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「北

山

三

尾
」
余

録

1

高
僧
伝
説
と
善
妙
尼
寺
1

成

田

俊

治

高
雄

口
か
ら
鳴
滝
を
す
ぎ
、
周
山
街
道
を
高
雄

・
栂
尾
に
向

っ
て
歩
を
進
め
る
と
、
次
第
に
両
側
に
山
が
せ
ま
り
北
山
杉
の

木
立
が
続
く
。
御
経
坂
を
越
え
清
滝
川
の
清
流
ぞ

い
に
さ
か
の

ぼ
れ
ば
高
雄

(
尾
)
、

槇
尾
、

栂
尾
の
い
わ
ゆ
る
三
尾
に
い
た

る
。
三
尾

の
地
は
多
く
の
楓
樹
が
あ
り
、
清
滝
川
の
渓
流
を
埋

め
る
紅
葉

の
鮮
や
か
さ
は
天
下
の
絶
景
と
う
た
わ
れ
、
今
な
お

林
間
に
紅
葉
を
や
き
酒
を
く
む
人
は
多

い
。

三
尾

に
は
そ
れ
ぞ
れ
神
護
寺
、
西
明
寺
、
高
山
寺
と
大
寺
名

刹
が
甍
を
つ
ら
ね
て
い
る
の
を
は
じ
め
、
街
道
の
左
右
に
時
に

は
杉
木
立
の
間
に
、
あ
る
い
は
曲
り
く
ね

っ
た
街
道
の
下
に
小

さ
な
寺
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
尾
を
含
め
梅
ヶ
畑
に
は
な
ん
と
寺

の
多

い
こ
と
か
。
平
岡

八
幡
を
す
ぎ
平
岡
地
区
に
入
れ
ば
、
左

手
山
す
そ
に
往
生
院

・

導
故
院

・
福
泉
寺
と
な
ら
び
、
広
芝
地
区
に
は
真
休
寺
、
善
妙

寺
地
区
に
は
為
因
寺
、
中
島
に
は
慰
称
寺
、

一
の
瀬
に
は
導
行

寺
と
七
ケ
寺
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
他
、
も
と
寺
院

で
自
性
寺
と

い
っ
た
平
岡
惣
堂
、
僅
か
ば
か
り
の
遺
構
を
の
こ

す

一
の
瀬
の
石
雲
庵
、
そ
し
て
既
に
廃
絶
し
地
名
と
し
て
の
み

残
る
善
妙
寺
、
大
中
庵
。
そ

の
他
故
身
庵
、
即
覚
庵
、
神
宮
寺
、

外
畑
歓
喜
寺
、
鵜
原
寺
な
ど
有
名

・
無
名

の
寺
で
ら
が
こ
の
地

に
な
ら
び
建

っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
神
護
寺
を
は
じ
め
と
す
る
高

山
寺
、
西
明
寺
と
い
う

日
本
文
化
史
上
に
於
て
著
名
な
寺
院
が
、
高
僧
に
帰
依
し
た
朝

廷
や
貴
族
の
外
護

の
も
と
に
成
立
し
、

そ
れ
ら
と
密
接
な
関
係

を
も
つ
こ
と
に
よ

っ
て
栄
え
、
七
堂
伽
藍
を
整
え
て
い
っ
た
の

に
対
し
、
梅
ケ
畑
五
集
落
の
七
ケ
寺
は
地
下
の
宗
教
儀
礼
を
担

当
し
、
そ
れ
を
通
し
て
地
下
の
人
び
と
と
結
び

つ
き
、
寺
と
し

て
の
機
能
を
徐

々
に
と
と
の
え
て
い

っ
た
の
で
あ
る
。
寺
の
結

構
も
決
し
て
大
き
な
も
の
で
な
く
、
あ
た
か
も
隠
遁
者
の
庵
を

思
わ
す
も
の
で
あ

っ
た
。
時
に
は
栄
え
、
時
に
は
衰
え
無
住
の

時
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
廃
絶
し
た
寺
の
中
に
は
中
世
戦

乱
の
戦
死
者

の
菩
提
を
弔

い
、
あ
る
い
は
戒
律

の
厳
し
い
中
で

袈
裟
を
縫

い
続
け
た
正
法
律
の
尼
僧
た
ち
。
墓
地
や
路
傍
に
苔
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む
す
石
塔
や
墓
石
は
、
そ
の
歩
ん
で
き
た
歴
史
を
私
達

に
語
り

か
け
て
い
る
。

高
雄
の
観
楓
そ
し
て
神
護
寺

・
西
明
寺

・
高
山
寺
、
さ
ら
に

和
気
家
の
人
び
と
や
明
恵

・
文
覚
な
ど
、
名
刹
、
高
僧
、
著
名

人
に
つ
い
て
は
多
く
の
名
所
図
絵
に
描
か
れ
、
名
勝
志
に
取
り

上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
北
山
三
尾
の
華
や
か
な

一
面
で

は
あ
ろ
う
が
、
歴
史
の
中
に
埋
没
し
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
よ

う
な
事
柄
も
ま
た
北
山
三
尾

の
側
面
を
物
語

っ
て

い
る
の
で
あ

る
。
で
は
こ
れ
か
ら
、
表
面

に
出
て
い
な
い
北
山
三
尾
に
お
け

る
高
僧
伝
説
を
尋
ね
、
廃
寺
と
な

っ
た
善
妙
尼
寺
を
尋
ね
歩
く

こ
と
に
し
よ
う
。

こ
こ
に
題
し
て

"
北
山
三
尾
"
余
録
。

周
囲
を
山
で
囲
ま
れ
、
細
長

い
梅

ケ
畑
の
村

の
ほ
ぼ
中
央
に

御
経
坂
峠
が
あ
り
、
こ
れ
を
境

に
南
に
平
岡
、
広
芝
、
善
妙
寺
、

北
に
中
島
、

一
の
瀬
の
集
落
が
あ
る
。
そ
の
中
島

に
天
正
年
中

に
開
創
さ
れ
た
浄
土
宗
慰
称
寺
が
あ
る
。
こ
こ
は
も
と

〃
中
島

の
地
蔵
堂
"
と
も
呼
ば
れ
、
今

は
別
に
光
堂
と
い
う
堂
に
安
置

さ
れ
て
い
る
が
、
太
秦
広
隆
寺

の
埋
木
地
蔵
を
模
し
た
と

い
う

右
肌
を
脱

い
だ
珍
ら
し
い
姿

の
地
蔵
菩
薩
を
安
置
し
て

い
た
。

こ
の
寺
に
法
然
上
人
自
筆
と

い
う
御
影
が
あ
り
、
梅

ヶ
畑

へ
の

法
然
上
人

の
来
訪
伝
承
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

『
円
光
大
師
二
十

五
箇
所
案
内
記
』

(
霊
沢
撰
)
に

「
番
外
、
梅

ケ
畑
中
島
村
、
慰
樵
庵
、
高
雄
山

へ
の
道
、

鳴
滝
の
西
平
岡
ぜ
ん
め
う
じ
む
ら

の
と
な
り
、
寺
は
東
向

本
尊
阿
弥
陀
如
来
、
善
導
大
師
元
祖
大
師
、
両
大
師
の
自

筆
く
わ
ぞ
う
な
り
、
天
正
年
中
筑
後
の
善
導
寺

一
代
、
慰

樵
上
人
、
夢

つ
げ
あ
り
て
此
と
こ
ろ
へ
は
る
く

た
つ
ね

き
た
り
て
、
む
め
が
は
た
の
、
み

ん
家

へ
よ
り
て
、
元
祖

大
師
の
御
じ
く
は
を
え
て
、
持
参

の
せ
ん
ど
う
大
し
の
え

ぞ
う

一
所
に
あ
ん
ち
し
て
、

こ
こ
に

一
宇
を
こ
ん
り
う
ま

し
ま
し
、
直

に
わ
が
名
を
あ
ん
こ
う
と
な
し
ぬ
」

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
筑
後
善
導
寺
よ
り
霊
夢

に
よ

っ
て
上

洛
し
た
慰
樵
上
人
が
、
法
然
上
人
の
御
影
を
求
め
て
、
持
参
の

善
導
大
師
の
絵
像
と
を
安
置
し
て

一
宇
を
建
立
し
た
の
が
こ
の

寺
で
あ
る
。
こ
の
慰
樵
庵
は
現
在
慰
称
寺
と
し
て
そ
の
あ
と
を

伝
え
て
い
る
が
、
当
寺
に
法
然
上
人
の
御
影

一
幅
並
に
開
山
慰

樵
上
人
の
画
像

一
幅
が
あ
る
。
そ
し
て
御
影
の
縁
起
を
の
べ
た

『
元
祖
大
師
縁
起
』

(
慶
長
十
八
年
七
月
の
奥
あ
り
)

一
軸
が

足なかの御影
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あ
る
。
こ
の
縁
起
に
よ
れ
ば
、
建
久
四
年
五
月
中
旬

の
こ
ろ
、

愛
宕
山
月
輪
寺

へ
参
詣
さ
れ
た
法
然
上
人
が
、
梅

ヶ
畑
の
中
島

と
い
う
所
を
通
る
と
、

一
人
の
但
妄
愚
痴
の
老
婆
が
身
の
孤
独
、

不
幸
を
歎
き
、
は
か
な
い
日
々
を
送

っ
て
い
る
の
に
遇
わ
れ
た
。

そ
こ
で
上
人
は
た
び
た
び
立
ち
寄
ら
れ
、
念
仏

の
安
心

・
凡
夫

往
生

・
弥
陀

の
本
願
の
有
難
さ
を
説
か
れ
、
罪
障
多
き
女
人
も

極
楽

に
往
生
で
き
る
こ
と
を
説
か
れ
た
。
或
る
時
、
風
雨
激
し

く
愛
宕
山
月
輪
寺

へ
の
山
道
が
悪
く
な

っ
た
と
こ
ろ
、
老
婆
は

自
分

の
履
く

「
足
な
か
」
を
上
人
に
贈
り
、
上
人
は
そ
れ
を
履

か
れ
月
輪
寺

へ
向
か
わ
れ
た
。
そ
れ
よ
り
後
、
上
人
は
老
婆

へ

の
念
仏
勧
化

の
た
め
、
雨
中
の
時
に
衣
を
着
し

「
足
な
か
」
を

は
い
た
姿
を
描
か
れ
老
婆
に
授
け
ら
れ
た
。
老
婆

は
こ
の
御
影

を
安
置
し
て
念
仏
怠
ら
ず
、
遂
に
往
生
し
た
と
い
う
。
そ
し
て

こ
の
御
影
を
上
人
五
十
二
歳
の

「
あ
し
な
か
の
御
影
」
と

い
う
。

と
こ
ろ
が

い
つ
の
間
に
か
そ
の
御
影
は
所
在
不
明
と
な

っ
て
し

ま

っ
た
。
そ
れ
か
ら
約
四
百
年
後
、
慰
樵
上
人
が
清
滝
権
現
の

お
告
げ

に
よ

っ
て
こ
の
御
影
を
見
出
し
た
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

法
然
上
人
五
十

二
歳
の
時
と

い
え
ば
、
元
暦
元
年

(
=

八

四
)
で
開
宗
後
十
年
、
大
原
談
義

の
三
年
前
で
あ
り
、
元
暦
元

年

の
二
月
に
は
平
重
衡
が

一
の
谷
で
捕
え
ら
れ
鎌
倉

に
送
ら
れ

る
途
中
、
法
然
上
人
に
教
化
を
う
け
た
年
で
あ
る
。
上
人
が
梅

ヶ
畑
を
通

っ
て
愛
宕
山
月
輪
寺

へ
行
か
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い

て
は
各
種
法
然
伝
か
ら
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
こ

の
頃
は
ま
だ
九
条
兼
実
と
の
親
交

は
始
ま

っ
て
い
な
い
時
で
あ

る
か
ら
、
縁
起
を
そ
の
ま
ま
信
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た

慰
樵
上
人
は
関
東
生
実
の
大
巌
寺
に
二
十
数
年
間
学
び
、

の
ち

筑
後
の
善
導
寺
に
住
し
た
が
、
法
然
上
人
の
御
影
を
求
め
て
上

洛
し
西
院
村
に
居
住
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
清
滝
権
現

の
夢
告
に

よ

っ
て
梅
ケ
畑
中
島

で
所
在
不
明
で
あ

っ
た
法
然
上
人
自
筆

の

御
影
を
見
出
し
、
そ
こ
で
彼
は
こ
の
地

に
草
庵
を
結
ん
で
御
影

を
朝
夕
供
養
し
た
と
い
う
。
そ
の
草
庵
が
慰
称
寺
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
梅

ヶ
畑
に
お
け
る
法
然
上
人

の
女
人
教
化
を

伝
え
、
上
人
自
筆

の
御
影
を
伝
え
て
い
る
が
、

こ
の
こ
と
が
史

実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
兼
実

の
月
輪
寺
と

上
人
と
の
関
係
か
ら
、
そ
の
月
輪
寺

へ
の
往
復
路
で
あ
る
梅
ケ

畑
に
お
け
る
教
化
伝
承
が
、
真
実
味
を
お
び
て
伝
え
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
丁
度
、
慰
樵
上
人
が
上
洛
し
て
き
た
と
い
う
天

正
年
間
、
そ
し
て

『
元
祖
大
師
縁
起
』

の
書
か
れ
た
慶
長
年
間

は
、
近
世
浄
土
宗
寺
院
の
成
立
期
に
当

っ
て
お
り
、
浄
土
宗
寺

院
と
し
て
出
発
に
際
し
、
上
人
有
縁

の
地
と
し
て
宗
祖
の
御
影

が
重
視
さ
れ
、

こ
の
御
影
を
通
し
て
布

教
活
動
が
な
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
。

梅

ケ
畑
平
岡

の
西
、
山
あ

い
に
導
故
上
人
を
開
創
と
す
る
導

故
院
が
あ
る
。

導
故
上
人
と
は
桑
誉
導
故
了
的

の
こ
と
で
、
近
世
初
頭
、
浄
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土
宗
教
団
の
基
礎
を
築

い
た
江
戸
増
上
寺
中
興
源
誉
存
応

(
観

智
国
師
)
の
弟
子
で
、
廓
山
と
と
も
に
浄
土
宗
法
度

(
元
和
条

目
)

の
草
稿
を
作
り
、

の
ち
増
上
寺
に
住
し
徳
川
家
康
及
び
秀

忠

の
帰
依
を
う
け
た
。
元
和
二
年

(
一
六

一
六
)
黒
谷
金
戒
光

明
寺

の
住
職
と
な

っ
た
が
八
年
後
に
退
き
、

こ
の
梅
ケ
畑
の
地

に
隠
棲
し
て
導
故
院
を
開

い
た
。
と

こ
ろ
が

一
年
後

の
寛
永
二

年
、
幕
府
の
命
に
よ

っ
て
増
上
寺
に
住
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
れ
よ
り
導
故
院
は
無
住
と
な
り
荒
廃

し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
か
ら
四
、
五
十
年
の
後
、
各
地
に
仏
教
を
弘
め
貧
し
い
人
び

と
を
救
済
し
て
い
た
厭
求
上
人
と
い
う
僧
あ
り
、

こ
の
僧
に
教

え
を
う
け
た
京
の
富
山
某

(伊
勢
国
射
和
出
身
)
は
、
厭
求
上

人
を
招

い
て
導
故
院
を
再
興
し
た
の
で
あ
る
。

厭
求
上
人
は

京
都
で
生
れ

江
戸
で

学
ん
だ
が
、

明
暦
三
年

(
一
六
五
七
)
江
戸
の
大
火
に
あ

い
無
常
を
感
じ
て
民
衆
教
化

の
た
め
に
地
方
行
脚

に
出
、
山
城

・
摂
津

・
出
羽

・
安
芸

・
出

雲
な
ど
各
地
に
念
仏
を
弘
め
た
。
伝
記
に
よ
れ
ぽ
、
天
和
元
年

(
一
六
八

一
)

の
冬
か
ら
翌
年
に
か
け
て
天
災
地
変
、
飢
饉
起

り
、
洛
中
洛
外
近
里
遠
村
餓
死
す
る
者
が
続
出
し
、
ま
た
飢
え

て
路
に
横
た
わ
る
者
多
か

っ
た
。
厭
求
上
人
は
導
故
院
に
あ

っ

て
こ
れ
を
見
開
し
、
京
の
町
に
出
て
自
分
の
衣
服
を
脱
ぎ
、
日

用
の
調
度
品
を
も
米
に
か
え
て
餓
飢
者
に
施
し
、
ま
た
托
鉢
し

て
貧
し
い
人
び
と
を
救

っ
た
と
い
う
。

本
堂
裏
に
高
さ

一
・
八

メ
ー
ト
ル
、
横

一
・
六
メ
ー
ト
ル
、

奥
行
四
メ
ー
ト
ル
の
石
窟
が
あ
り
、
中

に
は
開
山
導
故
上
人
の

名
号
石
、
中
興
厭
求
上
人
の
名
号
石
が
あ
り
、
そ
の
左
右
に
檀

越
富
山
氏

の
墓
が
あ
る
。

こ
の
石
窟

の
中
で
念
仏
を
唱
え
た
と

い
う
。

こ
の
導
故
院
の
地
に
つ
い
て

『
厭
求
上
人
行
状
記
』
に

い
う
、

導故院石窟

 

「
此
地
の
あ
り
さ
ま
緑
樹
蒼
欝
と
し
て
後
山
に
覆
ひ
、
脩

竹
瀟
洒
と
し
て
前
渓
を
囲
み
眼
下

に
村
里
を
見
渡
し
風
景

絶
勝
な
り

(中
略
)
人
家
を
去
こ
と
遠
か
ら
ず
右
に
五
智

山
を
見
、
左
に
仁
和
寺
を
望
む
、
絶
塵
の
佳
境
壷
中
の
乾

坤

に
し
て
隠
者

の
盤
旋
す
べ
き
処
な
り
」
と
。

善
妙
寺
の
西
北

二
丁
ぼ

か
り
の
と

こ
ろ
に
御
経
坂
峠
が
あ
り
、

そ

こ
に
は
蓮
華
谷
と
よ
ば
れ
る
地
下

の
墓
所
が
あ
る
。
入
口
右

側
に
六
地
蔵
の
石
仏
と
と
も
に
地
蔵
堂
が
あ
り
、
そ
の
前
に
六
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十
六
部
の
墓
が
あ
る
。
六
十
六
部
は
六
部
と
も

い
い
、
全
国
六

十
六
ケ
国
の
著
名
な
霊
場
に
書
写
し
た

『
法
華
経
』
を

一
部
ず

つ
奉
納
し
て
歩
く
巡
礼
僧
の
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代

に
は
既

に
行
わ
れ
て
お
り
、
南
北
朝
時
代
に
は
六
部
の
建
て
た
板
碑
な

ど
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
江
戸
時
代

に
は
浮
浪
人
や
乞
食
や

盗
賊
な
ど
も
ま
じ

っ
て
い
た
と

い
う
が
、

こ
こ
蓮
華
谷
に
あ
る

墓
碑
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
六
部
は
、
徳
の
高

い
立
派
な
僧
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
す
な
わ
ち
墓
碑
銘
に
ょ
れ
ぽ
、
生
国

は
石
見
国

浜
田
中
郡
、
俗
名
西
村
九
左
衛
門
、
法
名
覚
誉

一
幽
大
徳
と
い

う
。
享
保
八
年

(
一
七
二
三
)
八
月
六
日
、
六
十
二
歳
で
こ
の

地
で
往
生
し
た
と

い
う
。
墓
碑
銘
に
い
う
、

「如
心
仏
亦
余

如
仏
衆
生
然

心
仏
及
衆
生

是

三
無

差
別

諸
仏
悉
了
知

一
切
従
心
転

若
能
如
是
解

彼

人
見
真
仏

心
亦
非
是
身

身
亦
非
是
心

作

一
切
仏
事

自
在
未
曽
有

若
人
欲
了
知

三
世

一
切
仏

応
当
如
是

観

心
造
諸
如
来
」
と
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
六
部
を
葬

っ
た
塚
に
霊
験
あ
り
と
し
て
京

内
外
の
人
び
と
が
参
詣
し
た
こ
と
を
江
戸
中
期
の
見
聞
記
に
の

せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
月
堂
見
聞
集
』
に

「北
山
梅

ケ
畑
の
土
民
墓
処
の
内
に
、
六
十
六
部
の
塚
あ

り
、
是
は
十
年
已
前
に
六
十
六
部
の
僧
此
処
に
て
病
死
す
、

所
の
者
此

の
処
に
埋
め
置
け
り
、
然
る
に
当

(
享
保
十
七

年
)
六
月
初
か
た
よ
り
、
京
都
其
外
参
詣

の
者
夥
し
、
所

の
土
民
の
云
、
或
夜
此
在
所

の
者

夢
想
あ
り
、
我
を
信
心

せ
ば
諸
病
癒
す
べ
し
と
、
依
之
拝
し
祈
る
に
、
盲
目
は
目

を
開
き
、
蹇
は
能
く
歩
む
と
云
々
、
依
之
伝
聞
て
参
詣
す
、

墓
処
に
卒
都
婆
立
た
る
計
也
、
祈
願
の
者
は
樒
を
立
て
、

か
わ
ら
け
に
水
を
入
れ
て
備

へ
、

拝
し
終
り
て
其
の
水
を

香
水
と
名
付
け
、
竹

の
筒
に
入
帰

り
て
病
人
に
頂
戴
せ
し

む
、
其
の
辺

の
土
民
、
時
を
得
て
樒
か
わ
ら
け
竹

の
筒
を

拵
て
売
る
、
大
か
た
城
南
神
の
香
水
の
は
や
り
し
に
似
た

り
L

と
伝
え
て
い
る
。

享
保
八
年
に
六
部
が
世
を
去

っ
て
よ
り
十
年
、
在
所

の
者
に

霊
験
あ
り
と
す
る
夢
想
が
あ
り
、
そ
れ
以
後
、
病
気
平
癒
の
霊

験
あ
ら
た
か
で
あ
る
と

い
う
墫
が
広
ま
り
、
京
の
町
か
ら
多
く

の
人
び
と
が

こ
の
蓮
華
谷

の
六
部
の
塚

へ
参
詣
し
て
疾
病
平
癒

を
祈
り
、
ま
た
在
所
の
人
び
と
が
参
詣
人
を
相
手
に
商

い
を
し

た
と
い
う
が
、
そ
の
状
景
が
目
に
浮
ぶ

よ
う
で
あ
る
。

今
は
た
だ
後
に
建

て
ら
れ
た
墓
碑
が
、
昔
日
の
参
詣
の
に
ぎ

わ
い
も
忘
れ
、
時
折
、
地
下

の
人
び
と
が
お
供
え
す
る
線
香

の

け
む
り
の
中
に
何
事
も
な
か

っ
た
如
く
立

っ
て
い
る
の
み
で
あ

る
。街

道
を
平
岡

・
広
芝
と
す
ぎ
て
善
妙
寺
の
集
落
に
入
る
と
、

新
道

の
左
に
民
家
が
並
び
、
そ

の
裏
か
ら
北
に
か
け
て
の
丘
麓
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地
を
善
妙
寺
跡
と
伝
え
て
い
る
。
昔
を
偲
ぶ
何
も
の
も
な
く
僅

か
に
地
名
と
し
て
残

っ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

さ
て
、
善
妙
寺

は
今
を
去
る
七
百
六
十
年
余
、
西
園
寺
入
道

大
相
国

(
公
経
)
な
ら
び
に
中
納
言
中
御
門
宗
行
卿
の
妻
女
に

よ

っ
て
造
営
さ
れ
た
尼
寺
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
貞
応
二
年

(
一

二
二
三
)
承
久

の
乱

に
敗
れ
関
東
方

に
と
ら
え
ら
れ
殺
さ
れ
た

中
御
門
宗
行
の
菩
提
を
と
む
ら
う
た
め
に
、
宗
行

の
後
室
は
明

恵
上
人
に
帰
依
し
剃
髪
し
て
戒
光
と
名
を
改
め
、
善
妙
寺
建
立

の
本
願
主
と
な

っ
た
。
そ
し
て
西
園
寺
公
経
に
よ

っ
て
古
堂
が

移
さ
れ
、
同
年
七
月
栂
尾
の
本
尊
半
丈
六
の
釈
迦
像
を
こ
の
寺

の
本
尊
と
し
て
安
置
し
、
翌
三
年
四
月
に
は
唐
本

の
十
六
羅
漢

像
並
に
成
忍
筆
の
阿
難
尊
者
の
画
像
を
本
堂
に
移
し
て
そ
の
開

眼
供
養
を
行

い
、
ま
た
尼
寺
の
鎮
守
並
に
華
厳
の
守
護
と
し
て

新
羅
国
の
女
神
と
い
う
善
妙
明
神
を
勧
請
し
、
ま
た
獅
子
狛
犬

等
を
安
置
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
仏
像
な
ど
が
安
置
さ
れ

伽
藍
も
と
と
の
え
ら
れ
、
明
恵
上
人
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
講
経

な
ど
仏
事
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
建
久
後
文
覚
上
人

か
ら
明
恵
上
人
に
附
授
さ
れ
高
山
寺

の
別
院
と
な

っ
た
。

と

こ
ろ
で
こ
の
寺
は
、
本
願
主
の

「戒
光
尼
」
を
は
じ
め
多

く

の
比
丘
尼
達
が
住
む
尼
寺
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
承
久

の
乱

に

敗
れ
た
公
家
の
未
亡
人
ら
で
、
例
え
ば
山
城
守
佐
々
木
広
綱
の

妻

「明
達
尼
」、

彼
女
は
夫
及
び
父
を
乱
で
失

い
、

一
子
勢
多

伽
丸
ま
で
殺
さ
れ
る
に
至

っ
て
、
そ
の
菩
提
を
と
む
ら
う
た
め

明
恵
上
人
に
つ
い
て
出
家
し
、
父

・
夫

・
子

の
た
め
に
写
経
、

念
仏
に
専
念
し
た
が
、
遂
に
貞
永
元
年

(
一
二
三
二
)
清
滝
川

に
身
を
投
じ
自
ら
の
命
を
絶

っ
た
と
い

い
、
時
に
四
十
七
歳
で

あ

っ
た
。
そ
の
他
、
藤
原
光
親
の
妻

「
禅
恵
尼
」
、
左
衛
門
尉
基

清

の
妻

「性
明
尼
」
、

ま
た

「
理
証
尼
」

「真
覚
尼
」

「
明
行

尼
」

「
信
戒
尼
」
な
ど
、
と
も
に
明
恵
上
人
に
よ

っ
て
出
家
し

て
比
丘
尼
と
な
り
、
善
妙
寺
で
修
行

の
生
活
を
送

っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
間
、
有
縁

の
人
び
と
の
た
め
に
経
典
を
書
写
し
供
養阿 難 塔
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し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

っ
尼
経
」
と

い
わ
れ
高
山
寺
に
現

存
し
て
い
る
。
尚
、
貞
応

二
年

の
草
創
よ
り
約
四
十
年
を
経
た

文
永
二
年

(
一
二
六
五
)
に

「
阿
難
塔
」
が
造
立
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後

の
善
妙
寺
に
つ
い
て
は
、
徳
川
中
期

の
記
録
に
も
存

続
し
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
即
ち
、
寺
は
善
妙
寺
村

の

民
家
の
西
に
あ
り
、
仏
殿
は
東
向
き
、
阿
難
塔

は
仏
殿
の
北
、

東
向
き
に
あ
り
、
善
妙
神
社
は
石
塔
の
北
、
東
向
き
に
あ
る
と

述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
善
妙
寺
が
創
建
当
時
の
ま
ま
で
は

な

い
に
し
て
も
、
そ
の
寺
域
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

さ
ら
に
正
法
律
を
唱
え
た
慈
雲
尊
者

(
一
七

一
八
ー

一
八
〇

四
)
の
弟
子

(
尼
僧
)
達
が
丁
度
こ
の
頃
善
妙
寺
に
住
し
て
い

た
よ
う
で
、
慈
雲
尊
者
及
び
弟
子
の
伝
記
に
ょ
れ
ば
、
安
永

二

年

(
一
七
七
三
)
十
二
月
十

一
日
に
寂
し
た
葉
山
義
文
尼
、
文

化
五
年

(
一
八
〇
八
)
七
月
十
九
日
に
寂
し
た
実
堂
義
充
尼
、

ま
た
文
化
十
年

(
一
八

一
三
)
正
月
二
十
七
日
に
寂
し
た
峰
山

義
圭
尼
な
ど
が
そ
れ
で
、
こ
れ
ら
の
比
丘
尼
達

は
そ
れ
ぞ
れ
善

妙
寺
住
職
と
し
て
そ
の

一
代
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
伝
記
に
ょ

れ
ば
善
妙
寺
と
同
様
、
正
法
律

の
尼
僧
の
住
ん
だ
寺
と
し
て
梅

ヶ
畑
即
覚
庵
と
い
う
寺
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
寺
が
梅
ヶ
畑

の
ど
こ
に
あ

っ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
善
妙
寺
、
即
覚
庵

で
は
、
慈
雲
尊
者
が
千
衣
の
袈
裟
裁
製
を
発
願
さ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
か
ら
、
弟
子

の
尼
僧
達
は
袈
裟
を
縫

っ
て
い
た
こ
と
が
伝

記
の
上
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以

上
の
こ
と
か
ら
少
く
と

も
江
戸
中
期
を
少
し
下

っ
た
頃
ま
で
善
妙
寺

は
存
在
し
て
い
た

こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
以
後
の
変
遷

は
明
ら
か
で
な
く
、
何
時
し
か
廃

絶
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
わ
ず

か
に

「
阿
難

塔
」
そ
し
て

「善
妙
神
神
祠
」
に
よ

っ
て
昔
を
し
の
ぶ
の
み
で

あ
る
。

な
お

「
阿
難
塔
」
は
現
在
同
地
の
為

因
寺

の
境
内
に
あ
り
、

高
さ
約
ニ
メ
ー
ト
ル
の
宝
篋
印
塔

で
あ

る
。
基
礎
の

一
部
が
欠

け
、
相
輪
も
破
損
し
て
い
る
が
ほ
ぼ
完
存
に
近
く
、
笠
四
隅
の

突
起
が
別
石
の
長
大
な
も

の
で
、
外
側

の
線
が
直
立
し
た
古

い

型
を
伝
え
て
い
る
。
塔
身

の
正
面
に

「
阿
難
塔
」
裏
に

「文
永

二
年
乙
丑
八
月
建
立
」
と
刻
ま
れ
て
お

り
、
記
銘
を
も

つ
宝
篋

印
塔

の
中
で
最
も
古
い
様
式
を
示
し
て

い
る
。
既
述
し
た
よ
う

に
善
妙
寺
は
承
久
の
乱
の
犠
牲
と
な

っ
た
公
卿
の
未
亡
人
に
よ

る
尼
寺
で
あ
る
が
、

こ
の
塔
は
尼
僧
達
が
阿
難
を
供
養
し
て
建

立
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
阿
難
尊
者
が
初
め
て
女
人
を

出
家

せ
し
め
、
比
丘
尼
の
教
団

の
成
立

の
基
を
な
し
た
と

い
う

故
事
か
ら
、
尼
寺
に
は
多
く
阿
難
塔
が

た
て
ら
れ
、
善
妙
寺
に

於
て
も
尼
寺
な
る
が
故
に
阿
難
塔
が
た

て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
塔
も
善
妙
寺

の
荒
廃
に
よ
り
、
何
時
の
頃
か
為
因
寺
に
移

り
、
七
百
年
後

の
今
日
に
そ

の
形
を
残

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(な
り
た

し
ゅ
ん
じ

文
学
部
教
授
)
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