
な
展
開
を
希
求
す
る
大
乘
寺
の
姿
を
見
た

よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
。

C o v e r
P r e s e n t a t i o n

厳
格
さ
を
声
高
に
主
張
し
な
い
自
然
の
中
の
伽
藍
配
置

大乘寺
（金沢市）

正
応
２
年
（
一
二
八
九
）
に
徹
通
義
介
禅
師
に
よ
っ

て
開
か
れ
た
曹
洞
宗
の
寺
院
。
現
在
の
伽
藍
は
元
禄

10
年
（
一
六
九
七
）
に
加
賀
藩
家
老
本
多
政
長
の
援

助
を
受
け
て
現
在
の
長
坂
に
再
興
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。「

規
矩
大
乗
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
、
曹
洞
宗
の

名
門
修
行
道
場
と
し
て
今
な
お
、
そ
の
名
を
馳
せ
、

第
二
の
本
山
と
も
い
わ
れ
る
。

仏
殿
は
国
指
定
重
要
文
化
財
に
、
法
堂
、
山
門
、

総
門
は
石
川
県
指
定
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
。

松本 大
Text by MATSUMOTO Dai
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唐
突
で
は
あ
る
が
、
松
林
図
屏
風
の

こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
い
た

だ
き
た
い
。
あ
の
、
長
谷
川
等
伯
筆
の
国

宝
で
あ
る
。

白
い
空
間
の
中
に
黒
い
塊
が
浮
か
ん
で

い
る
。
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
と
、
霞
の
な

か
に
松
林
の
姿
が
ほ
の
か
に
浮
か
び
上
が

る
。
霞
は
拡
が
り
、
見
る
者
も
そ
の
中
に

包
ま
れ
る
。
屏
風
に
近
づ
く
と
、
松
か
と

思
わ
れ
た
描
筆
は
画
布
に
叩
き
つ
け
ら
れ

た
墨
の
固
ま
り
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

屏
風
か
ら
離
れ
眺
め
る
。
漂
い
続
け
る
霞

の
流
れ
に
従
い
、
先
ほ
ど
見
た
松
林
と
は

ま
た
違
っ
た
姿
が
立
ち
現
れ
る
。
不
定
形

に
流
れ
ゆ
く
情
景
が
、
現
れ
て
は
消
え
て

ゆ
く
。

日
本
絵
画
史
上
の
一
枚
を
問
わ
れ
れ
ば
、

こ
の
絵
を
思
い
浮
か
べ
る
。
四
百
年
前
に

書
か
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
、
現
代
に
通

ず
る
新
し
さ
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
何

故
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
こ
の
絵
の
主
眼
が
「
松
林
」
と

い
う
対
象
を
描
く
こ
と
で
な
く
、「
見
る
」

行
為
そ
の
も
の
と
は
何
か
を
、
見
る
者
に

問
い
か
け
て
い
る
か
ら
だ
。
絵
と
の
距
離

の
変
化
に
伴
い
、
刻
々
と
姿
を
変
え
る
松

林
の
姿
、
そ
れ
は
「
見
る
」
と
は
、
そ
し

て
「
絵
」
と
は
何
か
を
問
う
。
そ
の
問
い

に
現
代
に
通
ず
る
新
し
さ
も
内
包
さ
れ
る
。

同
時
に
こ
の
絵
は
、
わ
び
、
さ
び
に
代
表

さ
れ
る
独
特
の
特
質
を
熟
成
さ
せ
て
き
た

室
町
以
降
の
日
本
文
化
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の

集
大
成
と
も
言
え
る
。
そ
の
文
化
的
背
景

の
中
に
宗
教
と
し
て
の
禅
宗
が
あ
る
。

大
乘
寺
は
長
坂
台
、
野
田
山
の
裾
野
に

ひ
ろ
が
る
古
刹
で
あ
る
。
境
内
は
鬱
蒼
と

し
た
緑
に
つ
つ
ま
れ
、
静
寂
が
支
配
し
て

い
る
。
総
門
か
ら
山
門
へ
、
仏
殿
を
通
り
、

回
廊
の
奥
の
法
堂
へ
と
、
凛
と
し
た
中
に

も
穏
や
か
な
空
気
を
感
じ
る
。

今
回
あ
ら
た
め
て
、
寺
の
成
り
立
ち
を

示
す
伽
藍
配
置
図
を
見
た
。
法
堂
、
仏
殿
、

山
門
、
総
門
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
る
同
寸
の
三
個
の
正
方
形
が

表紙プレ
ゼンテー
シ ョ ン

メ
モ 

大
乘
寺

並
列
し
、
伽
藍
の
配
置
を
厳
格
に
規
定
し

て
い
る
。
そ
こ
に
、
普
段
感
じ
る
境
内
の

和
や
か
な
雰
囲
気
と
は
違
っ
た
、
配
置
の

幾
何
学
に
則
っ
た
厳
格
さ
に
気
づ
き
、
身

が
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
た
。

も
と
も
と
、
曹
洞
宗
の
伽
藍
配
置
は
整

然
と
し
た
構
成
と
は
し
な
か
っ
た
ら
し
い
。

江
戸
・
元
禄
時
代
の
こ
の
地
へ
の
移
転
は
、

二
十
六
世
月
舟
宗
胡
と
二
十
七
世
卍
三
道

白
と
い
う
二
人
の
中
興
の
祖
の
、
宗
統
の

み
だ
れ
を
正
し
、
道
元
の
古
式
に
か
え
そ

う
と
す
る
宗
統
復
古
運
動
の
流
れ
の
中
に

あ
っ
た
。
厳
し
い
修
行
道
場
と
し
て
の
再

興
、
そ
の
想
い
の
な
か
に
厳
格
な
伽
藍
配

置
が
導
入
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
重
要
に
思

う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
伽
藍
の
厳
格
性
を

普
段
は
余
り
感
じ
な
い
こ
と
だ
。

こ
れ
は
、
自
然
の
中
に
あ
り
、
高
低
差

の
あ
る
敷
地

で
あ
る
こ
と
、

再
々
の
増
築
に

よ
る
部
分
も
あ

る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
同
じ
加

賀
藩
ゆ
か
り
の

高
岡
、
瑞
龍
寺

の
壮
麗
な
伽
藍
と
比
較
し
て
み
る
と
き
、

そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
瑞
龍
寺
も

大
乘
寺
と
同
じ
よ
う
に
、
三
個
の
正
方
形

が
並
列
す
る
伽
藍
配
置
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
利
長
の
菩
提
寺
と
し
て
建
て
ら

れ
た
よ
う
に
、
伽
藍
配
置
は
可
視
的
な
も

の
と
し
て
、
藩
主
の
偉
大
さ
を
記
念
す
る

も
の
と
し
て
、
機
能
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
大
乘
寺
の
伽
藍
配
置

は
厳
格
さ
を
声
高
に
主
張
し
な
い
。
そ
れ

は
人
里
離
れ
た
豊
か

な
自
然
の
中
で
、
寺

院
の
独
立
性
を
指
し

示
す
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ

ス
の
表
象
と
し
て
埋

め
込
ま
れ
て
い
る
。

隠
さ
れ
た
も
の
と
し

て
、
修
行
の
場
の
意

味
を
問
い
続
け
る
、

そ
の
構
造
の
中
に
、

「
宗
教
」
と
は
何
か
を

問
い
、
現
代
に
新
た

御霊屋

法堂 書
院方
丈

書
院

庫
裏

衆
寮（
現
在
僧
堂
）

鎮
楼

仏殿

山 門

総門

廻廊 廻廊
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大乘寺現状伽藍分析図
（市史 かなざわ第９号より）


