
　

旧
暦
・
陰
暦
で
一
二
月
の
こ
と
を
「
師
走
」

と
い
い
ま
す
が
、師
走
の
語
源
説
と
し
て
「
僧

（
師
）
が
お
経
を
あ
げ
る
た
め
に
、
東
西
を
馳

せ
る
月
」
＝
「
師
馳
す
（
し
は
す
）」
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
説
は
、
意
外
と
古
く
平
安
時
代

末
期
に
編
さ
ん
さ
れ
た
「
色い
ろ
は
じ
る
い
し
ょ
う

葉
字
類
抄
」
に

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、「
年
果
つ（
と

し
は
つ
）」、「
四
季
の
果
て
る
月
」
を
意
味
す

る
「
四
極
（
し
は
つ
）」、「
一
年
の
最
後
に
な

し
終
え
る
」
意
味
の
「
為
果
つ
（
し
は
つ
）」

と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　

で
は
、
下
野
薬
師
寺
、
下
野
国
分
寺
・
尼

寺
に
は
ど
の
よ
う
な
お
坊
さ
ん
（
師
）
が
い

た
の
で
し
ょ
う
か
？
そ
の
前
に
こ
れ
ら
の
寺

院
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？
多
く
の
方
が
勘
違
い
さ
れ
て
い
る
例
が

多
い
の
で
す
が
、
い
ず
れ
の
お
寺
に
も
お
墓

は
あ
り
ま
せ
ん
。
下
野
薬
師
寺
に
つ
い
て
も

七
三
〇
年
代
頃
に
国
営
寺
院
「
定
額
寺
」
に

昇
格
し
ま
す
の
で
、
下
毛
野
氏
一
族
の
菩
提

を
弔
う
寺
以
外
の
役
割
が
大
き
く
な
り
ま
す
。

下
野
薬
師
寺
も
下
野
国
分
寺
・
尼
寺
も
「
国

家
鎮ち

ん
ご護

」（
国
の
平
穏
・
無
事
を
祈
る
）
の

た
め
の
お
寺
と
し
て
存
在
し
ま
す
。
特
に
国

分
寺
・
尼
寺
は
聖
武
天
皇
の
発
願
に
よ
り
全

国
六
十
余
国
に
建
立
さ
れ
た
「
国
中
の
安

泰
を
願
っ
た
」
寺
で
す
が
、
国
分
寺
を
造
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
、
国

中
に
伝
染
病
が
蔓
延
し
、
国
内
の
政
治
は
不

安
定
で
内
乱
な
ど
が
起
こ
り
、
国
外
で
は
半

島
情
勢
が
不
穏
に
満
ち
て
い
た
こ
と
が
そ
の

要
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
世
情

の
中
、
全
国
各
地
で
勤
務
で
き
る
き
ち
ん
と

し
た
資
格
を
有
し
た
僧
侶
の
増
員
が
必
要
と

な
っ
た
訳
で
す
。
よ
っ
て
、
天
て
ん
ぴ
ょ
う平
勝し
ょ
う

宝ほ
う

六
年

（
七
五
三
）
に
東
大
寺
に
設
置
さ
れ
た
戒
壇
院

の
ほ
か
、
新
た
に
天

て
ん
ぴ
ょ
う平

宝ほ
う

字じ

五
年
（
七
六
一
）

正
月
二
一
日
の
勅
命
で
東
国
に
は
下
野
薬
師

寺
、
西
国
は
筑ち
く
し紫

観か
ん
ぜ
お
ん
じ

世
音
寺
に
戒
壇
が
設
置

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
戒
壇
」
が
「
僧
＝
師
」

と
な
る
べ
き
人
々
の
一
生
を
左
右
す
る
免
許

試
験
場
で
あ
っ
た
訳
で
す
。
概
要
を
説
明
す

る
と
長
野
県
碓う

す
い氷

峠
よ
り
東
の
地
域
の
受
験

生
は
下
野
薬
師
寺
で
、
四
国
・
九
州
方
面
で

僧
に
な
り
た
い
人
は
観
世
音
寺
で
受
験
し
た

わ
け
で
す
。

　

当
時
の
寺
院
に
は
、
現
在
の
総
合
大
学
の

よ
う
に
文
系
・
理
系
・
医
療
系
・
土
木
系
な

ど
様
々
な
知
識
を
も
っ
た
僧
侶
が
い
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。東
大
寺
の
大
仏
造
営
に
関
わ
っ

た
こ
と
で
著
名
な
「
行ぎ

ょ
う
き基

」
は
土
木
技
術
に

長
け
て
お
り
、
道
を
整
備
し
た
り
橋
を
架
け

た
り
し
て
い
ま
す
。
時
代
は
違
い
ま
す
が「
弘

法
大
師
」
が
井
戸
を
掘
っ
た
話
も
つ
な
が
る

訳
で
す
。
国
分
寺
や
尼
寺
の
広
い
敷
地
に
は

薬
草
を
植
え
た
「
薬
園
」
が
あ
っ
た
こ
と
も

わ
か
っ
て
お
り
、
お
寺
が
病
院
の
役
割
を
し

て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か

ら
合
格
し
た
後
は
様
々
な
知
識
に
つ
い
て
勉

学
に
励
ん
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
試
験
に
つ

い
て
は
そ
の
性
格
上
、
内
容
に
つ
い
て
不
明

な
点
が
多
い
の
で
す
が
、
下
野
薬
師
寺
で
は

五
人
前
後
の
師
に
よ
る
口
頭
試
問
が
行
わ
れ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
合
格
す
る
と

東
国
の
各
地
の
国
分
寺
・
尼
寺
が
勤
務
地
と

な
り
ま
す
。
国
分
寺
に
は
「
講こ

う
ど
く
し

読
師
」
と
呼

ば
れ
る
「
教
授
」
が
い
ま
し
た
。
下
野
の
場
合
、

国
分
寺
の
講
師
が
薬
師
寺
の
講
師
も
兼
務
し

た
時
期
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
現
在
、
下
野

市
に
は
自
治
医
科
大
学
が
あ
り
、
各
地
か
ら

選
抜
さ
れ
た
優
秀
な
人
材
が
最
先
端
の
医
療

に
つ
い
て
学
ん
で
い
ま
す
。
一
三
〇
〇
年
前

の
下
野
薬
師
寺
で
も
東
国
各
地
か
ら
選
抜
さ

れ
た
優
秀
な
受
験
生
が
集
ま
り
、知
識
を
競
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
々
の

地
道
な
研け
ん
さ
ん鑽
の
積
み
重
ね
が
、
歴
史
と
文
化

と
な
る
わ
け
で
す
。
下
野
薬
師
寺
が
こ
の
地

に
な
け
れ
ば
、
後
の
戦
国
時
代
、
フ
ラ
ン
シ

ス
コ
・
ザ
ビ
エ
ル
に
「
日
本
国
中
最
も
大
に

し
て
最
も
有
名
な
坂
東
の
ア
カ
デ
ミ
ー
（
坂

東
の
大
学
）」
と
称
さ
れ
、
海
外
に
ま
で
そ

の
名
が
伝
え
ら
れ
た
足
利
学
校
は
存
在
し
な

か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

下
野
薬
師
寺
・
国
分
寺
の
僧
も
走
っ
た
の
か
？ 

―
「
師
走
」の
お
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し
―
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課

色葉 字類抄……平安時代の辞書、日常語など
言葉について記されている。

行基 ……奈良時代の高僧、日本最初の大僧正、
東大寺大仏建立の総責任者

講読 師……講師と読師。奈良・平安時代、諸
国の国分寺に置かれた僧官で、僧尼を指
導し、経論を講説する者を講師、また、
これを補佐して法会などをつかさどる者
を読師という。下野国分寺鐘楼推定復元図

当時、下野薬師寺・国分寺・尼寺で除夜の鐘は鳴ったのでしょうか？
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