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　奥
　院
　骨
　堂
　調
　査
　概
要

一

西
大
寺
中
興
の
祖
、
興
正
菩
薩
叡
尊
を
葬っ
た
奥
院
の
中
に
、
桟
瓦
葺
切
妻
の

小
さ
な
納
骨
堂
が
たっ
て
い
る
。
周
り
の
壁
は
五
輪
形
の
板
塔
婆
を
重
ね
う
ち
合

せ
て
、
四
方
共
閉
ざ
し
、
南
面
中
央
に
径
1
5
四
の
内
外
の
円
孔
を
あ
け
、
そ
れ
よ

り
納
骨
す
るこ
と
に
なっ
て
い
る
。
板
塔
婆
を
は
ず
さ
な
い
限
り
、
中
に
は
い
れ

な
い
建
物
で
、
西
大
寺
で
も
、
こ
こ
四
五
十
年
の
間
は
中
に
は
い
っ
た
こ
と
も
な

い
と
い
う
こ
と
で
あっ
た
。

当
研
究
所
は
西
大
寺
の
総
合
調
査
を
行っ
て
こ
の
建
物
に
つ
い
て
そ
の
意
味
を

調
べ
た
い
希
望
を
持
っ
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま元
興
寺
極
楽
坊
で
、
そ
こ
の
庶
民

信
仰
資
料
に
つ
い
て
調
査
研
究
し
て
い
る
伊
藤
久
嗣・
木
下
干
珠
丸
二
氏
も
同
じ

希
望
で
あ
るこ
と
を
知っ
た
の
で
、
両
氏
の
援
助
を
得
て
、
昭
和
3
9
年９
月
1
0
日

よ
り
９９一
日
に
至
る
1
4
日
間
を
費
し
て
調
査
し
、
こ
の
建
物
は
鎌
倉
時
代
末
に
遡
る

可
能
性
が
あ
り
、
当
時
の
納
骨
堂
と
し
て
特
殊
な
建
物で
あ
る
と
判
定
す
る
成
果

を
得
た
。
こ
ｉ
に
そ
の
調
査
の
概
要
を
報
告
す
る
。

二

こ
の
建
物
の
桁
に
征
清
軍
戦
死
者
追
福
の
卒
塔
婆
や
明
治３
年
の
記
銘
が
あ
る

卒
塔
婆
等
が
転
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
小
屋
組
は
明
治
3
0
年
前
後
に
改
造
さ
れ
た

ら
し
い
。
そ
の
時
の
’｝と

て
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
が
、
外
は
壁
の
板
塔
婆
が
整
理

歴建

史
　
　研
　
究

造
　物
　研

究

室室

さ
れ
、
内
部
は
竪の
格子
か
う
ち
かえ
られ
、
北
に２
本
、
東西
面
各１
本
をの

こ
して
数
多
かっ
た
格子
の大
部分
が
棄て
ら
れ
た
。
もっ
と
も南面
に
も
格子

風
に
う
ちっ
けて
あ
る
が
、こ
れ
は
、そ
こ
に
扉
が
あっ
た時
の
方
立て
あ
る
と

知っ
た
。こ
れら
の
格子
に
は
、
歯
や骨
を
お
さ
め
た小
さ
な木
製
の五
輪小
塔

が
う
ちっ
けて
あっ
た
。四
方
の
柱
に
あ
る
も
の
を
合せ
る
と
約
1
2
0

基
を計
え
、

墨
書
銘の
あ
るこ
と
が普
通で
、
永正・
大
永・
天
文・
永
峰・
天
正・
文
祿・

慶
長・
元
和
の
年
号
を
読み
得
た
。
ま
た
外
側
周
囲
の
板
塔
婆の
う
ち、
南面
中

央
に
あ
る不
動
明
王
の
描
かれ
た
も
の
は
寛
永
1
4
年
、内
部の
北
側
に
あ
り阿
弥

陀
如
来
絵
像の
比
較的
よ
くの
こっ
て
い
る
もの
は
文
祿３
年
、
東
側
南
寄
り
に

あ
る
もの
は
承応
と年
号の
み
を
読
むこ
と
が出
来
た
。

な
お
、
建
物
の
床
は
土間
で
、
中
央
に五
輪石
塔
婆
の
地
輪
を
う
け
る
基
礎
と

して
刳形
座
を
もっ
台石
が３
片
に
破
れて
はい
たけ
れ
ど
、
据
え
ら
れ
た
まｉ

に
あ
るこ
と
をみっ
け
た
。三

調
査
して
、
建
立
当
初の
部
材
と
見
ら
れ
る
もの
に
、柱
、
貫
、
格
子
、
方
立

蹴
放、
小
屋
束の
あ
るこ
と
が
わ
かり
、そ
れ
らの
材
料
とそ
れ
に
のこっ
た
跡

に
よっ
て
、
こ
の
建
物
は次
の
よ
うに
復原
す
るこ
と
が出
来た
。

平
面
は２
米
2
6
糎（
約７尺
）
方で
、
土
台
に
め
ぐ
らし
た
布石
の
隅
に柱
を
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た
て 、
上
下
に
厚

い
貫
を
通
し
て
固

め 、
そ
の
聞
に
薄

面
い
貫
を 、
上
下
の

同
貫
の
外
面
に
合
せ

正
て
わ
た
し 、
貫
間

一円
隔
及
び
そ
れ
の
上

納
下
共
に
土
壁
と
し

凶
－－。

1
1

J
’
h
 

第

外
側
は
東
北
西

の
3
面
7
枚
宛
の

厚
い
板
塔
婆
を
地

貫
（
下）
と
腰
寅
（
中）
と
に
釘
付
け
と
し 、
内
側
は
格
子
を
地
貫
（
下〉
と
飛
貫

（
上）
と
に
粗
く
列
べ
う
ち
つ
け
そ
れ
に
納
骨
し
た
木
製
五
輪
小
塔
を
う
ち
納
め

fニ
た
いふ
南
面
は
納
骨
す
る
た
め
に
出
入
り
出
来
る
よ
う
扉
を
設
け
た
ら
し
い 。
扉

の
形
式
は
わ
か
ら
な
い
が 、
大
体
は 、
の
こ
っ
て
い
る
相・
蹴
放・
方
立
に
よ
っ

て
推
定
可
能
で
あ
る 。

柱
の
天
が
切
ら
れ
て
い
る
の
で 、
高
さ
は
わ
か
ら
な
い
が 、
現
在
の
高
さ
2
m

缶
四
よ
り

わ
ず
か
に
高
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う 。

小
屋
及
び
屋
根
に
つ
い
て
は 、
わ
ず
か
に
棟
束
が
残
っ
て
い
る
の
み
で 、
桁－

梁
に
は
も
と
の
材
料
が
見
ら
れ
な
い
に
せ
よ 、
今
の
よ
う
に
切
妻
で
あ
り 、

瓦
葺

で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う 。
た
けふ
桟
瓦
葺
で
は
な
く 、
本
瓦
葺
で
あ
っ
た
と
推
定
し
て

よ
L 。

両
大
寺
奥
院
骨
堂
調
査
概
要

四

こ
の
建
物
の
こ
と
を 、
西
大
寺
で
は
骨
堂
と
呼
ん
で
お
ら
れ
る 。
そ
の
呼
び
名

の
如
く 、
納
骨
し
た
木
製
五
輪
小
塔
を
う
ち
つ
け
る
施
設
と
し
て
の 、
い
わ
ゆ
る

納
骨
堂
で 、
打
ち
か
え
ら
れ
て
い
な
い
永
正
の
銘
を
有
す
る
五
輪
小
塔
に
よ
っ
て 、

こ
の
建
物
の
存
在
の
上
限
を

二応 、
そ
の
頃
に
お
く
こ
と
に
は
誤
り
が
な
い 。

た
いふ

し 、
柱
か
大
面
取
に
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
限
り
を
さ
ら
に
遡
る
も
の
で

あ
る
こ
と 、
中
央
五
輪
石
塔
の
座
の
引
形
曲
線
が 、
ニ
ム
奥
院
の
本
体
で
あ
る
輿

正
菩
薩
墓
塔
の
そ
れ
に
通
じ 、
同
じ
院
内
墓
地
に
見
ら
れ
る
文
疎
3
年
銘
の
あ
る

も
の
と
異
っ
て
レ
る
こ
と
を
考
え
合
せ
て 、
か
な
り
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
す
る 。

さ
ら
に 、
こ
の
墓
地
に
関
す
る
文
献
で
あ
る
「
勅
説
慈
真
和
尚
宣
下
記」
に
よ

れ
ば 、
今
の
骨
堂
の
位
置
に 、
そ
の
名
で
呼
ば
れ
る
建
物
の
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

内部五輪i苓（亡失）の台座

れ
る 。
ゆ
え
に 、
永
正
よ
り
以
前
に
何

等
か
の
都
合
で
た
て
か
え
が
な
け
れ

ば 、
建
物
の
建
立
年
時
を 、
そ
の
記
事

の
嘉
暦
4
年
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が

可
能
と
な
ろ
う 。

（
杉
山
信
三〉

第21ヨ

追
記

室
町
時
代
末
の
紀
年
銘
を
有
す
る
周

囲
の
板
格
婆
と
木
製
五
輪
壌
に
つ
い
て
も
精

細
な
調
査
が
必
要
と
感
じ
た
が
今
回
は
そ
の

建
築
を
明
ら
か
に
す
る
に
止
め
た
G

な
お
調

査
を
許
さ
れ
た
西
大
寺
当
局
と
調
査
斡
旋
の

労
を
と
ら
れ
た一死
興
寺
極
楽
坊
住
職
辻
村
泰

円
師
と
に
感
謝
の
辞
を
さ
さ
げ
る 。
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