
古
代
寺
院
の
僧
房
と
僧
侶
の
持
戒
生
活

東
野
治
之

は
じ
め
に

古
代
寺
院
の
僧
尼
が
、
寺
院
に
設
け
ら
れ
た
僧
房
な
い
し
尼
房
で
起
居
し
、
仏
教
の
戒
律
に
則
っ
た
集
団
生
活
を
送
っ
た
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
述
べ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
解
明
す
る
に
は
、
実
在
し
た
僧
房
等
の
規
模
が
ま
ず
問
題
で

あ
り
、
そ
こ
に
住
し
た
僧
尼
の
人
数
に
関
す
る
情
報
も
把
握
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
文
献
史
料
や

発
掘
調
査
の
成
果
に
よ
っ
て
、
諸
寺
の
僧
房
の
知
ら
れ
る
例
は
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
ま
た
僧
侶
の
数
を
記
す
史
料
も
な
し
と
し
な
い
。
特
に

早
く
か
ら
こ
の
問
題
に
着
目
し
て
、
史
料
と
建
築
・
遺
構
の
両
面
か
ら
研
究
さ
れ
て
き
た
鈴
木
嘉
吉
氏
が
体
系
的
な
業
績
を
成
就
さ
れ
て
お

り(1
)、

そ
れ
に
加
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
少
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
見
直
す
と
、
な
お

着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
史
料
も
僅
か
な
が
ら
存
在
す
る
。
平
安
時
代
前
期
に
著
作
さ
れ
た
『
日
本
感
霊
録
』
に
見
え
る
三
つ
の
説
話
な
ど

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
れ
ら
を
含
む
若
干
の
史
料
を
紹
介
し
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
僧
房
居
住
の
あ
り
方
が
う
か
が
え
る
か
を
検
討

す
る
こ
と
と
し
た
い
。
古
代
に
お
け
る
戒
律
受
容
の
実
態
を
考
え
る
一
助
と
も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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一
『
日
本
感
霊
録
』
に
見
え
る
僧
房

本
稿
で
主
要
な
史
料
と
す
る
『
日
本
感
霊
録
』
は
、
種
々
の
仏
教
的
霊
験
譚
を
集
め
た
書
で
、
平
安
前
期
に
本
元
興
寺
僧
の
義
昭
が
撰
し

た
も
の
で
あ
る(2)。
折
り
お
り
に
見
聞
し
た
信
仰
に
ま
つ
わ
る
霊
異
奇
譚
を
書
き
留
め
た
ら
し
く
、
文
中
に
使
用
さ
れ
た
年
号
に
は
、
延
暦
・

大
同
・
弘
仁
・
天
長
・
承
和
な
ど
が
あ
り
、
承
和
十
五
年
（
八
四
八
）
を
著
し
く
下
ら
な
い
頃
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
伝

本
と
し
て
は
奈
良
県
龍
門
文
庫
所
蔵
の
写
本
が
最
も
古
く
、
高
山
寺
の
旧
蔵
で
久
安
三
年
（
一
一
四
七
）
の
本
奥
書
を
持
つ
。
本
書
は
も
と

上
下
二
巻
か
ら
成
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
写
本
は
完
本
で
は
な
く
、
十
五
話
の
み
を
収
め
る
抄
録
本
で
あ
る
。
た
だ
現
存
の
他
の

写
本
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
系
統
に
属
し
、
他
に
は
佚
文
と
し
て
『
東
大
寺
要
録
』
巻
四
所
引
の
一
話
と
『
南
法
華
寺
古
老
伝
』
所
引
の
一
話

が
伝
わ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
本
書
は
仏
教
説
話
集
と
し
て
『
日
本
霊
異
記
』
に
つ
い
で
古
く
、
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
『
続
群
書
類

従
』
釈
家
部
に
活
字
化
さ
れ
る
一
方
、
コ
ロ
タ
イ
プ
に
よ
る
複
製
が
作
ら
れ
て
お
り(3)、
注
釈
も
辻
英
子
氏
に
よ
る
詳
細
な
も
の
が
刊
行
さ
れ

て
い
る(4)。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
が
や
や
忘
れ
ら
れ
た
感
が
あ
る
の
は
、
古
写
本
の
各
丁
に
目
立
っ
た
欠
損
が
あ
り
、
各
話
の
内
容

が
十
分
把
握
し
に
く
い
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
僧
房
で
の
生
活
を
う
か
が
わ
せ
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
ほ
ど
具
体
的
な
材
料
を

提
供
し
て
く
れ
る
史
料
は
、
他
に
見
出
し
が
た
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
そ
の
三
つ
の
話
を
ま
ず
引
用
し
、
そ
こ
に
う
か
が
わ
れ
る

僧
房
利
用
の
状
態
を
整
理
し
て
お
く
。
書
き
下
し
文
に
よ
る
引
用
と
し
た
の
は
、
そ
の
内
の
一
話
に
つ
い
て
は
欠
損
が
あ
ま
り
影
響
し
な
い

が
、
他
の
二
話
に
は
大
き
な
欠
損
が
あ
り
、
原
文
で
は
行
文
が
理
解
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る
。
文
中
の
あ
は
、
そ
の
欠
損
部
を
表
す
が
、
欠

損
の
大
き
さ
を
伝
え
る
た
め
に
、
書
き
下
し
文
の
改
行
は
、
な
る
べ
く
原
文
の
改
行
に
合
わ
せ
た
。
ま
た
原
文
に
割
注
と
な
っ
て
挿
入
さ
れ

て
い
る
音
義
は
、
引
用
を
省
略
し
た
。（

）
内
は
推
定
さ
れ
る
文
字
、〔

〕
は
、
欠
損
が
進
行
し
た
龍
門
文
庫
本
で
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、

諸
本
の
残
画
か
ら
想
定
さ
れ
る
文
字
、〈

〉
内
は
割
注
で
あ
る
。
な
お
前
記
辻
英
子
氏
の
注
釈
に
も
書
き
下
し
文
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
わ
ず
、
新
た
に
通
常
の
漢
文
訓
読
体
で
、
筆
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
を
書
き
下
し
文
と
し
た
。
本
稿
末
尾
に
参
考
と
し
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て
原
文
を
掲
げ
た
が
、
詳
し
く
は
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製
本
お
よ
び
辻
英
子
氏
の
注
釈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

①
龍
門
文
庫
本
第
一
話

己
が
咎
を
隠
さ
ん
と
欲
し
て
、
同
法
に
於
て
構
架
を
至
し
、
横
死
を
得
る
縁

法
師
聖
護
は
、
元
興
寺
の
僧
な
り
。
其
の
本
居
・
俗
姓
、
明
了
に
非
ざ
る
〔
也
〕。

其
の
寺
の
西
方
の
北
行
、
馬
道
よ
り
西
の
第
三
の
房
の
高(
高
戸
ヵ
)

あ
う
に
居
住
す
る

也
。
同
じ
き
小
子
房
に
住
止
せ
る
勝
寧
師
、
去
る
延
暦
年
[中
]を
以
て
、
あ

聖
護
師
と
山
階
寺
の
若
僧
、
俱
共
に
親
厚
に
交
[通
]し
あ

年
を
(歴
た
り
）。
時
に
勝
寧
師
、
小
子
房
に
於
て
黙
然
と
し
て
住
す
。
あ
い
い
い
い
う(
山
階
ヵ
)

□
□

寺
の
若
僧
、
其
の
僧
の
高
戸
屋
よ
り
あ

房
、
中
の
間
に
於
て
此
の
綾
あ

此
の
寧
師
、
指
し
示
さ
む
と
欲
せ
し
頃
、
護
[師
]あ

自
ら
の
房
あ
う
此
に
寧
師
、
心
中
に
思
わ
く
、
あ

之
を
取
り
納
め
ば
、
誤
り
失
う
べ
か
ら
ず
、
と
。〔
嘿
し
て
]あ

童
子
に
白
し
て
其
の
座
具
を
乞
う
。
護
[師
]あ

童
子
、
手
空
し
く
て
去
る
。
既
に
し
て
[至
り
]あ

言
わ
く
、「
一
昨
、
僧
の
座
具
、
此
間
に
忘
れ
あ

看
出
だ
せ
る
人
、
否
や
」
と
。（
下
略
）
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②
龍
門
文
庫
本
第
六
話

恒
に
道
人
、
般
若
を
誦
し
、
霊
の
怖
怪
を
摽
せ
し
縁

苾
蒭
慈
寿
は
、
元
興
寺
の
沙
門
也
。
去
る
大
同
年
中
、

其
の
寺
の
西
北
の
馬
道
以
東
、
第
二
の
房
に
居
住
す
る
也
。
而
し
て
其
の
房
は
、

伽
藍
を
建
立
し
て
以
来
、
人
に
而
て
住
す
る
無
し
。
然
る
所
以
は
、
房
中
に
於
て
霊

鬼
等
有
り
、
種
々
の
災
怪
、
数
々
顕
現
し
、
人
を
し
て
患
い
悩
ま
し
む
。
爰
に

慈
寿
師
、
虚
実
を
試
み
ん
が
為
め
、
彼
の
室
に
住
し
、
昼
夜
、
理
趣
あ

若
を
読
誦
し
、
未
だ
曾
て
休
み
廃
さ
ず
。（
下
略
）

③
龍
門
文
庫
本
第
十
話

四
王
像
に
禱
り
願
い
、
疫
病
を
消
除
せ
し
縁

大
法
師
徳
慶
は
、
那
良
の
都
左
[京
]あ

川
氏
也
。
其
の
寺
の
新
房
の
南
よ
り
あ

性
質
直
に
し
て
、
慈
悲
仁
[譲
]

嬢
、
志
意
[和
雅
]あ

病
患
、
苦
む
心
有
る
無
し
。
天
長
年
中
、
あ

中
の
諸
童
子
等
、
皆
共
に
病
み
悩
め
り
。
但
だ
和
上
の
み
独
り
あ

病
む
童
を
救
わ
ん
と
、
手
を
澡
い
口
を
漱
ぎ
、
中
門
の
四
天
に
参
詣
し
、〔
種
々
誓
〕

願
し
て
還
り
て
房
に
臥
す
。
然
る
間
、
日
晩
れ
て
漸
く
二
更
に
逮
ぶ
。
而
る
に
卒
に
病
の
童
、
皆
共
に
[驚
き
〕

脅
え
、
惆
慞
惶
怖
し
、
和
上
の
息
め
る
大
房
の
裏
に
奔
り
[競
]

竟
い
て
入
り
来
た
る
。（
中
略
）

寔
に
斯
れ
四
大
天
王
の
霊
助
の
し
か
ら
し
め
し
こ
と
、
之
を
疑
う
可
か
ら
ず
〈
同
房
・
比
室
、
共
に
伝
う
る
所
也
〉。（
下
略
）
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各
話
の
内
容
に
入
る
前
に
、
全
体
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
書
の
内
容
は
あ
く
ま
で
霊
験
譚
で
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
と
も
と
事
実
や
事
件
の
客
観
的
な
記
述
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
話
が
そ
れ
を
受
容
す
る
人
々
に

広
く
訴
え
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
現
実
か
ら
完
全
に
乖
離
し
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
は
な
は
だ

し
く
現
実
離
れ
し
た
状
況
を
設
定
し
て
は
、
話
の
持
つ
効
果
が
著
し
く
減
衰
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
話
の
進
行
に
多
少
の
虚
構
性

が
含
ま
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
起
き
た
舞
台
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
納
得
で
き
る
自
然
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
こ
で
①
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
元
興
寺
の
僧
房
に
住
ん
で
い
た
聖
護
と
勝
寧
と
い
う
二
人
の
僧
の
間
に
起
き
た
紛
争
が
主
題
で
あ
る
。

欠
損
部
が
あ
る
た
め
に
文
意
が
明
確
で
な
い
点
が
あ
る
が
、
大
房
と
小
子
房
の
間
に
忘
れ
た
勝
寧
の
座
具
を
、
聖
護
が
取
り
入
れ
、
後
に
勝

寧
か
ら
返
却
を
求
め
ら
れ
る
と
、
盗
み
の
疑
い
を
か
け
る
の
か
と
、
立
腹
す
る
く
だ
り
で
あ
る
。
聖
護
に
は
長
年
一
種
の
同
居
状
態
に
あ
る

山
階
寺
の
若
い
僧
が
い
る
が
、
大
房
に
は
聖
護
と
そ
の
若
僧
の
二
人
、
小
子
房
に
は
勝
寧
と
童
子
が
居
住
し
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

「
高
戸
屋
」
は
「
中
の
間
」
を
挟
ん
で
小
子
房
と
対
し
て
い
た
ら
し
い
か
ら
、
大
房
を
指
す
と
見
て
誤
り
な
い
。
辻
英
子
氏
の
注
釈
は
「
高

戸
屋
」
を
タ
カ
ヘ
ヤ
と
読
む
が
、
ヘ
ヤ
の
語
は
平
安
前
期
ま
で
の
古
い
用
例
が
な
い
よ
う
で
、
は
た
し
て
そ
う
読
ん
で
よ
い
か
ど
う
か
は
明

ら
か
で
な
い
。
元
興
寺
僧
房
の
復
原
立
面(5)で
は
、
大
房
の
小
子
房
側
に
面
す
る
二
つ
の
窓
は
高
い
位
置
に
あ
る
の
で
、
戸
と
窓
の
相
違
は
あ

る
が
、
あ
る
い
は
こ
の
立
面
に
関
係
す
る
称
呼
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
②
は
、
や
は
り
元
興
寺
の
僧
房
の
一
室
が
舞
台
で
、
霊
鬼
が
住
み
着
い
て
人
を
恐
れ
さ
せ
て
い
た
そ
の
房
に
、
慈
寿
と
い
う
僧
が
居

住
し
、
遂
に
そ
の
霊
鬼
を
退
散
さ
せ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
の
場
所
は
「
西
北
の
馬
道
よ
り
東
第
二
の
房
」
と
あ
る
だ
け
で
、
大
房
、
小

子
房
の
別
を
記
さ
な
い
が
、
こ
の
房
に
は
伽
藍
建
立
以
降
、
誰
も
住
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
記
述
か
ら
す
る
と
、
大
房
と
小
子
房
の
両
方

を
含
ん
で
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
僧
房
の
中
に
は
無
住
と
な
っ
て
い
る
区
画
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

③
に
は
、
元
興
寺
の
「
新
房
」
の
一
室
に
居
住
す
る
徳
慶
と
い
う
僧
が
、
疫
病
が
流
行
し
て
諸
童
子
ら
が
病
み
伏
す
中
、
元
興
寺
中
門
の

天
王
に
祈
っ
て
、
全
員
病
か
ら
回
復
し
た
と
い
う
霊
験
を
記
す
。「
新
房
」
と
い
う
名
称
が
、
何
に
由
来
し
、
ま
た
ど
こ
に
所
在
し
た
か
明

ら
か
で
な
い
が
、
南
か
ら
数
え
て
そ
の
場
所
を
記
す
と
こ
ろ
か
ら
、
南
北
棟
の
僧
房
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
元
興
寺
の
伽
藍
復
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原
で
想
定
さ
れ
て
い
る
僧
房
は
、
い
ず
れ
も
東
西
棟
で
、
南
北
棟
の
僧
房
は
、
当
初
の
伽
藍
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
後
に

追
加
さ
れ
た
僧
房
と
い
う
こ
と
で
、「
新
房
」
と
称
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
「
大
房
」
と
い
う
用
語
も
見
え
る
の
で
、

こ
の
話
の
舞
台
も
一
般
的
な
僧
房
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
こ
の
霊
験
が
「
同
房
・
比
室
」
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
点
が
注
意
さ

れ
る
。
②
の
よ
う
に
無
住
の
場
合
は
や
や
特
殊
で
、
同
室
者
や
隣
の
房
の
居
住
者
が
い
る
の
が
、
や
は
り
普
通
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

二

僧
房
使
用
の
実
態

さ
て
以
上
に
見
た
よ
う
な
僧
房
居
住
の
状
態
は
、
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
一
房
当
た
り
の
居
住

人
数
は
か
な
り
過
密
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る(6)。
そ
れ
は
復
原
さ
れ
る
僧
房
建
築
と
、
寺
院
の
資
財
帳
に
見
え
る
所
属
の
僧
侶
数

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
大
房
と
小
子
房
を
組
み
合
わ
せ
た
一
区
画
当
た
り
、
平
均
十
二
、
三
人
が
居
住
し
て
い
た
と
い
う
。
単
位
面

積
を
僧
侶
の
数
で
割
っ
て
出
さ
れ
た
こ
の
数
字
は
、
説
得
力
に
富
み
広
く
支
持
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
『
日
本
感
霊
録
』
の
記
述
を
参
照
す
れ

ば
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

先
の
①
で
は
、
勝
寧
の
童
子
を
含
め
、
一
区
画
に
四
人
の
居
住
者
が
あ
っ
た
が
、
他
に
同
房
の
人
物
が
い
た
気
配
は
な
い
。
こ
こ
に
出
て

い
な
い
だ
け
と
解
せ
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
も
し
多
人
数
の
同
居
者
が
い
た
な
ら
、
座
具
の
行
方
を
め
ぐ
っ
て
目
撃
者
が
出
て
き
て
よ
く
、

話
の
運
び
か
ら
し
て
そ
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
よ
う
。
②
に
関
し
て
は
、
無
住
の
房
が
舞
台
で
あ
り
、
こ
の
区
画
は
大
房
、
小
子
房
と
も
居

住
者
が
な
か
っ
た
と
解
さ
れ
る
。
た
だ
無
住
の
房
の
存
在
を
過
大
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
③

で
は
、
徳
慶
の
同
室
者
を
特
定
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
罹
病
し
た
「
諸
童
子
等
」
の
中
に
は
、
徳
慶
に
仕
え
て
い
た
童
子
も
含
ま
れ

て
い
て
お
か
し
く
な
く
、「
同
房
・
比
室
」
云
々
か
ら
も
、
複
数
の
居
住
が
確
認
で
き
る
。

か
く
て
『
日
本
感
霊
録
』
の
記
事
か
ら
導
か
れ
る
の
は
、
過
密
ど
こ
ろ
か
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
閑
散
と
し
た
僧
房
の
利
用
状
況
で
あ
る
。
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『
日
本
感
霊
録
』
が
撰
述
さ
れ
た
平
安
前
期
は
、
南
都
の
官
大
寺
が
前
代
以
来
の
経
済
力
を
維
持
し
、
そ
の
宗
教
的
役
割
を
十
分
に
発
揮
し

て
い
た
時
期
で
あ
り
、
こ
れ
が
寺
勢
衰
退
の
結
果
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
残
る
の
は
一
時
的
な
僧
侶
数
の
減
少
な
ど
、
元
興
寺
の
み
の
特
殊

な
事
情
と
い
う
可
能
性
で
あ
ろ
う
が
、
特
に
そ
の
よ
う
な
条
件
を
想
定
す
べ
き
理
由
は
見
出
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。『
日
本
感
霊
録
』
に

見
え
る
よ
う
な
状
況
が
、
古
代
の
官
寺
に
お
け
る
常
態
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
従
来
の
算
定
基
準
と
さ
れ
て
き
た
史
料
に
立
ち
返
る
と
、
直
接
に
は
『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
幷
流
記
資
財
帳
』（
天

平
十
九
年
〈
七
四
七
〉。
以
下
、
法
隆
寺
資
財
帳
と
略
称
）
の
次
の
よ
う
な
記
載
が
根
拠
で
あ
る
（〈

〉
内
は
原
文
で
は
割
注
）。

合
見
前
僧
弐
佰
陸
拾
参
口
〈
僧
一
百
七
十
六
口
、
沙
弥
八
十
七
口
〉

僧
房
肆
口
〈
一
口
長
十
七
丈
五
尺
、
広
三
丈
八
尺
。
一
口
長
十
八
丈
一
尺
、
広
三
丈
八
尺
。
一
口
長
十
五
丈
五
尺
、
広
三
丈
二
尺
。
一

口
長
十
丈
六
尺
、
広
三
丈
八
尺
〉

建
造
物
と
し
て
僧
房
が
復
原
で
き
、
し
か
も
僧
侶
の
数
が
判
明
す
る
の
は
、
こ
の
例
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
四
棟
か
ら
成
る
三
面
僧
房
の

面
積
を
、
僧
と
沙
弥
を
合
わ
せ
た
僧
侶
数
二
六
三
人
で
割
っ
た
結
果
が
、
先
に
触
れ
た
一
区
画
平
均
十
二
、
三
人
と
い
う
数
字
で
あ
る
。
大

安
寺
の
場
合
も
、
天
平
十
九
年
の
資
財
帳
が
伝
存
し
、
遺
構
は
残
ら
な
い
も
の
の
、
居
住
状
態
は
法
隆
寺
と
大
差
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る(7)。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
同
様
な
史
料
に
は
、
異
な
る
様
相
を
示
す
も
の
も
あ
る
。『
西
琳
寺
文
永
注
記
』
に
引
か
れ

た
「
天
平
十
五
年
西
琳
寺
資
財
帳(8)」
が
そ
れ
で
あ
る
。『
西
琳
寺
文
永
注
記
』
に
は
、
東
僧
房
、
西
僧
房
、
東
小
子
房
、
西
小
子
房
が
挙
げ

ら
れ
、
僧
房
に
つ
い
て
各
々
そ
の
規
模
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

東
僧
房

長
十
丈
、
広
三
丈
三
尺

西
僧
房

同
上

こ
れ
に
対
す
る
住
僧
の
数
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
。

僧
・
沙
弥
幷
廿
二
口
、
僧
十
六
〈
見
廿
口
、
之
中
、
二
僧
借
住
、
四
不
知
去
、
三
死
〉

僧
と
沙
弥
併
せ
て
二
十
二
人
の
う
ち
、
僧
は
十
六
人
、
僧
・
沙
弥
の
合
計
人
数
は
二
十
人
で
、
二
僧
は
仮
住
ま
い
、
四
僧
は
行
方
不
明
、
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三
僧
は
死
没
し
て
い
る
と
い
う
。
従
っ
て
実
数
と
し
て
は
十
三
人
と
な
る
。
法
隆
寺
と
比
較
す
る
と
、
小
子
房
の
規
模
は
不
明
な
が
ら
、
西

琳
寺
の
僧
房
は
概
略
法
隆
寺
の
六
〜
七
割
の
規
模
が
あ
り
、
面
積
に
比
し
て
、
居
住
人
数
が
極
度
に
少
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
官
の
大
寺
で

は
な
い
地
方
の
小
寺
院
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
僧
房
居
住
の
例
が
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
よ
い
。

ま
た
、
唐
招
提
寺
に
つ
い
て
み
る
と
、『
招
提
寺
流
記
』（
承
和
二
年
〈
八
三
五
〉）
に
見
え
る
僧
房
の
中
に
、「
大
和
上
室
」
と
か
「
少
僧
都

如
宝
大
師
室
」
な
ど
と
、
個
別
の
僧
の
名
を
冠
す
る
区
画
の
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う(9)。
大
和
上
は
開
山
の
鑑
真
、
如
宝
は
三
代
目
の
和

上
で
あ
る
か
ら
、
特
別
と
は
い
え
個
人
に
占
有
さ
れ
る
房
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
仕
え
る
同
房
者
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
空
間
的

に
は
余
裕
の
あ
る
居
住
形
態
を
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
全
体
と
し
て
過
密
な
状
態
で
あ
れ
ば
、
到
底
実
現
で
き
な
い
こ
と
で
あ

る
。
後
代
の
伝
承
と
は
い
え
、
元
興
寺
の
極
楽
院
の
前
身
が
僧
智
光
の
住
房
で
あ
る
と
い
う
由
緒(10)な
ど
も
、
こ
れ
と
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
全

く
の
虚
構
と
退
け
ら
れ
な
い
面
が
あ
る
。

そ
の
点
に
関
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
興
福
寺
の
僧
房
の
場
合
で
あ
る
。
平
城
京
の
東
三
坊
大
路
を
北
に
延
長
し
た
と
こ
ろ
か
ら
出
土
し

た
告
知
札
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
（〈

〉
内
は
双
行(11)）。
年
紀
は
な
い
が
、
と
も
に
出
土
し
た
木
簡
か
ら
、
天
長
年
間
、
八
三
〇
年
前

後
の
も
の
と
見
ら
れ
る
。

告
知

往
還
諸
人
。
走
失
黒
鹿
毛
牡
馬
一
匹
〈
有
験

片
目
白

額
少
白
〉。

件
馬
、
以
今
月
六
日
申
時
、
山
階
寺
南
花
薗
池
辺
而
走
失
。
若
有
見
捉
者
、
可
告
来
山
階
寺
中
室
、
自
南
端
第
三
房
。

九
月
八
日

（
往
還
の
諸
人
に
告
知
す
。
走
り
失
す
黒
鹿
毛
の
牡
馬
一
匹
〈
験
有
り
。
片
目
は
白
。
額
少
し
く
白
し
〉。

件
の
馬
、
今
月
六
日
、
申
の
時
を
以
て
、
山
階
寺
の
南
の
花
薗
の
、
池
の
辺
に
し
て
走
り
失
す
な
り
。
若
し
、
見
捉
う
る
者
有
ら
ば
、

山
階
寺
中
室
の
南
端
よ
り
第
三
の
房
に
告
げ
来
た
る
可
し
。

九
月
八
日

）

現
在
の
猿
沢
池
の
付
近
で
失
踪
し
た
馬
の
捜
索
に
関
わ
る
札
で
あ
る
が
、
そ
の
所
有
者
は
山
階
寺
、
す
な
わ
ち
興
福
寺
の
僧
侶
で
あ
り
、
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通
報
先
と
し
て
僧
房
の
内
「
中
室
の
南
端
よ
り
第
三
の
房
」
が
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
も
し
こ
こ
に
多
人
数
が
起
居
し
て

い
れ
ば
、
こ
う
し
た
指
定
方
法
で
は
混
乱
す
る
は
ず
で
、
そ
の
房
の
住
人
は
、
こ
れ
で
誰
と
十
分
に
同
定
で
き
る
程
の
少
人
数
で
あ
っ
た
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
日
本
感
霊
録
』
の
話
と
ほ
ぼ
同
時
期
、
興
福
寺
も
ま
た
類
似
し
た
状
況
に
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
て

見
て
く
る
と
、
奈
良
時
代
か
ら
平
安
前
期
に
か
け
て
、
中
央
・
地
方
の
寺
院
の
僧
房
は
、
さ
ほ
ど
込
み
合
っ
た
居
住
状
態
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
法
隆
寺
の
場
合
は
、
い
か
が
考
え
る
べ
き
か
、
次
節
で
検
討
し
た
い
。

三

僧
房
と
古
代
仏
教

結
び
に
替
え
て

前
節
ま
で
の
考
察
を
踏
ま
え
る
と
、
法
隆
寺
の
例
か
ら
導
か
れ
た
、
僧
房
の
一
区
画
当
た
り
十
二
、
三
人
と
い
う
収
容
人
数
に
は
、
疑
問

を
呈
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
過
密
な
居
住
状
態
と
い
う
推
定
を
補
強
す
る
事
例
と
し
て
、
東
大
寺
戒
壇
院
の
僧
房
や
同
寺
二
月
堂
参
籠
所
の
場

合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る(12)が
、
そ
れ
ら
に
お
け
る
僧
房
や
参
籠
所
の
使
用
は
、
授
戒
の
儀
式
や
修
二
会
の
際
の
、
い
わ
ば
臨
時
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
に
わ
か
に
日
常
の
居
住
形
態
を
推
し
測
る
事
例
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
な
る
と
、
や
は
り
比
較
的
小
人
数
で
の

使
用
が
常
態
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
法
隆
寺
の
よ
う
に
多
数
の
僧
や
沙
弥
を
擁
す
る
寺
院
で
、
実
際
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
た
の

か
が
問
題
と
な
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
次
の
三
つ
の
可
能
性
で
あ
る
。

Ａ

一
般
に
資
財
帳
の
僧
・
沙
弥
数
は
実
数
で
は
な
い
。

Ｂ

僧
・
沙
弥
は
所
属
寺
院
を
離
れ
て
他
寺
に
住
む
こ
と
が
あ
っ
た
。

Ｃ

僧
房
外
に
居
住
す
る
僧
や
沙
弥
が
多
数
存
在
し
た
。

ま
ず
Ａ
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
資
財
帳
は
公
文
書
で
あ
る
だ
け
に
、
記
事
の
信
頼
度
が
高
い
半
面
、
逆
に
公
文
書
に
あ
り
が
ち
な
、
虚
偽

や
作
為
が
含
ま
れ
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い
。「
天
平
十
五
年
西
琳
寺
資
財
帳
」
は
欠
員
に
関
す
る
注
記
を
丁
寧
に
付
け
て
い
る
が
、
そ
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の
よ
う
な
記
載
の
な
い
法
隆
寺
や
大
安
寺
の
資
財
帳
に
見
え
る
住
僧
数
は
、
か
え
っ
て
事
実
を
そ
の
ま
ま
に
記
載
し
て
い
な
い
懸
念
も
、
な

い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
の
場
合
で
も
、
実
人
数
が
記
載
の
人
数
を
大
幅
に
下
回
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
人
数
の

多
さ
は
事
実
と
し
て
残
る
と
思
わ
れ
る
。

Ｂ
に
つ
い
て
は
、『
日
本
感
霊
録
』
の
①
で
、
山
階
寺
の
若
僧
が
聖
護
と
同
居
し
て
い
た
こ
と
、「
天
平
十
五
年
西
琳
寺
資
財
帳
」
に
「
二

僧
借
住
」
と
あ
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。
①
の
「
親
厚
に
交
通
」
し
て
い
た
と
い
う
表
現
は
、
単
に
親
密
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り

特
殊
な
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
若
僧
は
事
件
の
展
開
に
関
与
し
て
現
れ
る
か
ら
、
聖
護
と
は
頻

繁
に
往
来
す
る
以
上
の
間
柄
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
天
平
十
五
年
西
琳
寺
資
財
帳
」
の
「
借
住
」
は
、
仮
住
ま
い
と
も
借
り
て

住
ん
だ
と
も
読
め
る
が
、
お
そ
ら
く
仮
住
ま
い
の
意
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
事
例
も
、
他
寺
の
僧
が
大
挙
し
て
同
居
し
て
い
た
と
い

う
よ
う
な
状
態
を
想
定
さ
せ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
に
は
否
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
が
特
異
な
事
情
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
親

厚
」
さ
が
強
調
さ
れ
、
あ
る
い
は
「
借
住
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
最
後
に
残
る
の
は
Ｃ
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
特
定
の
寺
院
に
所
属
す
る
僧
や
沙
弥
で
、
寺
外
に
居
住
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
例

が
見
出
せ
な
い
以
上
、
Ｃ
と
断
言
す
る
の
は
憚
ら
れ
る
が
、
現
状
で
最
も
高
い
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
体
、
僧
尼

令
の
条
文
を
見
渡
し
て
も
、
僧
尼
が
僧
房
・
尼
房
に
居
住
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
は
な
い
。
あ
る
の
は
、
僧
房
や
尼
房
に
異
性

を
引
き
入
れ
る
こ
と
を
禁
ず
る
規
制
の
み
で
あ
る
（
僧
尼
令
十
一
条
）。
ま
た
僧
尼
が
路
上
で
高
位
の
貴
族
な
ど
に
会
っ
た
場
合
の
対
応
法
が

定
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
（
僧
尼
令
十
九
条
）、
僧
尼
が
私
的
に
寺
外
に
出
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て

僧
尼
が
そ
の
所
属
寺
院
へ
、
い
わ
ば
通
勤
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
官
人
で
も
番
上
官
の
場
合
は
、
京
か
ら
隔
た
っ

た
畿
内
一
円
か
ら
の
出
勤
者
が
少
な
く
な
か
っ
た(13)。
僧
尼
の
場
合
も
、
事
情
は
類
似
し
て
い
た
と
想
定
で
き
よ
う
。

し
か
し
仏
教
本
来
の
趣
旨
か
ら
言
う
な
ら
、
僧
伽
と
い
う
自
律
的
な
信
仰
集
団
を
形
成
し
、
俗
世
間
と
は
切
り
離
さ
れ
た
空
間
で
、
戒
律

に
従
っ
た
生
活
を
全
う
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
沙
弥
・
沙
弥
尼
に
い
た
る
ま
で
、
煩
瑣
な
ま
で
の
規
律
が
日
常
生
活
を
規
定
し
て
い
た
か

ら
、
そ
れ
を
履
行
す
る
に
は
、
僧
房
で
の
起
居
や
食
堂
で
の
摂
食
な
ど
、
集
団
で
の
生
活
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
僧
尼
令
が
僧
房
居
住
を
強
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制
す
る
規
定
を
設
け
て
い
な
い
の
も
、
仏
教
と
し
て
は
そ
れ
が
大
前
提
で
、
あ
ま
り
に
も
当
然
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ

れ
ま
で
の
考
察
結
果
は
、
寺
院
制
度
が
最
も
整
っ
た
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
前
期
に
お
い
て
も
、
僧
侶
の
僧
房
居
住
は
部
分
的
に
し
か
な

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
戒
律
へ
の
関
心
は
、
飛
鳥
時
代
に
お
い
て
も
低
調
で
あ
り
、
正
式
な
授
戒
の

手
続
き
も
、
仏
教
公
伝
後
二
百
年
を
経
て
鑑
真
が
来
日
す
る
ま
で
確
立
さ
れ
な
か
っ
た(14)。
し
か
も
そ
の
手
続
き
す
ら
、
早
く
も
平
安
前
期
に

は
形
骸
化(15)し
、
天
台
宗
に
お
け
る
大
乗
戒
の
提
唱
な
ど
と
も
相
俟
っ
て
、
戒
律
に
厳
格
で
な
い
傾
向
は
、
長
く
日
本
仏
教
の
特
色
と
な
っ
た
。

本
稿
で
論
じ
た
僧
房
居
住
の
不
徹
底
が
、
大
筋
で
正
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
出
家
者
の
住
生
活
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う

だ
け
で
な
く
、
日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律
受
容
の
特
質
を
物
語
る
点
で
、
少
な
か
ら
ぬ
意
義
を
持
つ
と
考
え
る
。

注(1
)
鈴
木
嘉
吉
『
古
代
寺
院
僧
房
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
六
年
。

(2
)
『
日
本
感
霊
録
』
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
情
報
は
、
辻
英
子
『
日
本
感
霊
録
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
八
一
年
）
参
照
。

(3
)
阪
本
龍
門
文
庫
覆
製
叢
刊
『
日
本
感
霊
録
』、
一
九
五
八
年
。

(4
)
辻
英
子
注
(2
)前
掲
書
。

(5
)
鈴
木
嘉
吉
注
(1
)前
掲
書
、
一
〇
六
頁
。

(6
)
注
(1
)に
同
じ
。

(7
)
鈴
木
嘉
吉
注
(1
)前
掲
書
、
二
七
四
頁
。

(8
)
荻
野
三
七
彦
「
河
内
国
西
琳
寺
縁
起
」（『
美
術
研
究
』
七
九
号
、
一
九
三
八
年
）。

(9
)
拙
稿
「『
招
提
寺
流
記
』
の
復
原
的
研
究
」（『
大
和
古
寺
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
一
年
）。

(10
)
岩
城
隆
利
『
元
興
寺
の
歴
史
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
九
年
）
一
六
一
頁
。

(11
)
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
編
『
平
城
宮
発
掘
調
査
報
告
』
Ⅵ
（
一
九
七
五
年
）。

(12
)
鈴
木
嘉
吉
注
(1
)前
掲
書
、
二
四
四
頁
お
よ
び
二
六
六
頁
。

(13
)
拙
著
『
木
簡
が
語
る
日
本
の
古
代
』（
岩
波
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
七
年
）
第
二
章
。

(14
)
拙
著
『
聖
徳
太
子

ほ
ん
と
う
の
姿
を
求
め
て

』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
二
〇
一
七
年
）
一
四
一
頁
。

(15
)
拙
著
『
鑑
真
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
九
年
）
一
七
二
頁
。
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〔
参
考
〕『
日
本
感
霊
録
』
関
係
箇
所
原
文

①
龍
門
文
庫
本
第
一
話

欲
隠
己
咎
、
於
同
法
至
構
架
、
得
横
死
縁
（
音
義
省
略
）

法
師
聖
護
者
、
元
興
寺
僧
也
。
其
本
居
・
俗
姓
、
非
明
了
[也
]。

居
住
其
寺
西
方
北
行
、
自
馬
道
西
第
三
房
高(
高
戸
ヵ
)

あ
う

也
。
於
同
小
子
房
住
止
勝
寧
師
、
以
去
延
暦
年
[中
]、
あ

聖
護
師
及
山
階
寺
の
若
僧
、
俱
共
親
厚
交
[通
]、
(歴
)あ

年
。
于
時
勝
寧
師
、
於
小
子
房
、
黙
然
而
住
。
あ
い
い
い
い
う(
山
階
ヵ
)

□
□

寺
若
僧
、
自
其
僧
高
戸
屋
あ

房
、
於
中
間
此
綾
（
音
義
省
略
）
あ

此
寧
師
、
欲
指
示
頃
、
護
[師
]あ

自
房
あ
う
于
此
寧
師
、
心
中
思
、
あ

取
納
之
者
、
不
可
誤
失
。
[嘿
]あ

白
童
子
乞
其
座
具
。
護
[師
]あ

童
子
、
手
空
而
去
。
既
而
[至
]あ

言
、
一
昨
、
僧
之
座
具
、
此
間
忘
あ

看
出
人
、
否
耶
。

②
龍
門
文
庫
本
第
六
話

恒
道
人
、
誦
般
若
、
摽
霊
怖
怪
縁

苾
蒭
慈
寿
者
、
元
興
寺
沙
門
也
。
去
大
同
年
中
、
居
住

其
寺
西
北
馬
道
以
東
第
二
房
也
。
而
其
房
、
従

建
立
伽
藍
以
来
、
無
人
而
住
。
所
以
然
者
、
於
房
中
有
霊

鬼
等
、
種
々
災
怪
、
数
々
顕
現
、（
音
義
省
略
）
令
人
患
悩
。
爰

慈
寿
師
、
為
試
虚
実
、
住
於
彼
室
、
昼
夜
、
読
誦
理
趣
あ
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若
、
未
曾
休
廃
。

③
龍
門
文
庫
本
第
十
話

禱
願
四
王
像
、
消
除
疫
病
縁

大
法
師
徳
慶
者
、
那
良
都
左
[京
]あ

川
氏
也
。
其
寺
新
房
自
南
あ

性
質
直
、
慈
悲
仁
[譲
]
嬢
、
志
意
[和
雅
]あ

病
患
、
無
有
苦
心
。
天
長
年
中
、
あ

中
諸
童
子
等
、
皆
共
病
悩
。
但
和
上
独
あ

救
病
童
、
澡
手
漱
口
、（
音
義
省
略
）
参
詣
中
門
四
天
、
[種
々
誓
]

願
而
還
臥
房
。
然
間
、
日
晩
漸
逮
二
更
。
而
卒
病
童
、
皆
共
[驚
]

脅
、
惆
慞
惶
怖
、
於
和
上
息
大
房
之
裏
奔
[競
]
竟
入
来
。（
中
略
）

寔
斯
四
大
天
王
霊
助
之
使
、
不
可
疑
之
〈
同
房
・
比
室
、
共
所
伝
也
〉。
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