
性
の
再
検
討
や
、
他
の
遺
構
も
含
め
た
現
地
比
定
に
つ
い
て
は
今
後

の
課
題
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
構
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

（
３
）
本
堂
お
よ
び
能
舞
台
の
周
辺

　

両
図
の
第
三
区
と
し
て
、
第
二
区
の
右
下
に
続
く
本
堂
お
よ
び
能
舞
台
周
辺

部
分
を
「
真
光
院
差
図
」
か
ら
抜
粋
し
た
上
で
、
ま
ず
は
本
堂
の
あ
た
り
を
写

真
４
に
、
つ
い
で
そ
の
南
面
に
位
置
す
る
能
舞
台
周
辺
部
分
を
写
真
５
に
そ
れ

ぞ
れ
掲
載
し
た
。
図
７
と
図
９
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
レ
ー
ス
図
で
あ
る
。

　

こ
の
あ
た
り
に
は
、
本
堂
釈
迦
堂
、
能
舞
台
と
そ
の
橋
掛
と
楽
屋
、
雪
隠
、

鐘
楼
、
そ
し
て
本
坊
か
ら
北
に
続
く
練
塀
が
描
か
れ
て
お
り
、
や
は
り
こ
れ
ほ

ど
詳
細
な
差
図
は
他
見
が
な
い
。
本
堂
・
舞
台
・
楽
屋
・
鐘
楼
の
位
置
関
係
に

つ
い
て
は
、
上
述
の
興
隆
寺
境
内
絵
図
に
よ
っ
て
概
ね
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ

の
舞
台
は
、
舞
童
用
と
し
て
の
ち
に
改
め
ら
れ
た
姿
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
先
行

す
る
能
舞
台
段
階
の
様
子
は
、
こ
の
「
真
光
院
差
図
」
の
ほ
か
、
前
稿
で
紹
介

し
た
「
氷
上
山
境
内
見
へ
懸
リ
差
図（
７
）」
や
「
七
卿
方
山
口
御
下
リ
之
節
御
旅
館

差
図（
８
）」
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
遺
構
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
所
在
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
本
堂

跡
と
鐘
楼
跡
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
報
告
書
に
お
い
て
現
地
比
定
が
試
み
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
疑
問
も
残
る
た
め（
９
）、
現
地
比
定
の
再
検
討
に
つ
い
て
は
や
は

り
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
但
し
本
堂
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
移
築
さ
れ
て
現
存

す
る
。
旧
本
堂
建
物
・
能
舞
台
・
雪
隠
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

（
４
）
本
坊

　

両
図
の
第
四
区
と
し
て
、
第
三
区
の
左
下
に
続
く
本
坊
の
部
分
に
つ
い
て
、

北
半
分
は
「
真
光
院
差
図
」
の
左
下
か
ら
抜
粋
し
、南
半
分
は
「
宝
乗
坊
差
図
」

の
左
上
か
ら
抜
粋
し
、こ
の
両
者
を
接
続
し
た
全
体
像
を
写
真
６
に
掲
載
し
た
。

図
10
は
そ
の
概
要
を
示
し
た
簡
易
ト
レ
ー
ス
図
で
あ
る
。

　

こ
の
本
坊
内
の
建
物
群
と
、
参
道
沿
い
の
塀
お
よ
び
南
北
二
門
の
様
子
に
つ

い
て
は
、
上
述
の
興
隆
寺
境
内
絵
図
に
よ
っ
て
概
ね
知
ら
れ
て
い
た
が
、
と
り

一
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わ
け
北
側
を
描
く
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
差
図
は
他
見
が
な
い
。
南
部
を
描
く
詳
細

な
差
図
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
近
世
後
期
と
明
治
初
期
の

も
の
が
一
舗
ず
つ
伝
わ
っ
て
い
る）

（（
（

。
以
上
の
現
地
比
定
に
つ
い
て
は
ま
だ
な
さ

れ
て
い
な
い
が
、
概
ね
推
定
で
き
る
た
め
、
別
稿
で
試
み
た
い
。

　

な
お
両
図
に
描
か
れ
た
本
坊
の
う
ち
、
北
半
分
に
つ
い
て
は
写
真
７
に
掲
載

し
、
そ
の
ト
レ
ー
ス
図
と
し
て
図
11
を
掲
載
し
た
。
前
稿
で
の
年
代
比
定
に
際

し
て
注
目
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
徳
川
将
軍
家
の
御
霊
殿
に
あ
た
り
、
そ
の
北

端
に
は
将
軍
家
の
位
牌
壇
、
中
央
の
仏
間
に
は
仏
壇
が
そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
、
東

南
に
は
廊
下
を
挟
ん
で
護
摩
堂
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

本
坊
の
南
半
分
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
が
線
描

の
み
と
な
っ
て
い
る
上
に
、
貼
紙
に
よ
る
加
筆
修
正
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
で
修

正
前
の
状
態
と
し
て
、
貼
紙
の
下
に
覆
い
隠
さ
れ
た
本
来
の
筆
跡
の
一
部
を
透

写
し
た
様
子
が
写
真
８
で
あ
る
。
ま
た
修
正
後
の
現
状
と
し
て
、
右
の
貼
紙
に

書
か
れ
た
朱
書
お
よ
び
墨
書
を
含
め
た
同
一
箇
所
を
撮
影
し
た
の
が
写
真
９
で

あ
る
。
図
12
と
図
13
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
レ
ー
ス
図
で
あ
る
。
以
上
か
ら
窺
え
る

改
修
の
実
態
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
い
。

（
５
）
宝
乗
坊

　

両
図
の
第
五
区
と
し
て
、
第
四
区
の
右
下
に
続
く
宝
乗
坊
の
部
分
を
「
宝
乗

坊
差
図
」
か
ら
抜
粋
し
、
写
真
10
に
掲
載
し
た
。
図
14
は
そ
の
ト
レ
ー
ス
図
で

あ
る
。

　

宝
乗
坊
は
、
脇
坊
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
藩
主
や
そ
の
代
参
者
が
参
詣
し
た

際
の
控
所
と
さ
れ
た
た
め
、
脇
坊
の
中
で
は
唯
一
、
藩
費
に
よ
る
作
事
対
象
と

な
っ
て
い
た）

（（
（

。
こ
の
建
物
が
同
図
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
右
の
脇
坊
名
が
宝
乗
院
に
改
称
さ
れ
た
十
八
世
紀
中
葉

以
降
の
様
子
を
描
く
詳
細
な
差
図
が
二
舗
伝
わ
っ
て
お
り
、
前
稿
で
は
こ
れ
ら

も
紹
介
し
た
上
で
、
合
計
三
期
に
わ
た
る
変
遷
の
様
子
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

な
お
「
宝
乗
坊
差
図
」
で
は
、
湯
殿
と
そ
の
隣
の
雪
隠
と
思
わ
れ
る
部
分
に

つ
い
て
、
貼
紙
に
よ
る
修
正
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
割
印
が
な
い
。

ま
た
仏
壇
の
位
置
と
そ
の
周
囲
に
つ
い
て
も
、
墨
書
に
よ
る
修
正
の
手
が
加

わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
修
正
は
、
改
修
結
果
の
反
映
と
い
う
よ
り
は
、
書
き

誤
り
の
訂
正
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
宝
乗
坊
の
現
地
比
定
に

つ
い
て
も
概
ね
推
定
で
き
る
こ
と
か
ら
、
本
坊
と
あ
わ
せ
て
別
稿
で
明
ら
か
に

し
た
い
。

（
６
）
境
内
南
部
（
仁
王
門
・
馬
立
・
山
王
社
・
法
界
門
）

　

最
後
に
両
図
の
第
六
区
と
し
て
、
境
内
の
南
部
に
あ
っ
た
仁
王
門
・
馬
立
・

山
王
社
・
法
界
門
を
「
宝
乗
坊
差
図
」
の
下
半
分
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
粋
し
た
。

そ
の
う
ち
仁
王
門
と
馬
立
の
あ
た
り
を
写
真
11
に
、
そ
の
左
下
の
山
王
社
を
写

真
12
に
、
最
下
部
の
法
界
門
を
写
真
13
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
し
た
。

　

仁
王
門
と
山
王
社
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ほ
ど
詳
細
な
差
図
は
他
見
が
な
い
。

法
界
門
に
つ
い
て
は
、
練
塀
を
含
め
て
描
い
た
全
体
の
差
図
が
一
舗
伝
わ
っ
て

い
る）

（（
（

。
前
稿
で
は
、
以
上
を
紹
介
し
な
が
ら
現
地
比
定
を
試
み
た
た
め
、
詳
細

は
そ
ち
ら
に
委
ね
る
が
、
注
記
も
含
め
た
翻
刻
を
略
し
た
た
め
、
本
稿
で
は
そ

一
一
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れ
ぞ
れ
の
ト
レ
ー
ス
図
を
図
15
～
17
と
し
て
紹
介
す
る
。

三
、
両
図
の
所
見
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察

　

前
稿
で
は
、
以
上
の
氷
上
山
境
内
の
う
ち
、
宝
乗
坊
以
北
の
様
子
に
つ
い
て

は
充
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
以
下
で
は
境
内
北
部
の
様
子
に
関
し

て
、
両
図
か
ら
窺
え
る
こ
と
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）
上
宮
の
遺
構
と
の
関
係

　

上
宮
の
遺
構
を
対
象
と
し
た
上
述
の
現
地
調
査
で
は
、
本
殿
跡
と
そ
の
周
囲

三
方
の
石
垣
、
本
殿
下
の
石
段
、
そ
し
て
そ
の
石
段
下
の
平
坦
面
に
お
い
て
、

部
分
的
な
ト
レ
ン
チ
と
、
腐
植
土
除
去
を
中
心
と
す
る
発
掘
が
な
さ
れ
た
（
図

４
参
照
）。
こ
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
本
殿
跡
の
地
面
に
露
出
す
る
現
存
礎
石

群
に
つ
い
て
は
、「
東
側
を
向
く
向
拝
付
の
一
間
社
流
造
と
思
わ
れ
、
両
側
と

後
側
に
廻
廊
が
ま
わ
る
」
と
推
定
さ
れ
て
い
た）

（（
（

。
と
こ
ろ
が
「
真
光
院
差
図
」

に
描
か
れ
た
本
殿
（
写
真
２
）
に
よ
れ
ば
、確
か
に
一
間
社
流
造
で
は
あ
る
が
、

「
廻
廊
」
で
は
な
く
左
右
両
側
の
み
に
高
欄
つ
き
の
切
縁
が
接
続
し
、
更
に
こ

れ
ら
の
外
周
を
「
板
包
」
が
覆
っ
て
い
た
様
子
が
判
明
す
る
。

　

こ
の
様
子
を
現
存
礎
石
で
確
認
す
る
と
、
図
中
の
注
記
に
見
え
る
「
桁
行
八

尺
」「
梁
行
壱
丈
六
寸
」
と
い
う
本
殿
規
模
は
、
本
来
六
基
あ
っ
た
と
見
ら
れ

る
礎
石
の
う
ち
二
基
を
欠
く
中
央
礎
石
群
の
規
模
と
一
致
す
る
（
図
２
・
４
・

５
参
照
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
右
の
中
央
礎
石
群
こ
そ
が
、
同
図
に
描
か
れ
た

よ
う
な
本
殿
の
「
格
子
戸
」
か
ら
奥
の
空
間
、
す
な
わ
ち
「
板
縁
」
と
朱
塗
扉

の
奥
の
「
神
檀
」
を
支
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
右
の
中
央
礎
石
群
の

北
側
と
南
側
に
並
ぶ
礎
石
列
は
、
本
殿
左
右
の
切
縁
を
支
え
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
逆
に
こ
の
礎
石
の
間
隔
か
ら
考
え
る
と
、
同
図
に
見
え
る
切
縁
は
約
三
尺

幅
と
推
測
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
本
殿
の
後
側
の
「
廻
廊
部
」
と
見
ら

れ
て
い
た
小
ぶ
り
の
礎
石
列
に
つ
い
て
は
、
同
図
に
み
え
る
「
板
包
」
遺
構
の

一
部
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
か
ら
考
え
る
と
、
同
図
と
現
存
礎
石
群
は
、
構
造
と
規
模
の
面
で
は
ほ

ぼ
一
致
す
る
様
子
が
窺
え
る
。も
し
実
態
と
し
て
も
両
者
が
一
致
す
る
な
ら
ば
、

現
存
礎
石
群
は
、
少
な
く
と
も
同
図
が
描
か
れ
た
十
八
世
紀
初
頭
前
後
の
時
期

ま
で
遡
る
遺
構
と
な
る
。
但
し
、
中
央
礎
石
群
の
周
囲
の
地
下
か
ら
別
の
礎
石

群
・
柱
穴
群
が
出
土
す
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
た
め
、
結
論
に
つ
い
て
は

将
来
の
本
格
的
調
査
に
委
ね
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
上
述
の
調
査
時
に
は
、
礎
石
群
の
合
間
で
試
掘
さ
れ
た
ト
レ
ン
チ

か
ら
、
地
下
の
岩
盤
を
掘
り
込
む
柱
穴
群
が
出
土
し
た
。
こ
の
古
層
の
柱
穴
群

に
つ
い
て
は
、中
世
に
遡
る
出
土
遺
物
が
少
な
い
こ
と
か
ら
、報
告
書
で
は
「
中

世
期
の
建
物
と
は
考
え
が
た
い
」
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
評
価
は
、
柱
穴

埋
土
中
か
ら
出
土
し
た
銅
銭
が
北
宋
銭
の
「
紹
聖
元
宝
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
こ
れ
が
公
鋳
銭
な
の
か
模
倣
銭
な
の
か
の
指
摘
を
欠
い
た
ま
ま
断
じ
ら

れ
て
お
り
、
検
討
を
要
す
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
あ
た
り
は
、
境
内
で
最
も
神
聖
視
さ
れ
た
空
間
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
場
に
物
が
遺
棄
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
稀
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
、
岩
盤
を
掘
り
込
ん
だ
柱
穴
な
ら
ば
、
耐
用
年
数
も
長
い
と

一
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考
え
ら
れ
、
再
建
に
際
し
て
再
利
用
も
想
定
で
き
る
。
し
か
も
こ
れ
よ
り
新
し

い
時
代
の
上
述
礎
石
群
の
設
置
時
期
は
、
少
な
く
と
も
十
八
世
紀
初
頭
前
後
の

時
期
ま
で
遡
る
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、
地
下
岩
盤
を
掘
り
込
む
柱
穴
群
に
関

し
て
は
、
二
〇
一
〇
年
に
境
内
南
部
の
山
王
社
跡
で
同
市
教
育
委
員
会
が
実
施

し
た
発
掘
調
査
に
お
い
て
も
出
土
し
て
い
る）

（（
（

。こ
れ
ら
の
柱
穴
群
に
つ
い
て
は
、

総
合
的
見
地
に
立
っ
て
捉
え
直
す
必
要
性
が
浮
上
し
て
い
る
。

  

と
こ
ろ
で
文
献
史
料
か
ら
の
所
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
上
宮
に
は
、
十
人
の
僧

侶
た
ち
が
百
座
行
法
を
勤
修
し
う
る
「
九
間
」
の
規
模
の
施
設
が
あ
っ
た
こ
と

が
わ
か
る）

（（
（

。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
上
宮
に
か
つ
て
あ
っ
た
拝
殿
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
が
、
上
述
の
発
掘
に
お
い
て
調
査
対
象
と
さ
れ
た
本
殿
前
石
段
下
の
平
坦
面

は
と
て
も
狭
く
、
そ
の
よ
う
な
規
模
の
建
物
が
あ
っ
た
と
は
想
定
し
づ
ら
く
、

実
際
、
こ
こ
か
ら
建
物
跡
の
遺
構
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
改
め
て
現

地
を
踏
査
し
た
と
こ
ろ
、
発
掘
対
象
の
範
囲
外
と
な
っ
た
北
側
に
は
、
ま
だ
平

坦
面
が
奥
に
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
と
り
わ
け
本
殿
跡
を
囲
む
石
垣
を
越

え
た
北
側
に
も
、
本
殿
跡
と
同
じ
比
高
の
台
地
状
平
坦
面
が
ま
だ
続
い
て
い
る

（
図
５
参
照
）。

　

以
上
の
所
見
か
ら
考
え
る
と
、
中
世
段
階
の
上
宮
遺
構
は
、
こ
の
北
側
区
域

も
含
め
た
範
囲
で
想
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か

も
本
殿
跡
の
地
下
岩
盤
の
柱
穴
配
置
は
、
上
面
遺
構
の
礎
石
群
の
配
置
と
重
な

ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
現
存
す
る
石
段
の
位
置
と
も
合
わ
な
い
。
こ
の
点
も
含

め
て
、
中
世
段
階
の
上
宮
遺
構
に
つ
い
て
は
根
本
的
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

  

な
お
上
宮
遺
構
か
ら
の
出
土
遺
物
と
し
て
は
、
瓦
質
土
器
製
の
数
セ
ッ
ト
分

の
狛
犬
が
出
土
し
て
お
り
、
近
年
、
古
賀
信
幸
氏
や
北
島
大
輔
氏
が
注
目
し
て

い
る）

（（
（

。
本
来
こ
れ
ら
は
写
真
２
の
板
縁
か
切
縁
か
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
同
図
に
よ
れ
ば
、
本
殿
の
神
壇
の
朱
塗
扉
に
は
「
カ
ナ
グ
」
が
あ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。付
近
か
ら
出
土
し
た
金
具
と
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
同
図
に
よ
れ
ば
、上
宮
の「
木
鳥
居
」に
つ
い
て
は
、そ
の
幅
が「
八

尺
五
寸
」
で
あ
っ
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
述
は
、
時
代
が
下
る
近
世

末
期
の
『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
間
に
規
模
上
の

変
化
が
生
じ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
鳥
居
跡
と
見

ら
れ
る
遺
構
に
つ
い
て
は
、上
述
し
た
本
殿
前
石
段
下
の
狭
長
な
平
坦
面
か
ら
、

そ
れ
と
覚
し
き
二
穴
一
対
の
ピ
ッ
ト
が
検
出
さ
れ
て
い
る（
図
４
・
図
５
参
照
）。

右
の
両
ピ
ッ
ト
間
が
二
・
八
メ
ー
ト
ル
と
い
う
の
は
、「
八
尺
五
寸
」
よ
り
も

や
や
広
め
か
も
し
れ
な
い
が
、
鳥
居
の
幅
は
ど
の
位
置
で
測
定
す
る
か
に
よ
っ

て
数
値
も
異
な
る
た
め
、
や
は
り
こ
こ
が
現
地
比
定
の
有
力
候
補
で
あ
ろ
う
。

但
し
、
右
の
両
ピ
ッ
ト
か
ら
奥
側
（
西
側
）
に
一
メ
ー
ト
ル
余
り
離
れ
た
あ
た

り
に
も
、
参
道
北
側
か
ら
別
の
ピ
ッ
ト
一
穴
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
が
も

う
一
対
の
鳥
居
跡
で
あ
っ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
こ
の
南

側
の
石
造
物
の
下
は
未
発
掘
）、
比
定
地
と
し
て
は
こ
ち
ら
と
考
え
る
余
地
も

残
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
不
動
水
と
籠
所
の
遺
構
と
の
関
係

　

不
動
水
と
籠
所
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
未
発
掘
の
た
め
、
礎
石
や
柱

穴
な
ど
が
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
写
真
２
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
上
部

一
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構
造
の
様
子
が
具
体
的
に
窺
え
る
。
こ
の
う
ち
不
動
水
に
は
、同
図
に
よ
れ
ば
、

小
さ
な
板
葺
屋
根
の
覆
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
差
図
に
描
か
れ
た
覆
屋

の
向
き
は
お
そ
ら
く
実
態
を
反
映
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
西
側
を
通
る
南
北

の
参
道
に
向
か
っ
て
、
西
向
き
に
格
子
戸
を
開
く
構
造
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

な
お
『
氷
上
山
秘
奥
記
』
上
に
よ
れ
ば）

（（
（

、
こ
の
不
動
水
こ
そ
が
「
氷
上
山
」
の

名
の
由
来
と
な
っ
た
と
す
る
所
伝
を
伝
え
る
と
共
に
、
こ
こ
に
は
額
が
か
か
っ

て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
こ
の
額
に
つ
い
て
同
書
は
、
大
内
盛
見
が
応
永
三
十

四
年
（
一
四
二
七
）
の
上
宮
社
参
を
契
機
と
し
、
別
当
に
命
じ
て
掛
け
さ
せ
た

も
の
と
い
う
所
伝
も
あ
わ
せ
て
伝
え
て
い
る
。

　

籠
所
に
つ
い
て
も
、
同
図
に
描
か
れ
た
向
き
は
、
同
様
に
実
態
を
反
映
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、
参
道
側
の
西
面
南
側
に
開
く
戸
よ
り
入
る
構
造
と
な
っ
て

い
た
と
見
ら
れ
る
。
南
側
の
板
敷
の
間
に
は
、
三
口
の
竈
と
見
ら
れ
る
も
の
が

描
か
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
湯
な
ど
を
沸
か
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
北
側
の
板

敷
の
間
に
は
、
北
奥
に
壇
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
護
法
神
祠
が
安
置
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

  

な
お
上
述
の
よ
う
に
、
同
図
に
描
か
れ
た
籠
所
の
奥
側
（
東
面
）
に
は
、
貼

紙
が
剥
落
し
た
痕
跡
が
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
貼
紙
は
、
こ
こ
に
記
さ
れ
た
瓦
葺

の
庇
に
関
す
る
注
記
を
抹
消
し
よ
う
と
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
を
何
ら

か
の
形
に
改
修
し
た
後
の
情
報
を
書
き
加
え
よ
う
と
し
た
も
の
か
、
い
ず
れ
か

で
あ
ろ
う
。
な
お
籠
所
の
こ
の
段
階
の
屋
根
は
、
基
本
的
に
は
篠
葺
と
な
っ
て

い
る
が
、
右
の
よ
う
に
庇
部
分
に
は
瓦
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
地

で
瓦
が
出
土
す
る
可
能
性
が
高
い
。

（
３
）
下
宮
や
そ
の
周
辺
の
遺
構
と
の
関
係

　
「
真
光
院
差
図
」
に
見
え
る
下
宮
（
写
真
３
）
に
つ
い
て
は
、い
わ
ゆ
る
「
楼

拝
殿
」
と
い
う
山
口
周
辺
の
社
殿
で
特
徴
的
に
見
ら
れ
る
楼
門
状
の
拝
殿
を

伴
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
在
地
に
移
転
し
て
鎮
座
す
る
妙
見
社
の
社
殿
の
構

造
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
存
す
る
妙
見
社
の
社
殿
は
、
下
宮

を
継
承
し
た
建
築
遺
構
と
考
え
ら
れ
る
。

　

な
お
同
図
に
よ
れ
ば
、
こ
の
下
宮
の
東
側
、
八
幡
神
祠
の
更
に
東
側
に
小
さ

な
四
角
が
描
か
れ
、こ
の
中
に
丸
印
を
付
し
た
「
水
」
の
字
が
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
が
『
氷
上
山
秘
奥
記
』
上
に
見
え
る
「
本
堂
後
閼
伽
井
」
に
あ
た
る
と
考

え
ら
れ
る）

（（
（

。
同
書
に
よ
れ
ば
、
寺
僧
が
加
行
の
百
二
十
日
間
、
毎
朝
寅
刻
に
こ

の
水
を
汲
ん
で
仏
前
の
閼
伽
と
し
て
い
た
と
い
う
。
上
述
の
通
り
、
こ
の
閼
伽

井
を
描
い
た
も
の
は
同
図
の
ほ
か
に
他
見
が
な
い
。
し
か
も
こ
の
井
戸
は
、
地

中
深
く
掘
り
こ
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
発
掘
調
査
に
よ
っ
て

こ
の
遺
構
が
検
出
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
。
こ
の
所
在
が
確
認
さ
れ
れ
ば
、
周

辺
の
諸
施
設
、
と
り
わ
け
本
堂
跡
の
現
地
比
定
に
際
し
て
重
要
な
指
標
と
な
る

だ
ろ
う
。
今
後
の
調
査
に
期
待
し
た
い
。

　

ま
た
同
図
に
よ
れ
ば
、
閼
伽
井
の
右
上
、
釈
迦
堂
か
ら
見
れ
ば
真
後
に
あ
た

る
位
置
に
、
石
鳥
居
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
位
置
は
籠
所
に
も
近
い
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
が
、
閼
伽
井
は
麓
側
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
籠
所
の
跡
は
そ

の
あ
た
り
か
ら
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
山
道
を
登
っ
た
あ
た
り
に
位
置
す
る
。

要
す
る
に
石
鳥
居
の
位
置
は
、
同
図
か
ら
受
け
る
印
象
（
写
真
１
・
図
１
参
照
）

と
は
異
な
り
、
こ
の
二
百
メ
ー
ト
ル
も
の
長
い
参
道
の
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
に

一
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な
る
。
な
お
『
防
長
風
土
注
進
案）

（（
（

』
所
収
の
「
御
堀
村
志
」
の
う
ち
「
氷
上
山

妙
見
社
」の
条
に
よ
れ
ば
、「
上
宮
」に
関
し
て「
宝
殿
」「
木
鳥
居
」「
不
動
水
」

「
籠
所
」
の
記
述
と
共
に
、「
石
鳥
居
〈
向
四
尺
〉」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
あ
た
か
も
山
道
を
登
っ
た
籠
所
の
近
く
に
あ
っ
た
よ
う
に
も
一

見
思
え
る
が
、
上
述
し
た
明
治
期
の
興
隆
寺
境
内
絵
図
に
よ
れ
ば
、
本
堂
裏
の

山
麓
の
あ
た
り
に
鳥
居
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
後
者
に
注
目
す
れ

ば
、
こ
の
小
規
模
な
石
鳥
居
は
、
籠
所
側
で
は
な
く
麓
側
、
す
な
わ
ち
本
堂
の

裏
か
ら
上
宮
へ
と
向
か
う
参
道
の
登
り
口
に
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
本
堂
の
移
築
建
物
と
能
舞
台

　

氷
上
山
の
本
堂
の
釈
迦
堂
に
つ
い
て
は
、
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
に
こ

の
建
物
が
山
口
市
の
大
殿
地
区
に
あ
る
龍
福
寺
に
売
却
さ
れ
、
そ
の
新
本
堂
と

さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
戦
後
に
は
、
こ
の
建
物
の
創
建
時
期
が
中
世
に
遡

る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、国
指
定
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。「
真

光
院
差
図
」
に
描
か
れ
た
差
図
（
写
真
４
）
は
、
こ
の
建
物
の
近
世
中
期
段
階

に
お
け
る
実
態
を
伝
え
る
史
料
と
し
て
、
と
て
も
貴
重
で
あ
る
。
注
記
に
見
え

る
七
間
五
尺
一
寸
四
方
の
規
模
に
つ
い
て
は
、『
防
長
風
土
注
進
案
』
に
よ
っ

て
も
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
数
値
は
、
建
物
の
規
模
が
大
き
く
、
柱
間

の
間
隔
が
広
く
と
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
実
寸
表
記
で
あ
り
、
差
図
上
で
は
、
丸

柱
か
ら
な
る
柱
間
五
ヶ
間
四
方
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
現
存
す
る
龍
福
寺
本

堂
と
比
較
す
る
と
（
図
８
参
照
）、
仏
壇
と
そ
の
位
置
の
北
庇
側
へ
の
移
設
や
、

そ
の
背
面
の
切
縁
周
辺
に
お
け
る
増
改
築
、
そ
し
て
東
西
の
階
＝
「
カ
ン
キ

（
＝
雁
木
）」
の
位
置
の
変
更
な
ど
が
生
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
除
け
ば
、
両
者

は
柱
間
五
間
四
方
の
基
本
構
造
に
お
い
て
概
ね
一
致
す
る
様
子
が
裏
づ
け
ら
れ

る
。

　

こ
の
龍
福
寺
本
堂
と
し
て
現
存
す
る
建
物
は
、
老
朽
化
対
策
と
耐
震
補
強
の

必
要
か
ら
、
二
〇
〇
五
年
以
来
、
文
化
庁
・
県
・
市
の
補
助
を
受
け
て
全
解
体

修
理
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
間
、
当
地
が
大
内
氏
館
跡
で
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
地
下
遺
構
の
発
掘
調
査
が
実
施
さ
れ
た
上
で
埋
め
戻
さ
れ
、
そ
の
上
に

修
復
済
み
の
本
堂
が
再
び
組
み
立
て
ら
れ
、
現
在
は
そ
の
屋
根
の
葺
き
替
え
段

階
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
修
復
事
業
を
担
当
し
た
財
団
法
人
文
化
財
建
造
物
保

存
技
術
協
会
九
州
支
部
の
龍
福
寺
本
堂
設
計
監
理
事
務
所
所
長
高
橋
好
夫
氏
の

御
教
示
に
よ
れ
ば
、
堂
内
の
内
陣
の
丸
柱
に
は
、
龍
福
寺
に
移
築
さ
れ
る
以
前

に
あ
っ
た
古
い
須
弥
壇
と
の
接
触
痕
跡
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う）

（（
（

。
そ
の
位
置
を

写
真
４
と
照
合
し
た
と
こ
ろ
、
図
中
の
仏
壇
の
様
子
と
ま
さ
に
合
致
し
て
い
た

（
図
８
参
照
）。
修
復
事
業
で
は
、
右
の
痕
跡
の
ほ
か
に
も
移
築
前
段
階
の
様
子

を
示
す
興
味
深
い
諸
事
実
が
次
々
と
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
随
時
パ
ネ
ル
展

示
な
ど
の
形
で
公
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
諸
成
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

高
橋
氏
の
本
格
的
な
御
公
表
に
期
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。

  
な
お
修
復
後
の
龍
福
寺
本
堂
は
、
修
復
前
の
桟
瓦
葺
を
改
め
、
檜
皮
葺
に
葺

き
替
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
近
世
末
期
の
『
防
長
風
土
注
進
案
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、

確
か
に
檜
皮
葺
で
あ
っ
た
様
子
が
窺
え
る
が
、
近
世
中
期
の
「
真
光
院
差
図
」

で
は
、
写
真
４
に
あ
る
よ
う
に
「
屋
根
瓦
フ
キ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
点
、
注
目

さ
れ
る
。

一
一
五



　

い
っ
ぽ
う
「
真
光
院
差
図
」
に
お
い
て
、
本
堂
の
南
に
描
か
れ
た
舞
台
（
写

真
５
）
は
、
そ
の
構
造
か
ら
見
る
と
明
ら
か
に
能
舞
台
で
あ
り
、
し
か
も
北
向

き
に
建
て
ら
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
向
き
は
、
本
尊
の
諸

仏
や
北
方
に
鎮
座
す
る
妙
見
神
に
対
す
る
奉
納
を
本
旨
と
し
た
た
め
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
能
が
演
じ
ら
れ
た
際
に
は
、
本
堂
は
そ
の
観
覧
の
た
め
の
正
面
席

や
中
正
面
席
と
し
て
も
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
能
舞
台
の
前
身
と

な
る
中
世
段
階
の
舞
童
用
の
舞
台
に
つ
い
て
も
、
恐
ら
く
同
様
の
あ
り
よ
う
が

想
定
で
き
る
。

（
５
）
本
坊
の
改
修
と
氷
上
山
境
内
の
湯
殿

　

上
述
の
よ
う
に
、「
宝
乗
坊
差
図
」
に
描
か
れ
た
本
坊
に
は
、
改
修
が
お
こ

な
わ
れ
た
後
の
修
正
情
報
が
貼
紙
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
て
い
る
。そ
の
箇
所
は
、

本
坊
の
中
央
付
近
に
あ
た
り
、
本
坊
の
南
門
（
台
所
門
）
か
ら
入
っ
て
、
西
方

の
式
台
に
至
る
ま
で
の
右
手
（
北
側
）
に
あ
た
る
。
こ
の
貼
紙
の
下
に
覆
い
隠

さ
れ
た
本
来
の
筆
跡
（
写
真
８
）
に
よ
れ
ば
、「
宝
乗
坊
差
図
」
が
描
か
れ
た

段
階
に
お
い
て
は
、
こ
こ
に
瓦
葺
の
塀
が
東
西
軸
で
続
き
、
式
台
の
近
く
に
幅

五
尺
五
寸
の
「
平
中
門
」
が
開
き
、
こ
の
門
を
北
に
入
っ
て
右
手
に
、
独
立
棟

の
二
人
分
の
雪
隠
（
後
述
）
が
あ
っ
た
様
子
が
窺
え
る
（
図
12
）。

　

と
こ
ろ
が
、
貼
紙
に
記
さ
れ
た
朱
書
の
加
筆
部
分
（
写
真
９
）
に
よ
れ
ば
、

い
つ
し
か
右
の
瓦
葺
塀
が
撤
去
さ
れ
て
板
壁
に
改
め
ら
れ
、
こ
の
板
壁
の
北
側

に
沿
っ
て
東
側
か
ら
、
ま
ず
湯
殿
、
そ
の
西
隣
に
一
人
分
の
雪
隠
、
更
に
そ
の

西
隣
に
は
一
人
分
の
小
便
所
が
設
け
ら
れ
た
様
子
が
窺
え
る
（
図
13
）。
以
前

に
描
か
れ
て
い
た
独
立
棟
の
雪
隠
が
貼
紙
下
に
隠
さ
れ
て
い
る
様
子
か
ら
、
湯

殿
の
脇
に
こ
れ
が
移
設
さ
れ
、
そ
の
う
ち
一
人
分
が
小
便
所
に
改
め
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
板
壁
の
南
側
に
設
置
さ
れ
た
腰
懸
は
、
恐
ら
く
右
の
湯

殿
に
入
ろ
う
と
す
る
人
々
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
待
合
所
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
西
側
の
式
台
近
く
に
開
い
て
い
た
門
は
、規
模
を
縮
小
し
て
「
小
門
」
と
な
っ

て
い
る
。
湯
殿
に
向
か
う
人
々
は
、
恐
ら
く
こ
の
門
か
ら
入
っ
て
右
に
折
れ
、

小
便
所
と
雪
隠
の
前
の
「
土
地
」
＝
土
間
を
通
過
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

要
す
る
に
右
の
改
修
は
、
湯
殿
の
新
設
が
主
旨
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
十
八
世
紀
初
頭
前
後
に
こ
の「
宝
乗
坊
差
図
」が
描
か
れ
た
後
、元
文
五
年（
一

七
四
〇
）
前
後
の
時
期
に
成
立
し
た
と
前
稿
で
推
定
し
た
「
氷
上
山
境
内
見
へ

懸
リ
差
図）

（（
（

」
に
も
、
同
様
の
箇
所
に
「
腰
懸
」
と
「
小
門
」
の
墨
書
注
記
が
見

え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
湯
殿
が
新
設
さ
れ
た
の
は
、「
氷
上
山
境
内
見
へ
懸

リ
差
図
」
成
立
以
前
の
段
階
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
湯
殿
に
関
し
て
は
、
宝
乗
坊
の
奥
に
も
四
畳
半
の
規
模
の
も
の
が

描
か
れ
て
お
り
（
写
真
10
）、
こ
こ
に
は
「
御
湯
殿
」
と
い
う
敬
意
を
込
め
た

注
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
の
屋
根
は
檜
皮
葺
で
あ
り
、
屋
内
か
ら

板
敷
の
廊
下
を
通
っ
て
入
浴
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。以
上
か
ら
考
え
る
と
、

宝
乗
坊
の
湯
殿
は
、
こ
こ
を
参
詣
時
の
待
機
所
と
し
た
藩
主
ま
た
は
そ
の
代
参

者
な
ど
の
利
用
も
想
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
本
坊
で
新
設
さ
れ
た
「
湯
殿
」
に
は
、「
御
」
の
字
が
付
さ

れ
て
い
な
い
。
し
か
も
屋
外
の
腰
掛
が
そ
の
待
合
所
と
み
ら
れ
、
湯
殿
に
入
る

に
は
そ
の
ま
ま
土
間
を
通
過
す
る
構
造
と
な
っ
て
い
る
。以
上
か
ら
考
え
る
と
、

一
一
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本
坊
に
新
設
さ
れ
た
湯
殿
は
、
一
般
向
け
の
施
浴
を
意
識
し
た
湯
殿
だ
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
言
え
る
。

　

な
お
本
坊
に
居
住
し
て
い
た
別
当
ら
が
普
段
に
利
用
し
て
い
た
湯
殿
は
、
こ

こ
で
は
な
く
別
に
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
事
実
と
す
れ
ば
、
そ
の
所

在
地
と
し
て
は
「
宝
乗
坊
差
図
」
の
線
描
の
み
で
描
か
れ
た
建
物
の
奥
側
が
想

定
さ
れ
、
恐
ら
く
そ
れ
は
宝
乗
坊
の
も
の
と
同
様
の
構
造
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る）
（（
（

。
（
６
）
氷
上
山
境
内
の
雪
隠

　

両
図
に
描
か
れ
た
範
囲
の
氷
上
山
境
内
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
雪
隠
が
合

計
四
箇
所
に
描
か
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
能
舞
台
楽
屋
裏
の
雪
隠
（
写
真
５
）、

二
つ
目
は
前
節
で
明
ら
か
に
し
た
本
坊
内
の
中
庭
に
あ
っ
た
移
設
前
の
雪
隠

（
写
真
８
）、
三
つ
目
は
本
坊
湯
殿
の
西
隣
に
移
設
さ
れ
た
雪
隠
（
写
真
９
）、

そ
し
て
四
つ
目
は
宝
乗
坊
の
雪
隠
で
あ
る
（
写
真
10
）。
こ
の
よ
う
な
氷
上
山

境
内
の
雪
隠
に
つ
い
て
は
、む
し
ろ
文
献
史
料
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、

前
稿
で
紹
介
し
た
差
図
群
に
お
い
て
も
一
部
で
し
か
確
認
で
き
な
い
。
し
か
も

能
舞
台
楽
屋
裏
と
本
坊
内
中
庭
に
あ
っ
た
雪
隠
に
つ
い
て
は
、
こ
の
両
図
以
外

に
他
見
が
な
く
、
史
料
と
し
て
と
て
も
貴
重
と
言
え
る
。

　

能
舞
台
楽
屋
裏
の
雪
隠
に
つ
い
て
は
、
瓦
葺
の
独
立
棟
で
あ
り
、
規
模
は
南

北
八
尺
七
寸
、
東
西
四
尺
七
寸
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
北
側
と
南
側
に
そ
れ

ぞ
れ
出
入
口
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
、
二
室
に
仕
切
ら
れ
た
内
部
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
中
央
に
便
器
部
分
と
覚
し
き
長
方
形
が
一
つ
ず
つ
描
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
合
計
二
人
分
の
設
営
に
な
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
つ
ま
り
一
人
分

は
約
四
尺
半
四
方
の
広
さ
と
な
る
。

　

本
坊
内
の
移
設
前
の
雪
隠
に
つ
い
て
も
、
ほ
ぼ
右
と
同
様
の
構
造
と
な
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
そ
の
旨
の
注
記
が
な
く
と
も
雪
隠
だ
と
判
明
す
る
。

広
さ
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
描
か
れ
た
実
寸
で
比
較
す
る
と
、
能
舞
台
楽
屋
裏

の
雪
隠
の
縦
横
と
ほ
ぼ
相
前
後
す
る
サ
イ
ズ
で
描
か
れ
て
い
る
。上
述
の
通
り
、

本
坊
内
の
湯
殿
の
新
設
に
伴
っ
て
、
右
の
独
立
棟
の
雪
隠
が
湯
殿
の
隣
に
移
設

さ
れ
、そ
の
片
側
が
小
便
所
に
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
広
さ
の
詳
細
も
不
明
だ
が
、

描
か
れ
た
実
寸
で
比
較
す
る
と
、移
設
に
よ
っ
て
規
模
が
縮
小
し
た
感
が
あ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
宝
乗
坊
の
奥
に
描
か
れ
た
「
御
湯
殿
」
付
近
を
見
る
と
、
そ
の

北
隣
の
一
室
の
中
央
に
、
や
は
り
便
器
部
分
と
覚
し
き
長
方
形
が
一
つ
描
か
れ

て
い
る
。
こ
の
様
子
か
ら
、
こ
こ
も
雪
隠
の
よ
う
で
あ
り
、
こ
ち
ら
は
一
人
用

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
屋
根
は
湯
殿
と
同
棟
の
檜
皮
葺
と
見
ら
れ
、
や

は
り
屋
内
か
ら
板
敷
の
廊
下
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
の
突
き
当
た
り
に
、
湯
殿
の
戸

と
並
ん
で
雪
隠
の
戸
が
描
か
れ
て
い
る
。
雪
隠
に
入
室
す
る
と
、
内
部
は
一
間

（
萩
藩
で
は
六
尺
五
寸
）
四
方
、
つ
ま
り
前
三
者
よ
り
広
め
の
空
間
と
な
っ
て

お
り
、
東
側
に
連
子
窓
が
一
つ
付
い
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
上
述
の
通
り
、

宝
乗
坊
は
藩
主
が
参
詣
し
た
際
の
待
機
所
と
な
る
が
、
こ
こ
を
御
厠
と
し
て
利

用
す
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
専
用
の
可
動
式
ト

イ
レ
を
使
用
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
少

な
く
と
も
前
三
者
の
雪
隠
と
は
異
な
り
、
こ
こ
が
一
定
以
上
の
身
分
に
む
け
た

仕
様
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

一
一
七



　

以
上
の
雪
隠
は
、
少
な
く
と
も
前
三
者
に
つ
い
て
は
、
地
中
を
掘
り
込
ん
で

設
営
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
地
下
遺
構
が
破
壊
さ
れ
て

さ
え
い
な
け
れ
ば
、
今
後
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
は
こ
れ
ら
の
遺
構
が
発
見
さ

れ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
雪
隠
に
関
す
る
情
報
は
、
井
戸

に
関
す
る
情
報
と
並
ん
で
注
目
に
値
す
る
。

　

な
お
両
図
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、「
宝
乗
坊
差
図
」
の
線
描
で
描
か
れ

た
本
坊
の
建
物
の
奥
側
に
も
、
上
述
の
よ
う
な
湯
殿
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
雪

隠
も
そ
こ
に
併
設
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
事
実
と
す
れ
ば
、
や

は
り
そ
れ
は
宝
乗
坊
と
同
様
の
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う）

（（
（

。

む
す
び
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、「
真
光
院
差
図
」「
宝
乗
坊
差
図
」
に
描
か
れ
た
氷
上
山
境
内
の

様
子
を
紹
介
し
な
が
ら
、
各
建
物
の
遺
構
や
現
地
比
定
と
の
関
係
を
意
識
し
な

が
ら
検
討
し
た
。
ま
た
両
図
に
描
か
れ
た
境
内
の
井
戸
・
湯
殿
・
雪
隠
に
も
目

を
向
け
る
と
共
に
、
描
か
れ
な
か
っ
た
領
域
も
含
め
た
検
討
を
加
え
た
。
氷
上

山
の
旧
境
内
を
復
元
的
に
捉
え
る
上
で
、
こ
の
両
図
が
格
好
の
史
料
で
あ
る
こ

と
は
、
お
わ
か
り
い
た
だ
け
た
で
あ
ろ
う
。

　

氷
上
山
の
旧
境
内
の
堂
社
群
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
失
わ
れ
、
遺
構
の

所
在
さ
え
必
ず
し
も
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
で
近
年
の
現
地

で
は
、
宅
地
化
と
世
代
交
代
が
進
み
つ
つ
あ
り
、
遺
構
の
解
明
に
困
難
な
時
代

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
他
方
で
、
近
世
段
階
の
氷
上
山
に
関
す
る
研
究
は

立
ち
遅
れ
て
お
り
、
文
献
史
料
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
に
認
知

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
現
状
は
極
め
て
危
う
い
。
実
態
解
明
が
充
分
に
な
さ
れ
ぬ

ま
ま
、「
何
も
残
っ
て
い
な
い
」
と
見
な
さ
れ
、
遺
跡
と
し
て
の
価
値
が
軽
視

さ
れ
、
破
壊
に
つ
な
が
る
よ
う
な
悪
循
環
は
回
避
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
本
稿
が

今
後
の
調
査
や
保
護
の
一
助
と
な
れ
ば
と
切
望
す
る
次
第
で
あ
る
。

  

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
前
稿
で
論
じ
残
し
た
旧
境
内
北
部
に
つ
い
て
、
諸

堂
社
跡
の
現
地
比
定
を
検
討
し
て
お
り
、
本
稿
は
そ
の
前
提
作
業
で
も
あ
っ

た
。
か
つ
て
当
該
範
囲
に
あ
っ
た
東
照
宮
に
つ
い
て
は
両
図
に
描
か
れ
て
い
な

い
た
め
、
本
稿
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
旧
本
堂
建
物
と
同
様
に
こ
の
建

物
も
移
築
さ
れ
て
現
存
す
る
（
山
口
市
築
山
神
社
）。
そ
こ
で
こ
の
東
照
宮
の

再
検
討
も
お
こ
な
っ
た
上
で
、
旧
境
内
北
部
の
建
物
群
や
塀
に
関
す
る
具
体
的

な
規
模
を
踏
ま
え
、
機
会
を
改
め
て
現
地
比
定
案
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
１
）
山
口
県
立
山
口
県
文
書
館
蔵
毛
利
家
文
庫
五
八
絵
図
一
〇
六
六
、
真
光

院
差
図
、
お
よ
び
同
絵
図
一
〇
六
七
、
宝
乗
坊
差
図
。

（
２
）
河
野
通
毅
編
（
旧
大
内
村
委
嘱
）『
大
内
村
誌
』（
大
内
公
民
館
、
一
九

五
八
年
、
の
ち
マ
ツ
ノ
書
店
よ
り
一
九
八
八
年
復
刻
）。
平
瀬
直
樹
「
大

内
氏
の
妙
見
信
仰
と
興
隆
寺
二
月
会
」（『
山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要
』
一

七
、一
九
九
〇
年
）、拙
稿
「
周
防
国
氷
上
山
興
隆
寺
の
境
内
絵
図
と
差
図
」

（
中
野
玄
三
・
加
須
屋
誠
・
上
川
通
夫
編
『
方
法
と
し
て
の
仏
教
文
化
史

―
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
イ
メ
ー
ジ
の
歴
史
学
』
勉
誠
出
版
、二
〇
一
〇
年
）
参
照
。

（
３
）
前
掲
註
（
２
）
拙
稿
。

一
一
八



（
4
）
近
世
氷
上
山
の
概
要
と
歴
代
別
当
に
関
し
て
は
、
前
掲
註
（
２
）『
大

内
村
誌
』
参
照
。
氷
上
山
に
安
置
さ
れ
た
徳
川
将
軍
家
の
歴
代
位
牌
に
関

し
て
は
、『
氷
上
山
秘
奥
記
』
上
巻
に
見
え
、
こ
の
史
料
に
つ
い
て
は
拙

稿
「
氷
上
山
秘
奥
記
翻
刻
并
解
題
（
一
）」（『
や
ま
ぐ
ち
学
の
構
築
』
三
、

二
〇
〇
七
年
）
参
照
。
氷
上
山
東
照
宮
と
そ
の
創
建
経
緯
に
つ
い
て
は
、

中
野
光
浩
『
諸
国
東
照
宮
の
史
的
研
究
』（
名
著
刊
行
会
、
二
〇
〇
八
年
）

参
照
。

（
5
）
山
口
県
立
山
口
県
文
書
館
編
『
防
長
風
土
注
進
案　

十
二　

山
口
宰
判

上
』（
山
口
県
立
図
書
館
、
一
九
六
〇
年
）
所
収
「
御
堀
村
志
」
の
「
天

台
宗
氷
上
山
興
隆
寺
真
光
院
」
条
に
は
、
同
寺
の
諸
堂
舎
ご
と
に
「
公
儀

御
修
理
」
と
「
寺
家
営
作
」
の
区
別
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）
山
口
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
第
二
十
五
集
『
大
内
氏
関
連
遺
跡
分

布
調
査
』
山
口
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
七
年
。

（
7
）
山
口
県
立
山
口
県
文
書
館
蔵
毛
利
家
文
庫
五
八
絵
図
一
〇
三
六
、
氷
上

山
境
内
見
へ
懸
リ
差
図
。

（
8
）
山
口
県
立
山
口
県
文
書
館
蔵
毛
利
家
文
庫
五
八
絵
図
五
六
七
、
七
卿
方

山
口
御
下
リ
之
節
御
旅
館
差
図
の
う
ち
第
一
紙
目
「
氷
上
山
真
光
院
境
内

略
図
」。

（
9
）
前
掲
註
（
２
）
拙
稿
に
お
け
る
指
摘
を
参
照
。

（
10
）
山
口
県
立
山
口
県
文
書
館
蔵
毛
利
家
文
庫
五
八
絵
図
一
〇
六
四
、
氷
上

山
御
霊
殿
よ
り
続
キ
之
屋
鋪
寺
悩
之
所
差
図
、
同
絵
図
一
〇
六
三
、
明
治

三
年
（
一
八
七
〇
）
七
月
、
氷
上
山
本
坊
方
丈
庫
裏
中
客
殿
差
図
。

（
11
）
前
掲
註
（
５
）『
防
長
風
土
注
進
案
』。

（
12
）
山
口
県
立
山
口
県
文
書
館
蔵
毛
利
家
文
庫
五
八
絵
図
一
〇
六
五
、
氷
上

山
大
門
左
右
煉
リ
塀
共
ニ
差
図
。

（
13
）
前
掲
註
（
６
）
書
。

（
14
）
山
口
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
の
佐
藤
力
氏
担
当
調
査
。
佐
藤
氏

に
は
現
地
で
種
々
御
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（
15
）「
上
宮
九
間
」
に
つ
い
て
は
、
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
多
々
良
亀

童
丸
〈
大
内
義
興
〉
氷
上
山
妙
見
上
宮
社
参
目
録
（『
山
口
県
史　

史
料

編
中
世
３
』
山
口
県
文
書
館
蔵
興
隆
寺
文
書
七
八
）
に
見
え
る
。

（
16
）
北
島
大
輔
「
山
口
市
興
隆
寺
妙
見
社
上
宮
跡
出
土
の
狛
犬
」（『
山
口
考

古
』
二
九
号
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
17
）
前
掲
註
（
４
）『
氷
上
山
秘
奥
記
』
上
。

（
18
）
前
掲
註
（
４
）『
氷
上
山
秘
奥
記
』
上
。

（
19
）
前
掲
註
（
５
）『
防
長
風
土
注
進
案
』。

（
20
）
二
〇
〇
六
年
十
一
月
一
八
日
、
山
口
市
教
育
委
員
会
文
化
財
保
護
課
主

催
の
「
重
要
文
化
財
龍
福
寺
本
堂
保
存
修
理
現
場
見
学
会
」
に
お
け
る
高

橋
好
夫
氏
の
御
解
説
に
基
づ
く
。

（
21
）
前
掲
註
（
７
）
氷
上
山
境
内
見
へ
懸
リ
差
図
。

（
22
）
前
掲
註
（
10
）
氷
上
山
本
坊
方
丈
庫
裏
中
客
殿
差
図
に
よ
れ
ば
、
本
坊

に
は
門
の
近
く
の
「
湯
殿
」
と
は
別
に
、
本
坊
の
西
奥
に
も
「
湯
殿
」
が

描
か
れ
、
書
院
と
廊
下
で
つ
な
が
っ
て
い
た
様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
こ
の

湯
殿
に
隣
接
し
て
、
雪
隠
お
よ
び
小
便
所
と
見
ら
れ
る
図
も
描
か
れ
て
い

一
一
九



る
。

（
23
）
前
掲
註
（
22
）
参
照
。

（
付
記
）
本
稿
掲
載
の
図
版
に
つ
い
て
、
山
口
県
立
山
口
県
文
書
館
に
は
真
光

院
差
図
・
宝
乗
坊
差
図
の
撮
影
許
可
と
掲
載
許
可
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。

ま
た
山
口
市
教
育
委
員
会
お
よ
び
同
文
化
財
保
護
課
、
龍
福
寺
御
住
職

林
達
哉
氏
、
高
橋
好
夫
氏
に
は
、
図
版
転
載
許
可
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。

記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
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写真１　真光院差図と宝乗坊差図
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図１　真光院差図と宝乗坊差図（写真１）解説
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写真２　妙見社上宮周辺部分図

図２　妙見社上宮周辺部分図（写真２）解説
（濃い網掛は褐色箇所、薄い網掛は黄色箇所、以下同じ）
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図３　妙見社上宮周辺の遺構配置
備考：『大内氏遺跡関連分布調査』付図１「興隆寺址推定地」（山口市教育委員会提供）に加筆
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図４　上宮の遺構
備考：『大内氏遺跡関連分布調査』所収第２図より転載（山口市教育委員会提供）

図５　上宮遺構と「真光院差図」（図４に復元案を加筆）

神 壇 木 鳥 居
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写真３　妙見社下宮周辺部分図

図６　妙見社下宮周辺部分図（写真３）解説
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写真４　本堂釈迦堂部分図
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図７　本堂釈迦堂部分図（写真４）解説
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図８　龍福寺本堂と「真光院差図」
備考：上図は2006年山口市教育委員会文化財保護課主催「重要文化財龍福寺本
堂保存修理現場見学会」配布資料より転載（龍福寺提供）。
下図はこれに加筆（図７に基づき、黒丸・実線・点線・網掛部分を加えた）。
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写真５　舞台周辺部分図
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図９　舞台周辺部分図（写真５）解説
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写真６　本坊部分図
備考：上部は真光院差図の一部、下部は宝乗坊差図の一部
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図10　本坊部分図（写真６）解説
（但し貼紙修正以前の旧状）

平
中
門
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写真７　本坊北部拡大図
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図11　本坊北部拡大図（写真７）解説
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写真８　本坊南門内部分図の修正前
（貼紙で覆われた筆跡の一部を透過したところ）
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図12　本坊南門内部分図の修正前（写真８）解説
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写真９　本坊南門内部分図の修正後
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図13　本坊南門内部分図の修正後（写真９）解説
（灰色線は原図の朱書部分）
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写
真
10　

宝
乗
坊
部
分
図

一
四
〇



図
14　

宝
乗
坊
部
分
図
（
写
真
10）

解
説

一
四
一



写真11　仁王門周辺部分図

図15　仁王門周辺部分図（写真11）解説

一
四
二



写
真
12　

山
王
社
部
分
図
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図
16　

山
王
社
部
分
図
（
写
真
12）

解
説
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四



写真13　法界門部分図

図17　法界門部分図（写真12）解説
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