
は
じ
め
に

慈
尊
院
は
、
高
野
山
山
麓
の
和
歌
山
県
伊
都
郡
九
度
山
町
に
所
在
す
る
寺
院
で

あ
る
。
開
祖
は
弘
法
大
師
空
海
と
伝
え
ら
れ
、
空
海
の
母
公
が
晩
年
を
過
ご
し
た

こ
と
で
知
ら
れ
る
。
慈
尊
と
は
弥
勒
菩
薩
の
別
名
で
、
慈
尊
院
の
本
尊
で
あ
る
弥

勒
仏
を
篤
く
信
仰
し
た
母
公
が
そ
の
功
徳
に
よ
り
弥
勒
菩
薩
に
化
身
し
た
と
い
う

伝
承
か
ら
、
慈
尊
院
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
女
性
の
高

野
山
参
り
は
慈
尊
院
ま
で
と
い
う
認
識
か
ら
、
現
在
も
女
人
高
野
と
し
て
親
し
ま

れ
て
い
る
。

高
野
山
と
同
時
に
開
創
さ
れ
た
と
伝
え
る
慈
尊
院
に
は
、
高
野
山
の
政
所
が
置

か
れ
、
冬
期
の
避
難
修
行
の
場
と
し
て
も
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
高
野

山
参
詣
者
の
た
め
に
、
高
野
山
上
の
根
本
大
塔
ま
で
一
町
ご
と
に
建
つ
町
石
が
あ

り
、
慈
尊
院
に
は
そ
の
出
発
点
と
な
る
町
石
が
建
っ
て
い
る
。
境
内
は
国
の
史
跡

に
指
定
さ
れ
、
高
野
山
町
石
道
と
慈
尊
院
は
「
紀
伊
山
地
の
霊
場
と
参
詣
道
」
の

一
部
と
し
て
、
世
界
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
て
い
る
。
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和
歌
山
・
慈
尊
院
の
密
教
法
具
に
つ
い
て

羽

良

朝

風

＊

要

旨

和
歌
山
県
九
度
山
町
に
所
在
す
る
慈
尊
院
は
、
弘
法
大
師
空
海
と
そ
の
母
公
に
由
緒

の
あ
る
寺
院
で
、
こ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
密
教
法
具
が
伝
来
す
る
。

今
回
調
査
の
対
象
と
し
た
密
教
法
具
は
、
い
ず
れ
も
現
存
遺
品
が
少
な
い
形
式
や
細

部
意
匠
を
持
つ
作
例
で
あ
る
。
金
銅
独
鈷
杵
は
「
鬼
面
・
鬼
目
式
」
と
い
う
特
異
な
形

式
を
持
つ
。
金
銅
五
鈷
杵
は
、
仏
舎
利
を
埋
納
し
た
と
考
え
ら
れ
る
埋
金
の
跡
が
見
ら

れ
、
こ
れ
は
空
海
請
来
の
五
鈷
杵
に
も
見
ら
れ
る
。
金
銅
五
鈷
種
字
鈴
は
、
作
例
の
少

な
い
種
字
鈴
で
あ
る
。
金
銅
三
鈷
鈴
は
、
特
異
な
三
鈷
を
持
ち
、
大
陸
か
ら
の
請
来
品

と
考
え
ら
れ
る
。
飲
食
器
は
、
空
海
の
母
公
の
「
歯
」
が
奉
籠
さ
れ
た
と
い
う
伝
承
を

持
つ
。

ま
た
法
具
は
、
形
式
等
か
ら
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
の
製
作
と
考
え
ら
れ
る
が
、

中
世
の
史
料
が
少
な
い
慈
尊
院
に
お
い
て
、
そ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
重
要
な
も
の
で

あ
る
。
特
殊
な
形
式
を
持
つ
作
例
が
多
い
こ
と
は
、
慈
尊
院
が
中
・
近
世
に
お
い
て
真

言
密
教
の
有
力
寺
院
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
密
教
法
具

金
剛
鈴

金
剛
杵

慈
尊
院
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本
尊
で
あ
る
木
造
弥
勒
仏
坐
像
は
平
安
時
代
の
造
立
で
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
お

り
、
本
尊
が
安
置
さ
れ
て
い
る
弥
勒
堂
は
重
要
文
化
財
で
あ
る
。
本
尊
の
裳
前
の

後
補
部
分
に
は
、
寛
平
四
年
（
八
九
一
）
の
墨
書
銘
が
あ
る
。

今
回
、
慈
尊
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
密
教
法
具
に
つ
い
て
調
査
を

す
る
機
会
を
得
た
の
で
、
調
査
の
概
要
と
若
干
の
考
察
を
述
べ
た
い
。

第
一
章

調
査
報
告
と
考
察

①
金
銅
独
鈷
杵

一
口

長

二
二
・
八

銅
鋳
造
鍍
金
の
独
鈷
杵
で
あ
る
（
図
１
）。
把
の
中
央
四
方
に
正
逆
交
互
の
鬼

面
を
付
け
る
。
鬼
面
の
左
右
に
縄
目
の
紐
を
廻
ら
し
、
さ
ら
に
楕
円
形
二
重
瞼
の

鬼
目
を
四
方
に
付
け
る
。
そ
の
左
右
に
間
弁
付
き
単
弁
八
葉
の
蓮
弁
帯
を
配
し
、

二
本
の
紐
で
締
め
る
。
蓮
弁
先
の
蕊
は
鬼
目
側
に
の
み
毛
彫
り
し
、
鬼
面
側
に
は

刻
ま
な
い
。
鈷
は
断
面
が
方
形
で
、
蓮
弁
帯
側
に
く
び
れ
を
入
れ
、
輪
郭
を
残
し

て
浅
く
彫
り
く
ぼ
め
、
わ
ず
か
に
匙
面
を
取
る
。
四
方
に
配
す
る
鬼
目
と
鈷
面
の

位
置
と
、
鬼
面
と
鈷
の
棟
の
位
置
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。

鬼
面
と
鬼
目
の
突
出
は
強
く
、
蓮
弁
の
表
現
も
整
美
で
あ
る
が
、
二
本
の
紐
は

や
や
太
め
で
総
じ
て
重
厚
な
感
覚
が
全
体
を
覆
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
類
似
す
る
例

は
、
い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
の
製
作
で
あ
る
、
奈
良
国
立
博
物
館
、
奈
良
・
能
満
院

（
図
２
）、
ド
イ
ツ
・
ケ
ル
ン
東
洋
美
術
館
の
金
銅
独
鈷
杵
で
、
鬼
面
と
鬼
目
の

両
方
を
具
え
る
「
鬼
面
・
鬼
目
式
」
と
も
い
う
べ
き
作
例
で
あ
る
。
形
式
・
表
現

と
も
に
近
い
例
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
杵
と
能
満
院
杵
で
あ
る
が
、
蓮
弁
帯
を
締

め
る
紐
帯
が
や
や
細
め
で
全
体
に
精
美
な
表
現
の
奈
良
博
杵
の
製
作
が
は
や
い
と

思
わ
れ
、
能
満
院
の
も
の
は
明
快
・
簡
潔
な
感
覚
に
あ
ふ
れ
て
い
る
点
が
本
品
と

よ
く
通
じ
て
い
る
。
た
だ
し
細
部
に
目
を
転
じ
る
と
、
奈
良
博
・
能
満
院
二
杵
が

い
ず
れ
も
蓮
弁
帯
の
両
端
に
蕊
を
彫
り
、
鈷
面
を
縦
長
の
猪
目
形
に
表
し
て
中
央

に
鎬
を
立
て
る
な
ど
、
本
杵
と
相
違
す
る
点
も
指
摘
で
き
る
。
ケ
ル
ン
東
洋
美
術

館
の
品
は
他
の
二
品
と
鈷
の
表
現
が
同
様
だ
が
、
把
部
に
は
鬼
面
と
蓮
弁
帯
を
付

け
る
の
み
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
独
鈷
杵
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
の
製
作
と
さ
れ
る
京
都
・
北
村
美

術
館
の
金
錍
（
図
３
）
の
細
部
意
匠
が
こ
れ
ら
の
作
例
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
。

金
錍
は
独
鈷
杵
の
両
端
ま
た
は
片
側
に
宝
珠
形
を
付
け
た
形
状
で
あ
る
が
、
北
村

美
術
館
の
品
は
一
般
的
な
も
の
と
比
べ
て
大
型
の
作
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
類
似

品
は
、
時
代
が
降
る
に
従
っ
て
表
現
が
省
略
・
簡
略
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
し
ば

し
ば
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
細
部
ま
で
よ
く
整
っ
て
い
る
北
村
美
術

館
の
金
錍
が
最
も
古
く
、
続
い
て
奈
良
国
立
博
物
館
、
さ
ら
に
能
満
院
、
慈
尊
院
、

ケ
ル
ン
東
洋
美
術
館
の
独
鈷
杵
の
順
に
製
作
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
な
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
金
錍
は
、
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
眼
病
の
治
療
具
で
あ
っ
た
と
さ

れ
、
転
じ
て
仏
教
で
は
無
知
の
眼
膜
を
除
去
し
、
智
慧
の
目
を
開
か
せ
る
と
い
う

意
を
も
つ
道
具
に
な
っ
た
も
の
と
い
い
、
と
く
に
密
教
で
は
灌
頂
の
儀
式
に
使
用

す
る
特
別
な
法
具
と
な
る
。
灌
頂
と
は
、
密
教
の
師
位
（
阿
闍
梨
位
）
を
継
承
す

る
た
め
の
印
可
を
与
え
る
重
要
な
儀
式
で
あ
り
、
大
阿
闍
梨
は
金
錍
を
用
い
て
弟

子
の
両
眼
を
加
持
し
、
灌
頂
を
受
け
る
者
の
心
眼
を
開
く
所
作
を
す
る
。
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そ
の
よ
う
な
金
錍
の
使
用
と
意
味
す
る
性
格
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
鬼
面
と
鬼

目
の
両
方
を
表
す
意
味
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
あ
た
り
、
金
剛
鈴
の
鈴
身
側
面
に

種
子
を
表
す
「
種
子
鈴
」
の
場
合
を
例
に
挙
げ
て
み
た
い
。

種
子
鈴
に
つ
い
て
は
岡
崎
譲
治
氏
が
す
で
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
把
中

（

）

央
に
鬼
面
を
配
す
る
鬼
面
式
種
子
鈴
は
胎
蔵
界
四
仏
を
表
す
鈴
に
多
く
、
こ
れ
に

た
い
し
て
、
金
剛
界
は
鬼
面
と
せ
ず
鬼
目
式
と
す
る
こ
と
が
多
い
（
図
４
・
５
）。

つ
ま
り
、
鬼
面
と
鬼
目
の
両
方
を
具
え
る
の
は
、
す
な
わ
ち
金
剛
界
・
胎
蔵
界
の

両
界
の
形
式
を
持
ち
合
わ
せ
た
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
他

の
作
例
よ
り
大
型
の
北
村
美
術
館
の
金
錍
は
、
灌
頂
と
い
う
教
え
の
相
承
の
場
面

羽良：和歌山・慈尊院の密教法具について
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図１ 金銅五鈷杵 慈尊院

図２ 金銅独鈷杵 奈良・能満院 鎌倉時代

図３ 金銅金錍 京都・北村美術館 鎌倉時代

図５ 金銅種子五鈷鈴
大阪・藤田美術館
鎌倉時代

図４ 金銅種子五鈷鈴
京都・細見美術館
鎌倉時代



で
、
両
界
に
わ
た
る
教
え
の
成
就
と
、
阿

闍
梨
に
よ
る
所
作
を
よ
り
視
覚
的
に
強
調

す
る
意
図
で
、
鬼
面
・
鬼
目
を
と
も
に
表

し
、
大
型
化
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
、
通
常
の
密
教
灌
頂
儀
礼
で
は

な
い
特
殊
な
修
法
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性

も
あ
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た

い
。た

だ
し
、
鈴
身
の
側
面
に
三
昧
耶
形
を

表
し
た
「
三
昧
耶
鈴
」
の
場
合
、
関
根
俊

一
氏
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
が

（

）

金
剛
四
仏
あ
る
い
は
五
仏
を
シ
ン
ボ
ラ
イ

ズ
し
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
鈴

は
把
に
鬼
面
を
表
す
の
が
一
般
的
で
あ
る

か
ら
、
鬼
面
を
胎
蔵
界
に
結
び
付
け
る
こ

と
は
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
こ
と
と
な

る
。
こ
の
こ
と
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
は
一
つ
の
見
解
と

し
て
示
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
鬼
面
と
鬼
目
の
間
に
廻
ら
す
、
特
徴
的
な
縄
目
の
紐
は
、
唐
時
代
の
製

作
と
さ
れ
る
和
歌
山
・
金
剛
峯
寺
の
金
銅
独
鈷
四
天
王
鈴
や
茨
城
・
円
満
寺
（
図

６
）
の
金
銅
三
鈷
杵
な
ど
の
請
来
法
具
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
、
こ
の
点
も
注
意
し

て
お
き
た
い
。

②
金
銅
五
鈷
杵

一
口

長

一
六
・
五

銅
鋳
造
鍍
金
の
五
鈷
杵
で
、
片
方
の
鈷
先
二
本
が
途
中
か
ら
欠
損
し
、
鈷
の
基

部
に
何
ら
か
の
圧
力
に
よ
っ
て
生
じ
た
亀
裂
が
あ
る
（
図
７
）。
把
は
手
擦
れ
に

よ
る
摩
耗
が
著
し
い
。
鍍
金
は
両
方
の
鈷
部
に
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
が
、
全
体

に
黒
色
を
呈
し
て
お
り
、
軽
く
火
中
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

把
部
は
正
円
形
二
重
瞼
の
鬼
目
式
で
、
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
鬼
目
の
一
部

に
埋
金
（
埋
栓
）
の
痕
跡
（
図
８
）
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
鬼
目
の
左
右
に
は
、

間
弁
付
き
単
弁
八
葉
の
蓮
弁
帯
を
め
ぐ
ら
し
、
こ
れ
を
二
本
の
紐
で
締
め
、
両
端

に
蕊
を
毛
彫
す
る
。
鈷
部
は
、
中
鈷
に
匙
面
を
取
ら
ず
、
下
方
に
括
れ
を
作
る
。
脇

鈷
の
下
方
に
嘴
形
を
付
け
る
。

正
円
形
の
鬼
目
は
、
平
安
時
代
の
遺
品
に
多
く
、
手
擦
れ
の
た
め
に
判
別
し
が

た
い
が
、
当
初
は
現
在
よ
り
も
突
出
が
強
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
脇
鈷
の
外

形
が
描
く
弧
線
は
、
比
較
的
穏
や
か
な
円
弧
を
描
い
て
い
る
が
、
先
端
部
分
は
や

や
牛
角
状
に
近
く
な
り
鎌
倉
時
代
の
特
徴
が
伺
え
る
。
こ
の
脇
鈷
と
類
似
す
る
作

例
に
、
奈
良
・
室
生
寺
（
図
９
）
の
金
剛
五
鈷
杵
が
あ
り
、
こ
れ
は
鎌
倉
時
代
末

期
の
製
作
で
あ
る
。
ま
た
、
把
部
と
鈷
部
の
長
さ
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
も

中
世
以
前
の
作
例
に
多
い
。

埋
金
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
仏
舎
利
を
奉
籠
し
、
そ
の
後
こ
れ

を
塞
ぐ
た
め
に
埋
金
し
た
可
能
性
が
高
い
。
法
具
類
に
仏
舎
利
を
奉
籠
す
る
こ
と

は
、
唐
よ
り
帰
朝
し
た
際
の
空
海
が
提
出
し
た
『
御
請
来
目
録
』
に
も
見
え
て
お

り
、
事
実
、
そ
の
空
海
請
来
品
に
比
定
さ
れ
る
東
寺
伝
存
の
五
鈷
杵
に
は
埋
金
の

跡
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
埋
金
が
認
め
ら
れ
る
本
杵
も
同
様
の
趣
旨
の
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も
と
に
製
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

な
お
、
実
際
に
金
剛
杵
に
埋
金
の
痕
跡
が
見
ら
れ
る
例
と
し
て
、
前
述
し
た
京

都
・
東
寺
五
鈷
杵
の
ほ
か
、
最
近
で
は
鎌
倉
時
代
の
製
作
で
あ
る
奈
良
・
龍
泉
寺

の
五
鈷
杵
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
数
は
非
常
に
少
な
い
。
高
野
山
膝
下
の

慈
尊
院
に
は
、
請
来
法
具
を
基
準
に
し
た
法
具
が
か
つ
て
存
在
し
た
可
能
性
は
十

分
高
く
、
本
品
も
そ
れ
ら
の
法
具
の
有
り
様
を
踏
襲
し
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

諸
所
に
比
較
的
古
様
を
留
め
て
い
る
と
は
い

え
、
蓮
弁
帯
を
締
め
る
約
条
が
二
本
で
あ
る

こ
と
な
ど
鎌
倉
時
代
の
特
色
も
見
え
て
お
り
、

中
世
に
古
式
五
鈷
杵
を
写
し
た
作
例
と
考
え

て
お
き
た
い
。

寛
保
三
年
（
一
七
四
三
）
の
『
慈
尊
院
弥

勒
菩
薩
略
縁
起
』
に
は
、
こ
の
五
鈷
杵
に
つ

（

）

い
て
の
記
載
が
あ
り
、
納
入
の
仏
舎
利
に
つ

い
て
、
空
海
の
師
で
あ
る
恵
果
阿
闍
梨
と
の

関
連
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
そ
の
真
偽
に
つ

い
て
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
や
は
り
空
海

と
関
連
の
深
い
本
寺
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ

の
よ
う
な
伝
承
が
何
時
し
か
付
加
さ
れ
た
も

の
と
み
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
伝
承
で
あ
っ

て
も
空
海
の
請
来
目
録
に
見
ら
れ
る
仏
舎
利

納
入
法
具
の
事
績
が
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

が
重
要
で
あ
る
。

③
金
銅
種
子
五
鈷
鈴

一
口

高

一
六
・
九

鈴
身
部
と
杵
部
を
別
鋳
し
、
鍍
金
を
施
し
た
金
銅
製
の
五
鈷
鈴
で
、
鈴
身
部
に

梵
字
を
陽
鋳
す
る
と
こ
ろ
か
ら
「
種
子
鈴
」
に
分
類
さ
れ
る
（
図
１０
）。

把
部
四
方
に
楕
円
形
二
重
瞼
の
鬼
目
を
配
し
、
そ
の
上
下
を
間
弁
付
き
単
弁
八
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図９ 金銅五鈷杵 奈良・室生寺 鎌倉時代

図８ 図７の部分

図７ 金銅五鈷杵 慈尊院



葉
の
蓮
弁
帯
を
飾
り
二
本
の
紐
で
締

め
る
。
蓮
弁
帯
の
両
端
に
は
蕊
が
毛

彫
り
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
手

擦
れ
に
よ
る
摩
耗
の
た
め
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
鈷
部
は
中
鈷
に

匙
面
を
取
ら
ず
、
脇
鈷
は
下
方
に
嘴

形
を
付
す
。
鈴
身
は
、
笠
か
ら
わ
ず

か
に
外
に
開
き
つ
つ
側
面
を
形
成

し
、
裾
で
外
に
広
が
る
。
笠
に
は
花

弁
の
中
央
に
鎬
を
立
て
た
間
弁
付
き

単
弁
八
葉
の
蓮
弁
帯
を
廻
ら
し
、
弁

の
先
端
に
蕊
を
毛
彫
り
し
、
さ
ら
に
子
持
ち
紐
帯
を
廻
ら
す
。

側
面
の
中
央
に
は
金
剛
界
五
仏
（
バ
ン
・
ウ
ー
ン
・
タ
ラ
ー
ク
・
キ
リ
ー
ク
・

ア
ク
）
を
象
徴
す
る
梵
字
（
図
１１
）
を
、
時
計
回
り
に
五
方
に
表
す
種
子
帯
を
設

け
、
そ
の
上
下
に
二
本
の
紐
と
子
持
ち
紐
帯
を
廻
ら
す
。
円
相
内
に
籠
め
た
種
子

は
、
各
々
蓮
華
座
に
奉
安
し
、
周
縁
に
小
刻
み
線
を
入
れ
て
火
焔
を
表
す
。

把
部
に
比
べ
て
鈷
部
を
や
や
大
き
く
作
り
、
鬼
目
は
突
出
が
強
い
。
脇
鈷
の
描

く
弧
線
は
、
基
部
か
ら
穏
や
か
に
広
が
っ
て
古
様
を
示
す
が
、
先
端
は
や
や
牛
角

形
に
近
く
な
る
。
ま
た
把
部
を
飾
る
単
弁
の
蓮
弁
帯
や
紐
二
本
か
ら
成
る
紐
帯
を

見
る
と
、
制
作
は
鎌
倉
時
代
に
降
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
総
じ
て
手
擦
れ

が
著
し
く
細
部
の
表
現
が
損
な
わ
れ
て
い
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
鈴
身
は
裾
部
で

急
激
に
外
に
広
が
ら
ず
、
緩
や
か
な
開
き
で
あ
る
と
こ
ろ
は
、
岐
阜
・
華
厳
寺
の

種
子
五
鈷
鈴
な
ど
に
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
、
笠
部
の
頂
き
に
二
段
の
大
き
な

円
形
の
座
を
設
け
る
こ
と
や
、
長
さ
の
短
い
蓮
弁
の
形
状
な
ど
に
は
、
さ
ら
に
時

代
が
降
る
か
と
も
思
え
る
要
素
が
見
え
る
。

な
お
、
鈴
身
笠
部
の
蓮
弁
帯
は
、
把
部
の
そ
れ
に
比
べ
て
花
弁
の
先
が
反
り
、

中
央
に
鎬
を
立
て
る
な
ど
相
違
し
て
お
り
、
ま
た
鈴
杵
の
接
続
部
分
に
不
自
然
さ

が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
鈴
身
部
と
杵
部
は
、
別
時
代
の
も
の
を
組
み
合
わ

せ
た
と
も
思
わ
れ
、
今
後
は
材
質
分
析
な
ど
も
行
っ
て
考
究
す
べ
き
と
考
え
る
。
こ

こ
で
は
、
形
式
よ
り
判
断
し
て
杵
部
を
鎌
倉
時
代
、
鈴
身
部
は
室
町
時
代
の
も
の

と
考
え
て
お
き
た
い
。
鈴
内
に
は
別
鋳
の
露
玉
形
の
舌
を
吊
る
す
が
、
長
年
の
使

用
の
た
め
形
が
崩
れ
て
お
り
、
制
作
時
期
は
明
ら
か
に
し
難
い
。

④
金
銅
三
鈷
鈴

一
口

高

十
八
・
七

銅
鋳
造
に
よ
る
三
鈷
鈴
で
、
日
本
製
の
法
具
と
は
異
質
の
形
式
・
意
匠
で
、
大

陸
よ
り
将
来
さ
れ
た
遺
品
と
考
え
ら
れ
る
（
図
１２
）。
他
の
法
具
と
同
様
、
総
体

に
摩
耗
が
激
し
く
、
細
部
意
匠
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
確
認
で
き
る
範
囲
で
記
す
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図10 金銅種子五鈷鈴
慈尊院

図11 図10の部分



と
、
素
文
の
把
の
上
辺
に
正
面
向
き
の
人
面
（
図
１３
）
を
表
し
、
そ
の
上
に
上
部

が
連
結
し
た
薄
い
板
状
の
三
鈷
を
付
け
て
い
る
。
鈴
身
は
、
下
方
に
縱
橫
線
を
刻

ん
で
格
子
状
に
作
り
、
そ
の
下
に
紐
を
廻
ら
す
。

鈷
が
三
方
に
わ
か
れ
て
い
る
の
で
三
鈷
鈴
と
し
て
よ
い
が
、
こ
の
よ
う
に
鈷
部

が
明
確
に
表
さ
れ
な
い
こ
の
種
の
金
剛
鈴
は
、
従
来
元
〜
明
時
代
の
製
作
と
さ
れ

て
お
り
、
金
峯
山
寺
と

仁
和
寺
の
三
鈷
鈴
が
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
他
の
類
似
品
で
は
愛

媛
・
石
手
寺
の
三
鈷
鈴

（
図
１４
）
と
、
慈
覚
大

師
（
円
仁
）
請
来
の
伝

承
を
持
つ
延
暦
寺
の
勅
封
唐
櫃
納
入
宝
物
中
の
三
鈷
鈴
が
あ
る
。
細
部
に
差
異
は

あ
る
が
、
前
記
の
類
似
作
例
と
本
品
は
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
製
作
と
考
え
ら
れ
、
特

に
石
手
寺
の
も
の
が
本
鈴
と
よ
く
似
て
い
る
。
こ
の
種
の
金
剛
鈴
は
早
く
か
ら
日

本
に
伝
来
し
た
ら
し
い
が
、
現
存
す
る
も
の
は
少
な
く
、
本
品
も
希
少
な
作
例
の

一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
請
来
に
関
す
る
事
情
は
、
全
く
知
る
術
が
な
い

が
、
こ
う
し
た
法
具
の
存
在
も
、
空
海
と
密
接
に
関
わ
る
慈
尊
院
の
由
緒
を
裏
付

け
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
金
銅
飲
食
器

二
口

銅
鋳
造
鍍
金
に
よ
る
飲
食
器
（
図
１５
）
で
、
二
口
が
現
存
す
る
が
、
こ
れ
に
付

属
す
る
火
舎
・
六
器
・
花
瓶
は
現
存
し
な
い
。
二
口
と
も
ほ
ぼ
同
形
式
で
あ
る
。

先
に
五
鈷
杵
の
記
述
で
示
し
た
寛
保
三
年
の
『
慈
尊
院
弥
勒
略
縁
起
』
で
は
、
こ

の
う
ち
の
一
口
の
内
部
に
は
空
海
の
母
公
の
歯
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
伝
承
を
載

せ
て
お
り
、
事
実
傾
け
る
と
音
が
す
る
。

皿
部
と
こ
れ
を
支
え
る
台
脚
部
よ
り
な
る
。
皿
部
は
丈
高
で
、
側
面
は
素
文
。
台
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図13 図12の部分 図12 金銅三鈷鈴 慈尊院

図14 金銅三鈷鈴
愛媛・石手寺



脚
部
は
、
側
面
に
間
弁
付
き
重
弁
の

蓮
弁
帯
を
廻
ら
し
、
連
珠
文
帯
で
締

め
る
。
蓮
弁
は
鎬
を
立
て
、
先
端
に

蕊
を
線
刻
す
る
。
基
部
に
は
複
弁
の

蓮
弁
帯
を
廻
ら
し
座
と
す
る
。

器
形
は
、
脚
部
が
丈
高
に
な
る
近

世
的
要
素
は
な
く
、
比
較
的
古
様
を

呈
す
る
。
脚
部
に
蓮
弁
帯
を
飾
り
、

連
珠
文
帯
で
締
め
る
遺
品
は
少
な

く
、
わ
ず
か
に
鎌
倉
時
代
の
製
作
と

さ
れ
る
、
奈
良
・
玉
林
善
太
郎
氏
旧

蔵
の
金
銅
蓮
弁
飾
飲
食
器
が
知
ら
れ

て
い
る
程
度
で
あ
る
。
基
部
の
複
弁

蓮
弁
帯
の
先
端
が
強
く
反
る
と
こ
ろ

も
他
例
に
な
く
特
徴
的
で
あ
る
が
、

同
趣
の
蓮
弁
は
鎌
倉
時
代
後
半
の
奈

良
・
西
大
寺
の
金
銅
火
炎
宝
珠
型
舎
利
容
器
の
脚
部
に
見
ら
れ
る
。
西
大
寺
の
舎

利
容
器
に
は
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
の
銘
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本
品
も
鎌
倉

時
代
末
期
を
中
心
と
す
る
頃
に
製
作
年
代
を
比
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

第
二
章

慈
尊
院
の
歴
史
と
法
具
類
の
位
置
づ
け

慈
尊
院
に
つ
い
て
は
、『
和
歌
山
県
指
定
文
化
財
慈
尊
院
多
宝
塔
修
理
報
告
書
』
（

）

に
詳
細
な
記
述
が
あ
る
。
次
に
同
書
の
記
述
に
導
か
れ
な
が
ら
歴
史
を
概
観
し
、

今
回
調
査
を
行
っ
た
密
教
法
具
の
歴
史
的
位
置
づ
け
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。

慈
尊
院
は
創
立
時
期
が
不
明
で
あ
る
が
、
十
九
世
紀
に
編
纂
さ
れ
た
『
紀
伊
続

風
土
記
』
と
寛
文
元
年
（
一
〇
〇
四
）
の
『
金
剛
峯
寺
奉
状
』、
寛
文
十
二
年
（
一

六
七
二
）
の
『
高
野
山
通
念
集
』
か
ら
そ
の
創
立
と
機
能
が
伺
え
る
。
一
部
は
近

世
史
料
で
あ
る
か
ら
、
全
て
に
信
憑
性
を
求
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
、
慈
尊
院
の
創
立
の
背
景
や
大
ま
か
な
歴
史
の
流
れ
を
見
て
お
き

た
い
。

ま
ず
、
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
に
空
海
が
嵯
峨
天
皇
よ
り
高
野
山
を
拝
領
し
て

山
上
に
伽
藍
を
造
営
す
る
際
、
冬
期
に
は
酷
寒
を
避
け
て
高
野
山
山
麓
の
家
田
村

（
又
は
、
掩
多
村
）
に
住
ん
だ
こ
と
、
そ
こ
に
伽
藍
造
営
の
た
め
の
政
所
を
設
け
、

経
文
や
仏
具
な
ど
を
収
め
る
舎
庫
を
建
て
た
こ
と
、
そ
こ
を
政
所
又
は
下
院
と
呼

ん
だ
こ
と
な
ど
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
政
所
の
創
立
も
こ
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
『
高
野
春
秋
』
に
よ
る
と
、
天
長
三
年
（
八
二
六
）
に
は
慈
尊
院
で
大
仁
王
会

が
催
さ
れ
た
と
あ
り
、
こ
れ
は
後
に
高
野
山
金
堂
で
行
わ
れ
る
大
仁
王
会
の
起
本

と
な
っ
た
。

『
扶
桑
略
記
』
に
よ
る
と
、
治
安
三
年
（
一
〇
二
三
）
の
藤
原
道
長
の
高
野
山

参
詣
に
お
い
て
は
、
政
所
を
高
野
山
登
山
の
拠
点
と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
次
い

で
永
承
三
年
（
一
〇
四
八
）
に
は
、
道
長
の
子
頼
通
が
高
野
山
参
詣
の
際
に
、
政
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図15 金銅飲食器（左が母公の「歯」を奉籠したと伝える）



所
河
北
の
地
を
寄
進
し
て
い
る
。

「
慈
尊
院
」
の
名
称
が
史
料
に
確
認
さ
れ
る
最
も
早
い
年
代
は
、『
高
野
御
幸
記
』

の
天
治
元
年
（
一
一
二
四
）
と
考
え
ら
れ
、
こ
こ
に
は
鳥
羽
上
皇
の
高
野
参
詣
の

様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
中
期
以
降
の
高
野
山
は
貴
族
な
ど
の
寄
進
を

伴
う
参
詣
の
増
加
に
よ
っ
て
寺
務
が
膨
大
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
政
所
の
機
能
を

分
け
て
山
下
の
政
所
は
山
上
の
政
所
の
所
属
機
関
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。『

高
野
山
住
僧
等
愁
案
状
』（『
又
、
続
宝
簡
集
』）
や
『
高
野
春
秋
』
に
よ
る
と
、

承
安
元
年
（
一
一
七
二
）
に
慈
尊
院
を
含
む
政
所
は
放
火
に
よ
り
焼
失
し
、
同
三

年
（
一
一
七
三
）
に
再
興
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、「
焼
二
却
―
大
師
已
来
之
什
物
」

と
の
記
載
か
ら
慈
尊
院
開
創
以
来
の
資
財
類
が
焼
失
し
た
こ
と
が
伺
え
る
。
そ
の

後
、
鎌
倉
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
慈
尊
院
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は

な
く
、
文
献
か
ら
は
寺
の
様
子
は
伺
い
知
れ
な
い
。

な
お
、
元
徳
・
元
弘
年
間
の
『
高
野
山
文
書
』
に
は
、
高
野
山
衆
徒
供
料
の
山

下
分
の
内
訳
に
、「
慈
尊
院
三
昧
六
人
各
二
口
」、「
神
通
寺
供
僧
各
一
口
」
と
あ

る
。
神
通
寺
の
創
祀
は
不
明
だ
が
、『
続
紀
伊
風
土
記
』
か
ら
、
十
四
世
紀
前
半

に
は
、
弥
勒
安
置
の
壇
で
あ
る
慈
氏
寺
と
明
神
勧
請
の
壇
で
あ
る
神
通
寺
の
両
壇

を
合
わ
せ
た
総
称
を
慈
尊
院
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

室
町
期
に
つ
い
て
は
、『
高
野
春
秋
』
に
よ
る
と
、
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）

に
信
州
の
妙
音
尼
が
慈
尊
院
を
訪
れ
紀
ノ
川
の
氾
濫
を
予
知
し
、
資
材
を
投
じ
て

神
通
寺
の
山
裾
へ
伽
藍
を
移
す
と
あ
る
。
天
文
九
年
（
一
五
四
〇
）
に
洪
水
に
よ
っ

て
伽
藍
の
大
半
が
流
さ
れ
る
が
、
天
文
十
年
（
一
五
四
一
）
に
伽
藍
が
再
興
し
、

以
後
現
在
の
地
に
あ
る
、

ま
た
、『
続
宝
簡
集
』
に
よ
る
と
、
伽
藍
を
移
し
た
地
は
、
元
々
慈
尊
院
の
倉

庫
の
跡
地
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

安
土
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
つ
い
て
は
、『
高
野
春
秋
』
や
『
中
橋
家
文

書
』
に
「
慈
尊
院
弥
勒
堂
上
葺
供
養
」
と
い
う
記
述
が
頻
出
し
、
約
二
十
年
毎
に

屋
根
替
え
を
行
っ
て
い
る
。
近
代
は
、
明
治
六
年
（
一
九
六
三
）
に
慈
尊
院
が
本

山
金
剛
峯
寺
に
宛
て
た
請
願
書
か
ら
、
明
治
維
新
以
前
は
高
野
山
の
一
院
と
し
て
、

維
新
以
後
は
慈
尊
院
単
独
で
の
寺
院
経
営
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
調
査
で
取
り
上
げ
た
法
具
は
、
ほ
と
ん
ど
が
鎌
倉

時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
製
作
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
で
こ
れ
ら
の
法
具

類
は
史
料
の
欠
を
埋
め
る
重
要
な
資
料
と
い
え
よ
う
。
特
に
こ
れ
ら
の
法
具
類
の

中
に
は
、
一
般
的
に
は
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
い
特
色
を
具
え
た
も
の
が
あ
り
、

独
鈷
杵
や
種
子
五
鈷
鈴
の
伝
来
は
、
こ
の
地
で
特
殊
な
密
教
修
法
が
行
わ
れ
た
こ

と
を
暗
示
さ
せ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
中
世
に
こ
の
地
域
で
、
慈
尊
院
が
極
め
て
有

力
な
真
言
寺
院
と
し
て
存
在
し
た
こ
と
の
証
に
な
り
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
五
鈷
杵
や
飲
食
器
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
の
『
慈
尊
院
弥
勒
仏
略
縁
起
』

に
記
載
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
で
に
近
世
に
こ
こ
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
、

当
時
に
お
い
て
特
別
な
法
具
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
。
弘
法
大
師
や
母
公

に
因
む
そ
れ
ら
の
伝
承
は
、
も
ち
ろ
ん
慈
尊
院
創
立
の
歴
史
を
も
と
に
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
五
鈷
杵
に
は
空
海
請
来
品
を
継
承
す
る
仏
舎
利
埋
納
の
痕
跡
が
認
め

ら
れ
、
し
か
も
そ
の
形
式
も
古
様
で
あ
る
な
ど
、
た
ん
に
伝
説
が
付
与
さ
れ
る
ば

か
り
で
な
く
、
形
式
・
意
匠
も
ま
た
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
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い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
高
野
山
と
密
接
な
関
係
を
有
し

て
い
た
こ
と
は
、
三
鈷
鈴
の
よ
う
な
、
希
少
な
請
来
法
具
が
伝
存
す
る
こ
と
に
も

伺
え
る
。ま

と
め

本
稿
で
は
、
和
歌
山
・
慈
尊
院
に
伝
存
す
る
五
件
の
密
教
法
具
の
調
査
を
も
と

に
、
そ
の
概
要
報
告
を
記
し
た
う
え
で
、
い
く
つ
か
の
考
察
を
行
い
、
そ
れ
ら
の

法
具
が
一
般
に
は
あ
ま
り
普
及
し
て
い
な
い
特
徴
的
な
形
式
を
有
す
る
遺
品
や
、

弘
法
大
師
や
大
師
の
母
公
に
関
係
す
る
遺
品
で
占
め
ら
れ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
こ

と
を
記
す
縁
起
等
の
存
在
か
ら
、
こ
れ
ら
の
法
具
が
近
世
に
は
慈
尊
院
の
重
要
な

什
宝
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

今
後
は
、
鬼
面
・
鬼
目
式
独
鈷
杵
の
も
つ
密
教
的
意
義
や
種
子
鈴
が
用
い
ら
れ

る
修
法
な
ど
、
法
具
の
用
い
ら
れ
る
「
場
」
の
考
究
を
進
め
て
行
き
た
い
。

注（
１
）
岡
崎
譲
治
「
種
字
鈴
考

金
剛
界
鈴
と
胎
蔵
界
鈴
」『
仏
教
芸
術
』
第
七
一
号

一

九
六
九
年

（
２
）
関
根
俊
一
「
金
錍
考
」『
日
本
文
化
史
研
究
』
第
三
四
号

二
〇
〇
三
年

（
３
）
寛
保
三
年
の
『
慈
尊
院
弥
勒
菩
薩
略
縁
起
』
に
は
、

「

一
五
鈷
杵

是
は
大
師
御
入
唐
の
時
青
龍
寺
恵
果

和
尚
よ
り
御
譲
り
の
佛
具
也
し
か
る
に
大
師

加
持
力
を
し
つ
て
仏
舎
利
を
封
じ
こ
め

給
ひ
重
罪
の
人
に
は
こ
の
音
を
聞
す
ま
じ
き

と
の
御
誓
ひ
な
り

一
佛
器此

内
一
ツ
は
弥
勒
菩
薩
加
持
し
給
ふ
て
曰
く
女
人
は

か
な
ら
ず
高
野
山
へ
登
り
度
執
心
を
残
す
べ
か
ら
ず

こ
の
所
女
人
の
高
野
な
り
と
て
御
歯
を
加
持
し

こ
め
給
ふ
な
り

」

と
記
載
が
あ
る
。（
一
部
、
平
易
な
表
現
に
改
め
た
）

（
４
）
日
本
伝
統
建
築
技
術
保
存
会
設
計
事
務
所
『
和
歌
山
県
指
定
文
化
財
慈
尊
院
多
宝
塔

修
理
報
告
書
』
二
〇
一
二
年

【
慈
尊
院
密
教
法
具
法
量
一
覧
】

①
金
銅
独
鈷
杵

長

二
二
・
八
㎝

把
長

九
・
一
㎝

鈷
長

六
・
九
㎝

鬼
面
部
径

二
・
八
㎝

②
金
銅
五
鈷
杵

長

十
六
・
五
㎝

把
長

五
・
六
㎝

鈷
長

五
・
六
㎝

鈷
張

四
・
六
㎝

③
金
銅
種
子
五
鈷
鈴

総
高

十
六
・
九
㎝

鈴
高

七
・
一
㎝

口
径

七
・
一
㎝

④
金
銅
三
鈷
鈴

総
高

一
八
・
七
㎝

鈴
高

六
・
〇
㎝

口
径

六
・
六
㎝

⑤
飲
食
器
（
そ
の
一
）
総
高

七
・
一
㎝

口
径

九
・
〇
㎝

底
経

七
・
三
㎝

（
そ
の
二
・「
歯
」
奉
籠
）
総
高

七
・
〇
㎝

口
径

九
・
〇
㎝

底
経

七
・
五

㎝
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【
付
記
】
慈
尊
院
で
の
調
査
は
平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
四
日
に
行
っ
た
。
調
査

に
際
し
て
は
、
慈
尊
院
御
住
職
安
念
清
邦
師
に
格
別
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。
ま
た

調
査
は
奈
良
大
学
教
授
関
根
俊
一
先
生
を
中
心
に
奈
良
大
学
大
学
院
平
出
実
乃
里

氏
・
岸
本
あ
す
か
氏
と
と
も
に
行
っ
た
。
本
稿
執
筆
に
際
し
て
は
先
生
よ
り
細
部

に
わ
た
り
御
指
導
・
御
助
言
を
頂
い
た
。
末
尾
な
が
ら
記
し
て
謝
意
を
表
し
ま
す
。

図
版
出
典

図
１
・
７
・
８
・
１０
・
１０

１１
・

１０

１１

１２
・

１０

１１

１２

１３
・

１０

１１

１２

１３

１５

調
査
時
に
撮
影

図
２
『
密
教
法
具
（
別
冊
増
補
編
）』（
臨
川
書
店

一
九
九
三
年
）
第
八
十
一
図

図
３

図
２
と
同
書

第
一
五
五
図

図
４
『
密
教
法
具
』（
臨
川
書
店

一
九
九
三
年
）
第
二
六
図

図
５

図
４
と
同
書

第
十
六
図

図
６
『
密
教
法
具
（
別
冊
増
補
版
）』
臨
川
書
店

一
九
九
三
年

第
九
一
図

図
９

図
２
と
同
書

第
二
〇
七
図

図
１４

石
手
寺
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
転
載
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