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京
都
の

真

言

密
教
の

名

刹
、

醍
醐

寺
の

下

醍

醐
に

五

重

塔
（

国
宝
）

が

あ
る

。

竣
工

は

上

醍
醐
の

薬
師
堂

本

尊
薬

師
如

来
坐

像
〔

延

喜
七

年
〕

よ

り
遅
れ
る

こ

と

四

十
四

年
後
の

天

暦
五

年
（

九
五
一
）

と

伝
え

、

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

（
1

）

翌

六

年
（
九

五
二
）

に

は
、

完
成
を
祝
す
る

供
養
会
が

行
わ

れ

て

い

る
。

本
論
の

意
図
は

、

そ
の

成
立

年
代
も

さ

る

こ

と

な
が

ら
、

醍

醐

寺
と
五

重
塔
が

位
置
す
る

伽
藍
そ
の

も
の

の

根
本
命
題
に

迫

り
た
い

が

た

め

で

あ
る

。

た

だ

薬

師
堂
は

保
安
二

年
（

一

＝

＝
）

に

再
建
さ

れ

て

い

る

か
ら

、

山
上

伽
藍
の

建
物
の

重
視
と
い

う
点
で

は
、

十
二

世
紀
前
半
ま

で

含
め

て

考
え
る

必
要
が

あ
る

。

な
ぜ

な
ら

東

密
の

隆
盛
と
こ

の

醍
醐

寺
の

構
想
と

の

関

係
は

、

密
教
理

論
の

教
相
・

事
相
の

基
盤

と

展
開
を

考
え

る

う
え
で

、

看
過
で

き

な
い

関
連

性
を

想

定
し

う
る

か

ら

で

あ

る
。

そ

れ
と

も

う
一

つ
、

密
教
寺
院
に

は
、

多
く
の

五

重
塔
が

現
存
し

て

い

る

が
、

内

部
の

壁

画
と

塔
そ
の

も
の

の

関

係
が

必

ず
し

も
事
相
の

理
論
よ

り
十
分
に

は

解
明
さ

れ

て

い

な
い

と
い

う
現
況
が

あ
る

。

特
に

こ

の

醍
醐
寺
の

五

重
塔
の

壁
画
は

彩
色
も
当
初
の

ま
ま

残
っ

て

い

る

し
、

建
築
上
の

構
造
も
十
世
紀
の

平
安
中
期
の

標
準
作
と

し

て

そ
の

価
値
は

極
め

て

高
い

と

さ

れ

て

い

る
。

ま

た

壁

画

が

描
か
れ

て

い

る

場
所
も
内

部
の

覆
板

、

羽

目

板
、

天

井
板

、

四

面
の

扉
板

、

柱
、

長
押

、

台
輪
そ

の

他
に
お

よ

ん

で

い

る
。

ま

さ

に

塔
内
部
の

大

部
分
が

密
教
の

道
場
観

　
　

　
　
　

　
　
　

　

しょ
う

こ
ん

と

同
意
義
の

様
相
を

呈
し

荘
厳
さ
れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

と

こ

ろ

が

問

題

点
は
と
い

う
と

、

そ
れ

が
な
ぜ

こ

の

狭
い

空

間
に

凝
縮
さ

れ

て

両
界

曼
荼
羅
が

描

き

込
ま
れ

な

け
れ

ば

な
ら

な
い

の

か

と
い

う
こ

と

で

あ
る

。

描
く
と

い

っ

て

も

塔
の

建
築
構
造
上
の

条

件
か

ら

考
え
ら

れ

る

よ

う

に
、

縦
に

下

か

ら
上
へ

と

構
図
を
配
置
し

構
成
し

た

に

す
ぎ

な
い

。

上

方
へ

縦
に
と

い

う
こ

と

は
、

曼
荼
羅
な
ど

を
立

体
的
に

組
み

合
わ

せ

て

角
柱
の

四

面
（
覆
板）

に

配
置
す
る

と

四

面
は

究
極
的
に

は

円

柱
を
意

識
さ
せ

る

と
い

う
こ

と

に

な
ろ

う
。

　
い

う
ま
で

も

な

く

醍

醐

寺
五

重
塔
の

壁

画
の

主
要
な
テ
ー

マ

は

空
海

請
来
の

根
本
た

る

「

両

界
曼
荼
羅
図
』

の

具
現
に

あ
る

。

そ
れ

も

絵
画

と

い

う
平
面
を

用
い

て

立

体
的
に

組
み

立

て

る

と
い

う
、

い

わ

ば

構
成

（
コ

ン

ポ

ジ
シ

ョ

ン
）

の

実
現
で

あ
る

。

塔
内
部
に

は

心

柱
覆
板

、

四

天

柱
、

蓮
子
窓
の

羽

目
板
と

全
て

に

わ
た
っ

て

荘
厳
さ
れ

て

い

る
。

こ

の

一 768　一
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荘
厳
と

彩
色
の

関
係
は

、

仏
や

模
様
に
よ

っ

て

内
部
全

体
が

埋
め

尽
く

さ

れ

る
こ

と
と

類
似
し

て

い

る

が
、

両

者
の

主
旨
は

全

く
違
う

。

ω
は

塔
内

荘
厳
の

場

合
、

金

堂

の

内
陣
の

荘
厳
と

理
念
の

多
く
は

共
通
し
て

い

る

と
い

う
こ

と
。

し

か

し

働
は

金
堂
内
の

両

界
曼
荼

羅
は

東
西
に

対

面

し
て

胎
蔵
界
・

金

剛
界
の

平
面
が

各
々

独
立

し
て

対
比

さ
れ
る

と
い

う
構
図
で

あ
る

。

つ

ま

り
金
堂
内
で

は

教
相
上

の

範
疇
に

お
い

て

曼
荼

羅

に

描
か

れ
た

諸

尊
の

彩
色
は

、

東
の

胎
蔵
界
が

対
面
す
る

西
の

金

剛

界

に

何
ら

か
の

理
由
が

あ
っ

て

作
用
し

、

教
義
を
発
信
し

て

い

る

は

ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
2

）

で

あ
る

。

「

何
ら

か

の

理
由
」

と

い

う
の

は
、

縦
・

横
の

関

係
や

照
射

さ

れ

る

光
明
の

よ

う
な
も
の

に

他
な

ら

な
い

が
、

あ
く
ま
で

も
胎
蔵
界

と

金

剛
界
の

異

な

る

世
界
の

対
面
を

意
味
す
る

。

醍
醐

寺
五

重
塔
で

は

両

界
対
位
と
い

う
概
念
を

と

お

し

て
、

真
言
密
教
に

お

け
る

悟
り
の

空

間
を
演
出
し

、

二

つ

の

世
界
を
一

つ

に

融
合
し
て
い

る
。

た

だ

し
他
の

金
堂
の

場
合

、

両
界
曼
荼
羅
に

お

け
る

横
軸
の

東
西
の

位
置
は

、

両
者

の

間
に

別
個
に

設
け
ら

れ

た

「

不
二

壇
」

と

い

う
、

も

う
一

つ

の

機
能

を

介
在
さ
せ

て

二

つ

の

融
合
を

想
定
し
て

い

る
。

も
ち
ろ

ん
、

そ
の

想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
に
　
ふ

　
に

定
を

果
た

す
た

め

に

は

「

二

而
不
二
」

な

る

事
相
の

極
意
を
真
言
行
者

が

実

践
（

観
想
な
ど

）

す
る
こ

と

に

よ
っ

て

の

み

果
た

さ

れ

る

と

さ

れ

る
。

醍

醐
寺
五
重

塔
は

、

南
よ

り
初
重
に

入
り

、

眼

前
に

心
柱

中
央

、

そ

の

右

方
は

金

剛
界
の

エ

リ

ア

（

領
域
）

に

な
っ

て

い

る
。

同
じ

く
左

方
は

胎
蔵
界
の

エ

リ

ア
で

あ
る

。

こ

の

区
分
け
は

、

そ
の

ま
ま
須
弥
壇

を

囲
む
四

隅
（
角
）

の

柱
、

す
な

わ

ち

四

天

柱
の

丸
柱
に

描
か

れ
て

い

醍
醐
寺
五

重
塔
と

両
界
曼
奈
羅
壁
画
の

表
現

（

真
　
鍋
）

る

彩
色
の

諸
尊
に
よ
っ

て

判
断
す
る
こ

と

が
で

き

る
。

す
な
わ

ち
向
か
っ

て

右
奥
は

、

理
趣
会

、

降
三

世
羯
磨
会

、

降
三

世
三

昧
耶

、

手
前
は

四

印
会

、

供
養
会

、

微
細
会
で

あ

る
。

左

奥
は

蓮
華

部
院
ほ

か
、

手
前
は

金

剛
部
院
ほ

か

で

あ
る

。

さ

ら

に

柱
以

外
の

外
回

り
に

位
置
す
る

蓮
子

窓

羽
目
板
に

も
諸
尊
が

描
か

れ
、

心

柱
を
囲
む
四

天
柱
の

諸

尊
と

蓮
子

窓
の

諸
尊
を

組
み

合
わ
せ

る
こ

と
に
よ
っ

て
、

胎
蔵
界
全
図
の

中
央
部

か

ら

外
院
全

体
を

塔
内
に

見
る
こ

と
が
で

き
る

。

こ

の

こ

と

は

胎
蔵
曼

荼
羅
が

塔
内
の

柱
や

平
面
（

蓮
子
窓
〉

の

諸
尊
を
組
み

合
わ

せ

る

こ

と

に

よ

り
、

平
面
の

曼
荼
羅
図

面
の

再
現
を
意
図
し

て
い

る

と

考
え
ら

れ

る
。

ま

た

平
面
の

画
面
を

塔
内
の

部
材
に

写
し

込
む
こ

と
に

よ

り
、

な

ん

と

か

平
面
の

曼
荼
羅
図

を

五

重

塔
の

構
造
を
応
用
し

て
、

な
お
か

つ

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

3）

そ

れ

を

立

体

化
し

よ

う
と

す
る

試
み

が

認

め

ら

れ

る
。

高
田

修

氏
は

「

こ

の

よ

う
に

建
造

物
の

立

体
的
な

各
部
位
を

巧
み

に

利
用
し

て
、

整

然

と

諸

尊
を

配
し

た

創
意
は

蓋
し

驚
歎
に

値
す
る
」

と

述
べ

て

い

る
。

し

か

し

そ
の

根
底
に

介
在
す
る

で

あ
ろ

う
発
想
の

意
味
に
つ

い

て

は

残

念
な

が

ら

言
及
が

な
い

。

た

だ
重

要
な
こ

と

は
、

心
柱
を
囲
む
四

面
に

も
描

写
が

広

げ
ら
れ
て

い

る
こ

と
で

あ
る

。

す
な
わ

ち
右
方
は

金

剛

界

の
一

印
会

、

成

身
会

、

三

昧
耶
会

、

左
方
は

胎
蔵
界
の

中
央
部
分
で

あ

る
。

こ

の

部
分
は

中
心
の

心
柱
が
二

分
し

て

い

る

か

ら

東
西
の

方
形
の

面
は

各
々

、

向
き
合
い

対
面
し
て

い

る

こ

と

を

意
味
づ

け
て

い

る
。

高

田

修
氏
は
「

塔
内
壁
画
両
界
図
の

構
成
」

と

し

て

「

塔
内
部
を

南
北
の

中
心
線
で

東
西
に

分
か
つ

と
、

そ
の

西
半
は

胎
蔵
界

、

東
半
は

金
剛

界

二

四
一

769 一
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醍
醐
寺
五

重
塔
と
両

界
曼
荼
羅
壁

画
の

表
現
（
真
　
鍋）

に

割
り
当
て

ら

れ

て

あ

り
、

た

だ

心
柱
覆
板
に

関

す
る

か

ぎ

り、

南
北

の

二

面
が

胎
蔵

界
に

属

す
る

ほ

か
は

、

東
西
の

而
半
す
な

わ

ち

金

胎
両

部
と

も
に

塔
内

建
築
の

各
部
位
を
巧
み

に

均
分
し
て

、

両

界
曼
荼
羅
の

構
成
に

従
い

整

然

と

描
い

て

い

る

の

で

あ
る
」

と

述
べ

て

い

る
。

こ

の

五

重

塔
内
に

両

界
曼

荼
羅
を

絵
画
と

し

て

写
し

込
み
塔
内

に

面
の

み

を

再

現
し
て

い

る
と

い

う
大
局
的
な
視
点
に

立

て

ば
、

確
か

に
こ

の
一

言

に
つ

き
る

。

し

か

し

密
教
の

教
相
の

理

論
に

基
づ

い

て

考
察
し

直
し

て

み

る

と
、

両
界

を
一

極
と

す
る

「

二

而
不
二
」

の

根
元
に

心

柱
を

す
え

て

い

る

こ

と
は

も
は

や

異
論
を

は

さ

む

余
地

は

な
い

。

こ

れ

は

高
田

氏

の

美

術
史
的
な

見
地
を

土

台
に

す
え

た

考
え

を
一

歩
進
め

た

解
釈
と

な

ろ

う
。

す
な
わ

ち
真
言
密
教
の

教
理
・

教
相
の

立

場
に

立
っ

た

理

論
構

築
で

あ
る

。

こ

れ
を

五

重

塔
に

当
て

は

め

る

に

は
、

当
然
の

こ

と
な

が

ら

創
建
時
に

お

け
る

理

源
大

師
聖

宝
の

思

想
的
な

影
響
が
ど

こ

ま
で

反

映
し
て
い

た

か

が

問
題
と

な

る
。

醍

醐
寺
は

空

海
の

高
弟
・

貞

観
寺
真

雅
を

師
と

す
る

聖

宝
（

九

〇
九

年
没
）

の

創
建
で

あ
る

。

た

し
か

に

五

重
塔
の

心

柱
を

交
え
て

両
界
の

不
二

を

構
成

す
る

理

論
の

同
意
を
聖

宝

と

す
る

に
は

あ
ま
り
に

も

時
代
が

離
れ

す
ぎ

て

い

る
。

た

だ
、

天

暦
六

年
（

九

五
二
）

の

竣
⊥

、

高
さ
三

七

メ

ー

ト
ル

あ
ま

り
と

三

分
の
一

の

相

輪
を

有
す
る

大
き

さ

は
、

法
隆
寺
五

重

塔
と

と

も
に

和

様

建
築
の

も
っ

と
も

安
定
感
の

あ
る

遺
構
で

あ
る

。

た

だ

空
海
（
七

七

四

−
八
三

五
）

の

入
定
後
一

一

七

年
後
の

完
成
は

あ
ま

り
に

も

時
間

が

隔
た

り
す
ぎ

て

い

る
。

し

か

し
、

空

海
の

教
学
・

教

理
を

意
識
し
た

醍

醐
寺
教

学
は

、

二

四
二

真
言
密
教
の

不
二

の

理
論
に

注
目
し
て

十
世

紀
中

頃
に

は

両
界
曼
荼
羅

の

図
絵
を
五

重
塔
内
に

組
み

込
む

こ

と

に

な
る

。

ま
た

、

こ

の

時
期
は

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

や

く

空

海
の

主
著

「

十
住
心
論
』

や

『

秘
蔵
宝
鑰
』

に

示

さ

れ
て

い

る

よ

う

に

（

七
）

「

覚
心
不

生
心
」

の

位
置
づ

け
が

、

空
海
の

解
釈
に
よ
っ

て

三

論
宗
の

所
説
を

発
展
さ
せ

た

説
の

成

果
の

具
現
と

も

重
な
る

。

聖

宝

は

三

論
教
学
を

熟
知
し

て

い

た

が
、

お

そ

ら

く
（
七
）

以

降
の

理

論
的
な

構
築
の

展
開
を

、

立

体
的
な

五

重

塔
と

い

う
内
部
を

借

り
て

、

い

わ

ゆ

る

「

識
大
」

（

六

大
体
大）

の

構
築
を

段
階
的
な

縦
の

構
造
を
持
つ

五

重

塔
を

通

し
て

表
象
化
し
よ

う
と

試
み
た

と

み
る

べ

き
で

は

な
か
ろ

う
か

。

つ

ま
り
人
間
が

持
っ

て

い

る

意
識
と
い

う
つ

か

み

所
の

な
い

「

か

た

ち

（
構
造
）

」

を
心
柱
に

位
置
づ

け
、

そ
の

外
壁
に

描
き
込
む
こ

と

に

よ

り
、

逆
に

平
面
の

曼
荼
羅
を

立

体
的

に

と
ら

え

て
、

そ

の
エ

ッ

セ

ン

ス

を
塔

内
に

表
現
し

よ

う
と

し
た

と

解

釈
で

き
る

。

そ

の

こ

と

か

ら
五

重
塔
を

建
造
す
る

こ

と

に

よ

り
、

三

論
教

学
の

再
評
価
を

試
み

、

空

海
の

両
界

曼
荼
羅
と

の
コ

ラ

ボ
レ

ー

シ

ョ

ン

に
よ

っ

て

心

柱
の

東、
・

西
の

両
面
に

配
す
る

こ

と

を

実
現
し
た

。

そ
の

こ

と

は

十

世
紀
中
頃

に

心
柱
を
軸
と

し

て
、

早
く
も

密
教
の

教
相
と

事
相
の

理

論
が

建
造

物
に

ま
で

反
映
さ

れ

て

い

る
こ

と

を
物
語
っ

て
い

る
。

そ
の

意

味
に

お
い

て
、

空
海
や

聖

宝

の

影
響
力
は

極
め
て

大
き
い

。

た
し
か

に

空
海
の

大
日

如
来
に

対
す

る

信
仰
の

大
き
さ
は

、

や

が
て

曼
荼
羅
の

立

体
化
と

い

う
か
た

ち
で

構

想
が

浮
上

す
る

の

で

あ
る

。

「

聖

宝

僧
正

伝
』

に
よ

る

と

元

興
寺
の

願

暁
・

圓
宗
に
つ

い

て
三

論
を

、

ま
た

東
大

寺
の

平
仁

・

玄

永
に

法
相
を
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学
ん

で

い

る
。

さ

ら

に

讃
岐
出
身
の

観
賢
は

聖

宝
の

高
弟
の
一

人
。

そ

の

聖

宝
は
、

当

時
（
九

世
紀
）

の

南

都
教
学
の
エ

ッ

セ

ン

ス

を

手
中

に

収
め

た

学
僧
で

あ
る

。

「

三

論
玄

義
」

を
は

じ

め

と
す
る

三

論
系
の

理

論
の

極
意
を

ひ

も
と
い

て

み

る

と
、

五

重
塔
内
の

曼
茶
羅
観
と

の

対
比

が

内
蔵
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

考
え
ら

れ

る
。

こ

う
し

た

南
都
教
学
の

影

響
は

鎌
倉
以

降
も
継
承
さ
れ

、

特
に

高
野
山
で

は

多
く
の

山
内
の

寺
院

で

内
部
荘
厳
法
が

定
着
し
て

い

る
。

日

本
独

特
の

発
生

的
理
由
に
よ
っ

て

生

み

出
さ

れ

た

「

金

胎
不
二
」

の

解
釈
は

各
地
の

五

重
塔
の

流
布
に

も
寄
与
し

て

い

る
。

地
・

水
・

火
・

風
・

空
の

五

重
の

具
現
と

見
な

す

の

は
、

醍
醐
寺
独
自
の

解
釈
か

も
し

れ

な
い

。

そ
し

て
、

五

重
塔
内
に

両
界
曼
荼
羅
を

描
写
す
る

こ

と

自

体
が

、

五

重
塔
を

多
宝
塔
と

同
一

視

す
る

見
方
を

可
能
に

す
る

。

そ
の

理

由
は

高
野
山
の

多
宝
塔
内
に

現
存

の

焼
失
以

前
の

曼
荼
羅
諸
尊
を
描
い

て
い

た

事
実
が

認
め

ら

れ
る

か

ら

で

あ
る

。

　

壁
画
が

描
か

れ
て

い

る

と

こ

ろ

は

詳
し
く
は

五

重

塔
内
の

板
面
の

覆

板
、

羽

目
板

、

天
井
板

、

扉
で

あ
る

が
、

こ

れ
ら

は

す
べ

て

堂

塔
内
に

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
い
た

え

荘
厳
さ

れ

た
い

わ

ゆ
る

珍
し
い

「

板
絵
」

で

あ
る

。

そ

れ

が

壁

面
上

に

並
べ

ら

れ

造
形
化
さ
れ
る

よ

う
に

な
る

の

は
、

中
国
に

仏
教
が

伝
来
し

て

よ

り
多
彩
に

な

る
。

と

く
に

敦
煌
に

仏
教
壁
画
が

伝
わ

る

と

千
仏
洞

（

莫
高
窟）

な

ど

に

唐
時

代
の

七

世
紀

−
九
世
紀
に
壁

画
と

窟
内
の

柱
面

　

　
　
　

　
　
　

　
そ

ぞ

う

に

絵
画
（

平

面）

と

塑

像
の

立

体
的
な

組
み

合
わ

せ

が

出
現

す
る

。

こ

れ
は

中
央
ア

ジ

ア

及
び

中
国
独
自
の

仏
像
の

荘

厳
の

仕
方
と

し

て

注
目

醍
醐

寺
五

重
塔
と

両

界
曼
荼
羅
壁
画
の

表
現
（

真
　
鍋）

さ

れ

る
。

こ

の

よ

う
な
石
窟
内
の

壁
画
と

仏
像
群
の

必

然
的
な

構
造
を

「

塔
」

の

内

部

表
現
に

お

い

て

比

較
し

て

み

る

と
、

後

に

大

同

元

年

（

八

〇

六
）

に

空

海
が
日

本
に

請
来
し
た

小
型

の

仏

龕
厨

子
の

枕
本
尊

（

金

剛

峯
寺
所
蔵
・

国
宝）

と

共
通

す
る

「

仏
像
の

ま
つ

り
か

た
」

す
な

　
　
　

　
　
　

ね
ん

じ

ぶ

つ

わ

ち
密
教

独

特
の

念
持
仏
と

し

て

の

表
現
の

独
自
な
発
想
を

指
摘
す
る

こ

と

が

で

き

る
。

高
さ
二

三
・

八
セ

ン

チ
メ

ー

ト

ル

に

す
ぎ
な
い

小
さ

な
も
の

で

あ
る

が
、

こ

れ
と

仏

塔
・

多
宝
塔
・

五

重
塔
と
い

う
後
の

密

教
美
術
の

発
想
か

ら

荘
厳
の

手
法
を
内
蔵
さ
せ
た

と

す
る

具
現
展
開
を

考
え
る

と

興
味
深
い

問
題
が

多
々

あ
る

。

と

く
に

五

重
塔
内
の

仏
像
の

臨
場
感
を

示
す
例

は

法
隆

寺
五

重
塔
内
に

も

見
ら

れ
る

。

五

重
塔
で

は

壁
面
に

描
か

れ

て
い

る

真
言
八

祖
な
ど
、

枕

本
尊
で

は

羅
漢
や

声
聞
衆

六

躯
と

同
様
の

重
要
な

役
割
を

持
っ

て

い

た

と

考
え

ら

れ

る
。

ま
た

、

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　

りょ
う

か
い

ふ

に

五

重
塔
内
に

心

柱
を
は

さ
ん

で

「

両

界
不
二
」

を

明
確
に

表
現
し
て

い

る

根
拠
を

塔
内
の

空

間
の

役
割
を

分
析
し

な
が

ら

考
察
す
る

。

つ

ま
り

五

重

塔
内
の

礼
拝
空

間
は

、

心

柱
を

中
心
に

密

教
の

教
義
（

理
論∀

が

展

開
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
る

。

真
言
密
教
の

教
義
は

造
形
に

反
映
さ

れ

る
。

そ
の

こ

と

を

考
え
る

と
こ

の

五

重

塔
に

携
わ
っ

た

絵
師
は

、

簡
単

に

両

界
曼
茶
羅
を

柱
絵
と

し

て

写
し

込

ん

だ
と
は

考
え
ら

れ

な
い

。

例

　
　
　

　
　
　
　

　
こ

ん
ど

う
は

ち
ぶ
つ

し
ゅ

じ

　
ご

　
ニ

れ
い

え
ば
十
二

世

紀
の

「

金
銅
八

仏

種
子
五

銛

鈴
」

（
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
）

の

鈴
身
の

縦
の

部
分
は

、

仏
塔
と

同
じ

五

重
塔
の

造
形

と

同
じ

よ

う
に

理

解
す
る
こ

と

が
で

き
る

。

ま

た
、

同
時
に

こ

の

法
具

に

は

大
日

如
来

　
　
　

　
　
　
　
さ
ん

り
ん

じ
ん

を

中
心
と

す

る

「

三

輪
身
」

の

造
像
の

理
論
が

組
み
込

ま

れ

て

い

る
こ

二

四
三
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醍
醐
寺
五

重
塔
と

両
界

曼
荼
羅
壁
画
の

表
現

（

真
　
鍋
）

　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　
じ

し
ょ

う

り
ん
じ

ん

と

に

気
づ

く
。

す
な
わ

ち

（

1
）

如
来
は

自
性

輪
身

、

（

2
）

菩
薩
は

し
ょ

う

ぼ

う
り
ん

じ
ん

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

きょ
う

りょ
う

り
ん

じ
ん

正

法
輪

身
、

（

3
）

明
王

は

教
令
輪

身
の

三

つ

が

鈴
身
に

内

蔵
さ
れ

て

い

る

と

説
く
の

で

あ
る

。

さ

ら

に

鈴
身
に

は

金
剛

界
四

仏
と

胎
蔵

界
四

仏
が

梵
字
で

あ
ら

わ

さ
れ

て

い

る
。

三

輪

身
の

造
形
化
の

根
拠
と
そ
の

具
現
は

、

東
寺
講
堂
二

十
一

尊
の

立

体
曼
荼
羅
に

み

ら

れ

る
。

そ
れ

は

特
に

『

仁
王

経
』

の

所
説
と

考
え
ら

れ
て

い

る
。

こ

れ

ら

の

背
景
を

考

え
て

み

る

と

空

海
（
七

七
四

　
八
三

五
）

の

死

後
四

年
目
に

東
寺
の

立

体

曼
荼
羅
が

八

三

九

年
に

完
成

、

醍

醐

寺
五

重

塔
が

そ
の
一

一

年
後
の

九
五
一

年
に

創
建
さ
れ

る
の

で

あ
る

。

つ

ま
り
我
が
国
の

九

世
紀
前
半

か

ら
十
世

紀
中
期
は

そ
の

よ

う
な

真
言
密
教
の

曼
荼
羅
の

具
現
化
が

平

面
（

絵
画
）

か

ら

立

体
に

移
る

過
渡
期
と

見
な

さ

れ

る
。

　

こ

こ

で
、

五

重

塔
内
の

両

界
曼
荼
羅
が
表
現
さ

れ

て

い

る

空
間
と

の

関
係
を

詳
し

く

考
え
る

前
に

外
の

状
況
も
考
慮
す
る

必

要
が

あ
る

。

醍

醐
寺
五

重
塔
の

場
合
は

単
独
で
一

基

で

あ
る

。

と
こ

ろ

が

塔
の

位
置
づ

け
は

、

真
言

密
教
の

高
野

山
な
ど

で

も
明
ら

か

な

よ

う
に

大
塔
と

西

塔

と
い

う
よ

う
に

壇
上

伽
藍
の

東
西
に

曼
荼
羅
の

教
義
が

具
現
さ
れ

て

い

る
。

こ

の

五

重
塔
の

「

心
柱
覆

板
絵
」

（
東
西

下

方）

に

「

宝

塔
」

す
な

わ

ち

多
宝
塔
が
蓮
花
の

描
線
内
を
描
く

。

こ

の

白
描
は

金

剛
界
曼
荼

羅

三

昧
耶

会
の
一

場
面
と

考
え

ら

れ

る
。

五

重

塔
が

完
成
し

た
天

慶
五

年

（
九
五
一
）

当
時

、

い

わ

ゆ
る

高
野
山

な

ど
の

空

海
が

完
全
に

創
建
を

果

た

し

得

な
か
っ

た

多
宝

塔
が

何
ら

か
の

理

由
で

意
識
さ

れ
て
い

た

こ

と

は

間
違
い

な
い

と

考
え

ら

れ

る
。

五

重

塔
内
に

両
界
曼
荼
羅
を

写
し

込

二

四

四

み
、

読
み

込
む

と
い

う
発
想
そ

れ

自
体

、

多
宝
塔
と

は

異
な

る

五

重
塔

に

同
等
の

地
位
な

る

解
釈
を
与
え
て

い

た

と

も
想
像
さ

れ

る
。

多
宝
塔

は

真
言
密
教
と

り
わ

け
東
密
の

次

第
で

は
、

「

法
界
体

性
智
」

を

そ
な

え
た

塔
と

し

て

位
置
づ

け
て

い

る
。

こ

の

智
は

五

智
の
一

つ

で
、

大
日

如
来
の

法
界
と

い

う
。

空
海
著
『

大
日

経
開
題
』

に

「

法
界
と
は

広
大

金
剛
の

智
体
な
り

」

と
い

い
、

こ

の

智
体
を

五

智
如
来
と

称
す

。

五

智

如
来
は

五

仏
で

例
え
ば

恵
運
が

嘉
祥
元

年
（
八

四
入
）

に

安
祥
寺
（

京

都
）

に

伝
え
た

創
建

時
の

『

五

智
如

来
』

五

躯
（

重
文

、

京
都
国
立

博
物
館

蔵
）

が

あ
る

。

い

ず
れ

も
蓮

花
坐
に

の

る

坐

像
で

優
れ

た

作
例
で

あ
る

。

恵

運

は

も
と

東
大

寺
の

出
で

実
慧
の

す
す
め

で

東
寺
に

移
り
両
部
の

大
法

を
熟
知
し
て

い

る
。

九
世
紀
中
頃
の

奈
良
・

京
都
に

お

け
る

真
言
密
教

の

様
相
は

、

両

部
の

究
極
を
寺
の

本
尊
に

据
え
る

に

し
て

も
五

仏
（

五

智
如
来
）

が
、

そ
の

造
形

具
現
の

証
と

し

て

位
置
づ

け
ら

れ
て

い

る

よ

う
に

見
え
る

。

つ

ま
り
奈
良
に

お

け
る

中
観
系
・

唯
識
系
の

学
問
体
系

の

多
く
は

、

そ
う
し
た

理

論
を

造
像
を

通
し

て

造

形
に

反
映

、

実
現
す

る

ま

で

に

は

至

ら

な
か
っ

た

よ

う
で

あ
る

。

　

醍
醐

寺
五

重

塔
の

立

案
は

、

天

歴

六

年
〔
九
五

二
）

の

供
養
儀
式
よ

り
そ
の

お

よ

そ
二

〇

年
前
に

さ

か

の

ぼ

る
、

承
平
元
年
頃
と

さ

れ
て

い

る
。

立

案
に

際
し

て
、

真
言
密
教

の

構
想
と
し

て

東
西
両
部
の

二

塔
形

式
が

あ
っ

た

よ

う
に

も
考
え
ら

れ

た

が
、

実

現
し
な

か
っ

た
。

ま

た
、

塔
の

形

式
も

高
野

山
で

は

承
平
元
年
（

八

三

四
）

の

『

勧
進

奉
造
仏

塔

知
識
書
』

に

「

此

年
、

為
抜
済
四

恩

具
足
二

利
、

奉
建
盧
遮

那
法
界
体
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性
塔
二

基
及
胎

蔵
金

剛
界
両
部
曼
荼
羅
」

と

あ
る

法
界
体
性

塔
す
な

わ

ち

多
宝

塔
の

形

式
で

あ

る
。

「

大

塔
」

と

「

西
塔
」

が

そ

れ

で

あ
る

。

こ

の

大
塔
は

、

空

海
在
世
中
に

構
想
が

あ
っ

た

が

山
上

の

地

理

的

な

不

便
さ

も
あ
っ

て

な

か

な
か

進
捗
し

な

か
っ

た
。

お

く
れ
て

宇
多
天

皇
の

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
（
4
）

頃
に

よ

う
や

く
形
態
が

整
っ

た

と
い

う
。

た

だ

し
、

一

方
の

西

塔
は
こ

れ

よ

り

早
く
仁

和
三

年
（

八

八

七
）

に

す
で

に

建
造
さ

れ

て

い

た

と

考

え

ら

れ

て

い

る
。

各
々

の

形
式
も
大
塔
は

＝

重
宝
塔
」

で

胎
蔵
界
五

仏
、

西
塔
は

「

五

層
九
丈
の

宝
塔
」

で

金
剛

界
五

仏
を
安
置
し

た

と
い

う
。

し

か
し
空

海
と

両

界
曼

荼
羅
の

脈
絡
を
重
視
す
る

な
ら
ば

、

祈
り

の

「

場
」

と

し

て

の

内
部
空
間

を
荘

厳
す
る

と
い

う
発
想
の

結
び
つ

き

は

容
易
に

想

像
さ

れ

る
。

い

う
な
ら
ば

、

修
法
の

「

場
」

と

後
世
に

例

の

あ
る

金
堂
の

機
能
を

凝
縮
さ

せ

て

五

重

塔
内
部
の

構
想
を
つ

く
り
あ

げ
た

と

解

釈
で

き

よ

う
。

そ
の

場
合
の

「

場
」

と

し

て

の

金
堂
の

機
能

は
、

宮
中

真
言
院
の

指

図

に

み

ら

れ

る

と
お

り
、

金
堂
の

内

陣
・

外
陣

の

配

置
図
と
ほ

ぼ

同

様
と

考
え
ら

れ

る
。

十
二

天

像
の

守
護
を

う
け
同

時
に

事
相
の

根
幹
で

あ

る

血

脈
相
承
の

象
徴
と

し

て

真
言
八

祖
像
を
内

部
に

ま

る

で

生

き
て

い

る

か

の

ご

と

く
表
現
す
る

と
い

う
仕
組
み
で

あ

　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
（

5）

る
。

真
言
八

祖
像
は

、

真
如
様
の

典
型
と
さ

ら

に

迫
力
に

満
ち
た

生
々

し
い

顔
相
を

と
も

な
っ

て

表
現
し

て

い

る
。

と

く
に

、

龍
猛
・

龍
智
像

は

弘
仁
十
二

年
（

八

二

一
）

に

「

真
言
五

祖
像
」

の

欠
を
補
と

し

た

後

の

制
作
で

あ

る

が
、

五

重
塔
の

そ
れ

は

「

補
」

と

し
て

の

八

祖
像
（

東

寺
系
）

を
祖

本
と

し

て

描
か

れ

た

も
の

で

あ
る

。

真
言
密
教
で

は
金

堂

醍
醐
寺
五

重
塔
と

両
界

曼
荼
羅
壁
画
の

表
現
（
真
　
鍋）

の

事
相
の

中
心
は

、

今
日

的

解
釈
で

は

「

理

趣
経
法
』

を

常
用
し

て

い

る
。

こ

の

経
法
は

読
誦
を
中

心

と
し

て
、

滅
罪
・

息
災
・

敬
愛
を

目

的

と

す
る

。

空
海
が

弘
仁
十
三

年
（
八
二

二
）

十
二

月
十
一

日
に

五

日

三

時
の

修
法
を
行
っ

た
の

が

最
初
と

さ
れ

て
い

る
。

次
第
は

真
寂
親
王

コ

法
界
蘇
哩
耶

法
』

に

よ

る

と

金

剛
界
別
行
立

で

法
性
不
二

す
な
わ

ち

理

知
不
二

の

大
日

如
来
を

本
尊
と

し
て

行

う
。

こ

れ

ら
の

不
二

を
「

理

趣

経
法
」

で

平
安
期
に

実
践
し

た

も
の

は
、

諸
例
あ
る

が
五

重
塔
は

金

堂

と

同
等
で

は

な
い

。

た

だ

し
、

東
寺
や

醍

醐
寺
の

場
合

、

斜
め

前
方
に

五

重

塔
が

配

置
さ

れ
て

い

る
。

こ

の

こ

と
を

考
慮
す
る

な
ら
ば
五

重

塔

が

重

視
さ

れ

て

い

た

こ

と

は

疑
う
余
地
が
な
い

。

本
堂
で

あ
る

下
醍
醐

釈
迦
堂
は

、

延
長
四

年
（

九
二

六
）

に

完
成

。

そ
の

約
二

十
四

年
後
に

五

重
塔
が

建
立
さ
れ

る
。

一

方、

理

源
大
師
聖
宝

の

高
弟
観
賢
は

延
善

十
九

年
（

九
一

九
）

醍
醐

寺
第
二

世
の

座
主
に
つ

い

て

い

る
の

で
、

そ

れ

以

降
真
言

密
教
の

「

理
趣
経
法
」

も
含
め
た
修

法
が

多
く
厳
修
さ

れ

て

い

る

こ

と

は

事
実
で

あ

る
。

五

重

塔
の

壁

画

に

よ

る

金

堂

の

内

陣
・

外
陣
の

荘
厳
の

機
能
を

写
し
込
ん

だ

両

界
曼
荼
羅
と

真
言
八

祖
、

十
二

天

等
を

見
立

て

の

主

役
と

解
釈
す
る
こ

と
も
可

能
で

あ
る

。

　

五

重

塔
の

柱
に

曼
茶
羅
の

図
絵
が

表
現

さ
れ
て

い

た
こ

と
と

同

様
の

例
は

、

十
世
紀
後
半
に

焼
失
し
た

高
野
山

の

大
塔
に

も
み

ら

れ
る

。

塔

を

支
え
る

柱
に

曼
荼
羅
の
一

部
を
描
き
込

む
の

は
、

真
言

密
教
の

教
相

や
事
相
の

見
方
か

ら

す
れ

ば
「

曳
覆

曼
荼
羅
」

と

同
じ

く
人

間
の

身
体

に

曼
荼
羅
諸

尊
を
介
入

す
る

の

と

類
似
の

意
を

持
つ

と

考
え
ら
れ
る

。

二

四
五
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醍
醐
寺
五

重
塔
と

両
界
曼
荼
羅
壁

画
の

表
現
（

真

　
鍋）

特
に

金

剛
界
は

羯
磨
が

中
心
で

あ
る

か

ら

金
剛

界
五

仏
は

、

そ
の

こ

と

を

強
調
し

て

い

る
。

両

界
の

う
ち
の

金

剛
界
の
一

部
分
で

あ
る

羯
磨
曼

荼
羅
は

、

そ
こ

に

描

か

れ

た

諸
尊
の

所
作
や

事
業
の

役
割
を

表
現
し

た

も

の

で

あ
る

。

「

所

作
」

は

真
言
行
者
が

行
う
修

法
行
為
と

し

て

行
う

「

作
法
」

で

あ
る

。

「

事

業
」

と

は

行
為
や

活
動
を
い

う
。

し
た

が
っ

て

柱
は

四

柱
も

含
め
て

五

重

塔
全

体
を

支
え
て

い

る

が
、

諸
尊
は

活
動
を

秘
め

て

い

る

の

で
、

そ
の

象
徴

的
な

姿
・

か

た

ち
と

し

て

表
現
す
る

。

こ

の

優

美
な
諸

尊
は

、

こ

こ

の

働
き
を

持
つ

業
（

冨

弓
琶

を
内

蔵
し

て

い

る

が
、

塔
内
の

柱
絵
は

何
か

も

う
少
し

大
き
な
動
き
や

「

は

た

ら

き
」

（

作
用）

を

予
見
し

て

い

る

よ

う
に

も
見
え
る

。

塔
内
の

両

界
曼

荼
羅
図

に
つ

い

て

み

る

と

降
三

世
羯
磨
会
の

ご

く
一

部
の

尊
に

こ

れ

ら

に

関
連
し
た

描
写
が

認
め

ら
れ

る
。

そ

の

会
の

四

隅
に

配
置
さ

れ

て

い

る

四

尊
で

あ
る

。

金

剛
界
曼
荼
羅
の

九

会
の

う
ち
降
三

世
三

昧
耶
会

、

降
三

世
羯
磨
会
な

ど

は
、

南
よ

り
北
に

向
か
っ

て

右
側
が

金
剛
界
の

領

域

と

し

て

あ

り
、

そ

の

奥
の

四

天

柱
の

外
側

の

壁

面
に

描
か

れ

て

い

る
。

南
面
は

剥
落
が
ひ

ど
い

が
、

そ

れ
で

も
成
身
会
の

中
心
で

あ
る

大

日

如

来
（
金

剛
界
）

や

上

方
左

右
の

宝

波
羅
蜜

菩
薩
、

法
波

羅
蜜
菩

薩

さ

ら

に

下
方
の

左
右
に

金

剛
波
羅
蜜
菩
薩

、

羯
磨
波
羅
蜜

菩
薩
が

確
認

で

き
る

。

大
囗
は

赤
い

化
仏
の

五

躯
を
つ

け
た

宝
冠
や
智

拳
印
を
結
ん

で

宝

蓮
花
座
に

坐

す
状
態
で

描
か

れ

て

い

る
。

こ

の

部
分
は

成
身
会

、

三

昧
耶
会
と

と

も
に

描
か

れ
て

い

る
。

た

だ

も
っ

と

も
重

要
な

成
身
会

の

三

十
七

尊
の

諸
尊
は

、

心
柱
覆
板
四

面
の

東
面

す
な
わ

ち

金

剛
界
曼

二

四
六

荼
羅
の

縦
三

会
を
上

よ

り
一

印
会

、

成
身
会
三

昧
耶
会
が

組
み

込
ま
れ

そ
の

中

に

描
か

れ

て
い

る
。

そ
の

部
分
の

板
の

高
さ

二

五

九
・

八
、

横
幅

六

九
・

四
セ

ン

チ
メ

ー

ト
ル

の

画
面
で

あ
る

。

五

重
塔
の

図
像
は

詳
し

く

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　
（
6）

調
査

さ

れ

報
告
さ

れ

て

い

る
。

そ
れ

に

よ

る
と

羯
磨
と

し

て

の

三

十
七

尊
は

強
調
さ

れ

て

お

ら

ず
両
界
図
と

し

て

位
置
づ

け
て

い

る
。

よ

く
い

わ

れ

る

十
二

世

紀
以

降
の

金

剛
界
の
一
二

十
七

尊
を

主

と

す
る

柱
絵
の

例
、

石
山

寺
多
宝

塔
（

＝
九

四
）

や

時
代
が

さ

か

の

ぼ

っ

て

高
野
山

の

『

金

剛

峯
寺
雑
文
』

所

収
の

承
平
三

年
（
九
三

三
）

十
月
二

十
七

日

　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
（
7）

僧
平
珍
の

修
理
供

養
願
文
に

典
拠

の

あ
る

「

奥
院

多
宝
塔
」

（
現
存
し
な

い
）

の

項
で

「

成

身
会
金

色
八

葉
九

尊
、

内

外
綵
色

丹
青
尽
功

、

外
則

三

十

七

尊
三

昧
耶
形

菩
薩
天

等
、

内
則
因
成

身
会
十
六

天
」

の

部
分
で

あ

る
。

し

か

し
醍
醐

寺
五

重
塔
の

場
合
は

、

当
時
密
教
寺
院
に

お
い

て

一

般
に

行
わ

れ

て

い

た

堂
塔
内
の

荘
厳
の
一

方
式
に

し

た

が
っ

た

も
の

の

よ

う
で

あ
る

。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て

は
、

高
田

修
氏

、

柳
澤
孝
氏
も

　
　
　
　（
8
）

ふ

れ

て

い

る
。

ま
た

特
に

注
目
さ

れ
る
こ

と

は
、

五

重

塔
の

四

方
の

入

り
口

の

扉
に

関
連
し
て

、

八

方
天
の

護
世
が
認
め

ら

れ
る

こ

と

で

あ
る

。

仁
和

寺
円
堂
が

昌
泰
二

年
（
八

九
九
）

の

供

養
で

あ
る

が
、

こ

の

建
造

物
に

は

八

方
天
が

存
在
し

た

記
録
が
『

仁

和
寺
史
料
』

（

奈
良
国
立

文
化

財

研
究
所
刊∀

に

あ
る

。

八

方
天

に

よ

る

東
西

南
北

、

四

方
の

護
法
は

、

後
の

宮
中
真
言
院
に

お

け
る

後
七
日

御
修
法
の

道

場
図

に

八

方
天

を
含

む

十
二

天
の

画
軸
を
配
置
し

て
い

る

平
面
図
が

あ
る

。

い

ず
れ
の

場
合

も
同

様
に

道
場
の

護
持
を
位
置
づ

け
る

発
想
で

あ
る

。

特
に

東
寺
の

永
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仁
塔
の

五

重

塔
で

は
、

八

方
天

と
し

て

帝

釈
・

火
・

閻

魔
・

羅

刹
・

水
・

風
・

多
聞
・

伊
舎

那
天

を

描
い

て

い

る
。

こ

の

伝
承
は

『

東
宝

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
（

9
）

記
』

に

記
述
さ

れ

て

い

る

が
、

佐
和
隆
研
氏
も

挙
げ
て

い

る
。

真
言
八

祖
や

八

方
天

の

護
符
を
念
頭
に

お
い

て

い

る

醍
醐
寺
五

重
塔
は

、

歴

史

的
な

経
緯
を
た

ど

り
な
が

ら
一

重
塔
に
と
っ

て

替
る
五

重
塔
に

帰
着
す

る
。

そ
の

こ

だ

わ

り
は

塔
内
の

両

界
曼

茶
羅
に

あ
る

が
、

そ
の

よ

う
な

状
況
を
ふ

ま

え
て

即
身
成
仏
と

の

つ

な

が

り
は

ど

う
だ

ろ

う
か

。

そ
の

根
拠
と

し

て

す
で

に
ふ

れ

た

現
智

不
二

と

心

柱
の

構
造
上
の

仕
組
み

を

あ
げ
な

け
れ

ば

な
ら
な
い

。

そ

し

て

心
柱
の

周
囲
を
囲
む
よ

う
に

四

方

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
（
10）

の

扉
に

八

方
天
を
配

す
る
の

で

あ
る

。

藤
井
恵

介
氏
は

下

醍
醐
伽
藍
に

つ

い

て

「

灌

頂
堂

、

真
言
堂

な

ど

巨
幅
の

両
界
曼
荼
羅
を

対
峙
さ
せ

て

安
置
す
る

堂
が

な
い

の

が
以

前
の

真
言
宗
寺
院
と

の

大
き

な

違
い

で

あ

る
」

と

指
摘
し

て

い

る
。

こ

の

解
釈
を

別
の

視
点
で

考
え
る

と
、

五

重

塔
に

お
い

て

は

曼
荼
羅
画
面
を

前
に

し

て
一

対
一

の

対
位
の

場
所
が
阿

　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
（
11
）

闍
梨
が

支
配

す
る

修
行
・

修
法
の

唯
一

の

空

間
な
の

で

あ

る
。

実
際
に

対
座

す
る
こ

と

は

し
な
い

だ

ろ

う
が

、

真
言
密
教
の

教
義
の

理

屈
は

そ

う
な
の

で

あ
る

。

た
だ
こ

こ

で

は

曼
荼
羅
の

画
面
を

眼
前
に

す
る
こ

と

と

同

時
に

入
念
に

祈
念
す
る

位
置
が
一

緒
に

な
っ

て

い

る

に

す
ぎ
な
い

。

一

緒
と

は
、

例
え
ば
金
堂

内
陣
を
道
場
と

す
る

と
両
界
曼
荼
羅
（
対
幅）

の

中
間
に

不
二

壇
を
か

ま
え
る

が
、

五

重
塔
の

場
合
は

、

そ

れ
が

心
柱

に

相
当
す
る

と

い

う
解
釈
で

あ
る

。

し

た

が
っ

て

こ

こ

で

い

う
表
現
と

は
五

重
塔
の

建

築
構
造
に

お

け
る

心
柱
の

中

心
を
挟
ん

で

両

界
曼
荼
羅

醍
醐
寺
五
重

塔
と

両
界
曼
荼
羅
壁
画
の

表
現
〔
真
　
鍋
）

が
描
写
さ

れ
る

。

つ

ま
り

、

覆
板
に

表
現
さ

れ

る
こ

と
自

体
が

金

堂
内

陣
の

役
割
を
如
実
に

表
現
し

て

い

る

と
い

う
こ

と

に

な
る

。

1
　
創
建
時
の

様
子

に
つ

い

て

は

高
田

修
編
『

醍

醐

寺
五

重

塔
の

壁

画
』

（
吉

　
川

弘
文
館

、

一

九

五
九
）

の

博
士
の

調
査
の

記
述
一

1
＝
二

頁
に

詳
し
い

。

2
　
瀧
精
一

『

瀧
拙
庵
美
術
論
集
（
日

本
篇）
』

（

座
右
宝
刊
行
会

、

一

九
四

三
）

　

所
収
の

「

仏
像
と

荘
厳
」

五
一

頁
−
五
九

頁
（

初

出
『

國
華
』

五
三

〇

号
、

　
一

九
三

五

年
一

月
刊）

。

「

光
明

威
徳
」

が
堂

内
の

荘
厳
に

よ

っ

て

照
射
さ

　

れ
、

そ
こ

に

外
観
か
ら

で

は

察
し

え
な
い

堂

内
荘
厳
の

美
が
完
成

す
る

。

　

密
教
で

は
、

こ

の

視
点
こ

そ

が

秘
め
ら

れ
た

「

不
二

荘
厳
」

の

美
と

し

て

　

位
置
づ

け
ら

れ
る

。

「

不
二
」

の

美
の

あ
り
か
は
、

そ
こ

か
ら

全

く
見
え

　

ず
想
像
す
る

ほ
か
は

な
い

。

た
だ

私
の

調
査
（
昭
和

四
十

四

年
十
二

月

当

　

時
、

奈
文
研
の

技
官）

で

は

醍
醐
寺
五
重

塔
の

場
合
は
初

層

内
部
に
一

歩
、

　

足

を
踏
み

入
れ
た

際
の

直
感
的

衝
動
の

働
き

（

作
用
）

に

よ

っ

て
、

初

め

　

て

瞬

時
に

荘
厳
の

美
の

奥
深

さ

を

受

け
と

め

る

こ

と

が

で

き

た
。

そ

れ

　

は

曼
荼
羅
に

残
る

彩
色
と

建

築
構
造
の

融
合
の

巧
み

さ

に

よ
る

と

考
え

　

ら

れ
る

。

こ

の

瞬
時
の

光
の

受
け
と

め

方
に
つ

い

て

は
、

泉
武
夫
『

仏

画

　
の

造
形
』

（

吉
川

弘
文
館

、

一

九

九
五
）

二

三

六
　
二

三

七

頁
に

啓
発
さ

　

れ

る
と
こ

ろ

が

大
き
い

。

3
　
注
1
同
書
一

八

頁
、

一

〇

三

頁
「

心
柱
覆
板
絵
」

。

な

お
、

こ

れ

ま
で

　

触
れ
て

き
た

五

重
塔
内
心

柱
部
分
の

解
釈
は

す
べ

て

同
氏
の

「

五

重

塔
の

　

沿
革
」

に

基
づ

く
も
の

で
、

そ
の

叙
述
を

基
調
と
し
、

私
な

り
の

真
言
密

　

教
に

お

け
る

「

教
相
」

の

視
点
か

ら

加
味
さ
せ

て

頂
き

、

最
小
限
の

考
え

　

を

ま
と

め

た
に

す
ぎ
な
い

。

4
　
『

金
剛
峯・
寺
建
立

修
行
縁

起
』

（

「

続
群
」

二

八

上
。

二

八

五

頁
に
「

九

　

丈
の

多
宝
塔
」

と

な
る

。

た
だ

し

造
仏
は

「

金
剛
界
四

仏
は

五

尺
」

と
一

二

四

七
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醍
醐
寺
五
重

塔
と

両
界
曼

荼
羅
壁
画
の

表
現
（
真
　
鍋）

　

致
せ

ず
、

古
く
か

ら
論
争
が

あ
る

。

5
　
注
1
同
書

、

一

四
二

頁
及
び

内
藤
栄
『

古
密
教
』

（
奈
良

国
立

博
物
館、

　

二

〇
〇

八
）

一

九

〇

頁
。

「

五

祖
像
」

の

他
の

龍
猛
・

龍
智
像
は

東
寺
本

　

と
入
念
に

比

較
、

「

大
き
さ

や

形
態
が

驚
く
ほ

ど
一

致
し
て

い

る
」

と

述

　
べ

て

い

る
。

ま

た
、

東
寺
本
（
五

祖
像）

に

含
ま
れ
て

い

な
い

「

空

海
像
」

　

は
、

こ

の

醍
醐
寺
五

重
塔
の

板

絵
が

最
古
で

あ
る

こ

と

は
、

こ

れ

ま

で

　

に

も
指
摘

さ
れ

て

い

る
と

お

り
で

あ
る

。

中

島
博
「

真
言
八

祖
像
」

（
前

　

掲
『

古
密
教
』

所
収）

に

詳
し
い

。

6
　
注
1
同
書

、

八

七

頁
。

7
　
注
−

同

書
、

九

八

頁
。

8
　
注
1
同

書、

八

八

頁
。

注
1
同

書
の

柳
澤
孝
氏
の

分
担
執
筆
の

記
述
に

　

よ

る
。

9
　
佐

和
隆
研
「

醍
醐
寺
五

重
塔
の

壁
画
」

『

大
和
文
華
』

二

五

号
、

一

九
五

八
、

　
二
一

頁
。

10
　
藤
井
恵
介
「

九

世
紀
の

真
言
密
教
伽
藍
」

（
『

論
叢

仏

教
美
術
史

　

町
田
甲
一

先
生

古
稀
記
念
』

［

吉

川
弘
文
館

、

一

九
八
六
］

所
収）

五

五

二

　

頁
。

11
　
真

言

密
教
の

教
相
の

概
念
か

ら

考
え
て
、

こ

の

指
摘

は

重
要
な

示
唆
で

　

あ
る

。

五

重

塔
内
に

見
立
て

あ
る

い

は

仮

想
と

は

い

え
修
法
の

空
間

が

　

凝

縮

さ

れ

て

い

る

こ

と

は
、

単
な

る

曼
荼

羅

画
面
の

模
写
の

移
転
と

は

　

考
え

な
い

。

当
時
の

隆
盛
を

極
め

た

多
く
の

流
派
の

考
え
方
に

お

け

る

　

事
相
の

ゆ

き
つ

い

た

成
果
と

み

る
。

そ
の

ゆ

き
つ

い

た

解
釈
の

具
現
の

　
一

つ

に

「

曳
覆
曼
荼
羅
」

が

あ
る

。

こ

れ
は

「

引

道
作
法
」

二

巻
の

「

曳

　

覆
曼
荼
羅
略
義
」

を
図
解
し
た

も
の

。

「

高
野

秘
密
曳

覆
曼
荼
羅
」

と
別

　

称

す
る

。

成

賢
「

作

法

集
」

五

四

帖
に

引

用

さ

れ

て

い

る
。

成
賢

　
（
一
一

六
二

　
一

二

三
一
）

は
一

二

〇

六

年
醍
醐
寺
座
主
と

な

り
、

醍
醐

　

寺
の

事
相
と

教
相
の

解
釈
学
を
確
立

し
た
一

人
で

あ
る

。

〈

キ
ー

ワ

ー

ド
〉

二

四
八

両
界
曼
茶
羅

、

醍

醐
寺
五

重
塔、

荘
厳、

多
宝

塔
、

両

部

不
二

、

二

而
不
二

　

　
　
　
　
　

　

（

四

国
大
学
大

学
院

教
授
・

文
博）
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