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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
要
旨

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
世
の
仏
教
と
芸
能
」
趣
旨司

会

国
文
学
研
究
資
料
館
名
誉
教
授

小
林

健
二

今
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
「
仏
教
と
芸
能
」
を
テ
ー
マ
に
実
施
す
る
。
外
来
の
宗
教
で
あ
っ
た
仏
教
は
、
大
陸

や
半
島
を
経
て
日
本
に
流
入
し
、
古
代
に
お
い
て
は
国
家
的
な
宗
教
と
し
て
定
着
す
る
が
、
そ
の
宗
教
儀
礼
を
荘
厳

化
す
る
た
め
に
、
や
は
り
大
陸
か
ら
渡
っ
て
き
た
芸
能
が
行
わ
れ
た
。
中
世
に
入
る
と
、
朝
廷
と
並
ぶ
鎌
倉
・
室
町

政
権
の
樹
立
に
よ
る
社
会
や
文
化
の
変
動
に
よ
り
、
前
代
か
ら
の
国
家
的
な
宮
廷
や
寺
院
に
お
け
る
芸
能
は
新
た
な

展
開
を
見
せ
、
猿
楽
の
隆
盛
を
迎
え
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
京
・
鎌
倉
や
地
方
都
市
の
発
展
を
背
景
に
風
流
踊
や

今
様
の
歌
謡
も
流
行
し
た
。
そ
れ
ら
芸
能
の
在
り
方
は
神
事
的
・
儀
礼
的
な
も
の
か
ら
、
娯
楽
的
・
営
利
的
な
も
の

へ
と
質
的
な
変
化
が
あ
っ
た
と
大
ま
か
に
括
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
芸
能
の
活
動
拠
点
と
な
っ
た
の
が
、
全
国

に
点
在
す
る
大
小
の
寺
院
で
あ
り
、
そ
の
担
い
手
は
唱
導
に
従
事
す
る
僧
侶
や
宗
教
的
な
芸
能
者
達
で
あ
っ
た
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
ま
ず
古
代
か
ら
中
世
へ
と
変
動
す
る
時
期
に
流
行
し
た
歌
謡
で
あ
る
今
様
の
中
に
、
仏

教
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
植
木
朝
子
氏
に
ご
報
告
い
た
だ
く
。
歌
謡
文
芸
の
白
眉
と
い
え

る
『
梁
塵
秘
抄
』
の
詞
章
の
分
析
か
ら
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
仏
教
的
な
性
質
と
演
劇
性
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た

い
。次

に
、
竹
本
幹
夫
氏
に
芸
能
者
の
活
動
拠
点
で
あ
っ
た
寺
院
に
つ
い
て
ご
報
告
を
い
た
だ
く
。
芸
能
を
行
う
「
場
」

の
問
題
を
扱
う
こ
と
と
な
る
が
、
単
に
上
演
空
間
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
芸
能
者
を
経
済
的
に
支
え
る
パ
ト
ロ
ネ

ー
ジ
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

最
後
に
、
石
井
公
成
氏
に
玄
恵
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
い
た
だ
く
。
狂
言
作
者
の
伝
承
を
ま
と
う
僧

侶
で
あ
る
が
、
十
四
世
紀
の
文
芸
活
動
に
お
い
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
一
人
で
あ
る
。
ま
た
、

玄
恵
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
代
の
僧
侶
達
の
文
芸
や
芸
能
に
対
す
る
関
わ
り
を
扱
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

以
上
、
こ
の
パ
ネ
ル
で
は
、
文
芸
的
な
分
析
・
経
済
圏
か
ら
の
検
討
・
人
物
の
考
証
の
三
つ
の
方
向
か
ら
、
中
世

に
お
け
る
仏
教
と
芸
能
の
関
係
に
つ
い
て
俯
瞰
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
。
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今
様
の
中
の
仏
教
世
界

同
志
社
大
学

植
木

朝
子

後
白
河
院
の
編
ん
だ
今
様
集
『
梁
塵
秘
抄
』
の
巻
々
の
う
ち
、
ほ
ぼ
原
形
を
伝
え
る
唯
一
の
巻
（
巻
二
）
は
、

法
文
歌
二
百
二
十
首
、
四
句
神
歌
二
百
四
首
、
二
句
神
歌
百
二
十
一
首
を
収
め
る
。
巻
一
断
簡
の
目
録
に
は
、
長

歌
十
首
、
古
柳
三
十
四
首
、
今
様
二
百
六
十
五
首
と
あ
り
、
散
逸
し
た
巻
の
内
容
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
巻
一

断
簡
・
巻
二
を
見
る
限
り
、
今
様
の
中
で
、
法
文
歌
と
呼
ば
れ
る
歌
謡
の
占
め
る
割
合
の
高
さ
が
窺
わ
れ
る
。
四

句
神
歌
の
中
に
も
仏
教
的
な
内
容
を
持
つ
歌
は
相
当
数
見
ら
れ
、
今
様
に
含
ま
れ
る
仏
教
的
要
素
は
き
わ
め
て
高

い
。
本
発
表
で
は
、
法
文
歌
の
中
で
も
、
特
に
法
華
経
二
十
八
品
歌
を
取
り
上
げ
、
経
旨
絵
や
和
歌
と
の
比
較
を

通
し
て
、
今
様
の
特
質
に
つ
い
て
考
え
る
。
ま
た
、
四
句
神
歌
の
中
の
仏
教
世
界
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

る
か
を
、
法
文
歌
と
比
較
す
る
。
た
と
え
ば
、
法
華
経
二
十
八
品
歌
・
提
婆
品
で
歌
わ
れ
る
龍
女
成
仏
は
、
「
女

人
五
つ
の
障
り
あ
り

無
垢
の
浄
土
は
疎
け
れ
ど

蓮
華
し
濁
り
に
開
く
れ
ば

龍
女
も
仏
に
な
り
に
け
り
（
一

一
六
）
」
の
よ
う
に
、
罪
障
あ
る
女
人
の
身
で
あ
り
な
が
ら
成
仏
で
き
た
こ
と
の
あ
り
が
た
さ
に
焦
点
を
当
て
る

が
、
雑
法
文
歌
で
は
「
烏
瑟
翠
の
元
結
は

髪
筋
ご
と
に
ぞ
光
る
な
る

龍
女
が
妙
な
る
声
引
は

聞
け
ど
も
聞

け
ど
も
飽
く
期
な
し
（
二
三
一
）
」
の
よ
う
に
、
龍
女
を
官
能
的
に
把
握
し
、
四
句
神
歌
・
経
歌
で
は
「
文
殊
の

海
に
入
り
し
に
は

娑
竭
羅
王
波
を
や
め

龍
女
が
南
へ
行
き
し
か
ば

無
垢
や
世
界
に
も
月
澄
め
り
（
二
九

三
）
」
の
よ
う
に
、
経
本
文
に
は
な
い
、
娑
竭
羅
王
が
文
殊
を
歓
迎
し
て
荒
波
を
和
ら
げ
る
と
い
っ
た
劇
的
な
場

面
が
構
成
さ
れ
て
い
て
、
法
華
経
二
十
八
品
歌
よ
り
も
自
由
な
創
造
性
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
今

様
の
種
類
に
よ
っ
て
、
仏
教
世
界
の
把
握
に
は
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
相
違
は
、
猿
楽
の
よ
う
な
演
劇
的
要

素
の
濃
淡
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
側
面
が
あ
る
。
ま
た
、
「
折
を
き
ら
う
」
と
い
う
今
様
の
性
質
か
ら
生
ま
れ
る

歌
い
替
え
に
よ
っ
て
、
仏
教
世
界
を
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
し
て
い
く
方
向
性
も
指
摘
で
き
る
。
仏
教
世
界
を
表
現
す
る

際
、
今
様
と
い
う
歌
謡
の
芸
能
性
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
詞
章
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
。
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芸
能
市
場
と
し
て
の
寺
院

早
稲
田
大
学
元
教
授

竹
本

幹
夫

延
暦
元
年
に
朝
廷
の
散
楽
戸
が
廃
止
さ
れ
た
の
は
、
す
で
に
民
間
に
猿
楽
が
隆
盛
し
て
朝
廷
が
こ
れ
を
育
成
す

る
必
要
が
無
く
な
っ
た
た
め
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
コ
ス
ト
削
減
の
た
め
に
無
用
の
楽

戸
を
廃
止
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
中
国
の
例
を
見
れ
ば
、
散
楽
百
戯
の
芸
団
は
大
規
模
で
費
用
は
莫
大
で

あ
っ
た
こ
と
が
想
像
可
能
で
あ
る
。
散
楽
戸
廃
止
以
後
も
朝
廷
で
は
平
安
期
を
通
じ
て
猿
楽
が
上
演
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
は
ほ
ぼ
す
べ
て
が
素
人
猿
楽
で
、
楽
戸
の
芸
人
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
例
は
、
相
撲
節
会
の
舞
楽
の
一
環

と
し
て
の
猿
楽
を
除
い
て
は
な
い
。
一
方
平
安
中
期
に
は
『
新
猿
楽
記
』
『
雲
州
消
息
』
に
見
え
る
よ
う
な
民
間

猿
楽
の
流
行
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
玄
人
猿
楽
の
経
済
基
盤
と
な
っ
た
の
は
、
寺
社
の
祭
礼
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

こ
の
状
況
は
院
政
期
以
後
鎌
倉
期
に
至
る
ま
で
変
化
が
な
く
、
宮
中
に
お
い
て
素
人
猿
楽
が
演
じ
ら
れ
る
一
方
で
、

仙
洞
御
所
に
召
さ
れ
る
猿
楽
や
、
保
延
二
年
始
行
の
春
日
若
宮
御
祭
参
勤
の
猿
楽
は
、
玄
人
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
玄
人
猿
楽
の
経
済
基
盤
の
中
心
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
の
猿
楽
が
、
様
々
な
雑
芸
を
演
じ
る
中
で
、「
翁
」
と
呼
ば
れ
る
芸
が
出
現
し
、

「
翁
」
を
演
じ
る
猿
楽
座
か
ら
や
が
て
能
・
狂
言
が
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
ど
の

よ
う
に
展
開
し
、
能
や
狂
言
を
演
じ
る
よ
う
な
猿
楽
座
が
い
か
に
成
立
し
た
の
か
に
つ
き
、
猿
楽
の
経
済
圏
と
い

う
視
点
か
ら
再
検
し
た
い
。
例
え
ば
『
明
月
記
』
や
『
玉
葉
』
に
見
え
る
よ
う
に
、
後
鳥
羽
院
に
召
さ
れ
た
猿
楽

は
、
南
都
の
そ
れ
で
あ
っ
た
が
、
京
都
ほ
ど
に
都
市
化
が
進
ん
で
い
た
は
ず
の
な
い
南
都
に
お
い
て
、
玄
人
猿
楽

が
輩
出
し
て
仙
洞
御
所
に
召
さ
れ
る
ほ
ど
の
力
を
蓄
え
た
に
つ
い
て
は
、
興
福
寺
の
よ
う
な
大
寺
院
の
経
済
圏
の

中
で
成
長
し
た
以
外
の
可
能
性
を
想
定
し
が
た
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
や
が
て
観
阿
弥
・
世
阿
弥
に
代
表

さ
れ
る
大
和
猿
楽
が
、
室
町
期
の
洛
中
に
お
い
て
「
天
下
の
許
さ
れ
」
を
獲
得
出
来
る
よ
う
に
な
る
背
景
に
は
、

長
期
に
わ
た
る
南
都
で
の
活
動
の
歴
史
が
存
在
し
た
に
違
い
な
い
。
南
北
朝
期
以
前
の
南
都
の
猿
楽
が
、
寺
院
と

の
関
係
の
中
で
そ
の
芸
態
を
い
か
に
変
遷
さ
せ
た
か
に
つ
い
て
、
従
来
紹
介
さ
れ
て
い
る
諸
資
料
を
中
心
に
検
討

し
直
し
、
再
考
す
る
。
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太
平
記
読
み
と
狂
言
と
玄
恵
法
印
─
学
問
・
文
学
・
芸
能
を
つ
な
ぐ
僧
─

駒
澤
大
学

石
井

公
成

玄
恵
法
印
は
、
『
太
平
記
』
の
作
者
、
ま
と
ま
り
の
あ
る
狂
言
の
元
祖
と
さ
れ
、
新
儒
学
に
基
づ
く
「
憲
法
十

七
条
」
の
注
釈
や
『
庭
訓
往
来
』
や
『
後
三
年
合
戦
絵
詞
』
の
序
を
書
い
た
と
伝
え
ら
れ
、
「
建
武
式
目
」
の
起

草
に
関
わ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
現
在
の
学
界
で
は
、
こ
う
し
た
伝
承
に
は
史
実
で
な
い
も
の
が
多
い
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
重
要
な
の
は
、
僧
が
こ
の
よ
う
な
事
柄
に
関
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
当
然
の
こ
と
と
し
て
伝

え
ら
れ
て
き
た
こ
と
だ
。

つ
ま
り
、
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
僧
侶
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
そ
う
し
た
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
中
世
に
お
け
る

文
武
両
道
の
元
祖
は
、
坂
東
武
者
な
ど
で
な
く
僧
兵
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

玄
恵
に
関
す
る
数
多
い
伝
承
の
う
ち
、
足
利
直
義
の
前
で
『
太
平
記
』
を
読
み
、
再
治
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

そ
の
可
能
性
が
高
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
読
み
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
。
多
く
の
人
た
ち
の
前
で

『
孝
経
』
を
講
義
し
た
と
す
る
記
録
な
ど
を
見
る
と
、
唱
導
の
よ
う
な
面
が
ま
っ
た
く
無
か
っ
た
と
は
考
え
が
た

い
。
ま
た
、
大
寺
院
で
演
じ
ら
れ
た
延
年
の
連
事
に
は
中
国
の
故
事
に
取
材
し
た
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
よ
う
な

芸
能
は
、
当
然
、
中
国
古
典
に
通
じ
た
僧
侶
が
書
い
た
台
本
や
指
示
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
た
ろ
う
。

つ
ま
り
、
当
時
の
僧
侶
は
、
仏
教
と
漢
学
の
学
問
・
文
学
・
芸
能
を
つ
な
ぐ
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
し

た
状
況
が
一
人
の
人
物
に
投
影
さ
れ
た
結
果
、
玄
恵
法
印
が
貴
族
の
二
条
良
基
な
ど
と
並
ぶ
中
世
文
化
の
象
徴
的

な
人
物
と
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

本
発
表
で
は
、
先
行
研
究
に
基
づ
き
つ
つ
玄
恵
に
関
す
る
記
述
を
検
討
し
直
し
、
中
世
の
多
芸
多
才
な
僧
侶
の

姿
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。
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研
究
発
表
要
旨

『
覚
一
本
平
家
物
語
』
法
住
寺
合
戦
考

同
志
社
大
学
大
学
院
生

城
阪

早
紀

い
わ
ゆ
る
法
住
寺
合
戦
と
は
、
一
一
八
三
（
寿
永
二
）
年
一
一
月
一
九
日
に
源
義
仲
が
後
白
河
法
皇
の
院
御
所

で
あ
る
法
住
寺
殿
を
襲
撃
し
た
事
件
で
あ
る
。
こ
の
様
子
は
『
玉
葉
』
『
吉
記
』
『
愚
管
抄
』
『
百
練
抄
』
か
ら
も

窺
う
こ
と
が
で
き
、
史
上
初
め
て
臣
下
が
法
皇
に
武
力
対
決
を
挑
み
、
臣
下
の
側
が
勝
利
し
た
事
件
と
さ
れ
て
き

た
。と

こ
ろ
が
平
家
物
語
の
描
く
法
住
寺
合
戦
は
、
史
料
の
記
述
と
大
き
く
異
な
る
。
そ
れ
は
佐
々
木
巧
一
氏
の
指

摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
後
白
河
法
皇

対

義
仲
」
と
い
う
本
来
の
構
図
で
は
な
く
「
知
康

対

義
仲
」
の
構
図
を

と
る
こ
と
や
、
知
康
を
中
心
と
し
た
笑
話
と
し
て
描
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
も
様
々
な
切
り
口
か
ら
、「
笑
い
」

や
知
康
の
言
動
の
意
味
、
説
話
の
伝
承
者
な
ど
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

本
発
表
で
は
、
同
じ
「
知
康

対

義
仲
」
の
構
図
を
と
り
な
が
ら
も
、
『
覚
一
本
平
家
物
語
』
（
以
下
「
覚
一

本
」
）
と
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
（
以
下
「
延
慶
本
」
）
と
で
は
、
法
住
寺
合
戦
の
描
き
方
が
異
な
る
こ
と
を
論
じ

た
い
。

事
件
の
発
端
を
例
に
と
る
と
、
事
件
の
引
き
金
が
義
仲
の
洛
中
で
の
狼
藉
で
あ
る
点
は
、
覚
一
本
と
延
慶
本
に

共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
延
慶
本
で
は
、
洛
中
で
の
狼
藉
に
く
わ
え
、
義
仲
が
院
宣
に
背
い
た
こ
と
や
、
仏
像
を

焼
く
な
ど
の
狼
藉
を
行
っ
た
こ
と
を
記
し
、
王
法
仏
法
に
対
す
る
義
仲
の
悪
行
を
強
調
す
る
。
一
方
の
覚
一
本
で

は
こ
う
し
た
義
仲
の
悪
行
は
記
さ
ず
、
知
康
と
義
仲
の
言
葉
に
よ
る
表
層
的
な
す
れ
違
い
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た

よ
う
に
描
く
。

ま
た
事
件
そ
の
も
の
の
描
写
に
も
違
い
が
あ
る
。
延
慶
本
が
義
仲
軍
の
行
動
に
基
づ
い
て
合
戦
の
進
展
を
詳
述

す
る
の
に
対
し
、
覚
一
本
は
義
仲
軍
の
描
写
は
最
小
限
に
と
ど
め
て
い
る
。
覚
一
本
の
法
住
寺
合
戦
は
、
義
仲
の

攻
撃
に
よ
っ
て
後
白
河
法
皇
が
負
け
た
合
戦
で
は
な
く
、
知
康
が
自
ら
招
い
た
災
難
と
し
て
描
い
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
差
異
を
覚
一
本
と
延
慶
本
の
法
住
寺
合
戦
の
叙
述
に
即
し
て
析
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
す
る
と
こ

ろ
を
読
み
解
き
た
い
。



- 6 -

『
拾
遺
古
徳
伝
』
の
和
歌
―
浄
土
真
宗
に
お
け
る
法
然
の
日
吉
社
頭
詠
―

東
京
大
学
大
学
院
生

石
井

悠
加

『
拾
遺
古
徳
伝
』
は
、
正
安
三
年
（
一
三
〇
一
）
に
本
願
寺
三
世
覚
如
が
撰
述
、
長
子
の
存
覚
が
制
作
を
手
が

け
た
法
然
の
伝
記
絵
巻
で
あ
る
。
本
絵
巻
の
目
的
は
、
真
宗
側
か
ら
法
然
と
親
鸞
の
親
密
な
師
弟
関
係
を
示
す
こ

と
に
あ
っ
た
と
さ
れ
、
親
鸞
に
関
す
る
独
自
場
面
の
存
在
が
本
絵
巻
の
意
義
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
本
地
垂
迹
の
立
場
を
と
る
覚
如
・
存
覚
に
よ
り
、
法
然
の
少
年
時
代
に
独
自
の
場
面
（
巻
二
第
二
段
）

が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
段
の
詞
書
と
絵
は
、
や
や
ず
れ
て
お
り
、
詞
書
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
は
出
家
を
控
え
た
法
然
が
日
吉
社
の
境
内
で
人
々
と
和
歌
や
連
歌
に
興
じ
る
場
面
で
あ
る
が
、
絵

は
端
然
と
社
殿
を
拝
す
る
稚
児
姿
の
法
然
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

そ
の
ず
れ
と
と
も
に
、
「
し
め
の
う
ち
に
月
は
れ
ぬ
れ
ば
夏
の
夜
も
秋
を
ぞ
こ
む
る
あ
け
の
玉
垣
」
が
提
示
さ

れ
る
。
「
社
頭
夏
月
」
題
の
こ
の
法
然
詠
は
、
和
光
同
塵
詠
と
も
解
釈
で
き
る
詠
歌
だ
が
、
下
の
句
の
意
味
が
判

然
と
し
な
い
。
ま
た
実
際
に
は
、
法
然
門
下
の
神
祇
不
拝
は
専
修
念
仏
弾
圧
の
一
因
に
も
な
っ
て
い
る
。

実
は
こ
れ
は
、
教
団
形
成
の
過
程
で
本
地
垂
迹
思
想
を
表
明
し
た
、
存
覚
の
『
諸
神
本
懐
集
』
の
語
句
や
、
本

地
垂
迹
思
想
に
基
づ
き
制
作
さ
れ
た
西
園
寺
公
衡
調
進
の
『
山
王
絵
詞
』
『
春
日
権
現
験
記
絵
』
の
表
現
に
類
似

し
た
詠
歌
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
面
は
、
『
正
源
明
義
抄
』
な
ど
の
以
降
の
真
宗
系
の
法
然
絵
伝
で
は
、

参
籠
す
る
法
然
が
社
殿
内
か
ら
出
家
を
励
ま
す
声
を
聞
く
奇
瑞
場
面
に
変
貌
し
て
い
る
。

本
場
面
の
工
夫
は
、
絵
の
描
写
を
詞
書
内
容
か
ら
ず
ら
し
た
上
で
、
作
中
人
物
の
詠
歌
に
も
ま
た
解
釈
の
幅
を

持
た
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
絵
と
和
歌
の
解
釈
の
幅
の
中
で
、
詞
書
に
な
い
人
物
像
が
新
た
に
創
出
さ
れ
て
い
っ
た

本
絵
巻
は
、
伝
記
を
絵
巻
に
す
る
こ
と
の
意
義
が
、
和
歌
に
よ
っ
て
新
た
に
切
り
開
か
れ
た
好
例
で
あ
る
。

ま
た
、
本
絵
巻
が
計
六
段
の
詠
歌
場
面
を
持
つ
こ
と
自
体
の
意
義
も
大
き
い
。
和
歌
を
狂
言
綺
語
と
し
て
退
け

た
親
鸞
に
反
し
て
、
曾
孫
の
覚
如
・
存
覚
ら
は
和
歌
を
介
し
た
交
流
の
必
要
性
を
自
覚
し
て
い
た
。
和
歌
を
詠
む

僧
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
、
法
然
の
「
古
徳
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
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男
装
と
変
成
男
子
―
『
新
蔵
人
』
絵
巻
に
見
る
女
人
成
仏
の
思
想
―

豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校

江
口

啓
子

室
町
時
代
後
期
に
作
ら
れ
た
『
新
蔵
人
』
絵
巻
は
、
男
装
の
姫
君
が
主
人
公
で
あ
る
。
『
と
り
か
へ
ば
や
』
や

『
有
明
の
別
れ
』
の
よ
う
な
先
行
の
物
語
に
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
の
、
物
語
の
結
末
は
大
き
く
異
な
る
。
先

行
の
物
語
の
主
人
公
た
ち
は
最
終
的
に
は
男
装
を
解
除
し
、
天
皇
の
も
と
に
入
内
し
、
や
が
て
後
継
を
生
む
。
そ

う
し
て
国
母
に
な
っ
て
女
性
と
し
て
の
栄
華
を
極
め
る
。
と
こ
ろ
が
『
新
蔵
人
』
絵
巻
の
主
人
公(

新
蔵
人)

は
男

装
を
解
除
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
出
家
を
し
て
し
ま
う
。
新
蔵
人
も
先
行
の
男
装
の
姫
君
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
、
帝
の
寵
愛
を
得
て
、
若
宮
を
生
む
の
で
あ
る
が
、
帝
に
は
す
で
に
中
宮
と
多
く
の
若
宮
た
ち
が
お
り
、
彼
女

が
国
母
に
な
る
道
は
初
め
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
、
女
性
が
国
母
と
な
る
こ
と
で
は
な

く
、
仏
道
修
行
に
よ
っ
て
成
仏
を
果
た
し
、
家
族
を
引
接
し
て
一
家
往
生
す
る
こ
と
を
理
想
的
な
結
末
と
し
て
描

い
て
い
る
。

こ
の
物
語
で
、
女
性
が
成
仏
を
果
た
す
た
め
に
実
践
さ
れ
る
修
行
が
、
真
言
と
念
仏
で
あ
る
。
新
蔵
人
が
出
家

し
た
尼
寺
は
、
明
恵
が
開
い
た
善
妙
寺
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
唱
え
ら
れ
た
真
言
と
は
明
恵
が

鼓
吹
し
、
変
成
男
子
の
功
徳
も
あ
る
光
明
真
言
と
考
え
ら
れ
る
。
新
蔵
人
は
光
明
真
言
を
唱
え
、
変
成
男
子
に
よ

る
成
仏
を
目
指
し
、
家
族
往
生
の
実
現
を
図
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
詞
書
の
結
末
部
は
、
新
蔵
人
は
成
仏
を
果
た
し
、
一
家
で
往
生
が
で
き
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
物

語
に
は
詞
書
以
外
に
も
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
ク
ス
ト
が
あ
る
。
そ
れ
は
絵
の
中
に
書
き
込
ま
れ
た
画
中
詞

で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
段
の
絵
と
画
中
詞
を
読
み
解
く
と
、
詞
書
で
示
さ
れ
た
新
蔵
人
の
成
仏
に
は
疑
義
が
生

じ
る
の
で
あ
る
。

仏
教
に
お
け
る
女
人
救
済
の
方
法
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
『
新
蔵
人
』
絵
巻
で
は
変
成
男
子
と
そ
れ
に
よ
る
成

仏
と
い
う
方
法
が
選
択
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
の
物
語
の
主
人
公
が
「
男
」
に
な
る
こ
と
を
望
み
、
そ
の
た
め

に
男
装
と
い
う
手
段
を
選
ん
だ
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
発
表
で
は
、
『
新
蔵
人
』
絵
巻
に
お
け
る

女
人
成
仏
の
思
想
を
、
男
装
と
変
成
男
子
と
の
関
わ
り
か
ら
読
み
解
い
て
い
く
。
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正
徹
晩
年
の
「
招
月
庵
歌
壇
」
の
実
態

─
『
招
月
庵
詠
歌
』
お
よ
び
『
四
十
二
番
歌
合
』
を
め
ぐ
っ
て
―

慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
生

川
上

一

天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
に
『
招
月
庵
詠
哥
・
四
十
二
番
哥
合
〈
康
正
貮
年
六
月
廿
三
日
〉
』
（
内
題
）
と

題
す
る
〔
室
町
後
期
〕
写
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
内
題
の
と
お
り
、
①｢

招
月
庵
詠
歌｣

・
②｢

四
十
二
番
歌
合｣

と
い
う
二
つ
の
歌
書
の
合
綴
本
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
室
町
時
代
の
歌
人
・
清
巌
正
徹
（
一
三
八
一
～
一
四
五
九
）

の
最
晩
年
の
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
資
料
と
み
ら
れ
る
。

①｢

招
月
庵
詠
歌｣
は
、
正
徹
詠
を
四
季
・
恋
・
雑
に
部
類
し
た
新
出
の
家
集
と
思
わ
れ
る
（
全
三
〇
七
首
）
。

正
徹
の
家
集
は
こ
れ
ま
で
『
草
根
集
』
を
は
じ
め
五
種
が
知
ら
れ
る
が
（
新
編
私
家
集
大
成
所
収
）
、
重
複
歌
は

多
く
存
す
る
も
の
の
、
既
知
の
一
家
集
か
ら
の
抄
出
と
は
思
わ
れ
ず
、
か
つ
一
一
四
首
の
独
自
歌
が
採
取
で
き
る
。

ま
た
雑
の
部
に
お
い
て
は
非
題
詠
歌
が
数
首
確
認
さ
れ
、
正
徹
の
伝
記
資
料
と
し
て
新
知
見
を
加
え
る
も
の
で
あ

る
。②｢

四
十
二
番
歌
合｣

は
、
『
中
世
歌
合
伝
本
書
目
』
に
も
記
載
の
な
い
歌
合
で
あ
る
。
判
詞
は
欠
く
が
正
徹
を

判
者
と
し
、
内
題
の
「
康
正
貳
年
六
月
廿
三
日
」
と
い
う
年
記
と
『
草
根
集
』
（
日
次
系
）
の
記
事
と
を
照
合
す

る
に
、
恩
徳
院
な
る
寺
院
に
て
開
催
さ
れ
た
と
わ
か
る
。
従
来
、
恩
徳
院
は
正
徹
に
ゆ
か
り
あ
る
寺
院
と
し
て
知

ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
歌
会
の
構
成
人
員
・
実
作
が
初
め
て
具
体
的
に
把
握
で
き
る
。
さ
ら
に
本
歌
合
は
、
こ
れ

ま
で
知
ら
れ
て
い
た
正
徹
参
加
の
歌
合
（
『
前
摂
政
家
歌
合
』『
武
家
歌
合
』
）
等
と
は
異
な
り
、
正
徹
（
招
月
庵
）

が
主
体
と
な
っ
て
開
催
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
活
動
は
「
招
月
庵
歌
壇
」
と
称
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
招

月
庵
歌
壇
」
の
実
態
は
、
今
ま
で
は
自
身
の
歌
話
や
家
集
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
頼
っ
て
断
片
的
に
し
か
知
り
得
な

か
っ
た
が
、
こ
の
歌
合
に
よ
っ
て
、
正
徹
個
人
を
も
含
め
て
の
、
サ
ー
ク
ル
の
活
動
や
詠
風
を
客
観
的
に
分
析
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

本
発
表
で
は
、
以
上
の
二
資
料
に
関
し
て
基
礎
的
な
整
理
を
行
い
、
先
行
研
究
の
到
達
点
を
踏
ま
え
て
、
新
た

に
見
出
さ
れ
た
正
徹
の
詠
草
、
及
び
「
招
月
庵
歌
壇
」
の
活
動
に
つ
き
検
討
を
加
え
た
い
。
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『
勅
撰
名
所
和
歌
要
抄
』
と
『
帝
王
編
年
記
』
―
南
北
朝
期
の
学
問
の
一
側
面
に
つ
い
て
―

山
東
大
学
威
海
校
区

東
北
亜
学
院

佐
々
木
雷
太

『
勅
撰
名
所
和
歌
要
抄
』
は
、
現
在
、
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
二
十
巻
十
冊
か
ら
構
成
さ
れ
た
孤
本
の
「
名

所
和
歌
集
」
で
あ
る
。
同
書
は
、
『
万
葉
集
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
『
風
雅
和
歌
集
』
に
至
る
勅
撰
和
歌
集

か
ら
七
千
七
百
八
首
を
選
出
し
分
類
再
編
し
て
い
る
。
そ
の
編
者
や
正
確
な
成
立
時
期
は
未
詳
と
さ
れ
る
が
、『
風

雅
和
歌
集
』
が
成
立
し
た
と
さ
れ
る
貞
和
五
年(

一
三
四
九)

頃
か
ら
、
『
新
千
載
和
歌
集
』
が
成
立
し
た
延
文
四

年(

一
三
五
九)

以
前
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
序
文
や
構
成
・
概
要
に
つ
い
て
は
、
既
に
井
上
宗
雄
氏
『
中

世
歌
壇
史
の
研
究
―
南
北
朝
期
―
』(

明
治
書
院
・
昭
和
四
十
年)

に
紹
介
さ
れ
、
ま
た
近
く
は
久
保
田
淳
氏
『
こ

と
ば
の
森
』(

明
治
書
院
・
平
成
二
十
年)

に
、
同
書
所
引
の
『
師
遠
名
所
抄
』
に
つ
い
て
の
考
察
が
あ
る
。
し
か

し
、
同
書
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
研
究
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

『
勅
撰
名
所
和
歌
要
抄
』
の
特
徴
は
、
「
名
所
」
に
つ
い
て
、
『
日
本
書
紀
』
『
古
語
拾
遺
』
『
延
喜
式
』
『
類
聚

三
代
格
』
な
ど
の
史
書
、
『
性
霊
集
』
『
和
漢
朗
詠
集
』
『
新
撰
朗
詠
集
』
『
本
朝
文
粋
』
な
ど
の
漢
籍
を
典
拠
と

す
る
記
載
が
認
め
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
『
勅
撰
名
所
和
歌
要
抄
』
の
編
纂
時
、
こ
れ
ら
の
史
書
・
漢
籍
類
が
選
択

さ
れ
た
基
準
は
未
詳
で
あ
る
が
、
同
書
巻
十
六(

第
八
冊)

「
宇
治
橋
」
項
に
、
「
宇
治
橋
碑
銘
」
全
文
が
収
載
さ

れ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
「
宇
治
橋
碑
銘
」
全
文
を
伝
え
る
現
存
最
古
の
文
献
は
、
南
北
朝
期
、
釈
永
祐(

伝

未
詳)

の
撰
述
と
さ
れ
る
編
年
史
書
『
帝
王
編
年
記
』
全
三
十
巻(

現
存
二
十
七
巻)

と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
『
勅

撰
名
所
和
歌
要
抄
』
『
帝
王
編
年
記
』
両
書
の
記
載
を
対
照
し
た
と
こ
ろ
、
両
書
の
引
用
本
文
や
記
載
に
、
高
度

な
親
和
性
を
確
認
し
得
た
。
『
勅
撰
名
所
和
歌
要
抄
』
と
『
帝
王
編
年
記
』
は
、
共
に
南
北
朝
期
の
成
立
と
さ
れ

る
が
、
和
歌
集
と
史
書
と
い
う
分
野
を
異
に
す
る
典
籍
で
あ
る
。
本
報
告
で
は
、『
勅
撰
名
所
和
歌
要
抄
』
と
『
帝

王
編
年
記
』
と
い
う
、
一
見
、
関
連
性
が
希
薄
か
と
思
わ
れ
る
両
書
の
記
載
を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
中

世
の
学
問
世
界
の
従
来
と
は
異
な
る
側
面
に
つ
い
て
の
考
察
を
試
み
る
。
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伝
源
通
親
筆
「
五
首
懐
紙
」
に
つ
い
て

明
治
大
学
・
鶴
見
大
学
ほ
か
非
常
勤
講
師

石
澤

一
志

源
通
親
（
久
安
五1149

～
建
仁
二1202

年
、
五
四
歳
）
の
も
の
と
思
わ
れ
る
和
歌
懐
紙
に
つ
い
て
、
報
告
す

る
。
当
該
資
料
は
、
掛
幅
装
、
一
軸
。
一
紙
に
五
首
を
記
し
、
古
筆
鑑
定
家
（
古
筆
家
初
代
・
古
筆
了
佐
）
の
極

め
に
よ
り
「
五
首
懐
紙
」
の
呼
称
を
用
い
る
。
本
資
料
は
、
未
発
表
の
新
出
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
模
写
か
と
思

わ
れ
る
も
の
が
存
在
し
、
雑
誌
『
墨
美
』
「
熊
野
懐
紙
」
（169

、
一
九
六
七
・
六
）
に
、
尾
上
兼
英
氏
蔵
と
し
て

写
真
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
現
所
在
未
詳
）
。
両
者
を
比
較
す
る
に
、
写
真
に
よ
る
状
態
の
善
し
悪
し
を
差
し
引
い

て
も
、
そ
の
差
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
尾
上
氏
蔵
の
も
の
が
本
資
料
を
転
写
・
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明

白
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
写
真
で
は
不
明
瞭
で
、
判
然
と
し
な
か
っ
た
本
文
が
、
本
資
料

に
よ
り
明
確
に
判
読
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
に
記
さ
れ
た
和
歌
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
他
出
等
が
知
ら
れ
ず
、
通
親
の
詠
で
あ
る
確
証
は

な
い
。
し
か
し
通
親
に
は
、
署
名
を
持
つ
熊
野
懐
紙
が
数
点
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
筆
跡
と
比
較
・
検
討
す
る
こ

と
で
、
本
資
料
が
源
通
親
真
跡
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
た
い
。
ま
た
、
こ
の
詠
草
に
は
明
確
な
詠
出
年
次

を
示
す
記
載
こ
そ
な
い
も
の
の
、
他
に
見
ら
れ
な
い
歌
題
と
位
署
を
持
つ
。
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
、
和
歌

の
内
容
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
。
そ
こ
か
ら
、
あ
る
程
度
の
詠
作
年
次
を
推
定
し
、
本
資
料
が
通
親
の
新
出

の
和
歌
資
料
と
し
て
認
め
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
。

な
お
、
本
資
料
に
は
古
筆
鑑
定
家
に
よ
る
鑑
定
資
料
お
よ
び
、
旧
蔵
者
宛
の
書
状
や
本
懐
紙
の
内
容
に
つ
い
て

の
勘
状
が
付
属
す
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
や
や
興
味
を
引
か
れ
る
事
実
が
知
ら
れ
る
の
で
、
併
せ
て
検
討
し
、

報
告
し
た
い
。
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駒
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