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開
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よ
み
が
え
る
平
泉
以
前
の
仏
教
文
化

よ
み
が
え
る
平
泉
以
前
の
仏
教
文
化  
ーー

　
国
見
山
廃
寺
跡
は
、
司
東
真し
ん
ゆ
う雄
先
生
た

ち
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
初
期
調
査
以
後
、

大
規
模
に
発
掘
調
査
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
国
見
山
廃
寺
＝
定じ
ょ
う
が
く
じ

額
寺
陸
奥
国
極
楽

寺
説
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
れ
が
大
き
く
転
換
し

た
の
は
、
昭
和
の
終
わ
り
こ
ろ
で
し
た
。

　
市
は
、
国
見
山
廃
寺
が
重
要
な
古
代
寺

院
跡
で
、
文も

ん
と
く
て
ん
の
う
じ
つ
ろ
く

徳
天
皇
実
録
に
書
か
れ
た
定

額
寺
陸
奥
国
極
楽
寺
跡
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
と
し
て
、
文
化
庁
に
国
指
定
史
跡
と

す
る
よ
う
申
請
書
を
出
し
た
際
に
、
国
の

文
化
財
保
護
審
議
委
員
か
ら
、
文
徳
天
皇

実
録
に
書
か
れ
た
陸
奥
国
極
楽
寺
な
の
か

と
い
う
疑
義
が
出
た
の
で
す
。
ま
ず
発
見

さ
れ
た
国
見
山
の
堂
塔
の
年
代
が
、
文
徳

天
皇
実
録
の
年
代
で
あ
る
９
世
紀
中
ご
ろ

（
1
1
5
0
年
ほ
ど
前
）の
も
の
で
あ
る
こ

と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

司
東
先
生
た
ち
の
初
期
調
査
は
、
期
間
も

短
か
っ
た
上
、
当
時
は
ま
だ
出
土
遺
物
に
対

す
る
年
代
観
も
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
建
て
ら
れ
た
年
代
ま
で
調
査
が
及
び

ま
せ
ん
で
し
た
。

発
掘
調
査
再
び

発
掘
調
査
再
び

　
堂
塔
の
年
代
を
確
か
め
る
に
は
、
司
東

先
生
た
ち
が
発
見
し
た
堂
塔
跡
を
再
発
掘

し
て
、
新
た
に
年
代
を
明
ら
か
に
で
き
る

資
料
を
得
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
初
期
調
査
か
ら
20
年
余
り
の
時
を
経
て
、

再
び
国
見
山
の
堂
塔
跡
に
発
掘
調
査
の
メ

ス
が
入
れ
ら
れ
た
の
で
し
た
。こ
の
調
査
で
、

国
見
山
廃
寺
の
変
遷
の
謎
を
解
く
上
で
大

き
な
成
果
を
上
げ
た
の
は
、
中
心
仏
堂（
い

わ
ゆ
る
本
堂
）と
考
え
ら
れ
る
七
間
堂
と
呼

ば
れ
る
、
国
見
山
廃
寺
跡
で
最
も
大
き
な

仏
堂
跡
の
再
調
査
で
し
た
。
再
調
査
の
結

果
、
こ
の
仏
堂
は
、
お
よ
そ
2
0
0
年
の

間
に
５
回
の
建
て
替
え
が
行
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
の
で
す
。
南
に
傾
斜
す

る
斜
面
を
削
っ
て
平
場
を
造
り
仏
堂
を
建

て
て
い
た
の
で
す
が
、
建
て
替
え
の
た
び
に

仏
堂
を
大
き
く
す
る
た
め
、
斜
面
を
さ
ら

に
削
り
盛
土
整
地
し
て
い
ま
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
新
た
に
盛
土
し
て
い
く
こ
と
で
、

古
い
建
物
の
跡
は
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
良
い

状
態
で
残
っ
て
い
た
の
で
し
た
。
こ
の
中
心

展
勝
地
の
お
宝
　
国
見
山
廃
寺
跡　

 

北
上
市
立
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
展
勝
地
開
園
1
0
0
周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会
で
、
1
0
0
周
年
に
向
け
た
取
り
組
み
と

し
て
、
よ
り
多
く
の
市
民
に
展
勝
地
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
展
勝
地
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

情
報
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
歴
史
的
な
こ
と
、
地
理
的
な
こ
と
、
自
然
環
境
の
こ
と
、
そ
し
て
、

展
勝
地
に
深
く
関
わ
っ
た
人
々
や
展
勝
地
を
題
材
に
し
た
美
術
・
文
芸
作
品
な
ど
に
つ
い
て
紹
介

し
て
い
き
ま
す
。

展
勝
地
風
土
記

平
成
25
年
1
月
25
日

展
勝
地
開
園
1
0
0
周
年
記
念
事
業
準
備
委
員
会

お
問
い
合
せ
／
北
上
市
建
設
部
都
市
計
画
課 

内
線 
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仏
堂
の
変
遷
を
追
う
こ
と
で
、
国
見
山
廃

寺
の
変
遷
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
す
。

国
指
定
史
跡
へ

国
指
定
史
跡
へ

　
結
果
、
確
か
に
国
見
山
廃
寺
の
創
建
年

代
は
９
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
た
ど
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
が
、
そ
の
こ
ろ
は
中
心
仏
堂
と
そ

れ
に
付
属
す
る
建
物
し
か
な
く
、
定
額
寺
と

し
て
は
小
さ
過
ぎ
る
山
寺
で
あ
る
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
実
は
、
司
東
先
生
た
ち
が
発

見
し
た
数
々
の
堂
塔
群
の
跡
は
、
10
世
紀

後
半（
1
0
5
0
年
ほ
ど
前
）か
ら
建
て
ら

れ
た
も
の
で
し
た
。
文
徳
天
皇
実
録
の
記
載

さ
れ
た
天
安
元（
8
5
7
）年（
1
1
5
6
年

前
）と
は
1
0
0
年
近
く
後
の
時
代
の
も
の

だ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
文

徳
天
皇
実
録
の
定
額
寺
陸
奥
国
極
楽
寺
＝

国
見
山
廃
寺
に
と
い
う
可
能
性
は
厳
し
く

な
り
ま
し
た
。
で
は
、
国
見
山
廃
寺
跡
は

国
指
定
史
跡
に
は
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
う

と
、
平
成
16
年
に
国
指
定
史
跡
と
な
り
ま

し
た
。
そ
れ
は
、
再
調
査
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
新
た
な
成
果
、
奥
州
藤
原
氏
以
前
の

日
本
最
北
の
本
格
的
な
山
岳
寺
院
と
し
て

の
価
値
に
ス
ポ
ッ
ト
が
当
た
っ
た
の
で
す
。

平
泉
文
化
の
礎
・
国
見
山
廃
寺

平
泉
文
化
の
礎
・
国
見
山
廃
寺

　
こ
こ
か
ら
は
、
国
見
山
廃
寺
の
盛
衰
を
、

こ
の
地
域
の
歴
史
と
か
ら
め
て
み
ま
し
ょ

う
。
な
ぜ
国
見
山
に
お
寺
が
置
か
れ
た
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
国
見
山
廃
寺
の
南

9
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

胆
沢
城（
奥
州
市
所
在
）と
関
連
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
胆
沢
城
は
、
征
夷
大
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将
軍
坂
上
田
村
麻
呂
が
こ
の
地
域
の
蝦え
み
し夷

と
の
戦
い
の
末
、
中
央
政
府
の
出
先
機
関

と
し
て
設
置
し
た
役
所
で
す
。
胆
沢
城
は

鎮
守
府
と
も
呼
ば
れ
、
次
第
に
役
所
と
し

て
整
備
さ
れ
、
特
に
9
世
紀
中
ご
ろ
に
大

規
模
な
整
備
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ

ろ
に
は
、
地
方
役
所
と
し
て
は
重
要
な
仕

事
で
、
国
家
行
事
で
あ
る
仏
教
儀
式
が
行

わ
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
儀
式
に
は
大
勢

の
僧
侶
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
か
ら
胆
沢
城

に
た
く
さ
ん
の
僧
侶
が
い
た
施
設（
付
属
寺

院
）が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
当
時
の

僧
侶
は
、
平
地
で
儀
式
を
行
う
だ
け
で
な

く
、
山
林
に
こ
も
っ
て
修
行
す
る
必
要
が
あ

り
、
そ
の
修
行
の
場
と
し
て
、
政
治
の
場

か
ら
離
れ
た
、
霊
験
あ
ら
た
か
な
場
所
が

必
要
で
し
た
。
国
見
山
は
、
口
内
町
の
明

神
岳
を
噴
火
口
と
す
る
火
山
の
噴
出
物
で

で
き
た
岩
山
で
、
大
岩
が
所
々
に
露
出
し
、

霊
験
あ
る
風
景
を
呈
し
て
い
る
こ
と
や
、
胆

沢
城
か
ら
北
上
川
を
隔
て
、
程
よ
い
距
離

に
あ
る
な
ど
、
山
林
修
行
の
場
に
適
し
た

場
所
で
し
た
。

　
そ
こ
で
、
こ
こ
に
修
行
の
場
と
し
て
寺
が

開
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
修
行
の

場
で
す
か
ら
、
小
さ
な
中
心
仏
堂
一
つ
く
ら

い
で
十
分
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
小
さ
な
お
寺
だ
っ
た
国
見
山
廃
寺

が
、
10
世
紀
後
半
か
ら
急
に
塔
を
持
つ
よ

う
な
大
き
な
お
寺
と
な
り
ま
す
が
、
胆
沢

城
は
こ
の
こ
ろ
に
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

よ
う
で
す
。
で
は
国
見
山
廃
寺
を
大
き
く

し
た
の
は
誰
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
書
物

な
ど
で
は
、
そ
の
こ
ろ
、
こ
の
地
域
を
支

配
し
た
の
は
奥
州
藤
原
氏
の
父
祖
に
あ
た

る
安
倍
氏
、
清
原
氏
と
い
う
豪
族
で
し
た
。

安
倍
氏
は
、
胆
沢
城
に
い
た
役
人
で
蝦
夷

出
身
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
豪
族
で
す
。

10
世
紀
中
ご
ろ
に
は
胆
沢
城
の
支
配
領
域

を
実
質
的
に
支
配
し
て
い
ま
し
た
。
清
原

氏
は
、
も
と
も
と
秋
田
の
豪
族
で
、
前
九

年
合
戦
で
安
倍
氏
を
滅
ぼ
し
た
後
、
鎮
守

府
将
軍
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
両
氏
が
大

旦
那
と
な
り
国
見
山
廃
寺
を
中
央
の
寺
院

に
ひ
け
を
と
ら
な
い
大
規
模
な
寺
院
に
し

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
国
見
山
廃
寺

の
発
展
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
安
倍
氏
、
清
原
氏
が
滅
び
た
後
、
奥

州
藤
原
氏
初
代
清
衡
が
政
治
の
中
心
を
江

刺
郡
豊
田
館
か
ら
平
泉
に
移
し
、
中
心
寺

院
と
し
て
中
尊
寺
を
建
立
し
た
こ
ろ
に
は
、

国
見
山
廃
寺
の
堂
塔
が
無
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
見
山
廃
寺
の

仏
教
文
化
こ
そ
、
平
泉
仏
教
文
化
の
礎
で

あ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

国
見
山
廃
寺
復
元
の
試
み

国
見
山
廃
寺
復
元
の
試
み

　
初
代
清
衡
が
建
て
た
中
尊
寺
の
建
物
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
現
存

す
る
金
色
堂
以
外
、
発
掘
調
査
を
し
て
も

は
っ
き
り
分
か
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、
国

見
山
廃
寺
は
12
世
紀
こ
ろ
に
は
堂
塔
が
無

く
な
り
そ
の
ま
ま
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
の

で
、
当
時
の
建
物
跡（
礎
石
）は
壊
さ
れ
ず

に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
安
倍

氏
、
清
原
氏
が
建
て
た
平
泉
仏
教
文
化
以

前
の
中
心
寺
院
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
が
分
か
る
の
で
す
。
平
成
22
年
に
は
、

堂
塔
跡
か
ら
建
物
を
復
元
す
る
試
み
も
岩

手
県
建
築
士
会
北
上
支
部
に
よ
り
行
わ
れ
、

下
図
の
よ
う
な
堂
塔
が
国
見
山
の
尾
根
に

展
開
し
て
い
た
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。


