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肖
像
と
説
話

　
日
本

の
中
世
期

（十
二
世
紀
末
期
～
十
六
世
紀
末
期
）
、
い
わ

ゆ
る

「
似

絵
」
と
い
う
肖
像
画
が
流
行
す
る
。

神
仏
や
高
僧
な
ど
宗
教
的
な
礼
拝
の
対
象
Ｌ
は
異
な
る
俗
人

（天
皇
・
公
卿
・
武
家
）
の
肖
像
が
、
権
力
の
証
し
や
崇

敬
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
肖
像
画
と
い
う
媒
体
を
必
要
と
す
る
時
代
の
到
来
、
そ
れ
が
中
世
で
あ

り
、
こ
の
対
象
に
応
じ
て
肖
像
を
め
ぐ
る
言
説
も
種
々
増
殖
し
て
い
く
。

た
と
え
ば
、
藤
原
信
実
作
の

「似
絵
」
が
と
く
に
有
名
で
あ
る
が
、
十
三
世
紀
中
ご
ろ
の
説
話
集

『古
今
著
聞

集
』
巻
十

一
「画
図
」
に
そ
の
逸
話
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
説
話
集
を
は
じ
め
口
伝
や
聞
書
な
ど
の
説
話
に
肖
像
に

か
ん
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
話
題
が
見
え
る
こ
と
は
、
い
ま
ま
で
十
分
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
つ
た
よ
う
に
思
う
。
肖
像
を

問
題
に
す
る
際
、
説
話
は
欠
か
せ
な
い
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
説
話
は
い
つ
、
だ
れ
が
、
ど
の
よ
う
に

肖
像
を
描
い
た
の
か
、
だ
れ
が
作
ら
せ
、
だ
れ
が
ど
う
見
た
の
か
、
肖
像
画
そ
の
も
の
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
人
び

と
に
与
え
た
の
か
等
々
を
き
わ
め
て
端
的
、
明
解
に
知
ら
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
中
世
の

説
話
を
中
心
に
肖
像
の
言
説
を
分
析
し
て
み
た
い
。

人
知
を
超
え
て
　
い
ま
ふ
れ
た

『古
今
著
聞
集
』
「
画
図
」
の
部
は
、
平
安

・
鎌
倉
期

（十
一
～
十
三
世
紀
）
の
絵
画
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事
情
を
う
か
が
う
絶
好
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
に
次
の
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

十

一
世
紀
、
時
の
花
山
院
が
書
写
山
の
性
空
上
人
を
尊
び
、
山
で
対
面
す
る
際
、
絵
師
を
隠
し
て
連
れ
て
い
き
、

こ
っ
そ
り
肖
像
を
描
か
せ
た
と
こ
ろ
、
山
が
響
き
大
地
が
ゆ
れ
動
い
た
の
で
、
性
空
は

「私
の
姿
を
写
し
た
た
め
に

地
震
が
起
き
た
の
で
す
」
と
伝
え
、
花
山
院
の
信
心
は
ま
す
ま
す
深
ま
っ
た
。
ま
た
、
上
人
の
顔
に
は
あ
ざ
が
あ
つ

た
の
を
、
絵
師
は
見
落
と
し
て
い
た
が
、
地
震
騒
ぎ
で
筆
を
絵
の
上
に
落
と
し
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
上

人
の
あ
ざ
の
部
分
に
当
た
っ
て
墨
が
つ
き
、
本
物
の
あ
ざ
と
寸
分
違
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
図
は
現
在
、
山
の
宝
蔵
に

あ
る
と
い
う
。

こ
の
話
は
、
肖
像
画
制
作
秘
話
の
意
義
を
も
つ
。
王
が
肖
像
を
必
要
と
す
る
の
は
、
信
心
の
証
し
と
し
て
実
物
の

か
わ
り
に
身
近
に
お
い
て
礼
拝
す
る
た
め
で
あ
る
。
肖
像
は
実
物
の
代
償
、
形
代
で
も
あ
る
。
王
に
と

っ
て
は
実
物

と
等
価
値
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
描
か
れ
る
存
在
を
絵
画
に
凝
結
さ
せ
、
普
遍
性
や
永
遠
性
を
付
与
し
よ

う
と
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
王
は
肖
像
に
よ
っ
て
性
空
を
支
配
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

っ
そ
り
写
さ
せ
た
た
め
地
震
が
起
き
た
と
い
う
件
は
、
肖
像
を
描
く
行
為
に
本
源
的
な
神
秘
性
が
残

っ
て
い
た
こ
と

を
示
す
が
、
王
に
よ
る
支
配
へ
の
警
告
と
も
読
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「写
す
」
と
い
う
こ
と
は
、
「映
す
」

は
も
と
よ
り
、
「移
す
」
「遷
す
」
こ
と
に
通
ず
る
。
肖
像
画
に
よ

つ
て
、
描
か
れ
た
者
の
魂
や
本
性
が
抜
き
と
ら
れ
、

文
字
ど
お
り
写
し

（移
し
）
と
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
地
震
は
そ
の
こ
と

へ
の
警
鐘
で
あ
り
、
感
嘆
で

も
あ
ら
た
ろ
う
ｃ

落
と
し
た
筆
が
あ
ざ
を
描
き
当
て
る
の
は
、
人
知
を
超
え
た
な
に
も
の
か
が
描
か
せ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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そ
の
こ
と
が
実
物
の
尊
崇
を
高
め
る
効
果
を
も
ち
、
同
時
に
肖
像
画
を
よ
り
神
秘
的
に
し
、
権
威
化
す
る
。
性
空
の

異
能
性
を
き
わ
だ
た
せ
、
あ
わ
せ
て
そ
の
肖
像
画
の
価
値
を
絶
対
化
す
る
。
こ
の
説
話
は
、
そ
れ
を
花
山
院
と
い
う

異
形
の
王
が
認
知
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る

（花
山
院
の
異
形
性
は
歴
史
物
語
の

『大
鏡
」
に
詳
し
い
）。
こ
こ
で
は
絵
師

は
無
名
化
し
、
固
有
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
描
か
れ
る
性
空
と
描
か
せ
る
王
者
と
の
関
係
性
が
問
わ
れ
て
い

る
。
王
と
僧
が
向
か
い
合
う
構
図
は
、
王
権
を
維
持
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
仏
法
の
守
護
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
象
徴

に
肖
像
画
が
あ

っ
た
。

古
代
九
世
紀
の

『日
本
霊
異
記
』
に
は
、
盗
ま
れ
た
六
道
絵
が
市
で
売
ら
れ
そ
う
に
な

っ
た
と
き
、
画
面
に
描
か

れ
た
六
道
世
界
の
衆
生

（生
き
と
し
生
け
る
も
の
）
が
お
め
き
声
を
あ
げ
た
た
め
、
盗
品
だ

っ
た
こ
と
が
露
見
す
る
話

が
あ
る

（上
巻
第
三
五
）。
こ
れ
は
描
か
れ
た
モ
ノ

（霊
魂
）
が
声
を
発
す
る
特
異
な
例
で
は
あ
る
が
、
前
近
代
の
絵
画

に
は
近
代
的
な
合
理
主
義
だ
け
で
は
お
し
は
か
れ
な
い
独
特
の
意
味
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
れ
は
絵
画
に

と
ど
ま
ら
ず
、
門
の
額
の
文
字
が
人
の
形
と
な

っ
て
抜
け
で
て
く
る
話

（『江
談
抄
』
一
）
な
ど
の
よ
う
に
、
文
字
の

場
合
も
同
様
で
あ
る
。

性
空
の
肖
像
は
、
あ
ざ
が
描
か
れ
て
は
じ
め
て
完
成
す
る
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
の
は
人
で
は
な
か
っ
た
。
絵
画

に
は
そ
う
し
た
不
可
知
の
力
が
作
用
す
る
。
近
代
的
な
絵
画
論
で
は
立
ち
ゆ
か
な
い
次
元
に
あ

っ
た
。
神
仏
の
擁
護

を
得
て
は
じ
め
て
肖
像
も
な
り
た
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
仏
か
ら
無
数
の
化
仏
が
放
た
れ
る
よ
う
に
、
肖
像
も
ま
た

特
定
の
対
象
人
物
か
ら
発
し
た
化
仏
に
近
い
と
い
え
る
。

以
上
、
こ
こ
の
説
話
の
役
割
と
し
て
、
肖
像
画
制
作
秘
話
に
見
る
肖
像
画
と
客
体
の
神
秘
化
の
増
強

（描
か
せ
る
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人
と
描
か
れ
る
人
の
関
係
）
が
う
か
が
え
る
。

顔
の
な
か
か
ら
顔
が
　
王
が
僧
を
描
か
せ
る
類
似
の
設
定
に
以
下
の
例
が
あ
る
。
も
と
も
と
は
中
国
の
話
題
で
あ
る

が
、
日
本
の
説
話
集
や
密
教
系
の
修
法
図
像
書
な
ど
に
も
多
く
見
え
る
有
名
な
話
だ
。
こ
こ
で
は

『宇
治
拾
遺
物

語
』
を
ひ
く
。

宝
誌
和
尚
と
い
う
た
い
そ
う
尊
い
人
物
が
お
り
、
帝
は
そ
の
姿
を
肖
像
に
画
き
と
ど
め
よ
う
と
、
絵
師
三
人
を
つ

か
わ
す
。　
一
人
だ
け
で
は
描
き
ま
ち
が
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
と
三
人
が
派
遣
さ
れ
る
。
い
ざ
描
こ
う
と
す
る
と
、
宝

誌
は

「ち
ょ
っ
と
待
て
、
私
に
は
本
当
の
姿
が
あ
る
か
ら
そ
れ
を
見
て
描
い
て
ほ
し
い
」
と
い
っ
て
、
親
指
の
爪
で

額
の
皮
を
左
右
に
裂
き
開
く
と
、
な
か
か
ら
金
色
の
菩
薩
が
顔
を
差
し
だ
し
た
。　
一
人
は
十

一
面
観
音
と
見
、　
一
人

は
聖
観
音
と
見
、
そ
の
と
お
り
描
い
た
。
そ
れ
を
見
て
驚
い
た
帝
は
、
別
の
使
い
に
様
子
を
見
に
い
か
せ
る
と
、
宝

誌
は
か
き
消
す
よ
う
に
姿
を
消
し
て
い
た
と
い
う

（第
一
〇
七
）。

こ
れ
も
王
の
指
示
で
絵
師
が
僧
を
描
く
、
前
の
性
空
の
話
と
モ
チ
ー
フ
を
等
し
く
す
る
。
僧
が
額
を
割

っ
て
真
の

姿
が
観
音
だ

つ
た
こ
と
を
見
せ
る
、
観
音
化
身
諄
で
あ
る
。
宝
誌
の
観
音
化
身
説
は
中
国
に
も
早
く
か
ら
あ
り
、
そ

の
化
身
説
を
裏
づ
け
る
話
で
、
宝
誌
の
真
相
＝
深
層
が
肖
像
画
を
契
機
に
周
知
さ
れ
る
。

額
を
裂
い
て
真
の
姿
を
露
顕
さ
せ
る
話
は
、
ほ
か
に
も
同
じ

『宇
治
拾
遺
物
語
』
に
見
え
る
。
丹
後
国
の
老
尼
が

地
蔵
に
会
い
た
い

一
心
で
暁
に
徘
徊
中
、
博
打
に
紹
介
さ
れ
て
地
蔵
と
い
う
名
の
童
に
会
う
と
、
童
は
手
に
し
て
い

た
笞
で
額
を
切
り
裂
く
。
す
る
と
、
な
か
か
ら
地
蔵
菩
薩
の
顔
が
見
え
た
、
と
い
う

（第
一
六
）。
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一
方
は
高
僧
、　
一
方
は
庶
民
の
童
と
い
う
差
は
あ
る
が
、
額
の
な
か
か
ら
菩
薩
の
顔
が
の
ぞ
く
モ
チ
ー
フ
で
共
通

す
る
。
額
の
奥
底
か
ら
の
ぞ
け
る
内
部
に
こ
そ
真
の
顔
や
姿
が
あ
り
、
表
面
は
ま
さ
に
仮
面
に
す
ぎ
な
い
。
顔
の
二

重
性
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
存
在
そ
の
も
の
の
正
真
の
提
示
で
あ
る
。
変
相
や
変
身
諄
に
も
つ
ら
な
る
が
、
そ
れ
だ
け

生
身

へ
の
期
待
が
高
か

つ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
神
仏
の
身
体
性
が
指
向
さ
れ
て
い
た
。
中
世
に
よ
く
出
て
く
る

「外
面
似
菩
薩
、
内
心
如
夜
叉
」
（外
面
は
菩
薩
に
似
る
が
内
心
は
鬼
夜
叉
の
よ
う
だ
）
と
い
う
女
人
蔑
視
の
成
句
な
ど
も
、

こ
の
よ
う
な
肖
像
の
問
題
か
ら
あ
ら
た
に
照
射
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
宝
誌
は
、
中
国
六
朝
時
代

（五
、
六
世
紀
）
の
梁
の
僧
で
予
言
を
よ
く
し
た
僧
と
し
て
知
ら
れ
、
早
く
か
ら
伝

説
化
さ
れ
て
い
た
。
日
本
で
は
、
日
本
の
終
末
を
予
見
す
る

『野
馬
台
詩
』
と
い
う
未
来
記

（予
言
書
）
を
書
い
た

僧
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
孟
蘭
盆
会
に
相
当
す
る
水
陸
会
の
始
祖
と
も
さ
れ
、
中
世
神
道
で
は
、
天
照
大
神

と
同
体
と
さ
れ
る
に
い
た
る
。
こ
の
肖
像
説
話
が
ひ
ろ
ま
る
背
景
に
は
、
観
音
化
身
説
と
と
も
に
日
本
産
の
宝
誌
像

の
問
題
が
お
お
き
く
関
与
し
て
お
り
、
相
互
補
完
の
関
係
に
あ
る
。

肖
像
の
問
題
で
い
え
ば
、
肖
像
の
真
相
は
け

っ
し
て
表
面
だ
け
で
は
見
え
な
い
、
そ
の
裏
面
に
こ
そ
真
実
が
隠
さ

れ
て
い
る
、
そ
れ
を
あ
ば
き
だ
す
の
が
肖
像
画
の
本
質
や
使
命
だ
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
焦
点
は
描

か
れ
る
存
在
の
側
に
あ
り
、
描
く
側
は
そ
の
対
象
に
圧
倒
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
絵
師
は
、
対
象
の
真
実
を
伝
え
る

報
道
者
の
役
割
を
も
つ
に
と
ど
ま
る
。
描
か
れ
る
対
象
の
絶
対
性
や
優
位
性
は
ゆ
る
が
な
い
。

ま
た
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
話
は
、
表
面
の
顔
を
描
か
れ
る
の
を
忌
避
し
た
話
と
し
て
も
読
め
る
。
観
音
の
姿

を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
、
表
面
の
顔
は
無
化
さ
れ
る
。
存
在
そ
の
も
の
が
か
き
消
す
ご
と
く
消
え
て
し
ま
う
わ
け
で
、
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真
相
を
あ
ら
わ
に
す
る
よ
う
で
い
て
、
結
局
外
面
は
消
え
て
し
ま
う
。
実
際
、
宝
誌
は
姿
そ
の
も
の
を
消
す
こ
と
で
、

宝
誌
と
し
て
の
顔
の
痕
跡
を
抹
殺
し
た
と
見
な
せ
る
。
通
常
の
宝
誌
の
顔
は
仮
面
に
す
ぎ
ず
、
観
音
は
ま
た
別
の
存

在
に
い
く
ら
で
も
変
化
し
う
る
わ
け
だ
か
ら
、
ゼ
ロ
記
号
の
よ
う
な
も
の
で
、
宝
誌
と
い
う
個
性
は
無
化
さ
れ
、
煙

に
巻
か
れ
る
始
末
に
な
る
。
だ
ま
し
だ
ま
さ
れ
る
仕
掛
け
を
物
語
の
方
法
と
す
る

『宇
治
拾
遺
物
語
』
の
本
性
に
も

か
な

っ
た
典
型
例
で
も
あ
る
。

ボ
ス
ト
ン
美
術
館
に
、
宝
誌
が
観
音
の
顔
に
変
じ
た
刹
那
を
描
い
た
中
国
の
図
像
が
あ
る
が
、　
一
種
の
演
劇
的
な

話
で
も
あ
り
、
寸
劇
仕
立
て
に
も
な
る
結
構
を
も
つ
。
現
在
は
京
都
国
立
博
物
館
に
あ
る
西
往
寺
蔵
の
宝
誌
和
尚
像

も
有
名
で
、
観
音
像
の
顔
が
裂
け
た
な
か
か
ら
ま
た
顔
が
の
ぞ
く
奇
怪
な
形
に
な

っ
て
い
る
。
説
話
と
図
像
が

一
体

と
な

っ
た
例
と
い
え
よ
う
。
密
教
の
図
像
書
に
こ
の
話
が
多
く
ひ
か
れ
る
の
も
、
図
像
の
儀
礼
に
か
か
わ
る
起
源
諄

と
し
て
の
意
義
を
も

っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

以
上
、
こ
こ
で
の
説
話
の
役
割
は
肖
像
の
起
源
を
示
し
、
肖
像
画
の
神
秘
化
に
加
え
、
肖
像
の
表
層
と
深
層

（真

相
）
の
提
示
に
あ
る
と
い
え
る
。

楊
貴
妃
の
ほ
く
ろ
　
帝
が
肖
像
を
描
か
せ
る
話
は
ま
だ
あ
る
。
『平
家
物
語
』
諸
本
の
な
か
で
も
、
語
り
物
系
の

「語
り
本
」
に
た
い
す
る
講
釈
系
の

「
読
み
本
」
を
代
表
し
、
比
較
的
古

い
名
残
を
と
ど
め
る
延
慶
本
に
見
え
る
。

白
楽
天
の

「長
恨
歌
」
（『白
氏
文
集
』）
で
名
高
い
、
玄
宗
と
楊
貴
妃
に
ま
つ
わ
る
話
題
で
、
こ
ん
ど
は
僧
が
楊
貴
妃

を
描
く
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
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楊
貴
妃
は
仙
女
で
あ
り
、
玄
宗
と
別
れ
、
蓬
莱
に
も
ど
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
兄
の
楊
国
忠
の
勧
め
で
、

息
災
を
祈

っ
て
密
教
僧
の

一
行
を
招
い
て
菩
薩
戒
を
う
け
る
。
楊
国
忠
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
安
禄
山
は
、
玄
宗

に
読
言
し
、　
一
行
と
楊
貴
妃
の
関
係
を
警
告
す
る
。
そ
こ
で
玄
宗
は
、　
一
行
に
楊
貴
妃
の
肖
像
を
描
か
せ
る
。　
一
行

は

「大
唐

一
の
に
せ
絵
の
上
手
」
で
あ

っ
た
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、
筆
を
と
り
外
し
て
、
楊
貴
妃
の
お
へ
そ
に
当

た
る
箇
所
に
墨
を
つ
け
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
実
際
の
ほ
く
ろ
を
い
い
当
て
て
し
ま

っ
た
た
め
、
玄
宗
は
関
係
を
疑

い
、
怒

っ
て

一
行
を
火
羅
国
に
流
す
。
闇
に
惑
う

一
行
を
あ
わ
れ
に
思

っ
た
天
道
は
星
座
の
九
曜
と
な

っ
て
あ
ら
わ

れ
、　
一
行
は
感
動
の
あ
ま
り
、
指
を
喰
い
き

っ
て
、
血
で
衣
の
袂
に
そ
の
図
像
を
描
く
。
「火
羅
の
図
」
と
呼
ば
れ

る

「九
曜
曼
陀
羅
」
と
は
こ
の
こ
と
を
い
う
の
だ
、
と
あ
る
。

「長
恨
歌
」
の
故
事
か
ら
の
派
生
と
み
な
せ
る
話
で
、
「似
絵
」
の
用
例
と
し
て
も
注
目
さ
れ
る
。
「似
絵
」
の
名
手
、

一
行
阿
閣
梨
の
落
と
し
た
筆
が
は
か
ら
ず
も
楊
貴
妃
の
へ
そ
の
ほ
く
ろ
を
露
見
さ
せ
て
し
ま
い
、
王
の
怒
り
を
か

つ

て
配
流
さ
れ
る
が
、
間
の
な
か
で
の
霊
験
で
あ
る
九
曜
出
現

（星
座
を
さ
す
）
を
指
の
血
で
描
き
、
そ
れ
が
後
世
に
名

高
い

「火
羅
の
図
」
の
九
曜
曼
陀
羅
と
な

つ
た
と
い
う
。
曼
陀
羅
図
が
ど
の
よ
う
に
制
作
さ
れ
た
か
を
伝
え
る
由
来

や
縁
起
の
話
と
な
る
。
説
話
の
構
造
と
し
て
は
、
后
と
僧
の
密
通
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
モ
チ
ー
フ
が
基
本
に

あ
る
。
こ
れ
に
、
肖
像
画
作
成
中
の
ミ
ス
が
真
実
を
い
い
当
て
て
し
ま
う
意
外
性
が
読
者
を
ひ
き
つ
け
る
。
よ
く
で

き
た
説
話
で
あ
る
。
「長
恨
歌
」
で
知
ら
れ
る
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
が
伝
わ

っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
別
伝
や

裏
話
と
し
て
関
心
を
集
め
や
す
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
の
肖
像
画
は

一
行
の
真
意
を
は
か
る
た
め
の
方
便
で
あ
り
、
そ
れ
が
思
わ
ぬ
展
開
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
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る
。
先
の
性
空
上
人
の
あ
ざ
の
例
と
も
響
き
あ
う
。
性
空
の
場
合
は
、
地
震
に
よ
る
落
筆
が
仏
の
霊
験
と
し
て
作
用

し
、
最
後
の
仕
上
げ
を
す
る
の
に
た
い
し
、　
一
行
の
場
合
は
ミ
ス
に
よ
る
落
筆
が
真
相
を
あ
ば
き
だ
し
て
し
ま
う
顛

末
と
な
る
。
い
ず
れ
も
人
知
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
肖
像
が
完
成
さ
れ
る
仕
組
み
と
し
て
共
通
す
る
。

こ
の
よ
う
な
説
話
は
、
ど
う
い
う
場
所
で
意
味
を
も
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
鍵
は
九
曜
曼
陀
羅
の
い
わ
れ
を

語
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
九
曜
曼
陀
羅
を
掛
け
た
現
場
、
す
な
わ
ち
儀
礼
の
法
会
に
ま
つ
わ
る
だ
ろ
う
。
儀
礼
を
な
り

た
た
せ
る
根
本
の
起
源
の
話
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。　
一
行
が
描
い
た
楊
貴
妃
の
肖
像
は
、
筆
を
落
と
す
こ
と
に
よ

っ
て
真
実
を
あ
ら
わ
し
た
が
、
曼
陀
羅
は
霊
験
、
奇
瑞
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
星
座
群
を
写
し
た
わ
け
で
、
こ
れ
も
ま

た
仏
の
肖
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
楊
貴
妃
の
俗
の
肖
像
と
聖
な
る
曼
陀
羅
が
、　
一
行
の
制
作
と
し
て
相
対
す
る
構
図

で
あ
る
。
俗
と
聖
の
対
比
、
落
筆
と
血
指
と
い
う
対
照
も
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
描
か
れ
る
楊
貴
妃
は
さ
ほ
ど
問
題
に
さ
れ
な
い
。
描
く
側
の

一
行
に
焦
点
が
移

っ
て
い
る
。

肖
像
と
儀
礼
の
問
題
と
し
て
は
、
前
の
宝
誌
や
性
空
の
例
と
も
か
さ
な
る
。　
一
行
の
影
供
の
儀
礼
と
こ
れ
ら
の
説

話
は
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
「影
供
」
と
は
、
礼
拝
の
対
象
と
な
る
仏
や
僧
聖
の
肖
像
を
掛
け
て
お
こ
な
う
儀

礼
を
い
う
。　
一
行
は
真
言
七
祖
の

一
人
と
し
て
、
そ
の
肖
像
が
祀
ら
れ
る
影
供
の
儀
礼
が
密
教
寺
院
で
お
こ
な
わ
れ

て
い
た
。
肖
像
画
の
対
象
が
、
肖
像
を
描
く
側
に
も
立
つ
、
双
方
向
の
役
割
を
演
ず
る
わ
け
で
、
こ
れ
も
ま
た
影
供

の
場
に
提
供
さ
れ
る
話
題
だ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
儀
礼
の
場
に
生
き
た
肖
像
言
説
の
典
型
だ
ろ
う
。

王
昭
君
は
美
人
か
　
楊
貴
妃
と
な
ら
び
、
中
国
の
故
事
で
有
名
な
王
昭
君
の
話
も
、
肖
像
と
の
関
連
で
見
の
が
せ
な
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い
。
こ
こ
で
は
、
描
か
れ
る
存
在
と
同
時
に
、
描
く
側
の
絵
師
の
裁
量
や
器
量
が
問
わ
れ
て
い
る
。
双
方
の
相
関
が

主
題
と
な
る
。
十
二
世
紀
の

『今
昔
物
語
集
』
巻

一
〇
第
五
に
み
る
。

漢
の
王
は
、
和
議
の
た
め
に
胡
に
後
宮
の
女
性
を
差
し
だ
す
こ
と
に
な

っ
た
が
、　
一
番
器
量
の
悪
い
女
性
を
差
し

だ
そ
う
と
い
う
計
画
で
、
全
員
の
肖
像
を
描
か
せ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
后
は
絵
師
に
賄
賂
を
贈

っ
て
美
人
に
描
い
て
も

ら
う
が
、
唯

一
、
王
昭
君
は
み
ず
か
ら
の
容
貌
を
誇
り
に
、
賄
賂
を
贈
ら
な
か

っ
た
た
め
、
絵
師
に
醜
く
描
か
れ
て

し
ま
い
、
結
局
選
ば
れ
て
胡
に
送
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
知

っ
た
王
は
後
悔
す
る
が
、
後
の
祭
り
で
あ

っ
た
。

も
と
も
と
中
国
に
あ
る
話
で
、
日
本
で
は
ほ
か
に
も

『う

つ
ほ
物
語
』
『唐
物
語
』
を
は
じ
め
、
『和
漢
朗
詠
集
』

な
ど
の
詩
歌
に
も
よ
ま
れ
、
歌
学
書
に
も
例
が
多
い
。
『今
昔
物
語
集
』
で
は
、
美
貌
に
騎

つ
て
絵
師
に
賄
賂
を
贈

ら
な
か
っ
た
王
昭
君

へ
の
批
判
で
閉
じ
ら
れ
る
。
王
昭
君
の
心
の
騰
り
に
話
を
収
束
さ
せ
る
の
が

『今
昔
物
語
集
』

の
論
理
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
肖
像
が
真
実
に
ど
れ
だ
け
近
づ
き
う
る
か
と
い
う
命
題
だ
け
で
は
な

く
、
肖
像
は
限
り
な
く
虚
偽
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
さ
し
く

「似
絵
」
は

「偽
絵
」

で
あ
り
、
そ
れ
は
真
実
と
虚
偽
の
二
項
対
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、
意
識
的
に
虚
偽
を
描
き
だ
す
も
の
で
も
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
「絵
空
ご
と
」
と
は
、
す
で
に

『古
今
著
聞
集
』
に
み
る
表
現
で
も
あ
る
が
、
賄
賂
を
与
え
な
か

っ

た
美
人
の
后
を
醜
悪
に
描
く
例
は
、
肖
像
が
絵
師
の
裁
量
し
だ
い
で
ど
う
に
で
も
左
右
さ
れ
る
と
い
う
当
然
の
こ
と

を
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。

偽
物
と
本
物
、
虚
実
の
あ
わ
い
に
、
肖
像
も
ま
た
あ
る
。
本
物
と
似
て
も
似
つ
か
な
い
代
物
が
、
こ
こ
で
は

一
人

の
人
生
を
変
え
て
し
ま
う
決
定
的
な
意
義
を
も
つ
。
肖
像
が
本
物
を
写
し
だ
し
て
い
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
な
け
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れ
ば
、
な
り
た
ち
え
な
い
話
だ
。
王
が
不
美
人
の
肖
像
を
選
び
だ
し
た
の
は
、
そ
れ
が
実
物
の
投
影
と
思
い
こ
ん
で

い
た
か
ら
で
、
そ
こ
に
肖
像
の
社
会
的
位
地
が
あ
り
、
同
時
に
肖
像
が
実
物
を
リ
ア
ル
に
描
く
だ
け
の
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
を
露
呈
さ
せ
る
。
注
文
主
体
や
作
ら
せ
る
側
の
意
向
や
趣
向
が
、
避
け
が
た
く
か
か
わ
る
の
だ
。

描
く
者
と
描
か
れ
る
者
と
描
か
せ
る
者
、
と
い
っ
た
相
関
に
肖
像
は
な
り
た
つ
。
こ
の
話
は
、
肖
像
の
も
つ
意
味

を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
『今
昔
物
語
集
』
の
結
語
は
、
賄
賂
に
応
じ
て
作
為
し
た
絵
師
が
糾
弾
さ

れ
る
こ
と
は
な
く
、
描
か
れ
た
者
の
騎
り
が
非
難
さ
れ
る

一
方
的
な
評
に
な
っ
て
い
て
、
王
昭
君
に
同
情
す
る

一
般

的
な
見
方
と
ず
れ
て
い
る
。

王
昭
君
の
肖
像
は
、　
一
種
の
似
顔
絵
や
人
相
書
き
的
な
も
の
に
機
能
が
似
か
よ
う
。
『今
昔
物
語
集
』
巻
二
四
第

五
は
、
絵
師
の
百
済
川
成
と
飛
騨
工
が
技
芸
を
競
い
あ
う
話
で
、
従
者
の
童
が
逃
走
し
た
た
め
、
川
成
が
そ
の
似
顔

絵
を
描
い
て
東
西
の
市
に
か
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
は
た
し
て
絵
と
ま

っ
た
く
同
じ
童
が
あ
ら
わ
れ
、
連
れ
戻
さ
れ
た

と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
王
昭
君
の
話
と
逆
に
、
肖
像
が
実
物
そ
の
も
の
を
リ
ア
ル
に
写
し
だ
し
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
。
そ
れ
が
絵
師
の
技
量
を
喧
伝
す
る
証
し
と
な

っ
て
い
る
。
「絵
師
伝
説
」
の
誕
生
と
い
っ
て
も
よ
い
。
描
く

側
に
重
点
が
お
か
れ
、
描
か
れ
る
側
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。

こ
の
説
話
で
は
、
肖
像
は
き
わ
め
て
実
用
的
な
方
便
と
し
て
あ
る
。
お
尋
ね
者
の
人
相
書
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

似
顔
絵
の
次
元
で
あ
り
、
性
空
や
宝
誌
ら
礼
拝
の
対
象
と
な
る
肖
像
と
は
目
的
や
用
途
が
お
お
き
く
異
な
る
。
肖
像

は
似
顔
絵
も
ふ
く
め
人
相
学
の
占
い
に
か
か
わ
る
問
題
な
ど
に
も
つ
ら
な
る
だ
ろ
う
。
い
ま
は
で
き
る
だ
け
ひ
ろ
く

問
題
群
を
と
り
だ
し
て
い
く
べ
き
と
思
う
。
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こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
中
世
の
物
語
群
の
お
伽
草
子
に
は
、
肖
像
を
見
て
恋
に
落
ち
る
モ
チ
ー
フ
が
い
く
つ
か
目
に

つ
く
。
昔
話
の

「絵
姿
女
房
」
の
パ
タ
ー
ン
と
い
つ
て
よ
く
、
肖
像
に
描
か
れ
た
人
物
が
、
そ
れ
を
見
る
人
物
に
ど

う
作
用
し
、
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
が
、
よ
く
う
か
が
え
る
。
「絵
姿
女
房
諄
と
お
伽
草
子
」
の
問
題
設
定
が
可
能
な

ほ
ど
で
あ
る
。
概
要
の
み
列
挙
す
れ
ば
、

『厳
島
の
本
地
』

『貴
船
の
本
地
』

『興
福
寺
の
由
来
物
語
』

『中
書
王
物
語
』

等
々
で
、
「源
氏
物
語
』
を
題
材
に
し
た
お
伽
草
子
の

『花
鳥
風
月
』
で
は
、
扇
に
描
か
れ
た
貴
公
子
が
だ
れ
か
、

貴
族
た
ち
の
あ
い
だ
の
論
争
に
な
り
、
判
定
の
た
め
に
呼
ば
れ
た
巫
女
の
鏡
に
在
原
業
平
や
光
源
氏
、
末
摘
花
な
ど

ま
で
も
登
場
す
る
。
絵
巻
や
絵
入
り
本
に
は
そ
の
様
が
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
。
物
語
モ
チ
ー
フ
と
し
て
浸
透
し
た
肖

像
の
問
題
で
あ
り
、
今
後
検
討
を
深
め
る
べ
き
課
題
だ
ろ
う
。
ま
さ
に

「似
姿
の
魔
術
」
と
い
え
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

イ
ソ
ッ
プ
の
肖
像
　
最
後
に
絵
画
を
伴
わ
な
い
言
語
表
現
に
よ
る
肖
像
に
つ
い
て
簡
単
に
ふ
れ
て
お
こ
う
。
た
と
え

ば
、
ザ
ビ
エ
ル
ら
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
や
キ
リ
ス
ト
な
ど
を
の
ぞ
い
て
、
日
本
人
が
早
く
か
ら
な
じ
ん
だ

一
般
の

善
哉
王
が
扇
の
絵
の
吉
祥
天
に
恋
す
る
。

扇
く
ら
べ
に
描
か
れ
た
美
女
を
見
て
恋
の
病
に
お
ち
る
。

絵
合
わ
せ
で
姫
の
絵
を
見
て
帝
が
懸
想
す
る
。

源
氏
物
語
の
絵
姿
と
そ

っ
く
り
の
女
房
を
か
い
ま
見
て
恋
に
お
ち
る
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西
洋
人
の
代
表
は
、
お
そ
ら
く
イ
ソ
ッ
プ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は

一
五
九
三
年
、
天
草
の
学
林
で
出
版
さ

れ
た
ロ
ー
マ
字
の
国
語
体
本

『
エ
ソ
ポ
ノ
ハ
ブ
ラ
ス
』
（天
草
本
イ
ソ
ッ
プ
）
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
冒
頭
に
イ
ソ
ッ

プ
の
肖
像
が
語
ら
れ
る
。
そ
の
表
現
を
見
る
た
め
に
原
文
で
引
い
て
み
よ
う
。

そ
の
村
に
名
を
ば
エ
ソ
ポ
と
い
う
て
、
異
形
不
思
議
な
仁
体
が
お
ぢ
ゃ
っ
た
が
、
そ
の
時
代
エ
ウ
ロ
パ
の
天

下
に
、
こ
の
人
に
ま
さ
っ
て
醜
い
者
も
お
り
な
か
っ
た
と
聞
こ
え
た
。
ま
づ
頭
は
と
が
り
、
眼
は
つ
ぼ
う
、
し

か
も
出
て
、
瞳
の
先
は
平
ら
か
に
、
両
の
頬
は
た
れ
、
首
は
ゆ
が
み
、
長
は
低
う
横
張
り
に
、
背
は
く
ぐ
み
、

腹
は
は
れ
、
垂
れ
出
て
、
言
葉
は
吃
り
で
お
ぢ
ゃ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
姿
を
も

っ
て
醜
い
こ
と
、
天
下
無
双
で
あ

つ
た
ご
と
く
、
知
恵
の
た
け
た
者
も
、
こ
の
人
に
並
ぶ
こ
と
は
お
り
な
か
っ
た
。

醜
悪
な
そ
の
風
体
に
は
、
被
差
別
的
な
芸
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
ぁ
り
、
話
芸
の
語
り
手
の
必
須
条
件
と
し
て
あ
る
か

の
よ
う
で
も
あ
る
。
こ
の
風
貌
が
狂
言

「今
参
り
」
に
類
似
す
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
肖
像
や
身
体

を
め
ぐ
る
表
現
が
す
で
に
醸
成
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
延
長
に
イ
ソ
ッ
プ
の
肖
像
は
あ
る
。
絵
画
に
よ
る
肖
像
で
は
な

く
、
こ
と
ば
に
よ
る
肖
像
の
典
型
と
い
え
る
。
こ
と
に
そ
の

「吃
」
が
機
知
機
転
の
オ
覚
と
対
照
的
で
、
異
形
の
者

の
話
り
部
的
な
印
象
を
強
め
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
近
世
の
十
七
世
紀
に
出
版
さ
れ
て
口
頭
伝
承
に
ま
で
浸

透
す
る

『伊
曽
保
物
語
』
の
イ
ソ
ッ
プ
像
で
は
、
色
黒
で
足
が
長
く
て
太
い
と
い
う
身
体
特
性
が
あ
ら
た
に
加
わ
る

も
の
の
、
表
現
は
や
わ
ら
げ
ら
れ
る
。
大
き
な
ち
が
い
で
は
、
語
り
方
が

「吃
」
で
は
な
く
、
「も
の
云
事
お
も
し
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ろ
げ
な
り
」
と
あ
る
点
だ
。
「
お
も
し
ろ
げ
」
に
は
奇
妙
な
、
と
い
う
意
味
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
も
は

や
語
り
上
手
な
軽
妙
な
物
言
い
の
感
覚
で
う
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
天
草
本
と
の
偏
差
は
大
き
い
。
こ
こ
で
は
挿
絵

も
付
い
て
い
て
、
当
時
の
大
名
に
仕
え
て
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
情
報
や
お
も
し
ろ
い
話
を
提
供
し
た
、
お
咄
衆
や
お
伽

衆
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
似
か
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
絵
画
化
と
は
異
な
る
、
言
説
だ
け
の
肖
像
の
問
題
も
あ
り
、
肖
像
の
課
題
は
予
想
外
に
射
程
が
ひ
ろ

が
る
。
芥
川
龍
之
介
の
短
編
小
説
や

『今
昔
物
語
集
』
で
有
名
な
禅
智
内
供
の
鼻
の
話
な
ど
も
、
戯
画
の
問
題
と
あ

わ
せ
て
、
恰
好
の
対
象
と
な
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
ひ
と
ま
ず
い
く
つ
か
の
説
話
か
ら
肖
像
を
考
え
て
み
た
が
、
「絵
師
伝
説
」
を
は
じ
め
、
説
話
こ
そ

肖
像
言
説
の
重
要
な
媒
体
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
ら
た
め
て
浮
き
彫
り
に
さ
れ
よ
う
。
描
く
者
、
描
か
れ
る
者
、
描
か

せ
る
者
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
絵
を
所
有
す
る
説
話
と
絵
の
居
場
所
と
の
関
係
、
本
物
と
偽
物
の
関
係
な
ど
、
肖
像

を
と
り
ま
く
問
題
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。

絵
画
に
は
、
こ
う
し
た
説
話
言
説
が
は
り
つ
き
、
と
り
ま
い
て
い
る
。
絵
画
は
そ
れ
自
体
、
自
立
し
た
も
の
で
あ

り
つ
つ
、
同
時
に
周
囲
に
そ
の
由
来
や
因
縁
、
逸
話
が
は
り
つ
い
た
も
の
と
し
て
あ
り
、
本
論
で
は
そ
う
し
た
絵
を

と
り
ま
く
言
説
か
ら
か
い
ま
み
た
。

「似
絵
」
に
か
ん
し
て
は
、
天
皇
の
肖
像
が
な
ぜ
鳥
羽
院
か
ら
は
じ
ま
る
の
か
、
な
ど
種
々
の
疑
間
が
あ
り
、
論
ず

べ
き
課
題
は
少
な
く
な
い
。
今
後
さ
ら
に
追
究
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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