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九
相
図
遡
源
試
論

― 
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
九
相
図
と
無
常
講
式

阿
　
部
　
美
　
香

は
じ
め
に

醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
は
︑
承
久
の
乱
の
余
燼
い
ま
だ
収
ま
ら
ぬ
貞
応
二
年
︵
一
二
二
三
︶
十
二
月
に
︑
宣
陽
門
院
︵
一
一
八
一
~

一
二
五
二

︶
の
御
願
を
受
け
て
︑
遍
智
院
成
賢
︵
一
一
六
二
~

一
二
三
一

︶

に
よ
り
建
立
さ
れ
た
御
堂
で
あ
る(
1
)︒
建
立
供
養
の
導
師
に
は
当
代
一
流
の
説
経
師
た
る
安
居
院
聖
覚
︵
一
一
六
七
~

一
二
三
五

︶
が
請
ぜ
ら
れ
︑
焰
魔
法
王
︵
焰
魔
天
︶
を
本
尊
と
す
る
冥
府

の
諸
尊
は
︑
仏
師
快
慶
や
湛
慶
に
よ
り
刻
彫
さ
れ
た
︒
か
つ
て
筆
者
は
︑
こ
の
失
わ
れ
た
宗
教
空
間
の
復
元
的
研
究
を
目
指
し
て
︑
成
賢
が
自
ら
堂
内
の
壁
絵
の
た
め
に
編
ん

だ
﹃
焰
魔
王
堂
絵
銘
﹄︑
及
び
﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
と
い
う
儀
礼
テ
ク
ス
ト
の
分
析
を
行
い
︑
描
か
れ
た
堕
地
獄
・
蘇
生
譚
を
含
む
説
話
画
が
本
尊
お
よ
び
儀

礼
と
結
合
し
て
焰
魔
王
の
呵
責
の
空
間
を
現
出
し
︑
弥
陀
の
念
仏
を
も
っ
て
来
迎
を
待
つ
祈
り
と
救
済
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
た(
2
)︒
そ
の
独
特
な
冥
府

空
間
の
構
築
に
お
い
て
︑
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
︑
九
相
図
で
あ
る
︒

九
相
図
は
︑
野
辺
︵
郊
原
︶
に
打
ち
棄
て
ら
れ
た
美
し
い
女
人
の
死
体
が
朽
ち
て
い
く
様
を
九
つ
の
相
を
も
っ
て
あ
ら
わ
す
図
像
で
あ
る
︒
成
賢
の
編
ん
だ
﹃
焰
魔
王
堂
絵

銘
﹄
に
九
相
図
へ
の
言
及
は
な
い
が
︑
建
武
三
年
︵
一
三
三
六
︶
に
焼
失
し
た
焰
魔
王
堂
の
再
建
に
あ
た
っ
て
︑
冥
府
の
諸
尊
や
八
大
奈
落
へ
の
堕
地
獄
・
蘇
生
譚
を
あ
ら
わ

す
壁
画
と
と
も
に
︑
九
相
図
も
復
興
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
︑
暦
応
三
年
︵
一
三
四
〇
︶
の
勧
進
帳
等
に
よ
り
知
ら
れ
る(
3
)︒
九
相
図
は
︑
堂
外
の
﹁
粉
壁
﹂
に
描
か
れ
て
い
た
︒

そ
れ
は
︑
内
部
に
構
え
ら
れ
た
冥
府
へ
赴
く
入
り
口
に
あ
た
る
境
界
的
領
域
に
あ
り
︑
堂
内
へ
の
参
入
に
際
し
不
可
欠
な
構
成
要
素
と
し
て
︑
造
立
当
初
よ
り
描
か
れ
て
い
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
と
九
相
図
壁
画
は
︑
九
州
国
立
博
物
館
蔵
﹁
九
相
図
巻
﹂︵
鎌
倉
時
代
中
期
︶
や
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
﹁
人
道
不
浄
相
図
﹂︵
十
三
世
紀
後
半
︶
に
先
だ

ち
︑
そ
れ
ら
に
影
響
を
与
え
た
図
像
で
あ
り
儀
礼
空
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
注
目
さ
れ
て
い
る(
4
)︒
近
年
︑
六
道
絵
や
九
相
図
に
つ
い
て
目
覚
ま
し
い
研
究
成
果
が
示
さ
れ
る

な
か
で
︑
山
本
聡
美
は
︑
宣
陽
門
院
と
い
う
高
貴
な
女
人
を
本
願
と
す
る
焰
魔
王
堂
に
九
相
図
が
描
か
れ
た
意
味
を
問
い
︑
九
相
図
の
持
つ
女
人
教
化
の
役
割
を
提
起
し
て
︑
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そ
れ
が
宣
陽
門
院
自
身
の
信
仰
表
明
で
あ
る
と
と
も
に
参
詣
者
の
懺
悔
発
心
を
誘
う
図
像
と
し
て
機
能
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
じ
た(
5
)︒

後
白
河
院
第
六
皇
女
と
し
て
生
を
受
け
︑
長
講
堂
領
を
は
じ
め
と
す
る
院
の
莫
大
な
遺
産
を
継
承
し
︑
焰
魔
王
堂
の
本
願
と
な
っ
た
宣
陽
門
院
の
深
い
密
教
帰
依
の
原
点
に

は
︑
若
き
日
の
宣
陽
門
院
自
身
の
脱
魂
体
験
が
あ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
既
に
考
察
を
行
っ
た(
6
)が
︑
こ
の
と
き
宣
陽
門
院
は
︑
兄
で
あ
る
仁
和
寺
御
室
守
覚
法
親
王
の
修
し
た
招

魂
秘
法
に
よ
っ
て
心
身
の
危
機
か
ら
救
わ
れ
た
︒
焰
魔
王
堂
を
建
立
し
た
成
賢
は
︑
そ
の
修
法
の
継
承
者
で
も
あ
る
︒

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
︑
本
論
で
は
︑
承
久
の
乱
に
よ
り
隠
岐
へ
配
流
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
︵
一
一
八
〇
~

一
二
三
九

︶
と
宣
陽
門
院
と
の
関
係
に
着
目
し
︑
九
相
図
を
含
め
た
醍
醐
焰
魔
王
堂

の
宗
教
空
間
を
成
り
立
た
せ
る
︿
詞
﹀
と
︿
儀
礼
﹀
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
創
り
出
す
宗
教
的
主
体
と
そ
の
表
現
の
側
か
ら
問
い
直
し
た
い
︒
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
テ
ク
ス
ト

を
探
査
し
出
典
考
証
を
行
い
つ
つ
︑
焰
魔
王
堂
に
収
斂
し
形
成
さ
れ
た
宗
教
的
空
間
の
社
会
的
・
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
解
明
を
目
指
す
︒
そ
れ
は
︑
本
願
主
で
あ
る
宣
陽

門
院
の
宗
教
的
主
体
性
を
照
ら
し
出
す
こ
と
に
も
つ
な
が
る
だ
ろ
う
︒

一
︑
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
九
相
図
と
無
常
の
︿
詞こ

と
ば﹀

焰
魔
王
堂
の
建
立
供
養
に
先
立
つ
貞
応
二
年
七
月
十
五
日
︑
成
賢
は
本
尊
へ
の
祈
願
の
た
め
の
儀
礼
テ
ク
ス
ト
と
し
て
︑﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
を
書
写
し
た(

7
)︒

そ
こ
に
は
︑
本
尊
焰
魔
王
に
対
し
て
︑
尊
勝
陀
羅
尼
や
般
若
心
経
の
法
験
を
た
の
み
︑
焰
魔
の
呵
責
を
も
っ
て
最
期
の
十
念
を
称
え
︑
来
迎
往
生
を
祈
願
す
る
詞
が
︑
壁
画
に

描
か
れ
た
堕
地
獄
・
蘇
生
譚
の
説
話
画
や
そ
の
銘
と
呼
応
す
る
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
︒
醍
醐
の
冥
府
は
︑
銘
を
付
し
て
描
か
れ
た
堕
地
獄
・
蘇
生
譚
の
説
話
画
を
い
わ

ば
先
蹤
や
因
縁
と
し
て
︑
焰
魔
王
の
前
で
最
期
の
念
仏
を
称
え
往
生
の
願
い
を
成
就
す
る
た
め
に
こ
そ
構
え
ら
れ
た
宗
教
空
間
で
あ
っ
た
︒
そ
の
詞
の
う
ち
に
説
か
れ
る
導
師

述
懐
の
一
節
に
は
︑
焰
魔
王
の
呵
責
の
詞
が
︑
極
め
て
劇
的
に
作
文
さ
れ
て
い
る
︒

法
王
責
レ
我
言
︒
汝
是
︑
無
戒
無
智
沙
門
︑
放
逸
モ
過
レ
人
︑
罪
業
モ
超
レ
餘
︒
委
勘
ル
ニ

二

倶
生
神
之
札
ヲ一

︑
汝
所
犯
幾
許
ソ
︒
親
リ
見ミ

ヨ二

浄
頗
梨
之
鏡
ヲ一

︒ 

汝
所
行
難
レ
遁
︒
人
身
ノ
難
コ
ト
ハ

レ

受
︑
幾
度　

ヒ
カ
見ミ

シ二

聖
教
ノ
文
ヲ一

︑
見
テ
何
ソ
如
ナ
ル
レ

不
ヌ
カ
レ

見ミ

︒
仏
法
ノ
難
コ
ト
ハ

レ

逢
ヒ
︑
幾
許
カ
聞
シ二

如
來
ノ
説
一
︑
聞
テ
何
空
キレ

不
カ
コ
ト
ク

レ

聞
︒ 

哀
哉
︒
愚
哉
︒
宝
ノ
山
ニ
空
ス
ル

レ

手
ヲ
︒
但
︑
一
期
中
ニ
︑
若
有
ヤ二

所
作
ノ
善
根
一
哉
︒
何
レ
ノ
事
ヲ
カ
憑
ミ
︑
何
ノ
行
ヲ
カ
立
ル
︒
若
有
ラ
ハ

二

憶
念
ス
ル
コ
ト

一

︑
今い

ま

詳ツ
ハ
ヒ
ラ
カ
ニ
啓
セ
ヨ
矣
︒

こ
れ
を
草
し
た
の
は
︑
成
賢
や
安
居
院
聖
覚
と
同
じ
藤
原
通
憲
︵
信
西
︶
の
一
族
で
︑
信
西
の
孫
に
あ
た
り
︑
法
相
教
学
を
大
成
し
﹃
唯
識
同
学
抄
﹄﹃
法
華
開
示
抄
﹄
な
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ど
数
々
の
著
作
を
あ
ら
わ
す
と
と
も
に
︑
数
多
く
の
願
文
や
講
式
を
作
っ
て
勧
進
の
た
め
の
唱
導
を
営
み
︑
笠
置
上
人
と
呼
ば
れ
た
解
脱
房
貞
慶
︵
一
一
五
五
~

一
二
一
三

︶
で
あ
る
︒﹃
尊

勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
の
奥
書
に
は
﹁
此
発
願
詞
者
︑
故
解
脱
上
人
草
也
︒
為
二
炎
魔
王
堂
所
作
一
︑
書
写
了
︒
貞
応
二
年
七
月
十
五
日
東
寺
沙
門
成
賢
﹂
と
あ
っ
て
︑

成
賢
が
解
脱
房
貞
慶
の
テ
ク
ス
ト
を
も
と
に
︑
焰
魔
王
堂
の
所
作
の
た
め
に
本
書
を
書
写
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
発
願
の
詞
が
︑
龍
谷
大
学
に
所
蔵
さ
れ
る
貞
慶
の
講
式

を
集
め
た
﹃
諸
講
式
集
﹄
に
﹃
琰
魔
講
式
﹄
の
名
で
収
め
ら
れ
て
い
る(
8
)こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
れ
が
講
式
と
し
て
も
流
通
し
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
︒

こ
こ
に
お
い
て
︑
焰
魔
王
堂
の
儀
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
貞
慶
の
詞
を
土
台
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒
な
ぜ
な
ら
貞
慶
は
︑﹃
心
要
抄
﹄
や

﹃
愚
迷
発
心
集
﹄
な
ど
の
主
要
な
著
作
に
お
い
て
︑﹁
真
実
の
道
心
﹂
を
発お
こ

す
た
め
に
無
常
の
詞
を
繰
り
返
し
作
文
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
(
9
)

た
と
え
ば
︑﹁
貞
慶
消
息
﹂
と
呼

ば
れ
る
﹁
解
脱
上
人
無
常
詞
﹂
は
壺
坂
僧
正
覚
憲
に
送
っ
た
消
息
と
さ
れ
る
が
︑﹃
渓
嵐
拾
葉
集
﹄
巻
百
十
一
に
﹁
無
常
句　

解
脱
房
貞
慶

已
講
﹂
と
し
て
収
め
ら
れ
︑
観
阿
弥
や
世

阿
弥
も
こ
れ
を
用
い
て
︑﹁
歌
占
﹂
の
地
獄
の
曲
舞
︵
元
は
﹁
百
万
﹂
の
曲
舞
︶
を
は
じ
め
と
す
る
能
や
﹃
曽
我
物
語
﹄
の
詞
章
に
取
り
込
ま
れ
る
な
ど
︑
中
世
芸
能
や
文
学

に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
︒)

10
(

こ
れ
ま
で
貞
慶
の
無
常
の
詞
と
九
相
図
と
の
関
わ
り
は
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
︑
例
え
ば
貞
慶
消
息
の
﹁
恨
哉ヤ

︑
忘
レ二
釈
迦
大
師
ノ

慇
懃
之
教
ヲ一
︑
悲
哉ヤ

︑
聴
カ
ン

二　

琰
魔
法
王
ノ
呵
責
之ノ

詞
ヲ一
︒
名
利
扶
ト
モ

レ　

身
︑
未
タレ
養　
二
北
芒
ノ
骸
ヲ一
︑
恩
愛
悩
ト
モ

レ　

心
ヲ
︑
誰
カ
随
ハ
ン

二　

黄
泉
ノ
魂
ニ一
﹂
と
い
う
一
節
を
九
相
観
を
修
す
る
た

め
に
は
欠
か
せ
な
い
無
常
の
観
念
を
勧
め
る
詞
と
し
て
見
れ
ば
︑
九
相
図
に
寄
り
添
う
唱
導
の
詞
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
︒
そ
の
一
節
に
見
え
る
﹁
釈
迦
大
師
ノ
慇
懃
之
教
﹂

﹁
琰
魔
法
王
ノ
呵
責
之ノ

詞
﹂
の
句
は
︑
発
願
の
詞
に
も
用
い
ら
れ
て
呼
応
す
る
︒
焰
魔
王
堂
の
儀
礼
テ
ク
ス
ト
が
貞
慶
の
発
願
の
詞
︵
琰
魔
講
式
︶
に
拠
る
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
︑
九
相
図
を
含
め
た
儀
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
全
体
を
︑
貞
慶
の
無
常
を
説
く
詞
句
︑
ひ
い
て
は
彼
の
関
与
し
た
儀
礼
・
唱
導
テ
ク
ス
ト
と
の
関
わ
り
か
ら
捉
え
直
す
必
要
が
あ

る
︒こ

の
問
い
の
も
と
で
貞
慶
の
無
常
の
詞
と
九
相
図
の
関
わ
り
に
注
目
し
た
と
き
︑
両
者
が
密
接
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
中
世
に
展
開
し
た
こ
と
を
示
す
確
か
な
証
左

が
見
出
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
︑
中
世
の
九
相
詩
絵
巻
の
詞
書
に
用
い
ら
れ
た
︑
伝
蘇
東
坡
作
﹁
九
相
詩
﹂
で
あ
る
︒

二
︑
伝
蘇
東
坡
作
﹁
九
相
詩
﹂
と
貞
慶
の
無
常
の
詞

北
宋
の
文
人
蘇
東
坡
︵
一
〇
三
七
~

一
一
〇
一

︶
に
仮
託
さ
れ
る
﹁
九
相
詩
﹂
は
︑
十
四
世
紀
後
半
頃
︑
日
本
に
お
い
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒)

11
(

古
い
写
本
は
残
さ
れ
て
い

な
い
が
︑
先
行
す
る
九
相
図
の
イ
メ
ー
ジ
を
詩
文
と
し
て
巧
み
に
詠
み
あ
ら
わ
す
﹁
九
相
詩
﹂
は
︑
室
町
時
代
後
半
に
︑
そ
れ
ま
で
詞
書
を
持
た
な
か
っ
た
﹁
九
相
図
巻
﹂
と

結
び
つ
き
︑
絵
巻
の
詞
書
と
な
っ
て
九
相
図
と
と
も
に
広
く
流
布
し
た
︒)

12
(

そ
の
詞
書
に
お
い
て
︑﹁
九
相
詩
﹂
は
和
漢
朗
詠
の
形
式
に
擬
し
て
︑
九
相
を
詠
む
和
歌
と
あ
わ
せ
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て
作
文
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
︑﹁
無
常
﹂
を
部
立
の
一
つ
と
し
て
全
体
の
結
び
近
く
に
位
置
づ
け
る
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
伝
統
に
根
ざ
す
美
意
識
が
窺
わ
れ
る
が
︑
い
ま

は
そ
の
序
文
に
着
目
し
た
い
︒
そ
の
詞
を
貞
慶
作
﹃
弥
勒
講
式
﹄︵
五
段
式
︶
の
本
文
と
比
較
対
照
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹃
弥
勒
講
式
﹄
初
段
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒)

13
(

九
相
詩
序

弥
勒
講
式
︵
第
一
罪
障
懺
悔
の
段
︶

校
異
︵
九
相
詩
序
↓
弥
勒
講
式
︶

紅
粉
翠
黛
唯
採
白
皮

男
女
婬
楽
互
抱
臰
骸

身
冷
魂
去
棄
之
荒
原

雨
潅
日
曝
須
臾
爛
壊

焼
即
為
灰
焉
見
昔
質

埋
又
為
土
誰
思
旧
好

為
之
惜
名
其
名
冷
於

谷
響
為
之
求
利
其
利

空
於
春
夢
順
我
以
為

恩
愛
背
己
以
作
讎
敵

順
逆
二
門
無
不
妄
縁

皆
是
無
我
之
我
執
計

無
常
之
常
四
種
顚
倒

眼
前
迷
乱
世
人
猶
可

恥
況
於
釈
氏
矣

紅
粉
翠ス
イ

黛タ
イ

︑
唯タ
タ

採イ
ロ
ト
リ二
白
キ
皮カワヘ ヲ
︑

男
女
婬イ
ン

楽ラ
ク

︑
互タ
カ
ヒ
ニ
抱イ
タ
ク二

臰ク
サ
キ骸カハネヲ一

︒

身ミ

冷ヒ
エ 
魂
タ
マ
シ
ヰ

 

去
ヌ
レ
ハ
︑
棄コ
ホ
ス二

之
ヲ
荒
原
ニ一

︒

雨ア
メ

灌ソ
ソ
キ

日
曝サ
ラ
イ
テ
︑
須
臾
ニ
爛
壊
シ
ヌ
︒

焼ヤ
ケ
ハ
即
為ナ
ル

レ
灰ハ
イ
ト一

︑
焉イ
ツ
ク
ン
ソ
見
ル二

昔
ノ

質ス
カ
タ
ヲ一

︒

埋
ハ
又
為ナ
ル

レ
土
ト一

︑
誰タ
レ
カ思
ハ
ム
二

旧フ
ル
キ

好ヨ
シ
ミ
ヲ一

与タメ
ニニレ

之コ
レ
カ一

惜ヲ
シ
ムレ

名
ヲ一

︑
其　
ノ

名
冷ス
サ
マ
シ
ク

レ

於ヨ
リ
モ二

谷
ノ
響ヒ
ヒ
キ一

︑
与
ニレ

之
求モ
ト
ムレ

利
ヲ一

︑
其
利

空ムナ
シ シ
於ヨ
リ
モ二

春
ノ
夢
一
︒
順
カ
ヘ
ハ

レ

我
ニ一

︑
以
テ
為
ス二

恩
愛
ト一

︒
背
ソ
ム
ケ
ハ ケ
レ
ハ
己ヲ
ノ
レニ一

忽タチ
ニ
作ナ
ン
ヌ
讎シウ
テ
キ敵
ト一

︒

順
逆
ノ
二
ノ
門カ
ト

︑
莫ナ
シ

レ

不ア
ラ
ス
ト
イ
フ
コ
ト

二

妄
縁
ニ一

︒

皆
是
執
シ二

無
我
ノ
之
我
ヲ一

︑
計
シ
テ
二

無
常
ノ
之
常
ヲ一

︑
四
種
ノ
顚
倒
︑

眼
ノ
前
ニ
迷
乱
ス
︒
世
人
猶
可ヘ
シ

レ

恥ハ
ツ

一
︒
況
於
二
釈
氏
ニ一

矣
乎
︒

為
↓
与

為
↓
与

以
↓
忽

無
↓
莫

無
我
之
我
執
↓
執
無
我
之
我

矣
↓
乎
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﹃
弥
勒
講
式
﹄
は
︑
弥
勒
信
仰
の
聖
地
で
あ
る
笠
置
般
若
台
に
て
︑
貞
慶
が
菩
提
山
の
住
侶
専
心
の
求
め
に
応
じ
草
し
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
詞
を
転
じ
て
序
文
に
掲
げ
た

﹁
九
相
詩
﹂
が
蘇
東
坡
の
名
を
冠
し
て
編
ま
れ
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
安
居
院
流
の
講
式
に
お
け
る
故
実
や
口
伝
を
あ
ら
わ
す
︑
金
沢
称
名
寺
聖
教
中
の
﹃
式
用
心
故

実
事
・
覚
仙
上
人
口
伝
﹄
に
は
︑﹁
笠
置
上
人
弥
勒
講
式
者
︑
初
段
面
白
被
振
其
筆
︒
無
常
句
多
︒
此
式
初
段
︑
上
之
口
伝
也
﹂
と
見
え
︑)

14
(

鎌
倉
時
代
末
期
に
は
右
に
掲
げ
た

﹃
弥
勒
講
式
﹄
第
一
段
本
文
が
︑
無
常
を
観
ず
る
﹁
面
白
﹂
き
名
句
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
貞
慶
の
講
式
が
蘇
東
坡
の
名
を
冠
し
て
﹁
九
相
詩
﹂
に
用

い
ら
れ
た
事
実
は
︑
九
相
図
を
支
え
る
宗
教
文
化
の
文
脈
を
つ
く
り
だ
す
貞
慶
の
︿
詞
﹀
の
影
響
力
を
あ
ら
た
め
て
喚
起
す
る
と
と
も
に
︑
遡
っ
て
九
相
図
を
備
え
た
焰
魔
王

堂
の
儀
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
解
釈
に
︑
貞
慶
の
無
常
の
詞
か
ら
の
読
み
解
き
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
︒

実
際
に
︑
焰
魔
王
堂
の
建
立
と
相
前
後
し
て
︑﹃
弥
勒
講
式
﹄
第
一
段
に
し
た
た
め
ら
れ
た
無
常
の
詞
と
九
相
観
と
を
結
ん
で
成
っ
た
講
式
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
が
︑
後
鳥

羽
院
に
よ
る
﹃
無
常
講
式
﹄
で
あ
る
︒

三
︑
後
鳥
羽
院
﹃
無
常
講
式
﹄
と
九
相
図

﹃
無
常
講
式
﹄
は
︑
隠
岐
に
流
さ
れ
た
御
鳥
羽
院
が
︑
打
ち
棄
て
ら
れ
た
屍
体
の
臥
す
野
辺
を
﹁
旅
宿
の
草
枕
﹂
に
た
と
え
て
無
常
を
観
念
し
︑
弥
陀
の
救
済
を
願
い
草
し

た
講
式
で
あ
る
︒
恵
心
僧
都
源
信
の
﹃
往
生
要
集
﹄
や
﹃
摩
訶
止
観
﹄
あ
る
い
は
白
居
易
の
詩
な
ど
を
引
用
し
て
作
文
さ
れ
た
本
講
式
に
は
︑
内
外
典
に
通
じ
た
後
鳥
羽
院
の

素
養
が
縦
横
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
︒)

15
(

こ
の
講
式
を
編
む
に
あ
た
っ
て
後
鳥
羽
院
は
︑
冒
頭
に
﹁
無
次
第　

無
法
則　

只
念
無
常　

唱
弥
陀
名　

無
日
時　

無
道
場　

閑
居
暁
天　

旅
宿
草
枕
﹂
と
記
し
て
︑
次
第
を
整
え
法
則
に
よ
っ
て
行
う
︑
本
来
あ
る
べ
き
講
式
の
形
式
か
ら
解
き
放
た
れ
て
自
由
な
ス
タ
イ
ル
を
創
造
し
た
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
︑
無
常

を
観
じ
る
﹁
旅
宿
の
草
枕
﹂
と
い
う
仮
想
の
空
間
︵
但
し
︑
院
に
と
っ
て
は
他
な
ら
ぬ
自
ら
の
境
涯
そ
の
も
の
︶
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
︑
そ
の
導
入
部
分
に
あ
た
る
述
懐
の

詞
に
︑
貞
慶
の
﹃
弥
勒
講
式
﹄
第
一
段
の
本
文
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

　
　
﹃
無
常
講
式
﹄
第
一
段 

　
　
　
﹃
弥
勒
講
式
﹄
第
一
段

 
 

身ミ
ハ
如
シ二

旧ク
タ
ク宅
ノ
危ア
ヤ
ウ
キ
カ

一

︑
命
イ
ノ
チ
ノ 

柱ハ
シ
ラ 

僅ワ
ツ
カ
ニ
支サ
ヽ
フ
︒　

 
 

心コ
ヽ
ロ 

ニ
似ニ
タ
リ
二

旅リ
ヨ
ウ
カ
ク客ノ
宿ヤ
ト
ル
ニ
一

︑
与ト
モ
ニレ

息イ
キ
ト
欲
スレ

去サ
ン
ナ
ム
ト
︒

夫
身ミ
ハ
如コ
ト
シ二

旧キ
ウ
タ
ク宅
ノ
危ア
ヤ
ウ
キ
カ

一

︑
命
イ
ノ
チ
ノ ノ
柱ハ
シ
ラ 

僅ワ
ツ
カ
ニ
支サ
サ
フ
︒

心
ハ
似ニ
タ
リ
二

旅リ
ヨ

客
ノ 
宿
ヤ
ト
レ
ル
ニ

 

ル
ニ
一

︑
与ト
モ
ニレ

息イ
キ
ト
欲
スレ 

去
サ
リ
ナ
ン
ト

 

ト
︒
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後
鳥
羽
院
は
貞
慶
に
深
く
帰
依
し
︑
直
接
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る)

16
(

が
︑
貞
慶
の
﹃
弥
勒
講
式
﹄
に
基
づ
く
こ
の
詞
を
導
入
と
し
て
︑
本
講
式
は
大
き

く
三
つ
の
段
か
ら
成
る
︒
第
一
段
に
は
厭
離
穢
土
の
心
を
勧
め
︑
第
二
段
に
無
常
︵
九
相
︶
を
観
ず
る
べ
き
こ
と
を
説
き
︑
第
三
段
で
は
欣
求
浄
土
を
祈
願
す
る
︒
各
段
の
結

び
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
の
念
仏
の
み
が
唱
え
ら
れ
︑
全
体
が
無
常
を
観
じ
弥
陀
を
念
ず
る
た
め
の
講
式
と
し
て
作
文
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
旅
宿
の
草
枕
﹂
に
て
観
ず
る

無
常
が
焦
点
化
さ
れ
る
の
が
︑
第
二
段
で
あ
る
︒
こ
の
段
は
︑
前
半
の
一
節
が
﹃
存
覚
法
語
﹄
や
蓮
如
の
﹃
白
骨
の
御
文
﹄
に
用
い
ら
れ
て
︑
つ
と
に
注
目
を
集
め
な
が
ら
︑)

17
(

続
け
て
観
ぜ
ら
れ
る
九
相
に
つ
い
て
は
正
面
か
ら
論
究
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒)

18
(

し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
顧
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
そ
の
本
文
こ
そ
︑﹃
無
常
講
式
﹄
の
企
て

た
無
常
を
観
ず
る
行
儀
の
核
心
で
あ
る
︒
そ
の
本
文
構
成
を
確
認
す
る
た
め
に
︑
以
下
に
第
二
段
の
全
文
を
掲
げ
︑
章
句
の
出
典
を
示
そ
う
︒

﹃
無
常
講
式
﹄
第
二
段

出
典
及
び
先
行
す
る
関
連
文
献　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

挙コ
ソ
テレ
世ヨ

如コ
ト
シ二

浮フ

蝣イ
ウ
ノ一

︒

于
レ
朝
ニ
死シ
ヽ

于ニ
レ
夕ユ
ウ
ヘ死
シ
テ
︑
別ワ
カ
ル
ヽ
者モ
ノ

幾イ
ク
ソ

許ハ
ク
ソ

哉ヤ

︒

□
﹁
挙
世
如
蜉
蝣
﹂︵
白
詩
文
集
巻
五
效
陶
潜
体
詩
十
六
首
并
序
︶

□
﹁
或
朝
生
暮
死
﹂︵
往
生
要
集
︶

或ア
ル
ヒ
ハ
昨キ
ノ
ウ日
已
ニ
埋ウ
ツ
ン
テ
︑
㯲
ノ
コ
ウ二
涙
ヲ
於
墓ハ
カ
ノ
下モ
ト
ニ一

之
者モ
ノ
ア
リ
︒

或
ヒ
ハ
今コ

夜ヨ
ヒ

欲ホ
シ
テ

レ

送ヲ
ク
ラ
ム
ト
︑
泣
ク二

別ワ
カ
レ
ヲ

棺ク
ワ
ン
ノ
前マ
ヘ
ニ一

之
人ヒ
ト
モ
ア
リ
︒

凡ヲ
ヨ
ソ

無ナ
キレ

墓ハ
カ

者モ
ノ
ハ
︑
人ヒ
ト
ノ
始シ

中チ
ウ

終シ
ウ

︑

如コ
ト
ク
ナ
ル

レ

幻
マ
ホ
ロ
シ
ノ
者ハ

︑
一
朝コ

︵
期
︶
ノ
過ス
ク
ル
程ホ
ト

也
︒

三
界カ
イ

無
常
也
︒

自ヨ
リ

レ
古
イ
ニ
シ
ヘ
イ
マ
タ

 

未ス
レ 

聞キ
カ

レ
有ア
リ
ト
云
事
ヲ

二

万ハ
ン

歳セ
イ
ノ
人ヒ
ト
ノ
身ミ
一
︒

一
生
易ヤ
ス
シレ

過ス
キ

︒

＊
波
線
部
で
囲
っ
た
本
文
が
︑
存
覚
法
語
に
引
か
れ
る
部
分
で
あ
る
︒

在ア
テレ

今イ
マ
ニ
誰タ
レ
カ
保タ
モ
タ
ン

二

百
年ネ
ン
ノ
形キ
ヤ
ウ
タ
イ躰ヲ一
︒

実マ
コ
トニ 

我ワ
レ
ハ
前サ
キ

︑
人ヒ
ト
ヤ
前サ
キ

︑
不
レ
知シ
ラ

二
今ケ

ウ日
ト
モ

一

︑
不ス
レ
知シ
ラ

二
明ア

ス日
ト
モ

一

︑

□
﹁ 

末
の
露
も
と
の
雫
や
世
の
中
の
お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
な
る
ら
む
﹂︵
新
古
今
和
歌
集

﹁
哀
傷
﹂
七
五
七
遍
昭
︑
和
漢
朗
詠
集
﹁
無
常
﹂
七
九
七
︶
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後ヲ
ク
レ

先
サ
キ
タ
ツ

人ヒ
ト

︑
繁シ
ゲ
シ二

本モ
ト
ノ 

滴シ
ツ
ク 

末ス
エ
ノ
露ツ
ユ
ヨ
リ
モ

一

︒

指サ
シ
テ二

厚ク
ヱ
ン︵
原
︶
野ヤ
ヲ一

︑
為
シ二

独ト
ク
セ
イ逝
ノ
地
ト一

︑

築ツ
イ
テ二

墳フ
ン

墓ホ
ヲ一

︑
為
ス二

永ナ
カ
ク
栖ス
ミ
カ家
ト一

︒

焼ヤ
ケ
ハ
為ナ
リ

レ
灰ハ
ヒ
ト
︑
埋ウ
ツ
メ
ハ
為ナ
ル

レ
土
ト一

︑
人ヒ
ト
ノ
成ナ
リ
ユ
ク之
終□
ハ
リ
ノ
之
資ス
カ
タ

也ナ
リ

︒

□
﹁ 

指
テ二

原
野
ヲ一

為
独
リ
逝
クレ

地
︒
築
二
墳
墓
一
為
二
永
ク
栖
ム
処
ト一

︒
焼
ハ
即
為
灰
ト一

︑
埋
ハ
即
為
レ
土
ト
﹂

︵
仁
和
寺
所
蔵
﹃
六
道
釈
﹄︶

□
﹁ 

焼ヤ
ケ
ハ
即
為ナ
ル

レ
灰ハ
イ
ト一

︑
焉イ
ツ
ク
ン
ソ
見
ル二

昔
ノ

質ス
カ
タ
ヲ一

︒﹂︵
弥
勒
講
式
︶︑﹁
焼
為
灰
埋
之
成
土
﹂︵
大
般
涅

槃
経
義
記
︑
大
集
義
章
︶

嗚ア

呼
︑

撫ナ
テ
ヽ

二

雲ウ
ン
ヒ
ン鬢ヒン
ヲ一

︑
戯タ
ハ
フ
ル
ヽ
ハ

二

花ハ
□
ノ

間ア
ヒ
タ
ニ一

︑

朝　
タ

百
媚コ
ヒ

︑
雖イ
ヘ
トモレ

難
トレ

別ワ
カ
レ
︑

先サ
キ
タ
テ

二

露ツ
ユ
ノ
命
一
︑
臥フ
ス

二

蓬ヨ
モ
キ
ノ
下モ
ト
ニ一

︑

夕ユ
フ
ヘ
ニ
九ク

相サ
ウ

︑
皆
可
シレ

捨ス
ツ

︑

爛タ
ヽ
レ
テ
一
両リ
ヤ
ウ
ニ
チ日
ヲ
過ス
ク
ル
者
ノ
︑
悉コ
ト
〳
〵
ク
傍ソ
ハ
ムレ

眼
ヲ
︒

臰ク
サ
ク
シ
テ
三
五
里リ
ヲ
行ユ
ク

人
︑
皆
塞□
サ
クレ

鼻
ヲ
︒

便ヘ
ン

利リ

二
道タ
ウ
ノ
中ナ
カ
ヨ
リ

白シ
ロ
キ
ム
シ蠕
蠢ム
ク
メ
キ
出　
テ
ヽ︑

手シ
ユ

足
四
支シ
ノ
上ウ
ヱ
ヨ
リ
︑
青
蠅ハ
ヘ

飛
集ア
ツ
マ
ル
︒

虎トラ
ヲ
ヽ
カ
ミ
キ
ツ
ネ

狼
コ
ラ
ウ

野ヤ

干カ
ン
ハ
馳
セ
テ
二

四
方ハ
ウ
ニ一

︑
置ヲ
キ二

十
二
節フ
シ
ヲ
於
所
ニ々一

︑

鵄トヒ
フ
ク
ロ
ウ
ク
マ
タ
カ
ワ
シ

 

梟
シ
ケ
ウ 

雕テ
ウ 

鷲シ
ユ
ハ

啄ク
ラ
ヒ
テ二

五
蔵
ヲ一

︑
捉ト
ラ
フ二

五
尺
ノ 

腸
ハ
ラ
ワ
タ

 

ヲ
於
色イ
ロ

々〳
〵
ニ一

肉シ
ヽ
ム

落ラ
ヲ
チ
皮カ
ハ

剥ハ
ケ
テ
︑
但タ
ヽ

生ナ
マ
シ
キ
髑ト
ク

髏ロ

日ヒ
ニ
暴サ
ラ
サ
レ
︑
雨ア
メ
ニ

洗ア
ラ
ハ
ル
︒

終ツ
イ
ニ
朽ク
チ
テ
成ナ
ン
ヌレ

土ツ
チ
ト
︒

雲ウ
ン
ヒ
ン鬢
何イ
ツ
ク
ニ
カ
収ヲ
サ
マ
ル
︒
華ハ
ナ
ノ
貌カ
オ
ハ
セ何
カ
懐ヤ
フ
ル
︒

眼
ニ
ハ
秋ア
キ
ノ
草ク
サ
ヲ
ヒ生
︑
首カ
ウ
ヘハ
春ハ
ル
ノ
苔コ
ケ

繁シ
ケ
シ
︒

□
﹁ 

雲
鬢
﹂︵
白
氏
文
集
巻
十
二
長
恨
歌
︶

□
﹁ 

百
媚
﹂︵
遊
仙
窟
︑
白
氏
文
集
巻
十
二
長
恨
歌
︑
三
教
指
帰
︶

□ 

︵ 

参
考
︶﹁
朝
有
紅
顔
誇
世
路　

暮
為
白
骨
朽
郊
原
／
朝
に
紅
願
有
っ
て
世
路
に
誇
れ
ど
も　

暮
に

白
骨
と
為
つ
て
郊
原
に
朽
ち
ぬ
﹂︵
和
漢
朗
詠
集
七
九
三
﹁
無
常
﹂
義
孝
少
将
︶

□
﹁ 

白
蠕
孔
裏
蠢　

青
蠅
骴
上
飛
﹂︵
伝
空
海
作
﹁
九
想
詩
﹂︶

□
﹁
青
蠅
﹂︵
三
教
指
帰
︶

□
﹁
虎
狼
﹂︵
伝
空
海
作
﹁
九
想
詩
﹂︶

□
﹁
雕
鷲
鵄
梟
野
干
狗
等
﹂︵
往
生
要
集
︶

□
﹁ 

日
曝
雨
灌
﹂︵
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
︶︑﹁
日
暴
雨
灌
﹂︵
往
生
要
集
︶︑﹁
雨
灌
日
曝
﹂︵
弥
勒

講
式
︶

□
﹁
花
顔
﹂︵
白
氏
文
集
巻
十
二
長
恨
歌
︶
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右
の
よ
う
に
比
較
す
れ
ば
︑﹃
無
常
講
式
﹄
が
﹃
往
生
要
集
﹄
や
仏
典
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
白
楽
天
の
詩
や
後
鳥
羽
院
の
勅
撰
に
な
る
﹃
新
古
今
和
歌
集
﹄
哀
傷
の
撰
入
歌

﹁
末
の
露
も
と
の
雫
や
世
の
中
の
お
く
れ
さ
き
だ
つ
た
め
し
な
る
ら
む
﹂
を
用
い
て
︑
無
常
を
観
ず
る
本
文
を
創
り
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
式
全
体
の
中
で
も
鍵
語
と

な
る
﹁
草
枕
﹂﹁
蓬
が
も
と
﹂﹁
露
の
命
﹂
な
ど
︑
無
常
や
哀
傷
を
詠
ず
る
和
歌
の
歌
こ
と
ば
や
唱
導
の
名
句
も
自
在
に
駆
使
さ
れ
る
︒
そ
の
表
現
は
︑﹃
宝
物
集
﹄
に
和
漢
の

詩
句
を
並
べ
て
観
ぜ
ら
れ
る
無
常
の
あ
り
方
と
も
響
き
合
う
︒)

19
(

﹃
無
常
講
式
﹄
は
︑
ま
さ
に
︿
和
漢
朗
詠
﹀
の
世
界
を
包
含
し
具
現
す
る
︑
あ
ら
た
な
行
儀
の
構
築
で
あ
っ
た
︒

こ
の
一
段
に
あ
っ
て
︑
そ
の
中
心
を
な
す
の
が
︑
朽
ち
て
い
く
女
人
の
死
体
を
観
ず
る
九
相
観
な
の
で
あ
る
︒
点
線
に
よ
り
囲
ん
だ
一
節
が
当
該
箇
所
で
あ
る
︒
そ
の
本
文

を
︑
聖
衆
来
迎
寺
本
六
道
絵
﹁
人
道
不
浄
相
図
﹂
を
一
方
に
置
い
て
参
照
し
て
み
て
み
よ
う
︒

﹁
人
道
不
浄
相
図
﹂﹇
図
1
﹈
は
︑
画
面
上
方
か
ら
九
相
の
各
相
が
順
に
配
置
さ
れ
る
︒
打
ち
棄
て
ら
れ
た
死
後
間
も
な
い
美
し
い
屍
︵
①
新
死
相
︶
は
︑
黒
ず
み
膨
張
し
︑

膿
み
爛
れ
て
腐
乱
し
悪
臭
を
放
ち
︵
②
脹
相
③
壊
相
④
血
塗
相
︶︑
蛆
も
蠢
き
青
蠅
が
飛
び
回
る
︵
⑤
膿
爛
相
⑥
青
瘀
相
︶︒
犬
や
鳶
な
ど
の
禽
獣
・
鳥
が
群
が
り
︑
死
肉
を
食

白ハ
ク
ラ
ク楽
天
云
︒

故コ

墓ホ

何イ
ツ
レ
ノ
世ヨ
ノ
人ヒ
ト
ソ
︑
不ラ
ス

レ
知シ
二

姓
シ
ヤ
ウ
ト

与ト
一
レ
名ナ

︑

和ク
ワ
シ
テ
︵
化
︶
為ナ
テ二

道ミ
チ
ノ

頭ホ
ト
リ
ノ
土ツ
チ
ト一

︑
年ト
シ

々〳
〵
ニ
春
ノ
草ク
サ
ヲ
ウ生
云々

︒

西セ
イ

施シ

顔カ
ン

色シ
ヨ
ク

︑
今イ
マ

何イ
ツ
ク
ニ
在ア
ル

︑
可ヘ
シ

レ
有ア
ル
︒
春
ノ
風カ
セ

百ハ
ク

草サ
ウ
ノ

頭ホ
ト
リ
云々

︒

再フ
タ
ヒヽ
生ウ
マ
レ
テ
︑
汝　
チ

今　
マ

過ス
キ
タ
リ
二

壮サ
カ
リ
ナ
ル

位ク
ラ
イ
ヲ一

︒

死シ
ヽ

衰ヲ
ト
ロ
ヘ
テ
︑
将ス
ニレ

近チ
カ
ツ
カ
ン
ト

二

閻
魔
王
ニ一

︒

欲
ス
ル
ニ

レ

往ユ
カ
ン
ト
二

先セ
ン

路ロ
ニ一

︑
無
二
資シ
リ
ヤ
ウ糧

一
︑

求モ
ト
ル
ム
ニ

レ

住
二
中
間
ニ一

︑
無
シ二

所
止
一
︒

一
切
ノ
有ウ

為ヰ
ノ
法ホ
ウ
ハ
如
シ二

夢ユ
メ

幻
マ
ホ
ロ
シ

泡ハ
ウ
ヤ
ウ影
ノ一

︒

如
レ
露ツ
ユ
ノ
︑
亦
如
レ

雷
イ
ナ
ヒ
カ
リノ
︒

応
レ
作ナ

ス
二
如
是
観
ヲ一

︒

南
無
阿
弥
陀
仏

□
﹁ 

古
墓
何
代
人
︒
不
知
姓
与
名
︒
化
作
路
傍
土
︒
年
年
春
草
生
﹂︵
白
氏
文
集
続
古
詩
十
首
第

一
︶

□
﹁ 

西
施
顔
色
今
何
在　

応
在
春
風
百
草
頭
／
西
施
が
顔
色
は
今
何
に
か
在
る　

春
の
風
の
百
草

の
頭
に
在
る
べ
し
﹂︵
和
漢
朗
詠
集
﹁
草
﹂
四
三
六
︶

□
﹁ 

再
生
汝
今
過
盛
位 

至
衰
將
近
琰
魔
王　

欲
往
前
路
無
資
糧 

求
住
中
間
無
所
止
﹂︵
阿
毘
達
磨

大
毘
婆
沙
論
︑
阿
毘
達
磨
倶
舍
論
︑
宝
物
集
︶

□
﹁ 

一
切
有
為
法　

夢
幻
泡
影
︑
如
露
亦
如
電
︑
応
作
如
是
観
﹂︵
金
剛
般
若
経
︑
往
生
要
集
︑

宝
物
集
︶
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い
破
り
内
臓
を
ひ
き
づ
り
出
す
︒
あ
た
り
に
散
ら
か
さ
れ
た
屍
は
︵
⑦
噉
相
︑
⑧
散
相
︶︑
日
に
曝
さ
れ
雨
に
あ
ら
わ
れ
白
骨
と
な
っ
て
土
へ
と
還
っ
て
い
く
︵
⑨
骨
相
︶︒
春

の
花
︑
秋
の
草
な
ど
描
か
れ
た
四
季
の
光
景
を
含
め
て
︑
こ
の
図
様
に
﹃
無
常
講
式
﹄
の
本
文
を
重
ね
て
み
れ
ば
︑﹁
嗚ア

呼
︑
撫ナ
テ
ヽ

二

雲ウ
ン
ヒ
ン鬢
ヲ一

︑
戯タ
ハ
フ
ル
ヽ
ハ

二

花ハ
□
ノ 

間ア
ヒ
タニ一

︑
朝　
タ

百
媚コ
ヒ

︑

雖イ
ヘ
トモレ

難
トレ

別ワ
カ
レ
︑
先サ
キ
タ
テ
二

露ツ
ユ
ノ
命
一
︑
臥フ
ス

二 

蓬ヨ
モ
キ 

ノ
下モ
ト
ニ一

﹂︵
①
新
死
相
︶
に
始
ま
り
︑﹁
夕ユ
フ
ヘニ
九
相
︑
皆
可
シレ

捨ス
ツ

︑
爛タ
ヽ
レ
テ
一
両リ
ヤ
ウ
ニ
チ日 

ヲ
過ス
ク
ル
者
ノ
︑
悉コ
ト
〳
〵
ク
傍ソ
ハ
ムレ

眼
ヲ
︒
臰ク
サ
ク
シ
テ
三
五
里リ
ヲ
行ユ
ク

人
︑

皆
塞□
サ
クレ

鼻
ヲ
﹂︵
②
脹
相
③
壊
相
④
血
塗
相
︶︒﹁
便ヘ
ン

利リ

二
道タ
ウ
ノ
中ナ
カ
ヨ
リ

白シ
ロ
キ
ム
シ蠕
蠢ム
ク
メ
キ
出　
テ
ヽ︑
手シ
ユ

足
四
支シ
ノ
上ウ
ヱ
ヨ
リ
︑
青
蠅ハ
ヘ

飛
集ア
ツ
マ
ル
﹂︵
⑤
膿
爛
相
⑥
青
瘀
相
︶︒﹁
虎コ

狼ラ
ウ

野ヤ

干カ
ン
ハ
馳
セ
テ

二

四
方ハ
ウ
ニ一

︑

置ヲ
キ二

十
二
節フ
シ
ヲ
於
所
ニ々一

︑
鵄シ

梟ケ
ウ

雕テ
ウ

鷲シ
ユ
ハ

啄ク
ラ
ヒ
テ二

五
蔵
ヲ一

︑
捉ト
ラ
フ二

五
尺
ノ

腸
ハ
ラ
ワ
タヲ
於
色イ
ロ

々〳
〵
ニ一

︒
肉
シ
ヽ
ム
ラ

落ヲ
チ

皮カ
ハ

剥ハ
ケ
テ
︑
但タ
ヽ

生ナ
マ
シ
キ
髑ト
ク

髏ロ

日ヒ
ニ
暴サ
ラ
サ
レ
︑
雨ア
メ
ニ

洗ア
ラ
ハル
﹂︵
⑦
噉
相
︑
⑧
散
相
︶︒﹁
終ツ
イ
ニ
朽ク
チ
テ
成ナ
ン

ヌレ

土ツ
チ
ト
︒
雲ウ
ン
ヒ
ン鬢
何イ
ツ
クニ
カ
収ヲ
サ
マ
ル
︒
華ハ
ナ
ノ
貌カ
オ
ハ
セ何
カ
懐ヤ
フ
ル
︒
眼
ニ
ハ
秋ア
キ
ノ
草ク
サ
ヲ
ヒ生
︑
首カ
ウ
ヘハ
春ハ
ル
ノ
苔コ
ケ

繁シ
ケ
シ
﹂︵
⑨
骨
相
︶
と
い
う
具
合
に
︑
九
相
図
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
︒
そ
の
呼
応
関
係
か
ら
は
︑
後
鳥
羽
院
が
実
際
に
何
ら
か
の
九
相
図
を
眼
前
に
し
て
い
た
可
能
性
も
提
起
さ
れ
る
︒

［図 1］聖衆来迎寺本六道絵
　　　　「人道不浄相図」（模本）
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史
料
上
の
初
見
に
あ
た
る
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
に
描
か
れ
た
九
相
図
と
相
前
後
し
て
︑
後
鳥
羽
院
に
よ
り
無
常
を
観
ず
る
儀
礼
の
詞
と
し
て
作
文
さ
れ
た
九
相
の
う
ち
︑

﹁
白
シ
ロ
キ
ム
シ蠕
蠢ム
ク
メキ
出　
テ
ヽ﹂﹁
青
蠅ハ
ヘ

飛
集ア
ツ
マ﹂
の
対
句
表
現
は
︑
伝
空
海
作
﹁
九
想
詩
﹂
に
基
づ
こ
う
︒
そ
の
対
句
は
︑
ひ
と
つ
前
の
句
で
あ
る
﹁
臰ク
サ
ク
シ
テ
三
五
里リ
ヲ
行ユ
ク

人
﹂
と
あ
わ
せ
み
れ

ば
︑
伝
蘇
東
坡
作
﹁
九
相
詩
﹂
第
四
肪
乱
相
の
﹁
白
蠕
身
中
傍
蠢
　々

青
蠅
背
上
幾
営
　々

風
伝
臰
気
二
三
里
﹂
と
呼
応
す
る
︒
ま
た
九
相
を
観
ず
る
初
め
と
終
わ
り
に
︑

﹃
無
常
講
式
﹄
は
女
人
の
美
し
い
黒
髪
を
あ
ら
わ
す
﹁
雲
鬢
﹂
と
い
う
表
現
を
用
い
て
︑
黒
髪
を
愛
で
撫
で
ら
れ
朝
に
咲
き
誇
っ
た
高
貴
な
女
人
が
︑
夕
べ
に
は
露
の
命
と

な
っ
て
朽
ち
果
て
る
と
い
う
︑﹁
人ヒ
ト
ノ
成ナ
リ
ユ
ク之
終ヲ
ハ
リノ
之
資ス
カ
タ﹂
を
象
る
︒﹁
九
相
図
巻
﹂
や
﹁
人
道
不
浄
相
図
﹂
が
新
死
相
︵
或
い
は
生
前
相
︶
に
描
く
美
し
い
黒
髪
は
︑
王
や
肉
親

か
ら
鍾
愛
さ
れ
た
高
貴
な
女
人
の
﹁
人ヒ
ト
ノ
成ナ
リ
ユ
ク之
終ヲ
ハ
リノ
之
資ス
カ
タ﹂
を
観
ず
る
︑
そ
の
始
ま
り
の
象
徴
で
も
あ
っ
た
︒﹁
九
想
詩
絵
巻
﹂
は
そ
の
光
景
を
︑﹁
は
か
な
し
や
朝
夕
な
で
し

く
ろ
か
み
も　

よ
も
ぎ
が
も
と
の
ち
り
と
こ
そ
な
れ
﹂
と
詠
ず
る
︒
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
︑
貞
慶
か
ら
後
鳥
羽
院
の
﹃
無
常
講
式
﹄
へ
と
受
け
継
が
れ
た
無
常
の
章
句
は
︑
九

相
図
を
成
り
立
た
せ
る
文
脈
を
生
成
す
る
テ
ク
ス
ト
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

四
︑
後
鳥
羽
院
と
宣
陽
門
院
の
祈
り

承
久
の
乱
の
結
果
と
し
て
︑
隠
岐
の
配
所
で
後
鳥
羽
院
が
あ
ら
わ
し
た
﹃
無
常
講
式
﹄
が
詞
に
よ
り
現
前
化
す
る
九
相
図
は
︑
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
に
描
か
れ
た
で
あ
ろ
う
九

相
図
に
つ
い
て
考
え
る
格
好
の
手
が
か
り
と
な
る
︒
本
願
主
で
あ
る
宣
陽
門
院
は
︑
後
鳥
羽
院
の
叔
母
で
あ
り
後
白
河
院
の
遺
産
の
継
承
者
と
し
て
い
わ
ば
皇
室
の
後
見
人
で

あ
っ
た
︒
建
保
三
年
︵
一
二
一
六
︶
の
院
御
逆
修
に
布
施
物
を
送
る
人
々
の
筆
頭
が
宣
陽
門
院
で
あ
る
︒)

20
(

そ
こ
に
は
︑
父
後
白
河
院
よ
り
相
続
し
た
莫
大
な
財
産
を
も
っ
て
朝

廷
を
支
え
︑
王
家
の
仏
事
を
担
う
役
割
を
負
っ
た
宣
陽
門
院
の
主
体
的
な
働
き
が
窺
わ
れ
よ
う
︒
ま
た
︑
焰
魔
王
堂
を
建
立
し
た
成
賢
も
承
久
の
乱
ま
で
一
貫
し
て
後
鳥
羽
院

の
修
法
を
担
い
そ
の
玉
体
を
護
持
し
た
密
教
僧
で
あ
り
︑
供
養
導
師
を
勤
め
た
安
居
院
聖
覚
も
︑
後
鳥
羽
院
か
ら
深
い
帰
依
を
受
け
て
隠
岐
配
流
の
後
も
院
の
問
い
に
応
え
化

導
を
行
っ
た
と
い
う
︒
そ
う
し
た
後
鳥
羽
院
と
の
関
係
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
宣
陽
門
院
が
承
久
の
乱
の
直
後
に
焰
魔
王
堂
を
建
立
し
た
目
的
に
は
︑
乱
を
惹
き
起
こ
し
た
張
本
と

し
て
遠
島
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
へ
の
祈
り
が
あ
り
︑
本
来
で
あ
れ
ば
後
鳥
羽
院
自
身
が
営
む
べ
き
懺
悔
滅
罪
と
社
会
の
再
生
の
た
め
の
宗
教
空
間
の
創
出
を
︑
宣
陽
門
院
が
願
主

と
な
っ
て
引
き
受
け
創
り
上
げ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒﹃
無
常
講
式
﹄
は
︑﹁
我
及ヲ
ヨ
ヒ余
ノ
信
ス
ル
者モ
ノ

︑
既ス
テ
ニ
見
マ
ツ
リ

二

彼
ノ
佛
ヲ一

已ヲ
ハ
テ
︑
願
ハ
得
テ二

離リ

ク垢
ノ

眼
マ
ナ
コ
ヲ一

︑
往
二
生

セ
ン
安
楽
国
ニ一

﹂
と
結
ば
れ
る
︒
後
鳥
羽
院
が
隠
岐
か
ら
と
も
に
無
常
を
観
念
し
極
楽
往
生
を
願
お
う
と
呼
び
か
け
︑
祈
り
を
寄
せ
る
人
々
と
し
て
︑
宣
陽
門
院
や
成
賢
︑
聖
覚

も
ま
な
ざ
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒

﹃
無
常
講
式
﹄
は
︑
建
長
七
年
︵
一
二
四
九
︶
に
雲
林
院
で
書
写
さ
れ
た
現
存
唯
一
の
古
写
本
が
︑
高
山
寺
を
経
て
仁
和
寺
の
所
蔵
と
な
っ
て
今
に
伝
わ
る
︒
雲
林
院
は
︑
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平
安
時
代
に
蓮
台
野
を
墓
所
と
し
て
二
十
五
三
昧
会
が
営
ま
れ
た
場
で
あ
り
︑
安
居
院
の
唱
導
テ
ク
ス
ト
が
伝
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
承
久
の
乱
の
翌
年

に
︑
宣
陽
門
院
の
仏
事
に
携
わ
っ
て
い
た
と
お
ぼ
し
い
天
台
僧
に
よ
っ
て
︑
安
居
院
澄
憲
の
表
白
を
集
め
た
﹃
上
素
帖
﹄
が
書
写
さ
れ
て
い
る
︒)

21
(

﹃
無
常
講
式
﹄
が
雲
林
院
に

伝
え
ら
れ
た
背
景
の
一
つ
と
し
て
︑
定
覚
上
人
以
来
の
二
十
五
三
昧
会
の
伝
統)

22
(

や
聖
覚
を
介
し
た
安
居
院
と
の
関
わ
り
は
考
え
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
実
際
に
﹃
無
常
講
式
﹄

の
本
文
に
は
︑
二
十
五
三
昧
会
の
伝
統
に
根
ざ
す
六
道
釈
や
六
道
絵
と
関
わ
る
唱
導
の
言
説
が
参
照
さ
れ
て
お
り
︑)

23
(

安
居
院
唱
導
の
影
響
の
一
端
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
無
常
講
式
﹄
は
︑
貞
慶
と
安
居
院
の
唱
導
を
結
び
︑
天
台
︵﹃
往
生
要
集
﹄
や
﹃
摩
訶
止
観
﹄︑
二
十
五
三
昧
式
︶
と
真
言
︵
伝
空
海
作
﹁
九
想
詩
﹂︶
の
顕
密
双
方
に
わ
た
る

無
常
の
観
念
を
介
し
て
九
相
と
六
道
を
詞
に
よ
り
結
ぶ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
と
も
に
︑
和
漢
の
詩
歌
の
伝
統
に
根
ざ
し
︑
内
典
外
典
の
修
辞
を
駆
使
し
︑
他
な
ら
ぬ
帝
王
そ
の

人
が
主
体
的
に
創
り
上
げ
た
︑
念
仏
に
よ
る
浄
土
往
生
の
た
め
の
儀
礼
テ
ク
ス
ト
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
︒

五
︑
宣
陽
門
院
の
九
相
観
の
実
践
と
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
九
相
図

以
上
の
考
察
に
よ
り
︑
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
の
儀
礼
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
︑
成
賢
が
書
写
し
た
﹃
尊
勝
陀
羅
尼
并
般
若
心
経
発
願
﹄
に
加
え
て
︑
そ
の
前
段
階
に
無
常
を
観
じ
る
貞

慶
の
章
句
を
置
い
て
綜
合
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
︒
描
か
れ
た
九
相
図
が
︑
宣
陽
門
院
を
本
願
と
し
て
そ
の
意
の
許
に
出
ず
る
も
の
で
あ
れ
ば
︑
あ

ら
た
め
て
宣
陽
門
院
自
身
の
信
仰
実
践
に
つ
い
て
も
︑
具
体
的
に
問
う
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
宣
陽
門
院
の
帰
依
し
た
仁
和
寺
菩
提
院
行
遍
に
よ
る
﹃
参
語

集)
24
(

﹄
に
︑
宣
陽
門
院
が
﹁
無
双
の
尼
真
言
師
︵
天
野
大
夫
殿
︶﹂
か
ら
密
教
の
伝
法
に
相
当
す
る
奥
義
の
伝
授
を
受
け
て
い
た
記
事
の
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
︒
宣
陽
門
院

は
単
な
る
施
主
で
は
決
し
て
無
く
︑
加
行
を
修
し
︑
自
ら
尼
真
言
師
と
し
て
積
極
的
に
信
仰
を
実
践
し
密
教
修
行
す
る
側
に
立
つ
女
院
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

宣
陽
門
院
が
出
家
し
た
の
は
︑
守
覚
法
親
王
の
死
か
ら
三
年
に
あ
た
る
元
久
二
年
︵
一
二
〇
五
︶︑
二
十
五
歳
の
時
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
早
い
時
期

か
ら
︑
宣
陽
門
院
は
守
覚
自
身
か
ら
真
言
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒﹃
三
僧
記
類
聚)

25
(

﹄
に
は
︑
建
久
七
年
︵
一
一
九
六
︶
の
事
と
し
て
︑
守
覚
が
宣
陽
門
院

に
真
言
を
授
け
て
い
た
こ
と
を
伝
え
る
詳
細
な
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

　
　

八
十
二
︑
奉
授
女
院
真
言
事

建
久
七
年
︵
一
一
九
六
︶
三
月
十
一
日
︑
御(
守
覚
)室
令
ム三

奉
授
セ二　

宣
陽
門
院
御
真
言
等
ヲ一

︒

大
日
真
言
金
台　
　

但
無
別
題
目
亦
大
日
真
言
ト
書
テ
二
首
有
之
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薬
師
真
言
大
呪　

又
真
言
コ
ロ
〳
　〵

金
輪
真
言　

聖
観
音
真
言　

千
手
々
　々

如
意
輪
々
　々

延
命
々
　々

五
字
文
殊
々
　々

愛
染
王
根
本
々
　々

同
ミ(
マ
マ
)ナ
ヤ
一
字
心
々
　々

不
動
々
々

一
方
︑
守
覚
が
御
室
の
門
徒
等
へ
の
訓
戒
と
し
て
編
ん
だ
﹃
北
院
御
室
拾
葉
集)

26
(

﹄
に
は
︑
そ
の
心
得
の
一
つ
に
真
言
行
者
は
九
相
を
観
ず
る
べ
き
こ
と
が
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
る
︒

一
︑
真
言
ノ
行
者
ハ
︑
若
シ
過
グ
ル

レ

衢
ヲ
之
時
︑
懸
ケ二

心
ニ
於
九
想
観
ヲ一

︑
不
レ
可
カ
ラ

レ

忘
ル二

無
常
之
転
変
ヲ一

︒
手
ニ
結
ビレ

印
ヲ
口
ニ
誦
シ
テ

レ

明
ヲ
可
シ二

廻
向
ス一

︒
是
レ
併
シ
ナ
ガ
ラ
︑
郊
外
ノ
亡

魄
及
ビ
以
テ
諸
ノ
禽
獣
虫
等
ヲ
離
苦
得
楽
之
勝
計
也
︒
大
御
室
車
中
印
言
︑
偏
ヘ
ニ
為
ス二

此
ノ
御
用
心
ヲ一

也
︒
件
ノ
印
真
言
ト
者
︑
光
明
真
言
ノ
印
呪
是
レ
也
︒

衢ち
ま
たを
通
り
過
ぎ
る
と
き
九
相
を
観
ず
る
の
は
無
常
の
転
変
を
忘
れ
な
い
た
め
で
あ
り
︑
光
明
真
言
の
印
を
結
び
誦
す
の
は
九
相
図
を
想
起
さ
せ
る
﹁
郊
外
ノ
亡
魄
﹂
や
禽
獣

虫
等
︑
す
な
わ
ち
六
道
救
済
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
︒
醍
醐
寺
に
は
︑
貞
応
二
年
に
隆
澄
に
よ
り
書
写
さ
れ
た
伝
空
海
作
﹁
九
想
詩
﹂
の
最
古
写
本
が
伝
わ
る
︒)

27
(

こ
の
隆
澄

は
︑
守
覚
の
﹃
御
記
﹄
を
書
写
し
て
伝
え
た
人
物
で
も
あ
る
︒
お
そ
ら
く
宣
陽
門
院
は
︑
師
で
あ
る
兄
守
覚
の
教
え
に
従
っ
て
九
相
観
の
実
践
を
行
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
︒

御
室
の
周
辺
で
九
相
を
観
ず
る
宣
陽
門
院
の
信
仰
実
践
が
あ
れ
ば
こ
そ
︑
焰
魔
王
堂
に
九
相
図
も
描
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒ 

さ
ら
に
︑
宣
陽
門
院
の
深
い
大
師
信
仰

か
ら
見
れ
ば
︑
空
海
の
真
撰
で
あ
る
﹃
聾
瞽
指
帰
﹄
及
び
﹃
三
教
指
帰)

28
(

﹄
に
お
け
る
﹁
無
常
の
賦
﹂
と
﹁
受
報
の
詞
﹂
は
︑
九
相
図
を
伴
う
焰
魔
王
堂
の
宗
教
空
間
の
枠
組
み

を
考
え
る
上
で
特
に
注
意
さ
れ
る
︒
そ
こ
に
は
︑﹁
九
想
詩
﹂
に
先
立
っ
て
︑
美
し
き
女
人
の
死
骸
が
草
の
中
で
朽
ち
果
て
る
無
常
の
有
様
と
︑
冥
府
に
お
け
る
責
め
苦
の
様

相
が
︑
連
続
し
て
作
文
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
も
︑﹃
摩
訶
止
観
﹄
に
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
死
骸
の
性
別
が
明
ら
か
に
女
人
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
︑
生
前
の
美
し
い
姿
と
常
に
対

比
さ
れ
な
が
ら
観
想
さ
れ
る)

29
(

だ
け
で
な
く
︑
四
季
を
織
り
込
み
無
常
を
詠
じ
て
い
る
︒﹃
三
教
指
帰
﹄
は
︑
院
政
期
に
は
注
釈
も
生
み
出
さ
れ
た
︒)

30
(

さ
ら
に
︑﹁
九
想
詩
﹂
を
末

尾
に
収
め
る
大
師
御
作
﹃
遍
照
発
揮
性
霊
集
﹄
の
﹃
補
闕
抄
﹄
三
巻
を
編
ん
だ
済
暹
は
︑
院
政
期
の
仁
和
寺
学
僧
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
文
化
的
環
境
の
中
で
︑
御
室
と
深

く
関
わ
る
女
院
の
信
仰
実
践
の
場
に
お
い
て
︑
大
師
御
作
と
重
ん
じ
ら
れ
た
﹁
九
想
詩
﹂
を
傍
ら
に
置
き
︑﹃
往
生
要
集
﹄
や
﹃
摩
訶
止
観
﹄
に
根
ざ
し
九
相
観
の
実
践
を
勧

め
る
九
相
図
や
九
相
図
巻
が
用
い
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
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お
わ
り
に

焰
魔
王
の
呵
責
の
詞
を
演
出
し
た
貞
慶
の
無
常
の
詞
や
発
願
文
︑
さ
ら
に
貞
慶
の
詞
を
発
端
に
用
い
た
﹃
無
常
講
式
﹄
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
焰
魔
王
堂
に
描
か
れ
た
九
相
図

は
︑
ひ
と
り
中
有
に
旅
立
つ
孤
独
な
魂
の
行
方
を
自
身
の
身
の
上
に
観
じ
︑
焰
魔
の
呵
責
の
場
に
赴
い
て
弥
陀
の
念
仏
を
唱
え
る
た
め
に
不
可
欠
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
一
環
で

あ
っ
た
︒
加
え
て
︑
守
覚
が
教
示
す
る
よ
う
に
︑
九
相
観
が
真
言
の
行
者
に
と
っ
て
︑
我
が
身
の
不
浄
を
懺
悔
し
無
常
を
観
念
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
光
明
真
言
を
呪
し
て
郊
原

の
亡
魂
や
禽
獣
鳥
虫
等
六
道
の
救
済
を
も
願
う
行
儀
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
は
︑
焰
魔
王
堂
が
逆
修
や
追
善
を
営
む
仏
事
空
間
で
あ
る
と
同
時
に
︑
野
辺
に
捨
て
置
か
れ
た
無

縁
の
亡
魂
を
救
済
す
る
空
間
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
そ
れ
は
︑
焰
魔
王
堂
が
︑
下
醍
醐
か
ら
墓
所
の
あ
る
上
醍
醐
へ
と
登
る
入
り
口
に
位
置
し
︑
か
つ
深
沙
川

の
流
れ
る
境
界
的
空
間
に
構
え
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
と
も
響
き
合
う
︒
そ
の
た
め
の
儀
礼
を
︑
成
賢
は
︑
貞
慶
の
発
願
の
詞
を
用
い
て
創
り
上
げ
て
い
た
︒
宣
陽
門
院
が
晩
年

に
本
願
と
し
て
営
ん
だ
東
寺
御
影
堂
舎
利
講
に
お
い
て
貞
慶
の
﹃
舎
利
講
式
﹄
を
用
い
る
よ
う
指
示
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑)

31
(

そ
れ
も
宣
陽
門
院
の
意
図

に
か
な
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
︑
焰
魔
王
堂
へ
の
参
詣
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
成
り
立
た
せ
る
唱
導
勧
進
の
詞
と
し
て
︑
貞
慶
の
無
常
の
詞
と
発
願
の
詞
は

不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
︑
成
賢
を
介
し
て
︑
本
願
主
宣
陽
門
院
の
宗
教
的
主
体
性
も
重
ね
て
表
出
さ
れ
て
い
た
︒
そ
こ
に
は
ま
た
︑
宣
陽
門
院
を
通
し
て
︑
貞
慶
に
帰
依
し
た

後
鳥
羽
院
の
信
仰
も
継
承
す
べ
き
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒

承
久
の
乱
は
︑
そ
の
﹁
謀
叛
﹂
の
主
と
さ
れ
た
後
鳥
羽
院
に
厳
し
い
運
命
の
転
変
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
︑
当
時
の
朝
廷
と
宗
教
界
に
計
り
知
れ
な
い
甚
大
な
衝
撃
を
与
え

た
︒
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
︑
慈
円
に
お
い
て
は
﹃
六
道
釈)

32
(

﹄︑
後
鳥
羽
院
に
お
い
て
は
﹃
無
常
講
式
﹄
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
︑
醍
醐
寺
に
お
い
て
は
焰
魔
王
堂
の
宗
教
空

間
と
儀
礼
空
間
が
創
出
さ
れ
る
歴
史
的
文
脈
と
な
っ
て
い
た
︒
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
解
釈
に
は
︑
そ
れ
を
創
り
上
げ
た
主
体
の
側
か
ら
編
ま
れ
た
儀
礼
や
唱
導
の
詞
の
探
求
が

不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
︑
こ
こ
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
︒

注

︵
1
︶ 

竹
居
明
男
﹁
醍
醐
寺
琰
魔
堂
と
そ
の
周
辺
―
宣
陽
門
院
・
九
相
図
壁
画
・
宗
達
﹂︵﹃
仏
教
芸
術
﹄
一
三
四
号
︑
一
九
八
一
年
︶︒

︵
2
︶ 

阿
部
美
香
﹁
醍
醐
寺
焰
魔
堂
史
料
三
題
﹂︵﹃
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
〇
九
集
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
同
﹁
堕
地
獄
と
蘇
生
譚
―
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
絵
銘
を
読
む
﹂︵﹃
説
話
文
学

研
究
﹄
四
〇
号
︑
二
〇
〇
五
年
︶︑
同
﹁
醍
醐
寺
焰
魔
堂
の
図
像
学
的
考
察
﹂︵
真
鍋
俊
照
編
﹃
仏
教
美
術
と
歴
史
文
化
﹄
法
藏
館
︑
二
〇
〇
五
年
︶︑
同
﹁
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
再
考
―
成
賢

に
よ
る
冥
府
儀
礼
空
間
の
構
築
﹂︵﹃
説
話
文
学
研
究
﹄
五
一
号
︑
二
〇
一
六
年
︶︒
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︵
3
︶ 

醍
醐
寺
文
化
財
研
究
所
編
﹃
醍
醐
寺
新
要
録
﹄︵
法
藏
館
︑
一
九
九
一
年
︶
下
巻
琰
魔
堂
篇
﹁
一
︑
勧
進
表
事
﹂﹁
一
︑
後
供
養
事
﹂︵
八
五
六
~
八
六
〇
頁
︶
参
照
︒

︵
4
︶ 
泉
武
夫
・
加
須
屋
誠
・
山
本
聡
美
﹃
国
宝　

六
道
絵
﹄︵
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
〇
七
年
︶︑
加
須
屋
誠
﹃
仏
教
説
話
画
論
集
﹄
上
巻
︵
中
央
公
論
美
術
出
版
︑
二
〇
一
九
年
︶︑
山
本

聡
美
・
西
山
美
香
﹃
九
相
図
資
料
集
成
―
死
体
の
美
術
と
文
学
﹄︵
岩
田
書
院
︑
二
〇
〇
九
年
︶︑
山
本
聡
美
﹃
九
相
図
を
よ
む　

朽
ち
て
ゆ
く
死
体
の
美
術
史
﹄︵
K 

A 

D 

O 

K 

A 

W 

A
︑

二
〇
一
五
年
︶︑
山
本
聡
美
﹃
中
世
仏
教
絵
画
の
図
像
誌
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
二
〇
年
︶︒

︵
5
︶ 

前
掲
注
4
山
本
聡
美
﹁
日
本
に
お
け
る
九
相
図
の
成
立
と
展
開
﹂︵﹃
九
相
図
資
料
集
成
﹄︶︑
同
﹁
国
宝
﹁
六
道
絵
﹂
の
﹁
人
道
不
浄
相
図
﹂
を
読
む
﹂︵﹃
九
相
図
を
よ
む
﹄︶︑﹁
九
相
図

論
﹂︵﹃
中
世
仏
教
絵
画
の
図
像
誌
﹄︶︒　

︵
6
︶ 

阿
部
美
香
﹁
醍
醐
寺
焰
魔
王
堂
建
立
の
深
層
―
宣
陽
門
院
の
脱
魂
体
験
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
昭
和
女
子
大
学
女
性
文
化
研
究
所
紀
要
﹄
四
四
号
︑
二
〇
一
七
年
︶︒

︵
7
︶ 

醍
醐
寺
聖
教
一
四
五
函
六
号
︒
本
文
は
底
本
に
基
づ
き
︑
訓
や
送
り
仮
名
は
そ
の
ま
ま
に
︑
返
点
を
整
え
句
読
点
等
を
施
し
た
︒

︵
8
︶ 

関
口
靜
雄
﹁
翻
刻　

龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
﹃
諸
講
式
集
﹄﹂︵﹃
学
苑
﹄
六
七
二
号
︑
一
九
九
六
年
︶︒

︵
9
︶ 

閻
魔
の
呵
責
の
詞
が
貞
慶
の
教
学
的
背
景
を
負
っ
て
仏
道
を
求
め
る
行
者
を
導
く
詞
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
楠
淳
證
﹃
貞
慶
撰
﹃
唯
識
論
尋
思
鈔
﹄
の
研
究　

仏
道
篇
﹄︵
法
藏
館
︑
二
〇
一
九
年
︑
七
二
一
~
七
三
四
頁
︶︑
高
橋
悠
介
﹁
貞
慶
を
め
ぐ
る
説
話
と
律
院
―
﹁
異
砂
記
﹂・
狛
行
光
春
日
霊
験
譚
﹂︵﹃
説
話
文
学
研
究
﹄
五
五
号
︑

二
〇
二
〇
年
︶︒

︵
10
︶ 

松
岡
心
平
﹁﹁
地
獄
の
曲
舞
﹂
典
拠
考
﹂︵
村
上
學
編
﹃
日
本
文
学
研
究
大
成　

義
経
記
・
曽
我
物
語
﹄
国
書
刊
行
会
︑
一
九
九
三
年
︑
初
出
一
九
八
〇
年
︶︑
黒
田
彰
﹁
歌
占
﹂︵﹃
観
世
﹄

五
八
巻
七
号
︑
一
九
九
一
年
︶︑
関
口
靜
雄
﹁
解
脱
房
貞
慶
の
著
作
に
つ
い
て
﹂︵﹃
梁
塵　

研
究
と
資
料
﹄
九
号
︑
一
九
九
一
年
︶︒

︵
11
︶ 

青
木
清
彦
﹁
九
相
観
の
文
学
﹂︵﹃
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
﹄
一
一
号
︑
一
九
七
四
年
︶︑
同
﹁
版
本
﹁
九
相
詩
﹂
成
立
考
﹂︵﹃
仏
教
文
学
﹄
二
号
︑
一
九
七
八
年
︶︑
関
口
靜
雄
﹁
絵
解
き

と
九
想
図
﹂︵﹃
一
冊
の
講
座
﹄
編
集
部
編
﹃
一
冊
の
講
座　

絵
解
き
﹄︵
有
精
堂
出
版
︑
一
九
八
五
年
︶︒

︵
12
︶ 

前
掲
注
5
参
照
︒

︵
13
︶ 

九
相
詩
絵
巻
の
本
文
は
︑
九
州
国
立
博
物
館
蔵
本
︵
文
亀
元
年
︽
一
五
〇
一
︾︶︑
弥
勒
講
式
の
本
文
は
︑
大
正
大
学
綜
合
佛
教
研
究
所
講
式
研
究
会
編
﹃
貞
慶
講
式
集
﹄︵
山
喜
房
佛
書

林
︑
二
〇
〇
〇
年
︑
七
七
~
九
九
頁
︶
所
載
﹃
弥
勒
講
式
﹄
に
拠
る
︒

︵
14
︶ 

三
七
五
函
八
号
︒
永
和
四
年
︵
一
三
七
八
︶
の
写
本
で
あ
る
が
︑
本
奥
書
に
﹁
嘉
元
二
︵
一
三
〇
四
︶
年
十
二
月
十
八
日
記
之
了  

忍
宗
﹂
と
記
す
︒
高
橋
秀
栄
﹁
笠
置
上
人
貞
慶
に
関
す

る
新
出
資
料
四
種
﹂︵﹃
金
澤
文
庫
研
究
﹄
二
八
六
号
︑
一
九
九
一
年
︑
四
六
頁
︶
所
載
︒
前
掲
注
13
﹃
貞
慶
講
式
集
﹄﹁
弥
勒
講
式
﹂
解
説
︵
ニ
ー
ル
ス
・
グ
ュ
ル
ベ
ル
ク
︶︑
落
合
博
志

﹃
安
居
院
憲
基
式
口
決
聞
書
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
中
山
一
麿
監
修
﹃
寺
院
文
献
資
料
学
の
新
展
開
﹄
第
一
巻
︑
臨
川
書
店
︑
二
〇
一
九
年
︶︒
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︵
15
︶ ﹃
無
常
講
式
﹄
の
本
文
は
︑
石
﨑
達
二
﹁
後
鳥
羽
上
皇
御
製
無
常
講
式
の
研
究
﹂︵﹃
立
命
館
文
学
﹄
四
巻
三
・
五
号
︑
一
九
三
七
年
︶
ほ
か
︑﹃
大
日
本
史
料
﹄
五
編
之
十
二
延
応
元
年
二
月

二
十
二
日
条
︑
高
瀬
承
嚴
﹃
臨
終
講
式　

臨
終
行
儀　

無
常
講
式
﹄︵
一
九
三
六
年
︶︑
浅
井
峯
治
﹁
晩
年
の
後
鳥
羽
院
に
つ
い
て
﹂︵﹃
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
﹄
二
巻
一
号
︑
一
九
六
七

年
︶︑
花
野
憲
道
︑
小
林
芳
規
﹁︿
翻
・
複
﹀
仁
和
寺
蔵
後
鳥
羽
天
皇
御
作
無
常
講
式　

影
印
・
翻
刻
並
び
に
解
説
﹂︵﹃
鎌
倉
時
代
語
研
究
﹄
一
一
輯
︑
一
九
八
八
年
︶︑
細
川
行
信
﹁﹁
白

骨
ノ
御
文
﹂
遡
源
考
﹂︵
平
松
令
三
先
生
古
稀
記
念
会
編
﹃
平
松
令
三
先
生
古
稀
記
念
論
集　

日
本
の
宗
教
と
文
化
﹄
同
朋
舎
出
版
︑
一
九
八
九
年
︶
に
収
め
ら
れ
て
い
る
︒
引
用
本
文
は

こ
れ
ら
に
拠
り
︑
読
解
の
便
を
考
え
訓
点
は
そ
の
ま
ま
に
︑
返
り
点
︑
句
読
点
︑
改
行
な
ど
は
私
に
施
し
た
︒
ま
た
こ
の
ほ
か
主
な
先
行
研
究
を
以
下
に
掲
げ
る
︒
和
田
英
松
﹃
皇
室
御

撰
之
研
究
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
三
三
年
︶︑
鷲
尾
順
敬
﹁
無
常
講
式
に
就
て
﹂︵﹃
無
尽
燈
﹄
二
三
巻
二
号
︑
一
九
一
八
年
︶︑
為
法
院
文
雄
﹁
無
常
講
式
并
存
覚
法
語
と
お
文
﹂︵﹃
無
尽

燈
﹄
二
四
巻
二
号
︑
一
九
一
九
年
︶︑
目
崎
徳
衛
﹁
後
鳥
羽
院
の
﹃
無
常
講
式
﹄﹂︵﹃
春
秋
﹄
二
〇
四
号
︑
一
九
七
九
年
a
︶︑
同
﹁
美
意
識
に
お
け
る
無
常
﹂︵﹃
数
寄
と
無
常
﹄
吉
川
弘
文

館
︑
一
九
八
八
年
b
︶︑
同
﹁
隠
岐
に
お
け
る
後
鳥
羽
院
﹂︵﹃
藝
林
﹄
三
八
巻
四
号
︑
一
九
八
九
年
c
︶︑
加
藤
恵
子
﹁
隠
岐
本
新
古
今
和
歌
集
巻
第
廿
釈
教
部
巻
末
の
連
続
刪
除
に
つ
い

て
の
一
考
察
﹂︵﹃
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
﹄
三
七
号
︑
一
九
七
五
年
︶︑
吉
野
朋
美
﹁
神
仏
へ
の
信
仰
﹂︵﹃
後
鳥
羽
院
と
そ
の
時
代
﹄
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
五
年
︶︒

︵
16
︶ 

正
治
二
年
︵
一
二
〇
〇
︶
に
貞
慶
は
後
鳥
羽
院
の
請
い
に
応
じ
て
水
無
瀬
殿
で
法
相
大
乗
の
宗
旨
を
説
き
︑﹃
中
宗
報
恩
講
式
﹄
を
草
し
献
呈
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
承
元
四
年

︵
一
二
一
〇
︶
に
は
︑
笠
置
寺
で
後
鳥
羽
上
皇
臨
幸
の
も
と
﹃
瑜
伽
論
﹄
の
供
養
を
行
う
な
ど
︑
後
鳥
羽
院
が
貞
慶
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
上
横
手
雅
敬
﹁
貞
慶
を
め

ぐ
る
人
々
﹂︵
前
掲
注
15
﹃
日
本
の
宗
教
と
文
化
﹄
所
収
︶︑
ニ
ー
ル
ス
・
グ
ュ
ル
ベ
ル
ク
﹁
解
脱
房
貞
慶
と
後
鳥
羽
院
―
正
治
二
年
の
水
無
瀬
殿
に
於
け
る
法
相
宗
教
義
御
前
講
と
﹃
中

宗
報
恩
講
式
﹄﹂︵
山
田
昭
全
編
﹃
中
世
文
学
の
展
開
と
仏
教
﹄
お
う
ふ
う
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
参
照
︒

︵
17
︶ ﹃
知
恩
伝
﹄︵﹃
法
然
上
人
伝
全
集
﹄
所
載
︶
に
も
﹃
無
常
講
式
﹄
第
三
段
本
文
が
引
か
れ
る
こ
と
が
︑
宝
田
正
道
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
宝
田
正
道
﹁
後
鳥
羽
上
皇
の
御
信
仰
﹂︵﹃
日

本
佛
教
文
化
史
攷
﹄
弘
文
堂
︑
一
九
六
九
年
︶︒﹁
存
覚
法
語
﹂
は
後
鳥
羽
院
の
﹃
無
常
講
式
﹄
の
引
用
に
続
け
て
貞
慶
の
﹃
愚
迷
発
心
集
﹄
に
拠
る
無
常
の
詞
を
引
い
た
上
で
︑
九
相
観

を
説
く
︒
両
者
が
九
相
観
の
説
か
れ
る
前
段
階
に
並
ん
で
掲
げ
ら
れ
る
あ
り
方
は
︑
そ
の
享
受
を
考
え
る
上
で
︑
こ
の
法
語
が
女
人
教
化
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
と
あ
わ
せ
て
興
味
深
い
︒

︵
18
︶ 

そ
う
し
た
な
か
で
︑
目
崎
徳
衛
は
前
掲
注
15
論
文
a
に
お
い
て
︑﹁
死
者
の
骸
が
腐
爛
し
て
土
に
帰
す
る
さ
ま
を
描
写
し
た
部
分
に
は
︑﹁
六
道
絵
﹂
や
﹁
小
町
変
相
図
﹂
の
よ
う
な
︑
当

時
流
行
の
絵
解
き
の
手
法
を
自
在
に
駆
使
し
た
点
が
み
ら
れ
る
﹂
と
記
す
︒
ま
た
同
氏
注
15
前
掲
論
文
b
に
は
︑
聖
覚
と
の
関
わ
り
か
ら
﹃
無
常
講
式
﹄
に
安
居
院
唱
導
か
ら
の
影
響
を

見
通
し
た
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

︵
19
︶ 

本
文
の
引
用
は
省
略
す
る
が
︑﹃
宝
物
集
﹄
巻
第
二
︵﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
四
〇
巻
︑
岩
波
書
店
︑
九
〇
~
九
一
頁
︶
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
20
︶ ﹁
後
鳥
羽
上
皇
逆
修
進
物
注
文
﹂︵
伏
見
宮
記
録　

利
五
十
八
︶︑
鎌
倉
遺
文
二
一
六
二
︒﹁
御
鳥
羽
上
皇
逆
修
僧
名
等
目
録
﹂︵
鎌
倉
遺
文
二
一
六
三
︶
か
ら
は
︑
御
逆
修
に
成
賢
と
聖
覚
も

関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
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︵
21
︶ 

阿
部
美
香
﹁
安
居
院
唱
導
資
料
﹃
上
素
帖
﹄
に
つ
い
て
﹂︵﹃
金
澤
文
庫
研
究
﹄
三
二
六
号
︑
二
〇
一
一
年
︶︒

︵
22
︶ 
雲
林
院
に
お
け
る
二
十
五
三
昧
の
始
ま
り
に
つ
い
て
は
︑﹃
念
仏
得
益
験
記
﹄
に
そ
の
縁
起
譚
が
見
え
る
︵
稲
垣
泰
一
﹁
醍
醐
寺
所
蔵
﹃
念
佛
得
益
驗
記
﹄
に
つ
い
て
﹂︵
醍
醐
寺
文
化
財

研
究
所
﹃
研
究
紀
要
﹄
一
三
号
︑
一
九
九
三
年
︑
一
二
五
~
一
二
六
頁
︶︒
稲
垣
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
他
に
は
知
ら
れ
ず
︑
雲
林
院
及
び
二
十
五
三
昧
会
の
歴
史
の
上
で
も
注
目
す
べ

き
縁
起
譚
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
以
下
に
そ
の
本
文
を
私
に
返
り
点
を
付
し
て
引
く
︒

 
 

 
 

雲
林
院
ノ
二
階
堂
本
願
定
覚
阿
サ
リ
ハ
︑
本
比
叡
山
住
侶
︑
雲
林
院
籠
居
而
念
仏
多
年
︒
永
延
年
中
御
門
悩
︑
智
行
高
徳
失
二
霊
験
一
︒
爰
依
二
霊
夢
一
御
門
定
覚
ヲ
召
サ
ル
︒
愚
癡
而
行

学
共
絶
タ
リ
︒
辞
退
三
度
マ
テ
被
レ
召
間
︑
無
レ
力
参
ヌ
︒
御
前
候
テ
念
仏
百
反
ハ
カ
リ
唱
ル
ニ
︑
御
悩
忽
平
癒
ス
︒
即
補
ス二

僧
正
一
︑
辞
退
再
三
︑
仍
有
職
ニ

成ナ
サ
ル

︒
所
望
何
事
カ
ア
ル
ト
御
定

間
︑
定
覚
申
云
︒
楞
厳
院
廿
五
三
昧
雲
林
院
ニ
移
勤
ム
︒
然
蓮
台
廟
候
ハ
ス
︒
カ
シ
ハ
野
八
町
ヲ
給
ラ
ム
ト
︒
仍
限
テ二

四
至
一
永
下
給
ハ
リ
ヌ
︒
今
蓮
台
野
是
也
︒
定
覚
悦
返
レ
庵
︑
夢
ミ
ラ

ク
︑
此
野
中
紫
蓮
花
生
ス
ト
︒
明
旦
行
テ
見
ル
ニ
現
前
紫
蓮
花
生
ス
︒
仍
改
二
名
号
蓮
台
野
一
︑
以
二
晴
明
一
︑
令
二
鎮
謝
一
︒
定
覚
誓
云
︒
縦
浮
生
ヲ
他
郷
ニ
告
ト
モ
︑
遺
骸カ
イ
ヲ
此
地
ニ
ヲ
ク

レ
︑
願
骨
ヲ
一
処
ニ
埋
ム
契
ヲ
モ
テ
︑
転
シ
テ

レ

生
ヲ
一
国
ニ
受
ル
縁
ト
セ
ン
ト
︒
又
日
時
ノ
吉
凶
ヲ
エ
ラ
ハ
ス
︑
方
隅
ノ
忌
諱
ヲ
サ
ラ
ス
︑
三
ヶ
日
ノ
間
ニ
コ
ヽ
ニ
葬
セ
ヨ
ト
︒
是
雲
林
院
ノ
二
十
五
三

昧
ノ
始
也
︑
蓮
台
野
起
也
︒
三
昧
ハ
永
延
元
年
三
月
晦
日
始
移
シ
行
フ
︒
是
都
ノ
ヲ
コ
ナ
ハ
ル
ヽ
始
也
︒
楞
厳
院
ノ
ハ
寛
和
二
年
ヨ
リ
始
ル
︒
是
ハ
次
ノ
年
也
︒

 
 

な
お
︑
定
覚
が
雲
林
院
に
籠
居
し
た
の
は
永
祚
元
年
︵
九
八
九
︶
六
月
の
こ
と
で
あ
る
︵﹃
小
右
記
﹄
六
月
二
四
日
条
︶︒

︵
23
︶ ﹃
無
常
講
式
﹄
の
出
典
に
掲
げ
た
仁
和
寺
所
蔵
﹃
六
道
釈
﹄
は
︑
嘉
禄
元
年
︵
一
二
二
五
︶
に
松
殿
基
房
の
逆
修
の
た
め
に
書
写
さ
れ
た
も
の
で
安
居
院
の
唱
導
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
可
能
性

が
あ
る
︒
本
文
は
未
紹
介
で
あ
る
︒

︵
24
︶ ﹃
参
語
集
﹄︵﹃
國
文
東
方
佛
教
叢
書　

随
筆
部
﹄
一
八
頁
︶
に
︑﹁
一
︑
尼
野
大
夫
殿
事
︒
心
覚
阿
闍
梨
の
妹
也
︒
無
双
の
尼
真
言
師
也
︒
灌
頂
印
明
等
を
宣
陽
門
院
に
奉
リレ

授
ケ
け
り
︒
其

の
所
持
の
疏
を
ば
進
ズ二

女
院
ニ一

︒
依
つ
て
為シ
テ

二
規
模
ト一

︑
眞ま

木き

尾の
を

に
被
ルレ

置
カレ

之
ヲ
と
云
々
﹂
と
見
え
る
︒

︵
25
︶ 

本
文
は
内
閣
文
庫
所
蔵
本
︵
一
九
三
函
三
七
四
号
︑
一
冊
目
︶
に
よ
り
翻
刻
し
︑
句
読
点
を
施
し
た
︒

︵
26
︶ ﹃
大
正
新
修
大
蔵
経　

続
諸
宗
部
︵
九
︶﹄
所
収
︑
六
一
〇
頁
︒

︵
27
︶ ﹃
続
遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
﹄
を
編
集
し
た
仁
和
寺
済
暹
の
﹃
弘
法
大
師
目
録
﹄
に
は
︑﹃
性
霊
集
﹄
と
は
別
に
﹁
九
想
詩
一
巻
﹂
が
大
師
の
御
作
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
前
掲
注

11
関
口
靜
雄
﹁
絵
解
き
と
九
想
図
﹂
参
照
︒
金
沢
称
名
寺
聖
教
中
の
﹃
弘
法
大
師
御
作
目
録
﹄︵
一
二
〇
函
八
号
︑
釼
阿
手
沢
本
︶
に
は
︑﹁
九
想
詩
一
巻
﹂
と
並
ん
で
﹁
玉
造
小
町
形
衰

記
一
巻
有
疑

或
云
善
相
公
作
﹂
と
記
す
︒
ま
た
︑
九
相
観
説
話
を
多
く
含
む
︑
貞
慶
と
も
交
流
の
あ
っ
た
慶
政
撰
﹃
閑
居
友
﹄︵
承
久
四
年
頃
成
立
︶
が
︑
高
貴
な
女
人
の
た
め
に
編
ま
れ
て
い
る
こ

と
も
あ
わ
せ
て
注
意
さ
れ
る
︒

︵
28
︶ ﹃
三
教
指
帰
﹄
が
空
海
の
真
撰
で
あ
る
こ
と
は
︑
阿
部
龍
一
﹁﹃
聾
瞽
指
帰
﹄
の
再
評
価
と
山
林
の
言
説
﹂︵
根
本
誠
二
他
編
﹃
奈
良
平
安
時
代
の
︿
知
﹀
の
相
関
﹄
岩
田
書
院
︑
二
〇
一
五
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年
︶
に
よ
り
論
証
さ
れ
て
い
る
︒

︵
29
︶ 
該
当
す
る
﹃
三
教
指
帰
﹄
巻
下
﹁
無
常
の
賦
﹂
本
文
の
一
部
を
引
く
︒
本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
本
︵
一
三
二
︑一
三
三
頁
︶
に
拠
る
︒

 
 

 
 

婕
娟
蛾
眉
︒
遂
霞
以
飛
雲
閣
︒
的
皪
貝
歯
︒
添
露
而
咸
零
落
︒
傾
城
花
眼
︒
忽
爾
為
緑
苔
之
浮
澤
︒
垂
珠
麗
耳
︒
倏
然
作
松
風
之
通
壑
︒
施
朱
紅
瞼
︒
卒
為
青
蠅
之
蹋
蹴
︒
染
丹
赤

脣
︒
化
為
烏
鳥
之
哺
宍
︒
百
媚
巧
笑
︒
枯
曝
骨
中
︒
更
難
可
値
︒
千
嬌
妙
態
︒
腐
爛
體
裏
︒
誰
亦
敢
進
︒
峨
峨
漆
髪
︒
縦
横
而
為
藪
上
之
流
芥
︒
纖
纖
素
手
︒
沈
淪
而
作
草
中
之
腐

敗
︒

︵
30
︶ 

佐
藤
義
寛
﹃
大
谷
大
学

図
書
館
蔵
﹃
三
教
指
帰
注
集
﹄
の
研
究
﹄︵
大
谷
大
学
︑
一
九
九
二
年
︶
の
解
説
に
よ
れ
ば
︑
済
暹
は
﹃
三
教
指
帰
集
注
﹄
の
編
纂
に
も
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
︒

︵
31
︶ ﹃
東
宝
記
﹄
第
六
巻
︵
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
本
︶
に
︑
毎
月
勤
行
の
﹁
舎
利
講
晦
日
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
是
亦
自
二
延
応
二
年
一
始
行
︑
四
ケ
法
用
式
︑
伽
陀
如
レ
常
︒
古
老
伝
云
︒
依
二

宣後
白
河
院
女
宮

陽
門
院
仰
一
用
二
解
脱
上
人
式
一
云

々
︒
已
上
御
影
供
舎
利
講
二
会
︑
宣
陽
門
院
御
願
也
︒
行
遍
僧
正
申
二
沙
汰
一
云

々
︒
又
依
二
同
女
院
御
夢
想
一
長
日
生
身
供
被
レ
備
レ
之
︒
毎
十
三
果
初
為
二

和
州
庄
役
一
︒
後
被
レ
立
二
替
丹
波
口
庄
役
一
乎
﹂
と
記
す
︒

︵
32
︶ 

阿
部
泰
郎
﹁
中
世
的
知
の
統
合
―
慈
円
作
﹃
六
道
釈
﹄
を
め
ぐ
り
て
﹂︵﹃
中
世
日
本
の
世
界
像
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
八
年
︑
初
出
一
九
九
七
年
︶︒

　
　
　︿
付
記
︶

 
 

﹇
図
1
﹈
聖
衆
来
迎
寺
六
道
絵
の
画
像
は
︑
聖
衆
来
迎
寺
の
山
中
忍
恭
師
に
掲
載
の
許
可
を
賜
り
︑
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
よ
り
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
な

お
︑
本
稿
は
J 

S 

P 

S
科
研
費
﹁
中
世
日
本
に
お
け
る
祈
願
と
救
済
の
境
界
的
宗
教
空
間
に
関
す
る
総
合
的
研
究
﹂︵
一
九
K
〇
〇
三
一
九
︑
代
表
阿
部
美
香
︶︑﹁
唱
導
の
場
か
ら
見
た
日

本
古
代
中
世
文
学
の
特
質
に
つ
い
て
の
総
合
的
研
究
﹂︵
二
〇
H
〇
一
二
三
五
︑
代
表
牧
野
淳
司
︶︑ ﹁
中
世
仏
教
美
術
に
お
け
る
霊
性
の
発
生
と
継
承
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
﹂︵
一
八
K

〇
〇
一
六
八
︑
代
表
山
本
聡
美
︶
に
基
づ
く
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

 

︵
あ
べ　

み
か　

生
活
機
構
研
究
科
非
常
勤
講
師
︶
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A Hypothesis regarding the Sources of Kusōzu  
(Images of the Nine Stages of Decay):  

The Kusōzu at the Enmaōdō at Daigoji and the “Mujō kōshiki”  

  Abe Mika

Images of the Nine Stages of the Decay of the Flesh (Kusōzu) were painted In the Hall of King 

Yama (Enmaōdō) at Daigoji temple, which was built at the behest of Sen’yōmon-in after the Jōkyū 

no ran uprising. This is probably the first example of a religious space in Japan where the officials 

of the underworld are depicted in conjunction with the kusō imagery, but what rituals and words 

formed the basis for this imagery? In this paper, I have focused on Jōkei’s “Mujô no kotoba” (Words 

on Impermanence) and Go-Toba’s “Mujō kōshiki” (Ritual Lecture on Impermanence) and make clear 

that these are indispensable ritual texts for understanding this religious space. Moreover, I argue that 

the significance of the building of the Enmaōdō is tied to Sen’yōmon-in’s active engagement in the 

practical implementation of her faith.    


