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仏
法
を
守
談
す
る
四
天
王
の
う
ち
、
代
表
格
で
あ
る
と
さ
れ
る
の

が
多
聞
天
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
独
歯
と
し
て
ま
つ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
、
そ
の
場
合
、
毘
沙
門
天
の
名
前
で
呼
ば
れ
る
。
四
天
王
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
あ
る
い
は
単
独
像
と
し
て
、
イ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
中

国
や
日
本
に
お
い
て
も
古
く
か
ら
多
く
の
像
が
作
ら
れ
て
き
た
。
ゎ

が
国
で
は
、
仏
教
彫
刻
の
黎
明
期
で
あ
る
飛
鳥
時
代
に
出
現
し
、
と

り
わ
け
奈
良
末
期
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
は
造
像
が
盛
ん
で
、
秀

逸
な
作
品
も
多
く
生
ま
れ
て
い
る
。

作
例
の
多
く
は
畿
内
に
分
布
し
て
い
る
が
、

は
じ
め
に

東
北
地
方
に
お
け
る
毘
沙
門
天
像
と
田
村
麻
呂
伝
説
の
関
連
に
つ
い
て

な
ぜ
か
東
北
地
方
の

岩
手
県
北
上
地
方
に
も
集
中
し
て
、
平
安
時
代
後
期
の
作
例
が
見
い

だ
せ
る
。
当
時
の
政
治

・
文
化
の
中
心
だ
っ
た
畿
内
か
ら
遠
く
離
れ

た
北
東
北
に
、
な
ぜ
毘
沙
門
天
が
多
数
造
像
さ
れ
た
の
か
。
こ
の
こ

と
は
従
来
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
(
1
)
深
く
は
追
求
さ
れ
な
か
っ
た
典

味
深
い
問
題
で
あ
る
。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
像
が
納
め
ら
れ
た
寺
院
の

み
な
ら
ず
、
そ
の
地
域
一
帯
の
、
歴
史
や
民
俗
は
籠
要
な
手
が
か
り

と
な
る
。
な
か
で
も
、
平
安
時
代
の
武
将
で
あ
り
、
東
北
地
方
を
平

定
し
た
坂
上
田
村
麻
呂
に
関
す
る
史
実
と
伝
説
は
、
寺
院
の
縁
起
に

も
深
く
関
わ
っ
て
お
り
見
過
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
論
で
は
、

東
北
地
方
の
歴
史
と
毘
沙
門
天
の
造
像
の
系
譜
を
検
証
し
、
こ
れ
に

田
村
麻
呂
伝
説
を
加
え
て
考
え
る
こ
と
で
、
東
北
地
方
に
お
け
る
仏

西
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明
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東
北
地
方
の
作
例
に
目
を
向
け
る
前
に
、
毘
沙
門
天
像
に
つ
い
て

簡
単
に
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

仏
教
が
成
立
す
る
は
る
か
以
前
か
ら
、
イ
ン
ド
で
広
く
崇
拝
さ
れ

て
い
た
土
着
的
な
民
間
信
仰
の
神
々
の
い
く
つ
か
は
、
仏
法
の
守
護

神
と
し
て
仏
教
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
毘
沙
門
天
も
そ
う
い
っ
た
神

格
の
一
っ
で
、
そ
の
起
源
は
紀
元
前
四
世
紀
ご
ろ
成
立
し
た
イ
ン
ド

の
叙
事
詩
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
『
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
』
に
登
場
す

る
、
財
宝
と
福
を
司
る
北
方
守
護
の
善
神
、
ク
ベ
ー
ラ
・
ヤ
ク
シ
ャ

に
求
め
ら
れ
る
と
言
う
(
2
)
0

ク
ベ
ー
ラ

・
ヤ
ク
シ
ャ
は
仏
教
が
発
展
す
る
に
つ
れ
、
仏
教
守
護

の
四
天
王
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
四
天
王

は
、
仏
教
の
世
界
観
の
中
心
に
そ
び
え
る
須
弥
山
の
中
腹
に
お
い
て

仏
教
世
界
を
守
護
す
る
と
さ
れ
、
四
方
に
各
一
天
ず
つ
が
配
位
さ
れ

る
。
東
方
が
持
国
天

・

南
方
が
増
長
天

•

西
方
が
広
目
天
・
北
方
が

多
聞
す
な
わ
ち
毘
沙
門
天
で
、
毘
沙
門
天
は
四
天
王
中
で
最
強
の
、

一
、
毘
沙
門
天
と
は

教
文
化
の
広
が
り
の

あ
る
。

一
形
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

首
領
格
の
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

イ
ン
ド
で
は
、
紀
元
前
よ
り
四
天
王
は
貴
族
の
人
の
姿
で
表
わ
さ

れ
、
武
器
も
持
た
な
い
こ
と
が
多
い
。

A
D
一
世
紀
ご
ろ
か
ら
始
ま

る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
教
彫
刻
で
は
、
四
天
王
の
中
の
一
体
と
し
て
表

わ
さ
れ
る
場
合
、
北
方
遊
牧
民
の
王
侯
の
姿
を
と
る
こ
と
が
あ
る
と

い
う
(
3
)
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
は
ま
た
、
毘
沙
門
天
が
釈
迦
に
従
う
守

護
神
と
し
て
、
出
城
な
ど
の
場
面
に
登
場
す
る
と
の
説
も
あ
る

(
4
)
。
だ
が
甲
冑
に
身
を
固
め
、
険
し
い
表
情
を
し
た
武
将
の
姿
で

表
現
さ
れ
る
日
本
の
毘
沙
門
天
像
の
、
直
接
の
祖
形
は
「
ガ
ン
ダ
ー

ラ
の
図
像
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
た
六

i
七
世
紀
の
中
央
ア
ジ
ア

ー
特
に
ホ
ー
タ
ン
地
方
ー
に
あ
る
」
と
さ
れ
る
(
5
)
。
す
る
と
中
央

ア
ジ
ア
に
お
け
る
毘
沙
門
天
像
の
展
開
が
、
日
本
の
毘
沙
門
天
像
の

成
立
を
理
解
す
る
上
で
重
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
余

り
多
く
の
作
例
が
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
中
国
の
毘
沙
門
天
俊
に

つ
い
て
も
、
徐
々
に
作
例
が
紹
介
さ
れ
て
き
て
い
る
と
は
い
え
い
ま

だ
十
分
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
本
論
文
で
は
東
北
地
方
に
お

け
る
四
天
王
及
び
毘
沙
門
天
像
の
特
殊
性
に
注
目
す
る
こ
と
も
あ

り
、
中
央
ア
ジ
ア
及
び
中
国
の
作
品
と
の
比
較
は
あ
ま
り
お
こ
な
わ

ず
、
日
本
国
内
の
作
例
を
中
心
に
言
及
し
、
論
を
進
め
て
い
き
た
い

と
思
う
。
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わ
が
国
で
は
四
天
王
は
ま
ず
、
釈
迦
な
ど
に
従
屈
す
る
神
格
と
し

て
表
現
さ
れ
た
。
最
古
の
例
と
し
て
は
、
六
二
三
年
の
銘
記
を
持

つ
、
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
帥
像
の
台
座
に
描
か
れ
た
四
天
王
倣
が
知

ら
れ
て

い
る
。
剥
落
が
激
し
く
、
四
体
の
比
定
は
ま
ま
な
ら
な
い
状

態
た
が
、
四
体
そ
れ
ぞ
れ
が
割
目
し
、
着
甲
し
て
武
装
し
て
い
る
の

が
判
明
し
て
い
る
。
こ
の
図
像
に
影
響
を
与
え
た
と
見
ら
れ
て
い
る

の
が
中
国
の
、
南
北
朝
時
代
の
四
天
王
像
で
あ
る
と
い
う
(
b
)
。
そ

の
い
ず
れ
も
か
四
天
王
を
着
甲
武
神
形
で
表
現
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
右
手
に
は
宝
塔
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
多
聞
天
を
四
天
王
の
首

領
格
と
見
な
し
、
造
像
に
お
い
て
も
他
像
と
の
区
別
を
は
っ
き
り
さ

せ
る
こ
と
は
、
す
で
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
て
い

た
。
し
か
し
宝
塔
を
捧
げ
持
た
せ
る
形
式
は
、
イ
ン
ド
や
ガ
ン
ダ
ー

ラ
で
は
見
ら
れ
ず
、
中
国
独
自
の
四
天
王
表
現
で
あ
る
と
さ
れ

る
(
7
〉
。
そ
し
て
朝
鮮
・
日
本
の
四
天
王
像
も
こ
の
形
式
を
継
承
し

こ。t
 下

級
の
神
像
と
し
て
の
四
天
王
像
は
他
に
、
東
大
寺
戒
壇
院
の
四

天
王
塑
像
（
図
版

1
)
、
法
隆
寺
食
堂
の
梵
天

・
帝
釈
天
と
一
具
の

四
天
王
像
、
同
じ
く
梵
釈
を
ふ
く
む
唐
招
大
寺
金
成
の
四
天
王
像
な

二
、
日
本
に
お
け
る
四
天
王
像
の
流
れ

と
を
初
期
の
作
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
興
福
寺

東
金
堂
の
四
天
王
像
は
、
奈
良
末
期
の
作
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

の
像
容
（
多
聞
天
の
場
合
、
右
手
に
宝
塔
を
捧
げ
、
左
手
に
戟
を
持

つ
）
は
、
六
四
二
年
頃
漠
訳
さ
れ
た
ぷ
比
羅
尼
集
経
』
の
記
載
と

i

致
し
て
い
る
(
8
)
0

十
世
紀
に
入
る
と
、
祈
た
な
形
式
の
四
天
王
像
が
定
着
し
始
め

た
。
九
五

i

年
造
立
の
、
京
都
・
六
波
羅
蜜
寺
の
四
天
王
像
が
そ
の

初
期
の
代
表
作
で
、
な
か
で
も
毘
沙
門
天
は
、
冠
を
戴
く
代
わ
り
に

頭
に
兜
を
か
ふ
り
、
右
手
に
持
っ
て
い
た
宝
塔
を
左
手
に
捧
げ
る
よ

う
に
な
る
。
体
躯
は
ど
っ
し
り
と
表
現
さ
れ
、
着
衣
の
布
の
動
き
や

下
半
身
の
構
え
方
な
ど
、
各
部
に
ゆ
と
り
あ
る
造
形
が
な
さ
れ
て
い

る
。
他
に
、
周
坊
国
分
寺
像
、
九
九
三
年
頃
の
滋
賀
・
善
水
寺
像
、
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九
九

0
年
の
法
隆
寺
大
講
堂
像
、
延
暦
寺
の
根
本
中
堂
像
、
三
重

・

市
場
寺
像
な
ど
が
同
じ
特
色
を
示
す
作
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
、
左
手
に
宝
塔
を
捧
げ
る
和
様
四
天
王
像
は
、
延
暦
寺
国
宝

殿
に
安
罹
し
て
あ
る
四
天
王
像
が
起
源
で
あ
り
、
そ
の
像
容
は
唐
代

後
期
の
『
金
剛
頂
楡
伽
設
庶
供
軌
』
に
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
と
い

、?
(
9
)
0

こ
こ
ま
で
釈
迦
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た
、
釈
迦
像
に
付
随
す
る
形

の
四
天
王
像
の
流
れ
を
追
っ
て
き
た
が
、
こ
れ
と
同
時
に
、
四
天
王

を
王
蒻
と
し
て
扱
う
流
れ
も
存
在
し
て
い
た
。
四
天
王
に
よ
る
国
家

守
護
を
説
い
た
経
典

『金
光
明
経
』
に
碁
づ
い
て
造
像
さ
れ
た
作
例

が
こ
れ
に
あ
た
る
。
法
隆
寺
金
堂
の
四
隅
に
配
さ
れ
た
像
が
現
存
す

る
最
古
の
例
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
広
目
天
は
持
物
と
し
て
箪
と
巻
物

を
そ
な
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
日
本
で
し
か
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ

る
。
毘
沙
門
天
（
多
聞
天
）
（
図
版
2
)
は
宝
塔
を
右
手
に
捧
げ
、

左
手
で
戟
を
地
に
突
い
て
い
る
が
、
像
の
動
き
は
少
な
く
、
正
而
性

の
高
い
、
静
的
な
像
に
な
っ
て
い
る
。
洛
衣
も
着
甲
と
言
う
よ
り
は

中
国
の
官
僚
の
衣
装
を
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
で
、
武
神
と
い
う
印
象

は
あ
ま
り
受
け
な
い
。

r
金
光
明
経
』
は
七

O
ll
i年
に
唱
の
義
浄
に
よ
っ
て

r
金
光
明
飛

勝
玉
経
』
と
し
て
新
訳
さ
れ
、
こ
れ
が
遣
唐
使
を
通
じ
日
本
に
も

入
っ
て
く
る
。
こ
の

『最
勝
王
経
』

は
、
内
容
的
に
は

r
金
光
明

経
』
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
あ
ま
り
無
い
が
、
四
天
王
の
関
連
箇
所

で
、
新
し
く
福
徳
の
女
神
吉
祥
天
が
登
楊
す
る
。
吉
祥
天
は
毘
沙
門

天
居
城
の
庭
苑
の
中
に
宮
殿
を
構
え
て
住
ま
う
と
説
か
れ
て
お
り
、

こ
の
こ
と
か
ら
毘
沙
門
天
と
吉
祥
天
を
特
別
に
一
具
に
し
て
造
俊
す

る
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
0

I
 

0
七
八
年
に
行
な
わ
れ
た
吉
祥
悔
過
の

本
腕
と
し
て
、
法
隆
寺
金
堂
に
安
骰
さ
れ
た
毘
沙
門
天

•

吉
祥
天
が

こ
れ
に
あ
た
る
。

以
上
、
四
天
王
と
し
て
造
像
さ
れ
た
毘
沙
門
天
を
見
て
き
た
が
、

独
腺
と
し
て
奉
ら
れ
た
毘
沙
門
天
像
も
早
く
か
ら
存
在
し
た
。
平
安

一、
日
本
に
お
け
る
毘
沙
門
天
像
の
流
れ

図版2 法隆寺金堂多間天

「日本仏教美術名宝展 図録」
奈良国立博物館
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図版 3 東寺 兜祓毘沙門天立激

「東アジアの仏たち展 図録」

奈良国立帷物館

時
代
の
初
期
に
は
、

く
の
で
あ
る
。

中
国
の
独
尊
毘
沙
門
天
の
信
仰
形
態
が
、

使
や
入
唐
し
た
学
問
僧
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、

遣
唐

平
安
時
代

以
降
は
単
独
の
本
尊
と
し
て
造
像
さ
れ
る
毘
沙
門
天
も
展
開
し
て
い

独
尊
と
し
て
の
毘
沙
門
天
の
日
本
最
古
の
例
は
、
現
在
京
都
・
東

音
に
安
置
さ
れ
た
西
域
風
の
落
衣
を
示
す
毘
沙
門
天
像
で
あ
る
（
図

版

3
)
。
こ
の
毘
沙
門
天
像
は
八
〇
五
年
に
遣
唐
使
が
唐
か
ら
持
ち

揺
っ
た
も
の
て
、
同
年
完
成
し
た
平
城
京
の
、
羅
城
門
の
楼
上
に
据

え
ら
れ
た
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
毘
沙
門
天
が
城
門
の
楼
上
に

現
れ
、
敵
の
襲
撃
を
受
け
た
唐
の
城
を
牧
っ
た
と
い
う
故
事
が
あ

り
、
そ
れ
に
従
っ
て
唐
の
都
で
行
な
わ
れ
て
い
た
方
式
を
、
平
城
京

で
も
模
倣
し
た
形
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
建
物
が
崩
壊
し
東
寺
に
移

さ
れ
た
と
い
う
。
た
だ
し
最
近
、
こ
の
話
は
伝
説
に
過
ぎ
ず
、
本
来

羅
生
門
に
は
据
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
す
る
意
見
が
発
表
さ
れ
て

い
る
(
1
0
)
0

こ
の
昆
沙
門
天
像
は
左
手
に
宝
塔
を
捧
げ
、
右
手
で
戟
を
地
に
突

い
て
、
険
し
い
顔
で
正
面
を
向
き
、
中
国
で
作
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る

像
で
あ
り
な
が
ら
、
イ
ラ
ン
系
の
民
放
衣
装
の
特
色
も
見
ら
れ
る
西

域
風
の
甲
冑
を
身
に
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
足
下
は
邪
鬼
を
踏
む
の

て
は
な
く
、
地
天
女
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
東
寺
像
に
始
ま

る
、
西
域
用
の
甲
冑
を
ま
と
い
、
地
天
女
を
足
下
に
従
え
る
毘
沙
門

天
は
、
特
別
に
兜
肱
毘
沙
門
天
と
呼
ば
れ
区
別
さ
れ
て
い
る
。

と
の
よ
う
な
形
式
的
特
徴
を
持
っ
た
昆
沙
門
天
が
「
兜
級
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
議
論
が
存
在
す
る
。
「
兜

跛
」
と
は
そ
の
音
か
ら
「
吐
蕃
」
す
な
わ
ち
「
西
蔵
（
チ
ベ
ノ

ト
）
」
と
同
義
語
て
あ
り
、
西
域
コ
ー
タ
ン
に
そ
の
発
生
を
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
と
す
る
説
(11)
。
ま
た
は
、
「
兜
跛
」
は
チ
ベ
ノ
ト
由

来
の
中
国
語
で
、
中
国
で
は
古
来
同
音
の
「
斗
祓
」
「
斗
蓬
」
と
表

記
さ
れ
、
そ
れ
は
「
長
い
外
套
状
の
上
着
を
つ
け
た
」
状
態
を
指
す

言
葉
で
あ
る
と
す
る
説
(12)

が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
い
ず
れ

も
が
、
西
域
様
を
示
す
服
制
と
い
う
特
色
か
ら
、
他
の
毘
沙
門
天
と

区
別
す
る
た
め
「
兜
祓
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
た
と
し
て
い
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る゚

一
方
、

猪
川
和
子
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
兜
践
毘
沙
門

天
像
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
東
寺
像
と
同
様
の
、
西
域
風
の
着

衣
の
も
の
は
む
し
ろ
少
数
で
、
作
例
を
見
渡
す
限
り
、
「
兜
跛
」
と

い
う
語
は
「
地
天
女
に
支
え
ら
れ
た
毘
沙
門
天
」
を
指
し
示
す
た
め

に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
日
）
。
本
論
で
詳
し
く
取
り

上
げ
る
毘
沙
門
天
像
に
西
域
風
の
着
衣
の
も
の
が
餌
い
こ
と
も
あ

り
、
猪
川
氏
に
従
っ
て
、
服
制
の
違
い
に
対
し
て
で
は
な
く
、
足
下

を
地
天
（
女
）
に
支
え
ら
れ
た
毘
沙
門
天
像
に
対
し
て
の
み
、
「
兜

祓
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
。

日
本
に
お
け
る
独
蘊
の
毘
沙
門
天
像
の
造
像
は
、
西
域
風
の
着
衣

を
そ
な
え
た
東
寺
像
か
ら
始
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
は
服
制
上
で
中
国

化
の
進
ん
だ
毘
沙
門
天
像
も
造
像
さ
れ
て
い
く
。
洸
賀

・
石
山
寺
の

兜
跛
毘
沙
門
天
像
、
福
岡

・
観
世
音
寺
の
兜
肱
毘
沙
門
天
像
な
ど
が

代
表
的
な
作
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
独
酋
京
の
毘
沙
門
天
が

本
尊
に
据
え
ら
れ
た
例
に
は
、
京
都

・
鞍
馬
寺
の
毘
沙
門
天
像
が
あ

る
。
こ
の
像
で
見
ら
れ
る
、
宝
塔
を
捧
げ
ず
に
左
手
に
戟
を
持
ち
、

右
手
は
腰
に
当
て
る
像
容
は
、
空
海
が
伝
来
し
た
儀
軌
に
し
た
が
っ

て
お
り
、
平
安
時
代
か
ら
の
新
し
い
形
式
と
し
て
福
井
・
清
雲
寺
の

毘
沙
門
天
像
や
岐
阜

・
乙
津
寺
像
、
滋
賀
・
明
王
院
像
に
受
け
継
が

れ
て
い
く
(M)
。

こ
れ
ら
の
毘
沙
門
天
像
の
流
れ
と
は
別
に
、
毘
沙
門
天
と
不
動
明

王
を
一
具
に
し
た
造
像
も
平
安
時
代
に
始
ま
っ
て
お
り
、
毘
沙
門
天

の
表
現
は
多
様
な
枝
分
か
れ
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
作
例
の

分
布
は
主
に
西
日
本
に
限
ら
れ
て
お
り
、
東
日
本
に
お
け
る
中
世
以

前
の
毘
沙
門
天
像
は
希
で
あ
る
。
中
部
に
静
岡
・
頴
成
就
院
像
な
ど

が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
像
も
含
め
て
、
東
日
本
の
ほ
と
ん
ど
が
運
慶

様
式
を
取
り
入
れ
た
十
二
世
紀
以
降
の
作
品
ば
か
り
で
あ
り
、
東
北

地
方
に
点
在
す
る
毘
沙
門
天
像
が
平
安
時
代
に
造
像
さ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
非
常
に
特
殊
な
状
況
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
時

代
の
東
北
地
方
の
主
要
な
毘
沙
門
天
像
と
し
て
は
、
岩
手

・
山
形
・

宮
城

・
福
島
の
各
寺
に
お
さ
め
ら
れ
た
―
二
体
(15)
が
挙
げ
ら
れ
る

が
、
そ
の
う
ち
本
論
で
詳
し
く
取
り
上
げ
る
成
島
毘
沙
門
堂
像
（
図

版

4
)
、
立
花
毘
沙
門
堂
像
（
図
版

5
)
、
藤
里
毘
沙
門
棠
像
（
図
版

6
)
を
は
じ
め
と
す
る
七
体
は
、
岩
手
県
北
上
地
方
に
集
中
し
て
い

る
。
福
島
の
二
体
は
不
動
明
王
と
対
に
な
っ
た
十
二
世
紀
以
降
の
作

で
あ
る
か
ら
、
独
尊
の
毘
沙
門
天
像
が
五

0
キ
ロ
の
地
域
内
に
集
中

し
て
い
る
の
は
、
東
日
本
で
は
こ
の
岩
手
県
北
上
地
方
だ
け
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
注
目
し
、
以
下
東
北
へ
と
視
点
を
移
し

て
い
く
。
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図版5 岩手県 立花昆沙門従昆沙1'1天立像

rきたかみの古IL.1北.t市立博物館

図版 4 岩手県 成島昆沙,,,盆l象兜践昆沙1·~天立1象
rきたかみの古｛ら北上市立博物館

岩
手
県

・
北
上
地
方
と
は
、
県
の
南
半
分
の
平
野
を
指
し
、
太
平

洋
側
の
北
上
高
地
と
、
秋
田
県
と
の
境
に
そ
び
え
る
奥
羽
山
脈
の
問

を
縫
っ
て
流
れ
る
北
上
川
に
沿
っ
た
、
肥
沃
な
土
地
で
あ
る
（
地
図

l
)
。
こ
の
地
方
は
古
く
か
ら
、
東
北
に
お
け
る
政
治

・
文
化

・
宗

教
の
中
心
地
と
し
て
重
要
な
地
で
あ
っ
た
。

東
北
地
方
は
古
代
、
そ
の
地
理
的
要
因
か
ら
な
か
な
か
律
令
支
配

の
徹
底
が
図
ら
れ
ず
、
平
安
時
代
ま
で
「
蝦
夷
」
と
呼
ば
れ
る
反
勢

四
、
岩
手
県
北
上
地
方
の
仏
教
文
化

叫~G 岩手県釦[!,昆沙l"IJ,: 虹紐沙1"1知r.f~
rさたかみの古（！、」北上市立博物館
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北
上
高
地

◇遠野

釜召◇

五菜山
JI,,. 

地図J 岩手県北」：地方略地図
（参考文献） r最新基本地図 世界 ，日本 19訂版J 帝国苔院

r東北都市詳細辺路地図；昭文社）
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黒
石
寺
の
造
像

胆
沢
城
を
中
心
に
、
焼
顛
し
た
蝦
夷
や
関
東
以
西
か
ら
の
入
植
者
が
、

厳
し
い
自
然
の
元
で
開
拓
を
繰
り
返
し
、
律
令
の
下
で
新
た
な
地
域

社
会
を
形
成
し
て
い
っ
た
。
そ
の
中
で
蝦
夷
が
信
仰
し
て
い
な
か
っ

A
 

五
、
北
上
地
方
の
作
例

力
が
大
和
朝
廷
の
支
配
に
抵
抗
を
示
し
て
い
た
(16)
。
こ
れ
ら
を
平

定
す
べ
く
、
朝
廷
は
幾
度
も
「
征
夷
L

と
呼
ば
れ
る
軍
事
行
動
を
起

こ
し
、
東
北
地
方
に
は
征
夷
の
結
果
多
数
の
「
城
」
や
「
柵
」
が
築

か
れ
、
そ
の
逍
構
が
現
在
も
残
っ
て
い
る
（
ビ
（
地
図
2
)
。
こ
の
城

柵
を
足
が
か
り
と
し
て
、
中
央
の
政
治
経
済
は
も
と
よ
り
、
文
化
や

宗
教
も
東
北
地
方
に
流
入
し
て
い
く
の
で
あ
る
(
1
8
)
0

岩
手
県
北
上
地
方
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
も
蝦
夷
の
抵
抗
が
故

し
か
っ
た
地
域
で
、
太
平
洋
側
の
朝
廷
支
配
の
北
進
は
五

0
年
ほ
ど

こ
の
地
域
で
止
ま
っ
て
い
た
。
平
安
京
の
造
営
を
終
え
た
桓
武
天
皇

は
、
こ
の
状
況
を
打
破
す
べ
く
、
坂
上
田
村
麻
呂
を
征
夷
大
将
軍
に

任
じ
て
大
軍
條
を
派
遣
し
、
八

O
l
i年
に
北
上
地
方
に
胆
沢
城
を
造

営
す
る
。
以
降
、
こ
の
胆
沢
城
が
、
朝
廷
の
北
東
北
経
営
の
中
心
地

に
な
っ
た
(
1
9
)
0

儘舟槽 （推定地）

ノ
；；；足慣 （推定地）

地図 2 古代東北地方の城嶺

（参考文献） r太宰府と多賀城1岩放甚rJ;
r蝦火』治i橋柴中央公論社
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た
仏
教
も
急
速
に
広
ま
り
、
仏
像
も
多
く
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
。
北
上
地
方
は
福
島

・
会
津
地
方
と
並
ん
で
東
日
本
の
古

代
仏
教
彫
刻
の
宝
庫
と
も
言
わ
れ
、
数
多
く
の
古
い
作
例
が
見
ら
れ

る
。
最
も
古
い
例
は
、
体
内
に
「
貞
観
四
年
」
（
八
六
二
年
）
の
年

記
と
銘
文
を
持
つ

、
水
沢
市

・
黒
石
寺
の
薬
師
如
来
像
で
あ
る
。
そ

の
時
期
の
早
さ
か
ら
銘
文
の
真
偽
が
疑
わ
れ
た
が
、
研
究
の
結
果
、

現
在
で
は
こ
の
地
方
の
平
安
時
代
初
期
の
基
準
作
と
さ
れ
て
い

る
(20)
。
黒
石
寺
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
、
薬
師
如
来
像
に
従
え
ら
れ

た
四
天
王
像
と

‘
1
0四
七
年
の
銘
を
持
つ
慈
覚
大
師
坐
像
も
あ

る
。
四
天
王
像
の
う
ち
二
天
は
薬
師
と
は
ぽ
同
時
期
に
作
ら
れ
た
も

の
で
あ
り
、
多
聞
天
像
を
含
む
後
の
二
天
は
十
一
世
紀
ご
ろ
の
作
と

見
ら
れ
て
い
る
（
包
。

成
島
毘
沙
門
堂
の
造
像

黒
石
寺
の
四
天
王
像
と
前
後
す
る
九
世
紀
！
十
一
世
紀
、
北
上
地

方
で
は
昆
沙
門
天
像
の
造
像
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
。
と
り
わ

け
目
を
引
く
作
例
は
、
東
和
町
・
成
島
毘
沙
門
堂
に
あ
る
、
兜
祓
毘

沙
門
天
像
で
あ
ろ
う
。
大
変
大
き
な
像
で
、
足
下
を
支
え
る
地
天
女

を
含
め
る
と
、
像
高
は
四
七

ニ
セ
ン
チ
に
も
な
る
。
東
北
の
毘
沙
門

天
像
の
中
で
最
も
大
き
く
、
か
つ

、
現
存
す
る
東
北
の
毘
沙
門
天
像

B
 

の
中
で
は
最
も
古
い
像
で
あ
る
。
カ
ン
バ
材
の

一
木
造
り
で
、
彩
色

さ
れ
て
い
る
。
左
手
に
宝
塔
を
捧
げ
て
右
手
は
戟
を
突
き
立
て
、
足

下
は
地
天
女
に
支
え
ら
れ
、
更
に
左
右
に
尼
藍
婆

．
毘
藍
婆
の

二
邪

鬼
を
従
え
て
い
る
。
着
衣
は
中
国
風
の
鎧
だ
が
、
頭
部
は
兜
で
は
な

＜
帽
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。
鎧
の
下
に
衣
を
つ
け
、
こ
の
衣
の
袖
口
を

た
だ
な
び
か
せ
ず
に
束
ね
て
表
現
し
て
い
る
点
や
、
鎧
の
上
に
肩
か

ら
天
衣
を
通
す
表
現
な
と
は
、
他
の
独
尊
毘
沙
門
天
像
に
は
あ
ま
り

見
ら
れ
な
い
着
衣
形
式
で
あ
る
。
こ
の
両
方
を
形
式
を
備
え
て
い
る

の
は
四
天
王
の

一
員
と
し
て
造
像
さ
れ
た
毘
沙
門
天
像
の
み
で
あ
る

こ
と
も
、
注
目
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。
全
体
的
に
、
細
部
ま
で
細
や

か
な
意
匠
が
凝
ら
さ
れ
た
彫
刻
で
は
な
く
、
質
感
な
ど
よ
り
も
量
感

と
迫
力
を
重
視
し
た
彫
り
で
あ
る
。
姿
勢
に
も
表
情
に
も
慈
悲
な
ど

は
感
じ
ら
れ
ず
、
雄
々
し
さ
と
剥
き
出
し
の
敵
対
心
が
強
調
さ
れ
て

い
る
こ
の
像
は
、
日
本
の
、
そ
し
て
胆
沢
城
の
北
方
守
護
神
に
ふ
さ

わ
し
い
像
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
畏
怖
す
ら
感
じ
さ
せ
る
厳
し
い

存
在
感
は
、
先
の
黒
石
寺
薬
師
如
来
坐
像
な
ど
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ

が
あ
り
、
こ
の
造
像
が
時
代
と
土
地
の
要
望
に
答
え
た
も
の
で
あ
ろ

う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
こ
の
像
は
東
北
で
も
珍
し
い
カ
ン
バ
材
に

よ
る
一
木
造
り
だ
が
、
こ
の
材
が
中
央
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

た
め
、
北
上
地
方
で
作
ら
れ
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
し
か
し
造
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c
 

像
自
体
は
、

や
や
窮
屈
な
感
は
あ
る
も
の
の
、
手
法
か
非
常
に
洗
練

さ
れ
て
お
り
、
彩
色
も
絢
爛
で
、
中
央
か
ら
移
人
し
た
仏
師
の
手
を

思
わ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
像
は
比
叙
山
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
、
「
仁
和
寺
本
別
辟
雑

記
」
記
載
の
俗
別
当
・
伴
国
道
発
顧
の
兜
臥
昆
沙
門
天
像
に
倣
っ
て

竹
ら
れ
て
い
る
可
能
性
か
、
そ
の
特
徴
的
な
服
訓
の
類
似
点
か
ら
も

高
い
と
さ
れ
て
い
る
(
”
}
）
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
比
散
山
す
な
わ
ち
天

台
宗
勢
力
と
な
ん
ら
か
の
関
わ
り
を
持
っ
た
像
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
天
台
勢
力
が
東
北
地
方
に
進
出
し
て
い
っ
た
の
は
元
慶
年
間

（
八
七
七
年
ー
八
八
五
年
）
て
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
布
教
と
あ

わ
せ
て
作
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
遅
く
と
も
十
世
紀
前
半
ご
ろ

ま
で
の
造
像
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
(
2
3
)
0

立
花
毘
沙
門
堂
の
造
像

成
島
の
兜
跛
昆
沙
門
天
像
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
北
上
市

・
立
花
毘

沙
門
堂
に
も
毘
沙
門
天
像
が
造
像
さ
れ
て
い
た
。
平
安
中
期
の
作
と

見
ら
れ
（
訊
）
、
像
高
一

0
ニ
セ
ン
チ
の
、

一
木
造
り
で
素
朴
な
像
で

あ
る
。
左
手
に
宝
塔
を
捧
げ
、
右
手
で
戟
を
地
に
突
い
て
い
た
と
見

ら
れ
る
が
、
現
在
持
物
は
失
わ
れ
て
い
る
。
足
下
に
邪
鬼
を
踏
み
つ

け
、
着
衣
は
中
国
風
の
鎧
で
、
頭
部
に
は
兜
を
か
ぶ
る
。
鎧
の
下
に

見
え
る
衣
の
袖
は
束
ね
ら
れ
て
お
ら
ず
、
右
袖
が
躍
動
的
に
後
ろ
へ

と
た
な
び
い
て
い
る
。
姿
勢
や
邪
鬼
の
表
情
に
も
言
え
る
こ
と
だ

が
、
成
扁
像
よ
り
は
は
る
か
に
動
的
な
表
現
に
璽
点
を
お
い
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。
鎧
の
細
部
に
し
ろ
、
衣
紋
に
し
ろ
、
細
や
か
に
表
現

さ
れ
て
は
お
ら
す
、
逆
に
こ
れ
が
地
元
の
仏
帥
の
手
に
よ
る
作
品
の

証
と
も
君
え
な
く
な
い
。
ま
た
、
彩
色
で
仕
上
げ
よ
う
と
い
う
意
図

が
あ
っ
た
ら
し
く
、

一
見
白
木
の
よ
う
に
見
え
る
像
だ
が
、
彩
色
の

下
地
の
跡
か
わ
ず
か
に
残

っ
て
い
る
。
更
に
は
こ
の
像
に
は
鈍
彫
の

跡
も
あ
る
。

鈍
彫
と
は
、
像
の
表
面
を
滑
ら
か
に
磨
き
上
げ
ず
に
丸
呑
み
の
跡

を
縞
模
様
と
し
て
整
然
と
彫
り
残
す
技
法
の
こ
と
で
あ
る
。

i

般
の

木
彫
も
こ
う
し
た
工
程
を
中
途
で
経
る
こ
と
か
ら
、
鈍
彫
像
は
製
作

途
中
で
放
棄
さ
れ
た
像
で
あ
る
と
の
論
が
大
正
以
来
絶
え
な
か
っ
た

が
、
限
定
さ
れ
た
時
期
と
地
方
に
の
み
分
布
す
る
技
法
だ
と
い
う
こ

と
と
、
残
さ
れ
た
作
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
現
在
で
は
―
つ
の
特
徴

あ
る
造
像
技
法
だ
と
さ
れ
て
い
る
(25)
。
作
例
は
ほ
と
ん
と
東
日
本

に
の
み
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
多
く
は
関
東
地
方
の
も
の
で
あ
る
。

東
北
地
方
に
残
る
数
点
の
一
っ
に
立
花
像
も
数
え
ら
れ
る
が
、
鎧

の
上
に
残
さ
れ
る
鈍
彫
が
そ
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
な
い
た
め
、
中
途

で
放
棄
さ
れ
た
像
て
あ
る
と
さ
れ
た
り
も
す
る
。
し
か
し
、
彩
色
の
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跡
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
色
を
塗
る
と
こ
ろ
ま
で
作
業
が

進
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
鎧
の
部
分
だ
け
地
を

な
ら
し
忘
れ
た
と
い
う
ほ
う
が
不
自
然
で
あ
る
。
若
干
の
迷
い
は

あ
っ
た
ろ
う
が
、
鈍
彫
表
現
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
、
東
日

本
な
ら
で
は
の
土
着
的
な
造
像
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

立
花
毘
沙
門
堂
に
は
こ
の
毘
沙
門
天
像
の
ほ
か
に
、
も
う
一
体
の

小
さ
な
毘
沙
門
天
像
と
、
増
長

・
持
国
の
二
天
像
が
お
さ
め
ら
れ
て

い
る
。
小
さ
な
毘
沙
門
天
像
は
像
高
わ
ず
か
六
六
セ
ン
チ
、
作
り
も

柔
ら
か
で
童
子
像
の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
、
丸
み
を
叫
璽
び
た
像
で
あ

る
。
平
安
後
期
の
作
と
さ
れ
、
先
の
立
花
像
に
倣
っ
て
後
世
に
今

一

度
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
姿
勢
や
着
衣
に
共
通
点
が
あ
る
。

し
か
し
、
右
手
は
後
ろ
に
さ
げ
て
、
戟
を
斜
め
に
下
ろ
し
て
い
た
と

見
え
、
こ
の
点
で
は
あ
ま
り
例
の
餌
い
造
像
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
像
を
擁
す
る
立
花
昆
沙
門
棠
は
、
か
つ
て
こ
の
一
帯
に

強
い
勢
力
を
誇
っ
た
極
楽
寺
の
、
北
谷
を
守
る
一
施
設
で
あ
っ
た
。

極
楽
寺
は
今
で
こ
そ
廃
寺
に
な
っ
て
い
る
が
、
胆
沢
城
の
北
に
位
置

し
、
平
安
の
当
時
は
国
分
寺
に
準
ず
る
役
割
を
担
う
「
定
額
寺
」
に

も
任
じ
ら
れ
た
、
由
緒
あ
る
天
台
寺
系
寺
院
で
あ
る
(26
)
。
こ
の
極

楽
寺
の
本
堂
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
北
上
市
の
国
見
山
頂
付
近
に
は
、

も
う
一
箇
所
毘
沙
門
堂
の
跡
と
見
ら
れ
る
遺
跡
が
出
土
し
て
お

ヽ

り
(27
)

こ
こ
か
ら
ほ
ぼ
真
北
に

2
キ
ロ
の
位
置
に
立
花
毘
沙
門
堂

が
更
に
建
て
ら
れ
た
の
は
、
極
楽
寺
自
体
の
北
方
の
守
り
と
し
て
毘

沙
門
天
を
奉
る
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

藤
里
毘
沙
門
堂
の
造
像

立
花
毘
沙
門
堂
像
に
続
く
重
要
な
像
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、

江
刺
市

・
藤
里
毘
沙
門
堂
の
兜
践
昆
沙
門
天
像
で
あ
る
。

ト
チ
ノ
キ

の

一
材
よ
り
彫
り
出
さ
れ
た
厳
粛
さ
の
漂
う
像
で
、

十
世
紀
末
ご
ろ

の
作
と
見
ら
れ
て
い
る
(28)
。
成
島
像
に
似
て
正
面
性
の
高
い
像

で
、
ほ
ぼ
直
立
の
姿
勢
を
地
天
女
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
中
国
風
の

鎧
を
び
っ
た
り
と
ま
と
い

、
頭
に
は
帽
を
か
ぶ
り
、
左
手
に
宝
塔
を

捧
げ
、
右
手
で
戟
を
地
に
突
い
て
い
る
。
袖
口
の
表
現
や
鐙
の
上
に

か
か
る
天
衣
の
こ
と
を
除
け
ば
、
成
島
像
と
の
共
通
点
が
多
く
、
関

連
の
深
さ
を
思
わ
せ
る
。

こ
の
像
の
最
大
の
特
徴
と
し
て
は
、
顔
面
や
腕
を
除
い
た
前
半
面

に
整
然
と
刻
ま
れ
た
、
鈍
彫
の
跡
が
栄
げ
ら
れ
る
。
立
花
像
よ
り
も

は
る
か
に
意
図
的
に
、
鮮
や
か
な
縞
模
様
と
し
て
残
さ
れ
た
こ
の
舵

彫
は
、
像
に
彩
色
や
漆
箔
の
跡
が
無
い
こ
と
、
彫
り
跡
が
前
半
面
の

み
に
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
工
程
の
途
中
で
放
棄
さ
れ
た

も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
白
木
の
ま
ま
、
素
材
の
樹
木

D
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そ
の
他

北
上
地
方
と
言
う
に
は
や
や
北
に
過
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
紫

波
郡
紫
波
町

・
正
音
寺
に
も
昆
沙
門
天
像
か
残
さ
れ
て
い
る
。
i

木

造
り
、
像
嵩

一
七
四
セ
ン
チ
の
立
像
て
、
平
安
後
期
ー
鎌
倉
初
期
の

作
と
さ
れ
て
い
る
が
、
損
傷
が
救
し
く
、
足
下
に
邪
鬼
を
従
え
て
い

た
の
か
、
地
天
女
の
支
え
が
あ
っ
た
の
か
さ
え
分
か
ら
な
く
な
っ
て

い
る
。
保
存
状
態
が
惜
し
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
北
上
地
方
に
は

他
に
も

、

正
法
寺

•

最
明
寺

・

小
名
丸
毘
沙
門
棠
•
西
方
寺
昆
沙
門

岱
・
小
山
田
薬
師
宜
に
そ
れ
そ
れ

一
体
す
つ
昆
沙
門
天
像
か
納
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
い
す
れ
も
鎌
倉
期
を
下

ら
ぬ
作
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
数
か
こ
の
時
期
北
上
地
方

で
毘
沙
門
天
の
造
像
が
行
な
わ
れ
続
け
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
北
上
地
方
で
は
、
四
天
王
像
よ
り
も
独
尊
の
毘
沙
門
天
像
の
方
が

目
立
っ
て
造
像
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

北
上
地
方
に
お
け
る
古
代
仏
教
彫
刻
と
し
て
は
、
毘
沙
門
天
像
の

E
 

善
拭
師
鎚
子
立
像
、
更
に
十

一
面
観
音
像
が
納
め

ら
れ
て
い
る
。

一
体
の
毘
沙
門
天
像
、
そ
の
脇
持
と
し
て
竹
ら
れ
た
吉
祥
天
立
像

た
作
品
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

同
堂
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
も
う

に
仙
わ
る
神
性
を
表
現
す
る
と
い
う
、
鈍
彫
の
思
想
を
明
瞭
に
示
し

A
 

六
、
北
上
地
方
の
毘
沙
門
天
像
と
田
村
麻
呂
伝
説

ほ
か
に
、

も
‘
十
一
面
観
音
像
や
聖

一
般
的
に
本
尊
と
し
て
奉
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
神
格
よ
り

（正）

観
音
像
と
い
っ
た
在
来
の
信
仰
に

支
え
ら
れ
た
と
見
ら
れ
る
作
例
か
目
立
つ
。
観
音
像
、

観
音
像
は
こ
の
問
期
の
東
北
各
地
に
作
例
か
見
ら
れ、

に
関
わ
る
現
柑
利
益
に
対
す
る
信
仰
、

わ
る
長
谷
寺

・
白
山
信
仰
が
、

そ
の
造
像
か
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
理
陪
て
き
る
。

天
像
の
作
例
か
こ
れ
ほ
ど
集
中
し
て
い
る
の
は
北
上
地
方
に
限
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
示
す
の
か
。

主
要
な
三
像
の
結
び
つ
き

北
上
地
方
の
毘
沙
門
天
像
を
見
て
い
く
中
で
、

し
て
中
心
に
据
え
る
べ
き
は
、

ヽ

て
お
り

沙
門
天
像
で
あ
ろ
う
。

よ、
9

9
 

し
て

と
藤
里
像
が
、

比
較
検
証
す
る
と
、

寺

こ

卜

面

牛
ー

＿
―
-
l

厳
し
い
生
活

あ
る
い
は
地
域
の
山
岳
に
関

東
北
地
方
に
広
が
る
の
と
あ
わ
せ
て

や
は
り
状
態
が
良
く
、

ヽ

し
か
し

せ
少
JfI

E

上
•
I
F

ー

基
燥
的
な
作
例
と

現
存
す
る
作
例
中
最
も
状
態
か
整
っ

造
像
さ
れ
た
年
代
も
ほ
ぽ
わ
か
っ
て
い
る
成
島
の
兜
肱
毘

こ
れ
を
最
も
古
い
竹
例
と
し
、

続
く
も
の
と

独
尊
像
と
し
て
作
ら
れ
た
立
花
像

重
点
的
な
検
証
の
で
き
る
像
で
あ
る
。

そ
の
関
辿
性
と
、

こ
の
三
像
を

造
像
に
お
け
る
二
つ
の
流
れ
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が
発
見
で
き
る
。

ま
ず
、
成
島
像
と
藤
里
像
だ
が
、
こ
の
二
体
に
は
明
ら
か
な
関
連

が
あ
る
。
こ
の
地
域
で
は
他
に
見
ら
れ
な
い
兜
肱
形
で
あ
る
と
い
う

点
、
像
の
正
面
性
の
高
さ
、
服
制

・
姿
勢
な
ど
も
、
藤
里
像
が
成
島

像
に
倣
っ
て
造
像
さ
れ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
一
方
立
花
像
は
、
兜

抜
形
で
は
な
い
し
、
姿
勢
も
成
島

・
藤
里
俊
と
違
っ
て
動
的
な
も
の

で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
と
無
関
係
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
現

地
で
作
品
を
観
察
し
た
と
こ
ろ
二
像
と
の
関
連
も
多
く
発
見
で
き
た
。

ま
ず
は
、
腹
部
が
大
き
く
膨
ら
ん
だ
像
の
プ
ロ
ボ
ー
シ
ョ
ン
で
あ

る
。
三
像
と
も
胸
部
で
一
旦
締
め
ら
れ
た
帯
の
下
か
ら
腰
の
帯
ま

で
、
ぷ
っ
く
り
と
太
鼓
腹
の
よ
う
に
腹
が
膨
れ
て
い
る
。
太
ぃ
腰
周

り
の
表
現
は
毘
沙
門
天
像
に
共
通
の
表
現
だ
が
、
腹
の
膨
れ
具
合
が

奇
妙
に
目
立
つ
こ
の
体
躯
の
表
現
は
、
東
北
地
方
の
古
代
仏
教
彫
刻

に
は
時
折
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
も
の
で
、
特
に
北
上
地
方
の
毘
沙
門

天
像
に
は
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
胸
部
の
帯
か
ら
上
に
こ
う

い
っ
た
ふ
く
よ
か
な
身
体
表
現
が
一
切
無
い
と
こ
ろ
は
成
島

・
立

花
•

藤
里
の
三
像
に
共
通
す
る
、
珍
し
い
箇
所
で
あ
る
。

下
半
身
の
着
衣
に
注
目
す
る
と
、
錯
と
そ
の
下
の
衣
の
表
現
に
も

共
通
点
が
あ
る
。
成
島
像
の
腰
帯
下
の
鐙
は
ス
カ
ー
ト
状
に

二
段
に

な
っ
て
お
り
、
そ
の
前
面
の
あ
わ
せ
は
前
亜
れ
で
隠
さ
れ
て
い
る
。

鎧
の
下
に
は
衣
の
裾
が
出
て
、
そ
の
衣
紋
が
前
垂
れ
か
ら
は
し
り
、

鎧
の
線
と
あ
わ
せ
て
幾
重
か
の
段
を
成
し
て
い
る
。
非
常
に
形
式
的

な
表
現
だ
が
、
立
花
像
や
藤
里
像
も
こ
れ
に
倣
っ
た
と
見
え
て
、
他

地
域
の
毘
沙
門
天
像
の
よ
う
に
鎧
や
衣
の
構
造
を
詐
し
く
表
現
す
る

こ
と
は
な
く
、
立
花
像
は
前
亜
れ
か
ら
曲
線
的
な
衣
紋
、
藤
里
像
は

直
線
的
な
衣
紋
を
走
ら
せ
て
い
る
。
成
島
像
の
ハ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
的

着
衣
表
現
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
成
島
像
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
天
衣
の
表
現
が
、
二
像
に

も
形
を
変
え
て
現
れ
て
い
る
。
成
島
像
の
鎧
の
上
に
両
屑
か
ら
通
さ

れ
た
天
衣
は
｀
腰
帯
で
一
旦
止
め
ら
れ
腰
部
前
垂
れ
の
上
で

U
字
刑

に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。
一
方
立
花
•
藤
里
像
に
は
前
垂
れ
上
の

U

字

型
部
分
し
か
天
衣
表
現
が
見
て
取
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
に
作
品
を

注
視
し
た
と
こ
ろ
、
立
花
像
の
腰
帯
の
上
に
は
天
衣
の
両
端
が
出
て

お
り
、
そ
れ
は
よ
く
見
る
と
欠
け
た
よ
う
な
跡
で
も
あ
っ
た
。
両
屑

に
も
同
様
に
、
欠
け
た
よ
う
に
突
然
途
切
れ
た
天
衣
の
切
れ
端
と
も

言
え
る
表
現
が
見
ら
れ
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
立
花
像
で
も
か
つ
て
成

島
俊
同
様
の
天
衣
表
現
が
か
つ
て
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
後
世
破
損

し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
藤
里
像
は
、
同
じ
く

腰
帯
下
に
唐
突
に
天
衣
表
現
が
あ
り
、
帯
の
上
に
は
切
れ
端
な
ど
は

出
て
い
な
い
が
、
両
屑
に
鎧
の
一
部
と
し
て
は
不
自
然
な
、
立
花
像
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田
村
麻
呂
伝
説
と
の
関
連

以
上
見
て
き
た
通
り
、
こ
の
ご
像
に
は
深
い
関
連
甘
か
あ
り
、
こ

れ
ら
に
紬
く
北
上
地
力
の
各
毘
沙
門
天
像
に
も
、
昆
沙
門
天
と
い
う

造
像
の

T
題
た
け
て
な
く
、
技
仏
や
表
現
に

一
定
の
共
通
戸
か
あ

る
。
同
し
手
法
を
使
っ
て
毘
沙
門
天
が
採
り
返
し
表
現
さ
れ
た
こ
と

に
は
、
怖
力
な
背
景
事
情
が
あ
っ
た
は
す
で
あ
る
。

作
例
の
分
布
を
概
観
す
る
と
、
北
上
地
方
の
こ
う
い
っ
た
動
き
に

影
響
を
与
え
た
の
は
、
こ
の

i

m
市
に
勢
力
を
訪
っ
た
古
代
極
梨
奇
の

活
動
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
か
見
え
て
く
る
。
現
在
毘
沙
門
天
像

が
納
め
ら
れ
た
各
寺
院
は
、
そ
れ
ぞ
れ
柚
楽
寺
同
様
の
「
慈
覚
大
帥

や
坂
上
田
村
麻
呂
間
基
の
縁
起
」
を
持
つ
天
台
系
寺
院
で
あ
り
、
ま

た
、
山
深
い
そ
の
立
地
か
ら
、
こ
の
地
方
の
修
験
道
の
霊
場
で
あ
っ

た
極
楽
寺
と
は
ど
う
し
て
も
閃
わ
り
が
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

極
楽
寺
に
は
、
八

0
八
年
‘
囚
見
山
頂
付
近
に
毘
沙
門
常
が
田
村

麻
呂
に
よ
っ
て
辻
立
さ
れ
、
百
体
の
昆
沙
門
天
像
と
四
天
王
像
、
更

に
は
成
島
像
を
上
回
る
大
き
さ
二
丈
八
尺
の
巨
大
な
兜
肱
毘
沙
門
天

像
が
納
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
寺
伝
が
残
っ
て
お
り
(29)
、
胆
沢
城

B
 

を
模
倣
し
た
川
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

に
似
た
切
れ
端
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
。
立
花
像
か

何
れ
か
の
像

の
北
方
鎖
護
の
た
め
、
北
方
守
護
神
の
昆
沙
門
天
を
中
心
的
に
奉
っ

て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
容
易
に
想
像
か
つ
く
。
極
楽
奇
を
節
頭
と
し

た
北
上
地
方
の
天
台
系
寺
院
も
、
す
べ
て
胆
沢
城
の
北
東
に
位
附
す

る
も
の
は
か
り
で
、
こ
れ
ら
の
苛
院
に
納
め
ら
れ
た
毘
沙
門
天
偉
か

極
楽
封
の
作
例
を
先
例
と
し
て
同
様
の
意
味
を
拍
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
発
見
さ
れ
た
辿
物
の
年
代
か
ら

、
古
代
極
楽
灯

の
毘
少
門
定
の
建
立
は
胆
沢
城
創
建
期
に
や
や
遅
れ
て
い
る
こ
と
が

蛸
っ
て
お
灯

⑲

、
北
上
地
方
の
昆
沙
門
天
像
を

―
概
に
、
田
付
麻

呂
す
な
わ
ち
中
央
の
要
求
に
よ
る
胆
沢
城
の
北
方
鍬
汲
の
像
て
し
か

な
い
と
決
め
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

C

そ
う
い
っ
た
刊
格
を
持

ち
な
か
ら
も
、
後
柑
に
別
の
流
行
か
ら
造
像
さ
れ
た
も
の
た
と
考
え

ら
れ
る
。

坂
上
田
村
麻
呂
は
東
北
地
方
を
平
定
し
た
が
、
そ
の
後
は
中
央
に

戻
り
、
彼
の
北
方
平
定
の
活
蹄
は
入
梢
者
逹
に
よ
っ
て
次
第
に
北
方

鎮
護
の
毘
沙
門
天
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
伝
説
と
な
っ
て
い

っ
た
五
）0

岩
手

に
残
る
伝
説
で
は
、
田
村
麻
呂
は
昆
沙
門
天
の
生
ま
れ
変
わ
り

で
あ
る
、
と
さ
れ
た
り
、
蝦
夷
を
退
散
せ
し
め
る
た
め
に
昆
沙
門
天

が
降
臨
し
田
村
麻
呂
に
力
を
貸
し
た
、
と
さ
れ
た
り
し
て
い
る
(
3
2
)
0

北
土
地
方
の
毘
沙
門
天
像
を
椀
す
る
寺
院
は
こ
う
し
た
伝
説
を
縁
起

に
添
え
、
像
に
田
村
麻
呂
の
姿
を
仮
託
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
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い
る
。
こ
の
地
方
に
古
く
か
ら
残
る
「
毘
沙
門
天
像
の
腔
に
味
噌
を

塗
る
」
風
習
は
、
毘
沙
門
天
が
田
村
麻
呂
の
危
機
に
泥
の
中
か
ら
現

れ
て
足
下
を
泥
土
に
塗
れ
さ
せ
な
が
ら
窮
地
を
放

っ
た
と
い
う
伝
説

に
よ
る
も
の
で
あ
り
（
包
こ
の
こ
と
か
ら
も
毘
沙
門
天
像
と
田
村
麻

呂
の
伝
説
が
、
長
い
間
結
び
つ
い
て
親
し
ま
れ
て
き
た
こ
と
は
よ
く

解
る
。『

吾
妻
鏡
』
文
治
五
年
(
-
―
八
九
年
）
の
条
で
す
で
に
田
村
麻

呂
と
毘
沙
門
天
の
伝
説
が
記
さ
れ
て
い
る
(34
)
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
、
北
上
地
方
で
は
相
当
早
く
か
ら
こ
の
伝
説
が
定
着
し
て

い
た
。
そ
し
て
古
代
極
楽
寺
は
、
田
村
麻
呂
の
功
績
と
仏
教
に
よ
る

救
い
の
意
味
を
併
せ
持
た
せ
る
た
め
に
、
毘
沙
門
天
像
を
繰
り
返
し

造
像
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
土
地
に
平
穏
を
も
た
ら
し

た
英
雄
は
、
仏
教
に
関
わ
り
が
深
く
、
仏
法
の
加
護
を
受
け
て
い
る

存
在
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
、
多
く
の
毘
沙
門
天
像
に
込
め
ら
れ
て

い
る
の
だ
。
像
そ
の
も
の
の
頼
も
し
い
印
象
か
ら
、
そ
の
主
張
は
民

衆
に
、
天
台
寺
系
の
福
田
事
業
と
い
う
具
体
的
な
救
い
と
同
時
に
、

内
面
的
な
救
い
や
支
え
と
し
て
受
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

本
論
で
中
心
的
に
取
り
上
げ
た
、
現
存
す
る
毘
沙
門
天
像
群
は
、

繰
り
返
し
述
べ
る
通
り
、
胆
沢
城
の
創
建
期
や
極
楽
寺
勢
力
の
進
出

時
期
と
は
年
代
的
に
隔
た
り
が
あ
る
。
な
ぜ
勢
力
拡
大
時
に
即
造
像

が
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
が
疑
問
と
し
て
残
る
が
、
そ
れ
は
、
極
楽

寺
勢
力
が
十
世
紀
以
降
の
布
教
活
動
や
地
域
社
会
の
形
成
を
充
実
さ

せ
る
た
め
に
、
「
田
村
麻
呂
伝
説
に
仮
託
し
た
毘
沙
門
天
像
の
造

像
」
を
選
択
し
た
た
め
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
上
地
方
の

毘
沙
門
天
信
仰
と
は
、
地
域
に
根
差
し
た
信
仰
で
は
あ
る
が
、
古
代

か
ら
の
、
土
地
の
神
を
崇
め
る
よ
う
な
土
着
の
信
仰
で
は
な
く
、
仏

教
が
東
北
地
方
に
自
力
で
深
く
根
付
く
た
め
に
、
後
世
極
楽
寺
に

よ
っ
て
造
り
出
さ
れ
た
信
仰
の
形
態
な
の
で
あ
る
。

北
上
地
方
の
毘
沙
門
天
に
は
、
成
島
・
藤
里
像
の
兜
祓
形
を
見
せ

る
作
例
と
、
立
花
像
を
初
め
と
す
る
邪
鬼
を
踏
む
動
的
な
作
例
の

二

系
統
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
、
古
代
極
楽
寺
毘
沙
門
虚
に
納

め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
、
「
百
体
の
毘
沙
門
天
像
」
と
「
巨
大
な
兜

祓
毘
沙
門
天
像
」
が
二
つ
の
源
流
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
極
楽

寺
の
影
嬰
下
、
田
村
麻
呂
と
同

一
視
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
毘
沙
門
天
像

は
次
々
と
造
像
さ
れ

、

成
島
像

・

立
花
像

•

藤
里
像
と
時
を
下
る
う

ち
に
、
露
だ
っ
た
怒
り
の
表
情
と
他
を
威
圧
す
る
俊
容
は
薄
れ
て
い

く
。
次
第
に
内
面
的
な
表
現
に
重
点
は
移
り
、
鈍
彫
な
ど
か
ら
も
見

て
取
れ
る
よ
う
に
地
域
に
密
着
し
た
造
倣
が
な
さ
れ
、
徐
々
に
安
定

し
て
い
っ
た
土
地
の
事
情
を
反
映
し
て
い
る
。
夷
秋
や
怨
霊
を
退
散

さ
せ
る
俊
か
ら
、
土
地
を
守
る
鎖
護
の
激
と
し
て
、
毘
沙
門
天
像
は
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東
北
地
方
は
紐
夷
に
よ
る
平
定
の
後
も
、
小
さ
な
反
乱
や
厳
し
い

自
然
、
蔓
延
し
た
疫
病
な
ど
に
よ
っ
て
、
不
安
な
恰
勢
か
長
く
紐
い

た
士
地
で
あ
る
。
こ
の
状
況
↑
で
仏
教
か
勢
力
を
仲
ば
そ
う
と
す
る

と
き
、
教
義
ば
か
り
て
そ
の
目
的
が
呆
た
せ
る
は
ず
は
な
く
、
最
も

強
く
求
め
ら
れ
た
の
は
具
休
的
で
目
に
見
え
る
救
い
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
定
飴
寺
と
し
て
田
家
の
後
押
し
を
得
た
古
代
極
楽
苛
勢
力

だ
っ
た
が
、
福
田
事
梨
の
展
間
や
身
近
な
山
岳
を
仏
教
に
取
り
入
れ

る
こ
と
で
、
民
衆
へ
の
布
教
の
徹
底
を
図
っ
た
。
そ
し
て
更
に
、
仏

教
の
救
い
を
屏
り
や
す
く
捉
示
す
る
た
め
に
、
毘
沙
門
天
像
と
田
村

麻
呂
伝
説
を
結
び
つ
け
て
、
仏
教
彫
刻
を
積
極
的
に
利
用
し
た
に
迎

い
な
い
。
仏
典
、
仏
像
そ
の
も
の
の
内
容
や
意
味
だ
け
て
な
く
、
独

特
の
背
景
が
像
に
託
さ
れ
、
そ
の
こ
と
か
広
く
民
衆
に
、
仏
教
と
寺

院
を
受
け
人
れ
さ
せ
た
。
北
上
地
方
の
こ
う
し
た
仏
教
文
化
の
動
き

は
、
地
方
で
の
布
教
活
動
に
お
い
て
仏
教
彫
刻
が
成
し
得
る
役
割

を
‘
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
う
。

お
わ
り
に

そ
の
意
味
合
い
を
少
し
ず
つ
変
化
さ
せ
て
き
た
の
か
も
知
れ
な
い

。

(
1
)

伍
藤
昭
夫
「
成
島
毘
沙
門
哨
の
晶
像
」

(
r
仏
教
芸
術
J

七
こ
れ
）
な
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
 

(
3
)
 

松
湘

l
附

C
9

日
本
の
美
術

L

L
:
I
)
。

4
ノ

4
ノ

．
i

／
t

と
し
し

・
戸
干）

。

」
)
）
-
-
I
、

前
褐

前
掲 註

(
2
)
介
材
に
よ
る
。

前
掲

(
l
)

論
文
に
よ
る
。

前
掲

(
2
)
査
村
に
よ
る
。

(
8
)
 

、
t
、

第

一
分

llf

前
掲
〈

2
)
資
料
に
よ
る
。

岡
田
健
「
東
奇
毘
沙
門
天
像

ご．

第
十
冊

h
5勺

一ャ

．

(
7ー）竺

（
『
東
方
学
報
J

京
都

松
本
文
三
郎
「
兜
肱
毘
沙
門
天
竺

i

九
三
九
年
）
。

(
2
)
資
料
に
よ
る
。
ま
た
は
、

ー
兜
肱
昆
沙
門

＼

L
ば
ら
‘

)

5
 

•. 

-

昆
沙
門
入
像
』

玄
ナ
文
祁
‘

窮
治
昭
「
イ
ン
ド
の
四
人

t
と
昆
沙
門
天
L

(

『
11
本
の
美
術
』

ヽ

,
5
J
 

J,
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

・
'
、

1
、

節
一
分
111

戸

刃

松
本
文
三
郎
「
兜
祓
毘
沙
門
天

•
L

こ
：
L

じ
）
。

-
1

-
」
-
4
ノ
／
~

（
『
東
方
学
報』
京
郡
~

第
十
冊

(
9
)
 

(

1

0

)

ー

羅

城

門

安

樅

説

と

追

立

年

代

に

関

す
る
考
察
ー
（
上
）
」
（
『
美
術
研
究
』
—i
iO
七
号
‘

一
九
九
九
二
印
）
。

(ll)

「
兜
怯
毘
沙
門
天
像
の
起
曲
」
(
『
111
蔀
』
四
七

i

号、

松
本
榮
一

三
0
年）。

(
E
)

前
掲

(
8
)
論
文
に
よ
る

C

（
応
）
猪
川
相
子
「
地
夭
に
支
え
ら
れ
た
昆
沙
門
天
彫
像

L
 

-
4ノ 九
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天
像
に
つ
い
て
の
一
考
察
ー
こ
r
美
術
研
究
』

ニ
ニ
九
号
へ

(
M
)

前
掲

(
8
)
論
文
に
よ
る
。

(15)

東
北
地
方
の
主
な
毘
沙
門
天
像

岩
手
県

藤
晶
昆
沙
門
堂
毘
沙
門
天
三
埠
像

・
兜
祓
毘
沙
門
天
立
俊

黒

石

寺

四

天

王

寺

立

像

立
花
毘
沙
門
堂
毘
沙
門
天
立
像

・
毘
沙
門
天
俊

正

音

寺

毘

沙

門

天

立

像

成
島
昆
沙

luI堂
兜
肱
毘
沙
門
天
立
俊

山
形
県

出
羽
三

山

神

社

毘

沙

門
天
立
像

酉
城
県

陸

奥

国

分

寺

昆

沙

門

天

立

俊

福
島
県

勝

福

寺

昆

沙

門

天

立

保

如

法

寺

毘

沙

門

天

立

像

勝

諮

寺

四

天

王

立

像

．

(16)

蝦
夷
に
つ
い
て
は

r
日
本
裕
紀
』
に
多
く
の
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
以

下
は
そ
の
主
な
も
の
の
抜
粋
゜

r日
本
掛
紀
』
巻
第
七
大
足
彦
忍
代
別
天
臭
昇
が
行
天
皇

r11七
年

春
二
月
辛
丑
朔
壬
子
、
武
内
宿
福
自
京
国
逗
之
奏
言
、
束
夷
之
中
、
有
日

嵩
見
図
。
其
固
人
、
男
女
並
椎
結
文
身
、
為
人
勇
悴
。
是
練
El
蝦
夷
。
亦

一
九
六
三
年
）。

土
地
沃
攘
而
殷
之
。
繋
可
取
也
。」

『
日
本
胄
紀
」
巻
第
七
大
足
彦
忍
代
別
天
皇
漿
行
天
泉
「
秋
七
月

癸
未
朔
戊
戌
、
天
皇
詔
群
卿
日
、
（
中
略
）
朕
間
、
其
束
夷
也
、

謡
性
暴

弛
。
凌
犯
為
宗
。
村
之
無
長
、
邑
之
勿
首
。
各
食
封
堺
、
並
相
盗
略
。
亦

山
有
邪
神
。
郊
有
姦
鬼
。
遮
術
塞
狸
。
多
令
苦
人
。
其
東
夷
之
中
、
蝦
夷

足
尤
弛
漉
。
男
女
交
居
、
父
子
無
別
。
冬
則
宿
穴
、
夏
則
住
梱
。
衣
毛
飲

血
、
昆
弟
相
疑
。
登
山
如
飛
禽
、
行
穿
如
走
獣
。
承
恩
則
忘
。
見
怨
必

報
。
是
以
、
箭
祓
頭
醤
、
刀
侃
衣
中
。
或
漿
孤
類
、
而
犯
遊
堺
。
或
伺
農

桑
、
以
略
人
民
。
繋
則
陀
箪
。
追
則
入

-3
0
故
往
古
以
来
、
未
染
王

レ
し
。ィ

」r
日
本
野
紀
』
巻
第
二
十
六
天
豊
財
匪
日
足
姫
天
皇
緊
明
天
臭

「
五
年
（
中
略
）
秋
七
月
丙
子
朔
戊
寅
、
遣
小
錦
下
坂
部
辿
石
布

・
大
仙

下
池
守
辿
吉
祥
、
使
於
唐
國
。
伯
以
道
奥
蝦
爽
男
女

i

一
人
、
示
廂
天

子
。
」

『
日
本
告
紀
」
も
第
二
十

六

天

幾

財

誼

13足
姫

天

島

棗

明

天

皇

付
随
収
録
ぶ
内
徳

13誌
」
「
天
子
問
日
、
此
等
蝦
爽
殴
有
何
方
。
使
人
評

答
、
國
有
束
北
。
天
子
間
日
、
蝦
夷
幾
種
。
使
人
謹
答
、
類
有
三
種
。
遠

者
名
都
加
留
、
次
者
名
龍
蝦
夷
、
近
者
名
熟
蝦
英
。
今
此
熟
蝦
夷
。
術

歳
、
入
貢
本
困
之
朝
。
天
子
問
日
、
其
因
有
五
殻
。
使
人
誼
答
、
無
之
。

食
肉
存
活
。
天
子
問
日
、
懃
有
屋
舎
。
使
人
謹
笞
、
熊
之
。
深
山
之
中
、

止
住
樹
本
。
天
子
孤
日
、
朕
見
蝦
夷
身
而
之
異
、
極
理
喜
怪
0

使
人
遠
束

辛
苦
。
退
在
館
嵌
。
後
更
相
見
。
」
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い
ず
れ
も
『
日
本
古
典
文
学
体
系

年
）
を
参
照
し
た
。

（
げ
）
佐
々
木
閲
康

r
平
泉
と
東
北
古
代
史
第

11
編

東

北

古

代

城

柵
J

三
、
戦
後
に
お
け
る
城
柵
研
究
（
岩
手
出
版
、
―
九
九
i
年
）
。

(18)

桑
脈
洸
郎
「
陸
奥

・
出
羽
の
徊
術
逍
跡
」

(
r
仏
教
芸
術
』
i

i

一
四
号
‘

一
九
八
i
年
）
。

(

l

g

)

r
多
賀
城
と
古
代
東
北
』
（
東
北
歴
史
資
料
飴
‘
―
九
八

11
年
）
。
石
松

奸
雄
・
桑
原
滋
郎

f

古
代
東
北
を
発
掘
す
る
四
太
宰
町
と
多
賀
城
』

（
岩
戚
咄
店
‘
―
九
八
五
年
）
。
高
桶
崇

r
蝦
夷
』
（
中
央
公
論
礼
‘
i
九

八
六
年
）
。

(20)

久
野
健
孟
翠
心
苛
染
師
如
来
像
」

(
r
美
術
研
究
』
―
八
三
号
‘
i
九
五

五
年
）
。

（
包
久
野
健
「
東
北
古
代
彫
刻
史
論
上

J

(
r
美
術
研
究
』
二

i
O
号
、
i

九
六

0
年）。

(22)

久
野
健
「
成
島
毘
沙
門
猫
の
諸
像
」
（
『
東
北
古
代
彫
刻
史
の
研
究
』
中

央
公
諭
出
版
、

一
九
七
一
年
）
に
、
「
す
な
わ
ち
鍔
の
制
を
は
じ
め
と
し

て
、
両
肩
か
ら

U
字
型
を
な
し
て
垂
れ
る
天
衣
、
両
袖
の
先
を
結
ん
で
い

る
と
こ
ろ
、
地
天
の
服
制
か
ら
二
鬼
の
面
相
に
い
た
る
ま
で
全
く
共
通
し

て
い
る
。
た
だ
し
祓
山
前
魁
院
の
毘
沙
門
天
像
は
踏
下
げ
の
像
で
、
成
島

毘
沙
門
天
像
は
立
像
で
あ
る
と
い
う
点
が
違
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

『別
尊
雑
記
．
｝
の
訊
記
に
は
「
又
文
殊
描
毘
沙
門
此
様
立
像
」
と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
成
島
毘
沙
門
器
の
兜
践
昆
沙
門
天
像
は
、
お
そ
ら
く
叙
山
の

し、＼、
i
/

）
J
 

岩
波
瞥
店

L
.、ヒ

一
プ
1

ノ
，

国
見
山
廃
寺
跡
発
掘
調
査
概

文
殊
器
に
あ
っ
た
兜
跛
毘
沙
門
天
像
と
同
形
相
の
俊
で
あ
っ
た
こ
と
が
分

か
る
。
」
と
あ
る
。

(23)

前
掲

(
l
)
論
文
に
よ
る
。

(

2

4

)

r
き
た
か
み
の
古
仏
J

（
北
上
市
立
梱
物
館
、
一
九
九

一
年
）。

(25)

久
野
健
「
蛇
彫
仏
像
論
」
（

7

．仏
教
芸
術
J

八
五
号
‘
―
九
七
ー
一
年
）
。

(26)

一
日
本
文
徳
天
皇
尖
鋒
J

に
八
五
七
紅
‘
「
陸
奥
田
極
梨
苛
」
を
定
額

寺
と
し
て
任
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
以
下
は
そ
の
抜
杵
゜

r
文
徳
質
録
』
巻
第
九
文
徳
夭
見
平
安
元
年
六
月
「
戊
辰
、
在

仙
中
圏
四
品
吉
備
沖
彦
命
神
授
三
品
、
在
陸
奥
固
極
楽
卦
預
定
額
芍
‘
充

焙
分
11條
埋
利
栢
干
束
、
懇
EEi
十
町
‘
（
下
略
）
」
（
r
増

補

六

旧

史

巻

八

文

徳

実

録

』
（
朝
日
新
聞
社
‘

i
九
四

0
年
）
を
参
照
。
）

こ
の
文
献
で
は
極
楽
寺
が
ど
の
地
域
に
存
在
し
た
か
計
し
く
明
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
発
掘

・
研
究
の
結
呆
、
文
献
の
極
梨
寺
が
、
現
在
は
廃
寺

と
な
っ
て
い
る
岩
手
県
北
上
市
国
見
山
の
極
楽
寺
を
指
し
て
い
る
も
の
と

確
定
さ
れ
た
。
群
細
は
以
下
の
報
告
に
詐
し
い
。

r
昭
和
五

一
年
度
、
五
二
年
度
歴
史
資
料
調
賓
報
告
聾
岩
手
県
古
代

仏
教
資
利
調
査
J

（
岩
手
県
教
育
委
員
会
、
i
九
七
八
年
）

。

r
北
上
市
文
化
財
調
杏
報
告
習
第
i
―
猿
北
上
市
極
楽
寺
跡
』
（
北

上
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
二
年
）
。
本
拡
寿
一
「
極
楽
寺
座
‘
王
坊
跡
緊

急
発
掘
調
査
報
告
」

(
r
北
上
市
立
博
物
館
研
究
報
告
』
第
3
号
、
i
九
八

0
年）。

(
2
7
)

r
北
上
市
文
化
財
調
査
報
告
第
六
一
楳
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報
』
（
北
上
市
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）
。

r
北
上
市
文
化
財
調
壺
報
告
第
六
二
集
国
見
山
廃
寺
跡
発
掘
調
杏
報

告
』
（
北
上
市
教
育
委
員
会
、

一
九
九

0
年）。

『
国
見
山
極
楽
寺
』
（
北
上
市
立
栂
物
蝕
、
一
九
八
六
年
）
。

(28)

大
矢
邦
彦
「
岩
手
県
の
仏
像
」
（
『＇
仏
像
を
旅
す
る

〈東
北
線
〉
』
至
文

棠
、
一
九
九

0
年
）
。
久
野
健
「
東
北
古
代
彫
刻
史
綸
下
L

(

『
美
術
研

究
．
』
ニ
―
一
号
、
一
九
六

0
年）。

(29)

『
国
見
山
極
楽
寺
』
（
北
上
市
立
栂
物
館
、

一
九
八
六
年
）
。

(30
)

『胆
沢
城
跡

・
岩
手
県
水
沢
市
所
在
発
掘
調
査
概
報
」

（
岩
手
県
水

沢
市
教
育
委
員
会
、
一
九
七
五
年
1

一
九
八
三
年
'
-
九
四
年
1

一
九
九

五
年
）
。

r
国
見
山
極
楽
寺
』
・
（
北
上
市
立
博
物
館
、
一
九
八
六
年
）
。

(31)

裔
橋
富
雄

『
み
ち
の
く
古
寺
巡
礼
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
五

年
）
に
は
、
「
十
一
世
紀
後
期
の
『
陸
奥
話
記
』
に
は
「
北
天
の
化
現
」

す
な
わ
ち
「
毘
沙
門
天
の
化
身
」
と
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば

r

こ
の
方
面
で

は
、
毘
沙
門
天
を
ま
つ
つ
て
、
こ
れ
を
田
村
麻
呂
信
仰
に
読
み
替
え
る
と

い
う
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
、
鎖
守
府
鬼
門
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
、
北
天
の
化
現
と
し
て
、
旧
村
将
箪
が
お

わ
し
、
鎖
守
府
を
守
設
し
、
エ
ゾ
の
国
を
万
世
に
わ
た
っ
て
鎮
護
し
た
も

う
の
だ
と
い
う
信
仰
が
、
だ
ん
だ
ん
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
の
も
、
当
然

と
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

(32)

『
岩
手
民
間
信
仰
事
典
」

（
岩
手
県
立
栂
物
館
、

一
九
九
一
年
）
。

（
に
し
か
わ

(33)

『
岩
手
民
間
信
仰
事
典
』
（
岩
手
県
立
博
物
館
、
一
九
九
一
年
）
。
『
国

見
山
極
楽
寺
」
（
北
上
市
立
栂
物
館
、
一
九
八
六
年
）
。

(
3
4
)
r
吾
妻
鏡
』
巻
八
文
治
万
年
十
月
「
廿
八
日
、
（
中
略
）
被
跨
其
賊

之
底
、
田
谷
窟
也
云
々
、
是
田
村
麿
利
仁
等
将
軍
、
奉
綸
命
征
夷
之
時
、

賊
首
悪
路
王
井
赤
頭
等
、
揺
簗
之
岩
屋
也
、
其
巌
洞
前
途
、
至
子
北
十
餘

日
、
隣
外
濱
也
、
坂
上
将
軍
於
此
窟
前
建
立
九
間
四
面
粕
舎
、
令
摸
鞍
馬

寺
、
安
龍
多
門
天
像
披
西
光
寺
、
寄
附
水
田
、
寄
文
云
、
東
限
北
上
河
、

南
限
岩
井
河
、
西
限
象
王
岩
屋
、
北
限
牛
木
長
峰
者
、
東
西
一二
十
餘
旦
、

南
北
三
十
餘
里
云
々
、
（
下
略
）
」
（
r
吾
妻

鏡

一

巻

」（
名
著
刊
行
会
、

一
九
七
三
年
）
参
照
）
。

あ
き
こ
）
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西暦 年号

72~ 神也 l

711 天平l3

7~9 天平感宝 l

752 天平勝宝 4

760 天平究：字 4

767 神謹が、雲 l

774 宝危 5

776 7 

777 8 

780 ll 

78l 宝/!!,12

784 延暦 3

786 5 

788 7 

789 8 

790 ， 
794 13 

797 l6 

802 21 

803 22 

805 2~ 

806 大fr.IL 

809 大/aJ,t 

SU 弘仁 2

816 7 

8l7 8 

8l8 ， 
822, l3 

829 天長 6

830 7 

表

Fr 
,．̂ 

東北地方のできごと

多製城（陸奥国府）築かれる

桃生城・雄勝城造営される

伊治城造常される。道鶏饒足、陸具

国大国造となる

蝦夷の反乱。桃生城襲ftされる。征

夷罪これを鎖圧する

紐夷罪派逍

祉．夷印派逍

伊冶砦麻呂反乱し、按察i史紀広純ら

を殺甜。多廣＇城も焼かれる。これに

対して中央からiii.夷1r£派i牲

蝦夷征討の準備始まる（この祉夷は

789年まで）

征夷耶、北上川にて大敗

蝦夷征計の準備始まる（このliE夷は

795年まで）

坂_l::EEI村麻呂をlil・夷大将罪に任命。

蝦夷征計の準備始まる。（この征夷

は80l年まで）

坂上田村麻呂、 II出1沢城を追営する。

蝦夷の首領降伏する。

志波城造営される

「天下の徳政」論じられ、藤原甜薔l
らの意見に より蝦夷征討と新都の造

営工事が停止される

文室綿麻呂、東北北部の緞夷をやtI 
つ。 ~U:JII流環に:ffl 賀・稗棋―• 斯被

の3'/罪を設t1.t。坂上田村麻呂没

会津の法相徳—、 r 仏性抄」を浩わ
し敢澄・空海の教えを批判

最澄没

陸奥 ・出；J'J(こ疫病大流行 (830年ま

で）

出平1国大地能

El本の主なできごと

狸嘩天見、国分寺 • 国分尼寺造営を

発顧

陸奥CTIから,W金が蔽しされ、奈良大

仏の鍍金となる

束大寺大仏の開1恨供i送会を行う

桓武天島t!J)j立：

反岡京へ遷那

妓澄、比紋11巨芋創建 (823年延暦寺

に改称）

平安京へ遷都

散澄天台宗伝来

桓凪天見!vii雑。空海真営宗（云米

且1分寺のない匡I.行事を定額寺で代

行するよう定められる

巌准．口l,H,権吐互釦で徳．ーに駁論

散澄、天台宗年分学生式を定める。

吋；，虹屈1界出を浩わす



西暦 年号 束北地方のできごと

837 承和 4 玉造塞の温泉石神噴火する。栗原

桃生以北の伴囚（帰馳した蝦夷）が

反桜して定まらないので、兵]000人
をもって非常に備える

847 J4 

850 嘉祥 3 出羽国大地裾

856 斉衡 3 出羽国法隆寺、定額寺に任じられる

857 天安］ 陸奥国極楽寺、定額寺に任じられる

862 貞観4 黒石寺の楽師如来像作られる

869 JJ 陸奥国大地箆。多賀城大被害

878 元脱 2 出羽固夷伴（帰顛した蝦夷）反乱す

る。秋田城攻略される

879 .j 

887 仁和 3 出羽国府移転 (850年の地捉で国府

付近の形勢が悪くなったため）

891 窟平 6

934 承平 4 陸奥困分寺、落雷により七重塔焼

失。その他の破害も甚大

938 天脱 l

939 2 

944 7 

985 空和］

]002 長保 4

JOJG 長和 5

1047 永承 2 黒石寺の伝慈党大師1裟作られる

1051 G 前九年の役起こる (-JOG2年）

)080 承歴 4 腔奥国分尼寺、転倒する

1083 永保：3 後三年の役起こる (-JOS7年）

]086 応徳 :l

]098 承徳 2 成島昆沙l"l哉に阿弥陀如来おさめら

れる

))24 天治） 中瑶寺金色幽なる

]」56 保元］

JJ 59 平治］

J 167 仁安 2

JJ 70 嘉/,も2 藤原秀衡、鎮守）If将耶に任命される

JJSO 治承4

118! 狩和 1 藤原秀衡、陸奨守に任命される

1185 文治）

JJSi 0 ‘‘ 藤原秀衡没

ll 89 5 源頼朝、奥州藤原氏を滅ぼす

Jl 92 I 建久 3

（参考文献） r日本史総閲東京法令出版

頃嘩 13本史年表J 吉川弘文館

坪泉の原｛知北」：川流域の歴史と文化を考える会

「I目見il.i極楽寺」北上市立抽物館

r蝦爽大将軍j 高橋霜雄 中央公論杜
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日本の主な cきごと

円仁（慈党大師）、西台iJ」より念仏

三味伝来

屯本文徳天皇実録」完成

この頃神仏習合（本地垂述説）盛ん

に

遣栂使廃止

各地で自然災害の激増 末法思想の

流行始まる

空也、京で念仏広める

平将l"l 藤原純友の乱（承平 天艇

の乱）

奈良 大和長谷寺焼失

僧源信、 r往生要集』を考わす

諸国司に神社 ・国分寺・ 定頷寺の！参

造が命じられる

藤原道長、摂政とな る

白河上烏の院政1開始

保元の乱起こる

平治の乱起こる

平消盛、太政大臣となる

源類朝、挙兵する

平氏滅びる

曲穎朝、征夷大将軍就任
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