
が
造
っ
た
と
か
い
ろ
い
ろ
な
伝
説
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
を
示
す
も
の
は
何
も
な
い
ん
で

す
」　と

、
ご
住
職
の
佐さ

え
き
こ
う
し
ょ
う

伯
功
勝
さ
ん
は
話
し
て

く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
嘉か

し
ょ
う承
二
年

（
一
一
〇
七
）
に
九き

ゅ
う
た
い
あ
み
だ
に
ょ
ら
い
ぞ
う

体
阿
弥
陀
如
来
像（
国
宝
・

平
安
時
代
）
を
安
置
す
る
本
堂
を
造
り
、
久

安
六
年（
一
一
五
〇
）
に
庭
園（
特
別
名
勝
及

史
跡
）
を
造
園
、
治じ

し
ょ
う承
二
年（
一
一
七
八
）
に

京き
ょ
う
と
い
ち
じ
ょ
う
お
お
み
や

都
一
条
大
宮
か
ら
三

さ
ん
じ
ゅ
う
の
と
う

重
塔（
国
宝
・
平
安
時

代
）
を
移
建
し
て
、
ほ
ぼ
現
在
の
伽が

ら
ん藍
に
な

っ
た
そ
う
で
す
。

　浄
瑠
璃
寺
の
敷
地
面
積
は
お
よ
そ
一
万
坪
。

境
内
は
約
三
千
坪
で
、
そ
の
七
割
を
山
が
占

め
て
い
ま
す
。
現
在
の
山
門
は
北
側
に
あ
り

ま
す
が
、
昔
の
人
々
は
南
側
の
山
を
越
え
て

こ
の
寺
に
来
て
い
た
と
か
。

　「
こ
こ
は
三
方
を
山
で
囲
ま
れ
て
い
ま
す

が
、
山
の
す
ぐ
向
こ
う
を
通
っ
て
い
る
道
が
、

奈
良
と
伊
賀
を
結
ぶ
昔
の
街
道
で
し
た
。
境

内
の
山
向
こ
う
は
二
百
メ
ー
ト
ル
程
で
奈
良

県
に
な
る
の
で
、
頑
張
っ
て
歩
け
ば
東
大
寺

か
ら
徒
歩
で
一
時
間
ほ
ど
で
来
ら
れ
ま
す
。

だ
か
ら
奈
良
の
僧
侶
が
修
行
場
と
し
て
来
て

い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
」

　近
鉄
奈
良
駅
か
ら
バ
ス
で
二
〇
分
ほ
ど
行

く
と
田
園
風
景
が
広
が
り
、
田
畑
を
眺
め
な
が

ら
さ
ら
に
山
道
を
登
る
と
、
浄
瑠
璃
寺
の
バ
ス

停
に
着
き
ま
す
。
大
通
り
横
の
道
を
一
歩
入
る

と
、
そ
こ
に
は
都
会
の
喧
騒
と
は
別
世
界
の
、

の
ど
か
な
景
色
が
広
が
り
ま
す
。
浄
瑠
璃
寺
に

続
く
細
い
参
道
の
両
側
に
は
馬あ

し

び

酔
木
が
咲
き

誇
り
、
散
る
の
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
梅
の
花

が
残
っ
て
い
ま
し
た
。

　山
門
を
く
ぐ
る
と
、
目
の
前
に
は
静
か
な
水

面
の
池
が
広
が
り
、
右
手
に
は
本
堂
。
境
内
は

静
寂
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　「こ
の
お
寺
に
は
余
り
記
録
が
残
っ
て
い
ま

せ
ん
の
で
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
す
が
、
永え

い
し
ょ
う承

二
年（
一
〇
四
七
）
に
創
建
し
た
と
伝
わ
り
ま

す
。
薬や

く
し
に
ょ
ら
い

師
如
来
様（
重
文
・
平
安
時
代
）
を
ご
本

尊
と
し
て
、
一
日
で
屋
根
を
葺ふ

い
て
小
さ
な
お

堂
を
造
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
行ぎ

ょ
う
き基
さ
ん

　境
内
の
様
子
は
三

さ
ん
じ
ゅ
う
の
と
う

重
塔
が
移
建
さ
れ
た
頃

と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
く
、
真ま

ひ
が
し東

に
薬や

く
し師

如に
ょ
ら
い
ぞ
う

来
像
を
お
祀ま

つ

り
す
る
三
重
塔
、
池
を
挟は

さ

ん

で
対
岸
の
真ま

に
し西
に
九き

ゅ
う
た
い
あ
み
だ
に
ょ
ら
い
ぞ
う

体
阿
弥
陀
如
来
像
を

安
置
し
て
い
る
本
堂（
阿あ

み

だ

ど

う

弥
陀
堂
）
が
あ
り

ま
す
。
薬
師
如
来
と
九
体
阿
弥
陀
如
来
の

中ち
ゅ
う
そ
ん
ぞ
う

尊
像
は
、
池
を
隔
て
て
東
西
で
向
か
い
合

っ
て
い
ま
す
。
昔
か
ら
こ
こ
に
水
が
湧
い
て

い
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
に
お
寺
を
造
っ
た

よ
う
で
、
今
で
も
、
お
寺
で
は
山
か
ら
の
水

を
使
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　「
こ
の
お
寺
は
、
東
と
西
の
意
味
を
表
す
よ

う
に
造
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
境
内
に
入
ら
れ

た
ら
、
ま
ず
東
の
薬
師
如
来
様
に
礼ら

い
は
い拝

し
て

こ
の
世
に
命
を
送
り
出
し
て
も
ら
い
、
振
り

返
っ
て
池
越
し
に
、
西
の
阿
弥
陀
様
に
迎
え

て
頂
く
、
こ
れ
が
こ
の
お
寺
の
方
角
の
概
念

で
す
」

　秘
仏
の
薬
師
如
来
様
は
、
仏
像
と
三
重
塔

内
壁
面
図
の
保
護
の
た
め
、
拝
観
は
年
間
で

も
数
日
。
開か

い
び
ょ
う
び

扉
日
で
も
天
候
が
悪
い
と
拝
観

で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　阿あ
み
だ
に
ょ
ら
い
ぞ
う

弥
陀
如
来
像
が
安
置
さ
れ
て
い
る
本
堂

（
国
宝
・
平
安
時
代
）
は
、
そ
の
当
時
、
京
都

を
中
心
に
競
っ
て
建
立
さ
れ
た
九
体
阿
弥
陀

仏
を
祀ま

つ

る
た
め
の
横
長
堂
で
、
現
存
す
る
唯

一
の
建
物
で
す
。
ま
た
、一
体
一
体
の
如
来
が

堂ど
う
ぜ
ん前
に
板い

た
と
び
ら扉
を
持
っ
て
い
る
の
も
特
徴
で
す
。

　お
堂
の
扉
を
く
ぐ
り
中
に
入
る
と
、
横
長

の
須し

ゅ
み
だ
ん

弥
壇
の
中
央
に
中ち

ゅ
う
そ
ん
ぶ
つ

尊
仏
、
左
右
に
四
体

の
像
を
配
置
し
た
九
体
の
阿あ

み
だ
に
ょ
ら
い
ぞ
う

弥
陀
如
来
像
が

ず
ら
り
と
並
ん
で
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
か

す
か
に
差
し
込
ん
で
来
る
光
に
照
ら
さ
れ
て

い
る
姿
は
優
し
く
輝
き
、
そ
の
美
し
さ
、
荘

厳
さ
は
息
を
飲
む
ほ
ど
で
す
。

　「
阿
弥
陀
様
の
指
の
形
、
印い

ん
そ
う相

と
い
う
の
で

す
が
、
そ
の
形
で
上

じ
ょ
う
し
ょ
う
い
ん

生
印（
定じ

ょ
う
い
ん印
）
か
下げ

し
ょ
う
い
ん

生
印

（
来ら

い
ご
う
い
ん

迎
印
）
か
が
分
か
り
ま
す
。
こ
こ
の
阿
弥

陀
様
は
、
中
央
の
大
き
な
中ち

ゅ
う
そ
ん
ぞ
う

尊
像
は
、
遅
れ

た
も
の
、
弱
い
も
の
を
救
い
導
く
働
き
を
指

す
来ら

い
ご
う
い
ん

迎
印
を
結
び
、
そ
の
他
の
八
体
は
、
理

想
を
目
指
し
自
ら
を
向
上
さ
せ
る
定じ

ょ
う
い
ん印
を
結

ん
で
い
ま
す
。
ど
の
仏
様
が
上
で
、
ど
れ
が

下
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
全
て

の
阿
弥
陀
様
を
拝
ん
で
頂
き
た
い
で
す
」

　八
体
の
阿
弥
陀
様
は
同
じ
印い

ん
そ
う相
を
し
て
い

ま
す
が
、
お
顔
の
表
情
が
微
妙
に
違
い
、
一

つ
ひ
と
つ
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
と
、
心
が
落

ち
着
い
て
い
く
の
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

　本
堂
の
奥
に
は
四し

て
ん
の
う
ぞ
う

天
王
像（
国
宝
・
平
安
時

代
）
の
持じ

こ
く
て
ん

国
天
、
増ぞ

う
ち
ょ
う
て
ん

長
天
が
祀ま

つ

ら
れ
て
い
ま

す（
多た

も
ん
て
ん

聞
天
、
広こ

う
も
く
て
ん

目
天
は
東
京
国
立
博
物
館
へ

寄
託
）。
藤
原
期
四
天
王
の
代
表
像
で
、
全
身

に
施
さ
れ
た
美
し
い
彩
色
が
今
も
残
っ
て
い

ま
す
。

　山
門
横
の
潅か

ん
じ
ょ
う
ど
う

頂
堂
の
ご
本
尊
・
大だ

い
に
ち
に
ょ
ら
い

日
如
来

像ぞ
う（
秘
仏
・
平
安
末
期
〜
鎌
倉
初
期
）
は
、平
成

十
八
年
に
修
復
を
し
て
い
ま
す
。
修
理
前
は

全
身
に
金
箔
を
貼
っ
て
あ
り
ま
し
た
が
、
江

戸
時
代
の
金
箔
を
剥は

が
し
た
お
姿
が
あ
ま
り

に
も
素
晴
ら
し
か
っ
た
の
で
、
現
在
は
漆う

る
し

の

お
姿
を
し
て
い
ま
す
。

浄じ
ょ
う
る
り
じ

瑠
璃
寺
の
あ
る
当と

お
の尾

地
区
は
、京
都
府
の
東
南
に
位
置
し
た
緑
豊
か
な
山
間
部
に
あ
り
ま
す
。そ
こ
は

京
都
よ
り
、む
し
ろ
奈
良
か
ら
近
い
た
め
、古
来
よ
り
奈
良
の
僧
侶
達
が
、修
行
や
念
仏
の
た
め
、ま
た

学
問
な
ど
に
専
心
す
る
草
庵
を
結
ん
だ
穏
や
か
な
土
地
。今
で
も
そ
の
面
影
は
色
濃
く
残
っ
て
い
ま
す
。

特
集
・
お
寺
巡
り
の
旅
❻
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