
笠

置

寺

調

査

概

昭
和
3
9
年
８
月
2
7
日
か
ら
2
9
日
まで
の
３
日
間
、
美
術工
芸
研
究
室
は
笠
置
寺

の
調
査
を
行っ
た
。

笠
置
寺
に
は
、
す
で
に
、
重
文
に
指
定
さ
れて
卜
る
貞
慶
筆
紙
本
墨
書
の
地
蔵

講
式一
巻
、
弥
勒
講
式一
巻
と
、
建
久７
年
８
月
在
銘
の
銅
鐘
が
あ
る
。

美
術
工
芸
研
究
室
は
、
こ
れ
ら
の
指
定
物
件
の
ほ
か
に
、
笠
置
寺
を
語
り
、
貞

慶
関
係
の
遺
品
が
ま
だ
ほ
か
に
現
存
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
そ
れ
ら
を

調
査
す
る
の
が
目
的
の一
つ
で
あっ
た
。
こ
の
調
査
を
企
画
し
た
の
は
、
美
術
工

芸
研
究
室
に
は
当
研
究
所
創
設
以
来
の
研
究
課
題
で
あ
る
南
都
諸
大
寺
の
研
究
が

あ
る
。
こ
の
研
究
課
題
の
対
象
寺
院
の一
つ
と
し
て
興
福
寺
が
あ
る
が
、
興
福
寺

と
密
接
な
関
係
を
もっ
貞
慶
の
寺
院
で
あ
り
、
ま
た
、
南
都
と
は
密
接
な
関
係
を

もっ
笠
置
寺
を
え
ら
ん
だ
。

藤
末
鎌
初
の
頃
、
興
福
寺
別
当
覚
憲
に
従
っ
て
法
相
、
律
の
二
宗
を
学
ん
だ
貞

慶
は
維
摩
会
の
講
師
と
な
り
、
宮
中
に
も
召
さ
れ
て
後
鳥
羽
上
皇
、
関
白
九
条
兼

実
の
信
敬
を
得
た
が
、
建
久３
年（
１１９１）　
'山城
の
笠
置
寺
に
移
り
、
1
6
年
後

に
は
海
住
山
寺
に
移
っ
た
。
こ
の
間
、
唐
招
提
寺
で
釈
迦
念
仏
会
を
始
め
た
こ
と

は
あ
ま
り
に
も
仏
教
史
上
著
名
な
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
舎
利
の
十
徳
を
た
瓦
え

て
釈
迦
を
追
慕
す
る
と
と
も
に
、
弥
勒
信
仰
を
熱
心
に
説
き
、
大
般
若
経
を
書
写

笠
置
寺調
査
概要

要

美
　術
　工
　芸
　研
　究
室

し
、
笠
置
寺
に
些
麗
な
経
台
を
作っ
て
こ
れ
を
安置
し
た
とい
われ
、
な
お
、
観

音信
仰
をす
乂
め
るな
ど
、
法
相
宗
に
新し
い
宗
教
的要
素
を加
え
よ
う
と
努力

し
たの
も貞
慶で
あっ
た
。

笠
置
寺
中
興
の
祖
はこ
の
貞
慶で
あ
る
。
彼
は熱
心
な
弥
勒
信仰
者で
、
こ
の

寺
に移っ
て
か
ら笠
置
寺
の
復
興
に
努
め、
頼
朝の
特別
の
寄
進
な
ど得
て
、
十

三
重
塔、
般若
台
等の
諸
伽藍
を
おこ
し
、
寺
運
は
降
盛
を
き
わ
め
た
。貞
慶
に

よっ
て
漸
く
輪
奐の
美
を
整え
た笠
置
寺
も
、「
太平
記
弋
が物語
る
ご
と
く元

弘の
兵
火
は、
そ
の
景
観
を罹
災
煙
滅
に
帰
し
、
そ
の
痛
手
は
長
くっ
ざ

の
後
、少
し
の
消長
はみ
ら
れ
る
もの
の
現
在
に及
んで
卜る
。

調
査の
結果
は、
絵画
、
彫
刻、工
芸
分
野で
特
に
調
査
目
的
に
適当
す
る
遺

品
は
見当
ら
な
かっ
た
。

卜ま
、こ
瓦
に
紹
介す
る
遺品
は、
貞
慶
と
直
接
関
係の
有
無
は
別
とし
て
、

工
芸
遺
品
とし
て
取
扱
わ
れ
る
と
と
もに
、
笠
置
寺
の
弥
勒
信
仰
に関
連
す
る
も

の
とし
て
み
ら
れ
る
もの
で
あろ
う
。

和
鏡（
鳥蝶草花文様）１
面
　
　藤原
時代
　青
銅製

径
　３
寸３
分
　
　縁高
　１
分５
厘

六
器
　１
個
　
　鎌倉
時代
　銅製

口
径
　２
寸６
分
　
　底径
　１
寸６
分５
厘
　
　高さ
　１
寸５
厘
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こ
れ
ら
の
遺
品

は
笠

置
寺
の
本
尊

と
も

い
う
べ
き
自
然
石

に
彫
成
さ

れ
た
弥
勅

菩
薩

石
像
の
周
辺

か
ら
出
土
し

た
も
の
で

あ
る

。

尊
像
の
左
右
の
土

が
雨

に
洗
わ

れ
て
荒

れ
て

い
た
の
で

、

前
住
職

が
そ
の
土
の
表
面

を
な

ら
す

た
め
手
入

れ
を
し

て
い
る
際

に
掘
り
出

し
た。

現
在

、

正
月
堂

と
呼
ば

れ
て

い
る
礼
堂
の
よ

う
な
お

堂
の
真
向

い
の
巨
大
な
自
然

石
に
彫

ら
れ
て

い
る
も
の
で 、

今
で
は
仏

像
ら
し
き

若苦t\ た 姿
し し こ も は
私 た の の 少
の 天弥でし
命智報jあ も

を 天像ろ 見
た 皇造うえ
す の 顕

。 な
け 皇 の い
ど 子 由 。

い が 来 元
た

、

は 弘
だ鹿 、

の
け を 笠 兵

れ 追置 火
ば っ寺 が、 て 縁
こ 危 起 か
の 難に つ
巌に み て

に 遭ら の
弥わ れ 尊
勧れ る 像

ら わ 信 を よか石と と菩夫 の念、 尊た ご を
れ れ 仰中うら像し 縁伝薩

U

危じ 像時 と 消
る て も心 で存は て起え像そ難ら を

、

く 失
。 レ 、

と
、 在か 、 の てを のをれ 刻山

、

し
た すし こ し な こ 真い 彫た また み 神笠 て
と でた の て り の偽る 成めぬら た 鬼置 し
考に 弥尊い 早弥は

。 し 弥が
、

い 魅に ま
え 行 設J ｛！象た く勤別 た拶Jれそ と に 出 つ

鏡和第1図

貞
慶
入
山
の
動
機
も
こ
ん
な

第2図

16 

と
こ

ろ
に
あ
る
の

で
は
あ
る
ま

い
か。

笠
置
寺
に
対
す

る
信
仰

が
盛
ん

に
な
っ

た
の

は
末
法
思

想
が
一
般

に
惨
透

し
て

か
ら
で

殊
に

、

貞
慶

が
こ
の
寺

に
移
り

弥
勅

石
仏

像
に
対
す

る
信
仰

に

益
々
拍
車

を
か
け

た
こ

と
に
帰

国
す

る
だ

ろ
う

。

そ
し
て
笠

置

寺
が
弥
勤

仏
の
霊
地

と
仰

が
れ

る
よ

う
に
な
っ

た
。

末
法
思
想

に
よ

る
末
法
到
来
の
危
機

を
も
っ

と
も
よ
く
示
す
の

は
、

各
種
の
経

典
を
書
写

し
、

そ
れ
ら
を
地
下

に
埋

め
、

弥
勅

菩
薩
出
世
の

と
き
ま
で
こ

れ
ら
を

伝
え
て
衆
生
済
度

に
役
立

た
せ

る
と
い
う
埋
経
の
流
行
で

あ
っ

た。

こ
の
場
合

、

書
写
し

た
経
典
ば

か
り
で
な
く

、

仏
器
仏
具
や
鏡
な
ど

を
も
一
緒

に
壊
納
し

た
こ

と
は
あ
ま
り

に
も
明

ら
か
な
こ

と
で

あ
る

。

笠
置
寺
の
こ
の
鏡

は
、

埋
経

に
関
連

す
る
も
の

と
思
わ

れ
る
が

、

何
時
頃
の
埋
納

か
わ

か
ら
な

い
。

製
作

は
藤
原

時
代 告告ノ、

の
作
品

で
薄
手
の
も
の
で
縁
の
高
さ
も
1
分
5
厘

。

地
中
に
あ
っ

た
た
め
い
た
み

も
か
な
り
ひ
ど
く

、

全
面

に
錆

が
つ

い
て

い
る
が

、

文
機

は
よ
く
み
ら

れ
る。

藤

原
期
特
有
の
情
趣

あ
る
文
様
で
草
花

と
二
羽
の
’鳥

一
匹
の
蝶

を
出
す。

釦
は
花

形
低
座
釦
で

あ
る

。

六
器

は
一
個

し
か
み

ら
れ
な

い
が

、

も
ち

ろ
ん 、

思
納
さ

れ
た
時

は
同
頴
の
も

の
が

あ
っ

た
ろ

う。

銅
製
で
全
面

に
錆

が
厚
く
つ

い
て
い

る
が、

錆
が
す
り
お

と



さ
れ
た
所
は
美
し
い
拍輔
の
光
沢
が
み
ら
れ
る 。

底
面
に
針
書
き
が
あ
り 、

「
二
岩」

と
よ
め
る
が 、

二
岩
と
は
何
を
意
味
す
る

か
判
ら
な
い

。

し
か
し
六
器
の
底
面
な
ど
に
は

、
そ
れ
を
使
用
す
る
お
堂
の
名
や 、

寺
の
名 、

ま
た
は
坊
の
名
な
ど
が
よ
く
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と 、

こ
の
「
二
岩」

と
よ
め
る
名
称
は
堂
名
か
坊
名
で
は
あ
る
ま
い
か

。

小
さ
い
形
の

も
の
で
あ
る
が 、

張
り
も
か
な
り

強
く
造
形
か
ら
み
て
こ
の
製
作
年
代
は
鎌
倉
期

と
考
え
ら
れ
る 。

鏡
と
同
時
期

こ
の
六
器
も
鏡
と
同
じ
く
埋
経
に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が 、

か 、

別
の
時
期
の
埋
納
か
不
明
で
あ
る 。

こ
の
ほ
か
に 、

出
土
さ
れ
た
い
た
み
の
ひ
ど
い
経
筒 、

経
筒
を
入
れ
た
壷
な
と

が
あ
る
が 、

何
れ
も
そ
の
製
作
年
代
に
差
が
あ
る
よ
う
だ 。

し
た
が
っ
て 、

そ
れ

ら
の
遺
品
が
何
時
頃 、

如
何
な
る
形
態
で
埋
納
さ
れ
た
か
は
わ
か
ら
な
い

。

し
か

し 、

こ
れ
ら
の
遺
品
は
埋
経
思
想
に
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
ま

ミ

O

L

カ偶
然
の
機
会
で
見
出
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
出
土
品
は
断
片
的
で
笠
置
寺
の
弥
勅
信

仰
形
態
を
解
明
す
る
に
は 、

ほ
ど
遠
レ
か
も
し
れ
な
い
が 、

よ
き
資
料
た
る
こ
と

に
は
間
違
い
あ
る
ま
い

。

正
規
の
組
織
を
も
っ
た
弥
勅
石
仏
周
辺
の
発
掘
調
査
が
可
能
な
ら
ば 、

笠
置
寺

に
一
つ
の
大
き
い
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う 。

（
守
田
公
夫）

京会

画

笠
置
寺
の
仏
画
は
詑
件
（
U
点）

を
数
へ
る
が 、

寺
史
と
直
接
に
関
連
す
る
も

の
は 、

わ
ず
か
に
2
件
（
4
点〉

が
あ
げ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る 。

製
作
年
代
に
つ
い
て
み
る
と 、

鎌
倉
時
代
1
件
（
1
点）

、

室
町
時
代
4
（
7）

笠
置
寺
調
査
概
要

江
戸
時
代
幻
ハ
ぬ〉

に
わ
け
ら
れ
る 。

数
的
に
そ
の
主
体
を
な
す
江
戸
時
代
の
作

品
は 、

数
点
の
版
彩
色
の
作
品
を
ふ
く
み 、

真
言
糸
の
通
見
の
も
の
が
多
い 。

そ

の
な
か
で
は 、

紙
本
版
彩
色
如
来
荒
神
画
像
一
幅
（
竪
ミ
φ 、

横ω0・
M
佃
〉

の
画
面
左

下
に
「
宝
山
湛
海
印
施」

（
竪
印
刷
）

と
い
う
文
字
が
胡
粉
地
を

透
し
て
み
え
る

の
が 、

ち
ょ
っ
と
注
目
さ
れ
る
程
度
で
あ
る 。

こ
こ
で
は 、

寺
史
と
仏
画
史
の
両
面
で 、

若
干
の
資
料
価
値
を
も
っ
中
世
の
作

品
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る 。

凶
像
抄 、

巻
第
九 、

諸
天
上
（
口
絵
参
照）

1
巻

朱 、

緑
青 、

群主
円 、

黄
色
顔
料
で
淡
彩
を
施
し
た
図
像
部
で
は 、

肉
身
部
な
ど

に
淡
い
量
染
を
お
こ
な
っ
て
い
る
処
も
み
ら
れ 、

色
数
は
少
い
が
そ
の
顔
料
は
上

質
で
あ
っ
て 、

高
雅
な
印
象
を
与
え
る 。

こ
の
鎌
倉
中
期
頃
の
風
尚
を
伝
へ
る
1

巻
に
は 、

い
ろ
い
ろ
注
目
す
べ
き
点

も
あ
る
が 、

既
に
発
表
し
て
い
る
の

（
註
l
）

で 、

そ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い

。

笠
置
寺
絵
縁
起

紙
本
着
色 、

巻
子
装

室
町
時
代
後
期

3 
巻

図

第
1

巻
竪

NU・
寸
叩

横
（
全
長）

H
O

B－
ω
四

一
紙
長（
第一
・

二
紙
平
均）

お－
∞
叩

紙
数

M
紙

絵
・

詞

各
7
段

巻
首
墨
書
「
笠
置
寺
縁
起」

透
漆
塗
桐
箱
入

第
2
巻
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っ
て
い
る 。

償
（
全
長）

HH
S・印
四

一
紙
長（
第
二・
三
紙
平
均）

色－H
m

紙
数

剖
紙

絵・
詞

各
叩
段

見
返
し・
紺
紙

図

第
3
巻

横
（
全
長）

HNHω・0佃

一
紙
長（
第
二・
三
紙
平
均）

お・∞佃

紙
数

お
紙．，，

 

絵

9
生

司

8
段

号zn
見
返
し・
紺
紙

杉
箱
入
（
第
2
巻
共）

3
巻

の

内
容
は 、

第

天
文
7
年
書
写

の

冊
子
本
笠
置
寺
縁
起
（
笠
置
寺
現
歳 、
大

日
本
仏
教
全
書・
寺
誌
編
二
所
収〉

よ

第
1

巻
は
創
建
よ
り

鎌
倉
時
代
の
貞
慶
上
人
に
い
た
る
縁
起
を 、
第
2
・
3
巻

は
元
弘
の
乱
を
語
る 。
第
2
・
3
巻
は
縁
起
絵
巻
と
い
う
よ
り

笠
置
山
を
舞
台
と

す
る
太
平
記

の

合
戦
絵
巻
と
い
う

性
格
が
あ
ら
わ
で
あ
る 。
こ

の

こ
と
は 、
寺
蔵

の
明
和
5
年
o
a
g

に 、

笠
置
山
衆
徒
よ
り

奉
行
に
あ
て
た
裏
打
表
具
な
ど
修

理

の

願
状
に
「
（
上

略）

絵
縁
起
太
平
記 、

と
と
も一
致
し
て
い
る 。
と
こ
ろ
で 、

み
る
と 、

第
1
巻
で
は
事
項
の
省
略
と 、
語
句

の

省
略 、
小
異
が
指
摘
さ
れ
る 。

い
ま
絵
縁
起
を
天
文
本
縁
起
と
校
合
し
て

弐
巻
答
入
（
下
略）
」
と
み
え
る
こ

第
3
巻
は一
段一
行

の

条
す
ら
あ
り

詞
書

の

紋
述
が
極
端
に
省
略
さ
れ
て
い
る

の

が
め
に
つ
く 。
と
こ
ろ
が
第
2
巻
に
つ
い
て
は 、
若
干

の
錯

簡
が
み
ら
れ
る
が 、

こ
れ
は
前
述

の

明
和
5
年
修
補

の

折

の

不
手
際
か
と
も
想
像
さ
れ
る 。

18

錯

簡
補

正

の

試
案
は
つ
ぎ

の

よ
う
に
な
る 。

〔
第
2
巻

錯

簡

の

補正〕
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画
風
に
つ
い
て
は
二
手
み
ら
れ
る

。

第
1
巻
を
主
と
し
て
描
い
た
画
家
と 、

（
第
3
・
5
園〉

第
2
・

3

巻
の
中
心
と

な
っ
た
画
家
の
そ
れ
〔
第
4
・
6
図〉

と
が
区
別
で
き
る
の
で
あ
る。

前
者
の
画
風
が
第
2
・

3

巻
中
に
も
み
ら
れ 、

そ
の
逆
に
第
1
巻
中
に
後
者
の

画
風
も
み
ら
れ
る
か
ら 、

画
風
の
2

種
は
制
作
年
代
の
2

期
を一
不
す
も
の
と
は
考

え
ら
れ
な
い

。

前
者
は 、

人
物
よ
り

紋
景
を
得
意
と
し 、

山
岳
樹
木
の
表
現
は
伝

統
的
姉
法
を
踏
襲
し
て
い
る。

筆
力
は
萎
縮
し
て
い
て、

表
現
は
固
く
や
や
第
結

で
あ
り 、

画
風
は
旧
い
Q

一

方
後
者
は 、

背
景
を
大
胆
に
省
略
し 、

色
調
も
明
る
く 、

前
者
に
比
し
て
ひ

絵
画
的
に
は

た
の
し
く 、

ムノ
ひ
ろ
と
し
た
空
間
に
暢
び
暢
び
と
し
た
画
境
を
つ
く
っ
て
い
て

主志

て

る

笠
賞
寺
調
査
概
要

！ヨ5第

し
か
し
い
づ
れ
に
し
て
も 、

画
技
は
端
正
を
か
き 、

雅
趣
に
乏
し
い

。

い
わ
ゆ

る
奈
良
絵
と
称
さ
れ
る
も
の
の 、

そ
れ
も
初
期
に
属
す
る
作
風
と
み
て
よ
い
と
思

。こ
の
ほ
か
中
位
仏
画
の
作
品
と
し
て
は

絹
本
着
色

浬
繋
図
（
竪
N
S・
c
m

、

横
N
M
m

・
0

叩
）
一

幅
が
あ
げ
ら
れ
る。

制
作
は
室
町
時
代
の
後
期 。

色
調
は
淡
白
で 、

謹
細
丁
寧
な
技
法
が
み
ら
れ 、

南
都
系
の
作
風
を
示
し
て
い
る。

故
老
の
伝
に
よ
る
と 、

南
都
居
間
寺
よ
り

将
来

の
も
の
と
い
う 。

ま
た
紙
本
着
色
貞
慶
上
人
画
像
（
竪H
OO－
品
叩 、

償
白
ω
佃
）
一

幅 、

絹
本
着
色
両
界

目
安
奈
羅
図
（
堅
田・
0

2E
ω・
印
叩
）

二
幅
は 、

そ
れ
ぞ
れ
に
ち
ょ
っ
と
注
目
す
べ

き

点
も
あ
る
が 、

い
づ
れ
も
損
傷
が
ひ
ど
く 、

原
容
を
想
像
す
る
こ
と
が
難
し
い

。
寛）

（
平
田

註

（

1
）
 

拙
稿・

笠
置
寺
蔵
『
図
像
抄』

第
九
巻 、

大
和
文
化
研
究
・

第
9
巻
第
m

号 。

（

2
）
 

こ
の
条
は
天
文
本
縁
起
に
よ
れ
ば 、

む
し
ろ
つ
ぎ
の
第
3
段
と
前
後
を
か
わ
る

べ
き
で
あ
る
が 、

絵
巻
構
成
の
点
で
は 、

紙
継
を
考
慮
す
る
と 、

試
案
の
よ
う

に 、

な
ら
ざ
る
を
え
な
い 。

図6第

（

3
）
 

こ
の
条
は
絵
・

詞
と
も
に
前
後
が
は
っ
き
り
と
わ
か
れ
る
の
で 、

て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る 。

2
段
に
わ
け
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