
大

石

寺

に

ね

む

る

も

の
廣

田

頼

道

総
本
山
第
十
二
世
の
日
鎮
上
人
か
ら
十
三
世
日
院
上
人
十
四
世

日
主
上
人
と
幼
少
の
折
に
相
承
を
受
け
そ
の
間
に
問
断
が
お
こ
っ

た
こ
と
は
事
実
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
貫
首
上
人
は

僧
俗
に
守
ら
れ
成
人
を
経
、
徳
を
磨
か
れ
大
石
寺
法
門
を
身
に
体

じ
正
し
く
守
ろ
う
と
僧
俗
の
中
に
身
を
投
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
容

易
に
想
像
出
来
る
し
、
垣
間
見
る
文
書
の
中
に
断
定
出
来
る
も
の

も
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
は
、
要
法
寺
流
に
な

っ
て
行
く
歴
史
の
流
れ
を

問
題
の
提
議
と
し
て
述
べ
、
加
え
て
事
実
は
事
実
と
し
て
認
識
す

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
分
け
で
あ
る
。

日
鎮
上
人
口
院
上
人
の
付
第
と
相
承
の
事

日
鎮
上
人
は
大
永
六
年
九
月
五
日

（西
暦

一
五
二
六
）
付
の
付

弟
状
と
さ
れ
る
文
書
に
、
日
院
上
人
の
後
見
を
宜
敷
く
頼
む
旨
を

願
い
、
法
門
厳
護

。
大
石
寺
厳
護
を
強
く
依
頼
を
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

（付
弟
状
の
意
味
は
な
く
大
石
寺
惣
衆
檀
那
御
中

へ
の

依
頼
状
で
あ
る
）
こ
の
文
書
は
歴
代
法
主
全
書

一
巻
四
四
三
Ｐ
に
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「付
弟
状
」
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
加
え
て

「富

士
年
表
宍
上
巻
９９
Ｐ
西
暦

一
五
二
六
）
に
も

「０
９

●
５
日
鎮
良

王
童
を
付
第
と
な
す
」
と
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

完
全
な
ま
ち
が
い
で
あ
る
。

つ
ま
り
六
年
前
の
永
正
十
七
年
七
月
二
十
九
日
（西
暦

一
五
二
〇
）

の

「興
大
衆
状
六
歴
代
法
主
全
書

一
巻
四
四
五
Ｐ
）
に

四
国
土
佐
幡
多
庄
吉
奈
圃
書
助
高
國
之
子
息
（
日
院
上
人
の
事
）

出
家
成
さ
れ
候
。
彼
方
を
愚
僧

（
日
鎮
上
人
の
事
）
の
付
弟
に

申
し
候
。
此
段
僧
俗
共
に
御
こ
こ
ろ
得
候
て
然
る
べ
き
よ
う
に

真
俗
御
指
南
た
の
み
奉
り
候
。
　

（後
略
）

こ
の
よ
う
に
日
鎮
上
人
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
付
弟
が
同

じ
方
相
互
の
間
で
二
回
成
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は

「富
士
年
表
」
の
校
正
ま
ち
が
い
で

あ
れ
と
思
い
た
い
が
、
ど
う
も
辻
棲
合
せ
の
感
じ
が
す
る
箇
所
で

あ
る
。

つ
ま
り
本
来
は
永
正
十
七
年
に
弟
子
と
な

っ
て
、
六
年
後

の
大
永
六
年
に
大
石
寺
大
衆
に
託
さ
れ
な
が
ら
相
承
が
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
し
辻
棲
合
せ
で
な
い
の
な
ら
ば

「
歴
代
法
主

全
書
」
に
お
け
る
題
名
も
説
明
を
加
え
、

「富
士
年
表
」
の
記
載

（
一
五
二
六
）
と
記
載
も
れ

（
一
五
二
〇
）
を
明
確
に
改
め
正
さ

な
け
れ
ば
い
け
な
い
は
ず
で
あ
る
。

さ
て
、
次
の
日
院
上
人
は
幼
少
に
し
て
日
鎮
上
人
よ
り
相
承
を

受
け
た
け
れ
ど
も
そ
の
後
研
鑽
の
中
に
お
い
て
大
石
寺
法
門
の
人

と
な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
永
禄
元
年
十

一
月
十
五
日

（西
暦

一
五
五
八
）
著
さ
れ
た

「要
法
寺
田
辰
御
報
六
歴
代
法
主

全
書
四
四
九
Ｐ
）
に
よ

っ
て
、
要
法
寺
日
辰
が
重
須
を
経
て
西
山

日
建
の
付
属
状
を
手
に
し
寂
円
入
道
と
い
う
方
を
使
い
に
た
て
日

院
に
五
山
合
体
の
甘
言
を
ろ
う
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
　
日
院
上
人
は
こ
の
書
面
を
も

っ
て
、
当
時
、
権
力

財
力
に
お
い
て
は
身
延
を
も
含
め
京
都
を
も
圧
し
、
右
に
出
る
も

の
が
い
な
か

っ
た
、
こ
の
要
法
寺
日
辰
に
対
し

仰
せ
に
云
く

（富
士
相
伝
流
儀
に
）
諸
仏
の
国
王
と

（宗
祖
）

是
の
経
の
夫
人
と

（
日
興
上
人
）
和
合
し
て
共
に
是
の
菩
薩
の

子

（
日
目
上
人
）
を
生
ず
と
、
御
血
脈
の
奥
書
内
証
本
門
戒
壇

末
法
弘
通
の
正
導
師
範
疑
滞
無
き
者
な
り
。

と
冒
頭
に
示
し
、
蓮
興
目
三
祖
を
正
導
の
師
範
と
拝
す
る
こ
と
が

富
士
門
下
の
規
範
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
故
結
文
に
は

閻
浮
未
曽
有
の
無
類
の
勝
山
亦
章
き
こ
と
な
く

（な
ま
ぐ
さ
く

な
く
）
洛
水

（京
都
）
の
虎
に
信
仰
之
れ
無
き
事
は
謂

つ
べ
し

（
い
う
ま
で
も
な
い
）
惇
真
惇
濃
曾
本
の
法
に
も
と
り
真
の
法
に

対
す
る
礼
に
は
ず
れ
る
）
と
、
然
り
と
雖
も
暫
く
方
便
の
行
な

ら
ば
終
に
廣
流
の
正
導
師
に
帰
せ
ら
る
者
か
。

（も
し
し
ば
ら



く
の
間
の
方
便
と
し
て

一
経
読
誦
、
造
像
の
こ
と
を
し
て
い
る

の
で
あ
る
な
ら
ば
最
後
は
広
宣
流
布
の
正
し
い
導
師
で
あ
る
蓮

興
目
三
祖
を
規
範
と
す
る
正
法
正
師
の
正
義
に
帰
命
せ
ら
れ
た

ほ
う
が
い
い
で
す
よ
。
）
恐
恐
謹
言
。

こ
の
よ
う
に
破
折
し
覚
醒
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
後
で
あ
ろ
う
し

つ
こ
く
傘
に
か
か
る
要
法
寺
の
魔
手
に
対
し
て

「要
法
寺
御
返
報
六
歴
代
法
主
全
書

一
巻
四
五
三
）
の
わ
ず
か
な

短
い
手
紙
の
中
に
も

（前
略
）
巨
細
の
段
定
め
て
御
使
僧
聞
達
せ
し
め
ら
る
べ
し

候
條
審
に
能
は
ず
候
。
恐
恐
謹
言
。

と
あ
り
、

一
部
始
終
の
こ
と
は
御
使
い
の
僧
侶
に
聞
い
て
下
さ
い
。
し
か

し
つ
ま
び
ら
か
し
に
し
た
所
で
法
門
の
く
い
違
い

（要
法
寺
の
ま

ち
が
い
）
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
べ
し
ょ
う
。
（否
定
推
量
で

止
め
る
）
と
、
や
は
り
破
折
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
日
主
上
人
の
代
に
な

っ
て
も
、
や
は
り
抗
し
難
い
色
々
な

材
料
を
も

っ
て
要
法
寺
か
ら
の
圧
力
が
あ

っ
た
も
の
と
思
え
る
の

で
あ
る
。　
２

説
に
は
こ
の
時
代
市
場
の
清
何
某
と
い
う
総
代
格

の
檀
家
が
要
法
寺
に
組
み
し
て
、
富
士
の
清
流
を
要
法
寺
の
水
先

案
内
人
と
し
て
濁
し
た
と
い
う
こ
と
も
聞
く
の
で
あ
る
。
）
何
故
か

と
い
え
ば
日
主
上
人
は
四
十
二
才
の
年
齢
で
小
金
井
蓮
行
寺
で
隠

居
し
、
二
十

一
年
間
も
の
間
生
活
を
さ
れ
、
六
十
三
才
で
入
寂
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
十
二
才
の
働
き
盛
り
で
隠
居
。
体
調
の
変
異
も
な
く
、
大
石

寺
法
門
の
後
継
者
を
た
て
る
こ
と
も
な
く
、
他
門
の
人
間
に
そ
れ

を
ま
か
せ
る
。

―
―
―

本
当
に
心
お
き
な
く
ま
か
せ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
考
え
て

も
要
法
寺
の
圧
力
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
裏
付
け

る
も
の
と
し
て
、

「興
絶
檀
方
衆
中
書
」
と
い
う
文
書
が
あ
る
。

（歴
代
法
主
全
書

一
巻
四
七
三
）
こ
の
文
書
は
慶
長
六
年
六
月
二

日
西
暦

一
六
〇

一
）
の
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
混
乱
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

愚
僧

（
日
昌
の
謙
遜
語
）
当
山

（大
石
寺
）
之
堪
忍
な
り
が
た

き
候
條
々
の
こ
と

一
、
三
ケ
年
以
前
よ
り
、　
２

五
九
八
年
頃

つ
ま
り

一
五
九
六

年
に
相
承
を
受
け
た
わ
け
だ
か
ら
、
日
昌
は
三
十
二
才
迄
要
法

寺
に
お
い
て
造
像
読
誦
に
代
表
さ
れ
る
要
法
寺
教
学
を
身
に
つ

け
二
年
後
の

一
五
九
四
年
大
石
寺
に
の
ぼ

っ
て
来
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
の
為
、
こ
の
所
は
の
ぼ

っ
て
き
た
当
時
よ
り
と
見
る
べ

き
が
正
解
で
あ
ろ
う
）
衆
中
の

（大
石
寺
法
門
を
守
ら
ん
と
す

る
僧
俗
）
色
意

（態
度
や
心
が
）
悪
口
共
迷
惑
に
御
座
候
條
退

出

（大
石
寺
か
ら
出
て
行
く
）
致
す
べ
き
覚
悟
に
候
事
。



右
悪
僧

（大
石
寺
法
門
を
守
ら
ん
と
す
る
僧
俗
の
事
）
等
や

や
も
す
れ
ば
野
心
を
か
ま
え
て
僧
檀
を
ふ
れ
ま
わ
り

（悪
宣
伝

を
し
て
）
我
等

（要
法
寺
派
と
そ
れ
を
守
ら
と
す
る
僧
俗
）
を

績
出

（追
い
出
し
）
い
た
し
、
先
上

（先
の
上
人

。
日
主
上
人
）

を
招
く

（呼
び
戻
す
）
可
き
存
念

（心
も
ち
）
顕
然

（明
ら
か
）

に
候
。
其
の
外
何
事
を
申
付
候
共

一
返
二
返
に
て
は
き
き
申
せ

ら
れ
ず
候
。

（色
々
な
こ
と
を
頼
ん
で
も

一
返
や
二
返
い
っ
た

所
で
何
も
や
っ
て
く
れ
ぬ
）
然
と
雖
も
且
は
小
事
を
人
事
と
及

び
当
寺
退
転
の
儀
迷
惑
也
。

（
そ
の
上
要
法
寺
か
ら
見
れ
ば
正

し
い
こ
と
で
あ
る

一
経
読
誦
造
像
の
大
石
寺
と
の
小
さ
な
く
い

ち
が
い
と
見
え
る
小
謗
法
を
大
石
寺
法
門
を
守
ら
ん
と
す
る
僧

俗
が
大
謗
法
大
謗
法
と
叫
び
、
大
石
寺
の
法
門
が
改
変
さ
れ
た

改
変
さ
れ
た
と
さ
わ
い
だ
り
退
転
し
た
り
す
る
こ
と
は
迷
惑
な

こ
と
だ
）
且
は
細
々
貫
主
退
転
外
聞
如
何
に
存
候
故

（加
え
て
、

微
細
に
わ
た

っ
て
貫
首
が
大
石
寺
の
法
門
と
違
う
退
転
者
で
あ

る
と
外
に
む
か

っ
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
聞
く
に
）
今

迄
は
堪
忍
候

へ
共
事
か
さ
な
れ
ば
是
非

（仕
方
の
な
い
）
に
お

よ
ば
ず
候
。

一
、
然
る
べ
き
御
代
官

（今
で
い
え
ば
総
監
の
よ
う
な
者
）
御

仲
居

（本
山
の
内
を
お
さ
め
る
者
）
御
座
な
く
候
は

（
い
ら

っ

し
ゃ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
）
い
つ
も
世
出
共
に
調
べ
難
く
候

は
ん
事
。

（
い
つ
も
日
昌
が
調
べ
る
よ
う
に
な

っ
て
し
ま
い
調

べ
監
督
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
）
右
衆
中

（大
石
寺

法
門
を
守
ら
ん
と
し
た
僧
俗
）
の
回
は
と
が

（
口
を
開
け
ば
日

昌
の
批
難
）
意
は
及
ば
ず
故
也
。

（法
務
を
何

一
つ
や
ろ
う
と

い
う
気
が
な
い
）
日
の
と
が
と
は
惣
て
萬
事
の
油
断
退
転
を
貫

首

一
に
か
け
て
悪
口
す
る
が
故
也
。

（
日
の
と
が
と
は
、
全
て

の
ま
ち
が
い
を
貫
首

一
人
の
責
任
で
あ
る
と
批
難
し
て
い
る
の

で
あ
る
）
意
の
及
ば
ざ
る
者
萬
事
欠
如
の
事
共
た
す
け
す
す
め

て
精
を
入
る
る
人

一
人
も
な
き
が
故
也
。

（心
の
及
ば
な
い
人

間
、
い
う
こ
と
を
聞
か
な
い
人
間
達
は
、
全
て
の
こ
と
に
欠
如

し
て
い
て
、
貫
首
を
助
け
た
り
す
す
め
た
り
し
て
精
を
入
れ
て

や
る
人
間
は

一
人
も
い
な
い
の
で
あ
る
。
）

一
、
衆
中
毒
心
之
事

（
日
昌
の
称
え
る
法
門
は
大
石
寺
の
法
円
で
は
な
く
大
謗
法
で

あ
り
正
式
な
貫
首
で
は
な
い
―
―
―

ぐ
ら
い
の
こ
と
を
「衆
中
」

つ
ま
り
大
石
寺
法
門
を
守
ら
ん
と
し
た
僧
俗
に
い
わ
れ
た
で
あ

ろ
う
か
ら
、
日
昌
か
ら
見
て
こ
の

「衆
中
」
の
心
を
毒
心
と
い

わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
）

一
、
諸
番
油
断
之
事

（諸
番
と
は
法
務
も
入
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
要
法
寺
流
と
な

っ

て
行
く
大
石
寺
の
法
門
と
化
儀
の
流
れ
を
断
絶
さ
せ
ぬ
為
に
も
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要
法
寺
流
儀
の
諸
番
を
ボ
イ
コ
ッ
ト
又
は
ヱ
ス
ケ
ー
プ
し
た
と

の
意
味
で
あ
ろ
う
）

一
、
不
信
憚
怠
之
事

（同
様
に
、
要
法
寺
流
と
な

っ
て
行
く
流
れ
に
随
順
し
な
い
為

そ
の
姿
勢
を
と
ら
え
て
日
昌
の
側
か
ら
不
信
憚
怠
の
輩
と
断
定

し
た
の
で
あ
ろ
う
）

以
上

慶
長
第
六
年
辛
丑
六
月
二
日

日
昌
花
押

大
石
寺
之
惣
檀
方
衆
中
参

注
※
　
文
法
的
解
釈
の
ま
ち
が
い
は
何
点
か
あ
る
と
思
い
ま
す
の

で
御
指
摘
を
御
願
い
中
し
上
げ
ま
す
。

何
故
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
と
い
え
ば
、
本
当
に
日
主
上
人
追

い
出
し
で
は
な
く
正
常
な
形
の
相
承
が
そ
こ
に
あ

っ
た
と
す
れ
ば

相
承
が
小
金
井
蓮
行
寺
で
お
こ
な
わ
れ
よ
う
は
ず
も
な
く
、

先
上
を
招
く
可
き
存
念
顕
然
に
候
。

な
ど
と
い
う
記
述
も
な
い
は
ず
で
あ
り
、
又
全
体
に
渡
る
収
束
の

つ
か
な
い
混
乱
な
ど
あ
り
え
よ
う
は
ず
が
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
大
石
寺
法
門
を
守
ら
ん
と
す
る
僧
俗
は
、
本
因
妙
の
仏

法
の
ゆ
く
え
に
心
を
配
り
、
日
昌
上
人
を
先
頭
に
し
て
行
な
わ
れ

改
変
さ
れ
て
行
く
要
法
寺
流
法
門

へ
の
狂
い
を
認
め
ぬ
為
、
体
を

張
り
そ
の
行
動
を
な
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
乍
不
幸
に
も
こ
の
行
動
は
お
と
ろ
え
地
下
に
潜
伏
し
、

大
石
寺
自
身
は
形
と
し
て
幕
府
の
圧
力
を
ノ
ラ
リ
ク
ラ
リ
と
か
わ

す
に
充
分
な
要
法
寺
体
勢
と
な
り
と
り
つ
ぶ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
が
法
門
的
に
は
暗
黒
期
に
な

っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
し
か
し

地
下
に
潜
伏
し
て
い
っ
た
人
石
寺
僧
俗
の
太
く
長
い
信
仰
の
命
脈

の
中
に
内
証
の
血
脈
を
受
け
た
パ
ワ
ー
が
伝
え
ら
れ
、
そ
の
パ
ワ

ー
が
日
永
上
人
日
宥
上
人
口
寛
上
人
の
是
正
期

へ
開
花
し
た
の
で

あ
る
。

あ
ま
り
に
も
相
似
て
い
る
今
日
の
姿
。

我
々
の
未
来
と
、
現
実
の
今
日
が
こ
う
な
ら
な
い
よ
う
に
足
は

是
、
非
は
非
と
し
て
、
他
宗
教
団
創
価
学
会
の
信
仰
理
解
の
力
に

幻
惑
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
日
蓮
正
宗
の
本
分
、
僻
侶
の
本
分
を
わ

き
ま
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
な
の
で
あ
る
。

創
価
学
会
を
不
動
の
も
の
と
し
て
正
邪
を
論
じ
て
い
る
の
か
。

大
聖
人
を
中
心
と
し
て
正
邪
を
論
じ
て
い
る
者
な
の
か
、
御
聖
教

は
あ
り
の
ま
ま
を
旨
と
し
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
先
師
の

歩
み
を
堅
持
し
、
末
法
万
年

一
切
衆
生
の
成
仏
の
為
に
、
そ
の
規

範
を
明
確
に
示
す
べ
き
時
な
の
で
あ
る
。
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