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菅
生
山
大
宝
寺
と
伊
予
す
た
れ

一

菅
生
山
大
宝
寺

古
代
の
久
万
地
方
の
開
発
と
か
文
化
と
か
を
考
え
る
場
合
、
菅
生
山
大
宝
寺
の
創

建
が
そ
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
創
建
の
年
代
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ

る
か
、
な
ど
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
。
お
よ
そ
物
事
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
わ

か
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
の
で
、
そ
れ
は
大
宝
寺
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
こ
と
に
古

い
時
代
の
こ
と
と
な
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

「
古
事
類
苑
」

と
い
う
書
物
が
あ
る
。
大
正
二
年
神
宮
司
庁
の
発
行
で
、
伊
予
国

で
は
由
緒
あ
る
寺
と
し
て
観
念
寺
・
善
応
寺
・
右
手
寺
・
弥
勒
寺
・
大
宝
寺
・
等
妙

寺
・
竜
沢
寺
の
七
か
寺
を
あ
げ
て
い
る
が
、
大
宝
寺
の
な
か
に
、
岩
屋
寺
も
そ
の
奥

の
院
と
し
て
含
め
て
記
し
て
い
る
。
次
の
よ
う
で
あ
る
。

大
宝
寺
ハ
伊
予
国
浮
穴
郡
菅
生
村
二
在
り
、
文
武
天
皇
大
宝
元
年
ノ
創
建
ニ
シ
テ
年
号
ヲ

以
テ
寺
号
ト
ス
ト
云
フ
、
モ
ト
天
台
宗
二
属
セ
シ
ガ
後
改
メ
テ
真
言
宗
ト
ナ
ス
、
四
国
八

十
八
カ
所
ノ
一
夕
リ

と
簡
単
に
記
し
て
あ
っ
て
、
参
考
書
と
し
て
、
「
伊
予
古
墳
志
」
、
「
愛
媛
面
影
」
な
ど

を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
岩
屋
寺
に
つ
い
て
は
、

岩
屋
寺
ハ
同
郡
七
鳥
村
ニ
ア
リ
、
大
宝
寺
ノ
奥
院
ニ
シ
テ
嵯
峨
天
皇
ノ
弘
仁
六
年
、
僧
空

海
ノ
開
基
ス
ル
所
ナ
リ
、
真
言
宗
二
属
ス
、
マ
タ
四
国
八
十
人
カ
所
ノ
一
夕
リ

と
し
て
、
参
考
書
と
し
て
、
「
予
陽
佳
諺
抄
」
、
「
予
陽
旧
蹟
俗
談
」
、
「
愛
媛
面
影
」
な
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掲
げ
て
あ
る
。

菅
生
山
大
宝
寺
の
縁
起
を
記
し
た
も
の
は
、
元
禄
二
年
(
一
六
八
九
)
に
高
野
山
の

寂
本
が
編
集
し
た

「
四
国
遍
礼
霊
場
記
」

を
始
め
と
し
て
数
多
く
あ
っ
て
、
さ
き
に

あ
げ
た

「
伊
予
古
蹟
志
」

も
ほ
と
ん
ど
同
様
の
記
事
で
あ
る
。
こ
う
し
た
書
物
の
欠

点
は
い
ず
れ
も
時
代
が
新
し
く
、
江
戸
時
代
以
後
の
も
の
で
あ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
源
流
と
見
ら
れ
、
現
在
最
も
古
い
も
の
と
し
て
、
「
一
遍
聖

絵
」

が
あ
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
う
れ
し
い
限
り
で
あ
る
。

「
一
遍
聖
絵
」

は
鎌
倉
時
代
の
正
安
元
年
(
一
二
九
九
)
に
一
遍
上
人
の
弟
子
の
聖

戒
が
詞
書
を
記
し
、
円
伊
と
い
う
絵
師
が
絵
を
か
い
た
絵
巻
物
で
京
都
の
歓
善
光

寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
そ
の
写
真
版
は
一
遍
の
誕
生
し
た
所
と
い
わ
れ
て

い
る
道
後
の
宝
厳
寺
に
も
あ
る
。
そ
の
な
か
に
上
人
が
文
永
一
〇
年
(
一
二
七
三
)
に

予
州
浮
穴
郡
菅
生
の
岩
屋
と
い
う
所
に
参
籠
し
た
こ
と
が
絵
入
り
で
記
さ
れ
、
大
宝

寺
と
岩
屋
寺
の
縁
起
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
や
や
難
解
で
あ
る
が
、
最
も
古
い
も
の

で
あ
る
か
ら
菅
生
寺
に
関
す
る
部
分
を
記
し
て
み
よ
う
。

昔
、
仏
法
い
ま
だ
ひ
ろ
ま
ら
ざ
り
し
こ
ろ
、
安
芸
国
の
住
人
狩
猟
の
た
め
に
こ
の
山
に
き

た
り
て
、
嶺
に
の
ぼ
り
て
か
せ
ぎ
を
ま
つ
に
、
持
た
る
弓
を
古
木
に
あ
て
て
は
り
て
け
り
。

そ
の
の
ち
、
こ
の
木
よ
も
す
が
ら
光
を
は
な
つ
。
ひ
る
に
な
り
て
こ
れ
を
見
る
に
、
う
へ

は
古
木
な
り
、
青
苔
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
む
し
て
、
そ
の
か
た
ち
た
し
か
な
ら
ず
。
中
に
金

色
な
る
物
あ
り
、
す
が
た
人
に
に
た
り
。
こ
の
猟
師
、
仏
菩
薩
の
名
鉢
い
ま
だ
し
ち
ぎ
り

げ
ろ
が
、
自
然
発
得
し
て
観
音
な
り
と
い
ふ
事
を
し
り
ぬ
。
帰
依
の
心
た
ち
ま
ち
お
こ
り

て
、
も
つ
と
こ
ろ
の
梓
弓
を
棟
梁
と
し
、
き
る
と
こ
ろ
の
背
嚢
を
う
は
ぶ
き
と
し
て
草

舎
を
つ
く
り
て
、
安
置
し
た
て
ま
つ
り
ぬ
。
そ
の
の
ち
、
両
三
年
を
へ
だ
て
て
又
こ
の
地

に
か
へ
り
き
た
り
て
、
あ
り
し
と
こ
ろ
を
も
と
む
る
に
、
草
舎
お
ち
や
ぶ
れ
て
跡
形
も
見

え
ず
。
峯
に
の
ぼ
り
谷
に
く
だ
り
て
、
た
づ
ね
あ
る
き
げ
ろ
に
、
草
ふ
か
く
し
て
あ
や
し

四
三
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き
処
あ
り
。
た
ち
よ
り
て
み
れ
ば
、
あ
り
し
蓑
の
す
げ
お
ひ
し
げ
り
し
中
に
、
本
尊
赫
葵

と
し
て
お
は
し
ま
す
。
い
と
う
れ
し
く
お
ぼ
え
て
、
か
さ
ね
て
精
舎
を
か
ま
へ
、
荘
厳
を

い
た
し
て
菅
生
寺
と
号
し
、
帰
依
の
こ
こ
ろ
ざ
し
を
ふ
か
く
す
。
わ
れ
こ
の
処
の
守
護
神

と
な
る
べ
し
と
ち
い
か
て
野
々
の
明
神
と
い
ほ
れ
て
、
い
ま
現
在
せ
り
。

と
あ
る
。
「
四
国
遍
礼
霊
場
記
」

に
は
、
猟
師
の
発
見
し
た
の
は
十
一
両
観
音
で
あ

り
、
そ
の
時
は
文
武
天
皇
の
大
宝
元
年
(
七
〇
一
)
四
月
一
八
日
の
こ
と
と
し
、
猟
師

は
白
日
に
天
に
の
ぼ
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
高
殿
明
神
と
し
て
ま
つ
っ
た
と
あ
る
。
更

に

「
伊
予
古
墳
志
」

で
は
猟
師
は
一
人
で
な
く
、
明
神
左
京
と
弟
の
隼
人
の
二
人
と

な
っ
て
お
り
、
安
芸
国
で
な
く
豊
後
国
か
ら
移
っ
た
と
し
、
四
月
八
日
の
こ
と
と
し

て
い
る
。
ま
た
左
京
は
西
明
神
村
の
神
殿
明
神
と
し
て
祭
ら
れ
、
隼
人
は
露
口
村
の

耳
戸
明
神
と
し
て
祭
ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
一
遍
聖
絵
」

に
書
か
れ
た
も
の
が
原
形
で
あ
っ
て
、

時
代
の
下
る
に
し
た
が
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
と
つ
け
加
え
ら
れ
た
よ
う
に
と
れ
る
が
、

そ
う
ば
か
り
も
言
え
な
い
。
聖
戒
は

「
一
遍
聖
絵
」

の
中
で
、
明
ら
か
に
大
宝
寺
と

岩
屋
寺
の
縁
起
を
混
同
し
て
お
る
所
も
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
ろ
の
言
い
伝
え
を
正
し

く
記
し
た
と
は
言
い
難
い
。
だ
か
ら
、
明
神
左
京
や
隼
人
の
名
も
古
く
か
ら
伝
え
ら

れ
た
縁
起
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
聖
戒
の
記
さ
な
か
っ
た
別
本
に
よ
っ

て
、
「
伊
予
古
墳
志
」
な
ど
が
く
わ
し
く
伝
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
何
し
ろ
古
い
時

代
の
こ
と
で
あ
る
。
私
ど
も
は
遠
い
先
祖
か
ら
「
こ
う
だ
」
と
信
じ
伝
え
ら
れ
た
こ

と
を
尊
重
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
聖
戒
が
今
か
ら
六
八
〇
年
も
前
に

「
一
遍
聖
絵
」

を
書
き
、

そ
の
こ
ろ
既
に
古
い
こ
と
と
し
て
十
分
な
こ
と
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
だ
か

ら
、
菅
生
山
大
宝
寺
の
建
立
の
古
き
と
い
う
も
の
は
大
し
た
も
の
だ
、
と
驚
か
ざ
る

四
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を
得
な
い
。

三
坂
は
古
く
は
御
坂
で
あ
っ
て
、
菅
生
山
へ
お
詰
り
す
る
坂
道
の
意
味
だ
と
も
言

わ
れ
る
。
菅
生
山
大
宝
寺
が
あ
る
た
め
に
、
お
詰
り
す
る
人
々
の
た
め
門
前
町
が
で

き
た
の
が
、
久
万
町
の
起
こ
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

一
遍
上
人
が
菅
生
の
岩
屋
に
参
籠
し
た
と
い
う
の
は
、
今
の
美
川
村
岩
屋
寺
の
こ

と
で
、
そ
の
こ
と
は
円
伊
の
写
実
的
な
絵
が
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
を
菅
生
の
岩
屋

と
呼
ん
だ
の
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
既
に
岩
屋
寺
は
大
宝
寺
の
奥
の
院
と
し
て
、
両
寺

は
一
つ
の
寺
と
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

古
代
の
大
宝
寺
の
事
に
つ
い
て
、
ま
た
久
万
町
の
こ
と
に
つ
い
て
確
実
な
史
料
の

な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
こ
こ
に
は

「
愛
媛
面
影
」

(
慶
応
二
年
、
半
井
梧
竃
著
)
に
あ

る
も
の
を
記
し
て
お
く
。

菅
生
山
は
久
万
町
の
東
に
在
り
名
所
な
り

明
玉
葉

藤
原
為
頼

筑
紫
へ
ま
か
る
頃
伊
予
の
海
よ
り
雲
か
か
る
山
を
見
て

勅額愛媛面影所載図



朝
な
ぎ
に
こ
ぎ
出
で
見

れ
ば
伊
予
路
な
る
菅
生
の

山
に
雲
の
か
か
れ
る

大
宝
寺
は
菅
生
山
に
在

り
本
尊
十
一
面
観
世
音
、

立
像
四
尺
三
寸
、
百
済
国

よ
り
渡
り
来
る
所
の
天
竺

仏
な
り
と
云
、
文
武
天
皇

大
宝
年
中
に
建
立
せ
り
、

仇
て
大
宝
寺
と
号
く
、
二

王
門
の
二
金
剛
は
運
慶

作
、
菅
生
山
の
額
は
後
白

河
院
の
廣
筆
也
、
仁
平
二

年
焼
失
せ
し
を
保
元
二
年

再
造
せ
り
、
嵯
峨
大
覚
寺

藩政時代に作製された大宝寺附近の絵図面

(大宝寺所有)

の
宮
住
職
せ
さ
せ
給
ひ
し
時
、
勅
命
に
依
て
大
覚
院
と
号
す
と
い
へ
り
、
四
国
巡
拝
四
拾

四
番
の
札
所
な
り
、
此
寺
昔
は
天
台
宗
な
り
し
を
、
空
海
奥
院
を
開
基
有
し
時
、
真
言
宗

に
改
む
、
旧
は
四
十
人
坊
有
し
を
今
は
大
坊
中
坊
東
坊
西
坊
定
泉
坊
十
輪
坊
東
角
坊
新
坊

西
林
坊
釜
田
坊
理
覚
坊
石
垣
坊
の
十
二
坊
残
れ
り
、

こ
の
十
二
坊
も
明
治
七
年
の
火
災
で
理
覚
坊
の
み
残
り
、
本
堂
も
現
在
の
も
の
は

大
正
一
一
年
の
改
築
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。

大
宝
寺
及
び
住
職
の
久
万
山
文
化
の
上
に
残
し
た
業
績
な
ど
に
つ
い
て
は
、
各
時

代
の
中
で
別
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
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古
代
の

道

松
山
か
ら
三
坂
峠
を
越
え
て
土
佐
に
達
す
る
国
道
三
三
号
線
に
つ
い
て
は
別
に
述

べ
る
(
第
四
編
交
通
運
輸
の
条
参
照
)
が
、
古
く
伊
予
国
と
土
佐
国
の
国
府
を
結
ぶ
官

道
が
こ
の
地
を
通
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
が
あ
る
。

官
道
と
は
大
化
の
改
新
に
よ
る
中
央
集
権
の
確
立
に
と
も
な
っ
て
、
官
吏
の
公
用

旅
行
に
備
え
て
次
第
に
地
方
に
も
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
駅
、
駅
馬
を
備
え
た
幹
線
道

路
の
こ
と
で
あ
る
。
「
続
日
本
紀
」

の
養
老
二
年
(
七
一
人
)
五
月
七
日
の
条
に
、

養
老
二
年
五
月
庚
子
土
佐
国
言
う
、
公
私
の
使
、
土
佐
を
指
す
に
そ
の
道
伊
予
国
を
経
る
、

行
程
迂
遠
山
谷
険
難
な
り
、
但
し
阿
波
国
境
は
相
接
し
往
還
甚
だ
易
し
、
請
う
比
の
国
に

就
き
以
て
通
路
と
為
せ
と
、
之
を
許
す

と
あ
り
、
こ
れ
は
土
佐
国
か
ら
の
申
請
に
、
公
私
の
便
が
伊
予
を
通
過
し
て
土
佐
に

入
る
の
は
道
の
り
遠
く
山
谷
け
わ
し
い
か
ら
、
以
後
阿
波
よ
り
往
還
し
た
い
、
と
申

し
出
た
の
で
こ
れ
を
許
可
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

伊
予
に
お
け
る
官
道
が
、
古
く
は
讃
岐
よ
り
伊
予
国
府
に
達
し
、
そ
れ
か
ら
西
南

に
迂
回
し
て
道
後
平
野
に
出
、
三
坂
を
の
ぼ
り
仁
淀
川
に
沿
う
て
土
佐
に
出
て
国
府

に
連
絡
し
た
、
と
い
う
の
は
郷
土
史
家
長
山
源
雄
の
説
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
道
遠
く
山
谷
険
難
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
久
万
山
を
通
り
仁
淀
川

沿
い
に
土
佐
国
府
に
出
る
道
を
さ
す
の
に
、
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
余
り

に
も
遠
ま
わ
り
に
す
ぎ
て
実
情
に
適
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
讃
岐
国
か
ら
伊
予

国
府
に
至
る
官
道
に
大
岡
・
山
背
・
近
井
・
局
数
・
越
智
の
五
駅
が
あ
っ
た
が
、
恐

ら
く
養
老
二
年
ま
で
は
山
背
駅
(
宇
摩
郡
新
宮
村
馬
立
)
か
ら
土
佐
国
府
に
通
じ
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
、
「
伊
予
国
を
経
る
」

は
必
ず
し
も
伊
予
国
府
を
経
る
の
意
味

四
五
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で
は
あ
る
ま
い
と
考
え
ら
れ
る
。
改
め
ら
れ
た
阿
波
か
ら
の
道
は
、
恐
ら
く
南
部
の

海
岸
沿
い
で
あ
ろ
う
と
解
さ
れ
て
い
る
。

波
止
浜
出
身
の
故
原
秀
四
郎
博
士
は
、
松
木
と
い
う
地
名
は

「
ウ
マ
ツ
ギ
」

で
古

代
の
駅
を
示
す
も
の
と
考
証
さ
れ
、
今
治
市
冨
田
の
松
木
を
越
智
駅
の
所
在
地
に
あ

て
ら
れ
た
。
上
浮
穴
郡
に
も
柳
谷
村
に
松
木
と
い
う
地
名
が
あ
る
が
、
松
木
す
な
わ

ち
ウ
マ
ツ
ギ
と
は
決
定
し
難
い
よ
う
に
思
う
。
ま
た
南
海
道
で
は
駅
ご
と
に
馬
五
匹

と
乗
具
が
備
え
ら
れ
る
定
め
で
、
そ
の
駅
は
だ
い
た
い
二
〇
㌔
お
き
に
あ
っ
て
、
駅

戸
・
駅
長
が
い
た
は
ず
で
、
そ
の
付
近
は
あ
る
程
度
開
発
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
よ
う
な
形
跡
は
久
万
山
方
面
に
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
太
政
官
道
が
国

道
三
三
号
線
に
先
行
し
て
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
伊
予
と
土
佐
と
を
結
ぶ
踏
分

け
道
程
度
の
も
の
は
古
く
か
ら
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
、
そ
の
道
に
沿
う
街
村
と
し
て

の
久
万
町
村
が
考
え
ら
れ
る
。

三

伊
予
す
た
れ

平
安
時
代
の
中
期
に
出
た
紫
式
部
の
有
名
な

「
源
氏
物
語
」

の
浮
舟
の
巻
に
、

や
を
ら
登
り
し
格
子
の
隙
あ
る
を
見
つ
け
て
寄
り
た
ま
う
に
、
伊
予
す
は
さ
ら
さ
ら
と
な

る
も
つ
つ
ま
し
、
新
ら
し
う
漕
げ
に
作
り
た
れ
ど
、
さ
す
が
に
あ
ら
あ
ら
し
く
ひ
ま
あ
り

げ
ろ
を
誰
か
は
来
て
見
ん
と
打
と
け
て
穴
も
ふ
さ
ぐ
な
る
べ
し

と
あ
り
、
同
じ
頃
の
清
少
納
言
の

「
枕
草
子
」
、
七
二
段
、
い
や
し
げ
な
る
物
の
条

に
、

式
部
丞
の
爵
、
黒
き
髪
の
筋
大
き
、
布
び
ょ
う
ぶ
の
新
し
き
…
…
検
非
違
使
の
袴
、
伊
予

す
の
節
大
き
、
人
の
子
に
法
師
の
子
の
太
り
た
る
、
ま
こ
と
の
出
雲
む
し
ろ
の
畳
み
、

と
あ
る
よ
う
な
、
「
伊
予
す
」
、
す
な
わ
ち

「
伊
予
す
た
れ
」

は
久
万
町
霧
降
に
自
生

四
六

す
る
ス
ダ
レ
ヨ
シ
で
編
ん
だ
す
た
れ
で
あ
る
。
平
安
朝
の
人
々
の
生
活
に
親
し
ま
れ

た

「
伊
予
す
だ
れ
」

は
、
こ
の
地
方
の
古
い
産
物
と
し
て
都
に
送
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。

こ
の
伊
予
す
だ
れ
の
名
が
、
は
じ
め
て
文
中
に
出
て
く
る
の
は
、
平
安
初
期
の

「
宇
津
保
物
語
」

の
藤
原
君
二
六
の
条
で

「
縄
代
か
い
は
づ
れ
た
る
伊
予
簾
を
懸
け

て
…
…
」

と
あ
る
。
今
か
ら
一
二
〇
〇
年
も
前
に
既
に
小
説
に
出
て
く
る
の
で
、
相

当
古
い
特
産
物
で
あ
り
、
都
人
の
求
め
に
応
じ
て
生
産
に
い
そ
が
し
か
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
、
古
代
に
平
野
部
の
開
拓
が
す
す
み
、
人
口
増
加
と
と
も
に
、
こ
の
山
村

に
も
多
数
の
人
口
移
住
が
あ
り
、
こ
う
し
た
生
産
に
も
従
事
し
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

伊予すたれ
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