
                        

韋
駄
天
さ
ん 

庫
裡
は
全
焼
し
ま
し
た
が
、
隣
接
し
て
い
る
本
堂
は

ト
イ
レ
や
玄
関
の
ダ
メ
ー
ジ
は
あ
る
も
の
の
無
事
で
し

た
。
そ
れ
は
消
防
の
お
か
げ
な
の
で
す
が
、
よ
く
ぞ
あ
の

炎
が
本
堂
を
飲
み
込
ま
な
か
っ
た
、
ま
さ
し
く
奇
跡
だ

ね
と
、
多
く
の
方
に
言
わ
れ
ま
し
た
。
実
は
そ
の
ち
ょ
う

ど
本
堂
と
の
境
目
辺
り
に
韋
駄
天
さ
ん
と
い
う
神
様
が

祀
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
四
十
年
ほ
ど
前
に
、
前
住
職
の

父
が
ど
こ
か
ら
か
手
に
入
れ
た
も
の
で
、
当
時
は
庫
裡

台
所
の
隣
の
お
内
仏
の
間
に
あ
り
ま
し
た
。 

朝
の
連
続
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
記
憶
に
新
し
い
韋
駄
天

走
り
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
足
の
速
い
神
様
と

し
て
知
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
鬼
が
、
仏
舎
利
を
奪
っ
て

逃
げ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
、
こ
れ
を
追
っ
て
取
り
返
し

た
と
い
う
俗
伝
か
ら
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
果
て
は

盗
難
除
け
の
神
様
と
信
じ
る
向
き
も
あ
る
よ
う
で
す
。

日
本
で
は
厨
房
や
建
物
伽
藍
を
守
る
い
わ
ゆ
る
護
法

樂
音 
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樂
音
寺
の
護
法
神
「
韋
駄
天
さ
ん
」 

掌
を
合
わ

せ
必
死
に
祈
る
姿
に
心
打
た
れ
ま
す 

 



神
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
様
で
す
。
ま
た
韋
駄

天
さ
ん
が
、
お
釈
迦
さ
ん
の
た
め
に
方
々
を
駆
け
巡
っ

て
食
物
を
集
め
た
と
い
う
俗
信
に
由
来
し
て
「
御
馳
走
」

と
い
う
言
葉
が
で
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。 

煤
だ
ら
け
の
写
真
の
韋
駄
天
さ
ん
は
、
庫
裡
が
復
興

す
る
ま
で
本
尊
薬
師
如
来
の
脇
で
ゆ
っ
く
り
し
て
頂
き

ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

先
月
の
掲
示
板 

去
年
今
年 

貫
く
棒
の
如
き
も
の 

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
年
末
の
定
番
「
ゆ
く
年
く
る
年
」
と
い

う
番
組
名
も
、
「
こ
ぞ
こ
と
し
」
も
い
ず
れ
も
時
の

流
れ
の
中
で
感
慨
を
込
め
て
新
年
を
表
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
虚
子
の
こ
の
俳
句
は
「
貫
く
棒
」
つ
ま

り
時
の
流
れ
を
超
え
て
「
我
こ
こ
に
あ
り
」
と
不
動

の
自
我
を
大
書
さ
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

虚
子
に
つ
い
て
は
ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
が
、
も
と
も
と
花
鳥
諷
詠
客
観
写
生
を
信
念
に

し
て
い
る
と
、
何
を
読
ん
で
も
そ
う
書
い
て
あ
り
ま

す
が
「
私
の
心
の
深
い
所
に
は
こ
ん
な
思
い
も
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

も
う
一
つ
、
こ
の
「
棒
」
と
は
何
？
こ
の
あ
ま
り

に
も
現
実
的
で
具
体
的
な
飾
り
の
な
い
、
そ
れ
で
い

て
解
説
の
し
よ
う
の
な
い
、
ほ
か
に
言
い
換
え
よ
う

の
な
い
「
棒
」
、
ど
こ
か
で
断
ち
切
る
こ
と
も
で
き

な
い
歌
人
の
、
あ
る
い
は
我
々
の
人
生
の
本
質
を
狙

っ
た
も
の
か
。「
こ
ぞ
こ
と
し
」
を 

「
生
き
て
死
ぬ
」
と
言
い
換
え 

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。 

  



臨
済
寺
専
門
道
場
へ
出
立 

 

折
に
触
れ
て
断
片
的
に
道
場
時
代
の
こ
と
を
お
話
し
し
て

来
ま
し
た
が
、
今
、
私
が
禅
宗
僧
侶
を
名
乗
っ
て
い
ら
れ
る

の
は
道
場
の
お
か
げ
だ
と
思
い
至
り
、
重
複
も
あ
り
ま
す
が

シ
リ
ー
ズ
に
し
て
経
験
談
を
お
読
み
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

三
十
五
歳
を
迎
え
る
年
の
三
月
一
日
、
東
京
生
活
を
引
き

払
っ
て
山
梨
に
移
り
ま
し
た
。
ま
だ
私
は
パ
ー
マ
を
か
け
た

髪
も
長
く
、
上
の
娘
は
六
歳
、
八
月
出
産
予
定
の
妻
と
小
型

ト
ラ
ッ
ク
一
台
だ
け
の
引
っ
越
し
で
し
た
。 

 

早
々
に
中
尾
の
寶
樹
院
先
々
住
職
に
ご
挨
拶
、
弟
子
と
し

て
、
ま
た
僧
侶
と
し
て
の
第
一
歩
「
得
度
式
」
と
い
う
儀
式
を

し
て
頂
き
ま
し
た
。
着
慣
れ
な
い
着
物
と
下
駄
と
い
う
格
好

で
す
。
初
対
面
の
こ
の
和
尚
は
一
つ
の
笑
顔
も
見
せ
ず
、
多

く
の
こ
と
を
時
間
を
か
け
て
お
話
し
下
さ
い
ま
し
た
。
印
象

に
残
っ
た
事
は
「
僧
名
」
を
付
け
る
が
ど
ん
な
名
が
い
い
か
、

と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
、
私
は
今
の
自
分
に
は
不
似
合
い
な
ほ
ど

に
大
そ
う
な
名
に
し
て
欲
し
い
と
申
し
た
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
な
ら
、
と
白
い
和
紙
を
折
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
墨
を
す
っ
て
、

あ
れ
こ
れ
筆
を
選
ん
で
「
大
心
」と
書
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

こ
れ
が
あ
ん
た
の
戒
名
だ
と
か
、
「
大
な
る
哉
心
」
と
い
う
言

葉
か
ら
き
て
い
る
こ
と
と
か
、
ど
ん
な
心
か
一
生
か
け
て
見

つ
け
ろ
、
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
、
あ
あ
「
た
い
そ
う
な
心

か
」と
心
の
中
で
呟
い
て
、
そ
の
師
匠
寺
を
後
に
し
ま
し
た
。 

 

行
き
に
送
っ
て
く
れ
た
父
も 

帰
り
は
い
な
く
、
塩
田
ま
で 

歩
き
な
が
ら
、
途
中
猛
烈
な 

尿
意
を
も
よ
お
し
ま
し
た
。 

着
物
の
恰
好
で
道
端
で
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
大
人
に
な
っ

て
初
め
て
着
物
を
汚
し
て
帰
っ
て
き
ま
し
た
。
妻
の
悲
し
そ

う
な
顔
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
私
の
始
め
の
一
歩
で
し
た
。 



日
々
是
好
日
（
に
ち
に
ち
こ
れ
こ
う
じ
つ
） 

誰
も
が
知
る
こ
の
禅
語
、
特
に
私
は
子
供
の
こ
ろ

か
ら
知
っ
て
い
る
。
と
い
う
と
「
へ
ー
、
さ
す
が
！
」

と
言
わ
れ
そ
う
だ
が
そ
う
で
は
な
い
。
雨
の
日
は
雨

音
を
聴
き
、
雪
の
日
は
雪
に
親
し
み
、
夏
の
猛
暑
も

冬
の
身
を
切
る
厳
寒
も
五
感
を
し
っ
か
り
働
か
せ

て
ひ
と
と
き
を
味
わ
う
、
そ
れ
が
音
楽
だ
っ
た
り
お

茶
だ
っ
た
り
、
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
だ
っ
た
り
。
「
お
前

は
本
当
に
日
々
是
好
日
だ
な
」「
は
あ
？
」「
ノ
ー
天

気
っ
て
こ
と
だ
よ
」
「
悪
い
で
す
か
？
」
そ
ん
な
や

り
取
り
を
何
度
か
し
た
記
憶
が
あ
る
。
そ
う
、
こ
の

禅
語
は
ま
さ
し
く
「
ノ
ー
天
気
」。 

人
生
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
は
山
ほ
ど
、
そ

の
時
は
誰
も
が
辛
い
け
ど
大
事
な
と
こ
ろ
は
、
直
面

し
た
時
と
そ
の
あ
と
の
気
持
ち
の
持
ち
方
。 

中
国
宋
代
の
あ
る
時
、
雲
門
（
う
ん
も
ん
）
と
い

う
和
尚
が
修
行
僧
に
向
か
っ
て
「
今
ま
で
の
こ
と
は

よ
い
、
そ
れ
よ
り
こ
れ
か
ら
の
こ
と
を
一
句
で
唱
え

よ
」
僧
た
ち
誰
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
和
尚

が
唱
え
た
一
句
が
こ
れ
。
要
は
「
好
日
」
を
ど
う
捉

え
る
か
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
。 

「
良
い
日
」
と
思
え
ば
「
悪
い
日
」
も
頭
を
よ
ぎ

る
。
「
足
元
の
お
悪
い
中
で
」
と
雨
の
日
の
挨
拶
で

よ
く
耳
に
す
る
が
、
冒
頭
述
べ
た
よ
う
に
雨
が
悪
い

わ
け
で
は
な
い
、
ぬ
か
る
み
も
水
た
ま
り
も
長
靴
な

ら
楽
し
い
、
シ
ョ
パ
ン
は
雨
音
を
ピ
ア
ノ
曲
に
し
た

し
、
限
ら
れ
た
命
の
中
で
も
毎
日
毎
日
を
、
そ
れ
が

ど
ん
な
日
で
あ
ろ
う
と
ど
ん
な
こ
と
で
あ
ろ
う
と

愛
お
し
ん
で
受
け
入
れ
る
、
き
っ
と
か
け
が
え
の
な

い
日
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
比
べ
な
い
か
ら
、

比
べ
ら
れ
な
い
か
ら
尊
い
。 

決
し
て
毎
日
良
い
こ
と
に 

出
会
え
る
と
思
う
こ
と 

な
か
れ
、
そ
う
い
う 

こ
と
で
「
ノ
ー
天
気
」。 

 


