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は
じ
め
に

平
安
時
代
以
来
、
真
言
宗
は
世
俗
社
会
の
人
々
の
様
々
な
所
願

を
受
け
止
め
な
が
ら
、
存
続
と
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
聖
俗
両
社

会
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
、
真
言
宗
の
存
続
の
あ
り
方
を
時
系

列
的
に
大
枠
で
辿
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
流
れ
が
見
て
と
れ
る
。

古
代
・
中
世
の
真
言
宗
は
東
寺
長
者
を
頂
点
と
す
る
体
制
の
も

と
、
教
相
（
教
義
の
研
究
）
と
事
相
（
教
義
に
基
づ
く
実
践
と
し

て
の
祈
祷
）
を
軸
と
す
る
宗
教
的
活
動
を
展
開
し
な
が
ら
存
続
し

た
。
特
に
平
安
院
政
期
以
降
、
現
世
利
益
と
鎮
護
国
家
に
対
す
る

期
待
を
背
景
に
、
真
言
宗
は
事
相
を
前
面
に
掲
げ
て
政
治
権
力
と

の
密
接
な
関
係
を
構
築
し
、
発
展
を
遂
げ
て
い
っ
た
。
中
で
も
真

言
密
教
の
嫡
流
を
標
榜
す
る
醍
醐
寺
と
仁
和
寺
は
、
祈
祷
の
主
力

寺
院
と
な
り
、
東
寺
を
凌
駕
す
る
勢
い
で
興
隆
し
た
。

公
武
権
力
を
は
じ
め
と
す
る
上
層
階
級
と
の
関
係
に
主
に
依
拠

し
て
い
た
古
代
・
中
世
の
真
言
宗
は
、
例
え
ば
踊
念
仏
の
よ
う
に

庶
民
に
も
平
易
な
教
化
の
術
を
強
調
す
る
こ
と
な
く
存
続
し
て
き

た
。
応
永
年
間
に
は
東
寺
南
大
門
前
に
茶
屋
が
設
け
ら
れ
、
参
詣

人
を
含
む
往
来
の
人
々
に
茶
売
り
が
行
わ
れ
て
（
1
）
、
東
寺
と
庶
民
と

の
距
離
が
縮
ま
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
東
寺
を
は
じ
め
と
す

る
京
都
の
真
言
宗
寺
院
が
勤
修
し
て
き
た
主
要
な
祈
祷
は
公
家
・

武
家
か
ら
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

真
言
宗
の
中
枢
寺
院
に
庶
民
信
仰
と
し
て
の
色
彩
が
顕
著
に
表

れ
る
の
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
新
見
康
子
氏
に
よ

れ
ば
、
東
寺
の
講
は
江
戸
時
代
に
既
に
成
立
し
て
お
り
、
御
影
堂

の
参
道
に
並
ぶ
石
燈
籠
か
ら
そ
れ
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
と

さ
れ
る
（
2
）
。
こ
う
し
た
庶
民
信
仰
と
し
て
の
発
展
は
、
真
言
宗
の
事

相
や
教
相
に
対
す
る
直
接
的
な
関
心
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

│
│
絵
巻
・
版
本
・
曼
荼
羅
に
注
目
し
て
│
│

西

弥

生

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

一
（
二
二
五
）



む
し
ろ
宗
祖
で
あ
る
弘
法
大
師
信
仰
に
よ
る
部
分
が
大
き
い
と
考

え
ら
れ
る
。

現
代
に
お
い
て
も
、
東
寺
で
は
空
海
の
命
日
で
あ
る
二
十
一
日

に
毎
月
「
弘
法
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
縁
日
が
開
催
さ
れ
、
関
西
地

域
の
み
な
ら
ず
全
国
か
ら
多
く
の
人
々
が
訪
れ
る
と
い
う
（
3
）
。
ま
た
、

関
東
地
方
に
お
い
て
も
、「
西
新
井
大
師
」（
真
言
宗
豊
山
派
総
持

寺
、
足
立
区
西
新
井
）
や
「
川
崎
大
師
」（
真
言
宗
智
山
派
平
間

寺
、
神
奈
川
県
川
崎
市
）
な
ど
は
、
特
に
年
末
年
始
に
な
る
と
多

く
の
参
詣
客
で
賑
わ
う
。
そ
の
他
、
空
海
が
修
行
し
た
跡
を
辿
っ

て
四
国
に
点
在
す
る
八
十
八
箇
所
の
霊
場
を
巡
拝
す
る
四
国
遍
路

な
ど
に
よ
る
弘
法
大
師
空
海
と
人
々
と
の
接
点
は
、
そ
れ
が
明
確

に
意
識
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
今
も
息
づ
い
て
い
る

と
い
え
る
。

こ
う
し
た
真
言
宗
の
大
き
な
歴
史
的
流
れ
の
中
で
、
体
系
的
な

真
言
密
教
の
教
義
を
遺
し
た
空
海
の
人
物
像
が
伝
え
ら
れ
て
き
た

一
方
で
、
多
く
の
弘
法
大
師
伝
説
が
生
み
出
さ
れ
、
の
ち
に
「
お

大
師
さ
ん
」
と
し
て
親
し
ま
れ
る
空
海
像
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

真
言
宗
に
庶
民
的
色
彩
が
加
わ
っ
て
い
く
流
れ
の
中
で
、
弘
法
大

師
を
め
ぐ
る
伝
承
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
の
目
的
と
し
て
、
弘
法
大
師
伝
が
い
か
な
る
媒
体

に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
の
か
を
跡
づ
け
る
こ
と

に
よ
り
、
古
代
・
中
世
か
ら
近
世
・
近
現
代
へ
と
い
う
大
き
な
時

代
の
流
れ
の
中
で
、
真
言
宗
が
い
か
に
し
て
信
仰
の
裾
野
を
広
げ
、

存
続
を
図
ろ
う
と
し
て
き
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た

い
。そ

の
た
め
の
素
材
と
し
て
本
稿
で
は
、
南
北
朝
時
代
に
成
立
し

た
弘
法
大
師
伝
絵
巻
で
あ
る
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」（
東
寺
蔵
）

を
軸
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
（
4
）
。

「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
の
詞
書
に
は
史
実
と
は
言
い
難
い
伝
説

も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
史
料
的
性
格
も
一
因
と
な
っ

て
か
、「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
は
歴
史
学
の
研
究
素
材
と
し
て
は

あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
絵
巻
に
語

ら
れ
る
伝
承
や
知
識
・
情
報
体
系
は
、
直
接
的
あ
る
い
は
間
接
的

に
関
わ
る
人
々
や
組
織
と
一
体
化
し
た
一
つ
の
社
会
シ
ス
テ
ム
と

し
て
と
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
ど
の
よ

う
に
生
ま
れ
機
能
し
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
真
言
宗
史
の
解

明
に
と
っ
て
少
な
か
ら
ず
意
義
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
情
報
史
の

視
点
に
立
っ
て
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
伝
承
を

扱
っ
て
い
く
な
ら
ば
、
歴
史
研
究
の
素
材
と
し
て
有
効
に
活
用
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
と
研
究
素
材
に
基
づ
き
、
第
一
章
で

は
情
報
史
の
視
点
に
立
っ
た
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
の
研
究
方
法

史

学

第
八
七
巻

第
三
号

二
（
二
二
六
）



に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
す
る
。
第
二
章
で
は
、
弘
法
大
師
伝
を

語
る
媒
体
派
生
の
過
程
に
つ
い
て
、
絵
巻
を
起
点
に
考
察
す
る
。

第
三
章
で
は
、
個
々
の
場
面
に
お
け
る
内
容
の
変
化
を
見
て
い
く
。

な
お
、
弘
法
大
師
信
仰
の
広
が
り
を
表
す
も
の
は
文
献
・
絵

画
・
彫
刻
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
れ
ら
を
網
羅
的
に
扱
う
こ

と
は
難
し
い
た
め
、
本
稿
で
は
絵
巻
と
そ
れ
を
も
と
に
生
み
出
さ

れ
た
版
本
・
曼
荼
羅
に
限
定
し
て
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
章

情
報
史
の
視
点
か
ら
の
絵
巻
研
究

情
報
と
い
う
概
念
は
多
分
野
に
ま
た
が
っ
て
定
義
づ
け
が
な
さ

れ
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
観
点
か
ら
研
究
対
象
と
さ
れ
て
き
た
（
5
）
。
そ

の
中
で
、
日
本
中
世
史
・
近
世
史
に
お
い
て
も
情
報
史
に
対
す
る

関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た
。

例
え
ば
『
歴
史
学
研
究
』
で
は
、「
情
報
と
歴
史
学
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
、「
情
報
と
い
う
概
念
を
各
人
の
歴
史
研
究
の
中
に
ど

の
よ
う
に
有
機
的
に
組
み
こ
む
か
」
と
い
う
課
題
意
識
に
基
づ
く

特
集
が
組
ま
れ
た
（
一
九
九
一
年
（
6
）
）。
ま
た
、
歴
史
学
研
究
会
の

一
九
九
八
年
度
大
会
・
中
世
史
部
会
で
は
、「
中
世
社
会
に
お
け

る
情
報
の
受
容
・
変
成
・
蓄
積
」
が
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
（
7
）
。

さ
ら
に
、
立
教
大
学
で
開
催
さ
れ
た
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
歴
史

に
お
け
る
物
語
と
情
報
」
の
成
果
が
、『
立
教
大
学
日
本
学
研
究

所
年
報
』（
二
〇
〇
六
年
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
8
）
。

こ
の
よ
う
に
幾
度
か
に
わ
た
っ
て
情
報
史
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
う
ち
、
情

報
史
の
可
能
性
に
関
す
る
西
岡
芳
文
氏
の
重
要
な
指
摘
の
い
く
つ

か
を
挙
げ
て
み
た
い
。

ま
ず
、
論
文
①
「『
情
報
史
』
の
構
図
―
日
本
中
世
を
中
心
と

し
て
―
」
で
は
、「『
情
報
』
の
視
角
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
歴
史
学
上
の
新
し
い
視
点
は
、
過
去
の
人
間
の
知
的
営

為
を
体
系
的
に
把
握
し
う
る
可
能
性
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
9
）
。

論
文
②
「
日
本
中
世
の
〈
情
報
〉
と
〈
知
識
〉」
で
は
、「『
情

報
』
の
概
念
を
、
単
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
み
に
狭
め
な

い
で
、
知
的
営
為
の
総
体
ま
で
拡
張
し
、
一
つ
の
時
代
の
思
考
の

パ
ラ
ダ
イ
ム
を
再
現
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
時
代
に
生
き
た
知
識

人
た
ち
の
位
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
文
化
の
流
れ
を
新
た

な
視
点
で
と
ら
え
直
し
、
時
代
の
も
っ
て
い
た
隠
れ
た
可
能
性
に

光
を
当
て
る
こ
と
で
も
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
10
）
。

論
文
③
「
富
士
山
を
め
ぐ
る
知
識
と
言
説
―
中
世
情
報
史
の
視

点
か
ら
―
」
で
は
、「『
情
報
』
と
い
う
も
の
を
歴
史
の
中
で
考
え

る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
ひ
と
つ
の
空
間
の
中
で
伝
達
さ
れ
る
情
報

と
い
う
も
の
と
、
も
う
ひ
と
つ
、
通
時
的
に
時
代
を
超
え
て
伝
え

ら
れ
る
『
情
報
』（
こ
れ
は
諸
々
の
分
野
で
『
伝
承
』
と
い
う
語

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

三
（
二
二
七
）



で
表
現
さ
れ
る
と
思
い
ま
す
が
）
と
い
う
側
面
も
あ
る
」
と
さ
れ

る
（
11
）。日

本
文
化
が
時
代
か
ら
時
代
へ
、
ま
た
人
か
ら
人
へ
と
受
け
継

が
れ
て
き
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
文
化
を
今
後
い
か
に
継
承
し

て
い
く
べ
き
か
を
考
え
る
上
で
も
、
西
岡
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う

に
情
報
と
い
う
視
点
に
立
っ
た
歴
史
的
考
察
の
意
義
は
大
き
い
で

あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
時
代
を
超
え
て
伝
え
ら
れ
た
情
報
の
一
例

と
し
て
、
弘
法
大
師
伝
と
そ
の
普
及
媒
体
を
取
り
扱
う
。
主
な
考

察
対
象
と
す
る
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
は
、
詞
書
の
素
材
の
大
部

分
が
判
明
す
る
と
い
う
点
で
稀
有
な
絵
巻
で
あ
り
、
ま
た
中
世
か

ら
近
世
、
近
現
代
と
時
代
を
経
る
中
で
、
新
た
な
媒
体
を
派
生
的

に
生
み
出
し
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
弘
法
大

師
行
状
絵
」
は
長
い
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
情
報
の
あ
り
方
を
追

う
こ
と
の
で
き
る
好
素
材
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
信
憑
性
の
低
い
伝
承
も
多
く
盛
り
込
ま
れ
た

素
材
を
扱
う
上
で
有
効
な
視
点
や
手
法
に
つ
い
て
は
、
未
だ
検
討

の
余
地
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
情
報
・
知
識
は
、
発
信
・
教
授

す
る
側
に
立
て
ば
「
伝
達
」
す
る
も
の
、
受
容
す
る
側
に
立
て
ば

「
獲
得
」
あ
る
い
は
「
習
得
」
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た

一
般
的
な
見
方
か
ら
さ
ら
に
視
点
を
広
げ
、
よ
り
多
角
的
に
知
識

体
系
を
分
析
す
る
た
め
に
は
い
か
な
る
視
角
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。

以
下
、
今
後
の
具
体
的
な
検
討
課
題
を
整
理
し
て
お
き
た
い
（
12
）
。

第
一
に
、
弘
法
大
師
伝
を
扱
う
主
体
の
問
題
で
あ
る
。
弘
法
大

師
伝
を
記
す
媒
体
の
生
成
・
管
理
と
普
及
に
い
か
な
る
立
場
の

人
々
が
、
ど
の
よ
う
に
関
与
し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
必
要
が
あ

る
。第

二
に
、
弘
法
大
師
伝
の
公
開
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
弘
法
大

師
伝
を
記
す
媒
体
は
、
ど
れ
ほ
ど
公
開
さ
れ
て
い
た
の
か
、
寺
院

社
会
側
か
ら
発
信
さ
れ
た
伝
承
は
い
か
に
し
て
世
俗
社
会
と
共
有

さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
（
13
）
。

第
三
に
、
弘
法
大
師
を
め
ぐ
る
個
々
の
伝
承
の
内
容
を
ふ
ま
え

た
上
で
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
生
成
さ
れ
、
い
か

な
る
地
域
に
普
及
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
注
目
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
。

第
四
に
、
人
の
動
き
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。
弘
法
大

師
伝
の
主
な
生
成
場
所
の
一
つ
は
京
都
と
考
え
ら
れ
る
が
、
特
に

近
世
以
降
に
な
る
と
、
都
鄙
間
に
お
け
る
人
の
動
き
と
そ
れ
に
伴

う
人
的
交
流
が
活
発
化
し
た
。
つ
ま
り
、
各
地
に
伝
わ
る
様
々
な

伝
承
が
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
弘
法
大
師
伝
を
記
す
媒
体
の
派
生
に
い
か
に
作
用
し
た
の

か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

史
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第
五
に
、
弘
法
大
師
伝
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
情

報
処
理
と
い
う
視
点
か
ら
の
検
討
の
必
要
性
で
あ
る
。
編
纂
の
中

に
は
調
査
・
校
訂
・
注
釈
・
批
評
な
ど
の
要
素
も
含
ま
れ
る
。
弘

法
大
師
伝
が
絵
巻
と
し
て
い
か
に
編
纂
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
一
端

に
つ
い
て
は
前
稿
に
お
い
て
検
討
を
行
っ
た
（
14
）
。

第
六
に
、
弘
法
大
師
伝
の
進
化
の
問
題
で
あ
る
。
弘
法
大
師
伝

を
記
す
媒
体
が
派
生
し
て
い
く
過
程
で
、
複
数
の
伝
承
か
ら
構
成

さ
れ
る
個
々
の
媒
体
が
も
つ
枠
組
み
自
体
が
変
化
す
る
と
い
う
現

象
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
や
、
伝
承
の
内
容
に
変
化
が

生
じ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
注
目
し
て
い
く
必

要
が
あ
ろ
う
。

第
七
に
、
弘
法
大
師
伝
と
寺
院
経
済
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
弘

法
大
師
伝
は
、
近
世
に
は
版
本
と
し
て
商
品
化
さ
れ
、
ま
た
寺
院

の
勧
募
活
動
と
も
関
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
普
及
が
進
め
ら
れ
た
。

よ
っ
て
、
出
版
事
情
と
寺
院
経
済
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
も
見
て

い
く
必
要
が
あ
る
。

以
上
が
今
後
の
具
体
的
な
検
討
課
題
で
あ
る
。
本
稿
で
全
て
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
弘
法
大
師
伝
と
い
う
情
報
体

系
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
有
効
と
思
わ
れ
る
視
点
と
し
て
挙
げ
て
お

く
。以

下
、
第
二
章
で
は
弘
法
大
師
伝
を
普
及
す
る
た
め
に
生
み
出

さ
れ
た
「
媒
体
」
に
注
目
し
、
そ
の
展
開
を
追
う
。
第
三
章
で
は

各
媒
体
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
個
々
の
場
面
」
に
注
目
し
て
、
内
容

変
化
の
実
態
を
辿
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
章

媒
体
の
派
生

東
寺
に
お
い
て
絵
巻
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
が
制
作
さ
れ
た
の

は
南
北
朝
時
代
で
あ
る
が
、
弘
法
大
師
の
伝
説
化
の
始
ま
り
は
そ

れ
よ
り
も
遡
る
。
武
内
孝
善
氏
は
十
世
紀
ま
で
に
成
立
し
て
い
た

伝
記
と
し
て
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
三
月
二
十

五
日
条
、『
贈
大
僧
正
空
海
和
上
伝
記
』、『
遺
告
二
十
五
ヶ
条
』、

伝
真
済
撰
『
空
海
僧
都
伝
』、『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行
縁
起
』
を
挙

げ
ら
れ
、
弘
法
大
師
の
神
秘
化
・
伝
説
化
は
既
に
九
世
紀
末
か
ら

は
じ
ま
っ
て
い
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。
弘
法
大
師
伝
絵
巻
は
そ

の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
、
江
戸
時
代
に
な
る
と

絵
巻
か
ら
さ
ら
に
派
生
し
て
版
本
や
曼
荼
羅
と
い
う
新
し
い
媒
体

が
登
場
し
た
。
こ
れ
ら
の
新
し
い
媒
体
は
し
ば
し
ば
弘
法
大
師
の

御
遠
忌
に
合
わ
せ
て
生
み
出
さ
れ
て
お
り
、
御
遠
忌
の
盛
り
上
が

り
と
一
体
化
し
た
弘
法
大
師
伝
の
流
布
を
狙
っ
た
も
の
と
み
な
さ

れ
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
絵
巻
の
系
譜
を
見
て
お
き
た
い
。
東
寺
蔵

「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
と
そ
れ
に
先
行
し
て
生
ま
れ
た
諸
本
に
関

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体
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し
て
、
梅
津
次
郎
氏
は
以
下
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る
（
16
）
。

第
一
系
統
�「
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
」（
十
巻
本
）
安
楽
寿
院

所
蔵
、
十
三
世
紀
成
立
か
（
17
）

第
二
系
統
�「
高
野
大
師
行
状
図
画
」（
六
巻
本
）
高
野
山
地

蔵
院
所
蔵
、
十
三
世
紀
後
期
成
立
か

第
三
系
統
�「
高
野
大
師
行
状
図
画
」（
十
巻
本
）
白
鶴
美
術

館
所
蔵
、
十
四
世
紀
成
立
か

第
四
系
統
�「
弘
法
大
師
行
状
絵
」（
十
二
巻
本
）
東
寺
所
蔵
、

十
四
世
紀
後
期
成
立

第
三
系
統
「
高
野
大
師
行
状
図
画
」
は
第
二
系
統
の
増
補
本
と

さ
れ
る
。
本
稿
で
扱
う
東
寺
本
は
第
四
系
統
と
さ
れ
て
お
り
、
弘

法
大
師
伝
絵
巻
の
系
譜
の
中
で
は
終
盤
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
上
記
四
つ
の
系
統
に
加
え
て
、
第
五
系
統
と
し
て
版
本

「
高
野
大
師
行
状
図
画
」（
十
巻
本
、
個
人
蔵
、
十
六
世
紀
刊
）
が

あ
る
と
い
う
。

本
稿
で
扱
う
東
寺
系
統
の
絵
巻
・
版
本
・
曼
荼
羅
の
全
体
構
成

は
【
表
１
】
の
通
り
で
あ
る
。
Ａ
欄
に
は
十
四
世
紀
成
立
の
絵
巻

「
弘
法
大
師
行
状
絵
」、
Ｂ
欄
に
は
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
の
版

本
「
弘
法
大
師
行
状
記
」
の
構
成
を
、
そ
し
て
Ｃ
欄
に
は
明
治
十

二
年
（
一
八
七
九
）
成
立
の
「
弘
法
大
師
行
状
曼
荼
羅
」
の
構
成

を
記
載
し
た
。

以
下
、
絵
巻
・
版
本
・
曼
荼
羅
そ
れ
ぞ
れ
の
成
立
に
つ
い
て
見

て
い
く
こ
と
と
す
る
。

○
十
四
世
紀
成
立
の
絵
巻
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」

東
寺
蔵
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
に
つ
い
て
は
主
に
美
術
史
の
観

点
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
主
要
な
先
行
研
究
と
し
て
は
、

梅
津
次
郎
氏
「
東
寺
本
弘
法
大
師
絵
伝
の
成
立
（
18
）
」、
宮
次
男
氏

「
東
寺
本
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
―
特
に
第
十
一
巻
第
一
段
の
成
立

を
め
ぐ
っ
て
―
（
19
）
」、
同
氏
「
東
寺
の
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
に
つ
い

て
（
20
）」、
塩
出
貴
美
子
氏
「
角
屋
本
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』
再
考

―
東
寺
本
と
の
図
様
比
較
を
中
心
に
―
（
21
）
」
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら

の
研
究
成
果
に
よ
り
、
東
寺
本
系
統
の
諸
作
品
に
つ
い
て
、
相
互

関
係
や
図
様
の
変
遷
、
制
作
背
景
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

一
方
、
歴
史
学
の
観
点
か
ら
の
研
究
は
美
術
史
に
比
べ
て
少
な

い
が
、
新
見
康
子
氏
「
東
寺
所
蔵
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
の
制
作

過
程
―
詞
書
の
編
纂
を
中
心
に
―
」
に
よ
り
、「
編
纂
」
と
い
う

新
た
な
研
究
視
点
が
提
示
さ
れ
た
（
22
）
。

新
見
氏
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
、
拙
稿
「
描
か
れ
た
東
寺
の
灌

頂
―
東
寺
蔵
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
の
一
齣
―
」
で
は
、
東
寺
本

に
の
み
あ
っ
て
他
系
統
に
は
な
い
「
東
寺
灌
頂
」
の
段
に
注
目
し
、

東
寺
本
の
特
性
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
た
（
23
）
。
ま
た
、
拙
稿
「
東
寺

史
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蔵
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
の
詞
書
―
観
智
院
賢
宝
の
編
纂
意
図

―
」
で
は
、
詞
書
と
典
拠
文
献
と
の
比
較
や
、
先
行
諸
本
と
の
比

較
、
詞
書
に
お
け
る
強
調
点
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ

り
、
い
か
な
る
意
図
の
も
と
で
東
寺
本
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
が

編
纂
さ
れ
た
の
か
を
探
っ
た
（
24
）
。
そ
の
結
果
、
こ
の
絵
巻
は
弘
法
大

師
空
海
の
生
涯
と
い
う
枠
を
超
え
て
、
東
寺
一
門
す
な
わ
ち
真
言

宗
の
歴
史
を
語
っ
た
絵
巻
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し

た
。ま

た
、
文
献
史
学
と
美
術
史
学
の
接
点
を
な
す
も
の
と
し
て

「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
を
扱
い
、「
東
寺
灌
頂
」
の
段
の
灌
頂
行
列

図
に
注
目
し
な
が
ら
絵
巻
制
作
の
素
材
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
藤

原
重
雄
氏
「
東
寺
本
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』
の
灌
頂
行
列
図
」

が
あ
る
（
25
）
。

東
寺
蔵
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
、
既

に
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
26
）
。
新
見
康
子
氏
に

よ
れ
ば
、
詞
書
の
下
書
が
完
成
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
応
安
七

年
（
一
三
七
四
）
か
ら
永
和
四
年
（
一
三
七
八
）
ま
で
の
間
と
考

え
ら
れ
、
清
書
の
完
成
は
永
徳
年
間
（
一
三
八
一
〜
一
三
八
三
）

ま
で
下
る
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
27
）
。
ま
た
、「
大
師

御
絵
用
途
注
文
」
に
は
応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
か
ら
康
応
元
年

（
一
三
八
九
）
ま
で
の
十
六
年
間
に
わ
た
る
制
作
費
用
や
、
絵
師

へ
の
下
行
分
が
記
さ
れ
て
お
り
（
28
）
、
か
な
り
の
年
月
が
絵
巻
制
作
に

費
や
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

本
絵
巻
の
成
立
と
弘
法
大
師
御
遠
忌
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

管
見
の
限
り
で
は
史
料
上
に
記
載
が
見
出
せ
ず
定
か
で
な
い
が
、

制
作
途
中
で
あ
っ
た
至
徳
元
年
（
一
三
八
四
）
は
弘
法
大
師
五
百

五
十
年
御
遠
忌
の
年
で
あ
り
、
本
来
は
御
遠
忌
に
間
に
合
わ
せ
る

つ
も
り
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
巻
十
一
第
一
段
「
東

寺
灌
頂
」
の
絵
は
初
め
宮
廷
絵
師
巨
勢
久
行
が
描
い
た
が
、
そ
の

後
巨
勢
行
忠
に
よ
っ
て
描
き
直
し
が
な
さ
れ
て
お
り
（
29
）
、
そ
う
し
た

事
情
も
あ
っ
て
予
想
以
上
に
制
作
に
月
日
が
か
か
り
、
結
果
的
に

御
遠
忌
後
の
完
成
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

編
纂
の
中
心
人
物
に
つ
い
て
は
、
応
安
六
年
（
一
三
七
三
）

「
学
衆
方
評
定
引
付
」
十
二
月
二
十
九
日
条
に
よ
れ
ば
（
30
）
、「
大
師
御

絵
奉
行
事
」
と
し
て
、「
云
（
杲
宝
）

故
法
印
素
意
、
云
当
時
器
用
、
可
為

（
賢
宝
）

観
智
院
僧
都
由
、
牒
供
僧
方
年
預
可〔
被
ヵ
〕

■
送
賢
宝
僧
都
之
由
、
評
議

了
」
と
あ
る
よ
う
に
、
東
寺
の
学
僧
と
し
て
著
名
な
観
智
院
賢
宝

が
編
纂
作
業
を
主
導
し
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

具
体
的
な
制
作
作
業
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
詞
書
の
撰
述
は
賢
宝

自
身
が
行
っ
た
が
、
清
書
は
大
覚
寺
二
品
親
王
深
守
・
一
条
公

勝
・
六
条
有
孝
・
二
条
為
重
・
四
辻
善
成
・
成
就
院
杲
守
・
霊
山

僧
正
実
厳
・
大
炊
御
門
三
位
入
道
明
燈
・
青
蓮
院
無
品
親
王
道
円

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体
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【表 1】 絵巻・版本・曼荼羅の構成

C弘法大師行状曼荼羅 明治 12年（1879）成立

標題

仁王経法

東大寺蜂

真如親王

観法無�

神道灌頂

合體霊像

高雄灌頂

川越之額

南円堂鎮

勝地福田

二人弟子

大峯修行

小児蘇生

龍泉涌出

了知牛語

日想観法

江嶋弁天

禅僧与油

恵日草創

霊山結界

高野尋入

稲荷誓約

皇帝御祈

三鈷宝劔

秘鍵開題

権者自称

応天門額

二荒日光

両部神道

東寺勅賜

皇帝灌頂

稲荷勧請

守敏加持

場面

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

幅

第 3幅

第 4幅

標題

入胎誓願

誕生奇特

幼稚遊戯

俗典鑚仰

誓願捨身

四王執蓋

明敏篤学

入京勤学

聞持受法

仏門勤学

大滝飛劔

室戸伏龍

老嫗授鉢

桂谷降魔

出家受戒

戒壇受法

釈迦湧現

久米感経

龍田老姥

聞持修行

明星入吐

金剛定額

朽橘再生

勅許入唐

入唐祈願

入唐著岸

封検舟舩

旅館賜饗

長安入儀

勅西明寺

五筆勅号

流水書字

渡天見仏

場面

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

幅

第 1幅

第 2幅

B版本「弘法大師行状記」
天保 4年（1833）刊行

標題

誕生霊瑞

童稚奇異

四王侍衛

俗典鑚仰

出家学法

登壇受戒

聞持修行

室戸伏龍

金剛定額

老嫗授鉢

虚空書写

釈迦湧現

久米感経

渡海入唐

大使替書

長安奏聞

存問勅使

青龍受法

珍賀懺謝

修円護法

図像写経

恵果附属

石碑建立

多生誓約

宮中壁字

流水点字

梵僧授経

三鈷投所

帰朝奏表

灑水生樹

久米講経

大内書額

清凉宗論

段

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

巻

巻 1

巻 2

巻 3

巻 4

巻 5

A絵巻「弘法大師行状絵」
14世紀成立

標題

（誕生霊瑞）

（童稚奇異）

（四王侍衛）

（俗典鑚仰）

（出家学法）

（登壇受戒）

（聞持修行）

（室戸伏龍）

（金剛定額）

（老嫗授鉢）

（虚空書写）

（釈迦湧現）

（久米感経）

（渡海入唐）

（大使替書）

（長安奏聞）

（存問勅使）

（青龍受法）

（珍賀懺謝）

（修円護法）

（図像写経）

（恵果附属）

（石碑建立）

（多生誓約）

（宮中壁字）

（流水点字）

（梵僧授経）

（三鈷投所）

（帰朝奏表）

（灑水生樹）

（久米講経）

（大内書額）

（清凉宗論）

段

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

巻

巻 1

巻 2

巻 3

巻 4

巻 5

史

学

第
八
七
巻

第
三
号

八
（
二
三
二
）



C弘法大師行状曼荼羅 明治 12年（1879）成立

守敏封龍

神泉祈雨

矢取地蔵

伊勢参籠

二間修法

對治疫鬼

恵果救療

皇嘉門額

親王御影

後七日法

門徒遺告

入定留身

奥院奉送

天皇葬儀

贈位官符

慈覚霊夢

贈大師号

御廟拝見

住吉同躰

幡慶夢想

遺跡影向

博陸参詣

大塔造営

高野臨幸

奥院御廟

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

第 4幅生仏不二

見仏聞法

恵果拝謁

青龍灌頂

珍賀怨念

守敏護法

護法結界

秘具相伝

恵果入滅

恵果影現

恵果葬儀

帝賜念珠

投擲三鈷

帰朝著岸

帰朝奏表

賀水社木

遠救火災

厳嶋出現

上表勅許

加持霊水

宇治川舩

水神求福

久米講経

釈迦出現

讃州劔山

善通寺額

御柴手水

互御影写

参詣御�

清凉成仏

製作章疏

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

第 2幅

B版本「弘法大師行状記」
天保 4年（1833）刊行

東大寺蜂

高雄練行

伝教灌頂

円堂鎮壇

濁水手水

南山表請

明神衛護

高野結界

堂塔草創

心経講讃

東寺勅給

八幡鎮座

稲荷来影

神泉祈雨

講堂起立

舎利灌浴

室生修練

正月修法

門人遺誡

真影図画

南山入定

東寺灌頂

官位追贈

大師諡号

博陸参詣

仙院臨幸

※A絵巻の標題欄について
絵巻原本に標題は付されていないが、江戸
時代に賢賀が作成した標題をカッコ付きで
記した。

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

巻 6

巻 7

巻 8

巻 9

巻 10

巻 11

巻 12

A絵巻「弘法大師行状絵」
14世紀成立

（東大寺蜂）

（高雄練行）

（伝教灌頂）

（円堂鎮壇）

（濁水手水）

（南山表請）

（明神衛護）

（高野結界）

（堂塔草創）

（心経講讃）

（東寺勅給）

（八幡鎮坐）

（稲荷来影）

（神泉祈雨）

（講堂起立）

（舎利灌浴）

（室生修練）

（正月修法）

（門人遺誡）

（真影図画）

（南山入定）

（東寺灌頂）

（官位追贈）

（大師諡号）

（博陸参詣）

（仙院臨幸）

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

4

1～3

巻 6

巻 7

巻 8

巻 9

巻 10

巻 11

巻 12

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

九
（
二
三
三
）



が
分
担
し
て
執
筆
し
た
（
31
）
。
絵
は
、
南
都
絵
師
祐
高
法
眼
・
中
務
少

輔
巨
勢
久
行
・
大
蔵
少
輔
巨
勢
行
忠
・
大
舎
人
大
進
法
眼
善
祐
が

分
担
し
（
32
）
、
こ
う
し
て
多
く
の
人
の
手
に
よ
っ
て
十
二
巻
も
の
大
部

に
わ
た
る
絵
巻
が
完
成
し
た
。

全
体
の
構
成
は
【
表
１
】
Ａ
欄
に
あ
る
通
り
、
計
五
十
九
段
か

ら
な
る
（
巻
十
二
を
三
段
と
数
え
れ
ば
計
六
十
一
段
）。
内
容
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

成
立
後
の
披
覧
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
稿
で
も
述
べ
た
た
め
詳

細
は
割
愛
す
る
が
、
公
家
・
武
家
・
他
寺
か
ら
の
求
め
に
応
じ
た

貸
出
の
事
例
が
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
か
ら
永
正
十
年
（
一

五
一
三
）
ま
で
の
百
数
年
間
に
十
一
件
確
認
で
き
る
。
そ
の
う
ち

の
一
例
と
し
て
、「
廿
一
口
方
評
定
引
付
」
永
享
十
一
年
（
一
四

三
九
）
正
月
二
十
一
日
条
に
よ
れ
ば
、「

杲��
�
�

自
慶
僧
僧�
都
申
云
、
東

山
観
勝
寺
大
師
御
絵
可
書
立
、
寺
家
御
絵
為
本可
申
出
由
申
云
々
、

披
露
處
、
大
方
他
所
可
渡
遣
、
雖
制�
禁
為�
結
縁
興
行
上
者
、
争
可

有
�
惜
哉
、
可被
遣
、
衆
儀
治
定
了
」
と
あ
る
（
33
）
。
東
山
観
勝
寺
か
ら

の
借
用
申
請
を
受
け
、
東
寺
の
廿
一
口
方
は
評
定
を
行
い
、
貸
与

し
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
記
事
か
ら
、

絵
巻
の
制
作
は
観
智
院
賢
宝
が
中
心
と
な
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
閲

覧
・
借
用
の
可
否
判
断
を
含
む
管
理
は
寺
家
が
主
体
と
な
っ
て
行

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

江
戸
時
代
に
入
る
と
、
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
後
光
明
天

皇
が
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
を
鑑
賞
し
て
お
り
、
そ
れ
を
き
っ
か

け
に
絵
巻
を
収
納
す
る
箱
の
新
造
や
、
絵
巻
の
表
紙
の
取
替
修
理

が
行
わ
れ
た
（
34
）
。
こ
の
こ
と
は
、
真
言
宗
や
東
寺
に
と
っ
て
本
絵
巻

の
重
要
性
を
再
認
識
す
る
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
り
、

絵
巻
か
ら
版
本
へ
の
展
開
を
後
押
し
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

南
北
朝
時
代
に
成
立
し
た
絵
巻
か
ら
、
江
戸
時
代
以
降
、
新
た

な
媒
体
が
派
生
的
に
生
ま
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
先

立
っ
て
行
わ
れ
た
の
が
標
題
の
作
成
で
あ
る
。
計
五
十
九
段
か
ら

な
る
絵
巻
の
各
段
に
は
も
と
も
と
標
題
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
宝

暦
七
年
（
一
七
五
七
）
十
二
月
、
観
智
院
第
十
三
代
院
主
賢
賀
に

よ
っ
て
付
さ
れ
た
。
絵
巻
に
付
随
し
て
伝
存
す
る
「
弘
法
大
師
行

状
絵
標
題
目
録
」
か
ら
そ
れ
ら
の
標
題
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

標
題
に
よ
っ
て
各
段
の
内
容
が
端
的
に
示
さ
れ
、
五
十
九
段
あ

る
中
か
ら
参
照
し
た
い
場
面
を
見
つ
け
出
す
た
め
の
便
宜
が
図
ら

れ
た
。
中
世
に
お
い
て
は
、
本
の
入
手
に
は
書
写
す
る
こ
と
が
前

提
と
な
る
場
合
が
多
く
、
し
た
が
っ
て
読
書
方
法
と
し
て
は
必
然

的
に
「
精
読
」
や
「
通
読
」
が
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
版
本
刊

行
に
伴
い
、
新
た
に
庶
民
も
読
者
層
に
加
わ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

十
二
巻
も
の
大
部
に
わ
た
る
も
の
を
「
精
読
」・「
通
読
」
す
る
よ

り
も
、
必
要
な
場
面
や
関
心
の
あ
る
場
面
の
み
「
参
照
」
す
る
場

史

学

第
八
七
巻

第
三
号

一
〇
（
二
三
四
）



合
の
方
が
多
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
標
題
が
付
さ
れ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

内
容
的
に
見
て
比
較
的
読
み
や
す
い
段
も
あ
る
一
方
で
、
世
俗

社
会
の
人
々
に
と
っ
て
は
難
解
な
段
も
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、

標
題
作
成
は
決
し
て
目
立
つ
業
績
で
は
な
い
も
の
の
、
弘
法
大
師

伝
に
対
す
る
理
解
の
深
ま
り
を
支
え
る
重
要
な
作
業
で
あ
っ
た
と

い
え
る
。

な
お
、
東
寺
蔵
「
第
十
三
世
賢
賀
像
」（
絹
本
著
色
）
の
画
賛

に
よ
れ
ば
、「
享
保
戊
子
、
巡
歴
四
国
、
敬
礼
曩
祖
之
遺
跡
」
と

あ
り
、
賢
賀
は
標
題
作
成
に
先
立
つ
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
に
、

四
国
を
巡
礼
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「（
梵
字
）
字
記

創
学
鈔
第
二
」（「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
」
二
〇
七
箱
一
号

―
二
）
の
享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）
五
月
二
十
五
日
付
奥
書
に

は
、「
四
国
遍
礼
沙
門
権
僧
正
賢
賀
俗
歯

四
十
五
載

」
と
の
記
述
も
あ

る
。後

述
す
る
が
、「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
に
は
四
国
に
お
け
る
空

海
の
修
行
場
面
も
含
ま
れ
て
い
る
。
観
智
院
院
主
自
ら
が
四
国
巡

礼
を
通
じ
て
空
海
の
修
行
の
跡
を
辿
り
、
ま
た
地
方
寺
院
や
庶
民

の
信
仰
の
あ
り
様
に
じ
か
に
ふ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、「
弘
法

大
師
行
状
絵
」
の
普
及
に
つ
い
て
考
え
直
す
き
っ
か
け
の
一
つ
と

な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
賢
賀
は
元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
八
月
・
九
月
、
醍

醐
寺
光
台
院
で
「
高
祖
行
状
記
」
の
講
述
を
行
っ
て
い
る
（
35
）
。
こ
の

「
高
祖
行
状
記
」
は
絵
巻
と
は
別
物
と
み
ら
れ
る
が
、
弘
法
大
師

伝
の
普
及
に
前
向
き
で
あ
っ
た
賢
賀
の
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
。

絵
巻
か
ら
版
本
へ
の
展
開
例
は
他
宗
に
お
い
て
も
見
ら
れ
、
ま

た
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
に
先
立
っ
て
出
版
さ
れ
た
弘
法
大
師
関

係
の
書
物
も
存
在
す
る
。
東
寺
蔵
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
の
出
版

が
そ
れ
ら
に
比
し
て
時
期
的
に
遅
い
の
は
、
も
と
も
と
こ
の
絵
巻

が
公
家
や
武
家
お
よ
び
真
言
宗
寺
院
な
ど
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
で

の
閲
覧
を
前
提
と
し
て
編
纂
さ
れ
、
以
後
も
東
寺
内
で
そ
の
方
針

が
受
け
継
が
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
信
仰

拡
大
に
弘
法
大
師
伝
が
果
た
す
役
割
や
可
能
性
が
東
寺
内
部
で
再

認
識
さ
れ
、
ま
た
後
光
明
天
皇
か
ら
絵
巻
の
価
値
が
認
め
ら
れ
た

こ
と
も
あ
っ
て
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
も
版
本
の
刊
行
に
至
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

○
天
保
四
年
の
版
本
―
弘
法
大
師
一
千
年
御
遠
忌
―

絵
巻
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
を
も
と
に
江
戸
時
代
に
は
版
本
が

生
ま
れ
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
宝
暦

八
年
は
賢
賀
に
よ
っ
て
標
題
が
作
成
さ
れ
た
翌
年
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
標
題
作
成
は
版
本
刊
行
の
た
め
の
準
備
作
業
で
あ
っ
た
可
能

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

一
一
（
二
三
五
）



性
が
高
い
。
標
題
が
付
さ
れ
て
よ
う
や
く
刊
行
に
至
っ
た
も
の
の
、

時
期
的
に
は
享
保
十
九
年
（
一
七
三
四
）
の
弘
法
大
師
九
百
年
御

遠
忌
と
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
の
九
百
五
十
年
御
遠
忌
の
ち
ょ

う
ど
中
間
に
あ
た
り
、
注
目
度
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
好
機
を

と
ら
え
た
刊
行
と
は
言
い
難
い
。

そ
の
後
、
弘
法
大
師
一
千
年
御
遠
忌
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
前
年

に
あ
た
る
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
に
版
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

五
十
年
ご
と
に
行
わ
れ
る
御
遠
忌
の
中
で
も
一
千
年
御
遠
忌
は
大

き
な
節
目
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
真
言
宗
に
と
っ
て

は
弘
法
大
師
の
功
績
を
広
め
、
信
仰
を
得
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
り
、
天
保
の
版
本
は
宝
暦
の
版
本
以
上
に
多
く
の
需

要
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

以
下
、
よ
り
多
く
の
人
々
の
目
に
触
れ
た
で
あ
ろ
う
天
保
四
年

の
版
本
（
筆
者
所
持
）
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

本
書
は
袋
綴
装
の
冊
子
で
計
六
冊
か
ら
な
り
、
各
冊
に
は
絵
巻

の
二
巻
分
ず
つ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
表
紙
の
題
箋
に
は
「
弘
法

大
師
行
状
記
」
と
あ
り
、
第
一
冊
か
ら
第
五
冊
の
外
題
下
に
は

「
地
」・「
水
」・「
火
」・「
風
」・「
空
」
の
文
字
が
配
さ
れ
て
い
る
。

第
一
冊
目
の
冒
頭
に
は
、
観
智
院
第
十
五
代
院
主
海
宝
に
よ
る
頌

文
と
刊
行
の
経
緯
が
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

聖
人
入
懐
霊
胎
有
因
遍
照
垂
跡
徳
齋
洪
鈞

忽
昇
兜
率
得
侍
慈
尊
管
祐
罰
萬
代
長
存

吾
蔵
籍
中
有

弘
法
大
師
行
状
絵
詞
者
十
二
巻
、
十
輪
院

住
持
一
音
嘗
請
欲
縮
写
上
木
流
布
人
間
、
盖
将
述
一
代
行

化
之
徳
、
答
萬
人
仰
慕
之
意
也
、
近
在
江
戸
、
遍
募
緇
素
、

癸
己
冬
刻
、
遂
成
需
、
余
題
一
言
余
謝
曰
、
千
年
遠
忌
已

逼
、
廟
堂
墻
宇
傾
頽
、
未
修
殆
不
能
蔽
風
日
、
何
以
能
張

法
莚
乎
、
夫
興
造
経
営
、
亦
報
恩
也
、
豈
独
供
法
誦
呪
而

已
哉
、
於
是
奮
然
発
願
、
将
以
期
年
之
間
、
一
新
之
、
夙

夜
焦
心
住
世
間
三
昧
、
不
得
綴
文
写
字
、
是
余
之
所
以
辞

也
、
一
音
懇
請
不
已
乃
使
田
玄
々
聚
高
祖
真
蹟
中
之
字
、

録
余
舊
作
二
頌
以
塞
其
責
云
、

（
天
保
四
年
）

癸
己
仲
冬

左
大
寺
学
頭
沙
門
海
宝
沐
手
謹
志

こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
弘
法
大
師
一
千
年
御
遠
忌
に
際
し
、
江

戸
に
お
い
て
東
寺
の
末
寺
十
輪
院
の
一
音
が
広
く
僧
侶
と
俗
人
に

勧
募
し
、「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
十
二
巻
を
縮
写
し
て
本
書
が
刊

行
さ
れ
た
と
い
う
。
刊
行
後
も
一
音
の
活
躍
に
よ
っ
て
、
京
都
の

み
な
ら
ず
江
戸
に
お
い
て
も
本
書
が
広
め
ら
れ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。

続
い
て
江
戸
の
金
輪
寺
住
持
宥
欣
に
よ
る
序
文
が
記
さ
れ
、
そ

の
あ
と
に
賢
賀
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
五
十
九
段
分
の
標
題
と
、

絵
巻
の
詞
書
を
清
書
し
た
人
物
の
一
覧
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

史
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次
に
、
一
音
に
よ
る
識
語
が
あ
り
、
か
つ
て
後
光
明
天
皇
が
弘

法
大
師
を
深
く
崇
敬
し
て
絵
巻
の
叡
覧
が
あ
っ
た
い
き
さ
つ
な
ど

が
述
べ
ら
れ
、
大
師
に
対
す
る
歴
代
天
皇
の
帰
依
が
強
調
さ
れ
て

い
る
（
36
）
。

こ
れ
に
引
き
続
き
、
一
音
に
よ
る
「
附
言
」
と
し
て
五
つ
の
条

文
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
此
書
の
詞
書
も
つ
は
ら
原
本

に
従
ひ
あ
へ
て
わ
た
く
し
に
こ
れ
を
改
め
ず
」、「
原
本
に
は
真
名

字
に
仮
名
を
つ
く
る
こ
と
な
し
と
い
へ
ど
も
、
今
童
蒙
に
た
よ
り

せ
ん
が
た
め
に
こ
れ
を
加
ふ
」、「
画
は
原
本
の
ま
ゝ
古
意
を
失
は

ず
縮
な
し
て
こ
れ
を
図
す
る
の
み
」、「
原
本
ハ
固
よ
り
巻
軸
な
れ

ハ
画
は
一
段
こ
と
の
詞
書
の
末
に
あ
り
と
い
へ
と
も
、
今
便
に
随

て
是
を
図
す
」、「
巻
の
始
に
附
す
る
所
の
標
題
は
原
本
に
こ
れ
な

し
、
中
古
東
寺
観
智
院
賢
賀
僧
正
見
る
も
の
ゝ
便
な
ら
ん
こ
と
を

思
ひ
て
こ
れ
を
加
ふ
、
い
ま
ゝ
た
彼
僧
正
の
遺
意
に
ま
か
せ
て
画

の
段
毎
に
こ
れ
を
く
は
ふ
る
な
り
」
と
い
う
も
の
で
、
末
尾
に
は

「
天
保
四
年
癸
巳
十
一
月
上
澣

東
寺
沙
門
一
音
謹
識
」
と
あ
る
。

右
の
「
附
言
」
の
通
り
、
本
書
の
詞
書
・
挿
絵
は
い
ず
れ
も

「
原
本
」
す
な
わ
ち
絵
巻
に
従
っ
て
い
る
が
、
初
学
者
の
た
め
に

傍
訓
が
施
さ
れ
、
ま
た
賢
賀
に
よ
る
段
ご
と
の
標
題
も
付
さ
れ
て

い
る
。
賢
賀
に
よ
る
標
題
は
「
見
る
も
の
ゝ
便
な
ら
ん
こ
と
を
思

ひ
て
」
付
さ
れ
た
も
の
で
、
読
者
に
対
す
る
賢
賀
の
配
慮
は
後
代

に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
が
一
音
に
よ
る

「
附
言
」
で
あ
る
。
な
お
、
第
六
冊
目
の
末
尾
に
も
一
音
に
よ
る

天
保
四
年
（
一
八
三
三
）
十
一
月
の
跋
文
が
あ
る
。

「
附
言
」
に
続
い
て
よ
う
や
く
巻
一
が
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、

全
体
構
成
と
し
て
は
【
表
１
】
Ｂ
欄
に
示
し
た
通
り
、
絵
巻
と
同

じ
く
全
十
二
巻
五
十
九
段
で
、
詞
書
は
絵
巻
と
同
文
で
あ
る
。
挿

絵
に
つ
い
て
は
、
前
半
六
巻
は
京
都
の
仏
画
工
中
西
誠
應
が
、
後

半
六
巻
は
江
戸
の
日
本
画
師
喜
多
武
清
が
手
が
け
た
も
の
で
あ
る
（
37
）
。

挿
絵
は
各
段
に
付
さ
れ
、
絵
巻
で
は
一
続
き
だ
っ
た
も
の
が
い
く

つ
か
に
分
断
さ
れ
た
形
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

挿
絵
の
内
容
は
基
本
的
に
絵
巻
を
踏
襲
し
て
い
る
が
、
弘
法
大

師
を
と
り
ま
く
人
物
の
数
な
ど
に
調
整
を
加
え
た
縮
図
と
な
っ
て

い
る
。
詞
書
に
は
難
解
な
仏
教
用
語
も
散
見
さ
れ
る
た
め
、
版
本

を
手
に
し
た
世
俗
社
会
の
人
々
、
特
に
庶
民
が
内
容
理
解
の
拠
り

所
と
し
た
の
は
挿
絵
と
標
題
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

以
上
が
天
保
四
年
の
版
本
の
概
要
で
あ
る
。
中
世
の
東
寺
は
絵

巻
の
披
覧
を
無
制
限
に
許
可
し
て
い
た
わ
け
で
な
か
っ
た
の
に
対

し
、
近
世
に
は
版
本
の
刊
行
と
い
う
形
で
弘
法
大
師
伝
の
流
布
を

押
し
進
め
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
絵
巻
は
東
寺
と
の
直
接
的
な
関

係
を
も
つ
人
々
や
寺
院
に
よ
る
限
定
的
な
受
容
で
あ
っ
た
の
に
対

し
、
版
本
は
東
寺
と
の
直
接
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
不
特
定

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

一
三
（
二
三
七
）



多
数
の
人
々
や
諸
寺
院
に
も
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
一

千
年
御
遠
忌
に
際
し
て
は
弘
法
大
師
伝
を
広
く
普
及
す
る
た
め
の

媒
体
と
し
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
し
か
し
、
詞

書
の
文
中
に
散
見
さ
れ
る
難
解
な
仏
教
的
概
念
や
要
語
に
つ
い
て
、

そ
の
内
容
理
解
は
読
み
手
に
委
ね
ら
れ
た
。
こ
の
点
が
版
本
の
短

所
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

○
明
治
十
二
年
成
立
の
「
弘
法
大
師
行
状
曼
荼
羅
」

―
弘
法
大
師
一
千
五
十
年
御
遠
忌
―

絵
巻
か
ら
派
生
し
て
生
ま
れ
た
も
う
一
つ
の
媒
体
は
曼
荼
羅
で

あ
る
。
東
寺
に
は
四
幅
の
「
弘
法
大
師
行
状
曼
荼
羅
」
が
伝
存
し

て
い
る
。
各
幅
と
も
縦
一
二
四
・
〇
糎
、
横
七
八
・
五
糎
の
大
き
さ

で
、
詞
書
は
な
く
絵
の
み
が
各
幅
と
も
上
下
八
列
に
わ
た
っ
て
配

置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
曼
荼
羅
は
、
五
年
後
に
弘
法
大
師
一
千
五

十
年
御
遠
忌
を
控
え
た
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
に
制
作
さ
れ
、

絵
解
き
の
要
素
が
強
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
38
）
。
そ
の
の
ち
弘
法
大

師
一
千
百
年
御
遠
忌
に
あ
た
る
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）
に
は
、

各
場
面
の
解
釈
を
ま
と
め
た
長
谷
寶
秀
氏
編
『
弘
法
大
師
行
状
絵

詞
伝
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
39
）
。

曼
荼
羅
の
全
体
構
成
は
【
表
１
】
Ｃ
欄
に
示
し
た
通
り
で
、
第

一
幅
が
三
十
一
場
面
、
第
二
幅
が
三
十
三
場
面
、
第
三
幅
が
三
十

一
場
面
、
第
四
幅
が
二
十
八
場
面
で
、
計
百
二
十
三
場
面
か
ら
な

る
。
絵
巻
は
計
五
十
九
段
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
曼
荼
羅
で
は
場

面
数
が
約
二
倍
に
増
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
行
す
る
「
高
祖

大
師
秘
密
縁
起
」
や
「
高
野
大
師
行
状
図
画
」
か
ら
も
複
数
の
場

面
が
取
り
込
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
弘
法
大
師
伝
絵
巻
を
統

合
し
た
集
大
成
的
な
内
容
と
い
え
る
。

第
四
幅
の
左
下
に
は
、「
于
時
明
治
十
二
年
十
二
月
功
徳
日
、

為
高
祖
弘
法
大
師
一
千
五
拾
回
御
諱
報
恩
謝
徳
、
彫
刻
行
状
曼
荼

羅
四
幅
、
奉
納
東
寺
宝
庫
者
也
」
と
の
識
語
か
ら
、
御
遠
忌
を
記

念
し
て
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

続
い
て
「
願
主
」
と
し
て
、
一
岳
（
阿
波
国
箸
蔵
寺
）・
旭
雅

（
京
都
泉
涌
寺
）・
栄
厳
（
京
都
勧
修
寺
）・
乗
禅
（
教
王
護
国
寺
）・

行
智
（
越
後
国
国
上
寺
）・
龍
暁
（
教
王
護
国
寺
）・
法
遵
（
讃
岐

国
善
通
寺
）・
光
範
（
高
野
山
南
蔵
院
）・
徳
禅
（
越
中
国
千
光

寺
）・
知
息
（
阿
波
国
薬
王
寺
）・
大
圓
（
京
都
加
茂
神
光
院
）・

眞
照
（
越
中
国
福
王
寺
）
の
名
が
列
記
さ
れ
、
末
尾
に
「
真
言
宗

総
本
山
御
絵
所
」
と
し
て
北
村
半
三
郎
秀
隆
の
名
が
記
さ
れ
る
。

願
主
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
教
王
護
国
寺
乗
禅
（
一
八
四
四

―
一
九
一
四
）
は
観
智
院
第
十
八
代
院
主
で
あ
る
。
明
治
十
七
年

（
一
八
八
四
）
に
東
寺
で
弘
法
大
師
一
千
五
十
年
御
遠
忌
大
法
会

が
勤
修
さ
れ
た
際
に
は
大
阿
闍
梨
を
務
め
、
全
国
に
勧
募
し
て
伽

史
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藍
の
修
理
を
行
っ
て
い
る
（
40
）
。

同
じ
く
願
主
と
し
て
名
を
連
ね
る
教
王
護
国
寺
龍
暁
（
一
八
三

八
―
一
九
一
四
）
は
観
智
院
第
十
九
代
院
主
を
務
め
た
人
物
で
あ

る
。
龍
暁
の
略
歴
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五

六
）
に
阿
波
・
讃
岐
を
訪
れ
て
修
学
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
41
）
。
願

主
の
中
に
は
、
四
国
の
札
所
寺
院
で
あ
る
阿
波
国
薬
王
寺
と
讃
岐

国
善
通
寺
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
龍
暁
と
の
つ
な
が
り
に

よ
る
可
能
性
も
想
定
で
き
る
。

以
上
、
各
媒
体
の
成
立
と
全
体
構
成
を
見
て
き
た
が
、
読
み
や

す
さ
や
使
い
勝
手
な
ど
受
容
者
側
に
も
配
慮
し
た
工
夫
を
施
し
な

が
ら
新
た
な
媒
体
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

で
は
、
媒
体
の
展
開
を
社
会
的
背
景
の
中
に
置
き
直
し
て
み
る

と
、
い
か
な
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。【
表
２
】
は
背
景
に

あ
る
で
き
ご
と
と
合
わ
せ
て
流
れ
を
辿
っ
た
も
の
で
あ
る
。
四
国

遍
路
の
大
衆
化
に
よ
り
都
鄙
間
に
お
け
る
人
の
移
動
が
活
発
化
し
、

ま
た
講
の
成
立
に
よ
り
東
寺
と
庶
民
と
の
接
点
が
次
第
に
増
し
て

い
く
の
と
相
俟
っ
て
、
弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体
の
派
生
が
進
ん

で
い
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
る
（
42
）
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
各
媒
体
に
お
け
る
登
場
寺
院
の
顔
ぶ
れ

に
も
何
ら
か
の
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
東
寺

【表 2】 媒体の派生と背景にある事象

後光明天皇による絵巻「弘法大師行状絵」の鑑賞

四国遍路の庶民化

観智院第十三代院主賢賀の四国巡歴

絵巻「弘法大師行状絵」の標題作成

版本の刊行

版本の刊行

弘法大師一千年遠忌、版本の刊行

観智院第十九代院主龍暁の四国修学

東寺における御翠簾講の成立

「弘法大師行状曼荼羅」の成立（五年後に一千五十年御遠忌）

東寺における二十一燈会の成立

東寺における東寺流大師講の成立（詠歌を中心とする講）

曼荼羅の解説本『弘法大師行状絵詞伝』の刊行

承応元年（1652）

貞享（1684�1688）～
元禄（1688�1704）頃

享保五年（1720）

宝暦七年（1757）

宝暦八年（1758）

天保四年（1833）

天保五年（1834）

安政三年（1856）

明治初年（1868）頃

明治十二年（1879）

大正末期頃（1920年代）

昭和四年（1929）

昭和九年（1934）

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

一
五
（
二
三
九
）



以
外
の
登
場
寺
院
を
挙
げ
て
い
く
が
（
但
し
日
本
の
寺
院
に
限

る
）、
そ
の
際
、
例
え
ば
「
石
淵
の
贈
僧
正
」
の
よ
う
に
地
名
か

寺
院
名
か
曖
昧
な
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
は
省
き
、

「
〜
寺
」
と
い
う
よ
う
に
寺
院
名
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の

の
み
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

絵
巻
お
よ
び
版
本
に
登
場
す
る
寺
院
は
、
修
禅
寺
（
伊
豆
国
）、

神
護
寺
（
山
城
国
）、
乙
訓
寺
（
同
）、
大
覚
寺
（
同
）、
勧
修
寺

（
同
）、
雲
居
寺
（
同
）、
仁
和
寺
（
同
）、
西
寺
（
同
）、
法
成
寺

（
同
）、
山
階
寺
（
大
和
国
）、
大
安
寺
（
同
）、
東
大
寺
（
同
）、

興
福
寺
（
同
）、
弘
福
寺
（
同
）、
菩
提
寺
（
同
）、
妙
法
寺
（
同
）、

仏
隆
寺
（
同
）、
槇
尾
寺
（
和
泉
国
）、
金
剛
峯
寺
（
紀
伊
国
）、

善
通
寺
（
讃
岐
国
）、
金
剛
定
寺
（
土
佐
国
）、
観
世
音
寺
（
筑
前

国
）
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
曼
荼
羅
の
解
説
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
前
掲

『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
伝
』
を
も
と
に
、
各
場
面
に
関
連
す
る
寺

院
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
恵
日
寺
（
陸
奥
国
）、
霊
山
寺
（
同
）、
薬

師
寺
（
下
野
国
）、
中
禅
寺
（
同
）、
修
禅
寺
（
伊
豆
国
）、
梵
釋

寺
（
近
江
国
）、
石
山
寺
（
同
）、
神
護
寺
（
山
城
国
）、
乙
訓
寺

（
同
）、
大
覚
寺
（
同
）、
蓮
臺
寺
（
同
）、
東
大
寺
（
大
和
国
）、

唐
招
提
寺
（
同
）、
岩
淵
寺
（
同
）、
大
安
寺
（
同
）、
興
福
寺

（
同
）、
元
興
寺
（
同
）、
久
米
寺
（
同
）、
転
法
輪
寺
（
同
）、
山

階
寺
（
同
）、
般
若
寺
（
同
）、
仏
隆
寺
（
同
）、
槇
尾
山
寺
（
和

泉
国
）、
叡
福
寺
（
河
内
国
）、
高
貴
寺
（
同
）、
龍
泉
寺
（
同
）、

普
光
寺
（
同
）、
四
天
王
寺
（
摂
津
国
）、
金
剛
證
寺
（
伊
勢
国
）、

金
剛
峯
寺
（
紀
伊
国
）、
善
通
寺
（
讃
岐
国
）、
曼
荼
羅
寺
（
同
）、

出
釈
迦
寺
（
同
）、
弥
谷
寺
（
同
）、
神
野
寺
（
同
）、
大
龍
寺

（
阿
波
国
）、
金
剛
頂
寺
（
土
佐
国
）、
最
御
崎
寺
（
同
）、
観
世
音

寺
（
筑
前
国
）
で
あ
る
。

京
都
・
奈
良
の
大
寺
院
が
多
く
登
場
す
る
絵
巻
・
版
本
に
対
し
、

曼
荼
羅
の
場
面
解
説
で
は
絵
巻
・
版
本
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
四
国
の
寺
院
を
は
じ
め
、
多
く
の
地
方
寺
院
に
も
ふ
れ

ら
れ
て
お
り
、
内
容
に
地
域
的
な
広
が
り
が
見
て
と
れ
る
。
昭
和

九
年
の
弘
法
大
師
千
百
年
御
遠
忌
の
準
備
に
際
し
て
は
、
広
く
勧

募
活
動
が
展
開
さ
れ
た
と
い
う
。
曼
荼
羅
や
そ
の
解
説
に
登
場
す

る
地
方
寺
院
も
何
ら
か
の
形
で
御
遠
忌
に
関
わ
っ
た
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
地
方
寺
院
に
伝
わ
る
弘
法
大
師
伝
曼
荼
羅
の
一
例
に

つ
い
て
も
簡
単
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
筆
者
が
実
見
し
た
も
の
と

し
て
は
、
石
川
県
輪
島
市
町
野
町
に
あ
る
佐
野
寺
に
伝
存
す
る
、

江
戸
時
代
後
期
成
立
の
曼
荼
羅
五
幅
が
あ
る
。
第
一
幅
右
下
に
は

「
化
者
入
懐
霊
胎
有
因
人
間
垂
迹
徳
齋
洪
鈞
」
と
い
う
よ
う
に
、

密
宗
総
本
寺
学
頭
権
僧
正
沙
門
住
宝
に
よ
る
頌
文
が
記
さ
れ
て
い

史
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る
（
43
）。住

宝
は
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
は
海
宝
と
改
名
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
曼
荼
羅
は
天
保
二
年
以
前
の
成
立
で
あ
る
こ
と

が
判
明
す
る
。
海
宝
は
先
述
の
如
く
、
天
保
四
年
（
一
八
三
三
）

の
版
本
刊
行
に
も
携
わ
っ
た
観
智
院
第
十
五
代
院
主
で
、
天
保
五

年
の
弘
法
大
師
一
千
年
御
遠
忌
に
際
し
て
は
広
く
諸
国
に
勧
募
を

行
っ
た
と
い
う
（
44
）
。
海
宝
は
版
本
と
曼
荼
羅
と
い
う
二
つ
の
媒
体
に

よ
り
な
が
ら
精
力
的
に
勧
募
活
動
を
行
い
、
信
仰
拡
大
に
努
め
た

の
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
同
じ
く
輪
島
市
町
野
町
に
あ
る
金
蔵
寺
が
所
蔵

す
る
明
治
十
二
年
（
一
八
七
九
）
成
立
の
曼
荼
羅
四
幅
で
あ
る
（
45
）
。

こ
れ
は
弘
法
大
師
一
千
五
十
年
御
遠
忌
に
際
し
て
制
作
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
東
寺
所
蔵
の
曼
荼
羅
の
識
語
を
先
に
示
し
た
が
、
そ

れ
と
同
文
の
識
語
を
も
つ
。「
願
主
」
と
し
て
教
王
護
国
寺
龍
暁

が
登
場
す
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
龍
暁
は
石
川
県
鹿

島
郡
の
出
身
で
、
能
登
の
妙
観
院
観
龍
・
龍
光
の
も
と
で
出
家
し

て
い
る
。
能
登
の
寺
院
に
東
寺
系
統
の
曼
荼
羅
が
伝
存
し
て
い
る

の
は
龍
暁
と
の
関
係
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
、
関
連
史
料
と
し
て
金
蔵
寺
に
は
、
明
治
時
代
成
立
「
弘

法
大
師
行
状
曼
荼
羅
略
縁
起
」
が
伝
存
し
て
い
る
。
奥
書
に
「
大

師
行
状
万
タ
ラ
新
調
、
絵
釈
ノ
際
、
綴
文
書
写
」
と
あ
る
こ
と
か

ら
、
絵
解
き
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
曼
荼
羅
が
ど
の

よ
う
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
た
か
を
示
す
一
例
と
し
て
注
目
さ
れ

る
。以

上
、
本
章
で
は
媒
体
の
派
生
過
程
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
中

世
の
東
寺
は
、
不
特
定
多
数
の
人
々
に
よ
る
絵
巻
の
披
覧
を
認
め

て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
江
戸
時
代
以
降
に
は
絵
巻
を
版
本
と

し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
弘
法
大
師
伝
を
広
く
世
俗
社
会
に

普
及
す
る
方
向
へ
と
転
換
を
図
っ
た
。
伝
承
を
広
め
よ
う
と
す
る

意
識
こ
そ
が
、
情
報
媒
体
の
新
し
い
形
と
機
能
を
生
み
出
し
た
の

で
あ
る
。

そ
し
て
、
絵
巻
の
制
作
の
み
な
ら
ず
、
版
本
・
曼
荼
羅
の
生
成

に
も
観
智
院
院
主
が
関
与
し
て
い
る
。
東
寺
に
お
け
る
衆
議
を
経

て
許
可
が
下
り
た
場
合
の
み
披
覧
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
限
定
的

な
情
報
共
有
の
あ
り
方
か
ら
、
広
く
聖
俗
両
社
会
に
わ
た
っ
て
情

報
共
有
す
る
あ
り
方
へ
と
変
化
し
て
い
く
流
れ
の
中
で
、
観
智
院

は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

観
智
院
初
代
院
主
杲
宝
お
よ
び
第
二
代
院
主
賢
宝
は
、
南
北
朝

時
代
に
東
寺
教
学
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る

が
、
祈
祷
の
面
で
は
際
立
っ
た
実
績
が
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
理
由

の
一
つ
に
は
、
南
北
朝
時
代
の
観
智
院
は
、
祈
祷
の
効
果
を
裏
づ

け
る
た
め
の
法
流
の
由
緒
や
正
統
性
に
対
し
て
、
十
分
な
社
会
的

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

一
七
（
二
四
一
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評
価
が
得
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
の
後
に
お
け

る
代
々
の
院
主
も
、
杲
宝
・
賢
宝
の
教
学
を
継
承
す
る
こ
と
に
は

力
を
注
い
で
い
た
も
の
の
新
し
い
教
学
は
生
ま
れ
ず
、
目
立
っ
た

祈
祷
実
績
も
残
し
て
い
な
い
。

し
か
し
、
観
智
院
は
勧
修
寺
長
吏
方
と
の
密
接
な
関
係
を
築
き
、

中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
院
家
や
法
流
と
し
て
の
基
盤
を
着
実
に

固
め
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
動
き
が
背
景
に
あ
り
、
絵
巻
を
も
と

に
し
た
出
版
を
め
ぐ
っ
て
観
智
院
の
意
向
や
発
言
が
寺
内
で
受
け

入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
46
）
。
真

言
宗
内
の
教
相
修
学
の
主
導
的
立
場
を
占
め
て
き
た
観
智
院
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
世
俗
社
会
に
開
か
れ
た
視
線
を

も
っ
て
弘
法
大
師
伝
の
普
及
に
も
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
こ

と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

第
三
章

個
々
の
場
面
の
内
容
変
化

本
章
で
は
、
第
二
章
で
検
討
し
た
絵
巻
・
版
本
・
曼
荼
羅
に
つ

い
て
、
個
々
の
場
面
の
内
容
に
注
目
し
て
比
較
検
討
を
試
み
る
。

内
容
に
つ
い
て
は
、
弘
法
大
師
伝
に
関
す
る
種
々
の
書
物
や
美
術

作
品
等
も
含
め
て
影
響
関
係
を
分
析
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
（
47
）
、
本
稿
に
お
い
て
網
羅
的
に
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
難
し
い

た
め
、
ま
ず
は
前
章
で
扱
っ
た
素
材
を
軸
に
内
容
を
比
較
し
、
媒

体
が
展
開
し
て
い
く
過
程
に
お
け
る
内
容
変
化
の
傾
向
を
大
筋
で

辿
る
こ
と
と
し
た
い
。

以
下
、
ま
ず
は
絵
巻
・
版
本
・
曼
荼
羅
の
三
媒
体
に
共
通
し
て

見
ら
れ
る
場
面
に
注
目
し
、
内
容
の
異
同
を
検
討
す
る
。
次
に
、

絵
巻
・
版
本
に
は
な
く
曼
荼
羅
の
み
に
見
ら
れ
る
場
面
と
、
逆
に

絵
巻
・
版
本
に
は
あ
る
が
曼
荼
羅
で
は
削
除
さ
れ
て
い
る
場
面
に

注
目
す
る
。

な
お
、
観
智
院
賢
宝
は
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
の
詞
書
を
撰
述

す
る
に
あ
た
り
、
多
く
の
書
物
に
素
材
を
求
め
た
。
応
安
七
年

（
一
三
七
四
）
成
立
の
「
弘
法
大
師
行
状
要
集
」
は
、
賢
宝
が

様
々
な
典
拠
文
献
か
ら
抜
き
書
き
し
た
箇
所
を
類
聚
し
、
詞
書
の

素
材
集
と
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
（
48
）
。
以
下
、「
弘
法
大
師
行

状
要
集
」
も
合
わ
せ
て
参
照
し
、
も
と
の
素
材
に
見
ら
れ
る
記
述

が
絵
巻
・
版
本
・
曼
荼
羅
で
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
も
合
わ
せ
て
見
て
い
く
。

○
絵
巻
・
版
本
・
曼
荼
羅
に
共
通
す
る
場
面

一
つ
め
の
事
例
は
、
絵
巻
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
巻
二
第
二
段

「
聞
持
修
行
」
で
あ
る
。

本
段
の
概
要
は
、「
大
師
は
若
い
頃
か
ら
落
飾
し
て
世
俗
の
諸

事
を
な
げ
う
っ
て
山
か
ら
山
へ
と
修
行
を
重
ね
た
。
阿
波
の
大
瀧

史
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嶽
に
登
っ
て
虚
空
蔵
法
を
修
し
て
い
た
時
、
宝
剣
が
壇
上
に
飛
来

し
て
、
菩
薩
の
霊
応
を
表
し
た
。
ま
た
、
室
戸
崎
で
求
聞
持
法
を

修
し
て
い
る
と
、
明
星
が
大
師
の
口
の
中
に
入
り
、
仏
の
奇
特
な

力
を
表
し
た
」
と
い
う
話
で
あ
る
。

本
段
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
絵
巻
・
版
本
で
は
「
大
瀧
の
嶽
」

す
な
わ
ち
自
然
の
中
で
の
修
行
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

曼
荼
羅
の
「
聞
持
修
行
」
場
面
で
は
大
龍
寺
の
建
築
内
部
か
ら
外

（
大
瀧
嶽
の
方
向
か
）
を
向
い
て
修
行
す
る
空
海
の
様
子
が
描
か

れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
大
龍
寺
は
四
国
巡
礼
の
札
所
寺
院
の
一
つ

で
あ
る
（
現
「
太
龍
寺
」）。

【
表
３
】
は
、「
弘
法
大
師
行
状
要
集
」
に
抜
き
書
き
さ
れ
た
典

拠
文
献
の
記
述
お
よ
び
絵
巻
の
詞
書
、
版
本
の
当
該
段
（
た
だ
し

詞
書
は
絵
巻
と
同
文
の
た
め
省
略
）、
曼
荼
羅
の
「
聞
持
修
行
」

場
面
に
関
す
る
解
説
本
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
伝
』
の
記
述
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。「
弘
法
大
師
行
状
要
集
」
に
抜
き
書
き
さ
れ

た
典
拠
文
献
で
は
、
空
海
が
修
行
し
た
場
所
は
い
ず
れ
も
「
大
瀧

嶽
」（「
阿
国
之
嶽
」・「
大
瀧
之
嶺
」）
と
な
っ
て
お
り
、
絵
巻
・

版
本
も
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
「
大
瀧
の
嶽
」
で
の
修
行
場
面
と
し

て
叙
述
さ
れ
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
絵
が
描
か
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
。

し
か
し
、
曼
荼
羅
で
は
「
大
龍
寺
」
に
お
い
て
修
行
し
て
い
る
様

子
が
描
か
れ
て
お
り
、
場
面
解
説
で
も
「
大
瀧
の
嶽
」
で
の
場
面

が
「
大
龍
寺
」
の
場
面
へ
と
す
り
替
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
行
す
る
第
一
系
統
の
絵
巻
「
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
」
巻
二
第

三
段
に
は
、「
阿
波
国
大
瀧
寺
と
云
所
に
登
て
、
同
法
を
修
し
給

け
る
に
、
悉
地
の
相
あ
ら
ハ
れ
て
、
天
よ
り
大
な
る
釼
と
ひ
来
て
、

瑜
伽
の
壇
上
に
落
て
け
り
」
と
の
ご
と
く
、「
大
瀧
寺
」
と
記
述

さ
れ
て
お
り
、
絵
に
お
い
て
も
大
瀧
寺
と
思
わ
れ
る
建
物
内
部
か

ら
外
を
臨
む
大
師
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
曼
荼
羅
で
は
こ
れ
を

参
照
し
て
「
大
龍
寺
」
の
場
面
と
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

「
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
絵
」
が
成
立
し
た
時
期
に
は
四
国
巡
礼

は
ま
だ
大
衆
化
し
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
一
僧
侶
の
修
行
場
面
と

し
て
四
国
に
お
け
る
空
海
の
足
跡
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

四
国
巡
礼
が
大
衆
化
し
て
い
る
中
で
制
作
さ
れ
た
曼
荼
羅
に
お
い

て
は
、「
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
絵
」
の
よ
う
に
「
大
瀧
寺
」
を
際

立
た
せ
る
方
が
、
札
所
寺
院
に
関
心
を
も
つ
民
衆
の
目
を
引
き
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
東
寺

所
蔵
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
と
そ
れ
に
基
づ
く
版
本
で
は
「
大
瀧

の
嶽
」
の
場
面
と
さ
れ
て
い
た
の
が
、「
大
瀧
寺
」
の
場
面
へ
と

改
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
49
）
。

二
つ
め
の
事
例
は
、
絵
巻
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
巻
二
第
四
段

「
金
剛
定
額
」
で
あ
る
。

本
段
の
概
要
は
、「
室
戸
崎
の
近
く
三
十
余
町
の
と
こ
ろ
に
あ

弘
法
大
師
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を
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る
媒
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【表 3】 絵巻「弘法大師行状絵」巻二第二段「聞持修行」

①「弘法大師行状要集」第一に見られる典拠文献

「一行聞持法呈験徳事〈付大瀧寺誓願捨身行事〉

有書云、名山絶�之處、嵯峨孤岸之原、遠然独向淹留苦行、或上阿波大瀧嶽修行、或於土佐室生
門崎寂暫、心観明星入口、虚空蔵光明照来、顕菩薩之威、現仏法之無二文、」

「三教指帰上云、爰有一沙門、呈余虚空蔵聞持法、其経説、若人依法誦此真言一百萬遍、即得一
切教法文義諳記、於焉信大聖之誠言、望飛�於鑚燧、躋攀阿国大瀧嶽、勤念土州室戸崎、谷不惜
響明星来影文、」

「修行記云、或上阿波大瀧嶽、修行虚空蔵法、大釼飛来標菩薩霊応、或於土佐室生門崎、観念求
聞持法、明星入口顕相応之勝験文、大師伝同之、」

「行状記云、或人云、明星来影之時、其星光遷留傍岩石、臨暗夜于今放暉光云々、」

「大瀧寺縁起云、攀登阿国之嶽、独経行大瀧之嶺、身除絹綿住本尊之威儀、口断漿穀観自心之瑜
伽、練行遙送月、薫修惟累日、勝利曾無悉地未現、爰神童退顧宿習、機未熟、進思来世値遇有馮、
不如速捨一生之身命、将加三世之仏力、即遁居於石室、忽擲身於巌洞、于時護法受之以接足、諸
仏助之以摩頂、是則捨身預諸天之加護、投身得悉地之果生、一心之懇篤未墜地、五尺之宝釼忽降
自天、即飛于室内方立壇上、永留大瀧之聖跡、遂納不動之霊窟、専扶一朝之静謐、永摧三韓之怨
讎、当知神通乗之金剛也、豈非虚空蔵之宝釼哉文、〈此記有疑可決之、〉」

②絵巻「弘法大師行状絵」当該段の詞書

「大師弱冠のそのかみ、囂塵をいとひて餝を落し、緇林にましはりて色を壊せしよりこのかた、
とこしなへに人事をなけうてゝ世煩をわすれ、常に幽閑をすみかとして寂黙を心としたまふ、山
より山に入、ミねよりみねをうつりて練行年をおくり、薫修日をかさぬ、暁、苔巌のさかしきを
すくれは、雲経行の跡をうつミ、夜、蘿洞のかすかなるにねふれは、風、坐禅の窓をとふらふ、
煙霞をなめて飢をわすれ、鳥獣に馴て友とす、或は阿波の大瀧の獄にのほり、虚空蔵の法を修行
したまひしに、宝釼壇上にとひ来て、菩薩の霊応をあらハし、〈件の釼、かの山の不動の霊崛に
とゝまれり、〉或ハ土佐の室戸の崎にとゝまりて、求聞持の法を観念せしに、明星、口の中に散
し入て、仏力の奇異を現せり、則かの明星を海にむかひて吐出したまひしに、その光、水にしつ
ミて、今にいたるまて闇夜に臨に、餘輝なを燦然たり、おほよそ厳冬深雪のさむき夜ハ、ふちの
ころもをきて精進の道をあらはし、盛夏苦熱のあつき日は、穀漿を絶て懺悔の法を凝ましますこ
と、朝暮におこたらす、歳月やゝつもれり、」

③版本「弘法大師行状記」当該段

絵巻と同文の詞書あり （挿絵は絵巻の縮図）

④「弘法大師行状曼荼羅」解説本における当該場面の記述

「これは阿州大龍寺に於て求聞持御修行遊ばされる所であります。大龍寺の御修行は或は御出家
前とし、或は御出家後とし、古来両説ありますから、前には俗形とし、今は僧形にして、二度に
畫いたものであります。同一の事に對する両説であるから、之を取捨して、何れか其の一に依る
べき筈であります。而るに今の図は両説取捨せず、御出家前と御出家後との二度の事として、両
説を並べ用ひたのは誤りであります。両説の中何れが正しいかと言ふに、御出家前とするのが、
御遺告の文の意にも善くかなうて、正しいのであります。この次にある明星入吐も同様でありま
す。」

※〈 〉は割注を示す。
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【表 4】 絵巻「弘法大師行状絵」巻二第四段「金剛定額」

①「弘法大師行状要集」第一に見られる典拠文献

「一土佐国金剛定寺結界事

行状記云、金剛定寺與室生戸、土州南濱望南海二崎、已東西相去卅有餘町、大師於室生崎雖得悉
地、雙崎同依為勝地、被建立一伽藍之處、競発魔縁致妨難、方々種々也、爰為果宿願、於此地遂
建立伽藍、題額号金剛定寺、於其悪魔、同国波多郡足摺崎被追籠云々、」

②絵巻「弘法大師行状絵」当該段の詞書

「室戸の崎のかたはらに卅有餘町をさりて勝地あり、大師雲臥のたよりにつきて草履のかよひを
なし、常にこの砌にすみ給しとき、宿願をはたさむかために、一の伽藍を立られ、額を金剛定寺
と名け給へり、此所に魔縁競発て、種々に障難をなしけり、大師すなはち結界したまひて、悪魔
とさまゝゝ御問答あり、我こゝにあらむかきりハ、汝この砌にのそむへからすと仰られて、大な
る楠木のほらに御かたしろをつくり給しかは、其後なかく魔類競事なかりき、かの楠木ハ猶さか
へて、枝しけく葉茂して、末の世までつたはりけり、その悪魔ハ同国波多の郡足摺崎に追籠らる
と申伝たり、むかし釈尊月氏の毒龍を降し給真影を窟内にうつして、隠顕の奇異を示し、今大師
土州の悪魔をしりそくる影像を樹下にのこして、古今の勝利をほとこし給、なむそたゝ仏陀の奇
特をあやしまむ、尤又祖師の霊徳をたつとむへきものをや、」

③版本「弘法大師行状記」当該段

詞書は絵巻と同文（挿絵は絵巻の縮図）

④「弘法大師行状曼荼羅」解説本における当該場面の記述

「土佐の国室戸の崎最御崎寺を東寺と云ふ。それより西北海岸三十町ばかりの處に西寺あり、金
剛定寺（今は金剛頂寺と書く）と云ふ。此の處も南海に突出した岬で、極めて閑静の處であります。
大師室戸の崎の御修行にて既に悉地を得られましたけれども、この處も亦勝地であるから、一の
伽藍を建立したいものと思召して、地形を御巡覧遊ばされた時、大なる楠の木があつて、その木
のうつろの中に天狗どもが多く集まつて居ました。大師立寄りて試に一夜の宿を乞はれましたと
ころ、天狗答へて「我等は昔から此の處に住んで居る者である。我が党に非ざる者に宿など借す
事は出来ない。無駄口をたゝかず、何處へなりとも早く行きなさるが善い」と申して、各々羽を
たゝき嘴を鳴らして大師を怖さうと致しました。大師しばらく立ちながら、真言を唱へ手をこば
ぬいて居られましたが、唱へられた真言は火界の呪でありましたから、忽に火�現はれて天狗ど
もの方へ燃えひろがつて行きました。天狗ども大に驚き、此はかなはぬと云うて、皆散りゝゝに
退散致しました。此に於て大師思ふまゝに御修行遊ばされ、尚ほ末代の為めと思召して「我れ此
處にあらん間は、汝等此處に近寄るべからず」と仰せられて、彼の楠の木のうつろの中に、自ら
御影を造りて安置せられました。その後厳重に結界して一の伽藍を御建立遊ばされ、金剛定寺と
名けられました。これより魔障跡を絶ち、仏法繁昌の地となり、その寺今に存して居ります。」
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る
勝
地
に
、
空
海
は
寺
を
建
て
て
金
剛
定
寺
と
名
づ
け
て
住
ん
だ

が
、
こ
の
地
に
現
れ
る
魔
物
が
空
海
の
修
行
を
妨
げ
た
。
空
海
は

結
界
し
て
悪
魔
と
様
々
な
問
答
を
し
、
自
分
が
こ
こ
に
い
る
間
は

来
て
は
な
ら
な
い
と
言
い
、
大
き
な
楠
の
洞
穴
に
自
身
の
肖
像
を

安
置
し
た
と
こ
ろ
、
以
来
魔
物
が
現
れ
て
妨
害
す
る
こ
と
は
な
く

な
っ
た
」
と
い
う
話
で
あ
る
。

【
表
４
】
に
示
し
た
よ
う
に
、「
弘
法
大
師
行
状
要
集
」
に
は
、

東
西
に
三
十
余
町
離
れ
た
二
つ
の
岬
に
金
剛
定
寺
が
建
て
ら
れ
た

と
い
う
記
事
が
「
行
状
記
」
か
ら
抄
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
典

拠
と
し
て
絵
巻
・
版
本
に
も
ほ
ぼ
同
じ
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
曼
荼
羅
に
お
け
る
「
金
剛
定
額
」
の
場
面
は
、
絵
の
構

図
自
体
は
絵
巻
を
踏
襲
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
場
面
解
説
で

は
「
土
佐
の
国
室
戸
の
崎
最
御
崎
寺
を
東
寺
と
云
ふ
。
そ
れ
よ
り

西
北
海
岸
三
十
町
ば
か
り
の
處
に
西
寺
あ
り
、
金
剛
定
寺
（
今
は

金
剛
頂
寺
と
書
く
）
と
云
ふ
」
と
の
如
く
、
金
剛
定
寺
と
と
も
に

四
国
巡
礼
の
札
所
寺
院
で
あ
る
最
御
崎
寺
も
合
わ
せ
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

ま
た
、
場
面
解
説
で
は
宿
の
提
供
を
め
ぐ
る
空
海
と
天
狗
と
の

や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
る
（【
表
４
】
④
下
線
部
）。
こ
の
一
節

は
典
拠
文
献
お
よ
び
絵
巻
・
版
本
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
先
行
す

る
絵
巻
「
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
」
巻
二
第
二
段
に
同
内
容
の
記
述

が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
も
と
に
取
り
込
ま
れ
た
可
能
性

が
想
定
で
き
る
（
50
）
。

四
国
に
は
巡
礼
者
に
対
す
る
「
お
接
待
」
の
文
化
が
存
在
す
る
。

「
お
接
待
」
と
は
巡
礼
者
に
宿
や
金
品
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
巡

礼
者
に
対
す
る
歓
待
は
空
海
を
歓
待
す
る
の
に
等
し
い
と
い
う
認

識
が
あ
る
と
い
う
（
51
）
。
宿
の
提
供
を
め
ぐ
る
一
節
は
、
こ
う
し
た

「
お
接
待
」
の
慣
習
を
反
映
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
と
も
考
え

ら
れ
る
。
媒
体
が
展
開
し
て
い
く
中
で
、
四
国
巡
礼
の
大
衆
化
を

ふ
ま
え
た
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

○
絵
巻
・
版
本
に
は
な
く
曼
荼
羅
の
み
に
見
ら
れ
る
場
面

絵
巻
や
版
本
に
は
な
く
、
曼
荼
羅
の
み
に
見
ら
れ
る
場
面
の
一

例
と
し
て
、
第
三
幅
の
第
十
七
場
面
「
江
嶋
弁
天
」
が
挙
げ
ら
れ

る
（
52
）。
こ
の
場
面
は
、
大
師
が
相
模
国
江
島
の
龍
窟
内
で
修
行
し
た

時
に
、
天
照
大
神
・
春
日
大
明
神
・
八
幡
大
菩
薩
の
諸
神
の
像
を

窟
内
に
安
置
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
江
戸
中
期
以
降
、
大
山
詣

と
並
ん
で
江
島
詣
が
流
行
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
、
江
島
弁
天
と
弘

法
大
師
と
の
関
わ
り
を
示
す
話
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
世
俗
社
会

の
人
々
の
関
心
を
引
き
つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
江
嶋
弁
天
」
は
東
寺
所
蔵
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
だ
け
で
な

く
、
先
行
す
る
絵
巻
に
も
見
ら
れ
な
い
場
面
で
あ
る
。
で
は
、
い
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か
な
る
話
の
流
れ
の
中
に
こ
の
場
面
が
取
り
込
ま
れ
た
の
か
、
前

後
の
段
を
合
わ
せ
て
見
て
み
よ
う
。
第
三
幅
の
第
十
一
場
面
か
ら

第
二
十
場
面
で
は
、
諸
国
を
め
ぐ
る
空
海
の
足
跡
が
語
ら
れ
、
国

か
ら
国
へ
の
移
動
が
顕
著
で
あ
る
。
場
面
を
追
っ
て
空
海
の
足
取

り
を
辿
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

⑪「
二
人
弟
子
」（
土
佐
国
）↓
⑫「
大
峯
修
行
」（
大
和
国
）↓

⑬「
小
児
蘇
生
」（
和
泉
国
）↓
⑭「
龍
泉
涌
出
」（
河
内
国
）↓

⑮「
了
知
牛
語
」（
摂
津
国
）↓
⑯「
日
想
観
法
」（
摂
津
国
）↓

⑰「
江
嶋
弁
天
」（
相
模
国
）↓
⑱「
禅
僧
与
油
」（
越
後
国
）↓

⑲「
恵
日
草
創
」（
陸
奥
国
）↓
⑳「
霊
山
結
界
」（
陸
奥
国
）

前
後
の
場
面
と
合
わ
せ
て
順
に
辿
る
と
、
次
第
に
北
上
し
て
い

く
流
れ
の
中
に
「
江
嶋
弁
天
」
の
場
面
が
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

【
図
】
に
示
す
よ
う
に
、
曼
荼
羅
の
場
合
、
各
幅
と
も
画
面
右

下
か
ら
始
ま
っ
て
各
列
と
も
右
か
ら
左
へ
と
場
面
が
進
行
し
、
視

線
が
左
右
に
振
れ
な
が
ら
下
段
か
ら
上
段
へ
と
向
か
う
と
い
う
特

性
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
、
右
に
示
し
た
空
海
の
足
取
り

を
地
図
上
で
辿
る
と
、
第
十
一
場
面
か
ら
第
二
十
場
面
に
か
け
て

は
、
国
か
ら
国
へ
と
移
動
し
て
い
く
地
理
的
動
線
と
、
曼
荼
羅
画

面
の
上
方
に
向
か
っ
て
進
む
視
線
の
動
き
が
お
お
よ
そ
合
致
す
る

の
で
あ
る
。

第
十
七
場
面
「
江
嶋
弁
天
」
以
外
は
、
先
行
す
る
絵
巻
「
高
野

大
師
行
状
図
画
」（
十
巻
本
）
か
ら
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。「
二
人
弟
子
」
と
「
禅
僧
与
油
」
は
「
高
野
大
師
行
状

図
画
」
巻
五
か
ら
、「
大
峯
修
行
」・「
小
児
蘇
生
」・「
龍
泉
涌

出
」・「
了
知
牛
語
」・「
日
想
観
法
」・「
恵
日
草
創
」・「
霊
山
結

界
」
は
い
ず
れ
も
「
同
」
巻
六
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
み
な
さ

れ
る
。

で
は
、「
高
野
大
師
行
状
図
画
」
巻
六
で
は
、
ど
の
よ
う
な
話

の
流
れ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
順
に
辿
る
と
次
の
通
り

で
あ
る
。

「
恵
日
草
創
」（
陸
奥
国
）↓「
霊
山
結
界
」（
陸
奥
国
）↓「
釈

尊
出
現
」（
讃
岐
国
）↓「
讃
州
釼
山
」（
讃
岐
国
）↓「
善
通
寺

額
」（
讃
岐
国
）↓「
土
州
朽
橋
」（
土
佐
国
）↓「
天
地
合
字
」

（
播
磨
国
）↓「
大
峯
修
行
」（
大
和
国
）↓「
小
児
活
生
」（
和

泉
国
）↓「
了
知
牛
語
」（
摂
津
国
）↓「
西
門
日
想
」（
摂
津

国
）↓「
龍
泉
涌
出
」（
河
内
国
）

陸
奥
国
か
ら
讃
岐
国
へ
と
話
の
舞
台
が
飛
び
、
場
面
展
開
に
若

干
唐
突
な
感
が
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
地
方
か
ら
中
央
へ
と
向
か
う

足
取
り
と
な
っ
て
お
り
、
流
れ
が
曼
荼
羅
と
異
な
っ
て
い
る
。

「
高
野
大
師
行
状
図
画
」
の
内
容
を
曼
荼
羅
に
取
り
込
む
に
あ

た
り
、
話
が
進
む
に
つ
れ
て
下
か
ら
上
へ
と
視
点
が
移
っ
て
い
く

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体
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【図】「弘法大師行状曼荼羅」第三幅の場面配置
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曼
荼
羅
と
い
う
媒
体
の
特
性
を
活
か
し
、
話
の
流
れ
を
入
れ
替
え

て
北
上
す
る
流
れ
と
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
摂

津
国
の
四
天
王
寺
が
登
場
す
る
第
十
六
場
面
「
日
想
観
法
」
と
、

越
後
国
草
生
津
に
あ
る
遺
跡
に
つ
い
て
も
言
及
す
る
「
禅
僧
与

油
」
と
の
間
に
、
相
模
国
を
舞
台
と
す
る
「
江
嶋
弁
天
」
の
場
面

を
挿
入
し
、
地
理
的
に
も
不
自
然
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
流
れ
を
作

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
曼
荼
羅
を
見
る
人
々
や
絵

解
き
を
聞
く
人
々
に
、
各
地
を
め
ぐ
っ
て
修
行
す
る
空
海
の
足
取

り
を
追
体
験
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

情
報
史
の
視
点
か
ら
こ
う
し
た
場
面
展
開
の
異
同
に
つ
い
て
い

え
ば
、
新
し
い
情
報
が
取
り
込
ま
れ
る
過
程
で
、
旧
来
か
ら
の
枠

組
み
自
体
が
変
化
し
た
事
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

○
絵
巻
・
版
本
に
は
あ
る
が
曼
荼
羅
で
は
削
除
さ
れ
た
場
面

絵
巻
・
版
本
に
は
あ
る
が
、
曼
荼
羅
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
た

場
面
と
し
て
、「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
巻
十
一
第
一
段
「
東
寺
灌

頂
」
が
あ
る
。
本
段
は
、
大
師
の
入
定
後
、
東
寺
灌
頂
院
を
舞
台

に
創
始
さ
れ
た
伝
法
灌
頂
・
結
縁
灌
頂
に
関
す
る
場
面
で
あ
る
。

空
海
の
門
弟
の
一
人
で
あ
る
実
恵
か
ら
真
紹
に
対
す
る
伝
法
灌
頂

や
、
歴
代
天
皇
に
授
け
ら
れ
た
灌
頂
に
関
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

特
に
東
寺
の
伝
法
灌
頂
は
、
真
言
宗
の
阿
闍
梨
を
生
み
出
し
て

官
許
を
得
る
た
め
に
創
始
さ
れ
た
法
会
で
あ
り
、
東
寺
に
と
っ
て

「
東
寺
灌
頂
」
の
段
は
由
緒
と
権
威
性
を
顕
示
す
る
上
で
極
め
て

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
言
密
教

に
お
け
る
嫡
流
を
標
榜
す
る
醍
醐
寺
や
仁
和
寺
が
事
相
面
で
台
頭

し
て
か
ら
は
、
東
寺
で
伝
法
灌
頂
を
受
け
て
阿
闍
梨
と
し
て
の
官

許
を
受
け
る
意
義
は
希
薄
化
し
て
い
た
。
ま
た
、「
東
寺
灌
頂
」

の
場
面
は
庶
民
と
は
直
接
的
な
関
わ
り
が
薄
い
内
容
で
あ
る
こ
と

か
ら
も
、
曼
荼
羅
の
制
作
に
あ
た
っ
て
は
削
除
さ
れ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
第
三
章
で
は
い
く
つ
か
の
場
面
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の

内
容
と
変
化
の
一
端
を
辿
っ
て
き
た
が
、
個
々
の
場
面
に
関
し
て

も
、
地
方
寺
院
や
庶
民
に
対
す
る
東
寺
側
の
歩
み
寄
り
を
反
映
し

た
内
容
の
変
化
や
工
夫
の
跡
が
見
て
と
れ
る
。

版
本
は
多
く
の
人
々
の
手
に
渡
る
こ
と
で
、
弘
法
大
師
伝
の
広

ま
り
を
支
え
る
媒
体
と
し
て
機
能
し
た
。
一
方
、
曼
荼
羅
は
大
量

生
産
さ
れ
な
い
も
の
の
、
僧
侶
と
俗
人
が
一
堂
に
会
し
て
、
大
画

面
を
前
に
大
勢
で
弘
法
大
師
伝
を
共
有
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

聖
俗
両
社
会
を
直
接
結
び
つ
け
る
役
割
を
担
っ
て
生
成
さ
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
曼
荼
羅
の
場
合
は
、
僧
侶
が
介
在
す
る

こ
と
で
難
解
な
仏
教
的
概
念
を
対
面
で
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ

と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
は
絵
巻
や
版
本
に
対
し
て
曼
荼
羅
と

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体
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い
う
媒
体
が
も
つ
大
き
な
強
み
で
あ
り
、
版
本
と
曼
荼
羅
は
そ
れ

ぞ
れ
の
機
能
や
利
点
を
活
か
し
て
相
互
補
完
的
に
用
い
ら
れ
た
と

い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
情
報
史
の
視
点
か
ら
見
た
弘

法
大
師
伝
に
つ
い
て
再
度
整
理
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
情
報
の
公
開
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、
中
世
に

お
い
て
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
は
東
寺
の
寺
家
に
よ
っ
て
披
覧
の

可
否
も
含
め
て
管
理
さ
れ
て
い
た
が
、
近
世
に
至
っ
て
版
本
の
刊

行
と
い
う
形
で
公
開
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
庶
民
を
含
む
東
寺
外

の
人
々
に
と
っ
て
も
閲
覧
・
入
手
が
可
能
と
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
詞
書
の
文
中
に
は
難
解
な
語
句
や
仏
教
的
概

念
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
た
め
、
世
俗
社
会
の
人
々
、
特

に
庶
民
に
と
っ
て
は
必
ず
し
も
平
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
絵
巻
か
ら
絵
の
み
を
抽
出
し
て
配
列
し
た
曼

荼
羅
が
生
み
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
僧
侶
の
絵
解
き
に
よ
る
聖
俗

両
社
会
の
直
接
的
な
橋
渡
し
と
、
大
画
面
に
よ
る
大
勢
で
の
情
報

共
有
を
可
能
に
す
る
た
め
の
下
地
が
整
え
ら
れ
た
。

第
二
に
、
情
報
を
扱
う
主
体
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
絵
巻

「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
の
「
管
理
」
主
体
は
東
寺
の
寺
家
方
で
あ

っ
た
が
、
空
海
に
関
す
る
様
々
な
書
物
の
中
か
ら
絵
巻
に
必
要
な

部
分
を
抽
出
し
、
詞
書
を
撰
述
し
た
の
は
観
智
院
院
主
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
も
標
題
作
成
や
版
本
刊
行
、
曼
荼
羅
の
生
成
と
い
う
よ
う

に
、
観
智
院
院
主
は
庶
民
も
視
野
に
入
れ
て
弘
法
大
師
伝
の
普
及

を
進
め
た
の
で
あ
り
、
情
報
の
「
発
掘
」・「
統
合
化
」・「
普
及
」

者
と
し
て
の
観
智
院
院
主
の
貢
献
は
大
き
い
。

第
三
に
、
情
報
が
置
か
れ
た
場
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
絵

巻
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
は
京
都
で
生
ま
れ
、
京
都
を
主
と
す
る

限
ら
れ
た
範
囲
で
の
受
容
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
媒
体
派
生
に
よ

り
弘
法
大
師
伝
の
普
及
は
格
段
に
進
み
、
地
方
寺
院
の
間
に
も
広

ま
っ
た
。

第
四
に
、
人
の
動
き
と
情
報
と
の
関
連
性
と
い
う
観
点
か
ら
見

る
と
、
江
戸
時
代
に
は
四
国
巡
礼
が
大
衆
化
し
、
こ
う
し
た
社
会

的
状
況
は
弘
法
大
師
伝
の
普
及
へ
と
東
寺
を
突
き
動
か
す
一
つ
の

原
動
力
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
巡
礼
を
通
じ
て
都
鄙
間
に
お

け
る
人
の
移
動
や
交
流
が
生
ま
れ
、
従
来
は
伝
承
を
受
容
す
る
側

で
あ
っ
た
地
方
寺
院
や
そ
の
檀
家
・
近
隣
住
民
が
、
地
方
に
伝
わ

る
伝
承
の
提
供
者
と
な
り
、
絵
巻
か
ら
派
生
的
に
生
ま
れ
た
媒
体

の
内
容
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

第
五
に
、
弘
法
大
師
伝
と
寺
院
経
済
と
の
関
連
性
と
い
う
観
点

史
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か
ら
見
る
と
、
版
本
刊
行
と
曼
荼
羅
の
生
成
は
、
弘
法
大
師
御
遠

忌
に
伴
う
勧
募
活
動
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
経
済

的
な
面
で
観
智
院
院
主
が
果
た
し
た
役
割
も
大
き
い
と
考
え
ら
れ

る
。
但
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
近
世
の
出
版
事
情
と
合
わ
せ
て

今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

真
言
密
教
の
教
義
は
世
俗
社
会
の
人
々
に
と
っ
て
難
解
な
も
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
教
義
に
対
す
る
関
心
は
、
後
宇
多
天
皇
な
ど

の
例
外
を
除
け
ば
決
し
て
強
く
は
な
か
っ
た
が
、
絵
や
詞
書
に
よ

っ
て
い
き
い
き
と
表
現
さ
れ
る
弘
法
大
師
伝
は
、
庶
民
に
と
っ
て

も
魅
力
的
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、
信
仰
の
裾
野
を
広
げ

て
い
く
上
で
伝
承
は
大
き
な
影
響
力
を
も
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

観
智
院
は
伝
承
の
も
つ
可
能
性
に
期
待
し
、
絵
巻
を
も
と
に
し
た

新
た
な
媒
体
に
よ
る
教
線
の
拡
大
に
積
極
的
に
取
り
組
む
に
至
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

「
一
宗
の
勧
学
院
」
と
も
呼
ば
れ
、
真
言
宗
の
教
学
拠
点
と
し

て
知
ら
れ
る
観
智
院
で
あ
る
が
、
修
学
面
だ
け
で
な
く
信
仰
の
広

ま
り
に
も
大
き
く
貢
献
し
た
点
は
軽
視
で
き
な
い
。
絵
巻
か
ら
派

生
し
て
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
版
本
や
曼
荼
羅
は
、
宗
祖
弘
法
大

師
に
対
す
る
世
俗
社
会
の
関
心
を
ひ
き
つ
け
、
真
言
宗
の
存
続
と

発
展
を
支
え
る
も
の
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
弘
法
大
師
の
行
跡
は
、
時
代
性
や
地
域
性
を

反
映
し
た
様
々
な
伝
承
に
彩
ら
れ
な
が
ら
語
ら
れ
、
弘
法
大
師
伝

を
通
じ
て
真
言
宗
の
歴
史
も
表
現
さ
れ
、
発
信
さ
れ
て
き
た
。
多

彩
な
伝
承
を
い
か
に
活
用
し
て
祖
師
伝
が
編
ま
れ
、
そ
し
て
広
め

ら
れ
て
い
っ
た
の
か
、
情
報
史
の
視
点
か
ら
探
る
こ
と
は
聖
俗
両

社
会
の
つ
な
が
り
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
有
効
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
、
近
年
、
真
言
宗
寺
院
に
お
け
る
聖
教
調
査
の
進
展
に

伴
い
、
付
法
や
祈
祷
と
い
っ
た
宗
教
的
活
動
の
実
態
や
寺
院
の
内

部
構
造
の
解
明
が
進
め
ら
れ
て
い
る
（
53
）
。
文
書
・
記
録
・
聖
教
に
基

づ
く
真
言
宗
の
実
態
解
明
と
合
わ
せ
て
、
情
報
史
の
視
点
か
ら
祖

師
伝
お
よ
び
真
言
宗
史
が
い
か
に
語
ら
れ
た
か
を
検
討
す
る
こ
と

で
、
史
実
と
伝
承
の
双
方
向
か
ら
各
時
代
に
お
け
る
真
言
宗
の
あ

り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
今
後
の
目
標
と
し
て
掲
げ
て
お
き

た
い
。

註（
１
）
難
波
田
徹
氏
「
社
寺
参
詣
と
飲
茶
風
俗
」（『
淡
交
』
二
六
一
号
、

一
九
八
六
年
）、
今
谷
明
氏
「
一
服
一
銭
の
茶
」（『
京
都
・
一
五
四

七
年
』
平
凡
社
、
一
九
八
八
年
）、
丹
生
谷
哲
一
氏
「
一
服
一
銭
茶

小
考
」（『
立
命
館
文
学
』
五
〇
九
号
、
一
九
八
八
年
）、
吉
村
亨
氏

「
一
服
一
銭
と
門
前
の
茶
屋
」（『
淡
交
』
五
一
五
号
、
一
九
八
九

年
）、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
編
『
東
寺
百
合
文
書
に
み
る
日
本
の

中
世
』（
京
都
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
）
等
を
参
照
。
ま
た
、
庶
民

と
の
接
点
と
し
て
、
橋
本
初
子
氏
『
中
世
東
寺
と
弘
法
大
師
信

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

二
七
（
二
五
一
）



仰
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
〇
年
）
第
五
章
第
一
節
「
中
世
東
寺

の
光
明
真
言
講
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
嘉
慶
元
年
（
一
三
八

七
）
頃
に
成
立
し
た
光
明
真
言
講
も
、
東
寺
と
洛
中
洛
外
の
住
人

と
の
接
点
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
新
見
康
子
氏
「
東
寺
御
影
堂
と
庶
民
信
仰
―
東
寺
と
講
―
」

（
東
寺
宝
物
館
展
示
図
録
『
東
寺
と
弘
法
大
師
信
仰
』（
二
〇
〇
一

年
）
所
収
）
を
参
照
。

（
３
）
加
藤
あ
か
ね
氏
「
東
寺
と
『
弘
法
さ
ん
』
―
に
ぎ
わ
い
を
生
み

出
す
都
市
空
間
―
」（
前
掲
『
東
寺
と
弘
法
大
師
信
仰
』
所
収
）
を

参
照
。

（
４
）
刊
本
と
し
て
は
、
御
誕
生
千
二
百
年
記
念
出
版
委
員
会
『
弘
法

大
師
行
状
絵
巻
』（
八
宝
堂
、
一
九
七
三
年
）、
御
遠
忌
千
百
五
十

年
記
念
出
版
会
編
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』（
東
京
美
術
、
一
九
八

一
年
）、
小
松
茂
美
氏
編
『
続
日
本
絵
巻
大
成
五
・
六
弘
法
大
師

行
状
絵
詞
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
二
・
一
九
八
三
年
）、
小
松

茂
美
氏
編
『
続
日
本
の
絵
巻
一
〇
・
一
一
弘
法
大
師
行
状
絵
詞

上
・
下
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
東
寺

蔵
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
を
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
東
寺
宝
物

館
の
展
示
図
録
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
の
世
界
―
永
遠
へ
の
飛
翔

―
』（
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。

（
５
）
松
岡
正
剛
氏
『
世
界
情
報
文
化
史
講
義
情
報
の
歴
史
を
読

む
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
一
九
九
七
年
）
に
よ
れ
ば
、
情
報
の
一
般
的

定
義
と
し
て
、「
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
読
み
と
れ
る
も
の
」、「
区
別
で
き
、

差
異
の
あ
る
も
の
」、「
事
に
柄
が
読
め
る
も
の
」
と
さ
れ
、
科
学

的
定
義
と
し
て
、「
生
物
学
的
情
報
�
遺
伝
子
情
報
、
神
経
情
報
、

感
覚
情
報
」、「
物
理
学
的
情
報
�
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
の
逆
数
で
計
算

す
る
値
」、「
電
気
通
信
工
学
的
情
報
�
雑
音
を
排
除
し
た
メ
ッ
セ

ー
ジ
信
号
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
６
）
『
歴
史
学
研
究
』
六
二
五
号
・
六
二
七
号
（
一
九
九
一
年
）
特

集
「
情
報
と
歴
史
学
」（
Ⅰ
）（
Ⅱ
）。

（
７
）
『
歴
史
学
研
究
』
七
一
六
号
（
一
九
九
八
年
）。

（
８
）
『
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
』
五
号
（
二
〇
〇
六
年
）。

（
９
）
西
岡
芳
文
氏
「『
情
報
史
』
の
構
図
―
日
本
中
世
を
中
心
と
し

て
―
」（『
歴
史
学
研
究
』
六
二
五
号
、
一
九
九
一
年
）。

（
１０
）
西
岡
芳
文
氏
「
日
本
中
世
の
〈
情
報
〉
と
〈
知
識
〉」（『
歴
史

学
研
究
』
七
一
六
号
、
一
九
九
八
年
）。

（
１１
）
西
岡
芳
文
氏
「
富
士
山
を
め
ぐ
る
知
識
と
言
説
―
中
世
情
報
史

の
視
点
か
ら
―
」（『
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
年
報
』
五
号
、
二

〇
〇
六
年
）。

（
１２
）
具
体
的
な
切
り
口
を
模
索
す
る
に
あ
た
り
、
海
外
の
研
究
事
例

で
は
あ
る
が
、「
歴
史
記
述
の
歴
史
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い
る
イ
ギ

リ
ス
の
歴
史
学
者
・
ピ
ー
タ
ー
・
バ
ー
ク
氏
の
著
書
『
知
識
の
社

会
史
知
と
情
報
は
い
か
に
し
て
商
品
化
し
た
か
』（
井
山
弘
幸

氏
・
城
戸
淳
氏
訳
、
新
曜
社
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
し
た
。
近

代
初
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
知
識
の
歴
史
を
研
究
対
象
と
す

る
本
書
で
は
、
知
識
を
「
生
業
と
す
る
」、「
確
立
す
る
」、「
位
置

づ
け
る
」、「
分
類
す
る
」、「
管
理
す
る
」、「
売
る
」、「
獲
得
す
る
」、

「
信
ず
る
こ
と
と
疑
う
こ
と
」
と
い
う
よ
う
に
、
主
体
的
な
関
与
の

仕
方
に
よ
っ
て
知
識
を
と
ら
え
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
な
お
、

バ
ー
ク
氏
の
い
う
「
近
代
初
期
」
と
は
、
一
四
五
〇
年
頃
の
ド
イ

ツ
に
お
け
る
活
版
印
刷
の
発
明
か
ら
、
一
七
五
〇
年
代
以
降
の

『
百
科
全
書
』
刊
行
ま
で
の
時
代
を
指
し
て
い
る
。

史

学

第
八
七
巻

第
三
号

二
八
（
二
五
二
）



（
１３
）
知
識
の
属
性
と
所
有
、
言
い
換
え
れ
ば
公
共
・
私
有
の
区
別
、

商
品
化
の
可
否
と
い
っ
た
バ
ー
ク
氏
の
視
点
は
参
考
に
な
る
。

（
１４
）
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
の
編
纂
過
程
の
一
端
に
つ
い
て
は
、
拙

稿
「
東
寺
蔵
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
の
詞
書
―
観
智
院
賢
宝
の
編

纂
意
図
―
」（『
佛
教
史
學
研
究
』
第
五
七
巻
第
二
号
、
二
〇
一
五

年
）
で
検
討
し
た
。
バ
ー
ク
氏
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、「
都
市
な
ど
で

行
わ
れ
る
知
識
の
体
系
化
は
、
大
が
か
り
な
手
の
込
ん
だ
作
業
、

す
な
わ
ち
『
処
理
』
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
処
理
に
は
、
編

纂
、
調
査
、
校
訂
、
翻
訳
、
注
釈
、
批
評
、
総
合
、
そ
し
て
、
当

時
の
言
葉
を
使
え
ば
『
縮
図
化
と
方
式
化
』
が
含
ま
れ
て
い
た
。

全
体
を
一
連
の
流
れ
作
業
と
し
て
記
述
し
て
も
よ
い
」
と
さ
れ
る

（
一
一
五
・
一
一
六
頁
）。

（
１５
）
武
内
孝
善
氏
『
弘
法
大
師
伝
承
と
史
実
絵
伝
を
読
み
解
く
』

（
朱
鷺
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）。
古
代
・
中
世
に
は
、
弘
法
大
師
に

関
す
る
多
く
の
伝
承
が
生
み
出
さ
れ
、
聖
俗
両
社
会
に
お
い
て
広

ま
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
伝
承
は
主
に
法
流
の
由
緒
や
正
統
性
、
祈

祷
の
権
威
性
な
ど
を
裏
づ
け
、
顕
示
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て

生
み
出
さ
れ
、
用
い
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
江

戸
時
代
以
降
、
庶
民
の
間
に
流
布
し
た
諸
々
の
伝
説
と
は
、
機
能

の
面
か
ら
見
る
と
必
ず
し
も
同
質
と
は
い
え
な
い
部
分
も
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
考
察

し
た
い
。

（
１６
）
梅
津
次
郎
氏
「
弘
法
大
師
絵
巻
の
諸
本
に
つ
い
て
」（
御
遠
忌

一
千
五
十
年
記
念
出
版
会
編
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』（
東
京
美
術
、

一
九
八
一
年
）
所
収
）。

（
１７
）
奥
書
に
よ
れ
ば
、
安
楽
寿
院
蔵
本
は
応
仁
二
年
（
一
四
六
八
）

に
河
内
国
神
尾
寺
の
衆
徒
が
清
瀧
寺
よ
り
借
用
し
て
書
写
し
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
。

（
１８
）
梅
津
次
郎
氏
「
東
寺
本
弘
法
大
師
絵
伝
の
成
立
」（『
美
術
研

究
』
八
四
号
、
一
九
三
八
年
）。
の
ち
同
氏
『
絵
巻
物
叢
考
』（
中

央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
六
八
年
）
に
所
収
。

（
１９
）
宮
次
男
氏
「
東
寺
本
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
―
特
に
第
十
一
巻
第

一
段
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
美
術
研
究
』
二
九
九
号
、
一
九

七
五
年
）。

（
２０
）
宮
次
男
氏
「
東
寺
の
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
に
つ
い
て
」（
御
遠

忌
一
千
五
十
年
記
念
出
版
会
編
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』（
東
京
美

術
、
一
九
八
一
年
）
解
説
）。

（
２１
）
塩
出
貴
美
子
氏
「
角
屋
本
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』
再
考
―
東

寺
本
と
の
図
様
比
較
を
中
心
に
―
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
第
二
一

号
、
一
九
九
三
年
）。
塩
出
氏
に
は
弘
法
大
師
伝
絵
に
関
す
る
多
数

の
論
文
が
あ
る
が
、
東
寺
系
統
の
も
の
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
も

の
と
し
て
は
、「
浄
土
寺
蔵
『
弘
法
大
師
絵
伝
』
考
―
絵
巻
か
ら
掛

幅
へ
第
七
幅
と
第
八
幅
の
場
合
―
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
第
三
一

号
、
二
〇
〇
三
年
）、「『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』
考
―
久
保
惣
記
念

美
術
館
本
に
つ
い
て
―
」（『
大
和
文
華
』
第
一
一
八
号
、
二
〇
〇

八
年
）、「
長
楽
寺
蔵
『
弘
法
大
師
行
状
曼
荼
羅
』
考
―
東
寺
本
系

大
師
伝
絵
の
一
例
と
し
て
―
」（『
奈
良
大
学
紀
要
』
第
四
四
号
、

二
〇
一
六
年
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２２
）
新
見
康
子
氏
「
東
寺
所
蔵
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
の
制
作
過
程

―
詞
書
の
編
纂
を
中
心
に
―
」（
中
野
玄
三
氏
・
加
須
屋
誠
氏
・
上

川
通
夫
氏
編
『
方
法
と
し
て
の
仏
教
文
化
史
―
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
イ

メ
ー
ジ
の
歴
史
学
―
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）
所
収
）。

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

二
九
（
二
五
三
）



（
２３
）
拙
稿
「
描
か
れ
た
東
寺
の
灌
頂
―
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
の
一

齣
―
」（
遠
藤
基
郎
氏
編
『
生
活
と
文
化
の
歴
史
学
２
年
中
行
事
・

仏
事
・
神
事
』（
竹
林
舎
、
二
〇
一
三
年
）
所
収
）。

（
２４
）
拙
稿
「
東
寺
蔵
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
の
詞
書
―
観
智
院
賢
宝

の
編
纂
意
図
―
」（『
佛
教
史
學
研
究
』
第
五
七
巻
第
二
号
、
二
〇

一
五
年
）。

（
２５
）
藤
原
重
雄
氏
「
東
寺
本
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
』
の
灌
頂
行
列

図
」（
久
留
島
浩
氏
編
『
描
か
れ
た
行
列
―
武
士
・
異
国
・
祭
礼
』

東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
所
収
）。

（
２６
）
東
寺
蔵
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
梅
津
次

郎
氏
・
宮
次
男
氏
・
塩
出
貴
美
子
氏
・
新
見
康
子
氏
の
前
掲
論
文

に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

（
２７
）
新
見
康
子
氏
前
掲
論
文
「
東
寺
所
蔵
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
の

制
作
過
程
―
詞
書
の
編
纂
を
中
心
に
―
」
に
よ
る
。

（
２８
）
「
大
師
御
絵
用
途
注
文
」（「
東
寺
百
合
文
書
」
モ
函
三
〇
号
）。

（
２９
）
宮
次
男
氏
前
掲
論
文
「
東
寺
本
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
―
特
に
第

十
一
巻
第
一
段
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
―
」、
新
見
康
子
氏
前
掲
論
文

「
東
寺
所
蔵
『
弘
法
大
師
行
状
絵
』
の
制
作
過
程
―
詞
書
の
編
纂
を

中
心
に
―
」
を
参
照
。

（
３０
）
「
東
寺
百
合
文
書
」
ム
函
四
九
号
。

（
３１
）
絵
巻
に
付
属
し
て
い
る
「
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
筆
者
目
録
」
に

よ
る
。

（
３２
）
前
掲
「
大
師
御
絵
用
途
注
文
」
に
よ
る
。

（
３３
）
「
東
寺
百
合
文
書
」
ち
函
一
五
号
「
二
十
一
口
方
評
定
引
付
」。

（
３４
）
弘
法
大
師
行
状
絵
箱
の
外
箱
底
銘
に
よ
る
。
前
掲
『
弘
法
大
師

行
状
絵
巻
の
世
界
―
永
遠
へ
の
飛
翔
―
』
に
写
真
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
。

（
３５
）
「
梵
字
伊
呂
波
」（「
東
寺
観
智
院
金
剛
蔵
聖
教
」
二
〇
二
箱
一

三
号
）
の
奥
書
に
よ
る
。

（
３６
）
一
音
の
識
語
は
、「
右
、
所
蔵
の
本
の
ま
ゝ
筆
者
目
録
を
こ
ゝ

に
い
た
し
た
り
、
さ
て
こ
の
目
録
は
後
光
明
院
の
み
か
と
わ
か

大
師
を
御
崇
仰
ふ
か
く
お
は
し
ま
し
て
、
行
状
記
を

聖
覧
あ
り
、

叡
感
あ
さ
か
ら
さ
る
あ
ま
り
、
装
飾
を
さ
へ
加
へ
ら
れ
、
内
外
の

箱
ま
て
新
に
つ
く
ら
れ
、
尚
も
青
蓮
院
の
意
は
筆
者
尊
応
准
后
の

由
緒
も
お
は
す
を
お
ほ
し
め
さ
れ
、
目
録
を
あ
ら
た
に
写
し
給
は

ん
と
仰
せ
て
、
同
く
御
寄
納
あ
り
、
か
く
は
か
り
歴
世
帝
王
の
御

崇
信
を
こ
と
さ
ら
に
継
述
し
給
ふ
事
、
か
の
ミ
か
と
ハ
朱
子
の
経

藝
好
ま
せ
給
ふ
御
し
る
し
と
お
も
ハ
れ
、
か
つ
は
本
寺
に
か
の
帝

の
宸
翰
も
て
造
ら
れ
し
観
音
薩
�
の
摶
換
も
宮
人
よ
り
よ
せ
ら
れ

し
事
た
に
あ
れ
は
、
儒
釈
双
美
を
ほ
し
い
ま
ゝ
に
領
受
し
給
ひ
し

も
推
て
し
る
へ
し
、
か
け
ま
く
も
か
し
こ
き
御
心
の
う
る
は
し
き

あ
ま
り
に
密
教
帰
仰
の
か
し
こ
き
御
あ
と
人
の
し
る
へ
き
に
も
あ

ら
ね
ハ
、
こ
ゝ
に
ち
な
み
て
仁
王
の
付
嘱
い
ち
し
る
し
き
さ
ま
を

く
ハ
し
く
書
の
す
る
に
そ
」
と
の
内
容
で
あ
る
。

（
３７
）
中
西
誠
應
の
業
績
に
つ
い
て
は
、
白
木
菜
保
子
氏
「
逸
見
一
信

筆
『
五
百
羅
漢
図
』
と
近
世
後
期
に
お
け
る
戒
律
復
興
」（『
美
術

史
』
一
七
九
、
第
五
十
六
巻
（
一
）、
二
〇
一
五
年
）
に
論
じ
ら
れ

て
お
り
、
近
世
後
期
に
お
け
る
戒
律
復
興
の
流
れ
の
中
で
、
袈
裟

の
着
用
法
を
指
図
で
示
し
た
解
説
書
『
畫
像
須
知
』
を
撰
述
し
た

業
績
が
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
３８
）
前
掲
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
の
世
界
―
永
遠
へ
の
飛
翔
―
』
に
、

写
真
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

史

学

第
八
七
巻

第
三
号

三
〇
（
二
五
四
）



（
３９
）
長
谷
寶
秀
氏
『
弘
法
大
師
行
状
絵
詞
伝
』（
六
大
新
報
社
、
一

九
三
四
年
）。

（
４０
）
東
寺
宝
物
館
展
示
図
録
『
東
寺
観
智
院
の
歴
史
と
美
術
―
名
宝

の
美
聖
教
の
精
華
―
』（
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
る
。

（
４１
）
前
掲
『
東
寺
観
智
院
の
歴
史
と
美
術
―
名
宝
の
美
聖
教
の
精

華
―
』
に
よ
る
。
な
お
、
弘
法
大
師
一
千
五
十
年
御
遠
忌
に
あ
た

っ
て
は
、
北
陸
地
方
や
岡
山
の
末
寺
に
勧
進
を
行
い
、
東
寺
の
諸

堂
の
修
復
に
つ
と
め
た
と
い
う
。
ま
た
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八

五
）
に
は
泉
涌
寺
長
老
と
な
り
、
観
智
院
と
兼
務
し
た
と
さ
れ
る
。

曼
荼
羅
の
願
主
の
中
に
泉
涌
寺
旭
雅
が
含
ま
れ
て
い
る
の
も
、
龍

暁
と
の
関
係
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
も
推
測
さ
れ
る
。

（
４２
）
四
国
遍
路
の
庶
民
化
に
つ
い
て
は
、
頼
富
本
宏
氏
『
四
国
遍
路

と
は
な
に
か
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
等
を
参
照
し
た
。

東
寺
の
講
に
つ
い
て
は
、
新
見
康
子
氏
前
掲
「
東
寺
御
影
堂
と
庶

民
信
仰
―
東
寺
と
講
―
」
に
よ
る
。
な
お
、
大
正
二
年
（
一
九
一

三
）
に
刊
行
さ
れ
た
「
弘
法
大
師
行
状
記
図
會
」
も
絵
巻
「
弘
法

大
師
行
状
絵
」
と
同
文
の
詞
書
を
も
つ
。
下
巻
末
尾
に
は
「
弘
法

大
師
四
国
八
十
八
ヶ
所
山
開
き
」
と
題
し
て
弘
法
大
師
和
讃
が
掲

載
さ
れ
て
お
り
、
四
国
巡
礼
に
出
向
く
人
々
が
本
書
を
手
に
し
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

（
４３
）
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
調
査
報
告
『
奥
能
登
に
お

け
る
真
言
宗
寺
院
の
年
中
行
事
を
中
心
と
し
た
民
俗
調
査
』（
常
民

文
化
奨
励
研
究
調
査
報
告
書
、
二
〇
一
四
年
）。

（
４４
）
前
掲
『
東
寺
観
智
院
の
歴
史
と
美
術
―
名
宝
の
美
聖
教
の
精

華
―
』
に
よ
る
。

（
４５
）
前
掲
『
奥
能
登
に
お
け
る
真
言
宗
寺
院
の
年
中
行
事
を
中
心
と

し
た
民
俗
調
査
』
に
、
畠
山
聡
氏
に
よ
る
解
説
が
あ
る
。
な
お
、

筆
者
も
金
蔵
寺
の
調
査
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
曼
荼
羅
の
原

本
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
金
蔵
寺
に
は
こ
の
他
に
も
、
嘉

永
六
年
（
一
八
五
三
）
の
曼
荼
羅
五
幅
が
あ
り
、
奥
書
に
「
嘉
永

六
年
清
和
月

仁
和
皇
宮
僧
正
義
天
」、
裏
書
に
「
琢
磨
法
眼
孫
筆

嗣
、
皇
都
御
畫
所
禁
裏
御
内
森
田
将
監
秦
易
信
拝
写
」
と
あ
る
。

（
４６
）
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
観
智
院
に
お
け
る
院
家
や
法
流
の

相
承
実
態
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
準
備
中
で
あ
る
。
な
お
、
近
世

の
東
寺
や
観
智
院
が
、
絵
師
・
書
肆
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
っ
た

か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
、
観
智
院
の
内
実
を
ふ
ま
え
た
上
で
、

今
後
検
討
し
た
い
。

（
４７
）
前
掲
『
弘
法
大
師
行
状
絵
巻
の
世
界
―
永
遠
へ
の
飛
翔
―
』
に

掲
載
さ
れ
る
新
見
康
子
氏
「
総
説
弘
法
大
師
行
状
絵
―
歴
史
と
し

て
の
可
能
性
―
」
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
寺
家
所
蔵

の
絵
巻
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
が
転
写
さ
れ
、
年
預
方
や
聖
方
の

組
織
、
あ
る
い
は
子
院
に
お
い
て
も
所
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
絵
巻
も
含
め
て
検
討
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

（
４８
）
長
谷
寶
秀
氏
『
弘
法
大
師
伝
全
集
』
第
三
巻
（
ピ
タ
カ
、
一
九

九
七
年
）
所
収
。
奥
書
に
は
、「
自
応
安
七
年
正
月
下
旬
令
起
草
、

至
同
三
月
廿
一
日
夜
検
籍
、
朝
夕
執
翰
、
全
部
終
篇
章
」
と
あ
り
、

応
安
七
年
（
一
三
七
四
）
の
正
月
か
ら
約
二
ヶ
月
で
完
成
さ
せ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
４９
）
「
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
」
が
い
か
な
る
目
的
の
た
め
に
制
作
さ

れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
高
野
大
師
行
状
図
画
」
や

東
寺
蔵
「
弘
法
大
師
行
状
絵
」
の
内
容
と
比
較
し
な
が
ら
検
討
し

弘
法
大
師
伝
を
語
る
媒
体

三
一
（
二
五
五
）



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し

た
い
。

（
５０
）
「
高
祖
大
師
秘
密
縁
起
」
巻
二
第
二
段
に
、「
大
師
こ
の
う
つ
ろ

に
立
よ
り
て
、
心
み
に
宿
を
か
り
給
ふ
ニ
、
天
狗
答
て
い
わ
く
、
我

昔
よ
り
此
所
ニ
、
住
来
れ
る
事
久
、
我
党
に
非
さ
ら
ん
者
、
何
の
ま

し
ら
ひ
に
か
や（
宿
）と
を
借
申
へ
き
や
と
希
有
の
事
の
給
君
哉
と
、
各

羽
を
た
ゝ
き
、
は
し
を
な
ら
し
て
、
と
か
め
の
ゝ
し
る
に
、
大
師

	
こ
ま
ぬ
き
て
立
給
へ
る
、
火
界
呪
な
り
け
れ
ハ
、
火
焔
た
ち
ま

ち
に
現
す
る
時
、
天
狗
共
無
益
な
り
と
て
皆
退
散
ぬ
」
と
あ
る
。

（
５１
）
森
正
人
氏
『
四
国
遍
路
』（
中
公
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
等
を

参
照
。

（
５２
）
そ
の
他
、
第
二
幅
の
第
二
十
場
面
「
厳
島
出
現
」
や
、
第
四
幅

の
第
六
場
面
「
伊
勢
参
籠
」
な
ど
が
新
た
に
加
え
ら
れ
て
い
る
。

（
５３
）
永
村
眞
氏
『
中
世
寺
院
史
料
論
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇

年
）、
藤
井
雅
子
氏
『
中
世
醍
醐
寺
と
真
言
密
教
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
八
年
）、
拙
著
『
中
世
密
教
寺
院
と
修
法
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
八
年
）
ほ
か
。

【
付
記
】
本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
一
五
Ｋ
一
六
八
三
六
の
助

成
を
受
け
た
も
の
で
す
。
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