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西
大
寺
の
由
緒
は
、
宝
亀
十
一
年
（
七
八
〇
）
成
立
の
『
西
大
寺
資
財
流
記
帳
』

（『
資
財
帳
』）
よ
り
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
寺
域
に
関
し
て
は
、「
居
地
三
十
一
町

在
右
京
一
条
三
四
坊　

東
限
佐
貴
路
除
東
北
角
喪
儀
寮　

南
限
一
条
南
路　

西
限

京
極
路
除
山
陵
八
町　

北
限
京
極
路
」
と
あ
り
、
平
城
京
内
に
広
大
な
寺
域
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

そ
の
寺
域
を
め
ぐ
っ
て
は
、
平
城
京
の
京
域
や
形
状
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で

重
要
な
問
題
で
あ
り
、
北
辺
坊
に
も
関
わ
る
問
題
と
し
て
早
く
か
ら
議
論
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
寺
域
説
が
提
唱
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
未
だ
確
実
と
い
え
る
寺

域
説
は
確
立
し
て
お
ら
ず
、
現
在
で
も
初
め
に
提
唱
さ
れ
た
関
野
貞
や
喜
田
貞
吉

の
説
が
創
建
期
西
大
寺
の
寺
域
の
一
般
的
解
釈
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
西
大
寺
の
寺
域
を
め
ぐ
っ
て
の
最
も
大
き
な
問
題
は
北
辺
坊
を
含
む
の
か

否
か
と
い
う
と
こ
ろ
だ
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
北
辺
坊
が
実
際
に
存
在
し
た

の
か
ど
う
か
も
、
い
ま
だ
に
議
論
は
続
い
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
最
新
の

研
究
成
果
と
い
え
る
井
上
和
人
氏
の
説
に
つ
い
て
の
検
証
か
ら
、
平
城
京
の
右
京

に
北
辺
坊
が
存
在
し
た
の
か
ど
う
か
や
、
そ
れ
が
西
大
寺
の
寺
域
に
含
む
の
か
ど

う
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
西
大
寺
の
寺
域
を
求
め
る
こ
と
を
目

的
と
し
た
。

　

ま
ず
、
一
章
で
は
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
に
お
け
る
寺
域
諸
説
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
点
を
検
証
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
の
寺
域
説
は
魅
力
的

な
案
は
あ
り
な
が
ら
も
問
題
点
が
多
く
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
そ
の
様
々

あ
る
寺
域
説
の
中
で
も
主
た
る
論
点
を
整
理
し
た
。

　

第
二
章
で
は
、
各
寺
域
説
の
問
題
点
を
そ
れ
ぞ
れ
検
証
し
た
。
ま
ず
、
東
北
角

に
除
か
れ
る
と
さ
れ
る
喪
儀
寮
は
、
推
定
地
の
発
掘
調
査
の
結
果
な
ど
か
ら
こ
の

地
が
喪
儀
寮
で
あ
る
可
能
性
は
低
い
と
結
論
し
た
。
次
に
西
に
除
か
れ
る
と
さ
れ

る
山
陵
八
町
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
山
陵
八
町
は
先
行
研
究
で
は
し
ば
し
ば

称
徳
天
皇
の
陵
墓
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
京
内
に
陵
墓
が
築
か
れ
る
こ
と
は
律

令
の
規
定
に
反
す
る
こ
と
と
な
る
と
い
う
こ
と
や
、
称
徳
天
皇
の
陵
墓
と
し
て
あ

ま
り
に
も
面
積
が
広
す
ぎ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
山
陵
八
町
は
必
ず
し
も
称
徳

天
皇
陵
で
あ
る
必
然
性
は
な
い
と
考
え
、
西
大
寺
が
造
営
さ
れ
る
前
か
ら
こ
の
地

に
あ
っ
た
墳
墓
、
も
し
く
は
丘
陵
地
帯
と
し
て
切
り
拓
く
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
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た
め
に
除
か
れ
た
も
の
だ
と
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。

　

第
三
章
で
は
、
西
大
寺
の
寺
域
を
求
め
る
際
の
最
大
の
問
題
点
で
あ
る
北
辺
坊

の
解
釈
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
北
辺
坊
地
域
の
発
掘
調
査
の
事
例
を
取
り
上
げ

て
検
討
し
た
。
調
査
結
果
で
は
北
辺
坊
条
間
路
が
推
定
位
置
か
ら
検
出
さ
れ
て
な

い
こ
と
や
、
こ
れ
ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
南
北
二
町
幅
の
区
域
の
遺
存
地
割
を

認
め
が
た
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
北
辺
坊
の
解
釈
を
考
え
直
す
必
要
が
あ
る

と
思
い
、
北
辺
坊
は
南
北
に
や
や
長
い
一
町
幅
と
い
う
説
を
採
用
し
た
。
実
際
に

そ
こ
に
は
東
西
に
連
な
る
地
割
を
確
認
し
た
。

　

第
四
章
で
は
、
最
新
の
研
究
結
果
の
検
証
を
行
っ
た
。
三
章
で
指
摘
し
た
北
辺

坊
の
取
り
方
の
根
拠
と
な
る
発
掘
調
査
結
果
自
体
に
全
体
的
な
信
頼
を
置
く
こ
と

が
で
き
な
い
と
考
え
た
が
、
北
辺
坊
の
遺
存
地
割
と
考
え
ら
れ
る
東
西
に
連
な
る

地
割
が
こ
れ
と
一
致
し
た
。
ま
た
、
井
上
氏
の
、
北
辺
坊
の
造
営
官
司
が
修
理
司

で
あ
る
と
の
議
論
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
は
疑
わ
し
い
と
し
た
が
、
北
辺
坊
の
設
置

時
期
と
設
置
目
的
は
結
論
が
一
致
し
た
。

　

最
後
に
自
身
の
寺
域
案
を
提
唱
し
た
。
そ
れ
は
右
京
一
条
三
、
四
坊
の
計
三
十

二
町
と
、
北
辺
坊
一
町
分
の
東
西
八
町
を
含
ん
だ
計
四
十
町
か
ら
山
陵
八
町
分
と

喪
儀
寮
一
町
分
を
除
い
た
三
十
一
町
と
し
た
。
ま
た
、
除
か
れ
る
喪
儀
寮
は
北
辺

三
坊
の
東
北
角
一
町
、
山
陵
八
町
は
四
坊
の
南
西
角
の
東
西
二
町
、
南
北
四
町
の

計
八
町
と
し
て
寺
域
か
ら
除
い
た
。
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「
融
通
念
仏
縁
起
」
は
、
融
通
念
仏
宗
の
宗
祖
で
あ
る
良
忍
上
人
の
伝
記
と
念

仏
の
功
徳
に
ま
つ
わ
る
数
々
の
逸
話
を
、
絵
と
詞
書
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
た
絵
巻

物
で
あ
る
。「
融
通
念
仏
縁
起
」
は
正
和
三
年
（
一
三
一
四
）
か
ら
天
保
十
五
年

（
一
八
四
四
）
に
至
る
ま
で
の
間
に
多
く
の
写
本
が
制
作
さ
れ
、
現
在
三
十
点
を

超
え
る
作
品
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
も
、
応
永
二
十
三
年
（
一
四
一
六
）
に
成
立
し
た
清
凉
寺
本
（
京

都
・
清
凉
寺
蔵
）
は
、
以
後
制
作
さ
れ
た
諸
本
に
構
成
や
図
像
の
面
で
多
く
の
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
か
ら
「
融
通
念
仏
縁
起
」
の
記
念
碑
的
作
品
と
し
て
評
価

さ
れ
て
い
る
。

　

清
凉
寺
本
に
関
す
る
先
行
研
究
で
は
、
明
徳
二
年
（
一
三
九
一
）
に
成
立
し
た

明
徳
版
本
（
大
阪
・
大
念
仏
寺
蔵
）
を
祖
本
と
し
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
指
摘

さ
れ
て
お
り
、
近
年
有
力
な
説
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
説
で
は
、
詞
書

や
奥
書
の
文
言
に
共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
や
、「
融
通
念
仏
縁
起
」
作
品

群
の
う
ち
一
部
の
作
品
に
の
み
見
ら
れ
る
、「
清
涼
寺
融
通
大
念
仏
会
の
段
」
が

い
ず
れ
も
巻
末
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
但
し
、
こ
の
見

解
は
図
像
の
詳
細
な
比
較
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
二
作
品
を
比
較
し
て
み
る

と
必
ず
し
も
清
凉
寺
本
が
明
徳
版
本
を
忠
実
に
描
き
写
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
上
巻
の
「
諸
天
冥
衆
結
縁
の
段
」
に
お
け
る
神
仏

の
図
像
は
、
衣
服
や
持
物
等
の
細
か
な
部
分
は
も
ち
ろ
ん
、
神
仏
の
数
や
配
置
に

も
顕
著
な
違
い
が
見
ら
れ
、
絵
師
が
明
徳
版
本
以
外
の
何
ら
か
の
図
像
を
も
と
に

描
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
諸
天
冥
衆
結
縁
の
段
」
に
お
け
る
神
仏
の
図
像
に
着
目

し
、
二
作
品
の
図
像
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
清
凉
寺
本
の
祖
本

を
明
徳
版
本
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
説
に
対
し
新
た
な
見
解
を
提
示
し
た
。
ま
た
、

清
凉
寺
本
お
よ
び
明
徳
版
本
の
下
巻
末
に
見
ら
れ
る
「
清
凉
寺
融
通
大
念
仏
会
の

段
」
を
縁
起
に
加
え
た
意
図
に
つ
い
て
も
あ
わ
せ
て
検
討
し
、「
融
通
念
仏
縁
起
」

の
成
立
背
景
の
一
端
を
解
明
し
た
。

　

第
一
章
で
は
、
清
凉
寺
本
と
明
徳
版
本
、
及
び
最
古
本
で
あ
る
正
和
本
、
さ
ら

に
清
凉
寺
本
の
図
像
を
踏
襲
す
る
禅
林
寺
本
、
以
上
四
作
品
の
段
構
成
の
違
い
と

制
作
目
的
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
を
ふ
ま
え
な
が
ら
検
討
を
行
っ
た
。
段
構
成
に

��　���
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関
し
て
は
、
明
徳
版
本
・
清
凉
寺
本
・
禅
林
寺
本
に
は
下
巻
巻
末
に
「
清
凉
寺
融

通
大
念
仏
会
の
段
」
が
あ
る
の
に
対
し
、
正
和
本
に
は
こ
の
段
が
な
い
と
い
う
違

い
が
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
制
作
目
的
に
つ
い
て
は
、
正
和
本
は
在
家
の
男
女
へ
の

念
仏
勧
進
を
目
的
と
す
る
の
に
対
し
、
明
徳
版
本
以
降
の
三
作
品
は
二
条
良
基
や

足
利
義
満
へ
の
追
善
供
養
を
目
的
と
す
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
時
代
が

下
る
に
つ
れ
て
、
制
作
目
的
が
変
化
し
た
と
見
ら
れ
る
。

　

第
二
章
で
は
、「
諸
天
冥
衆
結
縁
の
段
」
に
お
け
る
毘
沙
門
天
群
像
・
四
天
王
・

梵
天
及
び
帝
釈
天
・
愛
染
明
王
・
日
天
及
び
月
天
・
九
曜
・
七
星
・
十
王
・
龍
王

の
九
つ
の
図
像
に
着
目
し
、
四
作
品
に
お
け
る
神
仏
の
図
像
の
違
い
を
明
確
に
し

た
。
ま
た
、
各
神
仏
の
図
像
を
説
く
儀
軌
や
同
図
像
の
例
が
確
認
で
き
た
場
合
は
、

ど
の
よ
う
な
場
で
用
い
ら
れ
た
図
様
で
あ
る
か
も
可
能
な
限
り
検
討
を
加
え
た
。
検

討
の
結
果
、
図
像
に
つ
い
て
は
、
清
凉
寺
本
と
禅
林
寺
本
、
正
和
本
と
明
徳
版
本

の
二
系
統
に
大
別
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ま
た
、
清
凉
寺
本
と
明
徳

版
本
に
つ
い
て
は
、
単
に
立
像
と
坐
像
の
違
い
だ
け
で
な
く
、
持
物
や
尊
像
の
配

置
な
ど
の
細
か
な
部
分
に
も
大
き
な
違
い
が
確
認
で
き
た
。
特
に
清
凉
寺
本
に
つ

い
て
は
、
図
像
の
多
く
が
経
典
や
儀
軌
に
基
づ
い
て
忠
実
に
描
か
れ
て
お
り
、
さ

ら
に
南
都
で
用
い
ら
れ
る
図
像
と
の
共
通
点
が
多
く
確
認
で
き
た
。

　

第
三
章
で
は
、
右
の
四
作
品
の
う
ち
、
明
徳
版
本
お
よ
び
清
凉
寺
本
に
の
み
見

ら
れ
る
「
清
凉
寺
融
通
大
念
仏
会
の
段
」
に
注
目
し
、
縁
起
に
追
加
さ
れ
た
経
緯

や
目
的
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
明
徳
版
本
お
よ
び
清
凉
寺
本
の
詞
書
と
奥
書

に
よ
れ
ば
、
こ
の
段
は
制
作
を
勧
め
た
良
鎮
の
意
向
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
お

り
、
さ
ら
に
詞
書
で
は
清
凉
寺
融
通
大
念
仏
会
を
始
行
し
た
道
御
に
つ
い
て
述
べ

て
い
る
こ
と
か
ら
良
鎮
と
道
御
に
間
に
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
も
の
と
考
え
た
。

　

以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
第
四
章
で
は
、
清
凉
寺
本
の
制
作
を
す
す
め
た
良
鎮

と
、
清
凉
寺
融
通
大
念
仏
会
を
始
行
し
た
道
御
に
つ
い
て
、『
律
苑
僧
宝
伝
』
を

は
じ
め
と
す
る
伝
記
を
用
い
て
事
蹟
の
考
察
を
行
っ
た
。
伝
記
に
よ
れ
ば
、
道
御

は
清
凉
寺
に
来
る
以
前
、
長
年
東
大
寺
や
法
隆
寺
で
修
行
を
し
て
い
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
お
り
、
南
都
寺
院
と
の
関
わ
り
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
良
鎮
に
つ
い
て

は
伝
記
が
現
存
せ
ず
、
詳
し
い
こ
と
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
明
徳
版

本
・
清
凉
寺
本
の
奥
書
に
は
「
右
此
大
念
仏
の
絵
は
、
鎮
公
上
人
の
発
願
に
て
勧

進
せ
し
め
む
と
云
々
」
と
あ
り
、
良
鎮
を
鎮
公
と
呼
称
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

諱
の
下
の
一
字
に
「
公
」
を
つ
け
加
え
て
「
性
公
」「
照
公
」「
尊
公
」
等
と
尊
称

す
る
の
が
律
宗
の
習
慣
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
良
鎮
が
道
御
の
系
譜
を
ひ

く
律
僧
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
、
清

凉
寺
本
の
神
仏
の
図
像
に
南
都
の
影
響
が
あ
ら
わ
れ
た
背
景
に
は
、
道
御
か
ら
良

鎮
に
受
け
継
が
れ
る
信
仰
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
れ
が
清
凉
寺
本
の
神
仏
の
図
像
に

も
反
映
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
た
。
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