
用
い
て
妙
安
寺
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

又
、
勝
立
寺
三
世
日
陽
は
遼
安
の
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
延

と
甥
の
日
陽
は
対
立
し
、
思
わ
ぬ
問
題
と
発
展
し
て
い
く
の
で
あ

る。

日
蓮
聖
人
の
国
土
観
に
つ
い
て

野

口

真

澄

は

じ

め

に

日
蓮
聖
人
は
、
国
土
に
つ
い
て
多
様
に
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
五

談
判
で
は
法
華
経
の
流
布
す
る
化
境
と
し
て
の
国
土
の
問
題
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
五
義
判
は
、
教
判
と
し
て
、
ま
た
弘
法
の

用
心
と
し
て
説
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
国
判
を
設
け

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
蓮
聖
人
に
と
っ
て
固
と
い
う
こ
と
に

重
要
な
意
味
が
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏

ま
え
、
こ
こ
で
は
五
義
判
中
「
国
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た

、。
B
U
W
 

一
、
国
判
と
「
日
本
国
」

の
意
識
に
つ
い
て

五
義
判
が
ま
と
ま
っ
た
形
で
説
示
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
具
体

的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
『
教
機
時
国
紗
』
、

『
南
条
兵
衛
七
郎
殿
御
番
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と

国
判
と
は
、
色
々
な
国
が
あ
る
が
仏
法
は
そ
の
固
に
ふ
さ
わ
し
い

教
法
を
弘
め
る
べ
き
で
あ
り
、
諸
経
論
に
よ
る
と
日
本
国
は
ま
さ

し
く
法
華
経
流
布
の
国
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
国
判

で
は
、
仏
法
を
弘
め
る
に
際
し
、
そ
の
化
境
と
し
て
「
日
本
国
」

に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
日
本
国
を
意
識
さ
れ

た
の
は
、
恩
を
報
ず
べ
き
生
国
と
し
て
、
仏
勅
を
蒙
る
も
の
が
法

を
弘
む
べ
き
所
在
の
国
土
と
し
て
認
識
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る。
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二
、
化
境
と
し
て
の
「
国
」

に
つ
い
て

五
義
判
を
知
り
弘
法
す
る
際
の
方
法
に
誘
法
退
治
が
あ
る
。

『
守
護
国
家
論
』
で
は
、
諸
経
典
の
説
示
に
よ
り
、
仏
法
を
国
王

に
付
嘱
す
る
こ
と
で
圏
中
に
流
布
せ
し
め
、
国
王
、
国
民
は
そ
の

国
の
誘
法
者
を
退
治
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
仏
法
流
布
の
一
領
域
と
し
て
「
国
」
が
想
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
判
の
設
定
に
深
い
関
わ
り
が
あ
る

と
推
察
さ
れ
る
。

一一、

「
閣
浮
堤
」

の
意
識
に
つ
い
て



法
華
経
は
闘
浮
堤
、
さ
ら
に
は
全
世
界
に
流
布
さ
れ
る
べ
き
経

典
で
あ
る
。
す
る
と
日
本
国
に
注
目
し
て
仏
法
流
布
を
考
え
る
五

義
刊
は
必
要
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
閥
浮
提
に
お
け
る

法
華
経
の
流
布
と
日
本
国
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
御
書
を
拝
読

す
る
と
『
顕
仏
未
来
記
』
等
に
説
示
さ
れ
た
、
仏
滅
後
の
仏
法
流

布
の
状
況
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
正
像
時
に
仏
法
が
東
漸
し
、

末
法
時
に
は
法
華
経
の
み
が
閥
浮
堤
に
流
布
す
る
と
い
う
も
の

で
、
日
本
国
は
そ
の
法
華
経
流
布
の
出
発
地
点
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
『
撰
時
抄
』
で
は
、
閣
浮
堤
の
す
べ
て
の
国
が

法
華
経
流
布
の
国
と
な
る
こ
と
で
、
法
華
経
流
布
が
成
就
す
る
状

況
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
回
避
聖
人
は
仏
法
流
布
の
国
土
と
し
て
の

「
日
本
国
」
を
法
華
経
流
布
の
固
と
認
識
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
末

法
に
お
け
る
法
華
経
流
布
の
出
発
地
点
で
あ
る
と
い
う
「
閥
浮

堤
」
へ
の
広
が
り
を
も
っ
た
認
識
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ
と
か

ら
、
日
蓮
聖
人
は
閥
浮
堤
と
い
う
広
い
領
域
を
想
定
す
る
と
同
時

に
、
仏
説
に
よ
り
、
仏
法
流
布
の
一
領
域
と
し
て
「
園
」
と
い
う

も
の
を
想
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

教
院
制
度
に
つ
い
て
の
一
考
察

浜

典

彦

島

明
治
初
期
の
仏
教
界
の
動
向
を
探
る
時
、
神
仏
合
併
大
教
院
の

存
在
意
義
は
大
き
い
。
従
来
、
そ
の
位
置
付
け
、
設
立
過
程
、
解

散
へ
の
経
過
に
つ
い
て
の
研
究
が
数
多
く
発
表
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
の
内
容
へ
の
論
究
は
余
り
見
ら
れ
な
い
。
合
併
大
教
院

が
後
世
の
仏
教
各
宗
の
教
育
・
行
政
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
吟
味
は
必
要
と
言
え
る
。
以
下
、
合
併

大
教
院
を
頂
点
と
す
る
中
小
教
院
組
織
を
制
院
制
度
と
呼
び
、
概

観
す
る
と
、

八
規
則
〉

大
教
院
二
十
三
条

三
条
教
則
の
趣
旨
理
解
、
教
導
職
養
成
、
強
下
に
中
小
教
院
合

議
所
設
置
、
四
神
祭
紀
、
毎
月
一
六
の
日
説
教
、
教
義
講
究
、

教
導
職
検
定
等
。

中
教
院
二
十
五
条

府
県
毎
に
一
院
設
置
、
小
教
院
管
理
、
四
神
祭
記
、
教
導
職
検

定
、
学
級
規
定
、
神
道
仏
教
七
宗
の
本
院
誌
等
。
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