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中谷　礼仁�

�����　
「
三
仏
寺
」は
、鳥
取
県
東
伯
郡
三
朝
町
の
山
あ
い

に
展
開
す
る
精
妙
な
構
成
を
持
つ
寺
院
群
で
あ
る
。

修
験
道
の
行
場
が
発
端
で
あ
っ
た
ら
し
い
。そ
の
寺
の

敷
地
の
い
ち
ば
ん
の
山
上
に
位
置
し
、切
り
立
つ
崖
下

に
、ま
る
で
空
中
か
ら
は
め
込
ま
れ
た
か
の
よ
う
に
し

て
建
っ
て
い
る
の
が
、そ
の
奥
の
院
「
投
入
堂
」で
あ
る
。

見
学
者
は
入
山
許
可
証
を
も
ら
い
、険
し
い
山
道
を
は

い
上
が
り
、よ
う
や
く
そ
こ
に
到
達
す
る
。
創
建
は
平

安
時
代
末
期
と
さ
れ
て
い
る
が
定
か
で
は
な
い
。そ
の

院
は
建
ち
方
の
異
様
さ
を
し
て
、役
行
者
が
法
力
で
堂

を
投
げ
入
れ
た
の
だ
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
り
、別
名
、

投
入
堂
と
も
い
わ
れ
て
き
た（
写
真
１
）。�

　
投
入
堂
の
第
一
の
特
徴
は
、こ
の
建
物
が
最
も
初
期

の「
懸
け
造
り
」で
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。「
懸

け
造
り
」と
は
、山
崖
や
岩
の
上
、あ
る
い
は
河
岸
に
張

り
出
し
て
造
ら
れ
た
建
造
物
で
あ
り
、そ
の
床
下
の
土

台
に
特
徴
が
あ
る
。一
般
の
そ
れ
は「
貫
」
と
呼
ば
れ

る
水
平
材
を
縦
横
に
通
し
て
柱
を
緊
結
し
、ま
る
で
ジ

ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
の
よ
う
な
人
工
地
盤
を
作
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
投
入
堂
の「
懸
け
造
り
」は
そ
れ
と
は
異
な

っ
た
、海
月（
ク
ラ
ゲ
）の
よ
う
な
浮
游
感
、軽
さ
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。ま
る
で
宇
宙
か
ら
飛
来

し
た
建
造
物
で
あ
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。こ
の
異
形
の

建
物
は
、過
去
の
事
物
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
価
値

を
検
討
す
る
の
に
適
当
な
、い
く
つ
か
の
側
面
を
持
っ

て
い
る
。�

�����　
投
入
堂
が
国
宝
に
指
定
さ
れ
た
の
は
、明
治
三
七
年

二
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。こ
の
投
入
堂
に
文
化
財
的
価

値
が
見
い
だ
さ
れ
た
の
は
近
代
に
お
い
て
で
あ
る
こ
と

は
、と
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
、過
去
の
事

物
を
め
ぐ
る
文
化
財
的
価
値
と
そ
の
事
物
が
、当
初
に

担
っ
て
い
た
価
値
と
は
当
然
の
よ
う
に
一
致
し
な
い
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
明
治
時
代
初
期
の
排
仏
毀
釈
、日
本

の
高
度
経
済
成
長
時
代
の
伝
統
建
築
の
大
量
破
壊
、二

〇
〇
一
年
に
爆
破
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン・バ
ー
ミ
ヤ
ン

石
仏
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、私
た
ち
に
先

行
し
て
存
在
し
て
い
る
事
物
の
価
値
は
、時
代
毎
の
政

橋
爪
　

紳
也�

【写真１】投入堂の様子�

�

か�
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治
体
制
に
よ
っ
て
肯
定
的
に
も
否
定
的
に
も
変
わ
り

う
る
流
動
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。�

　
ま
た
、単
に
古
い
と
い
う
だ
け
で
も
文
化
財
的
価
値

は
発
生
し
な
い
だ
ろ
う
。
近
過
去
の
も
の
ま
で
含
め
れ

ば
、む
し
ろ
現
在
を
構
成
し
て
い
る
要
素
は
、ほ
と
ん
ど

が
過
去
の
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
。以
上
を
考
慮
す
る

と
、過
去
の
事
物
に
ま
つ
わ
る
文
化
財
的
価
値
と
は
、そ

の
も
の
が
本
来
内
属
さ
せ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

な
く
、む
し
ろ
過
去
の
事
物
を
、わ
れ
わ
れ
が
今
ど
う

価
値
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
に
お
い
て

の
み
検
討
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
、あ
る
文
化

財
的
価
値
の
裏
側
に
は
、必
ず
今
の
誰
か
に
と
っ
て
貴

重
で
あ
る
こ
と（
か
け
が
え
の
な
い
こ
と
）と
同
時
に
、不

要
で
あ
る（
疎
遠
で
あ
る
）こ
と
が
潜
ん
で
い
る
。そ
の

「
誰
か
」は
、「
国
宝
」で
あ
れ
ば「
現
国
家
」で
あ
る
。

そ
し
て「
か
け
が
え
の
な
い
」要
素
は
、初
期
の「
懸
け
造

り
」
と
い
う
建
築
様
式
や
、他
に
類
例
を
見
な
い
そ
の

建
ち
方
で
あ
り
、そ
れ
は「
誰
か
」の
価
値
を
高
め
る
も

の
と
し
て
機
能
す
る
。そ
し
て
、「
不
要
で
あ
る
こ
と
」

と
は
、現
在
の
価
値
に
照
ら
し
て
、そ
れ
が
文
化
的
意
義

し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で「
誰
か
」に

と
っ
て
安
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。普
通
こ
の
よ

う
に
し
て
文
化
財
的
な
価
値
づ
け
が
さ
れ
た
も
の
は
、

敬
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。移
動
可
能
な

美
術
品
の
場
合
、美
術
館
や
博
物
館
は
、そ
の
保
全
を

目
的
に
そ
れ
ら
を
収
得
す
る
。私
た
ち
は
、美
術
館
や

博
物
館
を
「
見
る
と
こ
ろ
」と
し
て
認
知
し
て
い
る
が
、

展
示
期
間
の
限
定
、そ
し
て
公
開
物
と
収
蔵
物
の
比
率

か
ら
考
え
れ
ば
、そ
れ
は
同
時
に「
見
せ
な
い
と
こ
ろ
」

と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。投
入
堂
の
場
合
、そ
の
隠
ぺ

い
機
能
は
、そ
の
山
上
ま
で
の
道
行
き
自
体
が
確
保
し

て
い
る
と
は
い
え
。�

　
つ
ま
り
文
化
財
的
価
値
と
は
、実
は
そ
の
全
て
が
現

在
の
視
点
か
ら
し
か
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。そ
の
結

果
と
し
て
価
値
づ
け
ら
れ
た
過
去
の
事
物
は
、あ
が
め

奉
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
隔
離
さ
れ
る
。そ
し
て
、歴
史
的
に

価
値
づ
け
ら
れ
た
以
外
の
過
去
の
事
物
は
、逆
に
破
壊

さ
れ
て
い
く
。多
少
い
か
め
し
く
書
い
て
し
ま
っ
た
と
は

い
え
、文
化
財
的
な
価
値
づ
け
に
内
在
す
る
基
本
的
な

矛
盾
点
は
以
上
で
あ
る
。そ
れ
は
、私
た
ち
と
過
去
の

事
物
の
結
び
つ
き
に
と
っ
て
は
、や
や
不
自
由
な
あ
り
方

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
れ
ら
は
厳
密
に
境
界
分

け
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。�

�����　
し
か
し
過
去
の
事
物
が
、今
現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
と
し
た
ら
話
は
異
な
る
。そ
の
点
、貴
重
だ
ろ

う
が
何
だ
ろ
う
が
活
用
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、建
造

物
特
有
の
特
徴
は
む
し
ろ
救
い
で
あ
る
。筆
者
が
初
め
て

三
仏
寺
を
訪
れ
た
時
は
、お
り
し
も「
火
渡
り
神
事
」の

行
わ
れ
る
日
で
あ
っ
た
。横
に
並
べ
ら
れ
た
丸
太
に
火
が

く
べ
ら
れ
た
後
を
、行
者
が
渡
る
も
の
で
あ
る
。い
つ
ご
ろ

か
ら
行
わ
れ
て
い
る
も
の
な
の
か
知
ら
な
い
が
、小
さ
な

子
ど
も
ま
で
も
が
願
を
掛
け
な
が
ら
歩
き
渡
る
け
な
げ

な
姿
を
見
て
、驚
い
て
し
ま
っ
た（
写
真
２
）。そ
れ
ら
は

現
在
の
目
か
ら
見
れ
ば
危
険
な
行
為
で
は
あ
る
。し
か

し
、文
化
財
的
価
値
づ
け
を
享
受
す
る
誰
か
と
は
違
っ
た

誰
か
の
た
め
に
も
こ
の
寺
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
、こ
の

行
事
の
存
在
ゆ
え
に
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
入
山
場

所
か
ら
投
入
堂
ま
で
続
く
行
程
は
、ロ
ー
プ
を
伝
っ
て
歩

か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
な
ど
、か
な
り
危
険
な
個

所
も
存
在
す
る
が
、だ
か
ら
と
言
っ
て
安
全
な
柵
が
造
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。安
全
な
柵
は
、現
在
の「
誰
か
」に

す
れ
ば
便
利
な
も
の
だ
ろ
う
が
、修
業
の
意
味
を
持
つ

三
仏
寺
の
入
山
に
と
っ
て
は
、そ
の
意
味
を
半
減
さ
せ
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。む
し
ろ
投
入
堂
に
続
く
こ
の
道
程

は
、思
い
の
外
、よ
く
考
え
抜
か
れ
て
い
る
と
思
う
ほ
ど

に
、そ
こ
そ
こ
に
危
険
で
、ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
あ
る
。�

　
投
入
堂
ま
で
の
途
中
に
あ
る
近
世
初
頭
建
立
の「
文

殊
堂
」
も
興
味
深
い
建
物
で
あ
る
。
大
き
な
岩
の
上
に

作
ら
れ
た「
懸
け
造
り
」の
そ
の
建
物
は
、そ
の
四
周
が

【写真２】火渡り神事の様子�
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「

」

と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。投
入
堂
の
場
合
、そ
の
隠
ぺ

い
機
能
は
、そ
の
山
上
ま
で
の
道
行
き
自
体
が
確
保
し

物

結

方

と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
れ
ら
は
厳
密
に
境
界
分

け
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。�

　
投

堂

途

世
初
頭
建
立
「
文

殊
堂
」
も
興
味
深
い
建
物
で
あ
る
。
大
き
な
岩
の
上
に

作
ら
れ
た「
懸
け
造
り
」の
そ
の
建
物
は
、そ
の
四
周
が

縁
側
で
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
、空
中
縁
側
と
で
も
い
う
べ

き
シ
ュ
ー
ル
な
光
景
を
作
り
出
し
て
い
る（
写
真
３
）。そ

れ
は
近
世
の
頃
に
、三
仏
寺
に
備
わ
っ
た
新
し
い
デ
ザ
イ

ン
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。生
き
て
い
る
建
造
物
と
そ
の
周

囲
と
は
、こ
の
よ
う
に
し
て
複
数
の
さ
ま
ざ
ま
な
時
代
の

「
誰
か
」の
た
め
に
作
ら
れ
た
光
景
が
交
響
し
て
い
る
よ

う
な
魅
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
過
去

の
事
物
の
持
つ
魅
力
は
、単
一
の
文
化
財
的
価
値
と
は

ま
た
異
な
っ
た
多
様
な
価
値
な
の
で
あ
る
。�

������　
こ
の
投
入
堂
を
め
ぐ
っ
て
、昭
和
二
〇
年
代
初
頭
に
、

一
つ
の
論
争
が
起
こ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。そ
れ
は
投
入

堂
が
一
気
に
建
て
ら
れ
た
も
の（
新
築
）で
あ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
徐
々
に
増
築
さ
れ
て
今
の
形
に
な
っ
た
の
か

に
つ
い
て
の
論
争
で
あ
っ
た
。
実
は
こ
の
論
争
は
、投
入

堂
の
本
質
的
価
値
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
有
益
で

あ
る
。新
築
か
増
築
か
と
い
う
論
点
は
、実
は
、時
間
の

プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
建
造
物
の
生
き
方
を
問
お
う
と
し

た
奥
深
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。�

　
投
入
堂
の
平
面
の
構
成
は
、大
き
く
三
つ
で
成
り
立

っ
て
い
る
。
投
入
堂
は
北
面
の
崖
に
張
り
付
く
よ
う
に

建
っ
て
い
る
。柱
間
一
間
×
二
間
で
構
成
さ
れ
た
崖
側
の

主
屋（
身
舎
・
も
や
と
い
う
）と
、そ
の
北
と
西
面
に
縁
が

付
加
さ
れ
、絶
景
を
得
て
い
る
。そ
し
て
そ
れ
ら
の
東
に

は「
愛
染
堂
」
と
い
う
小
祠
が
取
り
つ
い
て
い
る

の
で
あ
る（
図
）。そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
は
異
な
る

庇
が
複
雑
に
取
り
つ
き
、そ
の
組
み
合
わ
せ
に
精

妙
な
調
和
を
作
り
出
し
て
い
る（
次
ペ
ー
ジ
写
真

４
）。本
来
で
あ
れ
ば
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
し
ま
う

そ
れ
ら
庇
た
ち
が
、個
別
的
で
あ
り
な
が
ら
も

見
事
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
投

入
堂
は
、さ
ま
ざ
ま
な
細
部
が
組
み
合
わ
さ
れ

て
で
き
て
い
る
。一
気
に
建
て
る
と
す
れ
ば
、普

通
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
構
成
は
計
画
さ
れ
な
い
。主
屋

と
縁
と
付
属
室
を
一
つ
に
ま
と
め
て
屋
根
を
架
け
渡
し

た
方
が
合
理
的
だ
か
ら
で
あ
る
。�

　
そ
れ
を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、古
建
築
の
技
術
に
詳

し
い
大
岡
実
は
、投
入
堂
が
数
次
の
増
築
を
経
て
現
在
の

形
に
な
っ
た
こ
と
を
、そ
の
細
部
を
比
較
す
る
こ
と
で
主

張
し
た
の
で
あ
る
。そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
の
柱
の
材
質
、大

き
さ
、面
の
と
り
方
の
違
い（
普
通
こ
れ
ら
は
同
時
期
に

建
て
ら
れ
れ
ば
同
じ
に
な
る
こ
と
の
方
が
普
通
で
あ
る
）、

庇
の
組
み
合
わ
せ
に
非
合
理
な
部
分
が
あ
る
こ
と
な
ど
、

�

平面図�

断面図�

西側面図�

【写真３】文殊堂の空中縁側�

投  入  堂�
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建
築
史
家
、大
阪
市
立
大
学
工
学
部
建
築
学
科
建
築
デ
ザ
イ
ン

専
任
講
師
。
一
九
六
五
年
東
京
生
ま
れ
。
八
七
年
早
稲
田
大
学

理
工
学
部
建
築
学
科
卒
業
。
八
九
年
同
大
学
院
修
士
課
程
修

了
。
八
九
〜
九
二
年
清
水
建
設
株
式
会
社
設
計
本
部
。
九
二
〜

九
五
年
早
稲
田
大
学
大
学
院
後
期
博
士
課
程
。
著
書
は
、『
国

学
・
明
治
・
建
築
家
』（
蘭
亭
社
）
、『
近
世
建
築
論
集
』（
ア
セ
テ

ー
ト
）
、『
清
水
建
設
二
百
年
』（
共
著
、清
水
建
設
）
、『
数
寄
屋

の
森
』（
共
著
、
丸
善
）
、『
磯
崎
新
の
革
命
遊
戯
』（
共
著
、

T
O
T
O
出
版
）
、『
建
築
マ
ッ
プ
京
都
』（
共
著
、T
O
T
O
出

版
）ほ
か
。�

　
中
谷
　
礼
仁
（
な
か
た
に
・
の
り
ひ
と
）�
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彼
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
こ
と
は
、投
入
堂
が
増
築
の

結
果
で
き
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
ま
す
ま
す
裏
付
け

る
よ
う
で
あ
っ
た（
※
１
）。�

　
こ
れ
に
真
っ
向
か
ら
反
論
を
加
え
た
の
が
、建
築
家
・

堀
口
捨
己
で
あ
っ
た
。�

　
伝
統
建
築
に
も
造
詣
の
深
か
っ
た
堀
口
は
、そ
の
建
築

家
的
直
観
に
お
い
て
、投
入
堂
が
数
次
の
増
築
に
よ
っ
て

現
在
の
す
ば
ら
し
い
姿
に
な
し
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い

と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。「
場
所
の
選
び
方
と
い
い
、組
み

立
て
と
い
い
、全
て
に
わ
た
っ
て
世
の
常
の
考
え
を
超
え
た

も
の
で
、定
ま
り
型
に
捕
ら
わ
れ
、仕
来
り
に
な
ず
む
頭

か
ら
は
出
て
こ
な
い
。そ
の
場
そ
の
場
に
か
な
っ
た
思
い
切

っ
た
仕
振
り
を
し
て
い
る
」（
※
２
）と
す
る
の
で
あ
る
。彼

は
大
岡
の
指
摘
を
、異
な
っ
た
も
の
の
組
み
合
わ
せ
を
は

か
っ
た
と
す
る
意
匠
上
の
観
点
か
ら
一
つ
ひ
と
つ
反
論
を

加
え
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。堀
口
の
指
摘
は
、大
岡
ほ
ど
の

科
学
的
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、実
物
を
見
れ

ば
堀
口
の
観
点
も
よ
く
わ
か
る
。一
気
に
作
ら
れ
た
と

考
え
ざ
る
を
得
な
い
ぐ
ら
い
、も
う
動
か
し
よ
う
の
な
い

完
成
度
を
投
入
堂
が
見
せ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。な
に
せ

「
投
げ
入
れ
」た
、と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
ぐ
ら
い
な
の

だ
か
ら
。通
常
の
増
築
で
は
こ
の
よ
う
な
統
一
的
な
雰
囲

気
は
決
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。と
い
う

の
も
、増
築
自
体
が
、そ
の
よ
う
な
統
一
性
を
放
棄
し
た

が
ゆ
え
に
発
生
す
る
行
為
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。私
の

担
当
す
る
建
築
史
の
授
業
で
は
、こ
の
論
争
を「
増
築
か

新
築
か
問
題
」と
し
て
、学
生
に
筆
記
課
題
と
し
て
与
え

て
い
る
。し
か
し
そ
の
決
着
は
つ
い
て
い
な
い
。�

������　
最
後
に
、筆
者
な
り
に
そ
の
問
い
に
答
え
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。
両
者
の
考
え
方
は
ど
ち
ら
も
そ
の
分
析
方

法
に
お
い
て
導
き
出
さ
れ
た
結
果
と
し
て
は
間
違
っ
て

い
な
い
、と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。そ
れ
は
部
分
的
に
は

正
な
の
で
あ
る
。で
あ
る
な
ら
ば
、両
者
が
と
も
に
正
解

と
な
る
よ
う
な
新
し
い
見
解
を
導
き
出
せ
ば
よ
い
。つ

ま
り
こ
の
問
題
は
、「
常
に
統
一
的
な
美
を
意
識
し
て

幾
回
も
の
増
築
が
可
能
で
あ
っ
た
か
」
を
問
え
ば
い
い
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。そ
の
答
え
は
、「
き
わ
め
て
困
難
で

あ
る
が
可
能
で
あ
る
」
と
な
る
だ
ろ
う
。ご
く
少
数
で

あ
る
が
、日
本
建
築
に
は
そ
の
よ
う
な
統
一
的
な
増
築

過
程
が
繰
り
返
さ
れ
た
例
が
確
か
に
存
在
す
る
。�

　「
桂
離
宮
」は
そ
の
代
表
格
で
あ
る
。桂
離
宮
は
一
七

世
紀
初
頭
に
智
仁
親
王
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
八
条
宮

家
の
別
荘
で
あ
っ
た
。そ
れ
は「
か
ろ
き
茶
屋
」と
呼
ば

れ
た
小
さ
な
茶
亭
か
ら
始
ま
っ
た
。そ
の
後
増
築
を
繰

り
返
し
、古
書
院
、中
書
院
、楽
器
の
間
、新
御
殿
と
い

う
構
成
と
な
っ
て
完
成
を
み
た
。こ
こ
で
か
ろ
き
茶
屋
は

古
書
院
に
変
貌
し
、そ
の
意
味
機
能
を
変
え
な
が
ら
も
、

新
し
い
全
体
の
中
に
新
し
い
部
分
と
し
て
の
意
味
を
再

生
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。こ
の
よ
う
に
し
て
過
去
の
断

片
は「
結
論
づ
け
ら
れ
た
」（
岡
崎
乾
二
郎
）の
で
あ
っ
た
。

投
入
堂
、そ
し
て
桂
離
宮
に
お
い
て
、過
去
と
現
在
が
相

互
に
触
発
さ
れ
て
新
し
い
価
値
が
創
造
さ
れ
る
プ
ロ
セ

ス
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
決
し
て
単
一
の
価
値
に
は

汲
み
尽
く
せ
ぬ
剰
余
、そ
れ
が
実
は
過
去
の
事
物
の
持

つ
本
質
的
価
値
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。�

�（
※
１
）大
岡
実
「
三
徳
山
三
仏
寺
の
建
築
―
特
に
投
入
堂
に
つ
い
て
」『
日
本

建
築
の
意
匠
と
技
法
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、昭
和
四
六
年
に
所
収
�

（
※
２
）「
投
入
堂
」『
古
美
術
』
宝
雲
社
、昭
和
二
三
年
一
月
、現
代
語
訳

改
は
筆
者
に
よ
る
�
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【写真４】投入堂の庇細部�


