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唐

招

提

寺

総

合

調

査

概

要

前
年

度
に
引

続
き
当
研

究
所
各
研
究
室
の
参
加
の
も
と
に
、
昭
和
3
6年
８

月
2
8

日

よ
り
１
週
間
、
唐
招
提
寺

の
総
合
調
査
を
行
っ

た
。
美
術
工

芸
研
究
室
は
講
堂

安
置
の
仏
像

お
よ

び
寺
蔵
工

芸
品
、
歴

史
研

究
室
は
聖
教
類
、
建

造
物
研

究
室
は

講

堂
の
調
査

に
当
っ
た
。
今

回
は
こ
の
う
ち
紙
裁
文
と
別
尊
雑
記

を
と
り
あ
げ
報

告
す

る
。

一

、

唐

招

提

寺

の

紙

裁

文

裁
文

と
い
う
の

は
切
り
と
っ

だ
文
様
と
い
う
意
味
で

あ
ろ
う
。
材
質

が
何

ん
で

あ
っ
て
も
、
文
様

に
す

る
た

め
切
り
と
っ
だ
も
の
で
あ
る
た
め
、

材
質

が
金

銅
で

あ
れ
ば
金
銅
裁
文
、
紙
で
あ
れ
ば
紙
裁
文

と
い
っ
て

い
る
。
正
倉

院
に
伝
え

ら
れ

て

い
る
金
銅
鳳
形

裁
文
は
金
銅
板
を
鳳
凰
形

に
透
彫
し
て
、
両
面

か
ら
そ
の
輪
廓

を
線
刻
で
隈
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
「
東
大

寺
高
笠
万
呂
作
　

天
平
勝
宝
四
年
四

月
九
日
」
の
刻
銘
の
あ

る
金
銅
雲
花
形

裁
文
も
、
同

一
系

類
の
も
の
で
あ

ろ
う
。

金

銅
裁
文
の
遺
品
作

例
は
み
ら
れ

る
が
、
紙
裁
文
の
遺
品
は
ま
こ
と
に
少

な
い
。

や

は
り
、
正

倉
院
に
伝
え
ら
れ
て

い
る
人
勝

残
闕

雑
帳

と
称
さ
れ
て
い
る
作
品
の

中

に
み
ら
れ
る
だ
け
だ
ろ
う
。

正
月
７
日

に
色
布
や
紙
箋
を
剪
っ
て
、
人
物
や
花
卉

の
形

を
つ

く
っ
て
贈
答
し

た
も
の
で
、
そ
の
大
物
の
形

に
っ

く
っ

た
も
の
を
人
勝
、
花
卉
な
ど
の
形

の
も
の

美
術
工
芸
研
究
室
・
工
　
芸

歴

史

研

究

室
・
古
文
書

を
花
勝

と
称
し

た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
こ
れ
は
楚
の
習
俗

と
さ
れ
、

そ
れ

が
唐
代

に
伝
わ
り
、

さ
ら
に
わ
が
国
へ
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

作
品

は
あ

ま
り

に
も
有
名
な
も
の
で
説
明
の
要

は
な
い
が
、
中

央
の
子
供
と
小
動

物
の
尾
部

と
樹
木

は
綵
絵
の
残
片
、
周
縁
は
金
箔
を
置
い
た
紙
裁
文

で
、
五
弁
花

の
唐
草
文
様

と
襷
文
様
を
切
り
透
す
。
そ
し
て

幅
を
も
っ
葉
形

の
部
に
は
黄
緑
濃

淡
の
羅
４

枚
を
裏
面

か
ら
暈

繝
風

に
貼
り
重

ね
た
も
の
で
、
ま
こ
と

に
雅
味
あ

ふ

れ
る
も
の
で
、

な
る
ほ
ど
贈
答
用

か
と
う
な
づ
け
よ
う
。

紙
裁
文
と
い
え
ば
、

こ
の
人
勝
残
闕
雑
帳
に
み
ら
れ
る
だ
げ

と
考

え
ら
れ
て

い

た
が
、
唐
招
提
寺
に
断
片
で
は
あ
る
が
、

紙
裁

文
と
考
え

ら
れ
る
も
の
が
八
点
伝

え
ら
れ
て
い
た
。

去
る
昭
和
3
1年

か
ら
当

寺
の
宝
蔵
解
体
修
理
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
天

井

裏
か
ら
奈
良
時
代

の
染
織
品

と
共

に
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
長

い
年
月
塵

埃

に
埋
も
れ
て

い
た
た
め
、
ひ
ど
く
汚
れ
て
み
ら
れ
る
が
紙
裁
文

に
相

異
な
い
。
切

り
透

さ
れ
て
い

る
文
様
も
、

青
海
波
文
様
（
写
真
１
）
亀
甲
花
文
様
（
写
真
２
）
石

畳
異
文
様
（
写
真
３
）
の
３
種

の
も
の
が

ま
と

ま
っ
た

形

が
残
っ

て
い
る
。

他
の

断
片

は
い
づ
れ

も
こ

の
３
種
類
の
両
端
に
続
く
も
の
の
よ
う
に
推
定
さ
れ
る
が
、

あ
る
い
は
ま
た
、
こ
れ

ら
と
文
様
を
異
に
す
る
も
の
の
断
片

か
も
し
れ
な

い
。
い

づ
れ
に
し
て

も
こ
れ
だ
け
紙
裁
文
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
の

は
貴
重
な
資
料
と
い
わ
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ね
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
唐
招
提
寺
紙
裁
文
は
時
代

は
何

時
頃

の
も
の
か
、
ま
た
、
そ
の
使
用
目

的

は
な
ん
で
あ
っ
た
か
。

奈
良
時
代
の
染
織
品
と
と
も
に
発
見
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

た
だ

ち
に
奈
良

時
代
と
は
云
え
な
い
だ
ろ
う
。
奈

良
時
代
の
写
経
紙
な

ど
数
多
く
比
較
し
て
紙
質

に
よ

る
年
代
決
定
を
調
査
し

て
い
た
時
、
正
倉

院
に
お
い
て

も
紙

の
学
術
調
査
が

行
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
調
査

団
は
寿
岳

文
章
博
士
、

上
村
六
郎
博

士
、
大
沢
忍
博

士
、
町
田
誠
之
博
士
で
あ
る
が
、
紙
質

の
確
認
を
得
る
た
め
調
査
団

に
依
頼
し
、

諸
博
士
の
応
援
を
願
っ

た
。

そ
の
調
査
の
結
果
は
、
こ
の
紙
は
た
め
す
き
と
呼
ば
れ
る
紙
溲
法
で
製
紙

さ
れ

た
も
の
で
、
こ
の
方
法
は
奈
良
朝
に
お
い
て
最
も
盛
ん
に
行
わ
れ
た
紙
漉
法
で
、

こ
の
製
紙
法
の
下

限

は
平
安
初
期
を
降
ら
な
い
と
の
意
見

で
あ
っ

た
。

し

た
が
っ
て
、
こ
の
紙
裁
文

は
製
作
地
は
別
と
し
て
奈
良
朝
の
作
品

と
み
る
べ

き
で
あ

る
と
い
う
見
解
が
一
致
し

た
の
で
あ
る
。

文
様
構
成

か
ら
み

よ
う
。
青
海
波
文
様
、
亀
甲
文
様
、
石

畳
異
文
様
な
ど
は
奈

良
朝

に
お
い
て

よ
く
み
ら
れ
る
文
様
で
あ

る
が
、
対
角
線
を
と
り
半
面

に
亀
甲
文

様
、
半
面

に
花
文
様

を
置
く
構
成
は
非
常

に
珍
ら
し

い
。
こ
の
よ
う
な
文
様
構
成

は
奈
良
朝
の
工
芸
作
品
の
遺
品

に
そ
の
類
例
が
求
め
に
く
い
た
め
、
こ
の
作
品
は

奈
良
時
代
の
作
で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
が

ち
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
前
述
の
人
勝

残
闕

雑
帳

に
み

ら
れ

る
紙
裁
文
の
文
様
は
、
対
角
線
で

は
な

い
が
３
分
の
１
面
を

襷
文

様
に
し
、
３
分

の
２
面

に
花
唐
草
文
様
を
出
し
て
い
る
も
の
で
、
一
つ
の
短

形

あ
る
い
は
長
方
形
内

に
二

つ
の
異
っ

だ
文
様

を
表
現
す

る
構
成
は
奈
良
朝
に
於

て
は
す
で
に
存

在
し
て

い
た
。
使
用
の
目
的
に

よ
り
、
よ
り
美
的
に
、
よ
り
効
果

唐
招
提
寺
総
合
調
査
概
要

的

に
表
示
す

る
た

め
、
３
分
の
１
面

を
区

切
る
線
が
対
角
線

に
も
な
り
う
る
可
能

性

は
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
唐
招
提
寺
裁
文

は
奈
良
時
代
の
作
品

と
み
て
些
か
も
差
支
え
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
ど
ん
な
用

途
を
も
っ

だ
も
の
で
あ
っ

た
か
。
正

倉
院
の
人

勝
残
闕
雑
帳

か
ら
推
測
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
同

じ
く
正
月
７
日

に
贈
答
し

た
類
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
断
片
で
あ
り
、
記
録
も
求

め
ら
れ
な
い
以
上
、
決
定
し
が
た
い
。

こ
れ

ら

の
作
品

か
ら

は
贈
答
用
以
外
の
用
途
を
感
じ
さ
せ
る
要

素
が
濃
く
み
ら
れ
る
。
石

畳
異
文
様
裁
文
の
下

端

は
四
弁
花
の
半
面

を
出
し
て
ま
と
ま
り
、

垂
れ
下

る
装
飾

品

の
使
命
を
果
し
て

い
る
と
み
ら
れ
よ
う
。
亀
甲
花
文
様
裁
文

に
も
そ
れ
が
端

に

缺

損
し
て

は
い
る
が
み

ら
れ

る
し
、
お
そ
ら
く
、
青
海
波
文
様
裁
文

の
端

に
も
付

い
て

い
た
と
推
測

さ
れ
る
。

と
す

れ
ば
何

か
垂
れ
下

る
装
飾
品
に
使
用

さ
れ
た
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

断
片
（
写
真
４
）
を
み
る
と
、

縁
に
左
右
２

ヶ
所

に
針
穴
が

み
ら
れ
る
。

こ
れ

は
こ
の
裁
文

を
固

定
す

る
た
め
に
っ
け

ら
れ

た
穴
で
な
く
、
ｙ
』
の
紙
裁
文
を
芯
と

し
て
両
面

か
ら
薄

い
織

物
を
あ
て
、
そ
れ
を
縫
い
と

め
た
針
穴
で
あ
ろ
う
。
こ
の

場
合
、
薄

い
織
物

は
当
然
羅

と
考
え
ら
れ
る
。

亀
甲

花
文
様
裁
文
の
花
文

様
を
仔
細
に
観
察
す

る
と
、
ま
こ
と

に
精
巧
な
も
の

で
、
透
彫

り
し
な

い
花

に
は
花
弁

を
表
現
す

る
た

め
１
枚
、
１

枚
に
切
り
込
み
を

行
っ
て
い
る
が
、

た
ん
に
刀

を
入

れ
た
切
り
込
み
で
な
く
、
花
弁
を
立
体
的
に
表

現
せ

ん
と
苦

心
が
み
ら
れ
る
切
り
込
み
で
あ
る
。

こ
の
裁
文

を
手

に
し
て
透
し
て

視

る
と
花
弁
が
浮
き
上
っ
て
見

事
な
立
体
感

を
示

す
。
奈
良

時
代

の
工
芸
作
品
に

見

ら
れ
る
透
視
感
覚
の
美
的
表
現

作
風

が
こ
れ
ら
の
裁
文

に
も
み

ら
れ

る
が
、
こ
　
1
9

れ
は
時
代
性
を
明
示

す
る
一
つ
の
特
色
と
も
な
ろ
う
。
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こ
れ
ら
の
紙
裁
文

を
芯

と
し
て
羅
を
貼
っ

た
原
形
を
想
像
し
、
幡
手
の
如
き
垂

れ
下

る
装
飾
品
に
使
用

さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、

と
推
測
は
さ
れ
る
。
中
国

製
で
あ
る
か
、

わ
が
国

で
作

ら
れ
た
も
の
か
、
中
国
製
で
あ

る
と
す
れ
ば
鑑
真
将

来

の
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

唐
招

提
寺
裁
文

に
関
し
て

は
数
多
く
の
研
究
す

べ
き
事
項
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、

そ

れ
の
解
明

に
は
今
少
し
の
時
間

を
も

ち
、
後
日
に
そ
の
発
表
を
ゆ
ず
り
た
い
。

（
守

田

公

夫
）

二

、

別
　

尊
　

雑
　

記

・
　
　
　

別
尊
雑
記
　

詰

气

齟

頸
　
　
　
　

４
巻

巻
子
本
、
墨
界
線
、
朱
点
、
朱
書
ま
た
は
墨
書
の
送
仮
名
等
が
あ

る
。

タ
テ
　
　

全
長
　
　

紙
数
　
　

料
紙
　
　

表

紙

田

薬
師
　
　
　
　

２
９
.７
　｜
　

７
３
５
.謚
　
1
6
枚
　

白
斐
緻
　

白
椿
緻

㈲
転
法
輪
菩
薩
　
２
８
.品
　

９
１
９
.謳
　
2
3
枚
　

白
椿
緻
　

薄
茶
椿
緻

㈲
吉
祥
天
　
　
　

２
９
.昌
　

回

・
品
　
1
7
枚
　

白
椿
緻
　

薄
茶

椿
緻

ｍ

金
剛
童
子
　
　

２
８
.８
１
　

４
０
９
.０
　｜
　
2
2
枚
　

白
椿
紙
　

薄
茶

椿
紙

（

奥
書
）

田

薬
師
　
（
奥

書
な
し
）

②
転
法
輪
菩
薩

御
本
云
文
永
七
年
七
月
二

日
一
交
了
　
　

頼
賢

永
仁
七
－

正
－

六
日
賜
酉
酉

松
橋
殿
御
本
書
写
了

求
法
資
最
珠

交
了

㈲
吉
祥
天

文
永
七
年
六
月

廿
五

日

匸
父
了

頼
賢

正

安
元
－

九
－

廿
四
日

賜
酉
酉
松

橋
殿
御
本

書
写
了

求
法
資
最
珠

㈲
金
剛
童
子

御
本
云
文
永
七
年

六
月

九
日
交
了
　
　

頼
賢

永
仁
六
―
十
二
月
十
七
日
賜
酉
酉
松
橋
殿
御
本

書
写
了
　
　

求
法
資
最
珠

唐
招
提
寺
に
現

存
す
る
の
は
こ
の
４
巻
の
み
で
あ
る
。
「
薬
師
」

は
奥
書
が
な

く
、
又
「

転
法

輪
菩

薩
」
以
下

の
３
巻
と

は
体
裁

お
よ
び
書
風
を
異
に
し
て
お
り
、

本
来
別
系

統
に
属
す

る
も
の
が
混
入
し

た
の
で

は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「

転

法
輪
菩
薩
」
以
下

３
巻
に
は
永
仁
６
年
（
に
品
）
、
正
安
元
年
（
に
咀
）
書
写

の
奥

書
が
あ
る
が
、

書
風

紙
質

か
ら
考
え
て
、
こ
れ

は
写
本
奥
書
で
は
な
く
、

こ
の
時

の
も
の
と
見

ら
れ
る
。
又
「
薬
師
」
も
鎌
倉
時
代
中
期
な
い
し
末
期

の
写
本

と
推

定
さ
れ
る
。

「
輪
法
輪
菩
薩
」
以
下

３
巻
の
奥
書
に
は
頼
賢
、
最
珠
の
名
が
見
え
て

い
る
が
、

二
人

は
共

に
醍
醐
寺
僧
で
あ
る
。
両

者
の
間
に
は
い
か
な
る
関
係
が

あ
つ
だ
の
で

あ
ろ
う

か
。
頼
賢
は
意
教
上
人
と
い
い
、
醍

醐
寺
座

主
と
な
っ

た
成
賢
の
弟
子
で

（
註
１
）

あ
る
。
最
珠
は
松
橋
流
の
法
脈
に
属

し
、

そ
の
血
脈

は
全
賢
Ｉ

浄
真
－

真
備
ｉ

俊

誉
ｉ

最
珠
で
あ

る
。
真
備
は
浄
真
の
弟
子
で
あ
っ
た
が
、
「
不
遂
儀
式

灌
頂

之
間
、
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（
註３）

遇
意
教
上
人
受
之
了
」と
い
う
ご
と
く
、頼
賢
の
法
流
を
も
受
け
て
い
る
。
こ
れ
に
　
　調査
の
完
了
をみ
る
に
い
た
ら
な
かっ
た
。
後
日
に
期
し
た
い
。

よ
っ
て
も
明
か
な
よ
う
に
、
頼
賢
と
真
愀
お
よ
び
そ
の
後
の
俊
誉
と
の
間
に
は
密

接
な関
係
があっ
たこ
と
がう
か
が
わ
れ
る
。こ
うして
頼賢
書写
の
別
尊
雑
記

は真
愀
ま
た
は
俊
誉
に
伝え
ら
れ、
そ
の
法
脈
を受
け
た最
珠
が、こ
の
頼
賢
書

写
本（
ま
た
はそ
の
写
し
）
を写
す
機
会
を与
え
ら
れ
た
もの
で
あ
ろ
う
。

な
お
永
仁６
年
、正
安元
年
頃
の
松
橋
毆
と
は誰
のこ
とで
あろ
う
か
。真
愀

は文
永８
年（
にコ
）
1
2
月
1
4
日
松
橋（
醍
醐
無
量
寿
院）
堂
舎
資
財
その
他
を

俊
誉
に
譲っ
て
い
る
。

３
年（
穴Ｅ
）
閇
３
月
2
1
日その
後こ
れ
ら
は
俊誉
から公
紹
に
譲
ら
れ
、更
に正
和

に日
公
紹
か
ら
空
雄
に
伝え
ら
れ
た
。
俊
誉
から
公
紹
に

伝
え
ら
れ
た
時
は
明
かで
な
い
が
、
唐
招
招
寺
蔵「
伝
法
灌
頂
条
々
雑
事
」
の
奥

書
に
は

正
安二二
―
十一
―八
日
賜
酉
酉
松
橋
毆
田
中
坊
師

阿
闍
梨
御
房
御
本
書
写
早
　
　
　
求
法
資
最
珠

と
あ
り
、
こ
の
時
に
は
最
珠
の
師
が
な
お
松
橋
毆
に
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
別
尊

雑
記
奥
書
の「
松
橋
毆
」
は
当
然
俊
誉
を
指
す
も
の
と
考
え
る
。

仁
和
寺
現
存
の
別
尊
雑
記
5
7
巻
は
後
補
１１（
巻
を
除
き
心
覚
抄
本
と
言
わ
れ
て
い

る
。
唐
招
提
寺
に
現
存
す
る４
巻
は
い
づ
れ
も
仁
和
寺
に
心
覚
妙
本
が
残っ
て
お

り
、
最
古
の
本
と
は
言
い
得
な
い
。
し
か
し
別
尊
雑
記
の
古
写
本
は
類
例
も
少
く
、

特
に
書
写
の
年
紀
が
明
か
で
あ
り
、
別
尊
雑
記
研
究
上
重
要
な
資
料
を
加
え
る
こ

と
が
出
来
た
。

今
回
の
唐
招
提
寺
の
聖
教
類
の
調
査
は
、Ｗ呂
点
に
お
よ
び
、
大
部
分
は
鎌
倉

時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
聖
教
類
の
数
量
は
極
め
て
多
く
、

唐
招
提
寺
総合
調
査
概要

（
田
中
　稔）

（
１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

註

野
沢
血
脈
集
巻
第
２（
真
言
宗
全
書
３９
-ｐ
. ３７５）

唐
招
提
寺
所
蔵「
松
橋
相
承
次
第
」

野
沢
血
脈
集
巻
第
２（
同
３９ 
-
ｐ
. ３６８）

大
日
本
古
文
書
　醍
醐
寺
文
書
之
２
ｊ
２８８ 
-７
　文
永
８
年
1
2
月
1
4
日
権
大

僧
都
真
鰍
譲
状
案

（
５
）
　同前
、
に１
１
８
　正
和
３
年
閠３
月
2
1
日
権
僧
正
公
紹
譲
状
案
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