
京都・東寺

羅
城
門

元
々
の
読
み
は
、
呉
音
で
「
ら
じ
ょ
う
も
ん
」、
漢
音
で

「
ら
せ
い
も
ん
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
、中
世
頃
か
ら
は
「
ら

し
ょ
う
」
の
読
み
が
一
般
化
し
た
も
の
と
さ
れ
、当
字
で

「
羅
生
門
」
と
も
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

京
都
の
一
年
は
、「
初は
つ
こ
う
ぼ
う

弘
法
」
に
始
ま

り
「
終し

ま
い
こ
う
ぼ
う

い
弘
法
」
で
終
わ
る
。
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
大
師
信
仰
の
所
産
で
あ

る
毎
月
21
日
の
縁
日
（
弘
法
さ
ん
）
が

洛ら
く
ち
ゅ
う

中
を
は
じ
め
近
隣
の
庶
民
に
愛
さ
れ
、

繁
盛
し
て
い
る
お
寺
が
「
東
寺
」
で
す
。

　

一
方
、
正
式
な
名
称
の
「
教き

ょ
う
お
う
ご
こ
く

王
護
国

寺じ

」
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
真
言

宗
最
高
の
修
法
で
あ
る
後ご

し
ち
に
ち
み
し
ほ

七
日
御
修
法

（
宮
中
の
正
月
行
事
が
終
わ
っ
た
後
の

七
日
間
、時
の
天
皇
と
国
家
の
安
泰
、世

界
の
平
和
を
祈
願
し
、
当
初
は
宮
中
の

真
言
院
で
営
ま
れ
た
）
の
寺
院
と
し
て

著
名
で
す
。

◇

　

桓
武
天
皇
に
よ
る
平
安
遷
都
（
七
九

四
年
）
の
後
、
国
の
鎮
護
、
都
の
守
護

を
願
い
、
洛
南
の
地
「
羅ら

じ
ょ
う
も
ん

城
門
（
羅
生

門
）」
の
東
西
に
建
て
ら
れ
た
官
寺
の

ひ
と
つ
で
あ
り
ま
し
た
が
、
弘
仁
14
年

（
八
二
三
年
）真
言
宗
最
大
の
庇
護
者
で

あ
る
嵯
峨
天
皇
に
よ
り
開
祖
空
海
（
弘

法
大
師
）
に
下か

し賜
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
目
的
は
、
先
に
高
野
山
の
開
創

を
許
さ
れ
、
長
い
年
月
を
要
す
る
［
未

来
成
仏
］
を
説
く
旧
来
の
仏
教
に
対
し
、

自
ら
の
修
行
に
よ
り
「
仏
」
の
力
を
顕

現
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ま
っ

た
く
新
し
い
思
想
［
即そ

く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

身
成
仏
］
を
実

証
し
、
国
家
社
会
に
貢
献
さ
れ
て
い
る

弘
法
大
師
へ
の
篤
い
信
頼
の
証
し
で
あ

り
、ひ
い
て
は
国
の
安
泰
、
民
の
幸
福
を

願
わ
れ
る
広
い
御
心
に
あ
り
ま
し
た
。

　

弘
法
大
師
は
敬
愛
す
る
嵯
峨
天
皇
の

熱
望
に
応
え
、
そ
の
造
営
に
あ
た
っ
て

は
［
密
教
］
の
教
え
に
則の

っ
とり

、堂ど
う
と
う
が

塔
伽
藍ら
ん

を
配
置
し
、
曼
荼
羅
の
世
界
を
立
像
に

よ
り
〝
三
次
元
で
表
現
す
る
〟
な
ど
独

自
性
の
高
い
寺
院
を
建
立
し
、
教
王
護

国
寺
と
命
名
、
鎮
護
国
家
の
勅
願
寺
と

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
隣
接
地
に
は
、
初

め
て
の
私
学
「
綜し

ゅ
げ
い
し
ゅ
ち
い
ん

芸
種
智
院
」
を
創
設
、

庶
民
教
育
の
魁

さ
き
が
けと
な
り
ま
し
た
。

◇

　

今
も『
京
都
』を
象
徴
す
る
五
重
の
塔

を
は
じ
め
、
密
教
美
術
・
古
文
書
の
宝

庫
と
し
て
、
弘
法
大
師
の
理
想
世
界
を

表
現
し
て
い
る
『
東
寺
』
は
、
大
師
信

仰
の
総
本
山
で
あ
る
高
野
山
と
車
の
両

輪
と
な
り
、
数
々
の
修
法
を
通
し
、
国

家
の
安
泰
と
世
界
平
和
を
祈
り
続
け
て

い
ま
す
。

持
明
院
「
は
す
の
会
」
事
務
局
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趣
　
意
　
書

佛舎利宝塔前の墓碑

　　

高
野
山
は
す
の
会
の
皆
様
、コ
ロ
ナ
禍

を
初
め
昨
年
七
月
の
豪
雨
に
よ
る
水
害

等
ご
回
復
さ
れ
た
で
し
ょ
う
か
。

心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

さ
て
宗
祖
弘
法
大
師
の
聖
地
高
野
山

奥
之
院
に
『
佛
舎
利
宝
塔
』
が
建
立
さ
れ

て
以
来
、お
よ
そ
三
十
五
年
の
月
日
が
経

ち
、施
主
様
の
代
替
わ
り
が
多
く
な
っ
て

参
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
な
い
、近
頃
会

員
や
そ
の
ご
家
族
の
方
々
か
ら『
佛
舎
利

宝
塔
』建
立
の
由
来
や
主
旨
等
の
ご
質
問

を
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、こ
の
た
び
改
め

て
会
報
誌
上
に
そ
の
主
旨
を
記
載
い
た

し
ま
す
。ご
入
会
以
来
皆
様
の
ご
先
祖
様

が
拝
受
さ
れ
て
い
る
功
徳
を
十
分
噛
み

し
め
て
く
だ
さ
い
。

　
高
祖
弘
法
大
師
空
海
の
教
え
は
、
高
い

理
知
と
限
り
な
い
慈
し
み
の
心
に
よ
っ
て
、

現
実
の
生
活
に
即
し
、
人
々
の
幸
せ
を
成

し
遂
げ
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
今
日
、
時
移
り
世
情
が
変
わ
り
ま
し
て

も
、
こ
の
教
え
は
宗
旨
・
宗
派
を
超
え
全

土
に
広
く
伝
わ
り
、
人
々
の
救
い
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
は
、
約
二
千
五
百
年
前
に
イ

ン
ド
・
カ
ビ
ラ
国
で
ご
誕
生
に
な
り
、
御

年
八
十
歳
ク
シ
ナ
ー
ラ
の
場
外
、
沙
羅
双

樹
の
園
で
御
入
滅
な
さ
る
ま
で
、
衆
生
救

済
の
た
め
に
広
く
全
土
に
そ
の
教
え
を
説

き
、
そ
の
生
涯
を
捧
げ
ら
れ
ま
し
た
。

　
御
入
滅
後
、佛
身
を
荼だ

び毘
（
火
葬
）
に
付

し
奉
り
、
そ
の
舎
利
（
ご
遺
骨
）
を
八
ヶ

国
に
配
分
し
、
塔
を
建
立
し
て
ご
供
養
し

ま
し
た
の
が
佛
舎
利
信
仰
の
来
歴
と
さ
れ
、

宝
塔
の
起
源
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
わ
が
国
に
お
き
ま
し
て
も
仏
教
伝
来
の

初
め
よ
り
佛
舎
利
を
尊
崇
し
、
弘
法
大
師

空
海
御
入
唐
に
際
し
八
十
粒
を
御
請
来
さ

れ
、
京
都
・
東
寺
に
安
置
し
ま
し
た
。

　
昭
和
五
十
九
年
（
一
九
八
四
年
）、
高
祖

御
入
定
千
百
五
十
年
御
遠
忌
大
法
会
に
際

し
ま
し
て
、
高
野
山
奥
の
院
浄
域
に
佛
舎

利
の
建
立
を
発
願
し
、
持
明
院
に
古
来
よ

り
伝
来
の
佛
舎
利
を
御
請
来
、
御
奉
納
い

た
し
、
開
眼
法
要
を
い
た
し
ま
し
た
。

　
こ
の
度
、
佛
舎
利
宝
塔
の
功
徳
を
多
く

の
方
々
か
ら
御
拝
受
で
き
ま
す
よ
う
御
希

望
も
あ
り
、
当
院
で
お
申
込
者
の
方
々
の

祖
霊
に
永
代
供
養
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。

　「
寺
月
会
」
に
そ
の
募
集
を
お
願
い
し
、

お
釈
迦
様
の
教
え
に
報
い
て
十
万
檀
越
の

所
願
円
満
の
招
来
を
祈
念
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
合
掌
）

　
　
　
　
　
　
高
野
山
真
言
宗

　
　
　
　
　
　
別
格
本
山
　
持
明
院

　
　
　
　
　
　
大
僧
正
　
竹
内
崇
峯

　

会
員
様
へ
の
お
知
ら
せ

　
昨
年
（
令
和
二
年
）、
十
二
月
二
十
三

日
、持
明
院
の
竹
内
崇
雄
住
職
は
高
野
山

真
言
宗
で
最
高
位
の
大・

・

・

僧
正
の
地
位
に

昇
階
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
皆
様
に
ご
報

告
い
た
し
ま
す
。

　

大
僧
正
専
用
の
袈
裟
を
着
け
て
の
記
念
撮
影

佛
舎
利
宝
塔
　
建
立
の
主
旨



持明院　応接室にて持明院　玄関前にて

こ
の
た
び
の
ご
縁
、感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

小
津
力
　
沙
々

　

私
事
で
誠
に
恐
縮
で
す
が
、
四
～
五

年
前
か
ら
終
末
後
の
事
を
考
え
始
め
て

以
来
、
や
っ
と
自
分
が
納
得
で
き
る
場

所
を
見
つ
け
、
今
は
落
ち
着
い
た
気
持

ち
で
す
。

　

先
日
お
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、
五
年

前
に
主
人
は
父
祖
の
墓
を
建
て
ま
し
た
。

主
人
は
三
男
で
す
が
、
親
孝
行
が
出
来

て
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　
「
貴
方
も
そ
の
お
墓
に
入
る
の
か
？
」と

問
い
ま
す
と
、「
長
男
の
家
族
が
い
る
の

で
、
自
分
は
入
る
つ
も
り
は
な
い
。
自

分
は
自
然
に
還
る
方
法
で
終
わ
っ
て
も

よ
い
。」と
の
こ
と
で
し
た
。
多
分
、水
葬

や
樹
木
葬
の
事
だ
と
思
い
ま
す
が
、
私

自
身
も
そ
れ
で
も
良
い
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。

　

世
界
遺
産
で
歴
史
上
偉
大
な
お
大
師

様
の
聖
地
に
、
私
の
よ
う
な
一
介
の
人

間
も
住
め
る
な
ん
て
、
露
ほ
ど
も
思
っ

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

幼
い
頃
か
ら
小
さ
く
て
も
自
分
の
家

を
持
ち
た
い
と
願
っ
て
い
た
の
で
、
今

回
安
住
地
を
見
つ
け
た
よ
う
に
感
じ
ま

し
た
。
主
人
も
是
非
そ
こ
に
入
り
た
い

と
申
し
ま
す
の
で
、
私
も
そ
れ
に
応
え

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

高
野
山
を
ご
案
内
の
途
上
、ふ
と
、こ

ん
な
句
が
浮
か
び
ま
し
た
。

　
幼
き
日
の
夢
の
続
き
が
実
現
し

　
住す

み

か処
手
に
触
れ
　
大
師
を
仰
ぐ

　
秋
深
し
高
野
の
杜も

り

に
終つ

い
の

　
住す

み

か処
を
見
つ
け
た
り

　

戦
後
の
貧
し
い
時
代
、
家
も
無
く
、

大
き
く
な
っ
た
ら
必
ず
自
分
の
表
札
の

つ
く
家
を
造
り
た
い
！
そ
ん
な
思
い
で

定
年
ま
で
フ
ル
タ
イ
ム
で
働
き
ま
し
た
。

や
っ
と
自
分
の
名
の
つ
く
家
を
手
に
入

れ
た
の
で
す
。
そ
ん
な
思
い
の
句
で
す
。

（
ど
う
ぞ
ご
笑
覧
く
だ
さ
い
。）

　

子
供
や
孫
達
は
五
輪
塔
が
も
て
た
事

を
こ
と
の
ほ
か
喜
び
、
デ
ザ
イ
ン
を
あ

れ
こ
れ
考
え
始
め
た
よ
う
で
す
。

　

年
が
明
け
ま
し
た
ら
、
夫
と
長
女
家

族
と
一
緒
に
高
野
山
に
登
り
、
一
家
安

住
の
住
処
に
触
れ
、
満
喫
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
は
手
続
き
等
々
、
持
明
院

様
を
は
じ
め
寺
月
会
の
皆
様
の
お
世
話

に
な
り
ま
す
。
ど
う
か
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

編
集
部
よ
り

　　

こ
の
小
津
力
様
は
、
純
粋
な
心
を

　

持
っ
た
、
と
て
も
信
仰
心
の
厚
い
、
家

　

族
思
い
の
方
で
す
。

　　
こ
れ
か
ら
も
は
す
の
会
ス
タ
ッ
フ
は

　

誠
心
誠
意
を
持
っ
て
、お
手
伝
い
さ
せ

　

て
い
た
だ
く
所
存
で
す
。

　

本
年
一
月
八
日
、
は
す
の
会
ス
タ
ッ

フ
は
全
員
で
、
新
年
挨
拶
と
会
員
の
皆

様
な
ら
び
に
ご
家
族
の
ご
健
勝
、
こ
の

コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
回
復
を
祈
願
す
る
た

め
に
持
明
院
に
登
嶺
い
た
し
ま
し
た
。

ス
タ
ッ
フ
便
り

ス
タ
ッ
フ
便
り



◆
日
時

令
和
３
年
３
月
21
日（
日
）

　

　
　
　
　
12
時
30
分
よ
り

◆
場
所

持
明
院
・
本
堂

◆
ご
参
加

会
員
の
皆
様
の
ご
参
加
は

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

（
持
明
院
の
僧
侶
だ
け
で
執
り
行
い
ま
す
）

●
当
日
は
仏
舎
利
宝
塔
へ
の
参
拝
　

　
は
可
能
で
す
。

　（
10
時
〜
15
時
30
分
）

●
例
年
で
は
ご
希
望
者
に
は
昼
　

　
食
も
募
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、　

　
今
回
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
、

　
昼
食
の
サ
ー
ビ
ス
は
取
り
や
め

　
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

会
員
の
皆
様
方
、
昨
年
よ
り
続
い
て

い
ま
す
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
収
束
が

な
か
な
か
見
え
て
こ
な
い
中
、
い
か
が

お
過
ご
し
で
ご
ざ
い
ま
す
か
。

　

今
年
に
入
り
二
度
目
の
緊
急
事
態
宣

言
も
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
か
ら
、
こ
の
春
季
合
同
法
要
に
つ

き
ま
し
て
は
、
昨
年
の
秋
季
合
同
法
要

と
同
じ
よ
う
に
皆
様
不
参
加
の
中
で
執

り
行
う
こ
と
を
止
む
を
得
ず
選
択
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

会
員
の
皆
様
は
今
年
は
何
と
か
法
要

に
参
列
で
き
る
の
で
は
、
と
大
変
心
待

ち
に
し
て
お
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。
は

す
の
会
事
務
局
ス
タ
ッ
フ
も
皆
様
と
同

じ
思
い
で
お
り
ま
し
た
。

　

持
明
院
・
大
僧
正
・
竹
内
崇
雄
も
皆

様
へ
ご
挨
拶
が
で
き
な
い
こ
と
を
大
変

残
念
に
思
い
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の

早
期
収
束
と
次
回
は
安
心
し
て
参
列
頂

け
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
願
っ

て
お
り
ま
す
。

　

は
す
の
会
と
し
ま
し
て
も
近
い
将
来

必
ず
今
ま
で
と
同
じ
様
に
皆
様
に
参
列

の
も
と
合
同
法
要
を
開
催
で
き
る
よ
う

願
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
ど

う
か
ご
辛
抱
頂
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

つ
き
ま
し
て
は
、

　

仏
舎
利
宝
塔
永
代
供
養
墓
の
ご
参
拝
、

ご
焼
香
は
、終
日
対
応
致
し
ま
す
。例
年

通
り
ご
参
拝
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。

　

春
季
法
要
時
間
帯
に
持
明
院
に
て
ご

焼
香
を
希
望
さ
れ
る
会
員
様
に
於
か
れ

ま
し
て
は
、
本
堂
前（
外
）に
て
焼
香
頂

け
る
よ
う
、
ご
案
内
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 　

ま
た
こ
の
度
の
春
季
法
要
の
模
様
は

後
日
は
す
の
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
動

画
配
信
を
予
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

高
覧
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。（
掲
載

期
間
令
和
３
年
６
月
末
日
迄
）

　

別
格
本
山
持
明
院
は
す
の
会
事
務
局

で
は
、
こ
れ
か
ら
も
会
員
様
や
高
野
山

へ
お
越
し
頂
き
ま
す
方
に
、
安
心
し
て

お
参
り
頂
け
る
よ
う
努
め
て
参
り
ま
す

の
で
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

春
季
合
同
法
要
ご
参
列
見
合
わ
せ
に
つ
い
て

３
月
21
日
12
時
30
分
定
刻
通
り
持
明
院

本
堂
に
て
は
す
の
会
各
家
ご
先
祖
様
へ

の
法
要
は
厳お

ご
そか

に
執
り
行
い
ま
す
が
、

持
明
院
館
内
並
び
に
本
堂
へ
の
立
ち
入

り
は
ご
遠
慮
願
い
ま
す
。


