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は
じ
め
に

『
一
遍
聖
絵
』（
以
下
『
聖
絵
』
と
略
記
す
る
）
は
中
世
の
風
景
を
ど
の
よ
う
に
描
い

た
の
か
―
。
こ
の
問
題
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
間
で
大
き
な
意
見
の
相
違
が
み
ら
れ

る
。
す
で
に
早
く
に
金
井
清
光
氏
が
、「
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
故
意
に
改
変
の
手
を
加
え

た
部
分
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
き
わ
め
て
忠
実
な
風
景
写
生
」
で
あ
り
、「
す

べ
て
現
地
に
赴
い
て
実
景
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
写
生
画
で
あ
る
」
と
す
る
実
景
描
写
説

を
主
張
し①
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
研
究
者
が
多
か
っ
た
が
、
最
近
で
は
、
実
景
描
写

に
否
定
的
な
見
解
も
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
黒
田
日
出
男
氏
は
、
京
都
の
風
景
に
つ
い

て
は
そ
こ
に
〈
あ
る
も
の
〉
を
か
な
り
注
意
深
く
描
き
こ
ん
で
い
る
が
、
信
濃
国
や

陸
奥
の
風
景
の
場
合
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
信
濃
や
陸
奥
の
〈
ら
し
さ
〉

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
中
央
の
人
々
の
抱
い
て
い
た
地
方
の
イ
メ
ー
ジ
を
こ
そ
読
み

取
る
べ
き
で
あ
る
、
と
し
て
い
る②
。
ま
た
建
築
史
家
の
藤
井
恵
介
氏
は
、
当
麻
寺
曼

荼
羅
堂
、
甚
目
寺
本
堂
を
は
じ
め
と
し
て
多
く
の
寺
社
の
建
築
物
に
類
型
的
な
表
現

が
み
ら
れ
る
こ
と
、
熊
野
三
山
や
石
清
水
八
幡
宮
の
社
殿
の
よ
う
に
宮
曼
荼
羅
図
を

そ
の
ま
ま
丸
写
し
に
し
た
ら
し
い
例
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
絵
師
が
社

寺
建
築
に
つ
い
て
必
ず
し
も
正
確
な
情
報
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る③
。

こ
れ
ら
の
指
摘
は
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
近
年
砂
川
博
氏
が
改
め
て
述

べ
て
い
る
よ
う
に④
、
そ
う
は
い
っ
て
も
現
地
に
赴
い
て
実
景
を
見
て
み
る
と
、
確
か

に
よ
く
似
て
い
て
実
景
を
描
写
し
た
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
場
面
が
あ
る
こ
と
も

ま
た
間
違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
、『
聖
絵
』
の
風
景
描
写
の
あ
り

よ
う
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
同
絵
が
単
な
る
美
術
品
で
も
歴
史
資
料
で
も
な

く
、
一
種
の
宗
教
絵
巻
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て⑤
、
一
つ
一
つ
の
場
面
に
即
し
て
、

制
作
者
聖
戒
の
考
え
方
や
そ
れ
を
反
映
さ
せ
た
絵
師
の
描
き
方
を
検
討
す
る
し
か
な

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
か
ら
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
事
例
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
こ

と
が
あ
る
が⑥
、
こ
こ
で
は
、
信
濃
国
を
例
に
と
っ
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

一　

善
光
寺
の
造
営

一
遍
は
、
文
永
八
年
（
一
二
七
一
）
の
春
、
信
濃
国
の
善
光
寺
に
参
詣
し
た
。
善
光

寺
は
阿
弥
陀
信
仰
の
聖
地
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
寺
の
縁
起
で

は
、
本
尊
阿
弥
陀
三
尊
は
、
欽
明
天
皇
十
三
年
（
五
五
二
）
に
百
済
か
ら
渡
来
し
、
推

古
天
皇
十
年
（
六
〇
二
）
に
勅
命
に
よ
っ
て
信
濃
国
に
移
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
縁
起
に
つ
い
て
『
聖
絵
』
の
詞
書
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
如
来
は
、
天
竺
の
霊
像
と
し
て
日
域
の
本
尊
と
な
り
給
へ
り
、
酬
因
の
来

迎
を
示
し
て
、
影
向
を
東
土
の
境
に
た
れ
、
有
縁
の
帰
依
を
あ
ら
た
め
て
、
霊

場
を
信
州
の
う
ち
に
し
め
給
ふ
、
一
光
三
尊
の
宿
縁
如
来
の
密
意
を
表
し
、
決
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定
往
生
の
勝
地
、
給

（
マ
マ
）他

方
の
浄
域
に
超
た
り

当
時
、
三
国
伝
来
の
如
来
と
し
て
多
く
の
人
々
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
善
光
寺
如

来
を
、
一
遍
も
ま
た
深
く
尊
崇
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

一
遍
は
、善
光
寺
に
お
い
て
「
参
籠
日
数
を
重
ね
」
た
の
ち
に
伊
予
に
下
向
し
た
が
、

そ
の
と
き
「
二
河
の
本
尊
」
を
図
し
た
と
い
う
。
一
遍
は
、
こ
の
二
河
白
道
図
を
故
国

伊
予
へ
持
ち
帰
り
、
そ
れ
を
眺
め
つ
つ
念
仏
三
昧
の
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
絵
画
部
分
に
は
右
半
分
に
善
光
寺
周
辺
の
自
然
風
景
が
描
か
れ
、
左
半
分

に
は
善
光
寺
の
境
内
が
描
か
れ
て
い
る
。
前
者
で
は
、犀
川
と
覚
し
き
川
の
流
れ
と
、

そ
の
ほ
と
り
を
行
き
来
す
る
旅
人
や
放
牧
さ
れ
た
牛
の
姿
が
描
か
れ⑦
、
後
者
で
は
、

善
光
寺
の
建
物
や
参
詣
人
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
遍
の
姿
は
、
今
ま
さ
に
本
殿

に
向
か
お
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
ば
に
は
一
人
の
僧
が
付
き
従
っ

て
い
る
。
お
そ
ら
く
大
宰
府
へ
一
緒
に
出
か
け
た
聖
戒
が
、
善
光
寺
へ
も
供
を
し
て

き
た
の
で
あ
ろ
う
。

建
物
の
描
き
方
は
、
極
め
て
詳
細
で
あ
る
（
図
1
）。
主
要
伽
藍
は
右
か
ら
左
に
続

き
（
現
在
の
伽
藍
配
置
か
ら
考
え
て
右
が
南
、
左
が
北
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
）、
築
地
塀
と

回
廊
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
て
い
る
。
築
地
塀
の
正
面
中
央
に
は
朱
塗
柱
、
檜
皮
葺
の
門

が
付
け
ら
れ
（
現
在
の
仁
王
門
に
相
当
す
る
か
）、
回
廊
に
も
正
面
中
央
に
檜
皮
葺
の
門

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
二
つ
の
門
に
は
さ
ま
れ
た
空
間
に
は
、
朱
塗
柱
の
五
重
塔
が

そ
び
え
て
い
る
。
本
堂
は
、
回
廊
に
囲
ま
れ
た
敷
地
の
奥
に
位
置
し
て
い
る
。
正
面

七
間
、
奥
行
三
間
の
横
に
細
長
い
建
物
で
、
屋
根
は
檜
皮
葺
の
入
母
屋
造
、
正
面
に

三
間
の
向
拝
が
付
属
し
、
背
後
に
も
小
さ
な
張
り
出
し
屋
根
が
見
ら
れ
る
。

絵
師
は
こ
の
よ
う
な
善
光
寺
の
風
景
を
ど
の
よ
う
に
し
て
描
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
善
光
寺
の
場
合
、
当
時
の
建
物
や
風
景
が
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

の
で
、そ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
を
出
す
の
は
き
わ
め
て
む
ず
か
し
い
が
、か
と
い
っ

て
手
掛
か
り
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
善
光
寺
に
関
し
て
は
、
回
禄

と
再
建
の
記
録
が
比
較
的
よ
く
残
さ
れ
、
さ
ら
に
、
境
内
絵
図
も
い
く
つ
か
あ
っ
て

図 1　『一遍聖絵』善光寺の場面（清浄光寺〈遊行寺〉蔵）
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そ
れ
ら
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
回
禄
と
再
建
の
記
録
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
鎌
倉
時
代
の
善

光
寺
は
、
回
禄
と
再
建
の
歴
史
で
あ
る
と
い
っ
て
も
い
い
く
ら
い
、
そ
れ
ら
が
何
度

も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
小
林
計
一
郎
氏
や
牛
山
佳
幸
氏
の
成
果
に
依
拠
し
て
そ
れ

ら
を
整
理
す
る
と
ほ
ぼ
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う⑧
。
ま
ず
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
三
月

に
金
堂
以
下
諸
堂
が
焼
失
し
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
や
が
て
鎌
倉
幕
府
の
援
助
を

得
て
再
建
が
図
ら
れ
、
建
久
二
年
（
一
一
九
一
）
か
ら
建
長
五
年
（
一
二
五
三
）
に
か

け
て
何
回
か
の
完
成
の
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
、文
永
五
年
（
一
二
六
八
）
三
月
に
も
諸
堂
が
焼
失
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

『
善
光
寺
縁
起
』（『
続
群
書
類
従
』
巻
八
一
四
、
以
下
『
縁
起
』
と
略
記
す
る
）
は
、「
文

永
五
年
三
月
十
四
日
夜
半
計
、
西
門
よ
り
流
火
出
来
、
堂
塔
一
宇
も
残
さ
ず
皆
悉
焼

失
」
と
記
し
、
そ
の
こ
と
は
、『
続
史
愚
抄
』
の
記
事
な
ど
で
も
確
認
さ
れ
る⑨
。
こ
の

火
災
後
に
は
さ
っ
そ
く
再
建
の
工
事
が
始
ま
り
、
文
永
八
年
十
月
に
は
供
養
が
行
わ

れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
縁
起
』
は
、「
同
（
文
永
）
八
年
十
月
九
日
供
養
を
遂
ぐ
、

御
導
師
若
宮
別
当
隆
弁
僧
正
御
座
也
」
と
記
し
、
そ
の
こ
と
は
、『
鶴
岡
八
幡
社
務
記

録
』
で
も
確
認
で
き
る
。

一
遍
が
参
詣
し
た
文
永
八
年
の
春
に
ど
の
程
度
の
堂
舎
が
完
成
し
て
い
た
の
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
五
重
塔
は
ま
だ
再
建
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、

そ
の
供
養
は
、正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
鶴

岡
八
幡
宮
社
務
職
次
第
』
に
「
正
安
元
年
十
月
十
日
、
善
光
寺
塔
供
養
万
（
曼
）
荼

羅
供
大
阿
闍
梨
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
正
和
二
年
（
一
三
一
三
）
に
も
堂
舎
が
炎
上
し
、こ
の
と
き
に
は
北
条
貞
時

に
よ
っ
て
再
建
工
事
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
善
光
寺
は
こ
れ
以
後
も
焼
失
と
再
建
を

繰
り
返
し
、現
本
堂
は
江
戸
期
の
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
に
造
営
を
終
え
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
回
禄
、
再
建
の
記
録
と
一
遍
関
連
の
で
き
ご
と
を
重
ね
合
わ
せ

る
と
表
1
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
文
永
八
年
の
初
度
参
詣
は
、
文
永
五
年
に
焼
失
し
た
諸
堂
の
再

建
が
進
み
、完
成
の
供
養
が
お
こ
な
わ
れ
る
直
前
の
時
期
に
当
た
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
遍
の
参
詣
が
同
年
の
春
で
、
供
養
が
行
わ
れ
た
の
が
十
月
で
あ
る
か
ら
、
一
遍
の

参
詣
時
に
は
堂
舎
は
ほ
ぼ
完
成
し
、
供
養
の
儀
式
を
待
つ
ば
か
り
と
い
う
状
況
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
五
重
塔
の
み
は
、
完
成
供
養
が
行
わ
れ
る
の
が
二
八

年
後
の
正
安
元
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
と
き
に
は
ま
だ
姿
を
見
せ
て
い
な
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
聖
絵
』
に
は
、
そ
の
五
重
塔
が
し
っ
か
り
と
描
か

れ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

表 1　鎌倉期における善光寺の造営と一遍の参詣
年　代 項　　　　　目

治承 3（1179） 3 月　焼失
建久 2（1191） 10 月　曼荼羅供がおこなわれる
嘉禎 2（1236） 10 月　五重塔の落慶供養がおこなわれる
寛元 4（1246） 9 月　修造の供養がおこなわれる
建長 5（1253） 4 月　修造の供養がおこなわれる
文永 5（1268） 3 月　焼失

文永 8（1271） 春　　一遍、初度の参詣
10 月　造営の供養がおこなわれる

弘安 2（1279） 9 月頃　一遍、2度目の参詣
弘安 3（1280） 　　　一遍、善光寺を発って奥州へ向かう
正応 2（1289） 8 月　一遍、死去
永仁 6（1298） 　　　他阿真教、参詣

正安元（1299） 8 月　『聖絵』完成
10 月　五重塔の供養がおこなわれる

嘉元 2（1304）～
徳治 2（1307） 『縁起絵』完成

正和 2（1313） 3 月　焼失
正和 3（1314） 　　　再建の工事が始まる
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福
山
敏
男
氏
は
、
不
審
で
あ
る
と
し⑩
、
金
井
清
光
氏
は
実
際
に
は
な
か
っ
た
五
重

塔
を
あ
え
て
描
い
た
の
だ
と
す
る⑪
。
金
井
氏
は
、
と
り
わ
け
こ
の
描
か
れ
た
五
重
塔

の
存
在
を
重
視
し
、
絵
師
は
、
浄
土
信
仰
に
お
い
て
善
光
寺
と
密
接
不
可
分
の
関
係

に
あ
る
天
王
寺
の
五
重
塔
に
な
ら
っ
て
、
善
光
寺
の
場
面
に
も
、
な
か
っ
た
は
ず
の

五
重
塔
を
描
い
た
の
で
あ
り
、そ
こ
に
宗
教
画
と
し
て
の
『
聖
絵
』
の
特
色
が
あ
る
、

と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
い
ず
れ
も
当
た
ら
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
確
か

に
『
聖
絵
』
に
は
文
永
八
年
の
参
詣
記
事
の
と
こ
ろ
に
善
光
寺
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

絵
師
が
実
際
に
こ
の
場
面
を
描
い
た
の
は
、正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
の
一
遍
の
死
去

か
ら
『
聖
絵
』
が
完
成
す
る
正
安
元
年
（
一
二
九
九
）
ま
で
の
一
〇
年
間
の
こ
と
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
五
重
塔
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、
前
述
の
よ

う
に
、
塔
供
養
が
行
わ
れ
た
の
が
、
正
安
元
年
の
十
月
の
こ
と
だ
か
ら
、
ち
ょ
う
ど

建
設
の
途
上
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
す
で
に
砂
川
博
氏
も
指
摘
し
て

い
る
よ
う
に⑫
、
絵
師
が
現
地
に
出
か
け
た
と
し
た
ら
、
完
成
に
近
づ
い
た
五
重
塔
を

見
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
っ
た
わ
け
だ
し
、
仮
に
現
地
に
出
か
け
て
な
く
て
も
、
そ

の
よ
う
な
五
重
塔
に
関
す
る
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、『
聖
絵
』
の
詞
書
や
絵
画
部
分
と
善
光
寺
の
回
禄
、
再
建
事
業
の
記
録
と
の
間
に

は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
齟
齬
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

二　

描
か
れ
た
伽
藍

『
聖
絵
』
の
絵
画
表
現
を
検
討
す
る
際
の
も
う
ひ
と
つ
の
て
が
か
り
で
あ
る
、他
に

残
さ
れ
た
絵
画
資
料
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『
聖
絵
』の
ほ
か
に

鎌
倉
時
代
の
善
光
寺
を
描
い
た
絵
画
資
料
と
し
て
は
、
次
の
二
つ
の
も
の
が
重
要
で

あ
ろ
う⑬
。

根
津
美
術
館
蔵
『
善
光
寺
如
来
縁
起
絵
』（
以
下
、
根
津
美
術
館
図
と
略
記
す
る
）

愛
知
県
安
城
市
本
證
寺
蔵
『
善
光
寺
如
来
絵
伝
』（
以
下
、本
證
寺
図
と
略
記
す
る
）

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
て
、
美
術
史
的
に
は
、
根
津

美
術
館
図
が
鎌
倉
時
代⑭
、
本
證
寺
図
が
鎌
倉
末
〜
南
北
朝
こ
ろ
の
も
の
と
さ
れ
て
い

る⑮
。
根
津
美
術
館
図
は
、
三
幅
の
掛
軸
装
の
第
三
幅
で
、
中
央
に
如
来
像
を
大
き
く

描
き
、
周
辺
に
縁
起
に
か
か
わ
る
諸
場
面
、
下
部
に
境
内
を
描
い
て
い
る
。
境
内
は
、

正
面
を
下
に
、
奥
を
上
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
本
證
寺
図
は
、
四
幅
の
掛
軸
装
の

第
四
幅
で
、
上
半
分
が
縁
起
絵
、
下
半
分
が
境
内
図
と
な
っ
て
い
る
。
境
内
図
は
、

左
手
前
を
正
面
、
右
上
を
奥
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
（
図
2
）。

図 2　本證寺本『善光寺如来絵伝』に描かれた善光寺（本證寺蔵）
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こ
の
両
図
と
『
聖
絵
』
を
比
べ
て
み
る
と
、
基
本
的
に
は
よ
く
似
て
い
る
が
、
相

違
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
共
通
点
と
相
違
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

共
通
点

・　

主
要
伽
藍
は
塀
と
回
廊
に
囲
ま
れ
て
い
る
。

・　

外
側
に
位
置
す
る
塀
、
内
側
に
位
置
す
る
回
廊
と
も
に
、
正
面
中
央
に
門
が
設

け
ら
れ
て
い
る
。

・　

塀
と
回
廊
の
間
の
空
間
に
朱
塗
の
五
重
塔
が
位
置
し
て
い
る
。

・　

回
廊
に
囲
ま
れ
た
境
内
の
奥
に
本
堂
が
位
置
し
て
い
る
。

相
違
点

・　
『
聖
絵
』、
本
證
寺
図
で
は
、
五
重
塔
が
南
北
の
中
心
線
上
に
描
か
れ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
根
津
美
術
館
図
で
は
、
五
重
塔
が
中
心
線
よ
り
少
し
西
に
ず
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
根
津
美
術
館
図
で
は
五
重
塔
の
東
側
に
朱
塗
り
の
二
層
の
大
型
の

堂
舎
が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

・　
『
聖
絵
』、
根
津
美
術
館
図
で
は
本
殿
や
回
廊
の
柱
が
自
然
の
色
で
描
か
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
本
證
寺
図
で
は
す
べ
て
朱
色
に
塗
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本

證
寺
図
に
お
い
て
は
他
の
場
面
に
描
か
れ
た
建
造
物
も
す
べ
て
朱
塗
の
柱
で
示
さ

れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
な
ら
っ
て
荘
厳
化
を
図
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

・　
『
聖
絵
』
と
本
證
寺
図
で
は
、
本
堂
の
構
造
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
（
根
津
美
術

館
図
は
正
面
か
ら
描
か
れ
て
い
る
の
で
識
別
が
で
き
な
い
）。

多
く
の
共
通
点
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、『
聖
絵
』
が
当
時
数
多
く
つ
く
ら
れ
て

い
た
に
違
い
な
い
善
光
寺
如
来
絵
伝
の
影
響
を
受
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
後
述

す
る
よ
う
な
大
き
な
相
違
点
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
可
能
性
は
小
さ
い
と
い
え
る
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
相
違
点
の
う
ち
第
三
点
目
で
あ
ろ
う
。
本
堂
の
構
造

が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、『
聖
絵
』
で
は
、
東
西
に
細
長
く
（
先
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
東
西
す
な
わ
ち
間
口
七
間
、
南
北
す
な
わ
ち
奥
行
三
間
で
、
正
面
か
ら
見
る
と
横

長
）、
本
證
寺
図
で
は
、
南
北
に
細
長
い
（
間
数
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
正
面
か
ら
見
れ
ば

縦
長
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
善
光
寺
本
堂
の
棟
構
造
の
特
色
と
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る

撞
木
造
り
構
造
を
基
準
に
し
て
も
う
少
し
細
か
く
い
う
と
、『
聖
絵
』
に
描
か
れ
た
本

堂
は
丁
字
の
う
ち
の
横
棒
の
方
が
長
く
（
実
際
に
は
後
方
に
も
張
り
出
し
部
分
が
あ
る
か

ら
棟
の
形
状
は
横
棒
の
長
い
十
字
状
に
な
っ
て
い
る
）、
本
證
寺
図
に
描
か
れ
た
本
堂
は
、

丁
字
の
う
ち
の
縦
棒
の
方
が
長
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
聖
絵
』
と
本
證
寺
図
の
間
に
見
ら
れ
る
大
き
な
違
い
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か⑯
。
本
證
寺
図
の
成
立
時
期
が
明
確
で
な

い
う
え
、
そ
も
そ
も
同
図
が
実
景
を
描
い
た
と
い
う
保
証
は
な
い
わ
け
だ
か
ら
安
易

な
比
較
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
一
方
、
本
證
寺
図
が
撞
木
造

り
と
い
う
、
後
世
に
ま
で
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
特
異
な
構
造
を
き
ち
ん
と
描

い
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
見
逃
し
が
た
い
。
こ
れ
は
、
本
證
寺
図
の
作
者

が
善
光
寺
の
本
堂
の
棟
構
造
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
本
證
寺
図
の
成
立
以
前
の
い
つ
か
の
時
点
に

お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
に
な
っ
た
本
堂
が
実
在
し
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。

鎌
倉
期
の
本
堂
の
構
造
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
手
掛
か
り
に

な
る
の
は
、『
縁
起
』
所
収
の
「
文
永
炎
上
以
後
堂
塔
建
立
之
次
第
」
の
一
節
に
見
ら

れ
る
「
金
堂
者
東
西
七
間
、
北
南
十
一
間
、
朝
時
遠
江
守
御
建
立
（
中
略
）
念
仏
堂
二

品
御
前
之
造
立
也
、
観
音
堂
武
蔵
前
司
殿
御
建
立
也
、
新
御
堂
者
結
城
殿
建
立
也
」

と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
文
永
炎
上
以
後
建
立
の
堂
塔
の
う
ち
金
堂
に
つ

い
て
東
西
七
間
、
南
北
一
一
間
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
縦
長
の
構
造
で

あ
る
。

た
だ
こ
の
記
事
に
は
若
干
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、朝
時
遠
江
守
（
名
越
朝
時
）、

二
品
御
前
（
北
条
政
子
）、
武
蔵
前
司
（
北
条
泰
時
）
な
ど
、
文
永
再
建
時
の
人
物
と
し

て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
名
前
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
す
で
に
小
林

氏
や
牛
山
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
文
永
再
建
時
の
記
事
に
治
承
焼
亡
後
の
再
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建
記
事
が
混
入
し
た
も
の
で
あ
ろ
う⑰
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
本
堂
の
構
造
は
、

す
で
に
治
承
焼
亡
後
の
再
建
時
に
お
い
て
縦
長
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

本
證
寺
図
の
描
き
方
や
『
縁
起
』
の
記
述
を
併
せ
考
え
る
と
、
鎌
倉
期
の
あ
る
時

期
の
善
光
寺
に
縦
長
構
造
の
本
堂
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
文
永
八
年
の
再
建
時
に
の
み
そ
れ
を
横
長
構
造
に
改
変

し
た
と
は
考
え
が
た
く
、
文
永
八
年
の
再
建
時
に
お
い
て
も
縦
長
構
造
が
継
承
さ
れ

て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
そ
う
す
る
と
や
は
り
、『
聖
絵
』
の
描
き
方
が

不
正
確
と
い
う
こ
と
に
な
る⑱
。

と
す
る
と
、
実
際
に
は
縦
長
の
形
状
を
し
て
い
た
本
堂
を
『
聖
絵
』
の
絵
師
が
横

長
に
描
い
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
少

な
く
と
も
絵
師
が
実
景
を
描
写
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
い
え
そ
う
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
何
の
情
報
も
な
し
に
絵
師
は
空
想
で
描
い
た
の
か
と
い
う
と
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
犀
川
と
善
光
寺
の
位
置
関
係
、
犀
川
か
ら
ま
っ
す

ぐ
に
善
光
寺
に
向
か
う
参
道
（
近
世
に
は
そ
の
よ
う
な
参
道
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
一
七
世

紀
後
半
成
立
の
「
信
濃
水
内
郡
彦
神
別
神
社
遺
跡
之
図
」
な
ど
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
が
中
世
ま
で
遡
る
可
能
性
は
高
い
）な
ど
の
自
然
景
観
は
か
な
り
正
確
に
描
か
れ
て

い
る
し
、
築
地
塀
、
五
重
塔
、
回
廊
、
本
堂
な
ど
の
基
本
的
な
伽
藍
配
置
に
も
大
き

な
誤
り
は
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
絵
師
は
一
定
の
情
報
を
も
っ
て
い
た
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
文
永
八
年
に
一
遍
に
同
行
し
た
と
覚

し
き
聖
戒
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
と
き
の
参

詣
で
は
聖
戒
は
五
重
塔
は
見
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
一
遍
死
後
の
『
聖
絵
』
制
作
期

間
中
に
聖
戒
が
再
度
善
光
寺
を
訪
れ
、
そ
の
情
報
が
絵
師
に
も
た
ら
さ
れ
た
可
能
性

も
否
定
し
き
れ
な
い⑲
。

こ
う
し
て
絵
師
は
、
自
然
景
観
や
伽
藍
配
置
の
基
本
な
ど
大
き
な
部
分
に
つ
い
て

は
聖
戒
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
本
堂
の
構
造
な
ど
の

細
部
に
つ
い
て
は
拠
る
べ
き
も
の
を
も
た
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で

本
堂
を
描
こ
う
と
し
た
と
き
、
絵
師
は
、
藤
井
恵
介
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

横
長
の
入
母
屋
造
り
と
い
う
他
の
寺
院
と
同
様
な
類
型
的
な
描
き
方
を
す
る
し
か
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う⑳
（
た
だ
し
、
撞
木
造
り
と
い
う
情
報
は
持
っ
て
い
た
ら
し
く
、
棟
構
造

は
単
純
な
入
母
屋
造
り
で
は
な
い
）。

な
お
、
善
光
寺
の
絵
画
表
現
に
関
し
て
は
、
同
じ
一
遍
の
伝
記
絵
で
あ
る
『
遊
行

上
人
縁
起
絵
』（
以
下
、『
縁
起
絵
』
と
略
記
す
る
）
に
描
か
れ
た
善
光
寺
の
場
面
に
つ
い

て
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
同
絵
に
よ
る
と
、真
教
は
永
仁
六
年（
一
二
九
八
）

に
多
く
の
時
衆
を
率
い
て
善
光
寺
に
参
詣
し
た
と
さ
れ
、
絵
画
部
分
に
は
、
本
堂
前

の
舞
台
で
踊
り
念
仏
を
行
う
時
衆
の
集
団
や
、
周
辺
の
伽
藍
の
状
況
が
描
か
れ
て
い

る
。『
縁
起
絵
』
の
成
立
は
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
〜
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
の
頃

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
真
教
が
善
光
寺
参
詣
を
遂
げ
た
時
の
伽
藍
を
描
い
た
と
す
れ

ば
五
重
塔
供
養
の
直
前
、
絵
巻
制
作
時
の
伽
藍
を
描
い
た
と
す
れ
ば
、
五
重
塔
も
完

成
し
す
べ
て
の
堂
舎
が
そ
ろ
っ
た
時
期
の
状
況
を
描
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（『
縁

起
絵
』
に
は
多
く
の
諸
本
が
あ
る
が
、こ
こ
で
は
宮
次
男
・
角
川
源
義
編
『
新
修
日
本
絵
巻
物

全
集
第
二
三
巻 

遊
行
上
人
縁
起
絵
』
所
収
の
光
明
寺
本
に
よ
る
）。

た
だ
、『
縁
起
絵
』
の
絵
師
が
実
景
を
描
い
た
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
五
重
塔
の
位
置
が
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
諸
絵
と
全
く
異
な
っ
て
二
重
の

築
地
塀
の
内
側
（
つ
ま
り
本
堂
と
同
じ
敷
地
）
に
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ

は
ど
う
見
て
も
不
自
然
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
堂
に
関
し
て
は
、
全
体

像
を
描
か
ず
、
前
面
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
構
造
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。『
縁
起
絵
』
の
善
光
寺
の
場
面
は
、総
じ
て
真
教
の
集
団
や
そ
れ
を
見
守
る
人

物
の
描
写
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
て
、
伽
藍
配
置
等
へ
の
関
心
は
薄
い
。
お
そ
ら
く

『
聖
絵
』
を
参
考
に
し
な
が
ら
独
自
の
改
変
を
加
え
て
成
立
し
た
の
が
『
縁
起
絵
』
の

善
光
寺
の
場
面
な
の
で
あ
ろ
う
。
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三　

佐
久
地
方
へ
の
遊
行

弘
安
二
年
（
一
二
七
九
）
の
八
月
、一
遍
は
京
都
の
因
幡
堂
か
ら
善
光
寺
へ
向
っ
た
。

文
永
八
年
の
春
に
訪
れ
て
以
来
二
度
目
の
参
詣
で
あ
る
。
善
光
寺
参
詣
を
終
え
た
あ

と
、
同
国
佐
久
地
方
を
遊
行
し
た
。
お
そ
ら
く
千
曲
川
沿
い
に
南
下
し
た
の
で
あ
ろ

う
。こ

の
佐
久
地
方
へ
の
遊
行
に
つ
い
て
語
る
『
聖
絵
』
の
記
述
に
は
、
若
干
の
混
乱

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
詞
書
の
内
容
と
絵
画
部
分
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
は
照
合
し
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
詞
書
に
は
概
略
次
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

巻
四

1　

弘
安
二
年
の
八
月
に
京
都
の
因
幡
堂
を
発
っ
て
善
光
寺
へ
赴
い
た
。
そ
の
間
か

か
っ
た
日
数
は
四
八
日
で
あ
っ
た
。

2　

そ
の
年
信
濃
国
佐
久
郡
伴
野
の
市
庭
の
在
家
で
歳
末
の
別
時
念
仏
を
行
い
、
そ

の
時
紫
雲
が
初
め
て
た
っ
た
。（
空
也
に
よ
る
踊
り
念
仏
の
「
始
行
」
の
こ
と
が
追
記
）

3　

同
国
小
田
切
の
里
の
あ
る
武
士
の
「
屋
形
」
で
踊
り
念
仏
を
始
め
た
が
、
道
俗

が
多
く
集
ま
っ
て
結
縁
す
る
人
も
増
え
た
の
で
「
次
第
に
一
期
の
行
事
」
と
な
っ

た
。（
無
量
寿
経
の
一
節
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
善
導
和
尚
の
解
釈
、
近
江
国
守
山
で
の
兵
部

竪
者
重
豪
や
あ
る
僧
と
の
和
歌
の
や
り
取
り
が
追
記
）

○　

絵
画
部
分
一　

伴
野
の
市
庭
の
場
面

○　

絵
画
部
分
二　

小
田
切
の
里
の
あ
る
武
士
の
館
で
の
踊
り
念
仏
の
場
面

巻
五

4　

弘
安
二
年
の
冬
、
信
州
佐
久
郡
の
大
井
太
郎
と
い
う
武
士
が
一
遍
に
会
っ
て
発

心
し
た
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
姉
が
一
遍
の
こ
と
を
夢
に
見
て
発
心
し
、
館
に
請
じ

て
「
三
日
、
三
夜
」
念
仏
を
行
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
結
願
の
の
ち
一
遍
は
帰
っ
て

行
っ
た
が
、
数
百
人
が
踊
り
ま
わ
っ
て
踏
み
落
と
し
た
板
敷
は
、
一
遍
の
形
見
と

す
る
た
め
に
修
繕
を
せ
ず
、
そ
の
ま
ま
に
し
た
。（
漢
の
成
帝
の
故
事
が
追
記
）

○　

絵
画
部
分
三　

大
井
太
郎
の
館
を
去
っ
て
い
く
一
遍
の
一
行
の
場
面

こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
伴
野
を
訪
れ
た
の
は
、
そ
こ
で
歳
末
の
別
時
念
仏
を
行
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
弘
安
二
年
の
歳
末
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
小
田
切

の
里
の
あ
る
武
士
の
館
で
の
踊
り
念
仏
と
、
大
井
太
郎
の
館
で
の
踊
り
念
仏
の
先
後

関
係
は
、「
お
ど
り
は
じ
め
給
け
る
」
と
あ
る
前
者
が
先
、
弘
安
二
年
の
冬
と
さ
れ
る

後
者
が
後
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
訪
れ
た
順
番
は
、

小
田
切
の
里
の
あ
る
武
士
の
館
（
弘
安
二
年
の
内
、
時
期
不
明
）

　
　

←

大
井
太
郎
の
館
（
弘
安
二
年
の
冬
）

　
　

←

伴
野
の
市
庭
（
弘
安
二
年
の
歳
末
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
絵
画
部
分
の
順
番
は
、

伴
野
の
市
庭

　
　

←

小
田
切
の
里
の
あ
る
武
士
の
館

　
　

←

大
井
太
郎
の
館

と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
齟
齬
が
生
じ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
も
そ
も
踊

り
念
仏
が
最
初
に
行
わ
れ
た
の
は
ど
こ
か
。こ
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
よ
う
と
し
て
、

こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
に

つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

最
初
に
詞
書
と
絵
画
部
分
の
齟
齬
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
が
、
そ
の
前
に
伴
野

の
市
庭
、
小
田
切
の
里
の
あ
る
武
士
の
館
、
大
井
太
郎
の
館
の
位
置
関
係
に
つ
い
て

確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
（
図
3
）。

伴
野
の
市
庭
に
つ
い
て
は
、
佐
久
郡
に
伴
野
の
地
名
が
残
り
（
佐
久
市
）、
そ
こ
が

伴
野
庄
の
遺
称
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
市
庭
が
あ
っ
た
の
は
、
そ
こ
か
ら
千
曲
川
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図 3　伴野庄周辺図（国土地理院発行 5万分の 1地形図小諸を使用）



四
〇
五

『
一
遍
聖
絵
』
に
描
か
れ
た
信
濃

693

沿
い
に
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
南
下
し
た
大
字
跡
部
の
、
千
曲
川
西
岸
の
地
で
あ
っ

た
ら
し
い
。
こ
の
地
は
、
伴
野
庄
の
支
配
に
か
か
わ
る
「
大
徳
寺
文
書
」
に
「
伴
野

庄
野
沢
郷
二
日
町
屋
」
と
見
え
る
と
こ
ろ
で
、
千
曲
川
の
氾
濫
原
の
河
岸
段
丘
上
に

「
上
町
屋
」「
下
町
屋
」
な
ど
の
市
場
関
係
地
名
が
残
り
、
発
掘
調
査
で
も
青
磁
・
古

銭
の
出
土
が
み
ら
れ
る
と
い
う㉑
。
現
地
に
立
っ
て
み
る
と
、
現
在
は
の
ど
か
な
農
村

地
帯
の
景
観
を
呈
し
て
い
る
が
、
す
ぐ
東
側
を
千
曲
川
が
流
れ
て
い
て
、
河
川
交
通

の
便
の
よ
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
北
方
数
百
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
は
、
跡
部

の
踊
り
念
仏
で
知
ら
れ
る
西
方
寺
が
位
置
し
、
南
方
約
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ

に
は
、『
遊
行
上
人
縁
起
絵
』
を
伝
え
る
時
宗
寺
院
金
台
寺
が
所
在
す
る
。
こ
れ
ら

は
、
一
遍
の
遊
行
を
契
機
に
、
こ
の
地
域
に
時
宗
信
仰
が
ひ
ろ
ま
っ
た
こ
と
を
推
測

さ
せ
る
。

小
田
切
の
里
の
あ
る
武
士
の
館
に
つ
い
て
は
、
位
置
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
伴

野
の
市
庭
の
跡
地
か
ら
千
曲
川
沿
い
に
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
下
し
た
と
こ
ろ
に
あ

る
下
・
中
・
上
小
田
切
（
旧
臼
田
町
、
現
佐
久
市
）
の
地
名
が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
こ

は
、
大
井
庄
小
田
切
の
故
地
で
、
波
多
野
氏
の
一
族
小
田
切
氏
の
拠
点
で
あ
っ
た
と

い
う
。
小
田
切
に
つ
い
て
は
、
水
内
郡
に
も
同
じ
地
名
が
あ
っ
て
（
長
野
市
）、
後
述

す
る
よ
う
に
、そ
こ
が
『
聖
絵
』
に
見
え
る
小
田
切
の
里
だ
と
す
る
意
見
も
あ
る
が
、

や
は
り
前
後
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
佐
久
郡
の
小
田
切
の
ほ
う
が
可
能
性
は
高
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
井
太
郎
に
つ
い
て
は
、
小
笠
原
一
族
大
井
太
郎
朝
光
の
子
光
長
と
考
え
ら
れ
て

い
る㉒
。光
長
は
鎌
倉
御
家
人
に
し
て
大
井
庄
の
地
頭
で
あ
る
。そ
の
館
が
ど
こ
に
あ
っ

た
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
弘
安
二
年
に
完
成
し
た
落
合
新
善
光
寺

の
鐘
銘
に
「
大
旦
那
源
朝
臣
光
長
」
と
見
え
、
そ
の
落
合
新
善
光
寺
の
跡
地
が
現
在

の
大
字
鳴
瀬
の
時
宗
寺
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
の
周
辺
が
一
つ
の
参
考
地
と

な
ろ
う
。
ち
な
み
に
時
宗
寺
は
、
伴
野
の
市
庭
の
跡
地
か
ら
西
北
方
約
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
。

こ
の
よ
う
な
位
置
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
、『
聖
絵
』
の
詞
書
と
絵
画
部
分
の
齟
齬

に
関
す
る
先
行
研
究
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

林
譲
氏
は
、
歳
末
別
時
念
仏
と
紫
雲
の
関
係
、
一
遍
の
宗
教
に
お
け
る
踊
り
念
仏

の
意
義
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
論
点
に
触
れ
つ
つ
、
当
該
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る㉓
。
第
一
に
、
一
遍
の
行
程
は
、
善
光
寺
・
小
田
切
の
里
・
佐
久
郡
の
大

井
太
郎
の
姉
の
家
・
伴
野
の
市
庭
の
順
で
あ
り
、
踊
り
念
仏
が
最
初
に
行
わ
れ
た
の

は
、
小
田
切
の
里
で
あ
る
。
第
二
に
、
詞
書
と
絵
画
部
分
が
齟
齬
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
絵
画
部
分
に
お
い
て
連
続
し
て
い
る
伴
野
の
市
庭
の
場
面
と
小
田
切
の

里
の
場
面
の
間
に
描
か
れ
て
い
る
人
物
を
み
る
と
、
供
物
を
運
ぶ
人
々
は
左
か
ら
右

に
向
か
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
小
田
切
の
里
か
ら
伴
野
へ
の
時
間
の
経
過
と

空
間
移
動
を
示
し
て
い
て
、
絵
画
表
現
と
詞
書
は
対
応
し
て
い
る
、
と
す
る
。
林
氏

の
卓
見
は
、
描
か
れ
た
人
の
動
き
の
方
向
か
ら
、
時
間
の
動
き
は
小
田
切
の
里
↓
伴

野
の
市
庭
と
動
い
て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
た
点
に
あ
る
。

砂
川
博
氏
は
、
市
庭
の
所
在
地
で
も
あ
り
、
一
遍
の
お
じ
通
末
が
承
久
の
乱
後
に

流
さ
れ
た
土
地
で
も
あ
っ
た
伴
野
が
佐
久
地
方
の
拠
点
で
あ
り
、
一
遍
が
最
初
に
訪

れ
た
の
も
伴
野
で
あ
っ
た
と
す
る㉔
。
し
た
が
っ
て
遊
行
の
順
序
は
、
伴
野
↓
小
田
切

の
里
↓
大
井
太
郎
の
館
↓
伴
野
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
絵
画
部
分
に
描
か
れ
て
い
る

の
は
二
回
目
の
伴
野
の
場
面
で
あ
る
と
す
る
。
時
間
を
無
視
し
て
一
回
目
の
伴
野
遊

行
で
は
な
く
二
回
目
の
伴
野
遊
行
を
絵
画
部
分
の
初
め
に
持
っ
て
き
た
の
は
、
同
じ

場
所
を
二
度
描
く
わ
け
に
は
い
か
ず
、「
信
濃
遊
行
の
最
初
に
伴
野
で
の
出
来
事
を
語

れ
ば
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
い
」
し
、
さ
ら
に
こ
の
地
で
紫
雲
が
初
め
て
立
っ
た
か
ら

で
あ
る
、
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
砂
川
説
の
特
色
は
、
伴
野
の
重
要
性
を
指
摘
し
、

最
初
に
伴
野
遊
行
が
あ
っ
た
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

牛
山
佳
幸
氏
は
、一
遍
が
お
じ
通
政
の
流
罪
地
葉
広
を
訪
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
、

小
田
切
を
佐
久
郡
の
そ
れ
で
な
く
は
、
水
内
郡
の
そ
れ
だ
と
す
る㉕
。
そ
の
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
牛
山
説
で
は
、
遊
行
の
順
序
は
、
水
内
郡
善
光
寺
↓
水
内
郡
の
小
田
切
氏
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の
居
館
↓
諏
訪
郡
「
羽
広
郷
」
の
通
政
の
墓
所
↓
佐
久
郡
伴
野
庄
野
沢
郷
の
通
末
の

墓
所
及
び
伴
野
の
市
庭
↓
佐
久
郡
大
井
庄
の
大
井
光
長
の
居
館
と
な
る
。

井
原
今
朝
男
氏
は
、
一
遍
の
遊
行
の
年
で
あ
る
弘
安
二
年
に
落
合
新
善
光
寺
が
建

立
さ
れ
、
そ
の
最
後
の
事
業
と
し
て
八
月
十
五
日
に
同
寺
梵
鐘
が
完
成
し
た
こ
と
を

重
視
す
る㉖
。
井
原
氏
は
、
葉
広
で
斬
ら
れ
た
通
政
や
伴
野
庄
に
流
さ
れ
た
通
末
の
霊

を
弔
う
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
一
遍
を
伴
野
庄
に
呼
び
寄
せ
た
直
接
の

契
機
は
、
落
合
新
善
光
寺
の
建
立
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
井
原
氏
は
、
弘
安
二
年

八
月
に
因
幡
堂
を
発
っ
て
道
程
四
八
日
の
の
ち
に
着
い
た
善
光
寺
も
水
内
郡
の
善
光

寺
で
は
な
く
、
佐
久
郡
の
新
善
光
寺
で
あ
る
と
す
る
。
ち
な
み
に
井
原
説
で
は
、
弘

安
三
年
に
奥
州
に
向
か
っ
た
時
の
出
発
地
と
さ
れ
る
善
光
寺
も
落
合
新
善
光
寺
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
頃
の
遊
行
地
の
一
つ
と
し
て
出
て
く
る
下
野
国
小
野
寺
も
、

奥
州
へ
の
旅
の
途
中
に
立
ち
寄
っ
た
の
で
は
な
く
、
佐
久
郡
遊
行
の
途
中
に
足
を
延

ば
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
。

私
自
身
の
考
え
は
、
伴
野
を
重
視
す
る
砂
川
氏
の
そ
れ
に
近
い
。
佐
久
郡
に
お
い

て
一
遍
が
最
初
に
訪
れ
た
の
が
砂
川
氏
の
い
う
よ
う
に
伴
野
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は

分
か
ら
な
い
し
、
そ
こ
が
お
じ
通
末
の
流
謫
地
で
あ
っ
た
こ
と
も
か
つ
て
否
定
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が㉗
、伴
野
が
市
庭
の
所
在
地
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

佐
久
地
方
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
聖
戒
は
、
い

わ
ば
物
事
の
結
論
を
最
初
に
述
べ
る
と
い
う
手
法
で
、
遊
行
の
順
序
と
し
て
は
最
後

で
あ
っ
た
伴
野
を
最
初
に
も
っ
て
き
て
、
一
連
の
佐
久
遊
行
の
中
で
は
最
も
重
要
な

土
地
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
初
に
踊
り
念

仏
を
行
っ
た
の
は
、
小
田
切
の
里
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
な
く
伴
野
で
紫
雲
が
立
っ

た
と
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
う
。

つ
ま
り
、
伴
野
の
で
き
ご
と
を
佐
久
郡
遊
行
の
結
論
と
し
て
述
べ
て
、
さ
て
、
そ

の
佐
久
郡
で
の
遊
行
の
詳
細
は
こ
う
で
あ
っ
た
と
語
り
始
め
、
小
田
切
の
里
で
の
最

初
の
自
然
発
生
的
な
踊
り
念
仏
、
大
井
太
郎
の
館
で
の
板
敷
を
踏
み
ぬ
く
ほ
ど
の
熱

狂
的
な
踊
り
念
仏
へ
と
記
述
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

佐
久
郡
遊
行
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
問
題
、
す
な
わ
ち
踊
り
念
仏
が
始
ま
っ
た

の
は
ど
こ
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
踊
り
念
仏
が
始
ま
っ

た
場
所
に
つ
い
て
の
意
見
の
相
違
が
生
じ
る
の
は
、『
聖
絵
』
の
記
述
に
若
干
の
混
乱

が
あ
る
、
す
な
わ
ち
伴
野
の
市
庭
で
歳
末
の
別
時
念
仏
を
行
っ
た
際
奇
瑞
と
し
て
の

紫
雲
が
立
っ
た
と
記
し
、
一
方
で
は
小
田
切
の
里
の
あ
る
武
士
の
館
で
初
め
て
踊
り

念
仏
を
行
っ
た
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、実
は
も
う
一
つ
別
の
理
由
も
あ
る
。

そ
れ
は
『
聖
絵
』
が
小
田
切
の
里
で
初
め
て
踊
り
念
仏
を
行
っ
た
と
記
す
の
に
対
し

て
、『
縁
起
絵
』
は
、
伴
野
で
歳
末
の
別
時
念
仏
を
行
っ
た
際
に
紫
雲
が
立
っ
た
と
記

し
た
後
、「
さ
て
そ
の
所
に
念
仏
往
生
を
願
う
人
あ
り
て
」
と
続
け
て
、
そ
こ
で
踊
り

念
仏
が
行
わ
れ
た
と
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
、
多
く
の
論
者
は
、『
聖
絵
』
の
記
述
に

従
っ
て
小
田
切
の
里
を
踊
り
念
仏
開
始
の
場
所
と
し
て
い
る
が
、
五
来
重
氏
や
大
橋

俊
雄
氏
は
、
伴
野
説
を
主
張
す
る
。
両
者
の
主
張
を
五
来
氏
の
論
考
に
よ
っ
て
見
て

み
る
と
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、『
聖
絵
』
の
詞
書
に
脱
落
が
あ
り
、
そ
こ
に
『
縁
起

絵
』
の
詞
書
を
挿
入
す
る
と
文
章
が
通
じ
る
、
し
た
が
っ
て
『
縁
起
絵
』
の
詞
書
が

正
し
い
、
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る㉘
。
こ
の
五
来
氏
の
説
に
対
し
て
は
、
桜
井
好
朗
か

ら
、
も
し
『
聖
絵
』
に
脱
文
が
あ
り
、
そ
れ
を
『
縁
起
絵
』
の
詞
書
で
補
う
と
す
れ

ば
、『
聖
絵
』
の
絵
と
詞
書
が
一
致
し
な
く
な
る
と
の
批
判
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

脱
文
の
有
無
に
つ
い
て
の
論
争
に
は
決
着
が
つ
い
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う㉙
。

な
お
砂
川
氏
に
よ
る
と
、『
縁
起
絵
』（
砂
川
氏
は
『
一
遍
上
人
絵
詞
伝
』
と
表
記
）
は
、

ほ
か
に
も
一
遍
の
善
光
寺
参
詣
を
無
視
す
る
な
ど
、『
聖
絵
』
の
記
述
を
意
識
的
に
改

作
し
て
い
る
箇
所
が
み
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
踊
り
念
仏
開
始
の
場
所
は
、
小
田
切
の
里
の
あ
る
武
士
の

館
と
い
う
こ
と
で
間
違
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

絵
画
部
分
と
詞
書
の
齟
齬
と
い
え
ば
、
伴
野
に
関
し
て
も
う
ひ
と
つ
別
の
問
題
が



四
〇
七

『
一
遍
聖
絵
』
に
描
か
れ
た
信
濃

695

藤
原
良
章
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る㉚
。
そ
れ
は
、
詞
書
に
は
「
伴
野
の
市
庭
の

在
家
」
で
歳
末
の
別
時
念
仏
が
行
わ
れ
、
紫
雲
が
初
め
て
立
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る

の
に
、
絵
画
部
分
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、「
伴
野
の
市
庭
」
で
あ
る
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
藤
原
氏
に
よ
れ
ば
、「
市
庭
の
在
家
と
は
、
市
の
近
辺
に
あ
っ
て
定
住
し
て
い

る
者
が
居
住
し
て
い
た
家
屋
で
あ
り
、
か
な
り
平
均
的
な
面
積
を
持
つ
集
合
体
だ
っ

た
」
と
い
う
。
従
っ
て
伴
野
に
お
い
て
も
市
庭
と
は
別
に
市
庭
在
家
と
い
う
人
々
の

集
住
す
る
集
落
が
こ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
は
ず
で
、
実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
集
落
の

中
で
別
時
念
仏
を
修
し
た
は
ず
で
あ
る
が
、
絵
師
は
そ
の
よ
う
な
集
落
を
描
か
な
い

で
市
庭
の
み
を
描
き
、
そ
の
結
果
人
気
の
な
い
所
で
念
仏
を
修
し
た
よ
う
な
場
面
に

な
っ
た
と
い
う
の
が
藤
原
氏
の
考
え
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
在
家
に
対
す
る
藤
原
氏
の

深
い
理
解
が
も
と
に
な
っ
た
『
聖
絵
』
の
読
み
で
、
聞
く
べ
き
指
摘
で
あ
ろ
う
。

絵
師
が
な
ぜ
詞
書
を
こ
の
よ
う
に
読
み
違
え
た
の
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
聖
絵
』
の
絵
画
部
分
と
詞
書
の
間
に
は
こ
の
よ
う
な

齟
齬
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

『
聖
絵
』
は
中
世
の
風
景
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
の
か
、と
い
う
視
点
で
善
光
寺
の

場
面
、
佐
久
地
方
遊
行
に
か
か
わ
る
諸
場
面
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
。
最
後

に
要
点
を
整
理
し
て
む
す
び
に
か
え
る
こ
と
と
す
る
。

一　

善
光
寺
の
場
面
に
関
し
て
は
、
犀
川
な
ど
周
辺
の
自
然
景
観
や
伽
藍
配
置
な
ど

に
つ
い
て
は
比
較
的
正
確
に
描
い
て
い
る
が
、
本
堂
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
当
時

す
で
に
縦
長
の
撞
木
造
り
構
造
を
し
て
い
た
は
ず
の
も
の
を
横
長
構
造
に
描
く
な

ど
、
他
の
寺
院
と
よ
く
似
た
類
型
的
な
描
き
方
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
然
景

観
や
伽
藍
配
置
な
ど
大
き
な
部
分
に
つ
い
て
は
聖
戒
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
情
報
に

拠
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
本
堂
の
構
造
な
ど
細
部
に
つ
い
て
は
絵
師
が
拠
る
べ
き

情
報
を
持
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二　

佐
久
地
方
の
遊
行
の
場
面
に
見
ら
れ
る
詞
書
と
絵
画
部
分
の
齟
齬
に
つ
い
て
は
、

編
者
聖
戒
が
、
物
事
の
結
論
を
最
初
に
述
べ
る
と
い
う
手
法
を
と
り
、
遊
行
の
順
序

と
し
て
は
最
後
で
あ
っ
た
伴
野
を
最
初
に
持
っ
て
き
て
描
き
、一
連
の
佐
久
遊
行
の

中
で
は
最
も
重
要
な
土
地
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、そ
れ
と
関
連
し
て
踊
り
念
仏
が
最
初
に
行
わ
れ
た

場
所
も
、
小
田
切
の
里
の
あ
る
武
士
の
館
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

注①　
金
井
清
光
「『
一
遍
聖
絵
』
の
文
学
」（『
時
衆
と
中
世
文
学
』
東
京
美
術
、一
九
七
五

年
）。

②　

黒
田
日
出
男
『
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
別
冊 

歴
史
を
読
み
直
す
10　

中
世
を
旅
す

る
人
々
―
『
一
遍
聖
絵
』
と
と
も
に
―
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
三
年
。

③　

藤
井
恵
介
「
絵
巻
物
の
建
築
図
は
信
頼
で
き
る
か
―
『
一
遍
上
人
絵
伝
』
の
寺
院
・

神
社
図
を
通
し
て
考
え
る
―
」（
黒
田
日
出
男
ほ
か
編
『
絵
巻
物
の
建
築
を
読
む
』
東

京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）。

④　

砂
川　

博
「『
一
遍
聖
絵
』
巻
五
の
詞
と
絵
（
下
）」（
砂
川
博
編
『
一
遍
聖
絵
と
時

衆
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
九
年
）。

⑤　

金
井
清
光
「
宗
教
絵
巻
と
し
て
の
『
一
遍
聖
絵
』」（『
一
遍
の
宗
教
と
そ
の
変
容
』

岩
田
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）。

⑥　

山
内　

譲
「
一
遍
の
旅
⑴
―
鎌
倉
・
片
瀬
―
」（『
ソ
ー
シ
ア
ル
・
リ
サ
ー
チ
』
三
四

号
、二
〇
〇
九
年
）。
同
「
一
遍
の
風
景
―
畿
内
・
播
磨
の
旅
―
」（
山
内　

譲
編
『
古

代
・
中
世
伊
予
の
人
と
地
域
』
関
奉
仕
財
団
、
二
〇
一
〇
年
）。

⑦　

放
牧
さ
れ
た
牛
を
ど
う
見
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
研
究
者
の
意
見
が
分

か
れ
て
い
る
。
黒
田
日
出
男
氏
は
、こ
の
善
光
寺
の
場
面
と
の
ち
の
伴
野
の
場
面
に
放

牧
さ
れ
た
牛
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
の
よ
う
な
牛
の
場
面
は
、
信
濃
国

の
実
景
の
描
写
と
い
う
よ
り
も
、信
濃
国
が
牧
の
発
達
し
た
地
で
あ
っ
た
と
い
う
都
人

の
知
識
を
前
提
に
し
て
、京
都
を
中
心
と
し
た
畿
内
地
域
で
は
当
た
り
前
の
河
原
な
ど

に
牛
が
放
牧
さ
れ
て
い
る
風
景
が
、い
わ
ば
信
濃
の
牧
の
表
現
と
し
て
「
代
入
」
さ
れ
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た
、
信
濃
「
ら
し
さ
」
の
表
現
で
あ
る
と
す
る
（「
旅
と
風
景
」
前
掲
注
②
『
朝
日
百

科
日
本
の
歴
史
別
冊
歴
史
を
読
み
直
す
10 

中
世
を
旅
す
る
人
々
』）。
一
方
、
金
井
清

光
氏
は
、
上
記
の
よ
う
な
黒
田
氏
の
所
説
を
批
判
し
、
こ
の
場
面
は
単
な
る
放
牧
牛
の

写
生
で
は
な
く
、善
光
寺
の
大
伽
藍
と
密
接
な
関
連
を
も
つ
牛
婆
布
引
伝
説
（
い
わ
ゆ

る
「
牛
に
引
か
れ
て
善
光
寺
参
り
」）
の
原
形
な
い
し
萌
芽
を
意
味
し
て
い
る
、
と
す

る
（「『
一
遍
聖
絵
』
十
二
名
画
と
そ
の
宗
教
的
意
味
（
三
）」『
時
衆
文
化
』
四
号
、

二
〇
〇
一
年
）。

⑧　

小
林
計
一
郎
『
善
光
寺
史
研
究
』
第
二
章
「
善
光
寺
の
造
営
」
信
濃
毎
日
新
聞
社
、

二
〇
〇
〇
年
。
牛
山
佳
幸「
中
世
善
光
寺
の
伽
藍
―
火
災
と
再
建
事
業
を
通
し
て
見
る

―
」（
田
中
欣
一
編
『
善
光
寺
大
紀
行
』
一
草
舎
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）。

⑨　

坂
井
衡
平
氏
は
、『
尊
卑
分
脈
』
の
、
高
井
郡
の
井
上
氏
の
一
族
井
上
盛
長
の
項
に

「
文
永
五
、
善
光
寺
を
焼
き
払
う
に
よ
り
、
誅
せ
ら
れ
了
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
紹
介
し
、
背
景
に
別
当
職
を
め
ぐ
る
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
（『
善

光
寺
史
（
下
）』
東
京
美
術
、
一
九
六
九
年
）。

⑩　

福
山
敏
男
「
建
築
」（『
日
本
絵
巻
物
全
集
十
一 
一
遍
聖
絵
』
解
説
、
角
川
書
店
、

一
九
七
五
年
）。

⑪　

金
井
清
光
前
掲
注
⑦
「『
一
遍
聖
絵
』
十
二
名
画
と
そ
の
宗
教
的
意
味
（
三
）」。

⑫　

砂
川　

博
「『
一
遍
聖
絵
』
巻
一
の
詞
と
絵
」（『
時
衆
文
化
』
一
三
号
、二
〇
〇
六
年
）。

⑬　

小
林
計
一
郎
前
掲
注
⑧
『
善
光
寺
史
研
究
』
第
二
章
「
善
光
寺
の
造
営
」。

⑭　

根
津
美
術
館
学
芸
部
編
『
根
津
美
術
館
蔵
品
選
〈
仏
教
美
術
編
〉』
根
津
美
術
館
、

二
〇
〇
一
年
。

⑮　

村
松
加
奈
子
「
中
世
浄
土
真
宗
に
お
け
る
善
光
寺
如
来
絵
伝
と
聖
徳
太
子
絵
伝
の
共

存
―
本
證
寺
本
善
光
寺
如
来
絵
伝
の
図
像
を
も
と
に
―
」（
名
古
屋
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
美
学
美
術
史
研
究
室
編
・
刊
『
美
学
美
術
史
研
究
論
集
』
二
一
号
、二
〇
〇
五
年
）。

⑯　

小
林
計
一
郎
氏
は
、『
聖
絵
』
と
本
證
寺
図
に
描
か
れ
た
本
堂
の
構
造
の
違
い
は
、『
聖

絵
』
が
正
式
の
本
堂
が
出
来
上
が
る
前
の
「
仮
堂
」
を
描
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
し

て
い
る
（
前
掲
注
⑧
「
善
光
寺
の
造
営
」）。
し
か
し
こ
れ
は
首
肯
し
か
ね
る
。
な
ぜ
な

ら
、
仮
に
『
聖
絵
』
が
描
い
た
の
が
文
永
八
年
春
の
一
遍
の
初
度
参
詣
時
の
姿
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
同
年
十
月
に
は
造
営
供
養
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
遍
参

詣
の
時
点
で
ま
だ
「
仮
堂
」
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、

『
聖
絵
』
制
作
時
の
姿
を
描
い
た
と
す
れ
ば
、
な
お
さ
ら
「
仮
堂
」
で
は
あ
り
え
な
い
。

⑰　

小
林
計
一
郎
「
善
光
寺
信
仰
の
普
及
」（『
長
野
県
史
通
史
編
第
二
巻
中
世
一
』
長
野

県
史
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
）。
牛
山
佳
幸
前
掲
注
⑧
「
中
世
善
光
寺
の
伽
藍
」。

⑱　

建
築
史
の
視
点
か
ら
中
世
の
善
光
寺
本
堂
の
構
造
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
宮
澤

智
士
氏
は
、
本
堂
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
ま
で
に
撞
木
造
の
仏
堂
と
し
て
完
成
し
、
庶
民

大
衆
に
開
け
た
秩
序
あ
る
大
空
間
を
有
し
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
（「
善
光
寺
建
築

の
中
世
」
笹
本
正
治
・
土
本
俊
和
編
『
善
光
寺
の
中
世
』
高
志
書
院
、二
〇
一
〇
年
）。

⑲　

河
内
国
磯
長
の
聖
徳
太
子
廟
、
淡
路
国
二
宮
の
場
面
で
は
、
一
遍
の
死
後
聖
戒
が
そ

の
地
を
訪
れ
た
こ
と
が
詞
書
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。

⑳　

藤
井
恵
介
前
掲
注
③
「
絵
巻
物
の
建
築
図
は
信
頼
で
き
る
か
」。

㉑　

井
原
今
朝
男
「
荘
園
の
支
配
と
構
造
」（『
長
野
県
史
通
史
編
第
二
巻
中
世
一
』
長
野

県
史
刊
行
会
、
一
九
八
六
年
）。

㉒　

井
原
今
朝
男
「
信
濃
国
大
井
荘
落
合
新
善
光
寺
と
一
遍
（
上
）」（『
時
衆
文
化
』
一
六

号
、
二
〇
〇
七
年
）。

㉓　

林　
　

譲「
一
遍
の
踊
り
念
仏
研
究
ノ
ー
ト
―
特
に
歳
末
別
時
念
仏
と
の
関
係
を
中

心
に
―
」（『
時
宗
教
学
年
報
』
二
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
）。

㉔　

砂
川　

博
「『
一
遍
聖
絵
』
を
読
み
直
す
（
一
）」（『
時
衆
文
化
』
四
号
、二
〇
〇
一

年
、
の
ち
『
一
遍
聖
絵
研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
三
年
、
に
収
録
）。

㉕　

牛
山
佳
幸「
一
遍
と
信
濃
の
旅
を
め
ぐ
る
二
つ
の
問
題
―
在
地
の
武
士
や
所
領
と
の

関
係
に
つ
い
て
―
」（『
時
衆
文
化
』
九
号
、
二
〇
〇
四
年
）。

㉖　

井
原
今
朝
男
前
掲
注
㉒
「
信
濃
国
大
井
荘
落
合
新
善
光
寺
と
一
遍
（
上
）」。

㉗　

山
内　

譲
「
一
遍
の
一
族
―
鎌
倉
時
代
の
伊
予
河
野
氏
―
」（『
日
本
歴
史
』
七
六
三

号
、
二
〇
一
一
年
）。

㉘　

五
来　

重
「
一
遍
と
高
野
・
熊
野
お
よ
び
踊
念
仏
」（『
日
本
絵
巻
物
全
集
十
一 

一

遍
聖
絵
』
解
説
、
角
川
書
店
、
一
九
七
五
年
）。

㉙　

桜
井
好
朗
『
中
世
日
本
の
王
権
・
宗
教
・
芸
能
』
人
文
書
院
、一
九
八
八
年
。
砂
川

　

博
「『
一
遍
聖
絵
』
の
論
点
」、同
「『
一
遍
上
人
絵
詞
伝
』
に
お
け
る
『
一
遍
聖
絵
』

の
受
容
」（
と
も
に
『
中
世
遊
行
聖
の
図
像
学
』
岩
田
書
院
、
一
九
九
九
年
）。

㉚　

藤
原
良
章
「
絵
画
資
料
再
論
」（
小
野
正
敏
ほ
か
編
『
モ
ノ
と
コ
コ
ロ
の
資
料
学
―

中
世
史
料
論
の
新
段
階
―
』
高
志
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）。（

松
山
大
学
法
学
部
教
授
）


