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京
都
、
奈
良
の
各
大
寺
が
着
々
と
整
備
さ
れ
て
、
そ
の
様
相
を
大
き
く
変
化
さ
せ
て
き
て
い
る
。
薬
師
寺
は
す
で
に
伽
藍
の
整
備
が
な
っ
た
よ
う
だ
。
唐
招
提
寺
は
間
も
な
く
だ

ろ
う
か
。
そ
の
中
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
が
興
福
寺
で
、
南
円
堂
が
美
し
い
朱
塗
り
の
姿
を
現
出
し
た
が
、
こ
れ
で
金
堂
が
完
成
す
る
と
、
明
治
の
神
仏
分
離
、
廃
仏
毀
釈
等
の
号

令
に
よ
っ
て
衰
微
す
る
以
前
の
、
豪
壮
な
姿
を
ほ
ん
の
少
し
回
復
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
猿
沢
の
池
の
向
こ
う
に
ま
で
広
が
っ
て
い
た
往
時
の
姿
に
は
程
遠
い
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
が
、
東
大
寺
と
の
力
関
係
が
逆
転
し
て
い
た
中
古
、
中
世
の
様
子
が
、
少
し
は
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
と
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
京
都
宇
治
の
平
等
院
に
つ
い
て
も
、

建
立
当
時
の
様
相
を
Ｃ
Ｇ
の
再
現
ヴ
ィ
デ
オ
で
垣
間
見
る
と
、
丹
と
朱
色
に
よ
る
外
観
、
極
彩
色
の
堂
内
の
美
し
さ
に
目
を
見
張
る
。
と
も
あ
れ
、
京
都
、
奈
良
の
寺
社
の
イ
メ
ー

ジ
は
、
こ
こ
二
、
三
十
年
を
境
に
し
て
、
大
き
く
変
貌
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
世
界
遺
産
へ
の
登
録
運
動
と
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
で
、
現
在
の
状
況
の
許
す
と

こ
ろ
は
さ
ら
に
整
備
さ
れ
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
は
、
前
者
と
さ
ら
な
る
格
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
無
常
な
、
常
に
変
化
し
続
け
る

世
の
中
が
、
改
め
て
実
感
さ
れ
る
。 

 

そ
の
点
に
お
い
て
は
、
こ
の
我
々
の
小
さ
な
営
為
も
同
じ
よ
う
で
、
こ
う
し
て
２１
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
と
し
て
音
楽
に
関
す
る
文
献
資
料
を
刊
行
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
結
果
、
そ
の
研
究
は
諸
方
に
認
め
ら
れ
、
学
問
の
分
野
に
よ
う
や
く
市
民
権
を
得
つ
つ
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
。
こ
の
営
為
も
三
年
目
を
迎
え
、
中
世
班
の
研
究
に
携
わ
る

若
手
研
究
者
、
大
学
院
生
た
ち
も
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
研
究
に
積
極
性
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
頼
も
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
が
、
そ
う
し
て
そ
の
研
究
に
際
し
て
は
、
昨
年
度
作

成
し
た
三
冊
の
資
料
集
が
つ
ね
に
座
右
に
あ
っ
て
効
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
各
人
が
そ
れ
を
基
礎
研
究
の
段
階
で
有
用
で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
て
い
る
の
が
よ
い
。
彼
等
に
も
研
究

の
基
盤
作
り
の
重
要
さ
が
身
を
も
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
三
冊
が
、
関
係
諸
方
に
お
い
て
も
、
大
い
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
ま
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
あ
る
資
料
類
は
、
純
正
な
漢
文
資
料
と
は
言
い
が
た
い
が
、
し
か
し
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
日
本
漢
文
の
常
態
な
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
日
本

人
は
中
国
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
そ
れ
を
、
長
い
時
間
を
か
け
て
、
つ
い
に
は
、
現
行
の
文
体
に
ま
で
仕
上
げ
て
き
た
。
し
か
し
、
相
変
わ
ら
ず
、
そ
の
変
遷
史
は
中
世
を
う
ま
く
通

過
し
て
い
な
い
。
そ
の
原
因
は
、
こ
の
常
態
の
日
本
漢
文
と
、
国
語
学
者
が
正
面
か
ら
取
り
組
ま
な
い
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、
一
方
に
お

い
て
は
、
漢
文
日
記
や
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
る
音
楽
資
料
類
の
解
釈
研
究
を
遅
ら
せ
て
も
い
る
。 

 

国
際
化
の
旗
印
の
も
と
に
、
外
国
語
や
、
情
報
機
器
操
作
へ
の
習
熟
は
言
わ
れ
る
が
、
根
幹
に
あ
る
べ
き
日
本
に
関
わ
る
学
問
は
、
相
変
わ
ら
ず
何
か
お
か
し
い
。
本
道
を
外
れ

て
い
る
。
こ
の
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
携
わ
り
、
日
々
、
日
本
漢
文
と
向
き
合
っ
て
い
る
が
、
ひ
と
た
び
学
部
の
教
場
に
か
え
っ
て
、
文
章
の
音
読
か
ら
さ
せ
て
み
る
と
、
古
文
は

と
も
か
く
、
現
代
文
も
う
ま
く
い
か
な
い
。
そ
れ
は
日
常
的
に
垂
れ
流
さ
れ
る
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
中
の
似
非
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
を
手
本
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
止
む
を
得
な
い
と
い
え

ば
そ
れ
ま
で
で
あ
る
が
、
中
学
、
高
校
の
現
場
も
音
読
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
結
果
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
日
本
漢
文
ど
こ
ろ
の
話
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
本
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書
の
緒
言
に
こ
う
し
た
文
章
が
適
当
で
な
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
漢
文
の
普
及
、
理
解
を
諸
方
に
求
め
る
時
、
こ
の
現
状
の
打
開
が
急
務
で
あ
る
。
事
新
し
い

要
求
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
「
読
み
、
書
き
、
話
す
」
の
徹
底
と
、
歴
史
教
育
、
日
本
文
化
の
普
及
。
こ
れ
を
大
学
教
育
に
お
い
て
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
、
ま
っ
た

く
遅
い
の
で
あ
る
。
日
本
語
の
成
り
立
ち
、
日
本
文
化
の
成
り
立
ち
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
注
意
深
く
教
授
し
て
い
け
ば
、
日
本
学
は
正
し
い
道
に
戻
れ
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
本
年
は
筆
者
が
サ
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ル
を
取
っ
た
関
係
も
あ
っ
て
、
昨
年
度
の
補
遺
を
、
と
い
う
構
想
で
本
書
の
制
作
は
始
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
特
に
二
冊
に
分
け
ず
、
楽

書
篇
と
し
て
も
ろ
も
ろ
を
一
冊
に
ま
と
め
る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
さ
に
あ
れ
も
こ
れ
も
一
緒
と
い
う
、
言
わ
ば
、
ご
っ
た
煮
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
、
新

規
の
企
画
と
し
て
、
上
野
学
園
大
学
日
本
音
楽
史
研
究
所
所
長
で
、
本
班
研
究
協
力
者
で
あ
る
福
島
和
夫
氏
よ
り
、
「
古
楽
文
粋 

譜
序
・
跋
」
と
し
て
、
楽
書
の
序
跋
に
関
す
る

史
料
研
究
を
ご
寄
稿
い
た
だ
き
、
楽
書
に
お
け
る
序
跋
文
の
様
相
を
諸
方
に
提
示
で
き
る
運
び
と
な
っ
た
。
ま
た
、
『
教
訓
抄
』
の
共
同
研
究
の
一
環
と
し
て
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

『
教
訓
抄
』
の
翻
刻
・
紹
介
、
併
せ
て
狛
系
楽
書
群
の
翻
刻
・
紹
介
も
緒
に
つ
き
、
今
回
は
〔
楽
記
〕
の
収
載
が
実
現
し
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
二
年
間
以
内
に
完
了

す
る
予
定
で
あ
る
。
な
お
、
そ
れ
に
つ
け
て
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
を
は
じ
め
、
春
日
大
社
等
、
関
係
諸
方
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。
特
に
、
春
日
楽

書
の
調
査
は
、
『
教
訓
抄
』
の
研
究
を
開
始
し
た
院
生
の
希
望
に
よ
り
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
調
査
希
望
に
快
く
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
ば
か
り
か
、
多
く
の
時
間
を
割

く
ば
か
り
か
、
多
大
な
る
ご
教
示
を
く
だ
さ
っ
た
春
日
大
社
主
任
学
芸
員
松
村
和
歌
子
、
同
学
芸
員
秋
田
真
吾
両
氏
の
厚
情
は
言
葉
に
尽
く
せ
な
い
。
こ
の
二
度
に
わ
た
る
春
日
大

社
所
蔵
の
楽
書
の
調
査
に
よ
っ
て
、
『
教
訓
抄
』
の
研
究
が
今
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
く
か
は
、
筆
者
も
楽
し
み
な
と
こ
ろ
で
あ
る
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