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本
稿
の
目
的
は
、
興
福
寺
大
衆
の
行
な

っ
た
放
氏
と

い
う
事
象
を
通
し
て
、
黒
田
俊
雄
氏
の
提
唱
さ
れ
た
寺
社
勢
力

の
解
明
の

一
端
を
担
う

こ
と

に
あ
る
。

本
稿
で
は
、
南
都
興
福
寺
と
そ
の
興
福
寺
と

一
体
化
し
て
い
る
春
日
社
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
氏
寺

・
氏
神
と
す
る
藤
原
氏
に
焦
点
を
あ
て
る

こ
と

に
よ
っ
て
未
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
公
家
と
寺
家
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

大
衆
と
は
中
世
を
通
し
て
寺
院
内
に
組
織
さ
れ
た
寺
僧
集
団
の
こ
と
で
あ
る
。
寺
僧
集
団
に
よ
る
放
氏
は
、
大
小
様

々
に
存
在
す
る
寺
社
勢

力
の
な
か
で
も
興
福
寺
に
の
み
見
ら
れ
る
特
殊
な
事
象
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
興
福
寺
が
藤
原
氏

の
氏
寺
で
あ
り
、
ま
た
興
福
寺
と

一
体
化
し
て

い
た
春
日
社
が
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ

っ
た
と

い
う
特
殊
な
事
情
か
ら
く
る
も

の
で
あ

っ
た
。
故
に
、
放
氏
さ
れ
る
対
象
は
そ
の
氏
人
で
あ
る
藤

原
氏

に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
あ

っ
た
。
し
か
し
、
摂
関
政
治
も
終
わ
り
を
告
げ
て
か
ら
久
し
い
と
は
い
え
、
依
然
、
藤
原
氏
は
公
家
社
会
の
中

で
大
き
な
範
囲
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
充
分
に
考
察

の
対
象
と
成
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

放
氏
と
は
、
単
純
に
言

っ
て
し
ま
え
ば
、
文
字
ど
お
り
氏
を
放
つ
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
い
う
と
氏
人
が
そ
の
所
属
す
る
氏
族
か
ら
排
除
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さ
れ

る
こ
と
、

つ
ま
り
放
氏
さ
れ
た
藤
原
氏
は
氏
人
と
し
て
の
資
格
を
失
う
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
、
放
氏
さ
れ
た
藤
原
氏
は
興

福
寺

に
働
き
か
け
、
許
し
を
得
る
、
つ
ま
り
、
放
氏
状
態

の
解
除
を
し
て
も
ら
え
る
場
合
が
あ

っ
た
。
こ
れ
を

「続
氏
」
又
は

「継
氏
」
と
い

う
。
放
氏
さ
れ
た
藤
原
氏
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
氏
人
と
し
て
の
資
格
を
失
う
こ
と
で
様

々
な
制
約
を
う
け
る
為
、
興
福
寺
大
衆
に
続
氏

(継

氏
)
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
東
奔
西
走
す
る
例
が
多
く
見
ら
れ
る
。

放
氏
さ
れ
た
藤
原
氏

の
人
々
に
は
加
え
ら
れ
た
制
裁
が
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、

①
氏
人
と
し
て
の
資
格
を
剥
奪
さ
れ
る
。

②
官
職
を
辞
す
、
ま
た
は
、
朝
廷
に
出
仕
せ
ず
に
蟄
居
謹
慎
す
る
。
蟄
居
謹
慎
中
は
、
昼
間
は
他
人
を
訪
問
せ
ず
、
ど
う
し
て
も
外
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
は
、
夜
密
か
に
外
出
す
る
。

③
節
会
、
儀
式
に
参
列
し
な
い
。

④
放
氏
中
に
官
位
は
昇
進
し
な
い
。

⑤
新
し
く
議
奏
、
伝
奏
、
奉
行
な
ど
に
補
さ
れ
な

い
。

の
五

つ
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
放
氏
さ
れ
た
人
に
は
多
種
多
様
な
制
裁
が
加
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
元
来
の
放
氏
研
究
に
お

い
て
は
、
①
氏
人
の
資
格

剥
奪
、
②
蟄
居
謹
慎
の
み
注
目
さ
れ
る
傾
向
に
あ

っ
た
。
し
か
し
、
⑤
新
し
く
議
奏
、
伝
奏
、
奉
行
等
に
補
さ
れ
な

い
と
い
う
制
裁
に
も
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
指
摘
す
る
。
実
際
、
放
氏
さ
れ
た
藤
原
氏

の
人
は
、
放
氏
さ
れ
た
当
時
に
朝
廷
ま
た
は
院
に
お
い
て
重
要
な
役
職
に

就

い
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
鎌
倉
遺
文
』
に
よ

っ
て
発
給
文
書
の
内
、
放
氏
さ
れ
た
藤
原
氏
が
で
て
く
る
文
書
を
調
べ
て
い
く
と
、
そ
の
文
書

の
多
く
が

「院
宣
」
で
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あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
し
か
も
、
そ
の
院
宣
は
朝
廷
訴
訟
に
関
し
て
の
も
の
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
放
氏
さ
れ
た
人
々
は
朝

廷
訴

訟
に
関
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
仮
説
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

放

氏
が
行
な
わ
れ
た
期
間
は
管
見
だ
け
で
も
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
六
世
紀
に
か
け
て
と
広
範
に
み
ら
れ
る
。
こ

の
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十

六
世
紀
に
か
け
て
、
実
は
二
回
程
の
空
白
期
が
あ
る
。

一
度
目
は
嘉
禄
三

(
=

一二
七
)
年
～
弘
安
元

(
一
二
七
八
)
年

の
五
十

一
年
間
、
二

回
目
は
元
応
二

(
二
三

一〇
)
年
か
ら
暦
応
三

(
一
三
四
〇
)
年
の
二
十
年
間
で
あ
る
よ
っ
て
こ
れ
を
も
と
に
放
氏

の
期
間
を
三
期
に
分
け
た
。

さ
ら
に
、
第

二
期
は
第

一
期
に
比
べ
、
放
氏
の
回
数
的
に
も
放
氏
さ
れ
た
人
数
的
に
も

一
気
に
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
第
二

期
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
放
氏
の
実
態
と
公
家

・
寺
家
の
関
係
に
迫
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

朝
廷

の
訴
訟
を
支
え
る
の
は
伝
奏

・
評
定
衆

・
弁
官

・
職
事

・
文
殿
衆
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
う
ち
何
人
か
は
、
御
教
書
発
給
事
務
の

担
当
者
で
あ
る
奉
行
と
な
り
、
伝
奏

の
下
で
奏
事
を
行
い
、
仰
せ
に
従

っ
て
文
書
を
発
給
し
て
い
た
と
あ
る
。
奉
行
に
は
伝
奏

・
蔵
人

・
弁
官

な
ど

が
あ
た

っ
て
い
た
。
ま
た
、
親
政
期
に
は
蔵
人
頭
が
伝
奏
の
役
割
を
果
た
し
た
と
も

い
わ
れ
て
い
る
。

寺
家

(実
質
上
、
春
日
社
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
興
福
寺
が
そ
の
代
表
で
あ
る
)
と
公
家

(主
に
藤
原
氏
が
存
在

)
と
の
接
点
は
、
公
家
の

徳
政

に
よ
る
雑
訴

の
興
行
、
要
す
る
に
訴
訟
制
度
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
そ
の
訴
訟
は
、
院
を
中
心
と
し
て
審
議
が
行
な
わ
れ
、
そ
こ
で
裁
許
と

し
て
院
宣
が
発
給
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
院
宣
を
奉
行
す
る
朝
廷
の
官
職
を
兼
ね
た
蔵
人
頭
や
蔵
人
、
弁
官
が
い
た
。

興
福
寺
大
衆
は
朝
廷
訴
訟
に
関
わ

っ
て
い
る
人
物
、
特
に
奏
事
に
関
係
す
る
伝
奏
や
院
宣
の
発
給
者
に
な
り
う
る
蔵
人
や
弁
官
と
な

っ
て
い

る
人
物
を
そ
の
当
時
に
放
氏
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
、
興
福
寺
大
衆
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
う

い
っ
た
人
物
を
狙

っ
て
放
氏
し

て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

朝
廷
訴
訟
を
有
利
に
運
ぶ
た
め
に
は
、
他
の
寺
院
、
他
の
組
織
と
は
違

っ
た
立
場
を
持

つ
と

い
う
こ
と
、

つ
ま
り
、
興
福
寺
が
藤
原
氏
の
氏
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寺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
興
福
寺
が
支
配
す
る
春
日
社
が
藤
原
氏
の
氏
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
充
分
に
活

用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と

い
う
認
識
が
、
興
福
寺
大
衆
の
中
に
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

興
福
寺
大
衆
は
放
氏
と
い
う
本
来
氏
族
内
で
行
な
わ
れ
て
い
た
事
象
を
、
春
日
社
の
神
威
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
が
も
の
と
し
、
そ
れ

を
藤

原
氏
に
働
き
か
け
る
手
段
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
放
氏
す
る
藤
原
氏
の
対
象
は
他
で
も
な
い

「朝
廷
訴
訟
に
関
わ
っ
て
い
る
」
藤
原
氏

で
あ

っ
た
。

興
福
寺
大
衆
に
よ
る
放
氏
は
、
単
に
興
福
寺

・
春
日
社
に
不
都
合

・
不
利
益
を
し
た
藤
原
氏
に
行
な

っ
た
も
の
で
あ

る
と

い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
も

っ
と
奥
深

い
、
公
家
と
寺
家
と

の
関
係
に
ま
で
迫
る
も
の
だ
と

い
え
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

(
1
)

黒
田
俊
雄

『寺
社
勢
力
1
も
う

ひ
と

つ
の
中
世
社
会
1
』

(岩
波
新
書
、

一
九

八
〇
年
)
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