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三
十
三
間
堂
と
い
ふ
名
は
、

A
9
‘

夕
な

三

十

三

問

堂

堂本堂間三 十三

十

十
三
所

の
札
所
や
、
又
法
華
経
に
説
か
れ
だ
観
音
の
三

十
三
身
を
想
は
し
め
、
そ

れ
が
観
平
日
と
深
い
ゆ
か
り
の
あ
る
事
に
氣
つ
か
し
め
る
が
、

多
い
千
手
観
昔
を
祀
っ
た
此
の
堂
の
名
と
し
て
も
、
そ
の
計
敷
性
の
ひ
び
合
を
も

つ
だ
三
十
三
間
堂
と
い
ふ
名
は
亦
賞
に
ふ
さ
は
し
い
名
で
あ
る
。

然
し
一
二
十
三
間
堂
は

、
正
し
く
は
遁
韮
王
院
と
い
ふ
の

で
あ
る
。
美
く
し
い
名

で
あ
る
。
滝
華
王
院
は
、
後
白
河
法
皇
の
御
願
に
よ
っ
て
、
長
寛
二
年
の
冬
十
二

月
に
建
立
さ
れ
た
。

此
の
地
は
後
白
河
法
皇
の
御
所
の
在
っ
た
怯
住
寺
の
北
酉
部
の
一
廓
に
常
り
、
こ
ヽ
よ
b
南
東
に

に
相
通
す
る
も
の
を
も
つ
て
ゐ
る
。

三
十
三
と
い
ふ
数
字
は
、
誰
に
で
も
す
ぐ

い
か
に
も
よ
く
あ
の
御
堂
の
性
格
を
言
ひ
表
は
し
て
ゐ
る
。
三
十
三
間
堂
と
い
ふ
此
の

長

々
し
い
、
然
し
素
撲
な
音
調
は
、
向
ふ
の
は
て
は
霞
む
か
と
見
え
る
ま
で
、
あ

の
叩
平
層
の
屋
根
が
興
一
文
字
に
遠
く
伸
び
て
ゐ
る
此
の
堂
宇
の
印
象
と
、
ま
こ
と

間

堂

源

一
千
一
骰
と
い
ふ
敷

豊

宗



像 佛 内 堂 間 三 十 三

伸
び
て
、
そ
の
前
後
に
は
、
多
く
の
堂
塔
や
御
殿
が
建
立
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
平
家
物
語
に
も
「
此
御
所
ハ
應
保
元

年
四
月
十
三
日
御
移
徒
有
テ

、
後
山
水
木
立
カ
タ
カ
ク
ノ
御
シ
ッ
ラ
ヒ
一
一
至
迄
思
ャ
ウ
ニ
サ
セ
マ
ジ
ッ
、
新
日
吉
、
新

徽

徳

熊
野
其
近
邊
二
祝
ヒ
奉
―
フ
セ
給
」
と
記
さ
れ
、
法
皇
が
此
の
法
住
寺
を
中
心

と
し
て
、
新
な
文
化
的
な
る
御
還
境
を
現
出
せ
ん
と
せ
さ
せ
絵
ふ
だ
事
が
知

ら
れ
る
。
殊
に
、
進
韮
王
院
建
立
の
後
九
年
、
承
安
三
年
法
皇
の
后
、
建
春

門
院
の
御
願
と
し
て
そ
こ
に
造
螢
さ
れ
た
最
肪
光
院
の
如
苔
は
、

麗
、
荘
厳
之
華
美
、

土
木
之
批

天
下
第
一
と
稲
せ
ら
れ
（
明
月
記
、
嘉
雙
一
年
六
月
四
日
條
）
、

そ
の
御
所
の
障
子
に
は
、
法
皇
の
熊
野
と
日
吉
の
御
幸
及
び
門
院
の
平
野
行

啓
等
を
光
長
に
謳
四
か
し
め

、
特
に
人
物
の
相
貌
は
似
総
の
名
手
で
あ
っ
た
藤

原
隆
信
に
描
か
し
め
た
（
王
葉
承
安
三
年
九
月
九
日
條
）

美
術
史
上
最
も
注
目
す
べ

含
納
闘
が
施
こ
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
進
華
王
院
に
は

、
更
に
治
承
元
年
、

五
重
塔
を
そ
の
東
北
に
建
立
さ
れ
な
ど
し
た
が
、
殊
に
、
こ
ヽ
に
建
て
ら
れ

た
壺
蔵
は

、
常
時
宇
治
平
等
院
の
質
蔵
と
共
に

、
天
下

の
二
大
喪
庫
と
し
て

御
相
側
の
種
々
の
賓
物
を
納
め
ら
れ
、
恰
か
も
、
今
日
の
正
倉
院
を
思
は
し
め
る
も
の
が
あ
つ
だ
。
法
皇
は
殊
の
外
絵
~

高
に
御
趣
味
を
有
し
給
ひ
、
多
く
の
統
巻
な
と
を
作
ら
し
め
給
ふ
て
、
我
國
の
総
巻
は
、
賞
に
此

の
後
白
河
法
皇
の
頃



面
の
外
陣
に
配
罹
さ
れ
て
ゐ
た
事
で
あ
ら
う
。

に
骰
逹
し
た
と
云
つ
て
も
い
ヽ
の
で
あ
る
が
、

三

そ
の
常
時
作
製
さ
れ
た
そ
れ
等
の
多
く
の
槍
巻
は
、
賓
に
此
の
賓
蔵
に

納
め
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
し
、
創
建
よ

b
八
十
六
年
を
経
て
賓
治
―
―
一
年
二
月
廿
三
日
、
姉
小
路
室
町
よ

b
起

っ
た
火
は
西
北
の
風
に
煽
ら
れ
て
大
火
と
な

b
、
夏
に
火
は
飛
ん
で
連
華
王
院
の
塔
に
遷

b‘

忽
ち
此
の
三
十
三
間
堂

の
堂
舎
並
千
骰
観
音
は
灰
儘
と
成
つ
て
了
つ
た
。
唯
中
尊
は
御
首
と
左
手
と
を
取
出
し
、
又
千
骰
の
中
百
五
十
六
骰
並

廿
八
部
衆
は
之
れ
を
取
出
す
事
が
出
来
た
。

か
く
し
て
間
も
な
く
再
建
が
計
董
さ
れ
、
十
七
年
の
後
文
永
三
年
四
月
漸

く
落
成
し
た
の
で
あ
る
。
今
日
の
三
十
三
間
堂
は
即
ち
此
の
時
の
建
築
で
あ
る
。
而
し
て
賓
蔵
は
幸
に
し
て
此
の
時
は

災
を
免
れ
た
が
、
し
か
し
途
に
足
利
時
代
に
至
っ
て
失
は
れ
て
了
っ
た
。

蓮
華
王
院
は
中
央
に
丈
六
坐
像
の
千
手
観
平
日
を
安
謹
し
、
左
右
各
五
百
骰
の
等
身
の
千
手
観
手
日
を
十
段
に
配
列
し
て

ゐ
る
。
凡
て
一
千
一
骰
の
観
音
が
祀
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
中
央
の
丈
六
の
四
方
に
は
四
天
王
を
配
し
、
後
方
の
廊

下
に
は
、
廿
八
部
衆
風
紳
雷
紳
な
ど
並
ん
で
ゐ
る
。
然
し
此
の
後
方
の
廊
下
に
な
ら
ん
で
ゐ
る
像
は
恐
ら
く
常
初
は
正

然
し
、
千
骰
の
観
平
日
を
造
立
し
、
之
れ
を
安
罹
す
る
堂
宇
を
建
立
す
る
事
は
、
邁
華
王
院
に
始
ま
る
の
で
は
な
い
、

す
で
に
長
承
元
年
三
月
烏
列
上
皇
の
御
願
に
よ
っ
て
、
白
河
法
勝
寺
の
傍
に
造
螢
せ
ら
れ
た
得
長
壽
院
が
そ
れ
で
あ
る
。

中
右
記
に
よ
る
と
中
央
に
丈
六
正
観
―
音
像
、
其
の
左
右
に
等
身
正
翻
音
立
像
各
五
百
骰
を
安
謹
し
、
像
中
に
は
千
骰
の

三

十

三

問

堂



小
佛
を
奉
納
し
た
。
此
の
得
長
壽
院
が
如
何
な
る
規
模
を
有
し
て
ゐ
た
か
は
知
ら
れ
な
い
が
、
約
三
十
年
の
後
造
螢
さ

れ
た
蓮
華
王
院
は
、
恐
ら
く
そ
れ
の
模
倣
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
わ
る
か
ら
、
得
長
壽
院
の
批
観
も
ほ
ゞ
想
像
出
来
よ
う
。

藤
原
時
代
に
は
造
佛
造
寺
の
功
穏
が
強
く
信
仰
さ
れ
た
結
果
、
盛
に
佛
像
が
造
ら
れ
、
寺
塔
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
こ
に

は
一
面
藤
原
時
代
の
藝
術
主
義
の
精
紳
と
相
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
然
し
此
の
信
仰
の
口
叩
す
る
所
、
唯
物
的
計
量
的
観

念
は
、
敷
の
大
苔
さ
を
尊
ぷ
様
に
な
つ
て
来
る
。
堀
河
天
皇
の
長
治
二
年
に
は
主
上
の
御
不
豫
に
よ

b
等
身
の
観
―
音
百

骰
が
造
立
さ
れ
、
大
治
二
年
―
―
―
月
に
は
法
勝
寺
内
に
新
堂
を
造
つ
て
丈
六
愛
染
明
王
三
骰
、
等
身
像
百
骰
、
丈
六
大
威

億
明
王
一
骰
等
身
阿
像
百
骰
が
造
立
さ
れ
て
ゐ
る
の
も
か
、
る
傾
向
の
反
映
と
見
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
世
紀
末
的
な
ヱ

ン
ス
ー
ジ
ェ
イ
ズ
ム
も
戚
じ
ら
れ
る
。
然
し
、
そ
こ
に
精
紳
的
に
は
藤
原
末
期
的
な
も
の
ヽ
骰
現
を
見
る
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
録
倉
的
な
も
の
ヽ
反
動
の
出
現
す
べ
含
豫
戚
を
吾
々
は
覺
え
る
の
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

邁
華
王
院
は
三
十
三
間
堂
と
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
内
陣
の
柱
間
の
敷
で
、
賞
は
左
右
の
外
陣
各
一
間
を
合
し

て
桁
行
三
十
五
間
、
そ
の
尺
度
の
上
に
計
ら
れ
た
寅
際
の
長
さ
は
六
十
五
間
二
尺
三
寸
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
側
面
は
五

間
、
そ
の
中
前
後
の
各
一
間
が
外
陣
で
あ
る
。

正
面
に
七
間
の
向
拝
が
突
出
し
て
ゐ
る
が
、
背
面
に
於
い
て
は
賓
に
氣

、
、

持
の
よ
い
限
純
さ
を
以
つ
て
躯
層
の
軒
の
線
が
一
直
線
に
走
つ
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
こ
れ
程
長
さ
の
強
調
さ
れ
た
建
築
は
、

得
長
壽
院
の
そ
れ
と
共
に
、
常
時
に
あ
っ
て
も
類
稀
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
る
。
藤
原
時
代
に
は
九
骰
阿
禰
陀

懐

徳

＿四



ー
フ
を
一
層
明
瞭
に
し
た
の
は
注
意
す
べ
苔
で
あ
ら
う
。

一五

堂
が
屡
々
造
螢
さ
れ
、
従
来
に
見
な
い
長
さ
を
持
っ
た
建
築
が
行
は
れ
た
。
現
に
そ
の
一
っ
と
し
て
浄
瑠
璃
寺
の
九
翌

堂
が
歿
つ
て
ゐ
る
。
然
し
此
の
堂
と
雖
も
桁
行
十
一
間
に
過
ぎ
す
、
吾
々
の
視
覺
的
印
象
と
し
て
は
、
長
さ
よ

b
も
む

、、、

し
ろ
落
着
い
た
平
ら
さ
が
戚
じ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
文
永
再
建
の
現
在
の
三
十
三
間
堂
の
建
築
は
、
細
部
的
手
法
は
別
と

し
て
、
そ
の
大
怜
の
構
造
は
長
寛
創
建
の
規
模
に
随
っ
た
も
の
と
解
秤
さ
れ
る
。
吾
々
は
此
の
堂
を
箪
純
な
附
層
入
栂

屋
造
と
な
し
、
5

平
純
な
直
線
的
プ
ラ
ン
を
以
つ
て
構
築
し
た
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
敬
意
を
彿
ふ
も
の
で
あ
る
。
此
の
部
純

は
決
し
て
貧
し
ぎ
架
綽
で
は
な
い
。
雄
大
な
る
nn
平
純
で
あ
る
。
長
さ
と
は
一
種
の
運
動
で
あ
る
が
、
此
の
三
十
三
間
堂

を
見
る
吾
々
は
、
営
然
此
の
建
築
の
長
さ
を
眼
を
以
つ
て
辿
る
の
で
あ
る
。
辿
る
と
い
ふ
よ

b
も
走
る
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
此
の
建
築
に
於
け
る
一
種
の
俊
敏
性
を
求
め
る
事
が
出
来
る
。

し
か
も
あ
の
六
十
五
間
の
長
大
な
る
屋
根
の
覆
黙

す
る
威
覺
は
、
ま
さ
し
く
人
の
力
戚
を
そ
ヽ

b
、
内
面
的
緊
張
を
誘
ふ
に
充
分
で
あ
る
。
吾
々
は
そ
こ
に
録
倉
的
性
格

と
相
通
す
る
一
種
の
滋
ま
し
さ
を
戚
じ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
東
北
に
接
し
て
五
重
塔
が
建
立
さ
れ
、
垂
直
的
な
竪
の
線

の
封
立
に
よ
っ
て
水
平
的
な
長
さ
の
孤
立
を
救
ふ
と
共
に
、
そ
の
長
さ
を
引
立
た
せ
る
事
に
よ
っ
て
此
の
建
築
の
モ
チ

内
部
も
そ
の
簡
素
な
構
造
は
、
男
性
的
な
美
し
さ
を
持
つ
て
ゐ
る
。
中
尊
の
安
謹
さ
れ
た
中
央
三
間
の
み
が
折
上
組

入
天
井
と
な
つ
て
ゐ
る
外
は
、
化
粧
屋
根
裏
の
白
亜
の
地
に
、
椎
の
黒
い
直
線
が
美
く
し
い
横
縞
の
模
様
を
描
い
て
ゐ

三

十

三

問

堂



る
。
又
内
陣
に
架
け
渡
さ
れ
た
三
十
幾
本
の
長
大
な
虹
梁
は
、
そ
の
上
に
板
墓
股
を
以
つ
て
上
暦
の
虹
梁
を
受
け
、

つ
の
雄
大
な
構
成
的
最
観
を
見
せ
て
ゐ
る
。
も
と
は
そ
れ
等
構
架
材
の
各
に
彩
色
の
文
様
が
描
か
れ
て
居
っ
た
の
で
あ

一
暦
簡
素
に
な
つ
て
ゐ
る
。
此
の
建
築
は
勿
論
常
初
は
和
様
に
よ
っ
て
ゐ
た
の
で
あ

る
が
、
建
長
再
建
の
際
、
部
分
的
に
は
雁
様
が
行
は
れ
、
肘
木
下
端
の
が
っ
ち

b
し
た
輪
廓
や
、
外
陣
の
柱
よ

b
内
陣

柱
を
つ
き
ぬ
け
て
ゐ
る
貫
の
木
鼻
の
繰
形
に
は
、
明
ら
か
に
肘
様
の
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
。

然
し
此
の
三
十
三
間
堂
の
中
に
入
っ
た
も
の
は
、
何
人
と
雖
も
、
そ
こ
に
見
渡
す
限

b
整
然
と
十
階
の
ス
ク
ン
ド
に

幽
か
な
る
光
を
受
け
て
並
ん
だ
観
―
音
の
爾
然
た
る
景
観
に
心
を
う
た
れ
る
で
あ
ら
う
。
こ
ヽ
に
は
全
く
現
賓
と
は
か
け

離
れ
た
別
祉
界
の
空
氣
が
源
つ
て
ゐ
る
．
の
で
あ
る
。
獣
然
と
林
の
如
く
立
ち
並
ん
だ
限

b
な
き
佛
の
群
凶
、
架
な
る
作

ら
れ
た
木
像
群
と
は
思
へ
な
い
。

頃
、
三
十
三
間
堂
に
参
れ
ば
澤
山
の
佛
の
中
に
必
す
亡
く
な
っ
た
人
と
似
た
顔
に
姪
へ
る
と
開
か
さ
れ
て
、

の
時
父
を
喪
っ
た
私
は
、
そ
こ
へ
参
れ
ば
父
に
逢
へ
さ
う
に
思
っ
て
、
遠
い
京
都
の
三
十
三
間
堂
を
心
ひ
そ
か
に
ゆ
か

し
く
思
っ
た
事
を
覺
え
て
ゐ
る
。
恐
ら
く
信
仰
の
濃
や
か
な
人
の
心
に
は
、
此
の
三
十
三
間
堂
の
幽
玄
な
空
氣
の
中
に

身
を
お
い
て
は
、

さ
う
い
っ
た
幻
覺
を
経
験
す
る
事
も
ま
こ
と
に
有
b
得
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
た
し
か
に
千
と
い
ふ
、

視
覺
的
に
は
無
限
に
も
近
い
敷
量
の
持
つ
不
思
議
な
力
で
も
あ
る
。
吾
々
は
屡
々
薄
明
の
紳
秘
的
な
光
の
中
に
佛
を
見

る
が
、
今
は
殆
ん
ど
剥
落
し
て
、

懐

徳

何
か
し
ら
一
種
の
生
氣
が
た
ゞ
よ
っ
て
ゐ
る
の
を
戚
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
私
は
、
幼
い

一六

丁
度
五
歳



邁
華
王
院
左
右
千
骰
中
此
作
多
、
京
中
四
流
佛
所
寄
合
作
之

系
岡
に
よ
る
と
康
朝
の
弟
康
慶
の
條
に
、

る
機
會
を
持
つ
。

一七

そ
し
て
勿
論
敬
虔
な
威
情
を
そ
こ
に
骰
瞼
す
る
。
然
し
此
の
廣
漠
た
る
埴
上
の
限

b
な
苔
佛
の
な
ら

ん
だ
―
―
-
+
―
―
一
間
堂
に
於
い
て
緑
瞼
す
る
威
情
は
全
く
別
で
あ
る
。
も
つ
と
切
賓
な
誹
秘
戚
で
あ
る
。

此
の
三
十
三
間
堂
の
佛
像
製
作
に
就
い
て
は
、
詳
か
な
記
録
を
持
た
な
い
。
モ
生
寺
の
文
書
に
よ
る
と
南
都
佛
師
康

朝
が
此
の
造
佛
の
功
に
よ
っ
て
法
眼
に
絞
せ
ら
れ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
康
朝
は
定
朝
よ

b
四
代
の
康
助
の
嫡
子
で
、
常

時
興
揺
寺
佛
所
の
棟
梁
と
し
て
そ
の
一
門
を
率
ひ
来
つ
て
、
此
の
連
華
王
院
の
造
佛
に
携
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
大
佛
師

と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
治
承
元
年
康
艇
は
邁
華
王
院
の
五
重
塔
の
佛
像
を
作
っ
て
法
橋
に
な
っ
た

十
七
日
條
）
事
を
見
れ
ば
、
康
腹
が
兄
康
朝
と
共
に
千
骰
観
音
の
製
作
に
協
力
し
た
事
は
認
め
ら
れ
て
も
、
彼
が
大
佛
師

と
し
て
活
動
し
た
と
は
勿
論
考
へ
ら
れ
な
い
。
尤
も
康
朝
が
三
十
三
間
堂
造
佛
の
際
大
佛
師
を
つ
と
め
た
か
否
か
も
、

必
す
し
も
明
諒
だ
と
は
云
へ
な
い
。
常
時
京
都
に
は
累
代
の
宮
廷
佛
師
と
し
て
の
博
統
を
持
っ
た
圃
派
の
明
園
や
、
院

派
の
院
朝
、
院
尊
等
が
あ
っ
た
。
然
し
康
助
以
来
京
都
に
進
出
し
、
宮
廷
の
御
用
も
勤
め
て
ゐ
る
南
都
佛
師
と
し
て
の

彼
の
一
派
が
、
特
に
挺
ん
で
ら
れ
て
命
を
奉
じ
た
事
も
極
め
て
有
b
得
る
。
後
、
治
承
元
年
塔
の
造
佛
が
康
慶
に
委
ね

ら
れ
た
事
か
ら
も
、

さ
う
考
へ
ら
れ
る
。
然
し
よ
く
康
朝
が
そ
の
時
大
佛
師
を
勤
め
た
と
し
て
も
、
大
系
脳
が
暗
示
す

三

十

一
1

一
問
堂

（
玉
葉
治
承
元
年
十
二
月



あ
る
。

間
に
そ
れ
ぞ
れ
表
現
の
異
り
の
存
す

る
の
が
わ
か

つ
て
来
る
。
同
じ
十
一
面
千
手
の
等
身
立
像
で
あ
る
が

、
着
衣
の
表

現
に
も
、
摺
漿
の
形
や
、
裾
の
取
扱
に

、
自
か
ら
幾
化
が
あ

b
、
相
好
に
於
い
て
も
、
同
じ
く
瀾
月
慈
悲
の
相
と
は
云

ひ
乍
ら
、
祝
覺
の
み
が
厖
別
し
得
る
微
妙
な
相
違
を
以
つ
て
並
ん

で
ゐ
る。

銘在作慶泄像音観手千

そ
こ
に
い
の
ち
を
持
つ
藝
術
の
尊
と
さ
が

の
千
手
観
―音
も
、
仔
細
に
見
て
行
け
ば
そ
の

と
も
す
れ
ば
殆
ん
ど

一
様
に
見
え
る
千
怜

名
も
見
え

て
ゐ

る。

其
の
外
勢
圏
、
隆
圏
と
い
ふ
未
知
の
作
家
の

る
。
康
圏
の
銘
を
有
す
る

の
も
稗
見
さ
れ
た
。

る
様
に
京
都
の
佛
師
が
同
時
に
動
員
さ
れ
て
、
仕
事
を
分
拇
し
た
事
は
察
す
る
に
難
く
な
い
。

た
建
長
六
年
の
銘
に
よ
る
と、

敷
艇
が

、
先
年
修
理
の
際
に
見
出
さ
れ
て
ゐ

究
治
三
年
燒
失
の
後
、
そ
の
再
廷
の
時
造
佛
に
携
っ
た
の
は
湛
脱
の
一

門
で
あ
っ
た
。
中
翁
の
盗
座
の
軸
に
記
さ
れ

八
十
二
歳
の
類
齢
を
以
つ
て
湛
艇
は
四
十
八
蔵
に
な

っ
た
甥
の
康
圏
と
共
に
此
の
造
佛

に
活
躍
し
た
事
が
知
ら
れ
る
。

湛
股
は
丈
六
中
尊
を
作
っ
た
と
共
に
等
身
立
像
を
も
作
り
、
彼
の
名
を
刻
ん
だ
観
音
像

醤

径

一八



美
と
云
つ
て
も
い
ヽ
か
も
知
れ
な

い
。

を
覺
え
る
。

祖
像
の
中
に
は
「
運
淡
」
と
墨
書
さ
れ
た
も
の
が
二
躯
存
し
て
ゐ
る
。
然
し
此
の
「
運
脱
」

と
い
ふ
銘
は
、
そ
の
書

風
よ

b
見
て
も
、
運
殿
時
代
と
す
る
事
は
困
難
で
あ
る
が
、
殊
に
、
邁
華
王
院
の
創
建
さ
れ
た
長
寛
二
年
は
、
運
殿
は

三

十

三

間

堂

そ
こ
に
は
運
股
の
作
風
を
偲
へ
た
湛
脱
の
様
式
が

、
全
骰
を
司
配
し
て
ゐ
る
の

っ
た
頗
の
ふ
く
ら
み
や
、
す
る
ど
い
視
線
を
投
げ

る
眼
に
、

．
．
 
，
 

一
種
の
送
し
さ
を
示
し
て
ゐ
る
。

一九 そ
れ
を
野
性
的
健
康
の

同
じ
様
に
圏
か
で
あ
る
が

、
新
像
に
は
力
を
も

（代時創草）像音観手千

と
し
て
ガ
ッ
シ
リ
し
た
表
現
で
あ
る
。
相
好
も
、

る
。
そ
れ
に
野
し
て
、
建
長
の
新
像
は
、
全
怪

遭
遇
す
る
。

こ
れ
が
ま
さ
し
く
晋
像
な
の
で
あ

や
か
さ

、
み
や
び
や
か
さ
を
持
っ
た
像
に
折
々

さ
、
な
よ
や
か
さ
を
、
相
好
に
於
い
て
は
お
だ

こ
れ
等
の
佛
像
相
互
の
差
化
は
、
云
は
ゞ
作
家
に
於
け
る
癒
術
精
神
の
ニ

ュ
ア

ン
ス
の
相
違
を
示
す
の
で
あ
る
が
、

同
時
に
そ
の
中
に
は
明
か
に
時
代
の
様
式
的
相
違
を
示
す
も
の
を
見
出
す
事
も
出
事
る
。

る
様
に
喪
治
累
燒
の
際
、
草
創
時
代
造
立
の
百
五
十
六
翌
の
観
音
像
が
取
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
千
怜
の
中
に
は

約
十
五

パ
ー
セ
ン
ト
の
藉
像
を
有
す
る
筈
で
あ
る
。
見
て
行
く
と
、
吾
々
は
そ
の
像
身
に
於
い
て
は
、
比
較
的
軽
ら
か

一
代
要
記
に
よ
っ
て
知
ら
れ



未
だ
少
年
期
を
脱
し
て
ゐ
な
か
っ
た
と
考
へ
ら
れ
、
果
し
て
彼
が
此
の
造
像
に
参
加
し
た
か
否
か
す
ら
も
年
代
的
に
あ

や
ぷ
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
へ
彼
が
参
加
し
て
も
、
恰
か
も
す
ぐ
れ
た
人
並
の
作
家
の
如
く
、
し
か
も
他
の
作

家
は
全
く
そ
の
銘
を
記
さ
な
い
の
に
、
獨

b
彼
の
み
が
作
者
銘
を
記
入
し
た
と
い
ふ
事
は
到
底
是
認
し
難
い
。
恐
ら
く

江
戸
時
代
に
修
理
を
し
た
際
に
、
運
慶
が
そ
れ
等
の
千
骰
佛
を
造
っ
た
と
い
ふ
博
説
に
乗
じ
て
、
何
人
か
ゞ
書
き
込
ん

だ
さ
か
し
ら
事
で
あ
ら
う
。

一
代
要
記
に
よ
っ
て
、
藉
像
の
御
首
と
左
手
と
が
火
災
に
取
出
さ
れ
た
と
い
ふ
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
か
今
の
像
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
か
否
か
は
問
題
と
な
り
得
る
。
然
し
現
在
の
中
尊
の
相
好
に
於
け
る

表
現
は
、
之
れ
を
湛
艇
の
作
と
見
る
に
は
、
彼
の
他
の
作
品
に
比
較
し
て
、
湛
擬
的
な
も
の
を
殆
ん
ど
見
出
し
難
い
。

そ
し
て
そ
の
一
種
の
優
雅
さ
、
殊
に
頬
よ

b
唇
に
か
け
て
戚
じ
ら
る
ヽ
な
と
や
か
な
情
緒
は
、
む
し
ろ
藤
原
的
な
も
の

と
相
通
す
る
の
で
あ
る
。
長
寛
と
い
へ
ば
既
に
録
倉
的
な
も
の
、
殺
生
し
つ
ヽ
あ
っ
た
時
で
あ

b
、
こ
れ
よ

b
数
年
前
、

永
暦
元
年
に
造
立
さ
れ
た
東
大
寺
の
四
天
王
の
如
き
は
、
ま
さ
し
く
録
倉
的
精
紳
の
充
賓
せ
る
も
の
で
あ
る
。
隧
つ
て

此
の
中
尊
に
見
ら
れ
る
ど
こ
か
録
倉
的
な
硬
さ
は
、
長
寛
の
作
品
と
し
て
必
す
し
も
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
そ

の
首
は
む
し
ろ
草
創
期
の
も
の
と
す
べ
苔
で
あ
る
と
考
へ
る
。
唯
左
手
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
多
敗
の
手
の
何
れ
か
明
か

で
な
い
か
、
も
し
千
手
の
中
の
幾
本
か
と
す
れ
ば
、
或
は
現
在
そ
れ
が
交
つ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
。

中
諄
の
丈
六
翻
音
の
坐
像
は
、

懐

徳

四
〇



四

然
し
三
十
三
間
堂
の
佛
像
と
し
て
注
意
す
べ
き
は
、
何
を
措
い
て
も
か
の
廿
八
部
衆
で
あ
る
。
そ
の
中
八
骰
ば
か

b

は
京
都
博
物
館
に
陳
列
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
等
は
賓
に
日
本
の
彫
刻
史
上
に
大
き
な
光
彩
を
添
え
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

寺
博
に
は
運
慶
の
作
と
い
ひ
、
叉
學
者
の
間
に
は
建
長
の
新
造
と
見
る
も
の
も
あ
る
。
然
し
一
代
要
記
に
よ
っ
て
賓
治

の
火
災
に
廿
八
部
衆
が
救
は
れ
て
ゐ
る
事
が
明
か
な
ば
か

b
で
な
く
、
そ
の
作
風
よ

b
見
て
も
到
底
録
倉
中
期
に
ま
で

は
あ
る
。
然
し
こ
れ
等
の
像
が
千
骰
観
音
と
同
時
の
作
か
否
か
、
そ
こ
に
問
題
炉
あ
る
。
・

廿
八
部
衆
は
、
然
し
、
少
く
と
も
も
は
や
藤
原
様
式
の
範
疇
に
屈
す
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
何
れ
の
像
に
於
い
て

も
そ
の
姿
態
に
は
力
の
あ
る
運
動
が
現
は
れ
、
表
現
に
は
寓
賞
的
な
観
照
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
。
殊
に
各
の
相
貌
に
於
け

る
庶
民
的
氣
品
は
、
ま
さ
し
く
録
倉
的
な
る
に
ほ
ひ
を
た
ゞ
よ
は
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
録
倉
的
な
も

の
に
固
執
し
て
此
の
像
を
見
れ
ば
、
建
長
の
新
作
と
見
ら
れ
る
の
も
必
す
し
も
理
由
の
な
い
事
で
は
な
い
。
然
し
此
等

の
像
と
比
較
す
る
に
適
常
な
も
の
を
求
め
る
と
、
文
治
四
年
に
康
慶
一
門
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
典
輻
寺
南
園
堂
の
四

天
王
、
建
仁
二
年
定
慶
の
作
っ
た
興
揺
寺
の
梵
天
、
帝
秤
等
が
あ
る
。

者
に
、
同
じ
主
題
の
梵
天
帝
秤
天
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
後
者
と
封
照
す
る
に
よ
い
。
文
治
四
年
は
長
寛
二
年
よ

b
廿
四

年
、
建
仁
二
年
は
三
十
八
年
の
後
で
あ
る
が
、

細
で
あ

b
、
ど
こ
か
に
一
種
の
優
雅
さ
が
戚
じ
ら
れ
、
明
か
に
そ
れ
等
よ

b
も
先
行
す
る
も
の
で
あ
る
事
は
肯
定
さ
れ

三

十

三

間

堂

廿
八
部
衆
は
康
腹
や
定
巖
の
作
風
に
封
し
て
見
る
と
、
全
骰
と
し
て
繊

下
る
も
の
で
は
な
い
。
随
つ
て
こ
れ
等
の
像
を
、

廿
八
部
衆
の
畢
婆
迦
羅
王
や
毘
棲
勒
叉
等
は
前

一
往
、
草
創
常
時
の
も
の
と
な
す
の
は
、
む
し
ろ
樅
常
な
慮
理
法
で



f~
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る
。
而
し
て
そ
れ
等
の
像
の
若
衣
に
は
な
ほ
藤
原
的
な
編
甲
、

つ
て
装
飾
さ
れ
て
ゐ
る
。

の
で
あ
る
。

七
賓
つ
な
ぎ
等
の
文
様
や
、
藤
原
的
典
雅
な
色
調
を
以

か
う
し
て
見
る
と
、
矢
張
り
、
少
く
と
も
草
創
期
を
甚
し
く
下
る
も
の
で
な
い
事
が
云
へ
る

さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
此

の
廿
八
部
衆
は
或
は
康
朝
一
門
の
手
に
成
っ
た
と
見
る

べ
苔
可
能
性
を
も
許
さ
れ

る
。
康
朝
は
そ
の
運
華
王
院
の
造
佛
以
後
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
が

、
そ
の
嫡
子
成
朝
は
文
治
二
年
録
倉
に
あ
っ
て
照

相
営
の
敬
意
を
彿
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

世
に
は
忘
れ
ら
れ
た
康
朝
一
門
の
藝
術
に
到
し
、

亨

け
い
し
ゅ
ら

廿
八
部
衆
の
何
れ
も
、
皆
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
。
摩
酪
首
羅
の
男
性
的
筋
骨
の
描
寓

や
、
横
笛
を
吹
い
た
迦
棲
羅
王
の
相
貌
や
、
殊
に
右
足
の
爪
先
を
浮
か
し
て

、
演
奏
者
自
身
が
リ
ズ
ム
に
身
を
托
し
て

ゐ
る
姿
態
の
こ
ま
か
な
心
遣
ひ
に
も
、
作
者
の
非
凡
な
藝
術
的
威
覺
が
示
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
殊
に
婆
藪
仙
の
老
ひ
さ
ら

ば
う
た
風
姿
の
其
に
迫
っ
た
表
現
の
如
含
、
明
か
に
日
本
に
於
け
る
彫
刻
の
最
も
偉
大
な
る
作
に
敷
へ
ら
る
べ
き
も
の

｀
 

,.
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懐

徳

を
示
す
も
の
と
云
ひ
得
る
な
ら
ば
、
吾
々
は
此
の

し
て
果
し
て
此
の
廿
八
部
衆
が
此
の
一
門
の
作
風

に
値
し
た
も
の
で
あ
っ
た
事
が
想
像
さ
れ
る
。

そ

く
用
ひ
ら
れ
た
貼
よ
り
し
て
、
其
の
藝
術
も
推
賞

消
息
を
絶
つ
て
了
っ
た
が
、
此
の
一
門
の
世
に
重

軍
家
の
造
佛
に
従
っ

て
ゐ
る
。
成
朝
も
そ
れ
以
後

四



代
を
、
．
誰
人
も
認
め
る
で
あ
ら
う
。

三
十
三
間
堂
に
結
び
つ
い
た
様
々
な
物
語

b
は
、
も
は
や
私
の
持
場
で
は
な
い
。
柳
の
棟
木
の
話
し
や
、
宮
本
武
蔵

の
仇
討
の
は
な
し
な
ど
は
、
私
も
聞
苔
手
に
廻
つ
て
、
そ
の
面
白
さ
に
ふ
け
b
度
い
所
で
あ
る
。
貞
享
四
年
、
三
十
三

間
堂
の
西
裏
の
橡
で
、
紀
州
の
滞
士
生
年
十
九
の
和
佐
大
八
が
、
南
の
端
よ

b
北
の
端
へ
六
十
五
間
の
長
距
離
を
、

三

十

三

間

堂

ぶ＇

‘‘! 

内 ノ 衆 部 八 十 二

仙 飯 婆

で
あ
る
。

四

を
求
め
る
新
し
い
時
代
精
神
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
す
で
に
明
け
離
れ
行
く
錨
倉
時

｀
 

き
生
苔
し
た
も
の

、
澄
剌
た
る
も
の
に
、
美

に
現
は
れ
た
精
神
は
―
つ
な
の
で
あ
る
。
生

者
の
類
似
は
決
し
て
遇
然
で
は
な
い
。
二
つ

恐
ら
く
、
宗
逹
が
北
四
い
た
建
仁
寺
の
風
紳
雷
紳
の
一
雙
の
屏
風
に
、
そ
の
機
智
的
な
モ
チ
ー
フ
を
供
給
し
た
と
思
は

れ
る
風
紳
雷
神
の
像
は
、
三
十
三
間
堂
を
訪
ふ
た
何
人
の
印
象
に
も
最
も
深
く
残
る
も
の
で
あ
る
c

あ
の
動
線
の
は
げ

し
い

表
現
は
、
給
な
ら

ば
信
貴
山
緑
起
緯
巻
に
見
え

る
空
飛
ふ
剣
の
諌
法
に
で
も
比
せ
ら
れ
よ
う
。
信
貴
山
縁
起
も
、

矢
張
り
平
家
時
代
前
後
の
産
物
で

あ
る
。
雨



懐

徳

， 
・マ

‘‘‘ 
......... 

匂

査
夜
に
一
萬
五
千
五
十
三
本
の
矢
を
射
て
、
そ
の
中
、
通
矢
八
千
百
三
十
三
筋
を
敷
へ
、
慶
長
以
来
の
最
高
記
録
を
樹

立
し
た
と
い
ふ
話
な
ど
は
、
尚
武
的
競
技
の
流
行
し
て
ゐ
る
今
の
時
冊
に
は
殊
に
興
味
の
あ
る
話
題
で
あ
ら
う
。

（
昭
和
十
四
年
九
月
十
日
稿
）

四
四




