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が
き

　

骨ほ
ね
で
ら寺

村
は
、
千
年
の
歴
史
を
生
き
抜
い
て
き
た
。
一
見
す
る
だ
け
で
は
、
東
北
の
中
山
間
地
の
小
盆
地
に
佇
ま
い
す
る
何
の
変
哲
も
な

い
小
村
に
過
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
ム
ラ
に
つ
い
て
は
、
中
尊
寺
に
残
さ
れ
た
中
世
の
絵
図
・
文
書
類
の
ほ
か
、
現
地
に
残
さ
れ
た

相
当
数
の
近
世
・
近
代
の
絵
図
・
文
書
類
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
一
〇
世
紀
に
入
る
あ
た
り
に
稲
作
の
小
村
が
形
成
さ
れ

て
か
ら
、
中
尊
寺
経
蔵
別
当
の
「
再
開
発
」
に
な
る
中
世
「
骨
寺
村
」
へ
、
そ
し
て
仙
台
藩
政
下
に
お
け
る
近
世
「
本ほ
ん
で
ら寺

村
」
へ
、
近
・

現
代
に
お
け
る
厳げ
ん

美び

町
本
寺
地
区
へ
、
さ
ら
に
は
最
近
に
お
け
る
一
関
市
厳
美
町
本
寺
地
区
へ
、
と
い
う
ム
ラ
の
歴
史
が
、
す
な
わ
ち
千

年
に
わ
た
る
ム
ラ
の
歴
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
そ
の
も
の
の
あ
り
さ
ま
が
復
元
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
稲
作
が
開
始
さ
れ
て
以
来
、
千
年
に
わ
た
る
ム
ラ
の
歴
史
を
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
な
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
列
島
は
お
ろ

か
、
ア
ジ
ア
世
界
に
お
い
て
さ
え
も
、
そ
れ
ほ
ど
に
多
く
は
な
い
。

　

そ
の
千
年
に
わ
た
る
ム
ラ
の
歴
史
の
な
か
で
も
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
転
換
に
は
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
際
立
つ
も
の
が
あ

っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
一
〇
世
紀
に
入
る
あ
た
り
に
形
成
さ
れ
た
稲
作
の
小
村
が
、
中
尊
寺
経
蔵
別
当
に
よ
る
「
再
開
発
」
に
よ
っ
て
、
耕
地
・

人
口
の
倍
増
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
に
あ
わ
せ
て
、
ア
ジ
ア
か
ら
伝
来
し
た
仏
教
に
即
応
し
な
が
ら
、「
こ
の
世
の
浄
土
」
と
も
い
う
べ
き

景
観
が
生
み
出
さ
れ
て
、
在
来
の
自
然
信
仰
に
よ
っ
て
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
景
観
に
重
ね
あ
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
い
い
か
え
れ

ば
、
仏
教
以
前
と
仏
教
以
後
の
文
化
的
要
素
が
重
層
的
か
つ
複
合
的
に
ブ
レ
ン
ド
さ
れ
た
特
別
の
景
観
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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そ
の
日
本
農
村
の
原
風
景
の
形
成
と
で
も
い
う
べ
き
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
転
換
が
、
な
ん
と
、
中
尊
寺
に
残
さ
れ
た
二
枚
の
絵
図
に
よ
っ

て
、
鮮
明
か
つ
臨
場
感
に
あ
ふ
れ
る
筆
致
に
よ
っ
て
、
も
の
の
見
事
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
そ
の
う
え
に
、
描

き
出
さ
れ
た
原
風
景
の
あ
り
さ
ま
が
、
い
ま
現
在
に
お
け
る
ム
ラ
に
お
い
て
も
、
失
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
し
っ
か
り
と
維
持
さ
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
。
奇
跡
的
と
し
か
、
言
い
よ
う
が
な
い
。

　

二
〇
〇
五
年
、「
骨
寺
村
荘
園
遺
跡
」
が
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
所
以
で
あ
る
。
な
ら
び
に
翌
二
〇
〇
六
年
、「
一
関
本

寺
の
農
村
景
観
」
が
国
の
重
要
文
化
的
景
観
と
し
て
選
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
所
以
で
も
あ
る
。
あ
わ
せ
て
、
一
九
九
五
年
、
そ
の
二

枚
の
絵
図
を
は
じ
め
と
す
る
中
尊
寺
の
文
書
群
が
、
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
見
逃
し
に
は
で
き
な
い
。

　

本
書
に
お
い
て
は
、
そ
の
二
枚
の
絵
図
に
描
か
れ
た
重
層
的
か
つ
複
合
的
な
景
観
に
立
ち
向
か
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
か
ら
中
世
へ

の
転
換
の
あ
り
さ
ま
を
具
体
的
に
解
明
す
べ
く
、
あ
り
っ
た
け
の
力
を
尽
く
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
あ
わ
せ
て
、
骨
寺
村
千
年
の
歴

史
の
勘
所
を
つ
か
ん
だ
う
え
で
、
近
世
・
近
代
・
現
代
に
ま
で
繋
が
る
筋
道
を
模
索
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
れ
ま
で
に
も
、
そ
の
二
枚
の
絵
図
に
取
り
組
ん
だ
研
究
は
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
け
れ
ど
も
、
仏
教
以
前
と
仏
教
以
後
の
要
素
が
重

層
的
か
つ
複
合
的
に
ブ
レ
ン
ド
さ
れ
た
特
別
の
景
観
の
解
明
に
繋
が
る
よ
う
な
方
向
性
に
て
、
二
枚
の
絵
図
に
取
り
組
ん
だ
研
究
と
し
て

は
、
大
石
直
正
・
吉
田
敏
弘
氏
に
よ
る
基
本
的
か
つ
古
典
的
な
論
文
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
大
事
な
方
向
性
そ
の
も
の
が
、

大
石
・
吉
田
そ
の
人
に
よ
っ
て
撤
回
さ
れ
る
と
い
う
憂
き
目
に
あ
っ
て
も
い
る
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
自
分
な
り
に
取
り
組
む
ほ

か
に
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
中
世
日
本
農
村
の
原
風
景
の
復
元
を
め
ざ
し
て
行
く
ほ
か
に
は
な
い
。

　

い
ま
、
歴
史
学
会
で
は
、
荘
園
絵
図
の
研
究
や
荘
園
の
現
地
調
査
な
ど
は
、
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
。
か
つ
て
の
盛
況
か
ら
す

れ
ば
、
嘘
の
よ
う
な
静
け
さ
で
あ
る
。
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け
れ
ど
も
、
最
近
に
及
ん
で
、
海
老
澤
衷
編
『
中
世
荘
園
村
落
の
環
境
歴
史
学
―
東
大
寺
領
美
濃
国
大
井
荘
の
研
究
―
』﹇
二
〇
一
八
﹈、

な
ら
び
に
大
山
喬
平
・
三
枝
暁
子
編
『
古
代
・
中
世
の
地
域
社
会
―
「
ム
ラ
の
戸
籍
簿
」
の
可
能
性
―
』﹇
二
〇
一
八
﹈が
公
刊
さ
れ
て
、

様
子
が
変
わ
り
始
め
た
。
あ
わ
せ
て
、
骨
寺
村
の
現
地
で
も
、
大
石
直
正
・
吉
田
敏
弘
両
氏
の
基
本
的
か
つ
古
典
的
な
論
文
に
続
く
世
代

に
よ
る
『
骨
寺
村
荘
園
遺
跡
村
落
調
査
研
究
総
括
報
告
書
』﹇
一
関
市
博
物
館 

二
〇
一
七
﹈が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

　

海
老
澤
編
、
大
山
・
三
枝
編
。
い
ず
れ
も
、「
環
境
歴
史
学
」「
ム
ラ
の
戸
籍
簿
」
な
ど
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
、
新
た
な
る
方
向
性
を

模
索
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、「
千
年
村
」
の
研
究
潮
流
、
日
常
性
を
重
視
す
る
人
類
史
的
な
方
向
性
、
伝
統
文
化
と
信

仰
が
様
々
に
関
わ
る
、
個
と
集
団
の
媒
介
項
、
収
取
の
単
位
×
生
活
の
単
位
、
村
と
郷
と
の
時
間
的（
通
時
的
）か
つ
空
間
的（
地
域
的
）な

動
態
、
古
代
・
中
世
に
お
け
る
庶
民
生
活
の
実
態
ほ
か
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
方
向
性
が
明
ら
か
で
あ
る
。
骨
寺
村
の
現
地
に
お
け

る
取
り
組
み
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
方
向
性
に
響
き
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ほ
か
に
も
、
春
田
直
紀
編
『
中
世
地
下
文
書
の
世
界
―
史
料
論
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
―
』﹇
二
〇
一
七
﹈や
、
荘
園
・
村
落
史
研
究
会
編

『
中
世
村
落
と
地
域
社
会
―
荘
園
制
と
在
地
の
論
理
―
』﹇
二
〇
一
八
﹈、
似
鳥
雄
一
『
中
世
の
荘
園
経
営
と
惣
村
』﹇
二
〇
一
八
﹈、
薗
部
寿
樹

『
日
本
中
世
村
落
文
書
の
研
究
―
村
落
議
定
と
署
判
―
』﹇
二
〇
一
八
﹈ほ
か
の
仕
事
が
公
刊
さ
れ
て
も
い
る
。

　

そ
れ
ら
海
老
澤
・
大
山
氏
ほ
か
の
仕
事
に
つ
い
て
、
あ
え
て
一
言
に
し
て
い
う
な
ら
ば
、「
通
時
的
・
学
際
的
」
な
取
り
組
み
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
手
法
で
あ
り
、
そ
れ
を
必
然
な
ら
し
め
る
視
野
の
広
が
り
。
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

入
間
田
は
、
中
世
の
文
献
史
学
の
徒
に
過
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
古
代
・
近
世
・
近
代
の
文
献
史
学
は
も
と
よ
り
、
考
古
学
・
民
俗

学
・
地
理
学
・
農
学
・
生
態
学（
花
粉
・
プ
ラ
ン
ト
オ
パ
ー
ル
分
析
）ほ
か
の
成
果
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
通
時
的
・
学
際
的
」
な
研
究

手
法
に
響
き
あ
う
よ
う
な
取
り
組
み
を
重
ね
て
き
た
経
過
が
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
本
書
の
取
り
ま
と
め
に
さ
い
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な

経
過
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
方
向
性
を
噛
み
し
め
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
骨
寺
千
年
の
歴
史
の
総
体
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
く
、
あ
り
っ
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た
け
の
力
を
尽
く
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
、
本
書
に
お
い
て
、
そ
の
方
向
性
に
関
わ
る
取
り
組
み
が
、
ど
れ
ほ
ど
の
具
体
的

な
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
か
。
そ
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
読
者
に
委
ね
る
し
か
な
い
。

　

い
ま
、
日
本
の
農
村
は
、
農
耕
を
開
始
し
て
ム
ラ
と
い
う
定
住
形
態
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
以
来
、
最
大
か
つ
最
終
と
も
い
う
べ
き
危
機

に
瀕
し
て
い
る
。
若
者
は
出
て
ゆ
き
、
中
・
高
年
世
代
の
離
農
・
離
村
が
相
次
ぐ
な
か
で
、
ム
ラ
そ
の
も
の
が
消
滅
し
つ
つ
あ
る
。
こ

の
ま
ま
に
推
移
す
る
な
ら
ば
、
も
し
か
す
る
と
、
数
十
年
後
に
は
、
ム
ラ
と
い
う
定
住
形
態
そ
の
も
の
が
珍
し
く
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　

そ
の
よ
う
な
危
機
に
瀕
す
る
な
か
で
、
こ
こ
い
ら
辺
り
で
、
ム
ラ
の
歴
史
を
ふ
り
返
っ
て
、
千
年
の
歴
史
を
生
き
抜
い
て
き
た
持
続
力

の
、
な
い
し
は
生
命
力
の
あ
り
か
た
に
想
い
を
い
た
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
こ
と
な
く
し
て
、
ム
ラ
と
い
う
定
住

形
態
の
将
来
を
見
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

本
書
に
お
け
る
基
底
の
問
題
意
識
は
、
こ
こ
に
あ
り
。
こ
の
問
題
意
識
が
、
本
書
に
お
け
る
具
体
的
な
取
り
組
み
の
う
え
で
、
ど
れ
ほ

ど
に
生
か
し
き
れ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
ま
た
、
読
者
の
判
断
に
委
ね
る
し
か
な
い
。

　

本
書
を
編
む
に
さ
い
し
て
は
、
既
発
表
の
論
文
を
土
台
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
論
文
を
再
録
す
る
に
さ
い
し
て
は
、
そ
の
後
の
知
見

を
増
補
す
る
傍
ら
で
、
錯
誤
を
訂
正
・
削
除
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
注
記
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
も
、
統
一
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
既
発
表
の
論
文
の
う
ち
、「
中
尊
寺
領
の
村
々
の
歴
史
的
性
格
に
つ
い
て
」﹇
二
〇
〇
一
﹈に
つ
い
て
は
、
骨
寺
村
の
問
題
に
自

分
な
り
に
取
り
組
ん
だ
最
初
の
論
文
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
込
み
入
っ
た
構
成
に
な
り
、
錯
誤
も
少
な
か
ら
ず
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

ま
ま
の
か
た
ち
に
て
は
、
再
録
に
適
わ
ず
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
内
容
を
数
分
し
て
、
本
書
Ⅱ
一
〜
四
章
に
お
い
て
、
独
立
の
章
と
し

て
、
さ
も
な
け
れ
ば
既
発
表
の
論
文
を
土
台
と
す
る
章
に
お
け
る
増
補
分
な
ど
と
し
て
、
な
ん
と
か
、
か
ん
と
か
、
取
り
込
む
こ
と
が
で
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き
た
。
不
手
際
を
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
。
ご
め
ん
な
さ
い
。

　

ま
た
、
本
書
Ⅰ
に
再
録
し
た
世
界
文
化
遺
産
な
ら
び
に
国
の
重
要
文
化
的
景
観
に
関
わ
る
二
論
文
に
つ
い
て
は
、
純
粋
な
意
味
に
お
け

る
学
術
論
文
と
は
言
い
が
た
い
。
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
関
わ
る
論
点
を
解
説
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
論
拠

と
な
る
歴
史
的
な
事
実
に
お
い
て
は
、
本
書
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
と
終
章
の
各
章
に
お
け
る
論
証
に
依
拠
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
的
に

は
、
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
と
終
章
の
各
章
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
後
に
、
お
読
み
い
た
だ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　

け
れ
ど
も
、
世
界
文
化
遺
産
な
ら
び
に
国
の
重
要
文
化
的
景
観
と
の
関
連
に
お
い
て
、
い
ま
、
な
ぜ
に
、「
骨
寺
村
荘
園
遺
跡
」
な
の

か
。
と
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
だ
二
論
文
に
よ
っ
て
、
骨
寺
村
千
年
の
歴
史
の
あ
ら
ま
し
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
一
定
の
イ
メ
ー
ジ

を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
期
待
か
ら
し
て
、
あ
え
て
、
そ
れ
ら
の
二
論
文
を
最
初
に
な
ら
べ
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
Ⅱ
・
Ⅲ
・
Ⅳ
・
終
章
の
各
章
に
お
け
る
論
文
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
の

論
文
に
改
め
て
向
き
あ
っ
て
い
た
だ
け
る
な
ら
ば
、
さ
い
わ
い
、
こ
れ
に
過
ぎ
た
る
こ
と
は
な
い
。


