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日
本
の
宝
塔
曼
荼
羅
の
原
形
と
そ
れ
を
生
み
出
し
た
背
景
に
つ
い
て
の

　
研
究
：
中
国
・
朝
鮮
に
お
け
る
起
源
と
写
経
の
文
化

ハ
リ
ー
・
オ
ニ
ー
ル

前
川
健
一　

訳

１　

は
じ
め
に

　

こ
の
論
稿
で
は
、
宝
塔
曼
荼
羅
に
か
か
わ
る
物
理
的
な
問
題

の
幾
つ
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
そ
の

様
式
の
起
源
や
、
曼
荼
羅
が
製
作
さ
れ
た
時
代
の
写
経
文
化
と

い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
宝
塔
曼
荼
羅
と
い
う
作
例

の
少
な
い
曼
荼
羅
を
生
み
出
し
た
日
本
の
状
況
と
、
大
陸
に
お

け
る
起
源
を
手
掛
り
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
中
国
・
朝
鮮
や
現
代
日
本
に
お
け
る
写
経
の
実
践

に
注
目
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
曼
荼
羅
は
、
十
二
～
十
三
世
紀
の

短
期
間
に
独
自
に
出
現
し
た
絵
像
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
に
先

行
す
る
作
例
と
と
も
に
写
経
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
中
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
稿
で
は
、

ま
ず
、
中
国
で
の
初
期
の
原
形
を
検
討
し
、
次
に
、
十
一
世
紀

か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の
写
経
の
文
化
を
探
索
す
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
独
創
的
で
熱
の
こ
も
っ
た
書
写
の
実
践
へ
と
向
か

う
潮
流
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ

の
珍
奇
な
写
経
の
様
式
に
つ
い
て
中
国
・
朝
鮮
に
お
け
る
起
源

を
示
す
と
と
も
に
、
日
本
で
最
初
に
こ
の
曼
荼
羅
が
出
現
し
た

時
期
の
前
後
で
写
経
に
生
じ
た
重
要
な
潮
流
に
関
し
、
そ
の
歴

史
的
脈
絡
や
周
辺
状
況
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
宝
塔
曼

荼
羅
は
、
高
い
独
自
性
を
持
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の
写
経
︵
お
お
む

ね
﹃
法
華
経
﹄
を
中
心
と
す
る
︶
を
と
り
ま
く
広
範
な
シ
ス
テ
ム
と

密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

２　

中
国
・
朝
鮮
に
お
け
る
原
形

　

十
二
～
十
三
世
紀
の
日
本
で
初
め
て
宝
塔
曼
荼
羅
が
作
ら
れ

た
時
、
そ
れ
は
新
奇
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
原
形

は
す
で
に
十
世
紀
に
は
中
国
に
存
在
し
て
い
る
。
大
英
博
物
館

の
所
蔵
品
に
は
、
そ
の
よ
う
な
作
例
が
三
点
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

小
さ
い
も
の
で
、﹃
般

若
心
経あ﹄
の
文
字
で
出

来
た
墨
書
の
曼
荼
羅
で

あ
る
。
最
も
古
い
作
例

︵
十
世
紀
以
後い︶
を
調
べ

て
み
る
と
、﹁
文
字
塔
﹂

す
な
わ
ち
経
文
で
出
来

た
塔
を
構
成
す
る
文
字

配
列
の
複
雑
な
様
式
が

明
ら
か
に
な
る
。
経
題

の
上
に
は
天
蓋
の
よ
う
に
塔
が
載
っ
て
い
る
。
そ
の
下
に
、
中

央
に
﹁
仏
説
﹂
と
あ
り
、
残
り
の
表
題
は
左
右
に
分
か
れ
て
配

置
さ
れ
て
い
る
。
右
に
垂
れ
た
線
上
に
は
﹁
般
若
波
羅
﹂
と
あ
り
、

左
側
の
線
上
に
は
﹁
蜜
多
心
経
﹂
と
あ
る
。
こ
れ
で
全
体
と
し

て
﹁
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
﹂
と
な
る
。
そ
の
後
の
経
文
は
、
一

見
す
る
と
不
規
則
な
、
曲
が
り
く
ね
っ
た
形
で
配
置
さ
れ
る
。

冒
頭
の
﹁
観
﹂
の
字
は
、
塔
の
本
体
部
分
の
一
番
上
の
線
の
中

央
右
寄
り
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
経
文
は
、
塔
の
底
部
の
最
も

左
に
あ
る
﹁
深
﹂
の
字
へ
と
ま
っ
す
ぐ
に
対
角
線
に
そ
っ
て
移

「法華経宝塔曼荼羅図」（紺紙金銀泥、
110.5×58.6㎝）。重要文化財。13世紀
頃。京都・立本寺。法華経８巻を１巻ず
つ８幅仕立てにした第６幅。経の文字を
９層の宝塔形に書写し、相輪頂部から基
壇下部へ、びっしりと金字で書かれてい
る。周囲には経典の大意を示す要文と経
意絵を金銀泥で描く（画像は編集部による）
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動
す
る
。
残
り
の
文
字
は
ジ
グ
ザ
グ
に
進
ん
だ
り
、
突
然
方
向

を
変
え
た
り
、
さ
ら
に
は
交
叉
し
た
り
し
て
、
視
覚
的
な
パ
ズ

ル
を
構
成
す
る
。
見
た
目
に
は
で
た
ら
め
に
見
え
る
文
字
の
集

合
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
菱
形
と
三
角
形
か
ら
成
る
複
雑
な
パ

タ
ー
ン
が
現
れ
る
。
こ
の
、
ま
る
で
点
と
点
を
つ
な
ぐ
よ
う
な

作
業
は
、
薄
い
朱
線
に
よ
っ
て
道
筋
が
分
か
る
場
合
も
あ
る
に

せ
よ
、
そ
の
助
け
を
借
り
て
も
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
読

解
の
た
め
に
は
経
文
に
精
通
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

﹃
般
若
心
経
﹄
の
短
さ
を
考
え
れ
ば
、
全
文
を
暗
記
し
て
い
る
こ

と
は
不
思
議
で
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
経
文

が
頭
の
中
に
入
っ
て
い
て
も
、
文
字
を
結
ぶ
軌
道
は
と
ら
え
が

た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ず
っ
と
そ
う
し
た
状
態
が
続
く
わ
け
で
は

な
く
、
経
文
の
半
ば
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
何
の
意
味
も
秩

序
も
な
く
、
気
ま
ま
に
文
字
を
書
き
散
ら
し
た
よ
う
に
見
え
て

い
た
の
が
、
印
象
を
変
え
、
か
つ
て
は
構
造
が
あ
る
と
は
思
え

な
か
っ
た
も
の
に
、
内
的
な
秩
序
が
あ
る
こ
と
が
開
示
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、
垂
直
軸
に
そ
っ
て
左
右
対
称
に
、
意
味
内
容
を
ふ
ま

え
て
構
成
さ
れ
た
経
文
の
行
が
、
定
型
的
に
配
置
さ
れ
た
構
造

物
で
あ
るう
。
こ
う
し
た
作
業
か
ら
想
定
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
パ

ズ
ル
が
事
前
に
周
到
に
仕
組
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

　

経
文
に
よ
る
塔
形
図
様
の
最
初
期
の
作
例
で
あ
る
、
こ
の
十

世
紀
の
作
品
は
、
本
稿
で
分
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
日
本
の
も

の
と
は
、
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
文
字
の
配
置
に
関
し
て
言

え
ば
、
日
本
の
宝
塔
曼
荼
羅
の
方
は
文
字
の
連
な
り
を
た
ど
る

の
が
容
易
で
、
そ
れ
に
そ
っ
て
塔
の
形
を
構
成
し
て
い
る
の
に

対
し
て
、
原
形
に
あ
た
る
作
例
で
は
意
図
的
に
複
雑
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
す
る
と
、
文
字
曼
荼
羅
に
お
け
る
パ

ズ
ル
解
読
と
い
う
側
面
は
、
日
本
に
到
来
す
る
以
前
に
、
お
お

む
ね
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、

十
世
紀
の
塔
形
図
様
も
製
作
に
あ
っ
て
念
入
り
な
準
備
が
行
わ

れ
た
に
は
違
い
な
い
が
、
中
世
日
本
で
受
注
生
産
さ
れ
た
も
の

の
入
念
さ
に
は
全
く
及
ば
な
い
。
日
本
の
曼
荼
羅
で
は
、
長
い

経
典
を
書
写
し
て
、
八
巻
か
ら
十
巻
に
わ
た
る
巻
物
に
す
る
の

で
あ
る
。
十
世
紀
の
中
国
の
も
の
は
、
墨
や
紙
と
い
っ
た
、
大

し
て
費
用
の
か
か
ら
な
い
も
の
で
作
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
の

曼
荼
羅
は
、
大
型
で
大
量
の
紺
紙
や
、
金
泥
・
銀
泥
と
い
っ
た

値
の
張
る
画
材
を
用
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
基
本
的
な
違
い
か

ら
す
れ
ば
、
最
初
期
の
塔
形
図
様
の
様
式
が
、
後
の
日
本
の
曼
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荼
羅
の
直
接
の
モ
デ
ル
で
あ
る
と
は
信
じ
が
た
い
。
初
期
の
作

例
は
残
っ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
経
文
に
よ
る
塔
形
図
様
は
大

陸
に
お
い
て

│
さ
ら
に
言
え
ば
、
お
そ
ら
く
は
朝
鮮
半
島
に

お
い
て

│
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
て
、
日
本
へ
と
も
た
ら
さ

れ
、
日
本
で
は
、
そ
れ
は
精
巧
な
視
覚
的
美
し
さ
と
敬
虔
な
気

持
ち
に
飾
ら
れ
た
高
価
で
込
み
入
っ
た
崇
拝
物
へ
と
変
容
し
た

の
で
あ
る
。

　

後
代
で
は
、
清
の
乾
隆
帝
︵
一
七
一
一
～
九
九
︶
の
記
録
で
あ

る
﹃
秘
殿
珠
林え
﹄
に
、
宋
︵
九
六
○
～
一
二
七
九
︶
か
ら
清
に
か

け
て
作
製
さ
れ
た
五
十
一
点
の
塔
形
図
様
経
文
が
記
録
さ
れ
て

い
るお
。
こ
う
し
た
疑
う
余
地
の
な
い
記
録
に
よ
っ
て
、
塔
形
図

様
経
文
と
い
う
、
一
般
的
で
は
な
い
、
複
雑
な
構
成
の
図
像
の

製
作
と
い
う
謎
を
解
き
明
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
残
念
な
が
ら
、

本
稿
で
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
日
本
の
曼
荼
羅
の
場
合
、
こ

う
し
た
記
録
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
が
。
そ
れ
ぞ
れ
の
記

載
項
目
は
簡
潔
で
あ
る
が
、
写
経
者
︵
場
合
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
名

前
も
︶、
年
号
、
経
典
、
製
作
さ
れ
た
巻
数
な
ど
、
重
要
な
情
報

を
伝
え
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
大
衆
的
な

需
要
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
士
大
夫
や
、
さ
ら
に
は
皇
帝
と
い

っ
た
高
位
の
人
々
は
、
塔
形
図
様
経
文
を
作
製
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
書
写
さ
れ
た
経
典
で
見
る
と
、
作
例
が
多
い
の
は
、

﹃
金
剛
経
︵
金
剛
般
若
経
︶﹄か
が
十
五
点
、﹃
法
華
経
﹄きが
九
点
で
あ

る
。﹃
般
若
心
経
﹄
が
用
い
ら
れ
た
の
は
二
回
だ
け
で
あ
る
が
、

聖
祖
仁
皇
帝
す
な
わ
ち
康
熙
帝
︵
一
六
五
四
～
一
七
二
二
︶
は
、
熱

狂
的
な
関
心
を
示
し
、
十
五
回
に
も
わ
た
っ
て
、
こ
の
経
典
を

塔
形
図
様
に
仕
立
て
て
い
る
。
そ
の
他
に
は
、﹃
阿
弥
陀
経
﹄く
が

三
点
、﹃
薬
師
経
︵
薬
師
琉
璃
光
如
来
本
願
功
徳
経け︶﹄
が
三
点
、﹃
金

光
明
経
﹄
が
一
点
で
あ
る
。
上
述
の
と
お
り
、﹃
秘
殿
珠
林
﹄
の

記
述
は
簡
潔
で
あ
り
、
有
益
な
情
報
で
は
あ
る
が
、
十
分
な
も

の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
記
述
の
短
さ
を
考
慮
し
て
も
、

確
認
さ
れ
る
範
囲
で
は
、
清
代
の
文
献
に
記
載
さ
れ
た
塔
形
図

様
経
文
の
う
ち
十
七
点
が
、
現
在
、
台
北
の
国
立
故
宮
博
物
院

に
収
蔵
さ
れ
て
い
るこ
。

　

私
の
知
っ
て
い
る
限
り
、
朝
鮮
半
島
で
の
唯
一
つ
の
作
例
が
、

京
都
の
東
寺
に
収
蔵
さ
れ
て
い
るさ
。
こ
の
塔
形
図
様
経
文
の
年

代
や
正
確
な
製
作
地
は
不
明
で
あ
る
が
、
末
尾
に
あ
る
願
文
に

記
さ
れ
た
干
支
か
ら
、
一
三
六
九
年
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て

い
るし
。
も
し
そ
う
な
ら
、
日
本
の
宝
塔
曼
荼
羅
の
最
初
の
作
例



298

よ
り
二
世
紀
近
く
も
後
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
他
の
作
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
し
、
あ
る

い
は
単
に
こ
れ
以
外
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
こ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
し
て
東
寺
の
所
有
に
帰
し

た
の
か
も
明
確
で
は
な
い
。
創
建
か
ら
室
町
時
代
に
い
た
る
ま

で
の
東
寺
の
記
録
で
あ
る
﹃
東
宝
記
﹄
に
は
、
こ
の
作
品
の
存

在
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
十
四
世
紀
ま
で
の
収
蔵
品

の
一
部
で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
で
作
ら
れ
た
﹃
法
華
経
﹄
の
塔
形

図
様
経
文
で
あ
る
と
の
短
い
説
明
が
付
さ
れ
て
い
るす
。

　

日
本
の
宝
塔
曼
荼
羅
で
は
、
経
文
を
、
通
常
の
調
巻
に
し
た

が
っ
て
、
八
巻
な
い
し
十
巻
と
い
う
大
部
な
も
の
に
仕
立
て
る

が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
朝
鮮
製
の
塔
形
図
様
経
文
は
、
七

層
か
ら
成
り
、
そ
こ
に
﹃
法
華
経
﹄
全
巻
の
経
文
が
収
め
ら
れ

て
い
るせ
。
ま
た
、
紙
で
は
な
く
、
濃
紺
に
染
め
た
絹
布
が
使
わ
れ
、

こ
の
濃
紺
を
背
景
と
し
て
、
金
色
に
輝
く
文
字
が
記
さ
れ
て
い

る
。
経
文
で
作
ら
れ
た
塔
の
周
囲
は
、
金
泥
を
用
い
た
線
描
に

よ
っ
て
美
し
く
装
飾
さ
れ
、
そ
こ
に
は
菩
薩
・
飛
天
・
信
者
︵
恐

ら
く
は
寄
進
者
た
ち
を
描
い
た
も
の
︶・
天
華
な
ど
が
描
か
れ
て
い

る
。
第
一
層
に
は
、
全
く
同
じ
仏
が
二
人
並
ん
で
坐
し
て
い
る
。

こ
れ
は
図
像
学
的
に
は
、
釈
尊
と
多
宝
仏
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
層
に
は
、
光
を
放
つ
仏
が
一
体
ず
つ
描
か

れ
て
い
る
。
図
像
の
下
に
は
、
願
文
が
記
さ
れ
、そ
の
左
右
に
は
、

光
背
を
負
っ
た
立
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
願
文

の
文
面
は
、
多
年
に
わ
た
る
損
傷
を
こ
う
む
っ
て
お
り
、
判
読

困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
読
可
能
な
部
分
に
、
経
文
と
塔
を

結
び
つ
け
る
と
い
う
実
践
を
賞
賛
す
る
言
葉
が
あ
る
こ
と
は
重

要
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
経
文
に
よ
っ
て
塔
の
図
様
を
描
け
ば
、

利り

益や
く

と
福
徳
が
行
者
に
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
趣

旨
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
るそ
。
施
主
が
塔
形
図
様
経
文
を
作
る

意
図
を
直
接
的
に
説
明
し
た
点
で
、
こ
れ
は
稀
有
の
資
料
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
分
か
る
よ
う
に
、
塔
と
経
文
を
重
ね
合

わ
せ
る
こ
と
で
莫
大
な
見
返
り
が
あ
る
と
十
四
世
紀
に
は
考
え

ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

十
二
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の
日
本
の
宝
塔
曼
荼
羅

で
は
、
四
周
が
経
意
絵
︵
経
文
の
趣
旨
を
描
い
た
絵
︶
に
よ
っ
て

麗
々
し
く
飾
ら
れ
て
い
る
が
、
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
塔
形
図
様

経
文
で
は
、
こ
れ
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
目
を
引
く
。
経
意
絵

は
日
本
独
特
の
付
加
物
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
研
究
で
扱
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う
宝
塔
曼
荼
羅
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
一
貫
し
た
特

徴
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
後
代
の
多
数
の
作
例
で
は
、
経
意

絵
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
経
文
を
絵
画
化
し
て
、
塔
形
図
様
経

文
の
四
周
に
配
す
る
と
い
う
日
本
の
技
法
は
、
中
国
や
朝
鮮
半

島
で
は
一
度
も
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、

こ
の
明
確
な
差
異
を
根
拠
と
し
て
、＂
宝
塔
曼
荼
羅
を
単
に
﹁
文

字
塔
﹂
す
な
わ
ち
塔
形
図
様
経
文
と
考
え
る
の
は
、
狭
す
ぎ
る
＂

と
宮
次
男
は
主
張
し
て
い
る
。
宝
塔
曼
荼
羅
に
は
、
変
相
図
と

同
様
の
様
式
で
経
文
を
視
覚
的
に
物
語
と
し
て
表
現
す
る
こ
と

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宮
は
次
の
よ
う
に
結
論
し
て
い

る
。＂
こ
の
よ
う
な
図
像
に
広
く
﹁
曼
荼
羅
﹂
と
い
う
語
が
使
わ

れ
る
の
に
準
じ
て
、
宝
塔
曼
荼
羅
の
場
合
も
﹁
曼
荼
羅
﹂
と
呼

ぶ
べ
き
で
あ
る
。
単
に
塔
形
図
様
経
文
に
分
類
す
る
の
で
は
、

経
文
を
絵
に
描
い
て
い
る
こ
と
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で

あ
る
＂
とた
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
宝
塔
曼
荼
羅
の
構
成
が
そ
も
そ
も
何
に

由
来
し
、
ど
の
よ
う
な
発
展
経
路
を
た
ど
っ
た
か
を
知
る
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
既
に
論
じ
た
よ
う
な
、
単
純
な
原
初
形
態

か
ら
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
も
と
も
と
塔
形
図
様
経
文
は
、

学
の
あ
る
篤
信
者
に
と
っ
て
の
視
覚
的
な
パ
ズ
ル
と
い
う
趣
き

が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。
清
朝
の
記
録
か
ら
す
れ
ば
、
士
大
夫

や
僧
侶
と
い
っ
た
学
の
あ
る
人
々
や
、
さ
ら
に
は
皇
帝
た
ち
が
、

経
文
を
塔
の
形
に
書
写
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
は
、
こ
の
奇
妙
な
様
式
を
知
っ
て
い
て
、
実
際
に
作
製
し
た

の
が
、
教
養
の
あ
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　

し
か
し
、
塔
形
図
様
経
文
を
作
る
た
め
に
は
、
写
経
者
に
学

が
あ
り
、
経
文
に
精
通
し
て
い
て
、
経
典
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
塔
形
図
様
経
文
と
上
流
階

級
と
の
結
び
つ
き
は
、
さ
し
て
驚
く
に
は
あ
た
ら
な
い
。
十
二

世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の
日
本
の
宝
塔
曼
荼
羅
の
場
合

も
、
貴
顕
と
の
結
び
付
き
は
同
様
に
継
続
し
て
い
る
。
中
尊
寺

所
蔵
の
作
例
は
、
そ
の
好
例
で
あ
る
。
中
国
や
朝
鮮
半
島
の
先

行
例
と
違
っ
て
い
る
の
は
、
宝
塔
曼
荼
羅
は
規
模
が
大
き
く
絢

爛
豪
華
で
あ
る
た
め
、
エ
リ
ー
ト
た
ち
自
身
が
筆
を
振
る
う
わ

け
に
は
い
か
ず
、
専
門
の
写
経
師
と
絵
師
を
必
要
と
し
た
こ
と

で
あ
る
。
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３　

写
経
の
文
化

　

宝
塔
曼
荼
羅
は
、
技
術
・
時
間
・
資
材
を
要
す
る
入
念
な
仕

事
の
産
物
で
あ
る
が
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
も
意
図
に
お
い
て

も
、
写
経
事
業
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
曼
荼
羅
に

は
、
そ
れ
以
外
の
儀
礼
上
の
役
割
は
な
く
、
礼
拝
を
捧
げ
る
本

尊
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
し
、
恐
ら

く
は
、
特
別
な
機
会
に
展
示
さ
れ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

経
文
を
書
写
す
る
功
徳
で
福
徳
を
得
る
と
い
う
以
上
の
機
能
が

な
い
と
は
い
え
、
こ
の
曼
荼
羅
は
、
他
の
写
経
事
業
と
同
様
、

特
定
の
意
味
付
与
の
体
系
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

意
味
付
与
の
体
系
に
お
い
て
は
、
聖
な
る
言
葉
が
、
記
号
や
象

徴
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
表
現
に
固
有
の
、
文
脈
に
よ

っ
て
特
定
さ
れ
た
含
意
が
生
ま
れ
、
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
の
視
覚

的
結
合
に
よ
っ
て
様
々
な
仏
教
思
想
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
は
、
写
経
が
発
展
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
新
し
い
趣
向
が
生
ま
れ
た
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

写
経
の
形
態
が
極
端
で
常
軌
を
逸
し
た
も
の
へ
と
向
か
う
時
代

で
あ
り
、
宝
塔
曼
荼
羅
の
他
に
も
、
様
々
な
意
匠
が
生
ま
れ
て

い
る
。
以
下
、
こ
の
時
期
の
写
経
文
化
を
論
じ
、
宝
塔
曼
荼
羅

を
同
時
期
の
他
の
意
匠
の
中
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。

（
１
）
装
飾
経
に
お
け
る
美
術
的
革
新

　

十
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
、
装
飾
経
は
奈
良
時
代

以
来
の
大
き
な
変
革
を
遂
げ
た
。
そ
れ
は
単
に
作
品
数
が
増
え

た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
製
作
方
法
に
お
い
て
も
画
面
構
成

に
お
い
て
も
多
様
さ
が
増
大
し
た
。
こ
の
時
代
の
豪
奢
な
趣
向

を
う
か
が
わ
せ
る
、
興
味
を
そ
そ
る
作
例
と
し
て
、
十
二
世
紀

の
久
能
寺
経
や
、
一
一
六
四
年
の
平
家
納
経
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
金
・
銀
は
、
長
方
形
や
正
方
形
を
形
作
り
、
ま
た
紙

面
に
散
ら
さ
れ
て
、
見
返
し
や
経
文
の
背
景
を
飾
っ
て
い
る
。

金
と
銀
の
洗
礼
に
よ
っ
て
、
も
や
の
か
か
っ
た
よ
う
な
穏
や
か

さ
が
経
巻
に
添
え
ら
れ
て
い
る
。
久
能
寺
の
装
飾
に
は
、
高
価

な
画
材
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
こ
の

経
巻
と
皇
室
と
の
関
連
を
示
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の

経
巻
は
鳥
羽
上
皇
︵
一
一
○
三
～
五
六
︶、
中
宮
で
あ
る
待
賢
門
院

︵
一
一
○
一
～
四
五
︶、
皇
后
で
あ
る
美
福
門
院
︵
一
一
一
七
～
六
○
︶

や
、
そ
の
他
の
貴
族
た
ち
が
製
作
し
た
も
の
で
、
一
一
四
一
年
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十
二
月
に
奉
納
さ
れ
て
い
るち
。
こ
れ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
豪
奢
な

の
は
、
平
家
納
経
の
﹁
一
品
経
﹂
で
あ
る
。
こ
の
手
の
込
ん
だ

大
事
業
は
、
宮
島
の
厳
島
神
社
に
奉
納
す
る
た
め
平
清
盛
︵
一
一

一
八
～
八
一
︶
に
よ
っ
て
一
一
六
四
年
に
開
始
さ
れ
、
全
三
十
二

巻
の
う
ち
に
数
種
の
経
典
を
収
め
て
い
るつ
。
清
盛
は
自
ら
願
文

を
書
き
、
一
族
郎
党
三
十
二
人
を
列
挙
し
て
い
る
。
彼
等
は
一

人
一
巻
ず
つ
写
経
を
行
い
、
こ
の
名
高
い
写
経
事
業
が
成
就
し

た
の
で
あ
るて
。
平
家
納
経
は
豪
華
な
装
飾
に
包
ま
れ
、
幾
重
に

も
金
を
用
い
、
そ
こ
に
銀
や
鮮
や
か
な
色
を
散
ら
し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
作
例
は
、
こ
う
し
た
装
飾
経
の
最
高
傑
作
に
数
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
高
価
な
画
材
を
使
っ
た

色
鮮
や
か
な
経
巻
が
多
数
現
存
し
て
い
ると
。

　

実
際
に
製
作
さ
れ
た
装
飾
経
の
大
半
は
、
上
記
の
よ
う
な
作

品
と
比
べ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
豪
奢
で
も
な
い
し
精
巧
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
で
輝
き
を
放
っ
て
い
る
。
一
般

的
な
様
式
は
、
紺
紙
に
金
泥
か
銀
泥
で
写
経
す
る
形
を
と
り
、

紺
紙
金
銀
字
経
と
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
多
く

の
場
合
、
見
返
絵
が
付
く
。
こ
の
型
の
装
飾
経
は
十
世
紀
に
は

一
般
に
普
及
し
、
十
一
世
紀
・
十
二
世
紀
を
通
じ
て
連
綿
と
製

作
さ
れ
続
け
た
。
紺
紙
金
銀
字
経
と
し
て
名
高
い
も
の
の
一
つ

は
、
敢
え
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
十
一
世
紀
初
頭
の
延
暦
寺
の

﹃
法
華
経
﹄
で
あ
る
。
こ
れ
は
八
巻
か
ら
成
る
が
、
一
行
ご
と
に

交
互
に
金
泥
と
銀
泥
で
経
文
を
記
す
と
い
う
珍
し
い
形
態
で
、

紺
紙
金
銀
字
経
と
し
て
は
初
期
の
も
の
で
あ
る
。
紺
紙
金
銀
字

経
と
い
う
様
式
は
非
常
に
人
気
を
博
し
重
視
さ
れ
た
の
で
、
こ

れ
以
後
、
多
く
の
作
例
が
残
っ
て
い
るな
。
も
ち
ろ
ん
、
装
飾
さ

れ
た
紙
は
写
経
に
だ
け
使
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
物
語
や
和

歌
を
記
す
料
紙
と
し
て
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
たに
。

　

宝
塔
曼
荼
羅
は
、
比
類
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の

独
自
の
意
匠
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
創
意
工
夫
の
発
露
と
い
う

意
味
で
は
、
必
ず
し
も
比
類
な
い
と
は
言
え
な
い
。
何
故
な
ら
、

宝
塔
曼
荼
羅
が
作
製
さ
れ
た
前
後
の
時
期
は
、
経
巻
荘
厳
を
革

新
す
る
大
き
な
力
が
働
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
上
述
の
通
り
、

十
世
紀
に
な
る
と
、
写
経
の
際
に
装
飾
を
こ
ら
す
こ
と
は
、
揺

る
ぎ
な
い
趨
勢
と
な
っ
て
い
た
。
十
一
世
紀
ま
で
に
、
経
文
と

視
覚
的
表
現
と
の
協
働
は
爆
発
的
な
革
新
を
遂
げ
た
。
十
一
世

紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の
写
経
の
様
式
を
確
認
す
る
た
め

に
、
こ
こ
で
は
幾
つ
か
の
作
例
に
つ
い
て
取
り
上
げ
る
が
、
こ
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れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
当
時
の
写
経
の
あ
り
方
が
、

次
か
ら
次
へ
と
創
意
に
満
ち
た
意
匠
を
追
い
求
め
、
時
と
し
て

極
端
に
熱
の
こ
も
っ
た
書
写
行
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
り
、
宝

塔
曼
荼
羅
も
こ
う
し
た
写
経
の
あ
り
方
の
一
環
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
興
味
深
い
こ
と
に
、
こ
う
し
た
革
新
的
な
経
巻

の
大
部
分
は
﹃
法
華
経
﹄
の
写
経
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ

の
経
典
の
人
気
の
ほ
ど
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
通
常
の
写
本
や

刊
本
で
は
、
絵
の
部
分
と
経
文
と
は
明
確
に
区
別
し
て
配
置
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
分
離
が
維
持
さ
れ
な
く
な
り
、
文
と

絵
の
融
合
が
始
ま
る
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
示
す
の
が
、
香
川
県

善
通
寺
の
一
字
仏
法
華
経
で
あ
るぬ
。
こ
の
経
巻
で
は
、
経
文
の

一
字
一
字
の
横
に
蓮
台
に
坐
し
た
仏
の
絵
が
小
さ
く
描
か
れ
て

い
て
、
一
行
毎
に
交
互
に
十
文
字
の
経
文
と
十
柱
の
仏
と
が
現

れ
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
。
仏
は
墨
で
描
か
れ
赤
い
衣
を
身
に

つ
け
緑
の
蓮
台
に
坐
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
仏
一
仏
、
容
貌

と
表
情
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
書
風
か
ら
判
断
す
る
と
、

十
一
世
紀
の
も
の
と
推
測
さ
れ
るね
。

　

一
字
一
字
を
宝
塔
で
飾
っ
た
一
字
宝
塔
法
華
経
の
よ
う
な
経

巻
は
、
こ
の
時
代
の
経
巻
荘
厳
の
拡
大
を
示
す
も
う
一
つ
の
例

で
あ
る
。
こ
の
様
式
で
作
製
さ
れ
た
経
巻
は
、
従
来
の
紺
紙
金

銀
字
経
と
比
較
す
る
と
、
見
返
絵
の
存
在
と
全
体
の
色
調
は
維

持
し
つ
つ
、
経
文
の
文
字
を
収
め
た
塔
を
加
え
て
変
化
を
与
え

て
い
る
。
十
二
世
紀
に
作
製
さ
れ
、
見
事
に
保
存
さ
れ
て
い
る

本
満
寺
︵
京
都
府
︶
の
九
巻
の
経
は
、
傑
出
し
た
作
例
で
あ
る
。

濃
紺
を
背
景
に
、
塔
が
く
っ
き
り
と
描
か
れ
て
い
る
が
、
塔
身

と
基
壇
に
は
ま
ば
ゆ
い
銀
を
、
相
輪
に
は
明
る
い
金
を
使
っ
て

い
る
。
こ
の
塔
が
、
金
泥
を
惜
し
み
な
く
使
っ
て
書
か
れ
た
経

文
を
一
文
字
ず
つ
荘
厳
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
字
宝
塔
法
華

経
に
お
け
る
宝
塔
の
図
柄
に
は
幅
が
あ
り
、
本
満
寺
の
も
の
の

よ
う
に
一
基
一
基
が
そ
れ
ぞ
れ
詳
細
に
描
か
れ
る
場
合の
も
あ
れ

ば
、
一
一
六
三
年
に
僧
・
心
西
が
奉
納
し
た
も
の
の
よ
う
には
簡

略
な
図
柄
の
も
の
も
あ
る
。
戸
隠
神
社
︵
長
野
県
︶
の
十
二
世
紀

の
経
巻
の
よ
う
に
装
飾
し
た
紙
を
使
う
場
合
も
あ
る
。
灰
白
色

の
紙
を
用
い
、
雲
母
で
塔
の
図
様
を
摺
り
出
し
て
、
塔
一
基
ず

つ
に
墨
書
で
一
字
ず
つ
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
字
は
、
右

肩
上
が
り
の
書
風
か
ら
藤
原
定
信
︵
一
○
八
八
～
一
一
五
六
︶
の
手

に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
るひ
。
厳
島
神
社
の
平
家
納
経
の

中
で
典
型
的
な
も
の
は
、﹃
法
華
経
﹄﹁
見
宝
塔
品
﹂︵
一
一
六
四
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年
頃
︶
で
、
金
と
銀
で
飾
ら
れ
た
装
飾
紙
を
用
い
、
一
字
ず
つ
一

基
の
塔
の
中
に
書
か
れ
て
い
るふ
。

　

こ
う
し
た
類
の
革
新
的
な
経
巻
製
作
に
比
肩
す
る
、
も
う
一

つ
の
様
式
は
、
一
字
一
字
が
蓮
台
の
上
に
置
か
れ
た
一
字
蓮
台

法
華
経
で
あ
る
。
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
二
巻
分へ
と
、
福
島

県
龍
興
寺
所
蔵
の
九
巻
の
巻
子
は
、
十
一
世
紀
な
い
し
十
二
世

紀
の
も
の
で
、
も
と
も
と
は
一
組
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
が
、
異
な
る
色
の
蓮
台
が
有
機
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
、

複
雑
な
図
柄
を
描
き
出
し
て
い
るほ
。
た
と
え
ば
、
京
都
国
立
博

物
館
所
蔵
の
﹁
神
力
品
﹂
第
二
十
一
の
経
巻
で
は
、
蓮
台
は
左

か
ら
右
へ
と
横
一
列
に
浅
葱
か
ら
始
ま
り
、
丹
、
緑
青
、
銀
へ

と
続
く
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
るま
。
同

じ
く
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
の
﹁
嘱
累
品
﹂
第
二
十
二
で
は
、

色
の
配
置
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
り
、
菱
形
が
浮
か
び
出
る
よ
う

色
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
るみ
。
奈
良
県
の
大
和
文
華
館
所
蔵
の

一
字
蓮
台
法
華
経
は
、
十
二
世
紀
の
も
の
で
あ
る
が
、
ふ
ん
だ

ん
に
銀
と
金
を
使
用
し
、
色
鮮
や
か
な
見
返
絵
を
有
す
る
、
き

わ
め
て
豪
華
な
装
飾
経
で
あ
るむ
。
蓮
台
は
、
白
・
丹
・
青
緑
に

彩
色
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一
字
ず
つ
を
載
せ
て
い
る
。
筆
跡
は

後
白
河
上
皇
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
、

見
返
絵
の
中
央
の
貴
族
風
の
人
物
も
上
皇
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
絵
は
、
僧
侶
と
貴
族
が
集
ま
っ
て
﹃
法
華
経
﹄
を
読
誦
し

て
い
る
情
景
を
描
い
て
お
り
、
件
の
人
物
か
ら
少
し
離
れ
て
配

偶
者
と
お
ぼ
し
き
女
性
も
描
か
れ
て
い
るめ
。
一
字
仏
法
華
経
や

一
字
宝
塔
法
華
経
、
一
字
蓮
台
法
華
経
な
ど
は
い
ず
れ
も
、
従

来
の
写
経
の
様
式
に
洗
練
の
度
を
加
え
て
お
り
、
経
巻
製
作
の

仕
方
に
更
な
る
創
意
工
夫
を
求
め
る
時
代
の
潮
流
を
代
表
す
る

も
の
で
あ
る
。

　

扇
面
法
華
経
冊
子も
や
法
華
経
冊
子や、
目
無
経ゆ
な
ど
は
、
い
ず

れ
も
十
二
世
紀
の
も
の
で
あ
る
が
、
経
文
と
絵
と
の
相
互
作
用

が
さ
ら
に
進
展
し
、
新
奇
で
手
の
込
ん
だ
意
匠
を
追
求
し
て
経

巻
荘
厳
と
し
て
具
現
化
し
て
い
る
。
扇
形
や
冊
子
、
巻
子
と
い

っ
た
外
形
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
共
通
す
る

特
徴
は
、
聖
な
る
経
典
が
俗
世
を
描
く
絵
の
上
に
重
ね
合
わ
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
の
時
代
の
経
巻
荘
厳
の
世

界
に
と
っ
て
未
曽
有
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
端
正
に
書
か
れ
た
文

字
の
下
に
見
え
る
も
の
は
、
規
律
と
は
程
遠
い
世
界
を
描
い
た

絵
で
あ
り
、
経
典
に
こ
め
ら
れ
た
救
済
力
を
必
要
と
し
て
い
る
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の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
従
来
の
写

経
の
様
式
に
対
し
て
独
創
的
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
極
端
な
写
経
の
実
践

　

十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の
写
経
の
実
践
は
、
こ

の
時
期
の
経
巻
作
製
の
一
般
的
趨
勢
を
反
映
し
て
、
高
度
の
複

雑
さ
を
呈
し
て
い
る
。
書
写
の
量
や
速
度
、
書
写
に
と
も
な
う

礼
拝
、
経
典
の
埋
納
、
紙
以
外
の
素
材
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
現

れ
方
を
す
る
に
せ
よ
、
経
巻
荘
厳
に
つ
い
て
既
に
述
べ
た
の
と

同
様
に
、
経
巻
製
作
は
ま
す
ま
す
創
造
性
に
富
む
複
雑
な
も
の

に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
熱
の
こ
も
っ
た
経
巻
製
作
の

全
て
の
形
態
を
包
括
的
に
枚
挙
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
極

端
な
実
践
の
代
表
的
な
事
例
を
選
び
、
こ
の
時
代
の
芸
術
に
見

ら
れ
る
宗
教
実
践
と
視
覚
的
革
新
性
と
の
並
行
関
係
を
明
ら
か

に
し
た
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
宝
塔
曼
荼
羅
の
創
造
が
、
ど
の

よ
う
な
文
脈
の
も
と
で
、
芸
術
製
作
と
宗
教
的
な
書
写
行
に
お

け
る
新
趣
向
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
を
示
し
た

い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
現
象
が
独
特
な
仕
方
で
発
現

し
た
も
の
が
、
こ
の
曼
荼
羅
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
。

①　

量

　

一
切
経
の
製
作
は
七
世
紀
に
遡
る
が
、
十
一
世
紀
か
ら
十
三

世
紀
に
か
け
て
は
、
時
を
追
っ
て
人
気
が
高
ま
り
、
ま
す
ま
す

広
く
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
たよ
。
こ
の
時
代
の
経
巻
製
作
に
は
、

前
代
と
比
べ
て
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
違
い
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
自
ら
書
写
し
て
こ
の
大
事
業
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
い
う

個
人
や
、
家
族
や
友
人
か
ら
成
る
小
集
団
と
か
が
増
え
た
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
莫
大
な
分
量
と
努
力
が
素
晴
ら
し
い
果
報

に
よ
っ
て
報
わ
れ
る
と
い
う
信
念
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
うら
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
、
一
方
で
は
、
貴
族
た
ち
や
皇

族
た
ち
は
引
き
続
き
経
巻
製
作
を
専
門
の
職
人
に
依
頼
し
て
い

た
し
、
費
用
を
要
す
る
紺
紙
金
字
の
技
法
で
同
じ
経
巻
を
複
数

製
作
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
の
だ
がり
。

　

こ
の
時
代
に
お
い
て
、
在
家
者
た
ち
が
一
切
経
書
写
を
行
っ

た
最
も
早
い
例
の
一
つ
は
、
藤
原
宗
忠
︵
一
○
六
三
～
一
一
四
一
︶

の
日
記
で
あ
る
﹃
中
右
記
﹄
の
一
一
○
六
年
の
記
事
に
見
ら
れ

る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
東
寺
の
或
る
聖
人
が
、
京
都
中
を

勧
進
し
て
、
一
切
経
を
書
写
し
、
つ
い
に
完
成
し
て
、
白
河
天
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皇
︵
一
○
五
三
～
一
一
二
九
︶
の
小
さ
な
堂
で
供
養
を
行
っ
た
と
い

うる。
同
様
の
不
確
か
な
記
事
は
、
十
三
世
紀
に
成
立
し
た
作
者

不
詳
の
﹃
百
錬
抄
﹄
に
見
ら
れ
るれ
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
一
一

五
年
六
月
一
日
、
或
る
聖
人
が
北
野
で
一
切
経
書
写
の
供
養
を

行
っ
た
と
い
う
。
十
二
世
紀
半
ば
に
藤
原
信
西
︵
一
一
○
六
～
六

○
︶
が
編
纂
し
た
﹃
本
朝
世
紀
﹄
に
よ
る
と
、
一
一
四
三
年
、
僧
・

覚
阿
が
書
写
し
た
と
い
うろ
。
こ
う
し
た
例
は
多
数
あ
る
が
、
個

人
で
の
一
切
経
書
写
と
し
て
最
も
名
高
い
の
は
藤
原
定
信
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
うわ
。
四
十
二
歳
で
一
切
経
書
写
を
発
願
し
て
、

定
信
は
二
十
三
年
後
、
六
十
四
歳
で
こ
の
大
事
業
を
成
し
遂
げ

た
。
辻
善
之
助
の
計
算
に
よ
る
と
、
定
信
は
三
日
に
二
巻
と
い

う
ペ
ー
ス
で
写
経
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
と
い
うを
。
こ
れ
を
成

し
遂
げ
た
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
衝
撃
的
で
有
名
だ
っ
た
の
で
、

多
く
の
中
世
の
文
献
に
驚
き
と
賞
賛
と
と
も
に
書
き
記
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
十
二
世
紀
の
作
者
不
詳
の
﹃
今
鏡
﹄
で
は
、

定
信
の
一
切
経
書
写
発
願
が
絶
賛
さ
れ
、
彼
は
常
人
と
は
思
え

ず
、
彼
の
よ
う
な
人
は
前
代
未
聞
で
あ
る
と
評
し
て
い
る
。
藤

原
頼
長
︵
一
一
二
○
～
五
六
︶
は
、
彼
の
日
記
﹃
台
記
﹄
の
中
で
、

定
信
は
途
方
も
な
い
事
業
に
よ
っ
て
歴
史
に
名
を
残
す
だ
ろ
う

と
記
し
、
定
信
を
賞
賛
し
て
い
るが
。
頼
長
は
ま
た
、
過
去
・
現

在
・
未
来
を
通
じ
て
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
偉
業
を
成
し
遂
げ
る

者
は
い
な
い
だ
ろ
う
と
の
感
想
も
吐
露
し
て
い
るぎ
。
定
信
の
努

力
へ
の
敬
意
を
表
し
、
頼
長
は
新
し
い
衣
に
着
替
え
口
を
ゆ
す

い
で
か
ら
定
信
に
対
面
し
て
い
るぐ
。

　

金
銭
的
に
も
恵
ま
れ
ず
有
力
な
手
づ
る
も
な
い
中
、
一
切
経

書
写
を
行
っ
た
と
い
う
話
は
他
に
も
あ
る
。
一
般
に
色し

き

定じ
ょ
うの
名

で
知
ら
れ
る
勧
進
僧
は
、
大
願
を
成
就
す
る
た
め
、
仲
間
の
僧

で
あ
る
西
観
と
心
昭
の
力
を
借
り
、
紙
や
筆
・
墨
を
勧
進
し
て

歩
い
たげ
。
香
を
焚
き
こ
め
て
、
色
定
は
写
経
に
没
頭
し
た
。
こ

の
事
業
は
一
一
八
七
年
、
彼
が
二
十
九
歳
の
時
に
始
ま
り
、
一

二
二
八
年
、
七
十
歳
の
時
ま
で
続
い
た
。
合
計
四
十
二
年
を
費

や
し
た
の
で
あ
る
。
辻
の
計
算
に
よ
る
と
、
色
定
は
一
箇
月
に

十
巻
前
後
を
書
写
し
た
こ
と
に
な
り
、
平
均
す
る
と
三
日
で
一

巻
を
書
写
し
た
こ
と
に
な
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
識
語
を
読
む

と
、
ど
の
よ
う
な
環
境
で
こ
の
人
々
が
努
力
を
続
け
た
の
か
が

分
か
る
。
色
定
が
記
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
全
国
を
勧
進
し

な
が
ら
、
立
っ
て
い
る
時
に
も
、
歩
い
て
い
る
時
に
も
、
船
の

上
で
も
、
写
経
を
し
た
と
い
う
。
も
と
も
と
は
五
○
四
八
巻
で
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あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
四
千
巻
以
上
が
福
岡
県
田
島
の
興
聖
寺

に
現
存
し
て
い
る
。
虫
損
の
た
め
に
四
四
八
巻
が
失
わ
れ
、
さ

ら
に
、
一
七
○
二
年
に
起
こ
っ
た
洪
水
の
た
め
千
二
百
巻
が
損

傷
を
受
け
、
そ
の
う
ち
二
三
○
巻
は
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
が
な

か
っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
は
現
在
伝
わ
っ
て
い
な
い
。

②　

書
写
の
ペ
ー
ス

　

宗
教
儀
礼
と
し
て
の
写
経
が
熱
を
帯
び
て
き
た
こ
と
を
示
す

指
標
の
一
つ
は
、
何
ら
か
の
行
事
を
行
っ
て
、
極
端
な
ペ
ー
ス

で
写
経
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
大
量
の
経

典
全
て
を
一
日
で
分
担
し
て
書
写
す
る
た
め
、
大
人
数
の
集
団

が
集
ま
る
と
い
う
の
は
、
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
一
一

三
五
年
の
五
月
五
日
、
京
都
の
法
勝
寺
で
鳥
羽
上
皇
は
、﹃
大
般

若
経ご
﹄
六
百
巻
を
一
日
で
書
写
さ
せ
たざ
。
修
行
者
た
ち
は
、
単

に
と
て
つ
も
な
い
努
力
を
傾
け
る
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
そ

れ
よ
り
も
更
に
驚
く
べ
き
早
業
で
書
写
を
行
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

準
備
も
大
変
で
、
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
書
写
行

と
い
え
ば
、
五
千
巻
を
超
え
る
一
切
経
を
一
日
で
書
写
す
る
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
日
一
切
経
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
は
一
○
九
六
年
三
月
十
八
日
に
実

際
に
行
わ
れ
た
。
こ
の
日
、
あ
ら
ゆ
る
識
字
階
層
の
中
か
ら
、

一
万
人
が
京
都
に
集
ま
り
、
写
経
を
し
た
の
で
あ
るじ
。
一
二
一

一
年
四
月
二
十
三
日
、
後
鳥
羽
上
皇
︵
一
一
八
○
～
一
二
三
九
︶
は
、

建
立
し
た
ば
か
り
の
最
勝
四
天
王
院
で
一
日
一
切
経
を
行
っ
たず
。

上
皇
の
後
援
に
よ
り
、
全
国
か
ら
集
め
ら
れ
た
一
三
二
一
五
人

の
僧
が
、
京
都
に
集
結
し
て
精
力
を
傾
け
た
。
幾
つ
か
の
史
料

に
よ
る
と
、
比
類
な
い
盛
儀
で
あ
っ
た
と
い
うぜ
。
こ
う
し
た
極

端
な
写
経
の
実
践
は
、
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
特

徴
的
な
、
写
経
が
か
つ
て
な
い
水
準
へ
と
向
か
う
動
向
を
反
映

し
て
い
る
。

③　

礼
拝

　

こ
う
し
た
こ
と
の
も
う
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
が
、
一
字
三
礼
と

い
う
手
間
の
か
か
る
実
践
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
字
書
い
て
、

そ
の
次
の
字
を
書
く
前
に
三
度
お
辞
儀
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

るぞ。
一
行
書
く
ご
と
に
お
辞
儀
す
る
一
行
三
礼
と
い
う
形
式
も

含
め
、
こ
う
し
た
実
践
の
有
名
な
例
と
し
て
、
慶
派
の
仏
師
で

あ
る
運
慶
︵
一
一
五
一
～
一
二
二
三
︶
と
万
里
小
路
宣
房
の
も
の
が

あ
るだ
。
一
一
八
三
年
、
運
慶
は
厳
し
い
作
法
に
も
と
づ
い
て
﹃
法

華
経
﹄
を
書
写
す
る
こ
と
を
発
願
し
たぢ
。
幸
い
な
こ
と
に
、
識
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語
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
な

る
。
写
経
の
清
浄
さ
を
た
も
つ
た
め
、
大
き
な
努
力
が
傾
け
ら

れ
た
。
第
八
巻
の
識
語
に
よ
る
と
、
写
経
に
参
加
す
る
人
々
は

身
を
清
め
清
浄
な
衣
を
着
け
、
紙
は
特
製
の
も
の
を
用
い
、
軸

は
平
重
衡
︵
一
一
五
八
～
八
五
︶
の
東
大
寺
焼
打
ち
で
焼
け
残
っ

た
木
か
ら
作
ら
れ
た
。
墨
に
用
い
る
水
は
、
三
井
寺
、
比
叡
山

の
横
川
、
清
水
寺
と
い
う
三
つ
の
聖
域
で
汲
ま
れ
た
。
慶
派
の

も
う
一
人
の
有
名
な
仏
師
・
快
慶
︵
十
二
世
紀
後
半
か
ら
十
三
世
紀

初
め
︶
を
含
め
、
五
十
人
の
男
女
が
こ
の
写
経
に
参
加
し
た
。
尋

常
で
は
な
い
長
さ
の
識
語
の
冒
頭
で
、
運
慶
は
こ
の
経
巻
の
神

聖
さ
を
請
け
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
運
慶
が
考
え
て
い
る
こ
と

に
は
、
書
写
行
の
熱
心
さ
や
経
巻
の
外
観
と
い
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
経
文
の
内
容
そ
の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
当
時
の

写
経
の
一
般
的
趨
勢
を
反
映
す
る
よ
う
に
、
一
行
記
す
ご
と
に
、

書
き
終
わ
っ
た
字
に
対
し
て
三
度
の
礼
拝
が
行
わ
れ
た
。
運
慶

は
、
こ
の
写
経
の
間
に
行
っ
た
礼
拝
・
念
仏
︵
称
名
︶・
唱
題
の

数
を
集
計
し
て
お
り
、
五
万
回
の
礼
拝
、
十
万
遍
の
念
仏
、
十

万
遍
の
唱
題
を
行
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、﹁
悪
魔
﹂
に
よ
る
妨

害
を
防
ぐ
た
め
、
書
写
の
期
間
中
、
毎
日
三
回
、
供
養
法
を
行
じ
、

﹃
法
華
経
﹄
を
十
回
読
ん
だ
と
い
う
。

　

宣
房
の
場
合
は
、﹁
一
字
三
礼
﹂
の
作
法
で
﹁
五
部
大
乗
経
﹂

二
百
巻
を
書
写
し
て
い
るづ
。
複
数
の
識
語
か
ら
分
か
る
の
は
、

宣
房
は
こ
の
難
行
を
自
ら
が
受
け
る
果
報
の
た
め
だ
け
に
行
っ

た
わ
け
で
は
な
く
、
両
親
へ
の
廻
向
の
た
め
で
も
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。﹃
法
華
経
﹄
第
七
巻
の
識
語
に
は
、
こ
の
巻
を

亡
く
な
っ
た
家
族
の
た
め
に
捧
げ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
小
松

茂
美
は
、
こ
の
家
族
を
宣
房
の
父
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
こ

の
人
物
は
、
一
二
八
四
年
に
病
気
の
た
め
官
職
を
退
き
入
道
し

た
も
の
の
、
幸
い
に
も
、
そ
の
後
二
十
年
間
に
わ
た
っ
て
生
き

な
が
ら
え
た
と
い
う
人
で
あ
る
。
こ
の
識
語
が
書
か
れ
た
の
は

宣
房
の
父
の
七
回
忌
に
あ
た
る
。
ま
た
、﹃
大
集
経で﹄
第
三
巻
は
、

彼
の
亡
く
な
っ
た
母
に
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
るど
。
こ
の
よ
う
な
手

間
の
か
か
る
礼
拝
は
、
写
経
に
あ
た
っ
て
、よ
り
創
意
に
あ
ふ
れ
、

困
難
の
多
い
方
法
を
追
求
す
る
動
向
に
対
応
し
て
い
る
。

④　

紙
以
外
の
媒
体

　

革
新
へ
と
向
か
う
動
き
は
、
紙
以
外
の
媒
体
を
利
用
す
る
こ

と
の
う
ち
に
も
現
れ
て
い
る
。
使
用
さ
れ
る
媒
体
は
他
に
も
色
々

あ
る
が
、
こ
こ
で
私
が
照
明
を
当
て
た
い
の
は
、
石
経
・
瓦
経
、
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そ
し
て
血
書
で
あ
る
。
石
経
と
は
、
石
に
経
文
を
書
写
す
る
こ

と
で
あ
る
。﹁
石
経
﹂
は
、
耐
久
性
の
あ
る
石
の
表
面
に
経
文
を

書
く
と
い
う
行
為
を
包
括
的
に
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
通

常
は
、
石
板
に
経
文
を
書
写
す
る
と
い
う
長
い
伝
統
を
持
つ
行

為
を
指
すば。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
、
一
つ
の
石
ご
と
に
経
文
の

一
文
字
を
書
い
た
り
、
幾
つ
か
の
字
を
書
く
と
い
う
、
あ
ま
り

一
般
的
で
は
な
い
行
為
も
含
ま
れ
る
。
前
者
は
一
石
一
字
経
と

言
わ
れ
、
後
者
は
多
字
一
石
経
と
呼
ば
れ
て
い
るび
。
書
写
に
用

い
ら
れ
る
石
は
、
お
お
む
ね
直
径
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
十

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
間
で
あ
る
。
経
文
は
、
多
く
の
場
合
、
墨

か
朱
墨
で
書
か
れ
るぶ
。
小
さ
な
石
に
書
か
れ
た
石
経
は
、
経
文

と
し
て
は
完
結
し
て
お
り
、
一
ま
と
め
に
さ
れ
て
は
い
る
も
の

の
、
埋
納
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
た
め
、
経
文
を
再
構
成

す
る
に
は
、
強
い
意
志
に
も
と
づ
く
超
人
技
と
膨
大
な
時
間
が

必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
経
文
と
し
て
読
ま
れ
る
こ
と
は
そ

も
そ
も
念
頭
に
置
か
れ
て
い
な
いべ
。
瓦
経
に
つ
い
て
も
、
同
様

の
こ
と
が
言
え
るぼ
。
標
準
的
な
瓦
は
一
辺
三
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
で
、
ま
ず
尖
っ
た
も
の
で

│
通
常
の
経
典
と
同
じ
よ
う
に

│
罫
線
が
刻
ま
れ
、
次
に
経
文
が
書
写
さ
れ
る
が
、
多
く
の

場
合
、
瓦
の
両
面
に
書
写
さ
れ
る
。
一
方
、
経
題
や
第
何
巻
か
は
、

瓦
の
両
側
面
に
刻
ま
れ
る
。
窯
で
焼
い
た
後
、
多
く
の
場
合
、

瓦
経
は
立
て
た
状
態
で
地
下
に
埋
め
ら
れ
、
時
に
は
目
印
と
し

て
塔
が
建
立
さ
れ
るぱ
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
瓦
の
両
面
に
経
文

を
刻
む
代
わ
り
に
、
片
面
に
は
行
に
沿
っ
て
仏
の
絵
を
刻
む
こ

と
も
あ
り
、
こ
れ
は
一
字
仏
経
に
似
た
も
の
に
な
るぴ
。
一
一
四

二
年
、
真
言
僧
の
禅
恵
は
、
瓦
経
の
製
作
を
始
め
、
翌
年
ま
で

に
五
百
枚
を
製
作
し
たぷ
。
禅
恵
は
、
瓦
経
製
作
に
あ
た
っ
て
、

長
大
な
誓
願
を
立
て
、
経
文
そ
の
も
の
と
瓦
経
製
作
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
る
福
徳
に
よ
っ
て
誓
願
が
成
就
す
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
国
家
と
天
皇
の
安
寧
と
い
っ
た
大
願
と

と
も
に
、
現
世
安
穏
、
不
老
長
寿
、
浄
土
往
生
と
い
っ
た
個
人

的
な
願
い
も
含
ま
れ
て
い
るぺ
。
彼
が
製
作
し
た
阿
弥
陀
仏
と
地

蔵
菩
薩
の
像
と
と
も
に
、
瓦
経
は
彼
の
氏
寺
に
埋
納
さ
れ
たぽ
。

田
中
塊
堂
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
聖
典
の
埋
納
は
土
地
を
清
め
る

も
の
で
あ
り
、
国
家
を
含
め
全
て
の
も
の
の
源
泉
が
土
地
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
土
地
の
浄
化
は
そ
の
住
民
を
浄
化
す
る
こ
と
と

一
体
不
二
な
の
で
あ
るア
。

　

血
に
よ
っ
て
経
文
を
書
写
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
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で
は
な
い
に
し
て
も
、
写
経
の
形
式
と
し
て
最
も
信
仰
心
篤
く

極
端
な
も
の
の
一
つ
で
あ
るイ
。
藤
原
頼
長
は
血
書
に
よ
っ
て
有

名
で
あ
る
が
、
彼
自
身
の
血
を
使
っ
た
の
で
は
な
く
、
藤
原
敦

任
に
血
を
提
供
す
る
よ
う
求
め
たウ
。﹃
保
元
物
語
﹄
に
よ
る
と
、

配
流
さ
れ
た
崇
徳
上
皇
は
、
浄
土
往
生
を
願
っ
て
、
三
年
間
、

自
ら
の
血
を
混
ぜ
た
墨
で
写
経
を
し
た
と
い
うエ
。
血
書
を
行
う

人
々
は
、
虚
仮
な
る
も
の
を
常
住
な
る
も
の
へ
と
、
つ
ま
り
、

血
を
法
︵
ダ
ル
マ
︶
へ
と
変
化
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

るオ。
生
死
を
超
え
た
強
い
絆
を
結
ぶ
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、

血
に
限
ら
な
い
。
藤
原
宗
忠
は
、
一
一
三
六
年
、
亡
妻
の
髪
の

毛
を
漉
き
込
ん
だ
紙
に
子
供
と
と
も
に
写
経
し
た
も
の
を
奉
納

し
て
い
る
。
ブ
ッ
ダ
の
前
世
物
語
︵
本
生
譚
、ジ
ャ
ー
タ
カ
︶
に
は
、

聖
な
る
言
葉
を
書
き
写
す
た
め
、
自
ら
の
皮
を
剥
い
で
紙
と
し
、

血
を
墨
と
し
、
骨
を
折
っ
て
筆
と
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

紙
や
墨
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
石
経
・
瓦
経
・
血
書
な
ど
、
通

常
と
は
異
な
る
媒
体
を
使
用
し
た
こ
と
は
、
新
奇
で
創
意
に
満

ち
た
写
経
手
段
を
求
め
る
動
向
を
反
映
し
て
い
る
。
本
節
で
取

り
上
げ
た
他
の
例
と
同
様
、
新
奇
で
革
新
的
な
方
法
で
の
写
経

を
う
な
が
す
趨
勢
の
一
方
で
、
量
的
に
極
端
な
実
践
を
し
た
り
、

さ
ら
に
は
血
や
髪
な
ど
肉
体
に
近
い
も
の
を
聖
な
る
経
文
に
融

合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
文
と
の
個
人
的
な
関
係
を
打
ち

立
て
、
そ
の
救
済
と
滅
罪
の
力
を
手
に
入
れ
よ
う
と
い
う
動
き

が
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
。
確
か
に
、
実
例
は
わ
ず
か
に
過
ぎ

な
い
し
、
極
端
な
写
経
と
し
て
分
類
で
き
る
も
の
も
数
少
な
い
。

し
か
し
、
熱
の
こ
も
っ
た
写
経
の
実
践
と
し
て
選
び
出
し
た
も

の
の
中
に
は
、
経
巻
荘
厳
と
の
強
い
並
行
関
係
を
見
て
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
極
端
な
も
の

へ
向
か
う
趨
勢
が
遍
満
し
て
い
た
こ
と
で
あ
り
、
重
要
な
こ
と

は
、
宝
塔
曼
荼
羅
の
製
作
も
そ
の
典
型
例
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
３
）　

写
経
の
基
本
的
機
能

　

こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
写
経
の
例
は
、﹁
結
縁
経
﹂
と
し
て
知

ら
れ
る
タ
イ
プ
の
も
の
に
あ
た
る
。
こ
れ
は
、
書
写
者
や
後
援

者
を
仏
に
結
び
つ
け
、
写
経
に
よ
る
大
き
な
功
徳
を
来
世
で
の

救
済
の
た
め
に
廻
向
す
る
も
の
で
あ
るカ
。﹁
結
縁
経
﹂
と
い
う
言

葉
の
最
古
の
用
例
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
・
藤
原
実
資
︵
九
五
七

～
一
○
四
六
︶
の
日
記
﹃
小
右
記キ
﹄
に
あ
り
、
同
書
の
一
○
二
一

年
九
月
十
日
条
に
あ
ら
わ
れ
るク
。
こ
れ
以
後
、﹁
結
縁
経
﹂
と
い
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う
言
葉
は
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
結
縁
の
法
会
と
写
経
と
が

一
つ
に
な
っ
た
別
の
例
と
し
て
は
、﹃
百
練
抄
﹄
に
記
さ
れ
た
も

の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
一
四
二
年
三
月
四
日
、
経
典
を
供
養
す

る
法
会
が
宇
治
の
平
等
院
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
鳥
羽
上
皇

の
結
縁
の
た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
るケ
。
写
経
の
最
も
典
型

的
な
や
り
方
は
、
多
人
数
の
一
人
一
人
に
一
巻
ず
つ
写
経
し
て

も
ら
い
、
完
成
し
た
も
の
を
供
養
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
るコ
。

こ
れ
は
﹁
平
家
納
経
﹂
を
彷
彿
と
さ
せ
、﹃
栄
花
物
語
﹄
に
も
描

か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
参
加
者
が
足
り
な
け
れ
ば
、
一
人
が

二
巻
以
上
分
担
す
る
こ
と
に
な
るサ
。
上
に
触
れ
た
よ
う
な
経
典

を
供
養
す
る
法
会
は
、
書
写
さ
れ
た
ば
か
り
の
経
典
に
仏
の
魂

魄
を
こ
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
、

経
巻
を
活
性
化
さ
せ
、
参
加
者
と
仏
と
の
関
係
を
密
に
す
る
の

で
あ
る
。
フ
ァ
ビ
オ
・
ラ
ン
ベ
ッ
リ
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。﹁
経
文
は
、
聖
な
る
物
体
と
し
て
の
性
質
を
全
て
付
与
さ

れ
て
お
り
、
聖
遺
物
・
聖
画
・
護
符
な
ど
と
、
本
質
的
に
は
何

も
変
わ
ら
な
か
っ
たシ
﹂。
そ
し
て
、﹁
救
済
を
も
た
ら
す
道
具
と

し
て
⋮
⋮
こ
れ
ら
の
経
文
は
、
過
去
の
高
僧
た
ち
︵
究
極
的
に
は
、

仏
︶
の
聖
遺
物
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
呪
術
的
・
魔
術
的
な
次

元
を
必
要
と
し
たス
﹂。
虚
仮
の
世
界
で
仏
の
代
役
を
つ
と
め
る
仏

画
や
塔
と
全
く
同
様
、
経
典
は
、
仏
が
今
も
存
在
し
て
い
る
こ

と
の
象
徴
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
仏
が
姿
を
変
え
た

も
の
な
の
で
あ
るセ
。
既
に
述
べ
た
よ
う
な
、
熱
の
こ
も
っ
た
個

人
的
な
信
仰
儀
礼
に
お
い
て
も
、
仏
と
の
生
死
を
こ
え
た
結
び

つ
き
が
可
能
で
あ
る
の
は
同
じ
で
あ
る
。
経
巻
を
装
飾
す
る
こ

と
、
体
の
一
部
で
あ
っ
た
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
、
手
を
動
か

し
て
聖
な
る
文
字
を
写
す
こ
と
、
こ
う
し
た
こ
と
全
て
が
、
手

で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
仕
方
で
法
︵
ダ
ル
マ
︶
を
移
動
さ
せ
、

法
と
の
個
人
的
で
永
続
的
な
つ
な
が
り
を
打
ち
立
て
る
の
で
あ

る
。

　

宝
塔
曼
荼
羅
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
の
写
経
の
第
一
義
的
な

機
能
は
書
写
す
る
こ
と
自
体
に
あ
る
。
経
文
を
う
や
う
や
し
く

取
り
扱
う
こ
と
で
生
じ
る
功
徳
や
、
経
文
と
の
接
触
や
そ
の
た

め
に
払
っ
た
労
力
を
通
じ
て
結
ば
れ
る
縁
は
、
写
経
を
し
て
い

る
そ
の
時
に
獲
得
さ
れ
る
。
個
人
が
自
ら
の
手
で
写
経
す
る
場

合
で
あ
れ
ば
、
経
文
と
の
直
接
的
接
触
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
し
、

後
援
者
の
場
合
で
あ
れ
ば
、
発
願
し
製
作
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
う
な
る
。
た
と
え
ば
、
十
世
紀
の
中
国
の
文
字
塔
や
﹁
平
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家
納
経
﹂
の
よ
う
に
、
書
写
の
中
に
パ
ズ
ル
の
よ
う
な
要
素
が

は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
よ
う
な
経
典
製
作
で
あ
っ
て
も
、
こ

の
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
。
こ
れ
は
、
写
経
が
そ
の
後
も
活
用
さ

れ
る
こ
と
や
、
そ
れ
ら
が
生
み
出
し
続
け
る
果
報
を
無
視
し
た

り
軽
視
し
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の

は
、
書
写
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
宗
教
的
な
目
標
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
程
度
の
社
会
的
立
場
や

美
し
い
も
の
を
愛
す
る
こ
と
が
主
た
る
要
因
と
な
っ
て
、
芸
術

的
な
経
巻
が
作
ら
れ
る
の
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
宝
塔
曼

荼
羅
の
よ
う
に
、
秘
蔵
さ
れ
て
、
特
別
な
儀
礼
の
時
で
も
な
け

れ
ば
滅
多
に
公
開
さ
れ
な
い
と
い
っ
た
場
合
、
経
典
を
書
写
す

る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
経
巻
製
作
の
基
本
的
機
能
を
具
体
化

し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

４　

結
論

　

宝
塔
曼
荼
羅
の
起
源
に
関
し
て
、
本
稿
で
は
、
こ
の
曼
荼
羅

の
﹁
も
の
﹂
と
し
て
の
側
面
を
掘
り
下
げ
た
。
一
つ
に
は
、
様

式
上
の
先
行
例
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
は
、
こ
の
曼
荼
羅
が
出

現
し
た
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の
写
経
の
文
化
に

関
し
て
で
あ
る
。
こ
の
曼
荼
羅
の
基
本
部
分
を
初
期
の
中
国
で

の
写
経
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
と
も
に
、
こ
の
曼
荼
羅
が
初
め

て
出
現
し
た
時
代
に
お
け
る
、
新
奇
で
創
意
に
富
ん
だ
、
そ
の

他
の
経
巻
荘
厳
や
写
経
の
実
践
の
中
に
、
こ
の
曼
荼
羅
を
置
い

て
み
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
理
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
短
期

間
に
何
ら
の
先
行
例
無
し
に
作
品
が
作
ら
れ
た
と
い
っ
た
謎
め

い
た
も
の
で
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
革
新
的
で
極
端
な
も

の
を
目
指
す
写
経
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
、
或
る
特
殊
な
側
面
と

し
て
理
解
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、

宝
塔
曼
荼
羅
の
創
意
工
夫
を
軽
ん
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

が
生
み
出
さ
れ
た
文
脈
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
宝
塔
曼
荼
羅
は
、
創
造
的
で
労
力
を
要
す
る
写
経
を
行

お
う
と
い
う
社
会
全
体
の
努
力
の
典
型
例
な
の
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
そ
の
高
水
準
の
芸
術
的
達
成
を
前
提
に
す
れ
ば
、
そ
う

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
平
安
時
代
末
の
写
経
文
化
の

中
に
お
い
て
、
確
か
に
宝
塔
曼
荼
羅
は
或
る
一
点
に
お
い
て
高

度
に
独
創
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
文
と
イ
メ
ー
ジ
と
を
完

全
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
点
は
、
そ
れ
以
前
の
写
経
に
は
類
を

見
な
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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注︵
１
︶﹃
般
若
波
羅
蜜
多
心
経
﹄︵
大
正
蔵
二
五
一
番
。
大
正
八
・
八
四

八
下
五
～
二
三
︶。

︵
２
︶
こ
の
作
例
の
画
像
は
以
下
の
書
に
あ
る
。
宮
次
男
﹃
金
字
宝
塔

曼
荼
羅
﹄︵
東
京
・
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
︶
四
頁
。
ラ

イ
オ
ネ
ル
・
ジ
ャ
イ
ル
ズ
は
、
こ
の
作
例
を
以
下
の
よ
う
に
記

述
し
て
い
る
。﹁
経
題
に
﹃
仏
説
﹄
と
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
意

匠
を
こ
ら
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
塔
の
輪
郭
が
浮
か
び
出
る
よ

う
に
、
朱
線
で
文
字
を
結
ん
で
い
る
。
掛
物
装
。22 cm

×

1 ½
ft. S.5410

﹂。Lionel G
iles, D

escriptive C
atalogue of the 

C
hinese M

anuscripts from
 Tunhuang in the British M

useum
 

(London: Trustees of the B
ritish M

useum
, 1957 ), 35  entry 

1470 .

︵
３
︶
残
念
な
こ
と
に
、
こ
れ
以
外
の
初
期
の
作
例
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
文
字
を
正
確
に
結
合
す
る
こ
と
で
作
ら
れ

る
図
様
を
比
較
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る

の
は
、
似
た
よ
う
な
経
文
の
配
置
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、

そ
れ
と
も
目
新
し
い
パ
タ
ー
ン
が
好
ま
れ
、
新
し
い
視
覚
的
な

ゲ
ー
ム
を
作
り
出
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ジ

ャ
イ
ル
ズ
は
、
大
英
博
物
館
に
あ
る
も
う
一
つ
の
作
例
を
、
次

の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。﹁﹃
般
若
波
羅
蜜
心
経
﹄。
観
音
菩

薩
の
形
に
な
る
よ
う
に
、
文
字
で
出
来
た
点
線
に
よ
っ
て
描
か

れ
て
い
る
。
紙
背
に
は
、
紙
表
と
同
じ
も
の
の
初
め
の
部
分
が

記
さ
れ
て
い
る
。
保
存
状
態
は
良
好
。
巻
子
装
。47 cm

×

22 cm
. S.4289

﹂。G
iles, D

escriptive C
atalogue, 35 .

︵
４
︶  

国
立
故
宮
博
物
院
編
﹃
秘
殿
珠
林
﹄︵
台
北
・
国
立
故
宮
博
物

院
、
一
九
七
一
︶。

︵
５
︶
五
十
一
点
の
一
覧
表
は
、
宮
﹃
金
字
宝
塔
曼
荼
羅
﹄
八
～
九
頁
、

注
一
六
。

︵
６
︶﹃
金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
﹄︵
大
正
蔵
二
三
五
番
。
大
正
八
・
七
四

八
下
一
八
～
七
五
二
下
七
︶。

︵
７
︶﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄︵
大
正
蔵
二
六
二
番
。
大
正
九
・
一
下
一
五
～

六
二
中
一
︶。

︵
８
︶﹃
阿
弥
陀
経
﹄︵
大
正
蔵
三
六
六
番
。
大
正
一
二
・
三
四
六
中
二

六
～
三
四
八
中
一
八
︶。

︵
９
︶﹃
薬
師
琉
璃
光
如
来
本
願
功
徳
経
﹄︵
大
正
蔵
四
五
○
。
大
正
一

四
・
四
○
四
下
一
三
～
四
○
八
中
二
八
︶。

︵
10
︶
国
立
故
宮
博
物
院
所
蔵
の
塔
形
図
様
経
文
の
一
覧
表
は
、
宮
﹃
金

字
宝
塔
曼
荼
羅
﹄
九
頁
注
一
七
参
照
。
ま
た
、
下
記
も
参
照
。

国
立
故
宮
博
物
院
﹃
故
宮
書
画
録
﹄
第
八
巻
︵
台
北
・
国
立
故

宮
博
物
院
、
一
九
六
五
年
︶。

︵
11
︶
画
像
お
よ
び
関
連
事
項
は
、
下
記
参
照
。
真
言
宗
総
本
山
東
寺

編
﹃
東
寺
の
美
術　

絵
画
と
工
芸
﹄︵
京
都
・
真
言
宗
総
本
山

東
寺
、
一
九
七
六
年
︶
図
三
四
。

︵
12
︶
宮
﹃
金
字
宝
塔
曼
荼
羅
﹄
七
頁
。
後
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
は
、

宮
は
一
二
四
九
年
に
当
て
て
い
る
。
宮
﹃
絢
爛
た
る
経
典
︵
太

陽　

仏
の
美
と
心
シ
リ
ー
ズ
三
︶﹄︵
東
京
・
平
凡
社
、
一
九
八

三
年
︶。

︵
13
︶﹃
東
宝
記
﹄、
藤
田
経
世
編
﹃
校
刊
美
術
史
料
﹄
第
二
巻
︵
東
京
・

中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
五
年
︶
四
四
七
頁
。
こ
の
資
料
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を
教
え
て
く
れ
たM

ichael Jam
entz

に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

︵
14
︶
宮
﹃
金
字
宝
塔
曼
荼
羅
﹄
六
頁
。

︵
15
︶
同
上
七
頁
。

︵
16
︶
同
上
。

︵
17
︶
小
松
茂
美
﹃
平
家
納
経
の
研
究
﹄︵
東
京
・
講
談
社
、
一
九
七

六
年
︶
八
一
○
頁
。

︵
18
︶
江
上
綏
﹃
装
飾
経
︵
日
本
の
美
術　

二
七
八
︶﹄︵
東
京
・
至
文

堂
、
一
九
八
九
年
︶
二
八
～
二
九
頁
。

︵
19
︶
同
上
。

︵
20
︶
た
と
え
ば
、
竹
生
島
宝
厳
寺
の
竹
生
島
経
︵
十
一
世
紀
︶、
太

山
寺
︵
兵
庫
県
︶
の
﹃
法
華
経
﹄︵
十
二
世
紀
︶、
慈
光
寺
︵
埼

玉
県
︶
の
慈
光
寺
経
︵
十
三
世
紀
︶、
長
谷
寺
︵
奈
良
県
︶
の

長
谷
寺
経
︵
十
三
世
紀
︶
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。

︵
21
︶
有
名
な
装
飾
経
を
幾
つ
か
挙
げ
る
と
、
本
興
寺
︵
静
岡
県
。
十

一
世
紀
・
十
二
世
紀
︶・
金
剛
峯
寺
︵
和
歌
山
県
。
数
点
︶・
輪

王
寺
︵
栃
木
県
。
一
一
二
九
年
︶・
厳
島
神
社
︵
多
数
︶・
百
済

寺
︵
滋
賀
県
︶
な
ど
の
も
の
が
あ
る
。
画
像
は
、
そ
の
他
の
も

の
も
含
め
て
、
以
下
を
参
照
。
奈
良
国
立
博
物
館
編
﹃
法
華
経

│
写
経
と
荘
厳
︵
以
下
、
副
題
は
略
︶﹄︵
東
京
・
東
京
美
術
、

一
九
八
八
年
︶
四
二
～
四
五
頁
、
図
四
七
～
九
三
。

︵
22
︶
京
都
国
立
博
物
館
編
﹃
か
な
の
美
﹄︵
東
京
・
大
塚
巧
藝
社
、

一
九
九
六
年
︶。

︵
23
︶
画
像
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
編
﹃
法
華
経
﹄
二
八
三
頁
、
図
一

一
八
。

︵
24
︶
江
上
﹃
装
飾
経
﹄
三
七
頁
。

︵
25
︶
こ
の
タ
イ
プ
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
他
に
輪
王
寺
の
も
の
︵
十

二
世
紀
︶
が
あ
る
。
画
像
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
編
﹃
法
華
経
﹄

二
八
○
頁
、
図
一
一
四
・
一
一
五
。

︵
26
︶
奈
良
国
立
博
物
館
編
﹃
聖
地
寧
波
︵
ニ
ン
ポ
ー
︶

│
日
本
仏

教
一
三
〇
〇
年
の
源
流
﹄︵
奈
良
・
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
○

○
九
年
︶
二
九
九
頁
。

︵
27
︶
江
上
﹃
装
飾
経
﹄
四
○
頁
。
画
像
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
編
﹃
法

華
経
﹄
二
八
一
頁
、
図
一
一
六
。

︵
28
︶
画
像
は
、
江
上
﹃
装
飾
経
﹄
四
○
頁
、
図
四
八
。

︵
29
︶
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
本
の
画
像
は
、
同
博
物
館
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
︵﹁
一
字
蓮
台
法
華
経
﹂、http://w

w
w.kyohaku.go.jp/jp/

syuzou/index.htm
l  

二
○
一
一
年
八
月
七
日
ア
ク
セ
ス
︶。

︵
30
︶
龍
興
寺
所
蔵
本
の
画
像
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
編
﹃
法
華
経
﹄

二
八
二
頁
、
図
一
一
七
。

︵
31
︶
銀
は
白
の
代
わ
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
た
目
に
変
化
を
与
え
る

た
め
で
あ
る
。
京
都
国
立
博
物
館
編
﹃
古
写
経

│
聖
な
る
文

字
の
世
界
︵
以
下
、
副
題
略
︶﹄︵
京
都
・
京
都
国
立
博
物
館
、

二
○
○
四
年
︶
三
一
三
～
三
一
四
頁
。︵
訳
者
注
︶
本
文
で
﹁
浅

葱
︵pale blue

︶﹂
と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
本
来
は
群
青
。
ま

た
、
銀
だ
け
で
な
く
金
の
蓮
台
も
あ
る
。

︵
32
︶
同
上
。

︵
33
︶
画
像
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
編
﹃
法
華
経
﹄
四
七
頁
、
図
一
○
二
。

︵
34
︶
京
都
国
立
博
物
館
編
﹃
古
写
経
﹄
三
一
五
頁
。

︵
35
︶
四
天
王
寺
︵
大
阪
府
︶
に
最
も
多
く
の
遺
品
が
あ
る
が
、
出
光

美
術
館
︵
東
京
︶・
西
教
寺
︵
滋
賀
県
︶・
藤
田
美
術
館
︵
大
阪
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府
︶・
法
隆
寺
︵
奈
良
県
︶
な
ど
に
収
蔵
さ
れ
る
ほ
か
、
個
人

蔵
の
も
の
が
二
点
あ
る
。
画
像
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
編
﹃
法

華
経
﹄
二
六
一
～
二
七
四
頁
。
図
一
一
二
イ
～
一
一
二
ト
。︵
訳

者
注
︶
個
人
蔵
の
も
の
は
、
三
点
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

︵
36
︶
こ
の
形
態
の
も
の
と
し
て
は
、
五
島
美
術
館
所
蔵
本
や
上
野
淳

一
所
蔵
本
が
あ
る
。
画
像
は
、
同
上
二
五
七
～
二
六
○
頁
、
図

一
一
○
・
一
一
一
。︵
訳
者
注
︶
五
島
美
術
館
所
蔵
本
は
﹃
観

普
賢
経
冊
子
﹄。

︵
37
︶﹃
金
光
明
経
﹄
目
無
経
と
し
て
、
京
都
国
立
博
物
館
に
巻
第
二
・

第
三
・
第
四
が
あ
り
、
東
京
国
立
博
物
館
に
断
簡
一
点
が
あ
る
。

東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
本
は
、
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵﹁
金
光

明
経
巻
第
四
目
無
経
﹂、http://w

w
w.tnm

.jp/m
odules/r_

collection/index.php?controller=dtl&
colid=B2400 &

t=type_
s&

id=24 &
lang=ja.　

二
○
一
一
年
八
月
七
日
ア
ク
セ
ス
︶。
京

都
国
立
博
物
館
所
蔵
本
は
、
同
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
︵﹁
金
光
明

経
﹂、http://w

w
w.kyohaku.go.jp/jp/syuzou/index.htm

l　

二

○
一
一
年
八
月
七
日
ア
ク
セ
ス
︶。﹃
般
若
理
趣
経
﹄
目
無
経
は
、

大
東
急
記
念
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
画
像
は
、M

arsha 
W

eidner, ed., Flow
ering in the Shadow

s: W
om

en in the 
H

istory of C
hinese and Japanese P

ainting (H
onolulu: 

U
niversity of H

aw
ai’ i Press, 1990 ), 168 -69  figs.1 -3 .

　
　

 

︵
訳
者
注
︶
目
無
経
は
、
輪
郭
だ
け
の
下
絵
を
描
い
た
紙
に
経

典
を
書
写
し
た
も
の
。﹃
金
光
明
経
﹄
の
う
ち
、
京
都
国
立
博

物
館
に
収
蔵
さ
れ
る
の
は
第
三
巻
︵
完
本
︶
の
み
で
、
東
京
国

立
博
物
館
に
は
断
簡
二
点
︵
巻
二
・
巻
四
︶
が
あ
る
。
こ
こ
に

挙
げ
ら
れ
た
以
外
に
も
、
根
津
美
術
館
︵
東
京
都
︶・
逸
翁
美

術
館
︵
大
阪
府
︶
な
ど
に
断
簡
が
あ
る

︵
38
︶
辻
善
之
助
﹃
日
本
仏
教
史
﹄
第
一
巻
︵
東
京
・
岩
波
書
店
、
一

九
六
○
年
︶
六
五
九
頁
。
辻
は
多
く
の
一
次
史
料
か
ら
、
日
本

仏
教
の
宗
教
実
践
に
関
す
る
膨
大
な
量
の
情
報
を
集
積
し
分
析

し
て
い
る
の
で
、
こ
の
書
籍
は
研
究
者
に
と
っ
て
大
変
な
価
値

を
持
っ
て
い
る
。
視
野
の
広
い
分
析
は
欠
け
て
い
る
し
、
日
本

の
年
号
を
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
換
算
す
る
時
に
日
付
の
誤
り
が
あ

る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
変
な
価
値
が
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
な
い
。

︵
39
︶
辻
﹃
日
本
仏
教
史
﹄
六
五
九
頁
。

︵
40
︶
た
と
え
ば
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。
藤
原
清
衡
︵
一
○
五

六
～
一
一
二
八
︶
は
、
一
一
一
七
年
前
後
に
、
紺
紙
金
銀
交
書

の
一
切
経
を
製
作
さ
せ
た
。
こ
れ
は
﹁
清
衡
経
﹂
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
。
鳥
羽
上
皇
︵
一
一
○
三
～
五
六
︶
は
十
二
世
紀
半

ば
、
紺
紙
金
字
の
一
切
経
を
製
作
さ
せ
た
。
こ
れ
は
後
白
河
上

皇
が
神
護
寺
に
施
入
し
た
の
で
、
現
在
は
﹁
神
護
寺
経
﹂
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
美
福
門
院
は
一
一
五
九
年
、
鳥
羽
上
皇
の

菩
提
の
た
め
、
紺
紙
金
字
の
一
切
経
を
施
入
し
て
い
る
。
藤
原

秀
衡
︵
一
一
二
二
～
八
七
︶
は
、
一
一
七
八
年
前
後
に
、
紺
紙

金
字
の
一
切
経
を
完
成
し
て
い
る
。

︵
41
︶
辻
﹃
日
本
仏
教
史
﹄
六
五
九
頁
。︵
訳
者
注
︶
辻
著
原
文
は
﹁
白

河
の
小
堂
﹂。
こ
の
﹁
白
河
﹂
は
、
白
河
天
皇
の
こ
と
で
は
な
く
、

京
都
の
地
名
。
ま
た
、
辻
著
に
は
﹁
東
寺
の
或
聖
人
﹂
と
あ
る

が
、﹃
中
右
記
﹄
本
文
で
は
﹁
東
光
寺
聖
人
﹂
と
あ
る
。
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︵
42
︶﹃
百
錬
抄
﹄、﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系
﹄
第
十
一
巻
︵
東
京
・
国

史
大
系
刊
行
会
、
一
九
二
九
年
︶
所
収
、
五
○
頁
。
辻
は
誤
っ

て
、
こ
の
事
件
を
一
一
一
七
年
に
起
こ
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
。

辻
﹃
日
本
仏
教
史
﹄
六
五
九
頁
。︵
訳
者
注
︶
辻
著
に
は
﹁
永

久
五
年
六
月
朔
﹂
の
事
件
と
し
て
い
る
が
、﹃
百
錬
抄
﹄
で
は

永
久
三
年
︵
西
暦
一
一
一
五
︶
六
月
一
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。

︵
43
︶
辻
前
掲
書
六
五
九
頁
。

︵
44
︶
以
下
、
特
記
し
な
い
限
り
、
定
信
の
事
跡
は
辻
の
研
究
に
よ
る
。

辻
前
掲
書
六
六
○
～
六
六
一
頁
。

︵
45
︶
辻
前
掲
書
六
六
○
頁
。

︵
46
︶
小
松
茂
美
﹁
一
時
三
礼
の
写
経
﹂、﹃M

U
SEU

M

﹄
一
八
六
号
︵
一

九
六
六
年
︶
三
頁
。

︵
47
︶
田
中
塊
堂
﹃
日
本
写
経
綜
鑒
﹄︵
京
都
・
思
文
閣
、
一
九
七
四
年
︶

二
四
頁
。

︵
48
︶
小
松
﹁
一
字
三
礼
の
写
経
﹂
三
頁
。

︵
49
︶
以
下
の
色
定
に
関
す
る
記
述
は
、
辻
の
研
究
に
も
と
づ
く
。
辻

﹃
日
本
仏
教
史
﹄
六
六
一
～
六
二
頁
。︵
訳
者
注
︶
色
定
一
切
経

に
つ
い
て
は
、
現
存
し
て
い
る
も
の
の
筆
跡
比
較
か
ら
、
複
数

の
書
写
者
が
い
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
な
お
、
以
下
の
﹁
香

を
焚
き
こ
め
て
﹂
と
い
う
記
述
は
、
辻
著
に
は
存
在
し
な
い
。

︵
50
︶﹃
大
般
若
波
羅
蜜
経
﹄、
大
正
蔵
二
二
○
番
、
大
正
巻
五
・
一
上

四
～
巻
七
・
一
一
一
○
中
三
。

︵
51
︶
辻
﹃
日
本
仏
教
史
﹄
六
六
三
頁
。

︵
52
︶
同
上
。

︵
53
︶
同
上
六
六
四
頁
。

︵
54
︶
同
上
。

︵
55
︶
中
村
元
他
編
﹃
岩
波
仏
教
辞
典
﹄︵
東
京
・
岩
波
書
店
、
一
九

八
九
年
︶
三
○
頁
。

︵
56
︶
同
様
の
例
と
し
て
タ
ナ
ベ
は
、
冷
泉
天
皇
︵
九
五
○
～
一
○
一

一
︶
の
事
跡
を
挙
げ
て
い
る
。
冷
泉
天
皇
は
幾
つ
か
の
経
典
を

書
写
し
て
い
る
が
、
一
字
書
く
ご
と
に
お
祈
り
し
た
こ
と
が
、

﹃
本
朝
文
集
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
。W

illa Tanabe, Paintings of 
the Lotus Sutra (N

ew
 York, Tokyo: W

eatherhill, 1988 ), 
46 .

﹃
本
朝
文
集
﹄、﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系
﹄
巻
三
○
︵
東
京
・

国
史
大
系
刊
行
会
、
一
九
二
九
年
︶
所
収
、
二
○
五
頁
。

︵
57
︶
運
慶
の
写
経
に
関
し
て
は
、
辻
﹃
日
本
仏
教
史
﹄
六
七
二
～
七

三
頁
に
よ
る
。
小
松
﹁
一
字
三
礼
の
写
経
﹂
四
～
八
頁
を
も
参

照
。

︵
58
︶
宣
房
の
写
経
に
つ
い
て
は
、
小
松
前
掲
論
文
三
～
八
頁
に
よ
る
。

︵
訳
者
注
︶﹁
五
部
大
乗
経
﹂
は
、﹃
華
厳
経
﹄﹃
大
集
経
﹄﹃
大

品
般
若
経
﹄﹃
法
華
経
﹄﹃
涅
槃
経
﹄
の
こ
と
。

︵
59
︶﹃
大
集
経
﹄︵
大
正
蔵
三
九
七
番
。
大
正
蔵
巻
一
三
・
一
上
四
～

四
○
七
上
一
七
︶。

︵
60
︶
他
の
同
様
な
例
に
つ
い
て
、
小
松
﹁
一
字
三
礼
の
写
経
﹂
四
頁
。

︵
61
︶
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
下
記
参
照
。
久
野
健
・
中
村
元
編
﹃
仏

教
美
術
事
典
﹄︵
東
京
・
東
京
書
籍
、
二
○
○
二
年
︶
四
九
九

～
五
○
○
頁
。

︵
62
︶
こ
れ
ら
の
用
語
は
、
以
下
の
論
文
に
よ
る
。
池
見
澄
隆
﹁
罪
と

そ
の
解
決
﹂、
宮
次
男
編
﹃
法
華
経
の
真
理　

救
い
を
も
と
め

て
﹄︵
東
京
・
集
英
社
、
一
九
八
九
年
︶
一
二
九
頁
。
同
頁
に
は
、
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小
さ
な
石
に
書
か
れ
た
石
経
の
画
像
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

︵
63
︶
同
上
。

︵
64
︶
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
以
下
参
照
。
関
秀
夫
﹃
経
塚

と
そ
の
遺
物
︵
日
本
の
美
術　

二
九
二
︶﹄︵
東
京
・
至
文
堂
、

一
九
九
○
年
︶
七
○
～
七
九
頁
。

︵
65
︶
瓦
経
の
画
像
は
、
同
上
一
二
八
頁
。

︵
66
︶
田
中
﹃
日
本
写
経
綜
鑒
﹄
二
七
頁
。

︵
67
︶
池
見
﹁
罪
と
そ
の
解
決
﹂
一
二
八
頁
。

︵
68
︶
同
上
一
二
九
頁
。

︵
69
︶
同
上
。

︵
70
︶
同
上
。

︵
71
︶
田
中
﹃
日
本
写
経
綜
鑒
﹄
二
七
頁
。

︵
72
︶
血
書
に
つ
い
て
詳
し
く
は
下
記
参
照
。John K
ieschnick, “ B

lood 
W

riting in C
hinese B

uddhism
,”  Journal of the International 

Association of Buddhist Studies 23 (2000 ): 177 -94 .

︵
73
︶Tanabe, Paintings of the Lotus Sutra, 56 .
︵
訳
者
注
︶
頼
長
の

日
記
﹃
台
記
﹄
久
安
元
年
閏
十
月
二
十
五
日
～
二
十
七
日
に
記

載
が
あ
る
。
敦
任
は
血
を
提
供
し
た
の
で
は
な
く
、
頼
長
が
指

を
切
る
補
助
を
し
て
い
る
。

︵
74
︶
永
積
安
明
・
島
田
勇
雄
校
注
﹃
保
元
物
語　

平
治
物
語
︵
日
本

古
典
文
学
大
系
第
三
一
巻
︶﹄︵
東
京
・
岩
波
書
店
、
一
九
六
一

年
︶
一
七
九
頁
。

︵
75
︶Fabio R

am
belli, Buddhist M

ateriality: A C
ultural H

istory of 
O

bjects in Japanese B
uddhism

 (Stanford: Stanford 
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