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十
二
月
中
旬
、
私
は
法
隆
寺
詣
で
を
し
た
。
私
は
青
年
の
こ
ろ
か
ら
今
日
ま
で
に
幾
度
こ
の
寺
へ
行
っ

た
こ
と
か
。
さ
し
て
意
味
の
あ
る
事
で
は
な
い
の
で
、
た
だ
何
か
の
は
ず
み
で
身
に
着
い
た
習
慣
を
追
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
半
世
紀
あ
ま
り
も
前
に
、
Ｙ
新
聞
の
美
術
面
担
任
記
者
と
な
っ
た
時
、
そ

れ
で
は
奈
良
の
寺
院
や
仏
像
ぐ
ら
い
は
、
一
通
り
見
て
置
か
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
い
立
っ
て
、
上
野
の
博

物
館
員
の
紹
介
状
を
も
ら
っ
て
出
掛
け
た
。
法
隆
寺
で
は
、
夢
殿
の
観
音
の
修
理
を
し
て
い
た
。
私
は
い

わ
れ
因
縁
を
知
ら
ず
、
こ
の
秘
仏
の
有
難
味
を
知
ら
ず
、
た
だ
の
枯
木
の
仏
体
を
見
た
の
に
過
ぎ
な
か
っ

た
。

　
そ
の
後
、
京
阪
地
方
に
来
た
次
手
に
は
、
よ
く
こ
の
お
寺
に
立
ち
寄
っ
た
。
半
世
紀
以
来
奈
良
文
化
の

研
究
は
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
り
、
寺
院
や
仏
像
の
美
術
鑑
賞
は
、
多
く
の
新
人
に
よ
っ
て
も
豊
か
に
試
み

ら
れ
、
ふ
る
ぼ
け
た
古
物
が
、
さ
ん
ぜ
ん
た
る
光
を
放
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
が
、
私
は
奈
良
に

於
い
て
美
術
研
究
を
し
よ
う
と
企
て
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
幾
つ
も
の
奈
良
美
術
鑑
賞
本
は
殆
ん
ど
読
ん

だ
こ
と
な
く
、
案
内
書
を
も
殆
ん
ど
読
ん
で
い
な
い
。
飛
鳥
も
天
平
も
推
古
も
、
時
代
別
な
ん
か
考
え
て

い
な
い
。
た
だ
漠
然
見
て
過
ぎ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
今
年
も
去
年
も
一
昨
年
も
、
十
二
月
に
入
っ
て
の

初
冬
の
こ
ろ
、
修
学
団
体
な
ど
で
雑
沓
さ
れ
な
い
時
に
、
ふ
と
思
い
立
っ
て
、
こ
の
あ
た
り
で
半
日
を
過
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す
だ
け
で
あ
っ
た
。
初
冬
の
日
は
静
か
で
あ
る
。
参
拝
者
は
三
四
人
に
過
ぎ
な
い
。
「
冬
枯
や
奈
良
に
は

ふ
る
き
仏
達
」
か
。
「
冬
の
日
や
奈
良
に
は
ふ
る
き
仏
達
」
か
。
し
か
し
、
私
は
お
寺
ま
い
り
を
し
、
仏

様
を
見
て
歩
い
て
、  

仏    

心  

ほ
と
け
ご
こ
ろ
を
起
す
の
で
は
な
い
。
で
も
、
仏
様
を
見
て
い
る
と
、
不
思
議
に
い
い
気

持
が
す
る
の
で
あ
っ
た
。
時
々
は
、
い
い
気
持
よ
り
ま
ず
い
気
持
に
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
金
堂
も
美
術

品
保
存
の
主
旨
か
ら
面
目
を
新
た
に
さ
れ
て
い
る
が
、
昔
の
よ
う
な
神
秘  

縹    

渺  

ひ
ょ
う
び
ょ
う
の
趣
は
無
く
な
っ
た
。

薄
暗
い
と
こ
ろ
で
、
漠
然
と
し
た
壁
画
を
見
詰
め
て
、
幼
な
心
に
空
想
し
て
い
た
極
楽
世
界
を
夢
見
る
こ

と
も
出
来
な
く
な
っ
て
い
る
。
金
堂
の
壁
画
は
、
破
損
崩
壊
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
、
近
所
の
倉
庫
に
移
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
釈
迦
浄
土
も
薬
師
浄
土
も
明
る
い
光
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
。
明
る
い
所
に

陳
列
さ
れ
て
い
る
の
で
、
画
面
が
よ
く
分
る
の
だ
が
、
極
楽
浄
土
と
し
て
の
恍
惚
境
は
、
こ
の
倉
庫
に
展

示
さ
れ
て
い
る
壁
画
か
ら
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
全
体
、
古
風
な
浄
土
観
な
ん
か
は
現
代
人
の
頭

脳
に
は
消
滅
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
金
堂
の
壁
画
だ
っ
て
時
の
流
れ
に
つ
れ
て
崩
壊
の
運
命
を
持

っ
て
い
る
の
な
ら
、
崩
壊
に
ま
か
せ
た
ら
よ
さ
そ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
移
る
も
の
の
移
る
に
ま
か
せ
、
亡

び
る
も
の
の
亡
び
る
に
任
せ
る
の
が
、
仏
教
の
精
神
で
あ
る
ま
い
か
。
諸
行
無
常
は
諸
行
無
常
で
あ
る
。

　
私
に
は
仏
教
知
識
も
仏
教
美
術
も
極
め
て
乏
し
い
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
等
に
関
係
の
本
は
殆
ん
ど
読

ん
で
い
な
い
の
で
、
な
ん
ど
法
隆
寺
か
い
わ
い
を
う
ろ
つ
い
て
も
、
本
格
的
の
知
っ
た
か
振
り
は
言
え
な
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い
の
だ
が
、
私
に
は
、
奈
良
の
大
仏
は
、
図
体
ば
か
り
大
き
く
っ
て
も
、
あ
の
顔
は
い
つ
も
凡
庸
そ
の
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
救
世
観
音
と
は
世
を
救
う
仏
様
と
云
う
意
味
か
。
観
音
様
は
、
西
洋
の
マ
リ
ア

様
見
た
い
に
懐
し
い
仏
像
で
あ
る
が
、
数
多
き
観
音
像
の
う
ち
、
真
に
尊
い
思
い
懐
し
い
思
い
を
寄
せ
ら

れ
る
観
音
は
、
案
外
少
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
夢
殿
の
そ
れ
の
よ
う
に
秘
仏
に
し
て
、
衆
人
に
見
せ

な
か
っ
た
の
が
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
古
人
の
心
掛
け
は
バ
カ
に
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
秘
仏

に
し
て
有
難
味
を
つ
け
て
置
く
方
が
よ
か
っ
た
の
だ
。
百
済
く
だ
ら
観
音
な
ど
は
、
長
細
い
身
体
を
立
ち
ず
く
め

で
千
幾
百
年
。
さ
ぞ
疲
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
見
て
い
る
と
、
そ
の
柔
し
い
、
和
や
か
な
面
貌
に
、

永
遠
の
疲
れ
知
ら
ず
の
表
現
に
心
惹
か
れ
て
、
私
で
も
う
っ
と
り
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
等
す
べ
て
の
観
音
の
う
ち
で
、
か
ね
て
私
が
最
も
面
白
い
と
思
っ
て
い
る
の
は
、
法
隆
寺
の
そ
ば

の
中
宮
寺
の
観
音
で
あ
る
。
私
は
昔
か
ら
法
隆
寺
に
遊
ぶ
た
び
に
そ
こ
へ
道
寄
り
し
て
、
別
の
拝
観
料
を

払
っ
て
礼
拝
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
観
音
の
姿
態
は
異
っ
て
い
て
面
白
い
が
、
そ
の
顔
そ
の
も
の
が
、
型

の
如
き
観
音
顔
で
な
く
っ
て
、
近
代
的
知
性
の
ほ
の
め
き
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
目
が
現
世
的
に
生
き

生
き
し
て
い
る
。
今
度
観
て
い
る
う
ち
に
こ
の
観
音
、
女
優
に
な
っ
て
イ
プ
セ
ン
の
『
ヘ
ッ
ダ
・
ガ
ブ
ラ
』

の
ヘ
ッ
ダ
に
扮
し
た
ら
、
そ
の
役
柄
に
ぴ
っ
た
り
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
空
想
さ
れ
た
。

「
薬
師
寺
」
も
「
唐
招
提
寺
」
も
、
今
度
は
バ
ス
の
窓
か
ら
そ
ち
ら
を
な
が
め
た
だ
け
で
素
通
り
し
た
。
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し
か
し
、
素
通
り
を
縁
と
し
て
、
井
上
靖
の
『
天
平
の
甍
い
ら
か』
を
速
読
し
た
。
か
ね
て
、
唐
招
提
寺
の
創
立

者
た
る
盲
目
の 

鑑  

真 

が
ん
じ
ん

和
上
の
事
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
読
ん
で
作
者
も
材
料
の
研

究
に
骨
が
折
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
、
私
な
ど
の
真
似
の
出
来
な
い
こ
と
だ
と
感
嘆
し
た
。
当
時
の
恐

る
べ
き
渡
海
の
苦
労
を
し
の
い
で
、
未
知
の
経
文
に
接
触
せ
ん
と
す
る
好
学
求
道
の
青
年
の
心
境
は
、
私

に
は
分
ら
ず
、
こ
の
小
説
に
も
納
得
出
来
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
か
ら
、
こ
こ
に
あ
る
い
ろ

い
ろ
な
、
名
前
か
ら
し
て
六
ヶ
敷
む
つ
か
し
き経
文
は
、
案
外
詰
ま
ら
な
い
も
の
で
、
こ
け
お
ど
か
し
の
妄
言
集
で
は

な
か
っ
た
か
と
、
私
に
は
邪
推
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
詰
ま
ら
ん
も
の
を
生
命
を
賭
し
て
長
い
年
月

を
費
し
て
写
し
に
行
く
人
間
心
理
を
、
作
者
と
し
て
検
討
し
た
ら
一
層
面
白
く
は
な
か
っ
た
か
と
、
余
計

な
事
を
考
え
た
り
し
た
。
鑑
真
和
上
の
叙
述
は
案
外
簡
単
で
、
盲
目
の
ま
ま
渡
海
の
大
難
事
を
決
行
し
た

心
事
な
ど
ち
っ
と
も
分
ら
ず
、
後
日
の
カ
ト
リ
ッ
ク
僧
徒
の
渡
日
同
様
、
私
な
ど
の
窺
い
知
ら
な
い
神
奥

な
宗
教
信
念
を
感
得
し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。

　
私
の
癖
に
な
っ
て
い
る
年
々
の
法
隆
寺
行
は
、
無
意
味
で
あ
る
が
、
人
間
が
無
意
味
な
こ
と
を
行
う
と

こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。

　
私
は
、
法
隆
寺
参
拝
の
あ
と
で
、
わ
ざ
わ
ざ
伊
勢
の
松
阪
の
有
名
な
牛
肉
屋
へ
行
っ
て
、
牛
肉
を
二
三

切
れ
食
べ
た
。
私
は
青
年
時
代
か
ら
の
ビ
フ
テ
キ
愛
好
者
な
の
で
、
世
間
の
噂
に
か
ぶ
れ
て
、
日
本
一
の
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牛
肉
を
食
べ
て
見
た
い
と
思
っ
た
た
め
で
あ
る
。
宗
教
心
か
ら
の
法
隆
寺
行
、
食
慾
か
ら
の
松
阪
行
。
意

味
深
遠
ら
し
く
て
、
顧
み
る
と
実
は
何
で
も
な
い
の
だ
。
弱
い
私
の
胃
は
、
三
切
れ
か
四
切
れ
の
牛
肉
を

収
容
し
得
た
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
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こ
の
フ
ァ
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は
、
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の
図
書
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