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總
持
寺
の
文
化
―
―
所
蔵
文
化
財
の
諸
相

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
員
　
　
岩
橋
　
春
樹

　岩
橋
で
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

納
冨
先
生
に
引
き
続
き
ま
し
て
、
總
持
寺
の
文
化
、
具
体
的
に
は
、
總
持
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
文
化
財
に
つ
い
て
、
少
々
お
話
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
副
題
に
「
所
蔵
文
化
財
の
諸
相
」
と
あ
え
て
ち
ょ
っ
と
逃
げ
て

お
き
ま
し
た
。
今
日
は
時
間
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
個
々
の
文
化
財
に
つ
い
て
詳
し
く
ご
紹
介
と
い
う
こ
と
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
全
体
を
眺

め
渡
し
た
時
に
は
、
総
合
的
に
ど
ん
な
特
徴
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
性
格
が
求
め
ら
れ
る
か
、
そ
の
辺
の
お
話
を
し
た
い
。
そ

う
い
う
狙
い
で
お
話
し
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
承
知
置
き
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
本
題
に
入
り
ま
す
。
ま
ず
指
摘
し
な
く
て
は
い
け
な
い
の
は
、
總
持
寺
の
場
合
、
所
蔵
文
化
財
は
大
き
く
二
つ
に
性
格
が

分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
一
つ
は
、代
々
伝
え
て
き
た
、い
わ
ゆ
る
伝
世
の
品
物
で
す
。
も
う
一
つ
は
、總
持
寺
が
鶴
見
に
移
っ

て
き
て
か
ら
、
有
力
な
後
援
者
や
檀
信
徒
な
ど
が
寄
進
し
た
品
々
、
い
わ
ば
近
代
施
入
の
文
化
財
で
す
。
そ
れ
が
私
か
ら
み
る
と
、
と
て

も
面
白
い
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
伝
世
の
品
物
と
、
ま
た
違
う
性
格
の
文
化
財
が
並
行
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
二
つ
に
わ
か
れ

ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
型
ど
お
り
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
伝
世
の
、
寺
に
代
々
伝
わ
っ
た
品
物
、
率
直
に
申
し
上
げ
て
、
火
災
に
も
あ
っ

て
お
り
ま
す
し
、
中
世
ま
で
遡
る
品
物
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
と
い
う
の
が
実
態
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
は
言
い
ま
し
て
も
、
優
れ
た
も
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の
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
国
の
指
定
物
件
。
今
こ
こ
に
並
ん
で
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
五
件
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
概
要
に
つ
い
て
少
し
だ
け
順
番
に
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。

写
真
が
ち
ょ
っ
と
見
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
總
持
寺
の
開
山
、
瑩
山
禅
師
の
肖
像
画
で
す
。
禅
宗
の
お
坊
さ

ん
の
肖
像
画
、
頂
相
と
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
頂
相
の
典
型
的
な
作
例
で
す
。
画
面
の
上
部
に
自
筆
の
賛
が
あ
り
ま
し
て
、
元
応
元
年

（
一
三
一
九
）
の
年
紀
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
こ
れ
が
代
表
的
な
品
物
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
も
肖
像
画
で
す
。
た
だ
し
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
で
、
加
賀
前
田
家
の
奥
様
、
前
田
利
家
夫
人
―
―
テ

レ
ビ
で
も
ひ
と
こ
ろ
よ
く
出
て
参
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
―
―
「
ま
つ
」
さ
ん
と
い
う
方
の
肖
像
画
で
す
。
実
は
並
び
で
御
主
人
の
前
田
利

家
の
画
像
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
た
ま
た
ま
奥
さ
ん
の
方
だ
け
重
要
文
化
財
指
定
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
旦
那
さ
ん
は
横
浜
市
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
女
性
優
位
の
よ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
こ
れ
は
仏
画
で
ご
ざ
い
ま
す
。
提
婆
達
多
像
と
申
し
ま
す
。
提
婆
達
多
と
は
、
お
釈
迦
様
の
従
兄
で
す
が
、
お
釈
迦
様
に

対
抗
、
も
し
く
は
敵
対
し
て
、
と
っ
て
か
わ
ろ
う
と
し
た
敵
役
で
す
。
最
終
的
に
は
亡
く
な
っ
て
、
地
獄
に
落
ち
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ

で
、
特
筆
す
べ
き
は
日
本
の
仏
画
で
は
な
く
、
朝
鮮
、
高
麗
画
の
作
例
で
す
。
日
本
に
高
麗
画
は
ず
い
ぶ
ん
入
っ
て
お
り
ま
す
。
ほ
と
ん

ど
仏
画
で
す
け
れ
ど
も
、
装
飾
的
な
作
風
の
も
の
が
多
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
だ
い
た
い
朝
鮮
の
仏
画
っ
て
大
型
な
ん
で
す
ね
。
こ
れ
も

か
な
り
大
型
で
す
。
実
画
面
そ
の
も
の
が
、
だ
い
た
い
百
七
十
か
ら
百
八
十
セ
ン
チ
あ
り
ま
す
。
こ
の
提
婆
達
多
の
像
と
い
う
の
は
、
ほ

と
ん
ど
遺
品
が
な
く
、
恐
ら
く
こ
れ
が
唯
一
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
単
独
の
画
像
な
の
か
、
あ
る
い
は
何
か
セ
ッ
ト
の

一
部
で
あ
っ
た
の
か
、
ち
ょ
っ
と
そ
の
辺
は
、
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
こ
れ
は
観
音
堂
縁
起
と
申
し
ま
し
て
、
總
持
寺
の
草
創
を
瑩
山
禅
師
自
ら
が
記
し
た
貴
重
な
記
録
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
は
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）
六
月
十
七
日
の
自
筆
で
ご
ざ
い
ま
す
。
總
持
寺
の
由
来
を
辿
る
に
は
基
礎
的
な
資
料
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
写
真
は
巻
頭
の
ご
く
一
部
で
す
。
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ま
た
、
こ
れ
は
刺
繍
の
類
で
す
。
こ
れ
も
か
な
り
大
型
の
も
の
で
す
。
縦
が
七
メ
ー
ト
ル
ち
ょ
っ
と
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
通
常
の

博
物
館
施
設
等
で
は
、
ま
っ
た
く
か
け
ら
れ
な
い
大
型
の
も
の
で
す
。
刺
繍
で
真
ん
中
に
獅
子
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
獅

子
が
吠
え
て
い
る
の
で
、
獅
子
吼
文
大
法
被
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
初
期
の
刺
繍
の
作
例
と
し
て
は
、

非
常
に
優
秀
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

例
え
ば
こ
う
い
う
ふ
う
に
、国
指
定
文
化
財
が
五
件
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
と
い
た
し
ま
し
て
、さ
き
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、

今
日
は
作
品
そ
の
も
の
の
紹
介
と
い
う
よ
り
も
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
一
つ
は
指
定
の
時
期
な
ん

で
す
ね
。
こ
れ
を
調
べ
て
い
て
、
あ
れ
っ
と
思
い
ま
し
た
。
ま
ず
、
五
件
と
も
す
で
に
戦
前
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
た
だ
し
、
現
行

の
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
指
定
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
、
明
治
三
十
年
制
定
の
古
社
寺
保
存
法
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
遅
れ
て
、
昭
和
四

年
制
定
の
国
宝
保
存
法
、
そ
れ
ら
に
も
と
づ
い
て
、
現
在
は
旧
国
宝
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
お

り
ま
す
。

ま
ず
、
最
初
に
指
定
さ
れ
る
の
が
、
さ
っ
き
の
高
麗
仏
画
提
婆
達
多
像
と
刺
繍
師
子
吼
文
大
法
被
で
す
。
こ
の
二
つ
が
ま
ず
明
治

三
十
三
年
の
四
月
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
少
し
遅
れ
て
、
明
治
三
十
八
年
四
月
四
日
に
前
田
利
家
夫
人
像
も
指
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
三
点
が
明
治
に
指
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
以
外
、
瑩
山
禅
師
の
頂
相
画
像
と
、
瑩
山
禅
師
自
筆
の
観
音
堂
縁
起
、
こ

れ
ら
は
ず
っ
と
遅
れ
ま
し
て
、
昭
和
十
年
の
こ
と
で
す
。

も
ち
ろ
ん
一
律
に
一
気
に
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
明
治
三
十
年
代
と
昭
和
十
年
、
か
な
り
離
れ

た
時
期
に
分
け
て
国
宝
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
旧
の
法
律
の
時
代
を
経
ま
し
て
、
戦
後
で
す
ね
、
こ
れ
は
現
行
も
そ
う
で
す
け

れ
ど
も
、
文
化
財
保
護
法
と
い
う
の
が
、
昭
和
二
十
五
年
に
制
定
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
時
点
で
、
旧
国
宝
と
い
う
の
は
、
全
部
い
っ

ぺ
ん
重
要
文
化
財
に
格
下
げ
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
、
そ
の
中
か
ら
改
め
て
、
良
い
も
の
を
国
宝
に
あ
げ
て
い
く
と
い
う
方
式

に
か
わ
り
ま
し
た
。
總
持
寺
の
、
戦
前
に
国
宝
と
し
て
指
定
さ
れ
た
も
の
も
、
全
部
重
要
文
化
財
に
指
定
替
え
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
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る
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
で
、
元
に
戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
明
治
三
十
三
年
、
三
十
八
年
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ち
ょ
っ
と
い
い
に

く
い
で
す
け
れ
ど
も
、
移
転
す
る
云
々
の
時
期
な
ん
で
す
ね
。
ご
た
ご
た
し
て
い
る
時
で
す
。
こ
の
時
に
指
定
を
か
け
て
く
る
と
い
う
の

は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
。
そ
れ
か
ら
遅
れ
て
昭
和
十
年
に
、
こ
の
瑩
山
禅
師
像
、
そ
れ
か
ら
瑩
山
禅
師
直
筆
の
観
音
堂
縁
起
、
こ
れ
が

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

遅
れ
た
理
由
は
色
々
と
あ
る
と
思
い
ま
す
。
我
々
の
専
門
的
立
場
か
ら
言
い
ま
す
と
、
い
わ
ゆ
る
美
術
史
学
の
議
論
が
確
立
す
る
と
い

う
の
は
、
大
体
昭
和
四
十
年
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
か
ら
な
ん
で
す
。
そ
れ
以
前
は
美
術
品
と
か
文
化
財
の
評
価
と
い
う
の
は
江
戸
時
代
の
評

価
論
を
引
き
ず
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
明
治
か
ら
大
正
を
経
て
昭
和
と
、
ず
っ
と
考
え
方
が
変
わ
っ
て
き

て
、
そ
の
時
そ
の
時
の
評
価
基
準
を
反
映
し
て
い
る
の
か
な
と
い
う
い
い
方
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
よ
く
あ
る
こ
と

は
、お
寺
の
立
場
で
い
う
と
、こ
う
い
う
も
の
は
ま
あ
い
い
け
れ
ど
も
、た
だ
し
開
山
関
係
は
そ
う
そ
う
表
に
出
せ
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
。

だ
か
ら
指
定
の
た
め
に
調
査
を
し
た
い
と
い
っ
て
も
見
せ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、例
え
ば
私
な
ん
か
も
経
験
し
て
お
り
ま
す
。で
す
か
ら
、

瑩
山
禅
師
像
が
ず
っ
と
遅
れ
た
の
は
そ
う
い
う
理
由
か
ら
明
治
に
指
定
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
本
当
の
と
こ

ろ
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ひ
っ
か
か
る
の
は
明
治
に
指
定
の
三
点
が
、
ち
ょ
う
ど
移
転
を
め
ぐ
っ
て
ご
た
ご
た
し
て
い
る
時
に
、
ど

う
し
て
指
定
さ
れ
た
か
。
い
ろ
い
ろ
と
難
し
く
ご
ざ
い
ま
す
。
指
定
の
時
期
と
い
う
も
の
を
み
る
だ
け
で
も
、
い
ろ
い
ろ
な
美
術
品
に
対

す
る
評
価
が
、
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
ゆ
く
、
そ
れ
か
ら
、
社
会
情
勢
、
あ
る
い
は
お
寺
の
経
営
の
問
題
と
か
で
す
ね
、
そ
ん
な
こ
と

も
読
み
取
れ
る
な
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
。

私
と
し
て
は
、
作
品
評
価
と
い
う
視
点
で
考
え
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
あ
た
り
を
ち
ょ
っ
と
先
に
ひ
っ
ぱ
り
ま
す
と
、
率
直

に
い
い
ま
し
て
、
曹
洞
宗
関
係
の
美
術
工
芸
品
に
関
す
る
研
究
と
い
う
の
は
、
ま
だ
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
態
で
す
。

臨
済
に
つ
い
て
は
相
当
や
っ
て
お
り
ま
す
。
臨
済
宗
は
芸
術
志
向
的
な
性
格
が
強
い
で
す
。
こ
れ
が
良
い
こ
と
か
悪
い
こ
と
か
は
別
に
い

た
し
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
国
宝
、
重
文
が
ご
ろ
ご
ろ
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
我
々
も
、
ど
う
し
て
も
そ
っ
ち
に
目
が
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
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す
。
研
究
者
の
間
で
も
、
曹
洞
宗
の
文
化
財
、
あ
る
い
は
美
術
工
芸
品
、
そ
れ
を
専
門
に
や
っ
て
い
る
人
間
は
ほ
と
ん
ど
お
り
ま
せ
ん
。

で
す
か
ら
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
私
の
立
場
で
い
い
ま
す
と
、
禅
宗
美
術
が
専
門
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
曹
洞
宗
関
係
も
し
っ
か
り

や
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

總
持
寺
の
文
化
財
に
し
て
も
、
ま
だ
美
術
的
議
論
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
例
え
ば
、
代
表
的
な
什
宝
と
目
さ
れ
る

瑩
山
紹
瑾
禅
師
の
画
像
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
重
文
指
定
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
評
価
は
さ
れ

て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
部
分
部
分
を
専
門
的
立
場
か
ら
検
討
し
て
い
く
と
で
す
ね
、
全
て
が
調
査
済
み
、
結
論

済
み
か
と
い
う
と
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
す
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
が
残
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
頂
相
と
い
う
の
は
、
中
国
の
肖
像
画
様
式
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
ぐ
わ
け

で
す
。
そ
れ
に
対
し
、
従
来
の
日
本
の
肖
像
画
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
整
え
て
描
い
て
し
ま
い
ま
す
。
日
本
人
よ
り
も
中
国
人
は
リ
ア

リ
ス
ト
な
の
で
、写
実
的
に
描
い
て
、整
え
た
り
は
し
ま
せ
ん
。
頂
相
の
典
型
的
な
も
の
で
す
と
、頬
骨
を
必
ず
ふ
く
ら
ま
せ
る
ん
で
す
。

人
に
よ
っ
て
個
性
、
差
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
瑩
山
像
で
は
こ
れ
を
ふ
く
ら
ま
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
こ
の
辺
の
顎
の
線
は
中
国

式
の
線
の
引
き
方
じ
ゃ
な
い
で
す
ね
。
ど
う
い
う
線
か
と
い
い
ま
す
と
、
伝
統
的
な
密
教
系
の
仏
画
の
顔
の
輪
郭
の
取
り
方
で
す
。
で
す

か
ら
、こ
れ
を
描
い
て
い
る
の
は
、伝
統
的
な
仏
画
に
馴
染
ん
だ
画
家
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
、も
と
も
と
の
自
分
の
属
性
、

そ
う
い
っ
た
も
の
が
反
映
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
一
生
懸
命
中
国
の
肖
像
画
様
式
を
学
ぼ
う
と
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
う
ま

く
転
用
で
き
な
い
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
現
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
瑩
山
禅
師
の
周
辺
に
い
た
の
は
、

伝
統
的
な
仏
画
な
ど
を
描
い
て
い
た
画
家
た
ち
が
、
や
は
り
多
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
ん
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
こ
れ
は
良
い
、

悪
い
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
事
実
が
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
が
鎌
倉
あ
た
り
で
す
と
、
だ
い
ぶ
様
子
が
違
っ

て
き
ま
す
。
建
長
寺
な
ど
の
頂
相
を
見
ま
す
と
、
完
全
に
中
国
様
式
の
画
風
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
周
辺
に
は
、
そ
う

し
た
画
家
、
あ
る
い
は
中
国
か
ら
来
て
い
る
画
家
も
、
お
そ
ら
く
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
、
こ
れ
も
ち
ょ
っ
と
申
し
上
げ
に
く
い
の
で
す
が
、
賛
の
末
尾
で
す
。
最
後
に
「
紹
瑾
自
賛
」
と
署
名
を
し
て
い
ま
す
。
自

ら
賛
ず
る
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
で
す
ね
、
自
分
で
書
い
て
、
自
分
の
賛
だ
と
い

う
の
は
非
常
に
お
か
し
い
で
す
。
実
際
に
自
賛
と
書
く
例
は
ま
ず
な
い
で
す
。
普
通
は
拝
し
て
賛
す
る
と
か
、
謹
ん
で
書
す
と
か
い
っ
た

よ
う
な
書
き
方
を
す
る
の
で
す
ね
。「
自
賛
」
と
い
う
書
き
方
は
、
一
般
的
な
我
々
の
常
識
で
は
で
す
ね
、
こ
の
賛
は
も
と
も
と
の
瑩
山

禅
師
の
自
賛
を
写
し
た
ん
で
す
よ
、と
い
う
意
味
な
ん
で
す
。こ
の
賛
に
は
ち
ょ
っ
と
疑
問
が
あ
る
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

瑩
山
禅
師
像
は
実
は
修
理
し
て
綺
麗
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
修
理
前
の
写
真
を
見
ま
す
と
、「
賛
」
の
部
分
と
画
像
の
部
分

と
は
画
絹
の
具
合
が
違
う
ん
で
す
。
は
い
だ
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
要
す
る
に
疑
問
の
余
地
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
や
は
り
客
観
的
に

調
べ
る
べ
き
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

よ
く
学
生
達
に
授
業
の
時
に
言
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
国
宝
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
重
文
に
な
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
ま
る
ま
る
信

用
し
て
は
い
け
な
い
。
指
定
で
失
敗
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
。
た
だ
、
一
度
指
定
を
か
け
る
と
、
め
っ
た
に
指
定
解
除
な
ん
て
い

う
の
は
で
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
重
文
指
定
で
構
わ
な
い
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
疑
問
な
点
は
全
部
お
さ
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
問
題
提
起
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

ま
ず
以
上
、
伝
世
品
に
つ
い
て
簡
単
に
お
話
し
い
た
し
ま
し
た
。
次
に
、
有
力
な
後
援
者
、
あ
る
い
は
檀
信
徒
か
ら
寄
進
さ
れ
た
品
々

に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
總
持
寺
の
所
蔵
文
化
財
な
ら
で
は
の
特
色
を
添
え
て
お
り
、
な
か
な
か
面
白
い
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
ま
す
。
宝

物
殿
の
展
示
な
ど
も
、こ
の
第
二
の
品
々
が
な
い
と
、な
か
な
か
展
示
の
組
み
立
て
が
苦
し
い
と
い
う
の
が
本
音
で
ご
ざ
ま
す
。
そ
れ
で
、

甚
だ
多
彩
な
の
で
す
が
、全
部
並
べ
る
と
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、私
か
ら
み
て
代
表
的
な
品
、そ
れ
を
二
つ
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

ま
ず
一
つ
は
、
仮
に
私
が
「
村
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
と
名
付
け
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
実
業
家
の
村
井
吉
兵
衛
と
い
う
方
、
明
治
・

大
正
時
代
に
活
躍
し
た
実
業
家
で
す
。
国
産
初
の
両
切
り
巻
た
ば
こ
「
サ
ン
ラ
イ
ス
」
や
人
気
銘
柄
「
ヒ
ー
ロ
ー
」
の
製
造
で
日
本
の
タ

バ
コ
王
と
呼
ば
れ
た
人
物
で
す
。
そ
れ
で
、
煙
草
が
国
の
専
売
に
な
り
ま
す
と
、
す
ぐ
い
ろ
い
ろ
な
設
備
を
国
に
売
却
い
た
し
ま
し
て
、
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金
融
業
、
あ
る
い
は
船
の
汽
船
会
社
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
手
広
く
村
井
コ
ン
ツ
ェ
ル
み
た
い
な
形
で
事
業
を
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
村
井
さ
ん
が
大
正
年
間
に
多
数
の
仏
像
と
か
仏
具
類
を
寄
進
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
内
容
は
禅
宗
に
こ
だ
わ
ら
な
い
内
容
で
あ
り
ま
し

て
、
密
教
法
具
か
ら
神
像
、
あ
る
い
は
中
国
や
朝
鮮
の
仏
像
等
と
、
非
常
に
多
彩
で
す
。
内
容
は
近
代
に
施
入
さ
れ
た
文
化
財
の
白
眉
と

い
っ
て
良
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
代
表
的
な
品
物
と
し
て
懸
仏
を
掲
げ
て
お
き
ま
す
。懸
仏
と
い
う
の
は
、丸
い
鏡
形
の
円
盤
に
仏
像
を
据
え
る
、

そ
れ
を
掛
け
る
わ
け
で
す
。
よ
く
お
宮
な
ど
で
本
地
仏
を
祀
る
時
に
使
う
も
の
で
す
。
こ
の
作
例
は
仏
像
を
置
き
ま
せ
ん
が
、
仏
像
を
象

徴
す
る
梵
字
を
あ
し
ら
っ
て
い
ま
す
。
不
動
明
王
、
カ
ン
の
種
子
で
、
こ
れ
は
か
な
り
大
型
の
も
の
で
す
。
こ
の
真
ん
中
の
と
こ
ろ
が
取

れ
て
い
て
、現
在
は
補
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
こ
は
鍍
金
、金
メ
ッ
キ
で
す
。
そ
れ
か
ら
円
盤
が
銀
な
の
か
錫
な
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

一
応
鍍
銀
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
う
も
こ
れ
は
錫
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
裏
側
に
銘
文
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
の
年
紀
が
あ
り
、
滋
賀
大
津
に
あ
り
ま
す
天
台
宗
の
名
刹
、
葛
川
明
王
院
と
い
う
寺
、
修
験
道
で
も
有
名
な
所

で
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
の
品
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
分
か
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
總
持
寺
に
は
全
く
関
係
な
い
で
す
け
れ
ど

も
、
懸
仏
と
し
て
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
す
。
こ
れ
な
ど
は
村
井
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
で
も
、
代
表
的
な
品
物
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
が
ら
っ
と
変
わ
り
ま
し
て
、
二
つ
目
は
、
最
近
入
れ
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
。
こ
の
加
山
又
造
と
い
う
方
は
、
現
代
日

本
画
家
と
し
て
有
名
で
す
。
も
う
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
宗
達
・
光
琳
ら
の
琳
派
の
造
形
と
い
う
の
を
彷
彿
さ
せ
る
大
胆
華
麗

な
画
風
で
著
名
な
方
で
す
。
あ
え
て
い
う
な
ら
ば
、現
代
の
尾
形
光
琳
と
い
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
昭
和
四
十
年
代
ぐ
ら
い
に
、

總
持
寺
の
信
徒
総
代
と
い
う
お
立
場
に
も
あ
っ
て
、
三
松
閣
の
落
慶
法
要
に
際
し
て
製
作
い
た
だ
き
ま
し
た
。
法
要
中
に
撒
か
れ
る
花
び

ら
の
こ
と
を
散
華
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
散
華
の
原
画
を
描
い
て
、
寄
付
し
て
い
た
だ
い
た
わ
け
で
す
。
全
部
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど

も
、
こ
れ
が
し
だ
れ
桜
、
こ
れ
が
黒
百
合
で
す
か
、
そ
れ
か
ら
水
仙
と
か
、
總
持
寺
ゆ
か
り
の
地
の
県
花
、
市
花
を
テ
ー
マ
に
し
て
お
描
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き
に
な
っ
て
、
た
し
か
五
種
類
ぐ
ら
い
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
原
画
は
も
ち
ろ
ん
、
四
角
い
紙
に
画
い
て
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
蓮
弁
、

蓮
の
花
び
ら
の
形
に
写
し
て
い
る
。
現
代
の
日
本
画
家
は
、
こ
う
い
う
散
華
を
手
が
け
る
方
は
多
い
で
す
。
加
山
又
造
さ
ん
も
、
お
描
き

い
た
だ
い
て
、
原
画
も
含
め
て
總
持
寺
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
貴
重
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
に
お
寺
の

法
要
に
も
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
、筋
の
通
っ
た
品
物
で
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、加
山
又
造
さ
ん
は
、さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

非
常
に
華
麗
な
画
風
で
著
名
な
方
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
非
常
に
お
と
な
し
い
作
風
の
作
品
だ
と
い
う
こ
と
で
、
逆
の
意
味
で
非

常
に
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
、
ま
と
め
ま
す
と
、
總
持
寺
の
文
化
財
と
い
う
の
は
、
伝
世
品
と
、
鶴
見
移
転
後
に
寄
進
さ
れ
た
品
と
、
そ
の
二
つ
に
大
き
く
分

類
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
、
一
つ
の
課
題
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
テ
ー
マ
と
し
て
は
、
伝
世
品
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
詳
細
な
研
究
を
求
め

た
い
と
個
人
的
に
は
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
近
代
寄
進
の
品
物
に
つ
い
て
は
、
そ
の
多
彩
な
特
色
を
一
層
生
か
す
べ
く
、
際
立
た

せ
る
展
示
方
法
、
な
い
し
は
活
用
を
さ
ら
に
工
夫
し
て
み
た
い
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
が
總
持
寺
所
蔵
文
化
財
の
全
体
と
見
通
し
と
い
い
ま
す

か
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
を
当
面
の
結
論
と
し
て
お
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。


