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「
一
遍
聖
絵
」
の
入
洛
場
面
に
み
る
絵
画
表
現
を
め
ぐ
っ
て

相　

澤　

正　

彦

は
じ
め
に

　

一
遍
の
生
涯
や
言
動
に
つ
い
て
、
生
前
に
記
さ
れ
た
文
書
や
資
料
は
一
切
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、「
一
遍
聖
絵
」（
以
下
、

聖
絵
と
す
る
）
と
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
は
一
遍
に
つ
い
て
の
第
一
次
史
料
的
な
扱
い
が
な
さ
れ
て
き
た
。
聖
絵
（
清
浄
光
寺
・
東

京
国
立
博
物
館
蔵
）
は
歿
後
十
年
（
一
二
九
九
年
）
を
期
し
、
異
母
弟
で
弟
子
と
言
わ
れ
る
聖
戒
が
報
恩
の
た
め
自
ら
詞
章
を
作
成

し
十
二
巻
構
成
で
制
作
し
た
も
の
、「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」（
各
寺
他
蔵
）
は
そ
の
後
間
も
な
く
し
て
（
一
三
〇
三
〜
〇
九
年
）、
一
遍

伝
に
二
祖
他
阿
真
教
伝
を
合
わ
せ
十
巻
と
し
、
宗
門
の
制
戒
的
役
割
を
担
っ
て
制
作
さ
れ
た
。
前
者
は
聖
戒
の
私
的
な
思
惑
が
、
後

者
は
教
団
と
し
て
の
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
両
者
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
時
衆
た
ち
へ
の

誤
解
、
批
判
に
対
し
て
、
絵
巻
を
制
作
し
貴
顕
や
為
政
者
の
披
見
を
通
し
て
、
宗
門
の
正
当
性
を
主
張
せ
ん
と
す
る
目
的
も
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
一
遍
聖
絵
に
つ
い
て
は
、
一
遍
の
思
想
と
聖
戒
の
思
惑
と
が
錯
綜
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
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莫
大
な
費
用
の
調
達
源
で
あ
り
絵
巻
作
り
に
長
け
た
貴
族
た
ち
の
趣
向
が
加
味
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
こ
と
が
聖
絵
の

絵
画
表
現
を
複
雑
化
す
る
と
と
も
に
、
す
ぐ
れ
て
奥
深
く
魅
力
に
富
ん
だ
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
聖
戒
が
当
時
の
一
遍
や
時
衆
へ
の
誤
解
、
誹
謗
に
対
し
、
正
当
な
理
解
と
認
知
を
目
指
し
た
証
左
を
、
聖
絵
第
七
巻

の
一
遍
入
洛
時
の
踊
念
仏
を
中
心
と
し
た
絵
画
表
現
に
求
め
、
そ
れ
を
王
法
と
仏
法
の
相
依
と
い
う
中
世
の
政
体
理
念
か
ら
解
釈
す

る
こ
と
で
、
聖
絵
第
七
巻
の
重
要
性
と
そ
れ
に
伴
う
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
一
考
し
た
い（₁
）。

一
、
一
遍
聖
絵
の
構
造

　

ま
ず
全
十
二
巻
を
一
望
の
も
と
に
見
て
み
た
い
（
図
₁
）。
そ
こ
に
は
第
一
巻
か
ら
逐
次
、
一
遍
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
巻
を
開
い
て

い
く
と
い
う
鑑
賞
法
で
は
見
え
て
こ
な
い
も
の
が
あ
る
。
有
体
に
言
え
ば
、
全
十
二
巻
の
不
均
衡
な
内
容
構
成
で
あ
る
。
そ
も
そ
も

十
二
巻
四
十
八
段
に
、
一
遍
の
生
涯
が
均
等
に
配
列
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
丁
度
真
ん
中
ほ
ど

に
あ
た
る
第
七
巻
を
大
き
な
山
場
と
し
て
、
そ
の
前
と
後
で
は
配
当
さ
れ
る
年
月
の
長
短
、
内
容
や
性
格
に
大
き
な
相
異
を
き
た
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
第
七
巻
ま
で
の
三
十
段
に
は
、
幼
い
一
遍
が
聖
達
や
華
台
の
仏
門
に
入
る
こ
と
を
皮
切
り
に
、
遊
行
へ
の
旅
立

ち
、
善
光
寺
や
伊
予
窪
寺
に
お
け
る
感
得
、
四
天
王
寺
で
の
賦
算
開
始
、
熊
野
で
の
開
悟
、
福
岡
の
市
や
鎌
倉
入
り
で
の
法
難
の
後

に
、
京
都
に
お
い
て
熱
狂
的
に
迎
え
入
れ
ら
れ
化
益
に
成
功
、
そ
の
直
後
に
重
い
病
を
得
て
過
去
を
回
想
す
る
と
い
う
四
十
五
年
間

（
出
家
か
ら
数
え
て
も
三
十
二
年
間
）
の
事
跡
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
ま
で
は
い
か
に
も
祖
師
行
状
絵
伝
に
ふ
さ
わ
し
い
展
開
と
完
結
性

を
も
つ
も
の
で
、
ま
さ
に
一
遍
の
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
っ
て
も
よ
い
性
格
を
持
つ
。
こ
の
第
七
巻
ま
で
が
、
東
国
各
地
を
含
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め
全
国
を
舞
台
と
す
る
の
に
対
し
、
第
八
巻
か
ら
十
二
巻
ま
で
の
十
八
段
は
入
寂
に
至
る
五
年
の
遊
行
を
、
西
国
、
特
に
後
半
は
瀬

戸
内
海
周
辺
を
中
心
に
展
開
す
る
。
そ
こ
に
は
一
遍
や
聖
戒
の
出
自
に
当
た
る
河
野
氏
の
故
地
も
含
め
た
親
和
的
な
風
土
が
広
が
っ

て
い
る
。
内
容
に
つ
い
て
も
、
一
遍
の
大
き
な
思
想
的
変
化
も
な
け
れ
ば
布
教
の
困
苦
も
な
く
、
む
し
ろ
一
遍
の
常
人
と
は
異
な
る

聖
者
と
し
て
の
資
質
が
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

こ
の
こ
と
は
聖
絵
の
綿
密
な
構
成
か
ら
し
て
も
、
極
め
て
意
図
的
な
も
の
と
解
せ
よ
う
。
第
八
巻
以
降
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
第

十
二
巻
の
三
段
分
を
費
や
し
た
一
遍
の
入
滅
だ
と
す
れ
ば
、
第
七
巻
ま
で
の
そ
れ
は
、
四
段
分
を
費
や
し
て
入
洛
前
後
を
描
い
た
第

七
巻
の
入
洛
化
益
、
そ
の
中
で
も
一
遍
が
一
期
の
行
儀
と
み
な
し
た
踊
念
仏
と
み
な
さ
れ
る
。
以
下
、
第
七
巻
の
一
遍
一
行
の
入
洛

前
後
の
絵
画
表
現
を
内
容
に
沿
っ
て
み
て
い
き
た
い（₂
）。

二
、
一
遍
の
王
都
入
城

（
1
）
入
洛
へ
の
道
程

　

第
七
巻
の
四
段
分
は
、
近
江
草
津
の
遊
行
か
ら
始
ま
り
京
洛
化
益
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
後
の
洛
西
桂
で
の
述
懐
、
と
い
う
内
容

で
あ
る
が
、
綿
密
に
計
算
さ
れ
た
連
関
性
を
持
ち
、
一
巻
自
体
で
完
結
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
内
容
の
主
た
る
も
の
を
挙
げ
て

み
る
。
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第
一
段
（
絵
は
関
寺
で
の
踊
念
仏
）（
図
₄
）

・
近
江
草
津
に
て
通
夜
の
勤
行
後
、
雷
電
・
風
雨
と
な
っ
て
伊
勢
神
と
山
王
権
現
が
現
れ
一
遍
に
結
縁
。

・
萱
津
に
て
日
中
礼
讃
の
時
、
伊
勢
神
が
蜂
の
姿
で
現
れ
る
。

・
横
川
の
真
縁
と
芳
契
を
交
わ
し
、
数
日
の
化
導
を
無
事
に
済
ま
せ
る
。

・
関
寺
に
入
っ
た
当
初
、
三
井
寺
衆
徒
の
許
可
が
下
り
ず
関
の
そ
ば
の
草
堂
に
逗
留
す
る
。
そ
の
後
許
可
を
得
て
関
寺
に
て
七
日
間

の
行
法
を
行
う
。
さ
ら
な
る
法
談
に
よ
り
二
七
日
の
念
仏
延
長
が
叶
う
。

第
二
段
（
絵
は
四
条
釈
迦
堂
で
の
賦
算
）（
図
₅
）

・
閏
四
月
十
六
日
、
関
寺
か
ら
入
洛
。
四
条
釈
迦
堂
に
入
る
。

・
七
日
後
、
因
幡
堂
に
移
動
、
土
御
門
入
道
前
内
大
臣
が
拝
参
結
縁
、
和
歌
贈
答
。

・
土
御
門
入
道
内
大
臣
の
問
い
に
返
書
。

・
三
条
悲
田
院
に
一
日
一
夜
逗
留
、
蓮
光
院
に
出
向
き
翌
朝
、
蓮
光
院
方
丈
と
和
歌
贈
答
。

第
三
段
（
絵
は
市
屋
道
場
で
の
踊
念
仏
）（
図
₆
）

・
雲
居
寺
、
六
波
羅
蜜
寺
巡
拝
。

・
唐
橋
法
印
印
承
、
夢
の
記
を
持
参
、
一
遍
そ
の
讃
嘆
を
戒
し
む
。

・
従
三
位
基
長
、
夢
の
記
を
持
参
、
一
遍
そ
の
書
を
放
擲
す
。

・
京
都
化
導
は
四
十
八
日
間
に
及
び
、
そ
の
間
、
空
也
遺
跡
市
屋
道
場
に
も
久
し
く
逗
留
す
る
。

・
こ
れ
ま
で
の
遊
行
の
覚
悟
を
披
歴
。

第
四
段
（
絵
は
西
京
桂
に
逗
留
す
る
一
遍
と
時
衆
）（
図
₇
）
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・
五
月
二
十
二
日
、
市
屋
道
場
か
ら
西
京
桂
に
移
動
。
あ
る
人
の
便
り
に
返
答
。

・
病
を
え
て
会
下
の
時
衆
に
男
女
の
因
縁
を
述
べ
る
。

　

以
下
、
こ
れ
に
と
も
な
う
絵
画
表
現
を
合
わ
せ
見
て
い
き
た
い
。

　

弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
閏
四
月
、
一
遍
と
時
衆
一
行
は
近
江
を
抜
け
て
入
洛
を
試
み
る
。
彼
ら
は
何
の
障
害
も
な
く
洛
中
に
入

り
、
化
益
も
成
功
の
裡
に
終
わ
る
。
こ
れ
を
鎌
倉
入
り
が
拒
否
さ
れ
た
こ
と
（
第
五
巻
第
五
段
）（
図
₂
）
と
対
応
さ
せ
て
、
一
遍
と

貴
族
階
層
の
深
い
結
び
つ
き
を
表
わ
す
と
い
う
説
が
あ
る
。
確
か
に
鎌
倉
、
京
都
と
い
う
政
治
的
な
中
枢
都
市
の
重
要
さ
は
、
こ
れ

ま
で
の
一
遍
の
遊
行
の
地
と
は
比
重
が
異
な
ろ
う
。「
鎌
倉
入
り
の
作
法
に
て
化
益
の
有
無
を
さ
だ
む
べ
し
、
利
益
た
ゆ
べ
き
な
ら
ば

是
を
最
後
と
思
べ
き
（
鎌
倉
で
の
念
仏
勧
進
の
布
教
が
成
功
す
る
か
否
か
を
見
定
め
た
い
。
成
功
し
な
け
れ
ば
念
仏
勧
進
は
最
後
に

し
た
い
）」
と
い
う
一
遍
自
ら
の
悲
壮
な
言
葉
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
化
益
の
可
否
を
試
す
と
い
う
意
志
が
読
み
取
れ
る
が
、
入
洛
に
も

同
じ
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
聖
絵
の
第
六
巻
第
二
段
の
詞
書
に
は
、
鎌
倉
化
益
の
失
敗
の
後
に
「
か
た
せ
を
た
ち
て
み
や
こ

の
か
た
へ
修
行
し
給
」
と
あ
り
、
次
な
る
目
的
地
と
し
て
「
み
や
こ
の
か
た
」
京
を
明
確
に
目
指
し
出
発
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
よ
っ
て
当
時
の
一
遍
一
行
の
目
標
は
鎌
倉
と
京
と
い
う
二
つ
の
政
治
都
市
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
の
途
次
の
近
江

に
は
一
遍
を
誹
謗
す
る
天
台
門
徒
が
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
あ
え
て
迂
回
せ
ず
に
真
っ
た
だ
中
を
西
進
し
た
こ
と
は
、
鎌
倉
・
京
都

と
同
様
、
天
台
門
徒
に
対
し
て
も
念
仏
勧
進
の
可
否
を
試
し
た
い
と
い
う
意
志
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
い
や
む
し
ろ
そ
の
許
可
を
得

る
こ
と
は
、
入
洛
に
も
極
め
て
大
き
な
後
ろ
盾
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
京
に
は
六
波
羅
探
題
が
あ

り
、
検
非
違
使
も
お
り
、
宮
廷
貴
族
で
さ
え
も
一
遍
に
対
す
る
受
け
取
り
方
は
様
々
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

こ
の
最
も
困
難
を
伴
う
近
江
通
過
か
ら
京
都
入
洛
に
お
い
て
、
鎌
倉
入
り
と
同
じ
く
綿
密
な
計
画
を
立
て
つ
つ（₃
）、

時
間
を
要
し
て
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進
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
以
下
、
聖
絵
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

鎌
倉
出
立
は
弘
安
五
年
七
月
十
六
日
、
そ
の
後
、
三
島
、
富
士
を
へ
て
月
日
は
不
明
だ
が
弘
安
六
年
中
に
一
行
は
尾
張
国
甚
目
寺

に
い
た
。
た
と
え
そ
の
年
の
頭
の
こ
と
と
し
て
も
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
五
ヶ
月
近
く
が
過
ぎ
て
い
る
。
そ
の
後
、
草
津
を
経
由
し
、

次
に
は
山
門
の
学
僧
と
し
て
聞
こ
え
た
真
縁
と
法
談
す
る
。
聖
絵
は
年
月
日
を
記
し
て
い
な
い
が
、「
一
遍
上
人
語
録
」（
岩
波
版
『
日

本
思
想
大
系
』
所
収
）
に
は
「
四
月
廿
二
日
」
付
の
真
縁
宛
て
の
返
書
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
弘
安
六
年
の
こ
と
と
し
て
も
鎌
倉

出
立
か
ら
も
は
や
九
ヶ
月
、
弘
安
七
年
で
あ
れ
ば
二
十
一
ヶ
月
の
月
日
を
要
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
ま
れ
真
縁
と
芳
契
を
交
わ
し
た
こ
と
で
、
山
門
領
で
の
化
益
に
成
功
し
、
続
い
て
寺
門
大
衆
か
ら
も
関
寺
で
の
行
道
が
許
さ
れ

る
。
逢
坂
の
関
の
街
道
沿
い
に
あ
っ
た
関
寺
に
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
京
都
市
中
は
指
呼
の
距
離
に
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
入
洛
は
「
同

七
年
秊
閏
四
月
十
六
日
関
寺
よ
り
四
条
京
極
の
釈
迦
堂
に
い
り
」
と
聖
絵
に
あ
り
、「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
も
同
様
に
「
閏
四
月
十
六

日
、
関
寺
を
立
て
洛
中
に
入
給
」（
第
三
巻
第
三
段
）
と
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
関
寺
か
ら
一
気
に
入
洛
し
た
と
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
真
縁
と
の
法
談
は
弘
安
七
年
四
月
の
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
後
一
月
ほ
ど
一
遍
と
時
衆
た
ち
は
関
寺
（
も
し
く
は
関
の
草
堂
な

ど
）
に
逗
留
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
は
関
寺
を
管
掌
し
て
い
た
園
城
寺
の
協
力
は
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
聖
絵
に
園

城
寺
関
係
の
人
物
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
浅
か
ら
ぬ
因
縁
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
同
調
す
る
。

　

以
上
、
詞
書
に
書
か
れ
る
と
お
り
、
一
遍
一
行
は
鎌
倉
か
ら
京
へ
の
道
程
に
、
確
か
に
二
年
近
く
を
要
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ら
た

め
て
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
そ
こ
に
は
京
都
化
益
の
末
、
重
病
に
お
ち
い
っ
た
と
い
う
一
遍
の
健
康
上
の
問
題
も
あ
っ
た
の
や
も
し
れ

ぬ
し
、
他
所
へ
の
遊
行
も
あ
っ
た
も
の
か
。
が
、
そ
れ
以
上
の
可
能
性
と
し
て
天
台
領
お
よ
び
京
都
の
化
益
に
時
間
を
か
け
期
を
伺

い
つ
つ
事
を
運
ん
だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
、
入
洛
が
一
行
に
と
っ
て
、
も
は
や
失
敗
が
許
さ
れ
な
い
大
き
な
意
味
を
持
っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
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（
2
）
天
台
領
通
過

　

入
洛
の
途
次
の
大
き
な
障
害
で
あ
る
天
台
門
徒
た
ち
と
一
遍
一
行
の
接
触
に
関
す
る
絵
画
化
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　

そ
の
状
況
は
、
第
一
段
の
詞
書
に
い
う
「
江
州
は
お
ほ
く
山
門
の
領
た
る
に
よ
り
て
ひ
さ
し
く
帰
依
の
事
し
か
る
べ
か
ら
ざ
る
よ

し
あ
ひ
ふ
れ
ら
る
ゝ
と
き
こ
え
し
か
と
も
」
と
い
う
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
山
門
徒
に
つ
い
て
は
、
横
川
の
遁
世
僧
な

が
ら
叡
山
を
代
表
す
る
学
僧
の
真
縁（₄
）が

来
臨
し
、
こ
れ
と
芳
契
を
か
わ
し
た
こ
と
で
幸
運
に
も
数
日
の
化
導
が
許
さ
れ
る
。
こ
の
許

可
は
一
遍
一
行
に
と
っ
て
極
め
て
大
き
か
っ
た
ろ
う
。
遁
世
僧
と
言
え
ど
も
時
宗
批
判
を
繰
り
返
す
急
先
鋒
の
天
台
山
門
が
こ
れ
を

認
め
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
次
な
る
寺
門
徒
側
で
は
、
最
初
は
制
止
さ
れ
一
行
は
関
の
ほ
と
り
の
草
堂
に
留
め
お
か
れ
る
。

が
、
結
局
は
許
し
が
出
て
、
関
寺
に
て
七
日
の
行
法
を
行
う
の
だ
が
、
法
談
し
た
智
徳
た
ち
に
別
れ
を
惜
し
ま
れ
、
二
七
日
間
の
延

行
も
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
行
法
に
つ
い
て
、
詞
書
は
全
く
触
れ
な
い
が
、
絵
に
は
寺
門
徒
の
面
前
で
の
踊
念
仏
が
描
か
れ
て
い
る
（
図
₄
）。
こ
の
点
は

極
め
て
注
目
す
べ
き
で
、
聖
絵
や
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
を
見
る
限
り
、
天
台
側
の
具
体
的
な
一
遍
批
判
は
踊
念
仏
に
集
中
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
か
た
や
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
の
山
門
領
通
過
の
場
面
で
は
、
真
縁
で
は
な
く
、
桜
本
兵
部
阿
闍
梨
宴
聡
な
る
も
の

が
法
談
に
訪
れ
、「
お
ど
り
て
念
仏
申
さ
る
々
事
け
し
か
ら
ず
」
と
詰
問
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
聖
絵
第
四
巻
第
五
段
の
、
近
江
守

山
の
炎
魔
堂
で
一
遍
一
行
の
様
子
を
う
か
が
い
に
来
た
叡
山
東
塔
桜
本
の
兵
部
竪
者
重
豪
が
「
お
ど
り
て
念
仏
申
さ
る
々
事
け
し
か

ら
ず
」
と
批
判
す
る
場
面
と
重
複
し
て
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
状
況
で
園
城
寺
側
が
踊
念
仏
を
許
可
し
た
こ
と
が
、

次
な
る
京
都
で
の
踊
念
仏
成
功
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
よ
う
。
何
よ
り
も
詞
書
に
ま
っ
た
く
な
い
踊
念
仏

を
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
聖
絵
に
お
け
る
片
瀬
（
図
₃
）、
関
寺
（
図
₄
）、
洛
中
（
図
₆
）
の
三
場
面
は
、
踊
念
仏
の
描
出
と
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い
う
こ
と
で
強
く
連
関
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
三
場
面
の
描
出
と
も
詞
書
に
は
ま
っ
た
く
触
れ
ら
れ

て
い
な
い
点
で
極
め
て
故
意
的
で
あ
る
の
だ
が
、
鎌
倉
片
瀬
の
浜
で
は
本
来
が
鎌
倉
市
中
で
行
な
う
つ
も
り
だ
っ
た
踊
念
仏
を
描
き
、

逆
に
天
台
門
徒
の
前
で
の
踊
念
仏
を
認
可
の
象
徴
と
し
て
描
き（₅
）、

最
後
は
京
洛
で
の
踊
念
仏
に
至
る
と
い
う
、
一
遍
一
行
が
成
功
に

至
る
過
程
を
、
踊
念
仏
が
承
認
さ
れ
て
い
く
過
程
で
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

と
は
い
え
踊
念
仏
が
単
な
る
象
徴
と
し
て
表
さ
れ
た
だ
け
な
の
か
、
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
時
衆
の
根
幹
に

か
か
わ
る
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
後
の
第
四
章
で
言
及
し
た
い
。

（
3
）
入
洛
と
踊
念
仏
興
行

　

一
遍
が
入
洛
を
果
た
し
た
弘
安
七
年
閏
四
月
十
六
日
は
、
降
雨
が
あ
り
、
翌
十
七
日
に
は
そ
れ
が
洪
水
と
な
っ
て
京
都
市
中
に
未

曾
有
の
被
害
を
及
ぼ
し
た
（『
勘
仲
記
』）。
聖
絵
は
雨
な
ど
描
か
ず
、
も
は
や
入
洛
を
果
た
し
四
条
釈
迦
堂
に
て
賦
算
す
る
一
遍
を
描

く
（
図
₅
）。
絵
に
は
貴
賤
上
下
参
集
し
た
と
い
う
賦
算
時
の
喧
噪
が
、
そ
の
嬌
声
ま
で
聞
こ
え
る
か
の
よ
う
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。

京
都
市
中
に
も
一
遍
の
入
洛
を
心
待
ち
に
し
、
そ
の
成
功
に
向
け
画
策
し
た
人
々
も
少
な
か
ら
ず
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
看
過
で
き
な
い
の
は
、
編
者
の
聖
戒
当
人
も
こ
の
入
洛
に
同
行
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
こ
と
だ
。
こ
れ
は
第
一
段
詞

書
に
、
近
江
草
津
で
「
そ
の
か
た
は
ら
に
侍
り
し
か
は
」
と
あ
る
こ
と
で
裏
付
け
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
入
洛
に
も
付
き
添
い
、
そ
の

光
景
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
聖
戒
が
聖
絵
に
登
場
す
る
の
は
若
年
期
、
桜
井
で
一
遍
一
行
と
別
れ
る
ま
で
と
、
兵
庫

の
観
音
堂
で
の
一
遍
入
寂
場
面
が
一
般
に
知
ら
れ
る
が
、
こ
の
近
江
か
ら
の
入
洛
と
い
う
重
大
な
局
面
に
も
聖
戒
が
い
た
こ
と
は
、

極
め
て
重
視
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
聖
戒
自
身
が
洛
中
の
人
士
と
も
連
絡
を
取
り
合
え
る
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ

る
だ
け
で
な
く
、
入
洛
化
益
の
成
功
が
遊
行
勧
進
の
大
き
な
節
目
で
あ
る
と
い
う
切
迫
し
た
思
い
が
、
聖
戒
自
身
に
も
あ
っ
た
の
だ
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ろ
う
。

　

洛
中
の
状
況
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
釈
迦
堂
の
す
ぐ
横
の
東
京
極
通
り
に
は
、
京
都
警
護
の
武
士
が
常
駐

す
る
篝
屋
の
一
つ
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
人
気
も
な
く
脇
の
一
遍
化
益
の
喧
噪
も
知
ら
ず
存
ぜ
ぬ
と
い
っ
た
よ
う
に
、
さ
り
げ

な
く
描
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
管
轄
し
て
い
た
六
波
羅
探
題
も
動
い
た
気
配
は
な
く
、
砂
川
博
氏
は
こ

れ
ら
に
つ
い
て
黙
許
と
推
測
さ
れ
て
い
る（₆
）が

、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
状
況
だ
っ
た
の
だ
ろ
う（₇
）。

　

い
よ
い
よ
第
三
段
で
は
、
踊
念
仏
が
描
か
れ
る
（
図
₆
・
₈
）。
一
遍
自
ら
が
先
達
と
慕
っ
た
空
也
に
つ
い
て
、
聖
絵
も
各
箇
所
で

触
れ
て
い
る
。
こ
の
空
也
の
故
地
で
の
踊
念
仏
は
、
一
遍
の
望
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
生
涯
の
中
で
も
最
も
ブ
リ
リ
ア
ン
ト
な
事
跡
と

な
る
。
繰
り
返
す
よ
う
に
、
詞
書
は
踊
念
仏
に
全
く
触
れ
る
こ
と
が
な
い
に
も
か
か
か
わ
ら
ず
、
踊
念
仏
を
絵
画
化
し
て
い
る
の
は

こ
れ
こ
そ
が
重
視
さ
れ
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
、
一
遍
の
入
洛
は
こ
れ
が
最
初
で
は
な
く
、
一
つ
は
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）、
熊
野
か
ら
京
を
抜
け
伊
予
へ
帰
郷
す

る
時
（
第
三
巻
第
二
段
）、
二
つ
目
は
弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）、
春
か
ら
八
月
ま
で
因
幡
堂
を
拠
点
に
長
期
滞
在
し
た
時
（
第
四
巻

第
四
段
）
で
、
前
者
は
詞
書
に
記
さ
れ
る
の
み
、
後
者
は
因
幡
堂
内
の
一
遍
と
時
衆
二
人
を
描
く
の
み
で
、
聖
絵
中
、
最
も
素
っ
気

な
い
画
面
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
時
は
少
な
く
と
も
数
か
月
在
洛
し
て
い
る
た
め
、
空
也
が
踊
躍
念
仏
を
行
っ
た
市
屋
道
場
遺
跡
に

恭
敬
参
詣
し
た
こ
と
に
違
い
な
い
。
そ
も
そ
も
続
く
第
五
段
は
、
因
幡
堂
を
発
ち
信
濃
の
佐
久
の
在
家
の
段
で
空
也
の
踊
躍
念
仏
を

述
懐
し
、
小
田
切
の
武
士
の
館
で
初
め
て
踊
念
仏
を
執
り
行
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
在
京
中
の
空
也
遺
跡
へ
の
参
拝
は
確
実
で
あ
ろ

う
し
、
第
四
段
で
触
れ
て
お
い
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
の
第
七
巻
第
三
段
に
空
也
遺
跡
を
踊
念

仏
と
合
わ
せ
、
一
遍
を
そ
の
後
継
者
と
し
て
象
徴
的
に
描
き
た
か
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い（₈
）。

　

こ
こ
で
、
稿
者
が
最
も
注
目
し
た
い
の
は
、
以
前
か
ら
問
題
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
第
三
段
の
み
が
南
北
を
逆
転
し
て
描
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か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
段
は
四
条
大
橋
を
東
か
ら
渡
り
ほ
ぼ
連
続
し
て
四
条
釈
迦
堂
が
現
れ
る
こ
と
か
ら
南
か
ら
見
た
図

で
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
第
三
段
の
み
は
市
屋
道
場
の
東
側
を
流
れ
る
堀
川
が
道
場
の
左
側
に
描
か
れ
、
さ
ら
に
川
で
は
筏
が
画

面
上
（
南
）
か
ら
下
（
北
）
へ
と
流
れ
に
逆
ら
い
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
北
か
ら
見
た
光
景
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。
こ
の
忽
然
と
現
れ
る
南
北
逆
転
構
図
に
つ
い
て
の
主
な
る
所
説
と
し
て
、
五
味
文
彦
氏
は
第
二
段
初
頭
に

鴨
川
が
流
れ
て
い
る
関
連
か
ら
京
中
を
巡
る
川
の
機
能
を
強
調
し
た
も
の
と（₉
）、

黒
田
日
出
男
氏
は
市
屋
道
場
の
画
面
右
上
に
描
か
れ

る
五
輪
塔
に
注
目
し
、
こ
れ
を
空
也
を
表
象
す
る
聖
な
る
石
塔
と
見
て
、
当
時
は
道
場
の
南
側
に
あ
っ
た
と
仮
定
し
、
こ
れ
を
そ
の

ま
ま
画
面
下
に
描
く
こ
と
に
は
ば
か
り
が
あ
っ
た
た
め
南
北
を
逆
転
し
た
と
説
か
れ
て
い
る（₁₀
）。

そ
の
後
、
金
井
清
光
氏
は
、
こ
れ
を

古
代
・
中
世
人
の
御
所
を
起
点
と
し
た
京
都
市
街
の
一
般
的
な
描
き
方
で
、
こ
と
さ
ら
逆
転
構
図
と
し
て
見
る
必
要
が
な
い
と
さ
れ

て
い
る
が
、
な
ぜ
こ
の
場
面
の
み
を
そ
の
よ
う
に
し
た
の
か
に
は
触
れ
て
い
な
い（₁₁
）。

こ
の
問
題
は
改
め
て
第
五
章
で
触
れ
て
み
た
い
。

　

以
上
、
一
遍
一
行
の
入
京
前
後
と
そ
の
道
行
き
を
縷
々
述
べ
て
き
た
の
も
、
い
か
に
一
遍
や
聖
戒
が
入
洛
化
益
に
賭
け
周
到
な
計

画
の
元
に
踊
念
仏
を
と
り
お
こ
な
っ
た
か
が
、
絵
画
表
現
に
も
確
か
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
次
章

で
は
こ
の
京
洛
化
益
に
お
い
て
、
踊
念
仏
が
な
ぜ
こ
と
さ
ら
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
理
由
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

三
、
王
法
と
仏
法

　

一
遍
と
聖
戒
、
時
衆
た
ち
の
入
洛
に
つ
い
て
留
意
し
た
い
の
は
、
中
世
期
の
根
本
的
な
政
体
理
念
と
し
て
、
為
政
者
た
ち
に
共
有

認
識
さ
れ
て
い
た
王
法
仏
法
相
依
論
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
仏
法
は
仏
の
説
く
道
、
王
法
は
為
政
者
が
治
め
る
政
治
の
道
で
あ
る
。
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こ
の
仏
の
教
え
と
為
政
者
の
徳
の
あ
る
政
治
が
相
調
和
し
た
と
こ
ろ
に
、
理
想
的
な
世
界
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ

し
中
世
に
お
い
て
は
こ
の
仏
法
と
は
従
来
か
ら
の
顕
密
の
権
門
宗
派
が
対
象
で
あ
り
、
一
遍
自
身
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
ど
こ
ま
で

こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
編
者
聖
戒
に
は
ま
た
違
う
思
惑
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
聖
絵
に
は
、
こ
の
王
法
と
仏
法
の
相
依
に
関
連
す
る
こ
と
が
確
か
に
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
第

三
段
詞
書
に
掲
載
さ
れ
た
『
従
三
位
基
長
卿
、
夢
の
記
』
で
あ
る
。
一
遍
入
洛
を
寿
ぐ
た
め
に
藤
原
基
長
が
夢
に
見
た
こ
と
を
記
し

一
遍
の
元
に
届
け
た
一
巻
の
記
の
引
用
で
あ
る
。「
昔
、
唐
の
国
の
聖
王
の
時
代
に
、
仏
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
善
導
大
師
が
念
仏

を
長
安
の
都
に
広
め
、
今
我
国
で
は
聖
王
の
時
に
、
浄
土
か
ら
こ
の
世
に
現
れ
た
一
遍
上
人
が
熊
野
霊
社
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
称
名

念
仏
を
京
都
に
お
い
て
お
勧
め
に
な
る
（
橘
俊
道
『
現
代
語
訳　

一
遍
ひ
じ
り
絵
』）」（
原
文　

昔
大
唐
聖
紹
之
時
如
来
之
化
身
聞
滻

水
之
声
而
広
念
仏
於
上
都
今
本
朝
聖
明
之
代
浄
往
之
応
現
依
霊
社
之
告
而
勧
称
名
於
東
洛
）
と
あ
り
、
一
遍
の
入
洛
を
、
一
遍
が
祖

師
と
慕
っ
た
善
導
大
師
が
皇
帝
の
都
長
安
に
入
り
伝
道
し
た
こ
と
に
か
け
、
中
国
と
同
じ
く
聖
王
（
天
皇
）
の
京
都
で
一
遍
の
仏
法

が
説
か
れ
る
こ
と
を
寿
ぐ
と
い
う
、
い
わ
ば
王
法
仏
法
相
依
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
に
平
和
の
訪
れ
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
基
長
と

は
弘
安
七
年
当
時
、
従
三
位
に
あ
っ
た
藤
原
基
長
（
？
〜
一
二
八
九
年
）
の
こ
と
で
、
嘉
禎
三
年
（
一
二
三
七
）
に
藤
原
氏
の
勧
学

院
学
頭
を
皮
切
り
に
、
宮
廷
に
長
く
勤
仕
し
、
東
宮
学
士
、
晩
年
は
文
章
博
士
に
な
る
な
ど
学
識
者
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
最
後

は
侍
従
と
な
り
正
三
位
に
叙
さ
れ
た
。
い
わ
ば
上
堂
貴
族
の
学
識
者
と
い
う
風
趣
を
持
っ
た
人
で
、
聖
戒
に
と
っ
て
そ
の
言
説
は
引

用
す
る
に
足
る
重
み
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
一
遍
自
身
は
こ
の
賛
嘆
文
を
信
心
が
起
こ
れ
ば
良
い
こ
と
だ
、
と
言
っ
た
だ
け
で
放
擲
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
理

由
は
一
遍
を
神
格
化
し
て
い
る
主
旨
部
分
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ（₁₂
）、

王
法
仏
法
の
相
依
は
あ
く
ま
で
導
入
部
で
あ
る
に
し
ろ
、
聖
戒

は
こ
の
漢
文
体
の
文
面
を
長
々
と
引
用
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
聖
戒
の
主
張
の
一
つ
と
し
て
、
た
と
え
仏
法
が
顕
密
仏
教
に
あ
り
時
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衆
は
入
る
べ
く
も
な
い
に
し
ろ
、
一
遍
も
時
衆
も
仏
法
の
正
道
を
違
え
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
王
の
都
に
支
障
な
く

迎
え
入
れ
ら
れ
、
空
也
と
同
じ
よ
う
に
踊
念
仏
を
行
え
た
わ
け
で
あ
り
、
決
し
て
王
法
を
阻
害
す
る
も
の
で
な
い
、
と
す
る
点
に
も

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
聖
戒
が
こ
こ
ま
で
踊
念
仏
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
を
次
章
で
触
れ
た
い
。

四
、『
野
守
鏡
』「
天
狗
草
紙
」
へ
の
弁
明

　

聖
戒
は
聖
絵
を
な
ぜ
制
作
し
た
の
か
、
と
い
う
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
阿
部
泰
郞
氏
や
牧
野
淳
司
氏
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
の
が
、

一
遍
や
時
衆
を
誹
謗
す
る
『
野
守
鏡
』「
天
狗
草
紙
」（「
七
天
狗
絵
」）
に
対
し
て
の
反
駁
の
た
め
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

阿
部
氏
は
『
野
守
鏡
』
の
作
者
に
触
れ
つ
つ
、「
踊
り
念
仏
を
め
ぐ
る
両
者
（
稿
者
註　

一
遍
と
『
野
守
鏡
』
作
者
）
の
対
論
に
つ

い
て
、
時
衆
の
側
も
重
く
受
け
と
め
て
い
た
こ
と
は
、
聖
戒
の
『
一
遍
聖
絵
』
に
も
、
宗
俊
の
『
遊
行
上
人
縁
起
絵
』
に
も
共
に
取

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
明
ら
か
で
あ
る
。
特
に
『
聖
絵
』
は
正
安
元
年
に
成
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
『
野
守
鏡
』
及

び
『
七
天
狗
絵
』
の
批
判
に
応
え
る
べ
く
、
敢
え
て
一
遍
の
伝
記
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。」
と
さ
れ
て
い
る（₁₃
）。　

ま
た
牧
野
氏
も
あ
く
ま
で
予
測
と
し
な
が
ら
「『
一
遍
聖
絵
』
は
、『
野
守
鏡
』
や
『
天
狗
草
紙
』
に
お
い
て
な
さ
れ
た
批
判
に
対
す

る
応
答
と
い
う
側
面
も
持
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
こ
で
描
か
れ
た
一
遍
像
の
修
正
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
」
と
さ
れ
て
い
る（₁₄
）。

　

確
か
に
、『
野
守
鏡
』（
永
仁
三
年

－

一
二
九
五
）
や
「
天
狗
草
紙
」（
永
仁
四
年

－

一
二
九
六
）
は
、
二
作
と
も
聖
戒
が
聖
絵
編
纂

さ
な
か
の
十
年
間
に
立
て
続
け
に
成
っ
た
も
の
で
、
両
書
の
批
判
は
現
実
の
も
の
と
し
て
受
け
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ろ
う
。
両
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氏
の
言
う
よ
う
に
、
こ
れ
に
対
す
る
弁
明
が
、
聖
絵
の
各
箇
所
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
、
自
然
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
前
記
し
た
よ

う
に
、
聖
戒
も
小
田
切
の
里
で
の
踊
念
仏
興
行
の
詞
書
の
中
（
第
四
巻
第
五
段
）
で
、
踊
念
仏
が
正
し
い
行
儀
で
あ
る
こ
と
を
善
導

大
師
の
言
葉
を
引
用
し
て
縷
々
説
い
て
い
る（₁₅
）。

　
『
野
守
鏡
』
は
、
歌
論
書
で
あ
り
な
が
ら
禅
門
と
浄
土
門
を
高
圧
的
に
批
判
し
た
書
と
し
て
も
知
ら
れ
る
。
作
者
は
天
台
の
隠
遁
僧

と
さ
れ
て
お
り
、
当
時
、
歌
壇
に
新
風
を
巻
き
起
こ
し
た
京
極
流
歌
風
を
論
難
す
る
た
め
、
京
極
派
と
同
じ
異
端
と
し
て
禅
と
念
仏

を
俎
上
に
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
内
容
は
禅
門
と
念
仏
門
が
隆
昌
し
顕
密
の
教
学
を
修
す
る
事
が
無
く
な
っ
た
こ
と
を
僻
事
と
決
め
つ

け
、
そ
れ
ら
の
な
す
災
い
と
し
て
仏
法
ば
か
り
で
な
く
王
法
ま
で
も
衰
退
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
事
例
と
し
て
後
鳥
羽
院

の
御
代
末
期
に
住
蓮
、
安
楽
な
ど
が
出
て
念
仏
を
広
め
こ
の
亡
国
の
声
に
よ
っ
て
承
久
の
乱
が
起
き
王
法
が
衰
え
た
こ
と
、
ま
た
同

じ
時
期
に
禅
宗
で
は
建
仁
寺
、
次
い
で
建
長
寺
が
創
建
さ
れ
た
こ
と
が
王
法
を
衰
微
さ
せ
た
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
文
中
、「
王
法

を
と
ろ
へ
」
と
い
う
言
辞
が
三
度
も
出
て
く
る
の
は
看
過
出
来
な
い
。

　

言
い
が
か
り
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
当
時
の
浄
土
門
（
専
修
念
仏
）
お
よ
び
禅
門
が
王
法
衰
退
の
機
縁
を
作
っ
た
と
い
う
主

張
は
、
権
門
宗
派
に
よ
る
新
宗
派
批
判
の
定
石
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
続
い
て
「
又
一
遍
房
と
い
ひ
し
僧
、
念
仏
義
を

あ
や
ま
り
て
、
踊
躍
歓
喜
と
い
ふ
は
を
ど
る
べ
き
心
な
り
と
て
、
頭
を
ふ
り
足
を
あ
け
て
を
ど
る
を
も
て
、
念
仏
の
行
儀
と
し
つ
、

又
直
心
即
浄
土
な
り
と
て
い
ふ
文
に
つ
き
て
、
よ
ろ
づ
い
つ
は
り
て
す
べ
か
ら
ず
と
て
、
は
だ
か
に
な
れ
ど
も
見
苦
し
き
所
を
も
か

く
さ
ず
、
偏
に
狂
人
の
ご
と
く
に
し
て
、
に
く
し
と
思
ふ
人
を
ば
、
は
ば
か
る
所
な
く
放
言
し
て
（
後
略
）」
と
あ
っ
て
、
ま
ず
第
一

に
一
遍
の
踊
念
仏
を
や
り
玉
に
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
「
一
に
は
踊
躍
歓
喜
の
詞
は
諸
経
論
に
あ
り
と
い
へ
ど
も
諸
宗
の

祖
師
一
人
と
し
て
を
ど
る
義
を
た
て
ず
、
殊
更
善
導
和
尚
は
、
身
心
を
動
さ
ず
し
て
至
誠
心
を
表
給
ひ
け
る
う
へ
は
さ
ら
に
を
ど
る

べ
き
に
あ
ら
ず
（
後
略
）」
と
あ
っ
て
一
遍
は
浄
土
門
の
教
え
を
誤
っ
て
解
釈
し
、
こ
れ
ま
で
の
祖
師
た
ち
が
行
わ
な
か
っ
た
踊
念
仏
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を
盛
ん
に
勧
め
て
い
る
と
非
難
す
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
一
遍
誹
謗
の
文
言
や
絵
（
図
₉
）
が
出
て
く
る
の
は
「
天
狗
草
紙
」
や
「
魔
仏
一
如
絵
巻
」（
南
北
朝
期
）
と
い
っ
た
、
い

わ
ゆ
る
「
七
天
狗
絵
」
系
統
の
絵
巻
で
あ
る
。

　
「
七
天
狗
絵
」
は
、
現
在
、
詞
書
（
神
奈
川
・
称
名
寺
）
の
み
が
伝
わ
る
が
、
祖
本
的
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
知
ら
れ
、『
野
守

鏡
』
と
も
共
通
す
る
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
三
井
寺
巻
で
の
、
一
遍
に
対
す
る
批
判
は
よ
り
激
越
で
、
そ
の
第
七
に

は
、
仏
法
衰
微
の
要
因
と
し
て
僧
の
風
体
の
乱
れ
を
上
げ
、「
法
命
已
滅
亡
ノ
先
兆
ナ
ル
ヘ
シ
。
可
悲
々
々
、
是
等
ハ
偏
ニ
一
遍
房
ノ

所
行
也
。」
と
し
て
一
遍
を
や
り
だ
ま
に
挙
げ
る
の
で
あ
る
。
続
け
て
「
凡
、
我
朝
ノ
仏
法
ハ
中
比
、
一
向
専
修
興
行
ノ
時
、
聖
道
ナ

カ
ハ
ス
キ
テ
衰
微
シ
、」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
仏
法
を
衰
微
さ
せ
る
張
本
人
と
し
て
、
個
人
と
し
て
は
一
遍
一
人
の
名

が
挙
げ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
は
禅
門
批
判
に
移
り
、
中
国
で
は
そ
の
隆
昌
に
よ
り
顕
密
の
教
法
が
荒
廃
し
宋
朝
が
滅
ん

だ
と
す
る
、
い
わ
ば
王
法
衰
微
論
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
村
田
正
俊
氏
が
、
こ
の
書
を
当
時
の
仏
法
、
王
法
の
動
揺
に
対
す
る
仏
法

の
側
か
ら
の
解
決
策
を
示
さ
れ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
の
も
、
こ
れ
故
の
こ
と
で
あ
る（₁₆
）。

　

と
ま
れ
、
こ
の
系
統
の
「
天
狗
草
紙
」
を
み
る
と
、
天
狗
た
ち
が
仏
法
衰
微
を
た
く
ら
み
、
浄
土
門
と
禅
門
を
わ
ざ
と
流
行
ら
せ

る
と
い
う
筋
立
て
だ
が
、
浄
土
門
と
し
て
変
わ
ら
ず
や
り
玉
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
時
衆
に
他
な
ら
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
三

井
寺
巻
第
四
段
の
五
場
面
の
絵
に
は
、
踊
念
仏
を
は
じ
め
、
時
衆
の
巷
間
で
の
乱
行
が
描
か
れ
る
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
詞
書
は
こ
れ
を
「
一
向
衆
」
と
い
い
、「
念
仏
す
る
時
は
、
頭
を
振
り
肩
を
揺
り
て
踊
る
事
、
野
馬
の
ご
と
し
。
騒
が
し
き
こ

と
山
猿
に
異
な
ら
ず
」
と
し
て
踊
念
仏
批
判
を
行
う
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
「
七
天
狗
絵
」
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
村
田
正
俊
氏
や
若
林
晴
子
氏
に
よ
っ
て
、
園
城
寺
僧
を
想
定
す
る
有
力
な
説

が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
若
林
氏
は
園
城
寺
巻
を
見
る
と
、
他
宗
と
比
べ
園
城
寺
の
優
位
性
の
証
左
と
し
て
、
園
城
寺
の
仏
法
を
朝
廷
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の
盛
衰
と
関
係
付
け
、
そ
の
立
場
の
重
要
性
を
誇
示
す
る
と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
王
法
仏
法
相
依
論
が
述
べ
ら
れ
、
こ
れ
は
他
の
四

巻
す
な
わ
ち
他
宗
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る（₁₇
）。「

天
狗
草
紙
」
の
根
本
に
こ
の
よ
う
な
価
値
観
が
あ

る
と
す
れ
ば（₁₈
）、

こ
れ
と
対
置
し
て
誹
謗
さ
れ
て
い
る
時
衆
に
つ
い
て
、
仏
法
そ
し
て
王
法
ま
で
も
滅
ぼ
す
も
の
、
と
い
っ
た
主
張
が

展
開
さ
れ
る
の
も
首
肯
さ
れ
よ
う
。

　

畢
竟
「
天
狗
草
紙
」
に
は
、
仏
法
を
廃
れ
さ
せ
る
浄
土
門
の
代
表
と
し
て
時
衆
が
上
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
絵
巻
に
は
『
野

守
鏡
』
の
よ
う
な
王
法
衰
微
と
い
う
言
辞
は
見
ら
れ
な
い
。
が
、
時
衆
に
続
く
禅
門
批
判
で
、
中
国
で
は
教
法
が
廃
れ
禅
門
が
隆
盛

し
た
た
め
に
『
野
守
鏡
』
と
同
様
に
「
宋
朝
の
亡
国
に
な
り
ぬ
る
」
と
結
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
近
し
さ
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
『
野
守
鏡
』
と
「
天
狗
草
紙
」
と
い
う
連
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
一
遍
お
よ
び
時
衆
批
判
に
は
、
内
容
こ
そ
違

え
相
関
関
係
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
、
共
通
す
る
の
は
、

　

₁
、
そ
の
存
在
が
仏
法
、
王
法
い
ず
れ
も
廃
れ
さ
せ
る
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
。

　

₂
、
具
体
的
な
批
判
の
対
象
と
し
て
は
踊
り
な
が
ら
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
。

と
な
る
。

　
「
天
狗
草
紙
」
に
こ
と
さ
ら
に
悪
意
を
も
っ
て
描
出
さ
れ
た
一
遍
の
容
姿
は
、
明
ら
か
に
一
遍
そ
の
人
の
肖
像
で
あ
り
、
聖
戒
に
し

て
み
れ
ば
こ
の
誤
解
と
誹
謗
、
屈
辱
と
も
い
え
る
一
遍
と
時
衆
へ
の
批
判
を
何
と
か
払
拭
し
た
い
と
考
え
る
の
は
至
極
当
然
と
も
い

え
る
だ
ろ
う（₁₉
）。
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五
、
王
の
視
線

　

聖
戒
が
聖
絵
で
弁
明
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
第
七
巻
は
最
も
力
が
籠
も
る
と
こ
ろ
で
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
王
（
天
皇
）
の
治
め
る

都
城
に
何
の
支
障
も
な
く
招
き
入
れ
ら
れ
、
都
の
貴
顕
衆
庶
の
支
持
を
受
け
時
衆
の
最
も
大
き
な
行
儀
で
あ
る
踊
念
仏
を
王
の
目
の

前
で
大
々
的
に
執
り
行
っ
た
と
い
う
事
実
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
也
の
後
継
者
と
し
て
王
に
よ
っ
て
公
的
な
正
当
性
を
得
た
証

明
と
し
て
と
ど
め
、
時
衆
は
仏
法
も
王
法
も
衰
微
さ
せ
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
聖
絵
を
披
見
す
る
者
に
ア
ピ
ー
ル
し
た
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
鎌
倉
期
に
最
も
栄
華
を
極
め
た
西
園
寺
家
の
実
兼
（
一
二
四
九
〜
一
三
二
二
）
が
、
応

長
元
年
（
一
三
一
一
）
に
聖
絵
の
披
見
を
所
望
し
た
こ
と
が
、
聖
絵
納
箱
（
清
浄
光
寺
蔵
）
の
箱
蓋
裏
銘
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
。
当
時
、
実
兼
は
出
家
し
て
い
た
も
の
の
、
太
政
大
臣
に
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
宮
廷
の
最
高
権
力
者
の
披
見
は
、
聖
絵
の
享
受
層

を
推
定
す
る
上
で
、
今
後
大
き
な
視
座
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
聖
絵
は
天
皇
の
存
在
を
ど
こ
に
も
描
い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
先
に
ふ
れ
た
第
三
段
の
み
が
南
北
逆
転
構
図
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
京
師
の
地
図
類
に

は
南
か
ら
北
を
描
く
も
の
と
、
北
か
ら
南
を
描
く
も
の
の
二
つ
が
あ
る
が
、
後
者
は
内
裏
を
起
点
に
し
た
洛
中
を
描
い
て
い
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
な
れ
ば
こ
の
第
三
段
の
み
を
北
か
ら
七
条
の
空
也
遺
跡
見
た
構
図
に
お
き
か
え
た
の
は
、
内
裏
か
ら
見
た
、

す
な
わ
ち
王
が
あ
た
か
も
叡
覧
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
踊
念
仏
の
光
景
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
な
る（₂₀
）（

図
₁₀
）。

　

近
年
、
聖
絵
の
絵
画
表
現
を
中
世
の
都
市
図
、
と
い
う
論
点
か
ら
読
み
取
る
試
み
も
な
さ
れ
て
い
る（₂₁
）が

、
そ
れ
に
こ
だ
わ
ら
ず
と

も
、
こ
れ
ま
で
洛
中
洛
外
図
を
は
じ
め
と
し
て
都
市
を
描
い
た
絵
画
の
中
で
、
そ
れ
を
描
か
せ
た
人
物
の
表
象
や
視
点
を
読
み
取
る
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こ
と
が
で
き
る
作
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
造
進
者
を
画
中
に
登
場
さ
せ
る
作
例
も
あ
れ
ば
、
当
人
が
そ
の
絵
の
外
に
い

て
そ
の
作
品
や
画
中
の
景
観
を
見
つ
め
る
観
者
の
よ
う
に
描
か
れ
る
場
合
も
あ
っ
て
、
そ
の
手
法
が
幾
つ
か
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
第
七
巻
第
三
段
の
場
合
に
は
少
し
く
趣
向
が
異
な
り
、
王
も
こ
の
一
遍
の
踊
念
仏
を
あ
た
か
も
目
の

当
た
り
に
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
踊
念
仏
が
王
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
証
明
を
よ
り

強
固
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
（
図
₁₀
・
図
₈
）。
そ
し
て
、
第
三
段
に
そ
の
よ
う
な
意
図
を
凝
ら
し
た
の
は
絵
巻
制
作
に

長
け
た
貴
族
た
ち
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

一
遍
聖
絵
の
画
面
構
成
は
綿
密
に
計
算
し
尽
く
さ
れ
た
も
の
で（₂₂
）、

同
じ
洛
中
を
平
行
移
動
す
る
よ
う
に
南
か
ら
の
視
線
で
描
き
つ

つ
も
、
第
三
段
の
み
、
突
然
に
南
北
を
入
れ
替
え
た
構
図
は
、
従
来
の
解
釈
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
注
目
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
だ

と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
一
遍
一
行
も
し
く
は
聖
戒
が
、
京
洛
化
益
に
お
け
る
天
皇
、
上
皇
や
宮
廷
の
存
在
を
強
く
意
識
し
て
い
た
こ

と
を
念
頭
に
置
い
た
場
合（₂₃
）、

あ
ら
た
め
て
想
起
さ
れ
る
の
は
第
一
段
冒
頭
で
あ
る
。
近
江
に
入
っ
た
一
遍
に
山
王
神
と
伊
勢
神
と
が

結
縁
を
求
め
て
き
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
唐
突
な
話
で
あ
る
の
だ
が
、
要
す
る
に
山
王
神
は
天
台
の
垂
迹
神（₂₄
）、

伊
勢
伸

は
天
皇
家
の
祖
神
で
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
こ
れ
は
極
め
て
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
か
ら
決
行
す
る
近
江
通
過
（
天

台
）
や
京
洛
化
益
（
天
皇
家
）
で
の
一
遍
の
成
功
を
加
護
す
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
た
る
存
在
が
顕
現
し
結
縁
し
た
、
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
第
七
巻
の
四
段
分
は
、
首
尾
一
貫
し
た
構
成
が
な
さ
て
い
る
こ
と
が
あ
ら

た
め
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
る（₂₅
）。

　

留
意
す
べ
き
問
題
は
、
聖
戒
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
一
遍
自
身
は
入
洛
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
だ
。

空
也
へ
の
崇
敬
が
あ
っ
て
の
踊
念
仏
で
あ
っ
た
こ
と
は
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
か
っ
て
一
遍
自
身
が
政
治
都
市
鎌
倉
に
に
入
り
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化
益
す
る
こ
と
に
こ
だ
わ
り
を
見
せ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
京
都
に
お
い
て
も
王
城
の
主
の
前
で
空
也
と
同
じ
く
踊
念
仏
を
行
う
こ

と
で
念
仏
勧
進
の
正
否
を
問
う
、
と
い
う
覚
悟
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

六
、
第
八
巻
以
降
の
一
遍

　

最
後
に
、
一
遍
が
宿
願
を
果
た
し
た
第
七
巻
の
山
場
を
終
え
、
後
の
第
八
巻
以
降
の
残
り
十
八
段
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、

付
随
的
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

そ
こ
に
は
、
も
は
や
念
仏
勧
進
の
評
価
を
得
た
一
遍
の
最
後
の
五
年
間
の
遊
行
が
描
か
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
祖
師
行
状
絵
巻
と
し

て
の
起
伏
あ
る
内
容
が
醸
し
出
す
緊
張
感
や
、
第
七
巻
に
し
て
最
高
に
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
高
揚
感
が
、
巻
を
追
う
ご
と
に
徐
々

に
汐
が
引
い
た
よ
う
に
鎮
静
し
て
い
く
感
が
あ
る
。
舞
台
も
一
遍
や
聖
戒
の
故
地
と
し
て
親
和
的
な
風
土
で
も
あ
る
瀬
戸
内
地
域
が

主
に
な
り
、
残
さ
れ
た
日
々
の
平
穏
と
も
言
え
る
遊
行
が
淡
々
と
描
か
れ
る
。
第
十
二
巻
最
終
の
三
段
分
を
費
し
た
入
滅
場
面
は
臨

場
感
に
あ
ふ
れ
、
聖
戒
自
身
の
一
遍
へ
の
鎮
魂
、
慰
撫
の
念
か
ら
第
八
巻
以
降
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
だ
。

　

そ
こ
に
描
か
れ
る
一
遍
は
、
第
七
巻
ま
で
の
求
道
者
と
い
っ
た
性
格
よ
り
も
、
教
導
者
と
し
て
の
色
彩
を
よ
り
強
く
し
て
い
く
。

こ
の
指
摘
は
以
前
か
ら
あ
り（₂₆
）、

合
わ
せ
て
第
八
巻
以
降
は
説
教
場
面
が
多
い
と
い
う
指
摘
も
、
こ
れ
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
よ
う（₂₇
）。

教
導
者
と
し
て
の
カ
リ
ス
マ
性
を
担
保
す
る
よ
う
に
、
詞
書
に
は
今
ま
で
に
も
増
し
て
、
常
人
を
越
え
て
神
仏
の
託
宣
を
受
け
る
者
、

神
仏
と
感
応
す
る
聖
者
と
し
て
の
姿
が
強
調
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
主
な
る
も
の
を
下
記
に
示
す
が
、
幾
つ
か
の
パ

タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
（
数
字
は
最
初
が
巻
、
次
が
段
）。
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ア
、
神
仏
の
直
接
的
、
も
し
く
は
他
者
を
介
し
た
託
宣
、
夢
告
。

₃

－

₁　

熊
野
神
が
一
遍
に
託
宣
。

₄

－

₂　

大
隅
八
幡
宮
で
神
が
歌
を
下
し
一
遍
を
讃
嘆
。

₄

－

₄　

因
幡
堂
の
執
行
覚
順
に
、
薬
師
が
夢
告
し
一
遍
を
客
人
と
し
て
扱
う
よ
う
託
宣
。

₆

－

₄　

萱
津
宿
の
有
力
者
に
甚
目
寺
の
毘
沙
門
天
が
一
遍
を
客
人
と
し
て
宿
に
迎
え
る
よ
う
託
宣
。

₈

－

₃　

美
作
一
宮
の
神
、
一
の
禰
宜
に
夢
告
し
一
遍
の
聴
聞
を
希
望
（
社
殿
後
ろ
の
山
が
鳴
動
し
て
神
が
来
臨
。
み
こ
く
の
釜
が

供
養
を
願
い
鳴
動
）。

₉

－

₂　

丹
波
の
山
内
入
道
、
善
光
寺
参
り
を
期
す
が
、
善
光
寺
如
来
が
我
は
一
遍
の
元
に
い
る
と
い
う
夢
告
を
受
け
、
一
遍
の
元

に
参
ず
る
。

₁₀

－

₃　

大
山
祇
神
社
の
神
が
地
頭
代
の
平
忠
泰
に
夢
告
し
、
一
遍
を
桜
会
に
招
い
て
魚
鶏
の
供
物
を
止
め
さ
せ
る
。
一
遍
こ
れ
を

予
知
し
供
物
供
養
を
停
止
。

₁₁

－

₂　

淡
路
志
筑
の
天
神
、
一
遍
を
社
壇
に
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
難
じ
る
歌
を
社
壇
に
現
わ
す
。

イ
、
一
遍
自
身
が
行
っ
た
、
も
し
く
は
他
者
に
与
え
た
奇
瑞

₅

－

₁　

大
井
太
郎
の
姉
、
夢
に
一
遍
を
見
る
。

₅

－
₄　

一
遍
、
悪
党
の
中
風
を
直
す
。

常
陸
の
人
、
一
遍
を
呼
び
三
七
日
供
養
、
庭
の
溝
の
中
か
ら
銅
銭
五
十
貫
を
得
る
。

₈
－

₄　

天
王
寺
の
舎
利
を
壷
か
ら
す
べ
て
出
す
。「
僧
侶
奇
異
の
お
も
ひ
を
な
し
」
と
す
る
。
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₈

－

₅　

聖
徳
太
子
廟
の
法
要
で
不
思
議
な
兆
し
が
あ
っ
た
の
で
ひ
そ
か
に
他
阿
一
人
に
告
げ
る
。
こ
の
こ
と
を
問
う
た
住
侶
に
「
事

の
様
を
か
た
り
給
て
こ
の
事
不
信
の
と
も
か
ら
あ
り
て
疑
謗
を
な
さ
は
中
〳
〵
よ
し
な
か
る
へ
し
た
と
ひ
後
記
に
は
と
ゝ

む
と
も
披
露
は
あ
る
へ
か
ら
す
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
り
」
と
す
る
。

₉

－

₃　

印
南
野
の
教
信
寺
に
て
、
故
教
信
上
人
が
引
き
止
め
た
と
い
っ
て
一
晩
を
過
ご
す
。「
人
あ
や
し
み
を
な
し
侍
り
け
り
」
と

あ
る
。

ウ
、
神
仏
と
の
結
縁

₇

－

₁　

草
津
に
て
伊
勢
神
と
山
王
神
が
結
縁
に
あ
ら
わ
れ
る
。

₈

－

₂　

丹
後
の
久
美
浜
で
竜
が
結
縁
を
も
と
め
て
出
現
。「
ひ
と
あ
や
し
む
事
か
き
り
な
し
」
と
あ
る
。

但
馬
く
み
で
竜
王
が
一
遍
に
結
縁
に
来
る
。
海
水
が
道
場
に
満
ち
る
。

₁₂

－

₂　

一
遍
の
臨
終
に
際
し
西
宮
の
大
明
神
が
最
後
の
結
縁
に
来
る
こ
と
を
予
知
し
目
を
覚
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
他
人
の
死
を
予
感
す
る
こ
と
な
ど
も
含
め
、
様
々
な
奇
端
が
全
十
二
巻
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
右
記
を
み

て
も
第
七
巻
ま
で
の
三
十
段
に
は
七
段
分
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
八
巻
以
降
の
十
八
段
に
は
九
段
分
を
占
め
、
割
合
と
し
て
は
大
き

く
な
る
。
い
わ
ば
神
仏
と
の
感
応
に
よ
っ
て
次
か
ら
次
へ
と
不
可
思
議
な
こ
と
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
り
、「
奇
異
の
お
も
ひ
を
な
し
」

と
か
「
人
あ
や
し
み
を
な
し
侍
り
け
り
」「
ひ
と
あ
や
し
む
事
か
き
り
な
し
」
と
い
う
文
言
が
続
く
。
入
滅
前
の
数
日
に
続
け
て
起

こ
っ
た
異
変
と
し
て
「（
目
に
）
赤
す
ぢ
あ
り
す
な
は
ち
あ
る
よ
し
を
申
に
そ
の
す
ち
の
う
せ
む
時
を
最
後
と
お
も
う
ふ
べ
し
」（
第

十
二
巻
第
二
段
）
と
い
っ
た
神
が
か
っ
た
言
葉
の
ほ
か
、「
こ
の
ほ
か
病
中
に
不
思
議
お
ほ
し
と
い
へ
と
も
事
し
け
き
ゆ
へ
に
こ
れ
を
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記
せ
ず
」（
第
三
段
）
と
し
て
、
聖
絵
に
は
記
さ
れ
な
い
、
多
く
の
異
変
が
あ
っ
た
こ
と
わ
か
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
一
遍
周
辺
に
起
こ
っ
た
不
可
思
議
な
事
柄
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
遍
を
仏
菩
薩
の
ご

と
く
神
格
化
し
よ
う
と
は
決
し
て
し
て
い
な
い
こ
と
だ
。
第
十
二
巻
第
三
段
に
「（
一
遍
を
）
勢
至
菩
薩
の
化
身
に
て
お
は
し
ま
す
よ

し
夢
想
と
も
あ
ま
た
侍
し
に
廿
三
日
に
し
も
を
は
り
給
ぬ
る
は
あ
や
し
き
こ
と
な
れ
ど
も
い
さ
ゝ
か
の
霊
瑞
も
あ
る
人
を
ば
権
者
と

申
す
こ
と
は
そ
の
詮
な
き
事
な
り
」（
少
し
で
も
不
思
議
な
し
る
し
が
あ
る
人
を
仏
菩
薩
の
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
意

味
の
無
い
こ
と
だ
）
と
し
て
い
る
。
あ
く
ま
で
人
で
あ
り
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
神
仏
と
感
応
す
る
ま
さ
に
羅
漢
の
よ
う
な

聖
者
と
い
う
趣
き
を
濃
く
し
て
い
る（₂₈
）。

第
八
巻
第
四
段
の
天
王
寺
に
お
け
る
舎
利
を
壷
中
か
ら
出
し
た
奇
跡
な
ど
は
、
舎
利
を
護
持

す
る
羅
漢
説
話
に
付
き
も
の
の
挿
話
で
あ
ろ
う
。

　

往
々
に
一
遍
聖
絵
に
は
宗
教
的
な
奇
跡
が
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
絵
画
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
、

詞
書
に
お
い
て
は
一
遍
の
き
わ
め
て
神
秘
的
な
体
験
を
、
聖
戒
は
こ
と
さ
ら
に
筆
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
遍
聖
絵
が
、
通
常
の
祖
師
伝
絵
と
は
異
な
る
奥
深
さ
を
持
つ
の
は
、
第
七
巻
ま
で
の
求
道
者
と
し
て
の
一
遍
と
、
京
洛
化
益
で

公
的
に
認
知
さ
れ
た
第
八
巻
以
降
の
聖
者
の
趣
き
を
帯
び
る
教
導
者
と
し
て
の
一
遍
と
が
織
り
な
す
、
連
立
構
造
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に
│
永
仁
の
「
一
遍
聖
絵
」

　
『
野
守
鏡
』
や
「
天
狗
草
紙
」
と
い
う
一
遍
や
時
衆
へ
の
論
駁
書
を
念
頭
に
置
き
、
第
七
巻
の
踊
念
仏
に
こ
だ
わ
っ
た
絵
画
表
現
に
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王
法
と
仏
法
の
相
依
を
見
る
こ
と
で
、
聖
絵
の
第
七
巻
を
山
場
と
し
た
前
後
の
構
造
や
聖
戒
の
制
作
意
図
の
一
つ
に
言
及
し
て
き
た
。

　

最
後
に
触
れ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
『
野
守
鏡
』
や
「
天
狗
草
紙
」
を
生
み
出
し
た
永
仁
期
（
一
二
九
三
〜
九
九
）
の
特
殊

な
時
代
粧
で
あ
る
。
阿
部
泰
郎
氏
は
、
一
遍
や
時
衆
へ
の
攻
撃
は
、
実
は
攻
撃
す
る
側
の
内
部
こ
そ
が
分
裂
、
対
立
し
抗
争
し
て
い

た
状
況
を
映
し
出
し
て
お
り
、
む
し
ろ
自
ら
を
防
衛
す
る
た
め
の
警
告
で
あ
っ
た
と
も
み
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
寺
院
社
会
に
生
じ

た
争
議
は
、
い
ず
れ
も
朝
廷
に
持
ち
込
ま
れ
る
も
の
の
、
そ
の
裁
許
処
分
が
さ
ら
な
る
紛
糾
を
呼
び
起
こ
し
た
と
し
、
原
因
は
皇
室

の
両
統
迭
立
に
よ
る
紛
争
に
あ
り
、
そ
れ
が
社
会
全
体
に
敷
衍
し
様
々
な
影
響
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
現
実
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

い
わ
ば
『
野
守
鏡
』
や
「
天
狗
草
紙
」
の
非
難
の
矛
先
は
、
仏
教
諸
宗
派
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
を
許
し
た
当
代
の

王
た
ち
に
も
向
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
絵
巻
は
王
法
へ
の
政
治
的
な
意
図
も
含
む
挑
戦
と
し
て
時
代
に
投
ぜ
ら
れ
た
と
し
て

い
る（₂₉
）。

　

蒙
古
襲
来
後
の
価
値
変
換
の
時
代
に
、
仏
法
も
王
法
も
そ
の
内
外
に
生
じ
た
矛
盾
を
解
決
す
べ
く
、
か
く
の
ご
と
く
の
盛
ん
な
論

争
が
生
じ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
五
味
文
彦
氏
も
、
鎌
倉
後
期
の
社
会
の
変
動
が
特
に
目
立
ち
始
め
た
時
期
を
永
仁
期
と
さ
れ
、

そ
れ
は
論
争
が
広
く
行
わ
れ
、
様
々
な
領
域
で
論
の
形
成
や
論
争
の
発
生
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
総
体
と
し
て
社
会
に
イ
ン
パ
ク
ト
を

与
え
た
時
期
と
み
な
し
て
い
る
（「
永
仁
の
前
奏
曲
│
世
阿
弥
の
時
代
へ（₃₀
）」）。

　

聖
戒
が
一
遍
聖
絵
を
制
作
し
て
い
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
永
仁
と
い
う
時
期
の
真
っ
た
だ
中
で
あ
っ
た
。
聖
絵
に
は
共
感
者
と

し
て
園
城
寺
に
関
係
す
る
人
々
が
登
場
し
て
く
る
の
だ
が
、
時
衆
批
判
の
急
先
鋒
を
な
し
た
「
七
天
狗
絵
」
の
作
者
も
ま
た
園
城
寺

系
の
改
革
派
の
人
物
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に（₃₁
）、

当
時
の
寺
院
社
会
の
分
裂
状
態
の
投
影
を
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

絵
巻
が
論
争
、
主
張
の
手
段
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
例
と
し
て
、
当
時
で
は
「
蒙
古
襲
来
絵
巻
」（
永
仁
元
年
銘
）
が
想
起
さ
れ
よ

う
が
、
こ
の
「
天
狗
草
紙
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
原
田
正
俊
氏
は
、
顕
密
諸
宗
の
改
革
を
模
索
し
、
寺
社
・
公
家
社
会
へ
こ
の
絵
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巻
を
進
覧
し
、
現
実
の
社
会
問
題
の
思
想
的
解
決
法
を
提
示
す
る
目
的
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る（₃₂
）。

同
じ
く
阿
部
氏
も
、「
七
天

狗
絵
」
制
作
は
徳
政
を
期
す
べ
く
公
武
の
権
門
に
向
け
て
絵
詞
に
形
を
変
え
た
訴
陳
状
と
し
て
披
露
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
い
く

つ
か
の
傍
証
か
ら
当
代
の
皇
室
へ
進
覧
が
企
て
ら
れ
た
絵
巻
だ
っ
た
の
で
は
、
と
推
測
さ
れ
て
い
る（₃₃
）。

　

祖
師
伝
絵
が
所
詮
は
、
各
宗
派
の
主
張
を
内
外
に
展
開
す
る
も
の
と
す
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
当
時
の
時
衆
に
お
い
て
、
そ
の
主

張
が
強
烈
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
む
し
ろ
少
し
後
の
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
の
方
が
よ
り
明
ら
か
で
判
り
や
す
い
。

こ
の
「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
の
主
張
は
、
念
仏
停
止
を
発
令
（
一
三
〇
三
年
）
す
る
幕
府
な
ど
の
為
政
者
に
な
さ
れ
た
と
同
時
に
、

混
迷
す
る
一
遍
亡
き
後
の
時
衆
に
向
け
て
も
な
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
聖
戒
も
同
様
な
時
流
に
立
ち
つ
つ
、
一
遍

批
判
の
的
と
な
っ
た
踊
念
仏
の
真
意
を
宗
門
の
内
外
に
示
す
と
い
う
意
図
を
制
作
目
的
の
一
つ
に
込
め
た
と
み
な
さ
れ
る
が
、
そ
の

対
象
は
宗
門
内
や
他
の
仏
教
諸
宗
派
の
み
な
ら
ず
王
法
の
側
に
属
す
宮
廷
を
含
ん
だ
貴
顕
の
為
政
者
た
ち
に
及
ん
だ
こ
と
も
考
慮
に

入
れ
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
聖
絵
の
最
大
の
美
質
は
、
そ
の
よ
う
な
赤
裸
々
な
主
張
を
画
面
に
直
截
的
に
あ
ら
わ
す
こ

と
を
避
け
、
一
遍
一
人
へ
の
共
感
と
思
慕
の
念
が
前
面
に
表
わ
れ
た
か
の
よ
う
な
絵
画
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
の
点
で

は
、
仏
家
の
絵
巻
と
い
う
性
格
は
希
薄
化
さ
れ
、
伝
統
的
な
貴
族
趣
味
に
か
な
っ
た
絵
巻
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註

（
₁
）　

本
論
の
主
旨
は
二
〇
一
五
年
十
一
月
十
五
日
に
東
京
国
立
博
物
館
に
て
行
わ
れ
た
「
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム　

一
遍
聖
絵

の
全
貌
」
で
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
要
約
的
な
文
章
を
二
〇
一
九
年
九
月
か
ら
十
一
月
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
遊

行
寺
宝
物
館
・
神
奈
川
県
立
歴
史
博
物
館
共
催
『
真
教
と
時
宗
』
の
展
覧
会
図
録
に
「
時
宗
絵
巻
の
制
作
意
図
を
め
ぐ
っ

て
」
と
い
う
表
題
で
掲
載
し
た
。
が
、
こ
れ
に
は
図
録
と
い
う
性
格
上
、
紙
数
も
限
ら
れ
意
を
尽
く
せ
ぬ
部
分
も
あ
っ
た

の
で
、
改
め
て
本
稿
を
草
し
詳
述
し
た
。
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（
₂
）　

砂
川
博
「
第
七
章　
『
一
遍
聖
絵
』　

第
七
の
詞
と
絵
」『
徹
底
検
証　

一
遍
聖
絵
』（
岩
田
書
院　

二
〇
一
二
年
）
参

照
。
本
論
で
も
多
く
の
事
項
に
つ
い
て
本
書
を
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　

な
お
第
七
巻
の
絵
四
段
分
及
び
第
四
段
の
詞
書
は
現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
。
清
浄
光
寺
に
は

こ
れ
以
外
の
第
一
段
か
ら
第
三
段
ま
で
の
詞
書
原
本
が
残
り
、
他
の
欠
け
た
部
分
は
江
戸
期
の
模
写
で
補
っ
て
一
巻
と
し

た
も
の
が
伝
わ
る
。

（
₃
）　

石
塚
勝
氏
は
一
遍
一
行
の
鎌
倉
入
り
に
お
け
る
周
到
な
計
画
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。「
一
遍
の
鎌
倉
遊
行
に
つ
い

て
」（
関
東
学
院
大
学
経
済
学
部
・
経
済
学
部
総
合
学
術
論
叢
「
自
然
・
人
間
・
社
会
」
₆₄　

二
〇
一
八
年
）。

（
₄
）　

真
縁
（
一
二
四
〇
〜
一
三
〇
〇
）
は
俗
名
を
平
輔
兼
と
い
い
、
中
級
貴
族
の
家
柄
だ
が
、
後
嵯
峨
上
皇
の
寵
臣
と
な

り
、
そ
の
二
十
七
年
の
院
政
期
間
で
宮
廷
で
重
き
を
な
し
た
。
上
皇
の
出
家
後
は
、
自
ら
も
出
家
し
横
川
に
隠
棲
す
る

が
、
学
僧
と
し
て
も
優
れ
叡
山
で
も
重
き
を
な
し
た
。
真
縁
が
来
臨
し
た
こ
と
は
当
時
、
正
式
の
役
職
に
な
い
遁
世
者
で

あ
っ
た
た
め
、
一
遍
と
気
楽
に
会
え
る
立
場
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
今
井
雅
晴
編
『
一
遍
辞
典
』
東
京
堂
出
版　

今
井
雅

晴
解
説
）。
遁
世
者
と
は
い
え
、
叡
山
を
代
表
し
た
と
み
な
し
て
も
よ
く
、
聖
絵
が
真
縁
に
つ
い
て
何
の
説
明
も
加
え
な

い
の
は
、
そ
う
す
る
ま
で
も
な
い
名
声
を
得
た
人
物
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（
₅
）　

砂
川
博
氏
も
、
踊
念
仏
批
判
が
存
在
し
た
限
り
、
寺
門
に
よ
っ
て
化
導
が
許
さ
れ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
表
す
の
は
、
こ

の
踊
念
仏
の
図
柄
を
お
い
て
他
に
考
え
ら
れ
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
（「
聖
戒
は
時
衆
批
判
と
ど
う
向
き
合
っ
た
か
」
時

衆
文
化
₁₁　

二
〇
〇
五
年
）、
お
よ
び
註
₂
の
文
献
。

（
₆
）　

砂
川　

註
₂
の
文
献

（
₇
）　

こ
の
場
合
、
一
遍
が
河
野
氏
出
身
で
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
一
遍
は
、
没
落
し
た
河
野
一
族
の
末
裔
と
い

う
こ
と
で
憐
憫
の
情
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
が
、
弘
安
の
蒙
古
襲
来
当
時
、
一
遍
の
い
と
こ
の
子
に
あ

た
る
通
有
（
一
二
五
〇
〜
一
三
一
一
）
は
蒙
古
軍
に
対
し
、
海
岸
防
塁
を
背
に
陣
を
張
っ
て
奮
戦
し
、
夜
討
ち
に
よ
る
た

び
た
び
の
奇
襲
攻
撃
で
目
覚
ま
し
い
軍
功
を
挙
げ
、
そ
の
結
果
、
旧
領
も
回
復
し
、
新
た
な
所
領
も
得
て
い
る
。
ち
な
み

に
「
蒙
古
襲
来
絵
巻
」
に
は
制
作
企
図
者
の
竹
崎
季
長
が
通
有
と
同
じ
く
活
躍
し
た
証
し
に
、
通
有
自
身
を
わ
ざ
わ
ざ
絵
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巻
に
描
く
ほ
ど
象
徴
的
な
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
通
有
に
西
国
警
備
を
命
じ
た
の
が
六
波
羅
探
題
で
あ
っ
た
こ

と
も
看
過
出
来
な
い
。
弘
安
の
役
か
ら
三
年
が
過
ぎ
た
ば
か
り
の
さ
ら
な
る
来
襲
に
お
び
え
る
世
相
の
中
で
、
ま
さ
に
軍

神
の
ご
と
き
の
河
野
通
有
の
存
在
は
、
一
遍
や
聖
戒
の
入
洛
に
関
し
て
も
利
す
る
と
こ
ろ
大
き
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
は
四
月
四
日
に
執
権
時
宗
が
急
死
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
次
期
貞
時
が
十
四
歳
で
執

権
と
な
る
が
、
就
任
時
に
は
混
乱
を
極
め
、
幕
政
は
空
白
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
も
留
意
さ
れ
よ
う
。
一
遍
一
行
は
そ
こ
を

つ
い
た
、
と
い
う
う
が
っ
た
見
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
₈
）　

ち
な
み
に
、「
遊
行
上
人
縁
起
絵
」
の
京
洛
化
益
で
は
、
踊
念
仏
は
全
く
描
か
れ
ず
、
京
都
の
信
者
と
の
室
内
法
談
場

面
が
粛
々
と
描
か
れ
る
て
い
る
こ
と
と
、
き
わ
め
て
対
照
的
と
も
い
え
よ
う
。
旧
仏
教
宗
派
か
ら
強
く
誹
謗
さ
れ
た
踊
念

仏
を
、
二
代
他
阿
の
周
辺
で
は
こ
と
さ
ら
に
描
こ
う
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
₉
）　
「
絵
巻
の
視
線
│
時
間
・
信
仰
・
供
養
（
中
世
の
文
化
空
間
）」
思
想
₈₂₉　

一
九
九
三
年

（
₁₀
）　
「
表
象
と
し
て
の
空
也
と
一
遍
│
五
味
文
彦
氏
「
絵
巻
の
視
線
」
批
判
」
思
想
₈₃₉　

一
九
九
四
年

（
₁₁
）　
「
一
遍
聖
絵
の
十
二
名
画　

補　

巻
七
「
市
屋
道
場
」│
乞
食
と
癪
者
」『
一
遍
聖
絵
新
考
』
岩
田
書
院　

二
〇
〇
五
年
。

（
₁₂
）　

伊
藤
博
明
氏
は
「
藤
原
基
長
の
瑞
夢
記
」
を
一
遍
が
放
擲
し
た
の
は
一
遍
を
「
仏
の
使
い
」
と
よ
び
紫
雲
と
散
華
の
奇

瑞
に
触
れ
つ
つ
、
一
遍
の
神
格
化
は
、
六
字
名
号
に
民
衆
救
済
の
根
拠
を
求
め
る
一
遍
に
と
っ
て
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
も

の
で
は
な
か
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
（「『
一
遍
聖
絵
』
と
紫
雲
」『
一
遍
聖
絵
と
中
世
の
光
景
』　

あ
り
な
書
房　

一
九
九

二
年
）。
確
か
に
「
夢
の
記
」
は
一
遍
を
神
格
化
し
た
部
分
に
対
し
て
、
一
遍
自
身
が
不
満
を
呈
し
た
と
見
る
こ
と
が
で

き
、
一
遍
が
こ
れ
ま
で
紫
雲
や
散
華
に
殊
更
の
感
慨
を
示
さ
な
い
態
度
と
共
通
し
て
い
る
。
従
っ
て
直
接
の
放
擲
の
理
由

は
こ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

（
₁₃
）　

阿
部
泰
郎
「『
七
天
狗
絵
』
と
そ
の
時
代
」
文
学
₄-
₆　

二
〇
〇
三
年
（
後
に
『
中
世
日
本
の
世
界
像
』
第
十
二
章

に
改
稿
さ
れ
て
収
録
）

（
₁₄
）　

牧
野
淳
司
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』「
法
皇
御
灌
頂
事
」
の
思
想
的
背
景
│
思
想
的
背
景
と
し
て
の
『
天
狗
草
紙
』」　

説

話
文
学
研
究
₃₈　

二
〇
〇
三
年
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（
₁₅
）　

聖
戒
は
第
四
巻
第
五
段
の
小
田
切
の
里
で
の
踊
念
仏
に
触
れ
、『
無
量
寿
経
』
所
載
の
善
導
大
師
の
解
釈
を
長
く
引
用

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
身
を
現
世
に
捨
て
て
浄
土
を
思
い
、
弥
陀
の
本
願
を
仰
ぎ
名
号
を
称
え
れ
ば
、
お
の
ず
と

悟
り
の
境
地
に
達
し
、
こ
の
身
は
聖
衆
が
踊
躍
す
る
よ
う
に
法
界
に
遊
ぶ
と
し
、
そ
れ
故
に
行
者
の
信
心
は
踊
躍
を
か
た

ち
ど
る
よ
う
に
示
さ
れ
、
長
い
眠
り
に
ふ
け
る
衆
生
を
目
覚
め
さ
せ
、
迷
え
る
人
々
の
結
縁
を
勧
め
る
た
め
、
と
し
て
い

る
。
こ
こ
で
聖
戒
が
善
導
大
師
の
所
説
を
引
用
す
る
の
は
、
天
狗
草
紙
が
同
じ
く
善
導
大
師
の
言
葉
を
引
用
し
て
論
難
し

た
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
を
前
提
と
し
て
、
別
の
解
釈
で
応
え
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

（
₁₆
）　

村
田
正
俊
『
日
本
中
世
の
禅
宗
と
社
会
』「
第
五
章　
『
天
狗
草
紙
』
に
み
る
鎌
倉
時
代
後
期
の
仏
法
」　

吉
川
弘
文
館　

一
九
九
八
年

（
₁₇
）　
「『
天
狗
草
紙
』
に
見
る
園
城
寺
の
正
統
性
」　

説
話
文
学
研
究
₃₈　

二
〇
〇
三
年

（
₁₈
）　

重
要
な
の
は
、
そ
も
そ
も
が
こ
の
「
七
天
狗
絵
」
な
る
も
の
は
、
現
在
の
「
天
狗
草
紙
」
の
一
部
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
、
旧
仏
教
側
か
ら
時
宗
な
ど
の
特
定
の
宗
派
を
誹
謗
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
旧
仏
教
側
の
立
場
と

し
て
は
、
諸
宗
和
合
の
立
場
を
取
り
、
諸
経
す
べ
て
に
価
値
を
認
め
、
そ
の
中
か
ら
い
ず
れ
も
縁
の
あ
る
方
法
で
一
心
に

修
行
す
る
こ
と
こ
そ
が
肝
要
で
あ
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
土
屋
貴
裕
氏
は
、
そ
れ
は
「
様
々
な
寺
院
の
縁
起
絵
的

要
素
を
併
置
し
な
が
ら
、「
偏
執
」「
我
執
」
と
い
っ
た
仏
教
者
の
内
面
を
批
判
的
に
絵
画
化
し
た
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と

指
摘
し
つ
つ
、「
そ
こ
に
内
包
さ
れ
る
意
味
や
機
能
を
継
承
し
な
が
ら
も
制
作
の
場
を
移
す
こ
と
で
」、
現
在
見
る
「
天
狗

草
紙
」
と
い
う
「
異
な
る
表
現
、
意
味
内
容
を
有
す
る
絵
巻
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。」
と
し
、
結
論
と
し
て
は
「
天
狗

草
紙
」
と
「
魔
仏
一
如
絵
巻
」
は
と
も
に
「「
七
天
狗
絵
」
制
作
の
本
来
的
な
意
味
が
ず
れ
始
め
、
現
存
絵
巻
が
若
干
異

な
る
位
相
で
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
も
物
語
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
（「「
天
狗
草
紙
」
の
復
元
的
考
察
」
美
術
史

₅₅　

二
〇
〇
五
年
）。

（
₁₉
）　

ま
た
『
天
狗
草
紙
』
が
諸
悪
の
根
源
と
し
て
挙
げ
る
八
つ
の
「
驕
慢
」
に
つ
い
て
も
、
一
遍
没
後
に
編
纂
さ
れ
た
『
播

州
法
語
集
』
の
中
に
特
立
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
時
衆
は
驕
慢
の
徒
で
は
な
く
、「
一
心
不
乱
」
の
境
地
で

念
仏
を
申
す
が
故
に
、「
我
」
は
な
く
な
り
、
自
身
と
阿
弥
陀
が
一
体
化
し
て
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
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を
申
す
状
態
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
（
牧
野　

註
₁₄
の
文
献
）。
こ
れ
を
見
て
も
『
天
狗
草
紙
』
で
い
わ
れ
も
な
い
驕

慢
を
非
難
さ
れ
た
こ
と
が
、
後
世
に
も
ト
ラ
ウ
マ
の
よ
う
に
時
宗
宗
門
に
影
を
落
と
し
続
け
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
₂₀
）　

五
味
文
彦
氏
は
、
稿
者
の
東
博
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
註
₁
）
の
こ
れ
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
を
、
後
に
編
纂
さ
れ

た
研
究
書
の
対
談
の
中
で
取
り
上
げ
、
同
じ
京
洛
化
益
と
い
う
こ
と
で
は
、
第
二
段
の
賦
算
場
面
も
南
北
逆
転
構
図
に
描

か
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
第
三
段
の
み
に
御
所
か
ら
の
視
点
を
こ
と
さ
ら
想
定
す
る
私

見
に
疑
問
を
呈
せ
ら
れ
て
い
る
（「
聖
絵
の
魅
力
を
語
る
」『
国
宝　

一
遍
聖
絵
の
全
貌
』
高
志
書
院　

二
〇
一
九
年
）。

し
か
し
一
遍
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
踊
念
仏
で
あ
り
、
こ
れ
を
描
い
た
第
三
段
の
み
に
王
の
視
点
を
当
て
は
め
た
こ

と
に
こ
そ
に
聖
戒
の
意
図
が
読
み
取
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
₂₁
）
佐
藤
康
宏
「「
一
遍
聖
絵
」、
洛
中
洛
外
図
の
周
辺
」（「
描
か
れ
た
都
市
│
中
近
世
絵
画
を
中
心
と
す
る
比
較
研
究
」
研

究
代
表
者　

佐
藤
康
宏　

2
0
0
1

－

2
0
0
3
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究　

研
究
成
果
報
告
書　

二
〇
〇
四
年
）。

（
₂₂
）　

例
え
ば
、
冨
島
義
幸
氏
は
、
一
遍
の
入
滅
を
描
く
第
十
一
巻
第
四
段
か
ら
第
十
二
巻
第
三
段
ま
で
の
四
場
面
に
つ
い

て
、
舞
台
と
な
っ
た
兵
庫
観
音
堂
の
構
図
を
様
々
な
角
度
か
ら
登
場
人
物
の
関
係
性
に
応
じ
て
変
化
を
つ
け
る
た
め
、
幾

度
も
描
き
な
お
し
て
い
る
こ
と
を
検
証
さ
れ
て
い
る
（「
絵
師
が
建
て
る
建
築
」│『
一
遍
聖
絵
』
の
建
築
の
描
き
直
し
を

め
ぐ
っ
て
│『
国
宝　

一
遍
聖
絵
の
全
貌
』
高
志
書
院　

二
〇
一
九
年
）。

（
₂₃
）　

こ
れ
に
関
連
し
て
留
意
す
べ
き
は
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
、
律
僧
の
叡
尊
も
入
洛
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
一
遍
一
行
に

と
っ
て
同
時
期
の
叡
尊
の
動
向
は
当
然
、
意
識
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
律
僧
と
も
深
く
関
係
し
た
聖
戒
に
と
っ
て
は
な

お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
叡
尊
は
閏
四
月
に
は
す
で
に
入
洛
し
て
お
り
、
内
裏
に
招
か
れ
る
な
ど
歓
迎
を
受
け
、

十
三
日
に
は
法
皇
、
上
皇
、
女
院
ほ
か
公
卿
七
十
余
名
に
受
戒
し
、
二
十
一
日
は
後
宇
多
天
皇
に
禁
中
に
招
か
れ
、
翌
日

に
は
法
皇
か
ら
龍
輿
他
を
下
賜
さ
れ
る
な
ど
、
宮
中
で
大
歓
迎
を
受
け
て
い
た
最
中
で
あ
っ
た
。
五
月
一
日
に
は
宇
治
に

下
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
一
遍
の
在
洛
期
と
ぴ
っ
た
り
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（『
西
大
寺
叡
尊
傳
記
集
成
』
法
蔵

館　

一
九
九
七
年
、『
勘
仲
記
』
な
ど
）。
一
遍
と
の
格
差
は
瞭
然
と
し
て
い
る
の
だ
が
、「
七
天
狗
絵
」
で
は
時
衆
と
同

じ
よ
う
に
批
判
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
律
僧
の
内
裏
化
益
は
、
一
遍
一
行
や
聖
戒
を
刺
激
す
る
に
値
す
る
も
の
だ
っ
た
と
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推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
一
遍
が
第
八
巻
第
四
段
で
四
天
王
寺
の
仏
舎
利
を
壷
中
か
ら
出
し
た
奇
端
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
前
年
に
叡
尊
が
同
寺
で
行
な
っ
た
同
様
の
奇
端
に
対
応
す
る
も
の
と
い
う
的
を
得
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る

（
戸
村
浩
人
「
一
遍
・
聖
戒
の
活
動
の
背
景
」
時
宗
教
学
年
報
₂₄　

一
九
九
六
年
）。

（
₂₄
）　

砂
川
博
氏
も
つ
と
に
、
草
津
で
の
山
王
神
と
の
結
縁
は
次
な
る
山
門
か
ら
の
承
認
に
よ
る
一
遍
の
化
導
に
査
証
を
与
え

る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
註
₂
の
文
献
）。

（
₂₅
）　

石
塚
勝
氏
は
一
遍
の
鎌
倉
入
り
に
つ
い
て
、
史
料
の
見
直
し
と
現
地
調
査
か
ら
当
日
の
実
情
を
考
察
し
、
鎌
倉
入
り
の

場
所
や
北
条
時
宗
と
の
邂
逅
な
ど
が
現
実
的
に
不
可
能
な
状
況
を
究
明
し
、
聖
絵
の
鎌
倉
入
り
の
場
面
は
劇
的
に
潤
色
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
註
₃
の
文
献
）。
こ
れ
は
第
七
巻
の
入
洛
お
よ
び
そ
の
過
程
に
も
敷
衍

で
き
る
こ
と
で
、
当
時
の
状
況
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
も
、
聖
戒
の
潤
色
を
あ
く
ま
で
前
提
と
し
て
捉
え
て
い
く
姿
勢

を
、
常
に
基
本
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
₂₆
）　

た
と
え
ば
、
今
井
雅
晴
「
一
遍
の
生
涯
」（『
日
本
の
名
僧
₁₁　

遊
行
の
捨
聖　

一
遍
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
四
年
）

等
が
あ
る
。

（
₂₇
）　

若
林
晴
子
氏
は
聖
絵
の
内
容
を
₄
期
に
分
け
、
第
Ⅲ
期
（
第
七
巻
第
三
段
か
ら
第
九
段
第
三
段
）
ま
で
は
踊
念
仏
と
説

法
が
交
互
に
描
か
れ
、
第
Ⅳ
期
（
第
九
巻
第
三
段
か
ら
第
十
二
巻
）
は
集
中
的
に
説
法
の
場
面
が
描
か
れ
る
と
い
う
興
味

深
い
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
説
法
場
面
と
し
て
は
第
七
巻
第
四
段
、
第
八
巻
第
三
段
、
第
九
巻
第
三
段
、
第
十
巻
第
三

段
、
第
十
一
巻
第
二
段
・
四
段
、
第
十
二
巻
第
一
段
を
あ
げ
て
い
る
（「
絵
巻
物
の
中
の
一
遍
│『
一
遍
聖
絵
』
に
見
る
一

遍
の
遊
行
│
」『
日
本
の
名
僧
₁₁　

遊
行
の
捨
聖　

一
遍
』
吉
川
弘
文
館　

二
〇
〇
四
年
）。

（
₂₈
）　

つ
と
に
水
野
僚
子
氏
に
よ
っ
て
第
十
二
巻
第
一
段
に
坐
し
て
説
法
す
る
一
遍
の
姿
と
羅
漢
図
と
の
相
似
性
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
（「「
一
遍
聖
絵
」
の
制
作
背
景
に
関
す
る
一
考
察
」
美
術
史
₅₁　

二
〇
〇
二
年
）。

（
₂₉
）　

阿
部　

註
₁₃
の
文
献

（
₃₀
）　
「Zeam

i

」
₁
号　

二
〇
〇
二
年

（
₃₁
）　

村
田　

註
₁₆
の
文
献
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（
₃₂
）　

村
田　

註
₁₆
の
文
献

（
₃₃
）　

阿
部　

註
₁₃
の
文
献
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図
₁
　
一
遍
聖
絵
　
全
巻

第
₁
巻

第
₂
巻

第
₃
巻

第
₄
巻

第
₅
巻

第
₆
巻

第
₇
巻

第
₈
巻

第
₉
巻

第
₁₀巻

第
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「一遍聖絵」の入洛場面にみる絵画表現をめぐって89

図 ₂ 　鎌倉入りを阻止される一遍一行

図 ₃　片瀬での踊念仏
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図 ₄ 　第 ₇巻第 ₁段　関寺での踊念仏

図 ₅　第 ₇巻第 ₂段　四条釈迦堂での賦算



「一遍聖絵」の入洛場面にみる絵画表現をめぐって91

図 ₆ 　第 ₇巻第 ₃段　市屋道場での踊念仏

図 ₇　第 ₇巻第 ₄段　桂での化益
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図 ₈ 　第 ₇巻第 ₃段（部分拡大）　空也遺跡での踊念仏

図 ₉　天狗草紙の時衆批判（左が踊念仏）



「一遍聖絵」の入洛場面にみる絵画表現をめぐって93

図₁₀　内裏から見る七条の空也遺跡




