
鎌
倉
時
代
六
道
絵
画
の
特
色
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て

は
じ
め
に

我
が
国
の
六
道
信
仰
は
、
阿
弥
陀
の
極
楽
浄
土
へ
の
信
仰
の
発
達
と
と
も
に
、

平
安
時
代
に
そ
の
す
が
た
を
整
え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
厭
う
べ
き
諸
悪
道
の

鎌倉時代六道絵画の特色とその背景について

世
界
を
明
示
し
、
求
め
る
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
、
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
の
救
済

を
唱
導
せ
ん
と
す
る
六
道
絵
画
は
、
恵
心
僧
都
源
信
の
『
往
生
要
集
』
(
九
八
五

年
)
以
降
、
盛
ん
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代
の
遺

品
は
わ
ず
か
で
は
あ
る
も
の
の
、
諸
史
料
か
ら
、
当
時
多
く
の
地
獄
絵
が
存
在

し
て
い
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
以
降
に
な
る
と

「
承
久
本
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
」
、
聖
衆
来
迎
寺
蔵
「
六
道
絵
」
十
五
幅
を
は
じ

め
と
し
て
、
禅
林
寺
蔵
「
十
界
図
」
二
幅
、
極
楽
寺
蔵
「
六
道
絵
」
三
幅
、
あ

る
い
は
、
各
種
の
十
王
国
や
地
蔵
霊
験
語
絵
巻
な
ど
、
し
だ
い
に
内
容
的
に
変

化
に
富
ん
だ
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
み

ら
れ
な
か
っ
た
様
々
な
要
素
を
加
え
て
い
っ
た
内
容
的
変
化
の
目
指
す
と
こ
ろ

菅

本す

""e'" 
7 

は
、
悪
道
か
ら
の
救
済
の
具
体
化
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
六
道
世
界
は
経
典
の
中
に
語
ら
れ
る
、
い
わ
ば
観

念
の
世
界
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
末
法
世
に
入
っ
て
百
五
十

年
が
す
ぎ
よ
う
と
し
、
ま
た
大
き
な
社
会
変
動
も
経
験
し
、
鎌
倉
時
代
以
降
、

1 

こ
の
悪
趣
世
界
は
現
実
感
を
増
し
、
実
在
的
な
世
界
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
世
、
現
世
に
お
け
る
救
済
を
強
く
訴
え
る
新
仏

教
が
興
隆
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の

要
請
に
応
え
て
六
道
絵
画
が
盛
ん
に
救
済
を
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
る
の
も
当

然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
六
道
絵
画
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
中
野
玄
三
氏
、
宮
次
男
氏
を

は
じ
め
と
す
る
諸
先
学
の
研
究
に
十
分
語
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
加
須
屋
誠

氏
、
鷹
巣
純
氏
ら
の
、
そ
の
受
容
や
物
語
的
要
素
に
関
わ
る
新
し
い
観
点
か
ら

の
充
実
し
た
研
究
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
ご
研
究
の
成
果
に
導
か
れ

な
が
ら
、
多
彩
さ
を
示
す
鎌
倉
期
の
六
道
絵
画
に
新
し
く
加
わ
っ
た
と
考
え
ら
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れ
る
構
成
要
素
に
つ
い
て
点
検
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
時
期
の
六
道
絵
画

の
特
色
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

先
に
結
論
的
に
述
べ
て
お
く
と
、
鎌
倉
時
代
六
道
絵
画
の
新
し
い
構
成
要
素

は
、
六
道
か
ら
の
救
済
説
話
、
十
王
と
地
蔵
、
そ
し
て
奈
河
津
と
奪
衣
婆
で
あ

り
、
そ
れ
ら
が
仏
教
と
神
祇
信
仰
を
含
ん
だ
当
時
の
信
仰
世
界
の
多
層
性
を
示

す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
と
よ
り
、
こ
こ
で
取
り
扱
う
時
代
、
十
二
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
前
半
と

い
う
時
代
は
、
い
わ
ゆ
る
平
安
旧
仏
教
へ
の
批
判
を
通
し
て
鎌
倉
新
仏
教
が
生

ま
れ
、
各
宗
派
が
入
り
乱
れ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
自
己
主
張
を
強
め
た
、
日
本
仏
教

の
草
新
の
時
期
で
あ
る
。
そ
の
中
で
造
形
化
さ
れ
た
絵
画
に
お
い
て
も
、
前
代

に
用
意
さ
れ
た
も
の
を
土
台
と
し
な
が
ら
、
様
々
な
信
仰
が
輯
鞍
し
、
様
々
な

要
素
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
す
っ
き
り
と
し
た
、
明
快
な
理
解
が
難

し
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
思
想
的
な
内
容
も
、
図
像
的
な
内
容
も
た
い

へ
ん
豊
か
に
な
っ
た
鎌
倉
時
代
の
絵
画
世
界
に
あ
っ
て
、
六
道
絵
画
も
そ
の
例

に
漏
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
本
論
は
限
ら
れ
た
遺
品
を
も

と
に
推
論
を
重
ね
る
と
い
う
危
険
性
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
六
道
絵
画
の
全

体
像
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
る
。
そ
の
組
み
立

て
の
視
点
は
、
「
追
善
供
養
の
要
請
」
を
通
し
て
見
る
日
本
の
民
衆
信
仰
の
取
り

込
み
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
六
道
絵
画
の
新
要
素

ま
ず
、
こ
の
考
察
の
中
で
ふ
れ
る
主
な
作
品
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

十
三
世
紀
後
半
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
聖
衆
来
迎
寺
蔵
「
六
道
絵
」
十
五
幅
、

同
じ
く
禅
林
寺
蔵
「
十
界
図
」
二
幅
、
十
三
世
紀
末
か
ら
十
四
世
紀
初
頭
の
兵

庫
・
極
楽
寺
蔵
「
六
道
絵
」
一
一
一
幅
、
十
四
世
紀
前
半
の
茨
木
市
水
尾
弥
勅
堂
蔵

「
六
道
十
王
国
」
二
幅
、
十
四
世
紀
の
出
光
美
術
館
蔵
「
十
王
地
獄
図
」
二
幅
で

あ
る
。
茨
木
市
弥
鞘
堂
の
「
六
道
十
王
国
」
は
鷹
巣
純
氏
が
「
水
尾
本
」
と
し

て
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
(
悦
、
出
光
美
術
館
の
も
の
は
こ
れ
ま
で
「
個
人
蔵
本
」

あ
る
い
は
「
前
田
家
本
」
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

そ
れ
ぞ
れ
「
水
尾
本
」
「
出
光
本
」
と
す
る
。

2 

さ
て
、
中
野
玄
三
氏
は
「
純
粋
な
六
道
絵
」
あ
る
い
は
「
狭
義
の
六
道
絵
」

と
い
う
も
の
を
規
定
さ
れ
た
。

そ
れ
は
ら
往
生
要
集
』
の
「
大
文
第

厭

離
穣
土
」
に
基
づ
く
も
の
で
、
悔
過
思
想
や
他
の
信
仰
の
な
い
も
の
、
極
楽
浄

土
に
対
す
る
も
の
〉
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
〈
ひ
た
す
ら
極
楽
浄
土
へ
の
往
生
を

願
う
、
天
台
浄
土
教
の
思
想
が
直
哉
的
に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
〉
の
で
あ
る
。

こ
の
「
純
粋
な
六
道
絵
」
は
諸
々
の
史
料
か
ら
窺
え
る
と
お
り
、
平
安
時
代
に

は
障
壁
や
絵
巻
な
ど
、
様
々
な
形
で
描
か
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
挙
げ
た
鎌
倉
時
代
の
作
品
に
は
そ
の
よ
う
な
「
純
粋
な
六

道
絵
」
に
は
み
ら
れ
な
い
様
々
な
要
素
が
画
面
に
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
そ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
の
六
道
絵
画
の
特
色
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
性
格
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仏
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仏
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国
宝
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六
道
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五
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う
ち
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衆
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迎
寺
蔵

鎌倉時代六道絵画の特色とその背景について
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優
婆
塞
戎
経
所
説
念
仏
利
益
説
話
回
(
殺
父
業
因
)

国
宝
「
六
道
絵
」
十
五
福
の
う
ち
聖
衆
来
迎
寺
蔵

を
探
る
手
掛
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
作
品
を
見
通
し
、

そ
の
画
面
に
現
れ
た
特
色
、
新
し
い
要
素
を
整
理
す
る
と
次
の
三
点
が
挙
げ
ら

れ
る
。
地
獄
か
ら
の
救
済
説
話
、
十
王
と
地
蔵
菩
薩
、
奈
河
津
と
奪
衣
婆
で
あ

る
以
下
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

( 

ー
) 

地
裁
か
ら
の
救
涜
説
話

六
道
絵
画
変
化
の
要
点
が
悪
道
か
ら
の
救
済
の
表
現
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
前

に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
経
典
に
説
か
れ
る
悪
趣
の
表
現
の
中

に
、
様
々
な
蘇
生
、
あ
る
い
は
救
済
説
話
を
組
み
込
む
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
六
道
絵
の
説
話
面
化
と
も
い
え
る
。

3 

救
済
説
話
を
描
く
作
品
は
、
聖
衆
来
迎
寺
本
「
六
道
絵
」
と
極
楽
寺
本
「
六

道
絵
」
、
水
尾
本
「
六
道
十
王
国
」
で
あ
る
。
聖
衆
来
迎
寺
本
は
十
五
幅
中
に
、

『
往
生
要
集
』
「
大
文
第
七

念
仏
の
利
益
」
の
「
第
六

引
例
勧
信
」
に
載
せ

る
二
つ
の
説
話
を
そ
れ
ぞ
れ
一
幅
ず
つ
に
描
い
て
い
る
。

一
つ
は
『
警
職
経
』
を
出
典
と
す
る
も
の
で
、
「
地
獄
に
堕
ち
た
母
を
救
お
う

と
願
っ
て
い
た
あ
る
比
正
は
、
父
を
殺
し
て
国
王
の
位
に
つ
い
て
い
た
男
に
念

仏
を
教
え
た
。
こ
の
男
が
死
ん
で
地
獄
に
堕
ち
、
地
獄
の
門
前
で
念
仏
し
た
た

め
に
比
正
の
母
も
こ
の
男
も
、
地
裁
の
す
べ
て
の
罪
人
が
救
わ
れ
た
」
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
(
図
1
)

も
う
一
つ
は
「
罷
婆
塞
戒
経
・
釈
迦
本
生
」
に
由
来
す
る
「
破
戒
無
尽
、
精
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進
無
き
男
が
妻
に
勧
め
ら
れ
て
い
た
念
仏
に
よ
っ
て
地
獄
の
門
前
か
ら
切
利
天

に
生
じ
、
先
に
昇
天
し
て
い
た
妻
と
再
会
し
た
」
と
い
う
説
話
で
あ
る
。
(
図

2 
こ
の
二
つ
の
説
話
は
共
に
地
獄
の
門
前
で
、

つ
ま
り
地
獄
に
入
ら
な
い
と
こ

ろ
で
釈
迦
仏
を
念
じ
た
と
い
う
点
と
、
「
救
わ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
が
堕
地
獄
を

免
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
六
道
輪
廻
か
ら
脱
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
さ
そ
う
な

点
が
注
目
さ
れ
る
。

次
に
、
極
楽
寺
本
(
図
3
、
4
、
5
)
に
は
三
幅
に
わ
た
る
画
面
に
少
な
く

と
も
七
つ
の
説
話
が
描
か
れ
て
い
る
。
出
典
の
判
る
も
の
に
つ
い
て
そ
の
内
容

を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

-
「
死
ん
で
地
獄
に
堕
ち
た
不
念
仏
・
不
勤
行
の
沙
門
、
武
嘗
寺
の
規
が
冥
王
の

前
で
諸
仏
に
祈
り
、
善
を
積
む
約
束
の
も
と
に
許
さ
れ
、
蘇
生
す
る
」
話
。
(
宋

武
官
寺
沙
門
僧
規
|
「
法
苑
珠
林
』
巻
第
八
十
三
ほ
か
)

-
「
殺
生
を
生
業
と
す
る
安
良
が
落
馬
し
て
死
ぬ
が
、
兄
の
釈
迦
像
建
立
に
援
助

し
て
い
た
た
め
、
そ
の
像
が
僧
侶
と
な
っ
て
現
れ
、
そ
の
助
け
に
よ
っ
て
蘇
生

す
る
」
話
。
(
唐
幽
州
漁
陽
牒
虞
安
良
助
他
人
造
稗
迦
像
像
免
苦
感
陣
ヤ
l
「
三
宝

感
応
要
略
録
」
巻
上
ほ
か
)

-
「
不
善
悪
業
の
婆
羅
門
が
地
獄
に
堕
ち
る
が
、
獄
卒
が
釜
を
叩
く
音
を
聞
き
、

妻
に
教
え
ら
れ
て
い
た
念
仏
を
し
た
と
こ
ろ
、
釜
が
割
れ
て
清
涼
の
池
と
な
り
、

罪
人
が
皆
往
生
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
婆
羅
門
は
許
さ
れ
て
蘇
生
し
た
」

と
い
う
話
。
(
阿
輸
沙
国
婆
羅
門
事
|
『
私
緊
百
因
縁
集
』
巻
第
三
ほ
か
)

-
「
鷹
狩
り
を
好
ん
だ
男
が
頭
痛
に
苦
し
ん
で
死
ぬ
が
、
冥
土
で
頭
の
無
い
烏
に

固
ま
れ
、
頭
を
返
せ
と
責
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
追
善
供
養
を
す
る
こ
と
を
約
束

す
る
と
許
さ
れ
蘇
生
す
る
」
話
。
(
随
鷹
楊
郎
将
天
水
女
萎
略
|
『
冥
報
記
」
巻

下
ほ
か
)

-
「
猟
を
生
業
と
す
る
男
が
殺
生
の
報
い
で
重
病
に
か
か
っ
て
死
に
、
地
獄
に
堕

ち
る
。
親
族
が
普
賢
菩
薩
像
を
造
っ
て
供
養
す
る
と
、
普
賢
が
僧
侶
の
姿
で
地

獄
に
現
れ
て
そ
の
男
を
救
い
、
男
は
蘇
生
し
た
。
男
は
剃
髪
出
家
す
る
」
と
い

う
話
。
(
為
秦
安
義
之
造
普
賢
事
。
殺
生
罪
除
事
。

i
『
三
国
伝
記
』
巻
第
十
一

ほ
か
)

-
六
道
救
済
の
説
話
中
、
最
も
流
布
し
た
と
思
わ
れ
る
目
連
尊
者
の
救
母
説
話
。

こ
こ
で
は
地
獄
に
堕
ち
た
母
を
、
目
連
が
地
獄
、
餓
鬼
道
、
畜
生
道
に
わ
た
っ

4 

て
救
い
、
昇
天
さ
せ
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
(
目
連
神
通
事
。
付
救
母

亦
降
龍
1
『
私
緊
百
因
縁
集
」
巻
第
三
ほ
か
)

次
に
、
水
尾
本
(
図
6
、
7
)
に
は
極
楽
寺
本
と
同
じ
目
連
の
救
母
説
話
が

地
獄
、
餓
鬼
道
の
二
場
面
に
描
か
れ
る
こ
と
が
鷹
巣
氏
の
ご
研
究
に
よ
り
知
ら

れ
る
。こ

れ
ら
の
救
済
説
話
は
ど
の
様
な
理
由
で
画
面
に
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

聖
衆
来
迎
寺
本
の
説
話
は
『
往
生
要
集
』
の
「
念
仏
の
利
益
」
に
基
づ
く
こ

と
か
ら
し
て
、
ひ
と
ま
ず
は
念
仏
の
奨
揚
と
考
え
ら
れ
る
。
極
楽
寺
本
の
説
話

の
内
容
は
念
仏
、
作
菩
の
約
束
、
造
仏
へ
の
結
縁
、
追
善
供
養
に
分
け
ら
れ
、

そ
れ
に
よ
る
蘇
生
と
昇
天
で
あ
る
。
他
の
作
品
に
も
み
ら
れ
る
目
連
の
説
話
も



大
き
く
み
る
と
、
母
へ
の
追
善
供
養
で
あ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
「
行
い
」
が
、
衆
生
を
地
獄
の
苦
し
み
か
ら
救
う
手

だ
て
、
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
人
び
と
は
い
く
つ
も
の
、

自
ら
も
実
行
可
能
な
手
だ
て
を
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
安
心
を
得
る
に
違
い

戸
L

向、
O

J
山
川

ivし
か
し
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
説
話
で
は
六
道
輪
廻
か
ら
の
解
脱
は
少

し
も
説
か
れ
て
い
な
い
。
六
道
の
輪
廻
か
ら
解
放
さ
れ
な
い
限
り
、
い
く
ら
こ

の
世
に
蘇
生
し
よ
う
と
、
天
界
に
昇
ろ
う
と
、
本
来
の
救
済
、
極
楽
往
生
で
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
極
楽
往
生
を
説
く
多
く
の
説
話
も
伝
え
ら
れ
る
中
で
、
な

ぜ
こ
の
よ
う
な
中
途
半
端
と
思
え
る
内
容
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
後
に
も
う
一
度
考
え
る
こ
と
と
し
、
今
は
念
仏
、

鎌倉時代六道絵画の特色とその背景について

あ
る
い
は
追
善
供
養
が
救
済
の
重
要
な
契
機
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
救
済
が
六

道
輪
廻
か
ら
の
解
放
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

( 

一一、ー...，
十
王
と
地
蔵
普
薩

十
王
と
は
冥
界
に
お
い
て
亡
者
の
罪
業
を
裁
く
十
人
の
王
の
こ
と
で
、
そ
の

裁
き
の
日
程
は
次
の
よ
う
に
決
ま
っ
て
い
る
。
初
七
日

秦
江
王
、
二
七
日

初
江
玉
、
三
七
日

五
官
玉
、
五
七
日

閤
羅
(
閤
魔
)

宋
帝
王
、
四
七
日太

山
(
泰
山
)
玉
、
百
ヶ
日

平
等
(
平

玉
、
六
七
日

変
成
王
、
七
七
日

成
王
)
、

一
周
忌

五
道
転
輪
王
で
あ
る
。

都
市
玉
、
三
回
忌

日
本
に
お
け
る
十
王
の
信
仰
と
造
形
化
に
つ
い
て
は
、
中
野
玄
三
氏
、
宮
次

男
氏
、
梶
谷
亮
治
氏
、
中
野
照
男
氏
ら
の
ご
研
究
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
成

果
に
よ
り
な
が
ら
考
え
を
進
め
た
い
。

日
本
の
十
王
信
仰
の
典
拠
と
な
る
主
な
経
典
に
は
、
『
閤
羅
王
授
記

四
衆
逆

修
生
七
斎
功
徳
往
生
浄
土
経
』
い
わ
ゆ
る
『
預
修
十
王
経
』
と
、
「
地
蔵
菩
薩
発

心
因
縁
経
」
い
わ
ゆ
る
『
地
蔵
十
王
経
』
が
あ
る
。
現
在
で
は
、
両
者
は
共
に

中
国
・
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
、
お
よ
そ
十
世
紀
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
地
蔵
菩
薩
と
十
王
を
結
び
つ
け
た
民
間
信
仰
が
母
胎

と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
日
本
に
お
い
て
は
『
預
修
十
王
経
』
を
も
と
に

し
て
加
筆
、
整
理
さ
れ
た
も
の
が
鎌
倉
時
代
以
降
に
広
く
流
布
し
た
よ
う
で
あ

る
。
両
者
の
相
違
の
最
た
る
点
は
、
「
地
蔵
十
王
経
』
に
十
王
そ
れ
ぞ
れ
に
対
す

る
本
地
仏
が
配
当
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

5 

聖
衆
来
迎
寺
本
で
は
十
王
全
体
は
描
か
れ
な
い
が
、
閤
魔
王
庁
を
描
く
一
幅

が
あ
る
。
画
面
上
部
左
右
に
二
つ
の
色
紙
形
を
置
き
、
『
地
蔵
十
王
経
」
の
讃
文

を
書
き
入
れ
て
い
る
。

禅
林
寺
本
「
十
界
図
」
(
図
8
、
9
)
に
は
、
地
蔵
書
薩
を
中
心
と
す
る
一
幅

の
上
部
に
、
地
蔵
を
中
心
と
し
て
左
右
に
五
体
ず
つ
の
十
王
が
配
置
さ
れ
て
い

る
。
忌
日
の
順
序
は
地
蔵
に
向
か
っ
て
左
下
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
左
回
り
に
進
む

が
、
整
理
さ
れ
て
い
な
い
。
各
王
の
協
に
添
え
ら
れ
た
名
札
に
忌
日
と
本
地
仏

の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
地
蔵
十
王
経
」
に
基
づ
く
図
と
考
え
ら
れ

る
が
、
十
王
と
本
地
の
対
応
は
経
の
通
り
で
は
な
い
。

極
楽
寺
本
で
は
三
幅
の
画
面
の
上
辺
、
右
幅
と
中
幅
に
団
体
、
左
幅
に
二
体
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が
安
置
さ
れ
、
忌
日
は
向
か
っ
て
右
か
ら
左
へ
と
進
行
す
る
。
各
王
に
つ
け
ら

れ
た
短
冊
形
に
は
『
預
修
十
王
経
』
の
讃
が
記
入
さ
れ
て
お
り
、
本
地
の
表
現

も
な
い
。

水
尾
本
は
も
と
も
と
三
幅
で
あ
っ
た
が
、
中
幅
が
欠
け
、
現
在
は
左
右
の
二

幅
が
残
る
。
十
王
像
は
各
幅
の
上
部
三
分
の
一
ほ
ど
を
使
い
、
右
幅
に
三
体
、

左
幅
に
四
体
を
配
置
す
る
。
し
た
が
っ
て
中
幅
に
は
三
体
描
か
れ
て
い
た
こ
と

に
な
る
が
、
そ
の
構
図
は
不
明
で
あ
る
。
忌
日
は
極
楽
寺
本
と
同
様
、
右
か
ら

左
へ
と
進
ん
で
い
く
。

こ
れ
ま
で
の
三
点
は
六
道
図
と
十
王
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
が
、
出
光
本

「
十
王
地
獄
図
」
(
図
印
、
日
)
は
十
王
と
地
獄
図
を
組
み
合
わ
せ
た
二
幅
か
ら

な
る
作
品
で
あ
る
。
十
王
は
各
幅
の
上
部
に
五
体
ず
つ
配
置
さ
れ
、
忌
日
は
左

幅
の
左
か
ら
初
七
日
、
三
七
日
、
五
七
日
、
七
七
日
、

一
周
息
、
右
幅
の
右
か

ら
二
七
日
、
四
七
日
、
六
七
日
、
百
箇
日
、
三
年
忌
と
な
る
。
そ
し
て
、
各
王

の
頭
上
に
は
思
目
と
名
を
記
し
た
短
冊
形
と
『
地
蔵
十
王
経
』
に
一
致
す
る
本

地
の
形
像
を
描
き
こ
ん
だ
円
相
を
お
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
の
十
王
国
を
見
る
と
大
き
く
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
画
面
上
に
地
蔵
と
の
関
わ
り
を
示
さ
な
い
も
の
と
、
関
わ
り
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

関
わ
り
を
示
さ
な
い
も
の
は
聖
衆
来
迎
寺
本
と
極
楽
寺
本
で
あ
り
、
残
る
三

点
は
い
ず
れ
も
地
蔵
と
の
関
わ
り
を
示
し
て
い
る
。
最
も
明
瞭
な
の
は
禅
林
寺

本
で
、
地
蔵
を
中
尊
の
よ
う
に
置
く
構
図
は
地
蔵
十
王
国
と
い
っ
て
も
良
さ
そ

う
な
も
の
で
あ
る
。
水
尾
本
と
出
光
本
は
そ
の
よ
う
な
形
で
は
な
い
が
、
共
に

十
王
国
の
下
に
拡
が
る
苦
界
の
中
に
亡
者
を
救
う
地
蔵
の
姿
を
描
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
『
地
蔵
十
王
経
』
が
「
預
修
十
王
経
』
に
比
べ
て
、

よ
り
地
蔵
と
の
関
係
を
深
め
て
い
る
こ
と
を
形
の
上
か
ら
見
て
取
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
聖
衆
来
迎
寺
本
が
「
地
蔵
十
王
経
』
を
書
き
入
れ
な
が
ら
地

蔵
と
の
関
係
を
露
わ
に
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
で
き
る
だ
け
『
往
生
要
集
」
に

忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
の
作
品
の
性
格
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
に
十
王
経
が
十
王
と
地
蔵
菩
薩
を
結
び
つ
け
た
民
間
信
仰
を

母
胎
に
し
て
成
立
し
て
き
た
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た

か
一
一
つ
の
十
王
経
典
の
教
え
の
も
と
に
な
っ
た
の
は
、
中
国
唐
の
僧
、
道
明
の

6 

冥
府
見
聞
語
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「
大
暦
十
三
年
(
七
七
八
年
)
二
月
人

目
、
道
明
は
突
然
閤
羅
王
の
も
と
に
連
行
さ
れ
て
尋
問
を
受
け
た
が
、
別
の
寺

の
道
明
と
の
人
違
い
で
あ
る
こ
と
が
判
り
、
こ
の
世
に
帰
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
時
、
道
明
は
冥
府
の
亡
者
が
裁
か
れ
る
場
に
、
頭
巾
を
被
り
、
理
洛
を
身

に
つ
け
、
錫
杖
を
持
っ
て
坐
る
禅
僧
、

つ
ま
り
地
蔵
菩
薩
を
見
た
と
い
う
。
冥

界
か
ら
帰
っ
た
道
明
は
こ
の
様
子
を
人
び
と
に
伝
え
、
図
に
も
表
し
た
」
と
い

う
も
の
で
あ
る
。

道
明
は
十
王
と
会
見
し
た
と
い
う
伝
説
を
持
つ
人
物
で
も
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
人
物
を
通
し
て
地
蔵
と
十
王
が
結
び
つ
き
、
『
地
蔵
十
王
経
」
の
よ
う
な
経
典

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。



次
に
、
こ
の
よ
う
な
十
王
経
典
の
性
格
を
考
え
る
こ
と
で
、
六
道
絵
画
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

『
預
修
十
王
経
」
の
預
修
は
逆
修
と
も
い
い
、
死
後
に
修
す
べ
き
仏
事
を
生
前

に
あ
ら
か
じ
め
行
う
こ
と
で
、
死
後
に
、
後
の
人
に
行
っ
て
も
ら
う
よ
り
功
徳

が
あ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
こ
の
経
は
、
自
分
の
冥
福
を
祈
る
た
め
に
預
修

の
斎
を
設
け
る
こ
と
を
説
く
経
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
唐
末
か
ら
五
代
に
か
け
て
、

亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
の
追
善
供
養
斎
に
変
化
し
た
ら
し
い
。

中
野
照
男
氏
の
ご
研
究
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
「
人
が
死
ぬ
と
、
次
の
生
を
受

け
る
ま
で
の
聞
に
、
十
王
に
よ
っ
て
生
前
の
罪
業
の
審
判
が
行
わ
れ
る
の
で
、

遺
族
が
忌
日
ご
と
に
追
普
斎
を
営
め
ば
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
故
人
を
安
楽
な

と
こ
ろ
に
昇
天
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
し

鎌倉時代六道絵画の特色とその背景について

て
そ
れ
が
「
六
朝
時
代
以
来
、
父
母
へ
の
孝
養
を
重
視
す
る
中
国
の
社
会
に
お

い
て
、
孝
養
の
た
め
に
遺
族
が
営
む
べ
き
祭
礼
と
し
て
、
民
衆
の
聞
に
広
く
拡

(4) 

が
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
日
本
に
も
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
預
修
十
王
経
」
が
い
つ
頃
、
ど
の
様
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な

ぃ
。
し
か
し
、
久
安
四
年
(
一
一
四
八
年
)

の
「
地
蔵
菩
薩
応
験
記
」
に
地
蔵

十
王
国
に
関
す
る
記
事
が
見
ら
れ
た
り
、
治
承
三
年
(
一
一
七
九
年
)

の
栄
西

の
「
菩
提
心
別
記
」
に
十
王
信
仰
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
は
、
十
二
世
紀

後
半
に
は
既
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
導
入
時
期
検
討
の
手
掛
か
り
に

な
ろ
う
。

ま
た
『
地
蔵
十
王
経
」
に
つ
い
て
は
、
正
嘉
元
年
(
一
二
五
七
年
)
、
愚
観
住

心
の
「
私
来
百
因
縁
集
」
に
そ
の
内
容
が
引
か
れ
、
禅
林
寺
本
に
お
い
て
も
十

王
と
本
地
の
対
応
が
定
型
化
し
て
い
な
い
こ
と
を
見
る
と
、
『
預
修
十
王
経
」
よ

り
少
し
遅
れ
て
展
開
し
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
定
着
に
も
時
間
が
か
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
十
王
の
経
典
に
は
追
普
供
養
を
勧
め
る
性
格
が

強
い
こ
と
を
知
る
が
、
そ
れ
が
六
道
絵
画
に
導
入
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当

然
そ
の
性
格
が
考
慮
さ
れ
て
の
こ
と
に
違
い
な
い
。

さ
ら
に
十
三
世
紀
に
数
多
く
舶
載
さ
れ
た
、
中
国
・
寧
波
付
近
で
制
作
さ
れ

た
十
幅
仕
立
て
の
十
王
国
の
影
響
が
大
い
に
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ
れ
ら
に
描

か
れ
る
厳
め
し
い
、
見
知
ら
ぬ
異
国
の
王
の
姿
は
、
人
び
と
に
冥
界
の
、
こ
の

世
に
な
い
恐
ろ
し
き
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
く
訴
え
、
浄
土
へ
の
思
い
を
か
き
立
て

7 

さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
恐
ろ
し
い
世
界
に

あ
る
今
は
亡
き
父
母
や
親
し
か
っ
た
人
の
昇
天
を
願
う
こ
と
、
そ
れ
は
、

い
ず

れ
自
分
も
亡
き
者
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
追
善
の
供
養
は
当
然
求
め
ら
れ
、

勧
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
十
王
経
は
そ
れ
を
説
い
て
い

る
の
で
あ
る
。

( 

ーー一) 

奈
河
津
と
奪
衣
婆

奈
河
津
と
奪
衣
婆
の
モ
チ
ー
フ
は
、
聖
衆
来
迎
寺
本
を
除
い
て
、
禅
林
寺
本
、

極
楽
寺
本
、
水
尾
本
、
出
光
本
の
い
ず
れ
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

奈
河
津
の
位
置
に
つ
い
て
み
る
と
、
禅
林
寺
本
は
地
蔵
幅
の
右
下
間
に
あ
り
、
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出
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鵠
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11 



喜術研究第16号 2003

阿
弥
陀
幅
が
地
蔵
幅
の
右
に
配
置
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
人
道
と

地
獄
の
境
に
位
置
す
る
。

極
楽
寺
本
は
右
幅
の
ほ
ぼ
中
央
、
人
道
と
冥
界
の
境
に
あ
た
る
。

水
尾
本
で
は
右
幅
の
中
段
右
に
あ
り
、
か
た
ち
と
し
て
は
餓
鬼
道
と
十
王
の

所
在
地
の
聞
に
位
置
す
る
。
し
か
し
、
奈
河
津
に
架
か
る
橋
、
奈
河
橋
の
先
は

震
に
覆
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
行
く
先
は
不
明
瞭
で
あ
る
。

出
光
本
で
は
左
幅
の
左
下
隅
に
位
置
す
る
。
出
光
本
は
地
獄
以
外
の
悪
趣
を

描
い
て
い
な
い
た
め
奈
河
津
は
地
獄
の
景
色
の
中
に
あ
る
。
し
か
し
、
奈
河
橋

の
先
は
画
面
の
左
外
へ
と
向
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
行
き
先
は
地
獄
の
外
と
い

え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
奈
河
津
の
位
置
は
一
定
し
な
い
が
、
共
通
す
る
の
は
奪
衣
婆
が

河
の
こ
ち
ら
側
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
ち
ら
の
世
界
で
は
な
く
、
こ

ち
ら
の
世
界
、
極
楽
寺
本
で
い
え
ば
人
の
世
界
と
冥
界
と
の
境
に
あ
っ
て
、
し

か
も
冥
界
に
入
る
前
に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
奈
河
津
と
奪
衣
婆
は
前
に
述
べ
た
『
地
蔵
十
王
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
長
久
元
年
(
一

O
四
O
年
)
の
、
「
本
朝
法
華
験
記
」
第
七
十

法
師
の
条
に
こ
れ
が
登
場
し
て
い
る
。

蓮
秀

奈
河
津
と
奪
衣
婆
の
典
拠
を
十
王
経
に
と
る
と
す
れ
ば
、
前
に
十
二
世
紀
か

ら
十
三
世
紀
と
し
た
日
本
に
お
け
る
十
王
経
の
受
容
、
展
開
の
時
期
を
、
『
本
朝

法
華
験
記
」
の
時
期
、

つ
ま
り
十
一
世
紀
に
ま
で
遡
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く

な
る
。
さ
ら
に
は
、
概
ね
十
世
紀
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
敦
埠
本
十
王
経
図
巻
に

は
、
奈
河
津
は
描
か
れ
る
も
の
の
奪
衣
婆
は
登
場
し
な
い
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
中
野
玄
三
氏
は
「
奈
河
津
と
奪
衣
婆
の
典
拠
は
『
十
王

(
6
)
 

経
」
で
は
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
」
と
さ
れ
た
。
で
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
そ
の

出
自
を
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
は
民
俗
学
、
宗
教
民
俗
学
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
視
点
か
ら
考

察
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
結
論
的
な
見
解
は
未
だ
に
出
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

が
、
本
論
の
文
脈
に
沿
う
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
手
掛
か
り
を
提
示
し
た
い
。

前
に
、
奈
河
津
と
奪
衣
婆
が
『
地
蔵
十
王
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。

そ
れ
は
二
七
日

初
江
王
の
記
事
で
、
「
葬
頭
河
の
曲
、
初
江
の
辺
に
於
て
、
官

庁
相
連
り
、
承
る
所
に
前
の
大
河
を
渡
る
。
即
ち
是
れ
葬
頭
の
見
渡
、
亡
人
奈

河
津
と
名
づ
く
。
渡
る
所
三
有
り
。

一
は
山
水
瀬
、
二
は
江
の
深
淵
、
三
は
橋

12 

渡
。
官
の
前
に
大
樹
有
り
。
衣
領
樹
と
名
づ
く
。
影
に
二
鬼
住
む
。

婆
と
名
づ
け
、
二
を
懸
衣
翁
と
名
づ
く
。
」
(
原
漢
文
、
読
み
下
し
筆
者
)
と
い

一
を
奪
衣

う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
奈
河
津
は
葬
頭
河
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
私
た
ち
に
な
じ
み
深

い
「
こ
の
世
」
と
「
あ
の
世
」
を
分
け
る
「
三
途
の
川
」
に
他
な
ら
な
い
。
ま

た
、
こ
の
三
途
の
川
は
「
平
家
物
語
』
巻
六
、
「
入
道
死
去
の
こ
と
」
に
「
ま
た

帰
り
来
ぬ
死
出
の
山
、
三
瀬
川
、
黄
泉
中
有
の
旅
の
空
に
、
た
だ
一
所
こ
そ
お

も
む
き
給
ひ
け
め
。
」
と
あ
っ
て
、
死
者
の
魂
が
あ
の
世
へ
い
く
の
に
渡
る
三
瀬

川
で
あ
っ
た
。

五
来
重
氏
は
こ
の
三
瀬
川
に
つ
い
て
、
「
「
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
」
に
載
る
、
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伊
非
諾
命
が
黄
泉
の
固
か
ら
帰
っ
た
と
き
、
日
向
の
小
戸
の
橋
の
椋
原
で
の
膜

ぎ
就
い
に
、
「
上
瀬
は
是
れ
太
だ
疾
し
。
下
瀬
は
是
れ
太
だ
弱
し
と
の
た
ま
い

て
、
使
ち
中
瀬
に
濯
ぎ
た
ま
ひ
き
。
』
と
あ
る
よ
う
に
、
日
本
人
は
厳
重
な
膜
ぎ

を
す
る
と
き
は
三
つ
の
瀬
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
と
す
れ
ば

こ
の
川
は
、
穣
土
と
こ
の
世
の
境
に
あ
っ
て
、
積
れ
を
清
め
る
重
要
な
装
置
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
奪
衣
婆
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
恐
山
の
イ
タ
コ
の
よ
う
な
「
口
寄
せ
」

を
す
る
亙
女
を
思
い
起
こ
せ
ば
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
現
在
の
イ
タ
コ
は

祈
祷
や
占
い
の
よ
う
な
こ
と
も
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
や
は
り
五
来
氏
の
ご
研

究
に
よ
れ
ば
、
本
来
の
「
口
寄
せ
」
は
死
者
の
死
後
の
世
界
の
苦
し
み
を
子
孫

に
知
ら
せ
、
そ
の
苦
を
軽
減
す
る
た
め
の
作
善
、
供
養
と
い
っ
た
、
滅
罪
の
仕

(7} 

方
を
託
宣
す
る
の
が
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

「
口
寄
せ
」
の
亙
女
が
奪
衣
婆
だ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
他
界
と
こ
の
世
を
つ

な
ぐ
と
こ
ろ
に
女
性
が
位
置
し
、
し
か
も
い
わ
ば
追
善
供
養
の
連
絡
者
で
あ
っ

た
と
い
う
構
造
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
西
山
克
氏
は
、
聖
域
と
そ
の
外
と
の
境
に
あ
る
川
と
橋
に
、
橋
姫
伝

説
や
熊
野
比
正
尼
の
存
在
が
「
水
辺
の
女
」
あ
る
い
は
「
橋
に
住
む
女
」
の
イ

メ
l
ジ
を
定
着
さ
せ
、
奪
衣
婆
も
そ
こ
に
重
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
さ
れ

て
い
る
。
古
代
・
中
世
の
鳥
辺
野
の
あ
り
さ
ま
と
、
聖
衆
来
迎
寺
本
の
人
道
不

浄
相
の
図
様
が
重
な
る
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
を
活
動
の
場
と
し
て
い
た

聖
や
比
正
尼
た
ち
の
姿
を
、
地
蔵
や
奪
衣
婆
と
重
ね
て
み
て
も
よ
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

こ
う
し
て
み
る
と
奈
河
津
と
奪
衣
婆
は
、
死
の
世
界
と
そ
の
穣
れ
を
恐
れ
、

追
善
供
養
に
よ
る
滅
罪
を
希
求
す
る
人
び
と
の
最
も
身
近
な
、
切
実
な
信
仰
を

示
す
図
像
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

新
要
素
展
開
の
背
景

こ
れ
ま
で
、
鎌
倉
時
代
に
六
道
絵
画
に
加
わ
っ
た
新
し
い
要
素
に
つ
い
て
、

整
理
し
、
そ
の
性
格
な
ど
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
こ
に
見
え
て
き
た
も

の
は
、
現
実
の
生
活
者
と
し
て
生
き
る
民
衆
の
世
俗
的
、
現
実
的
要
求
に
画
面

の
上
で
応
え
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
っ
た
。
六
道
絵
画
の
基
本
的
な
性
格
は
、

13 

や
は
り
「
純
粋
な
六
道
絵
」
、
つ
ま
り
「
往
生
要
集
』
の
「
厭
離
識
土
」
「
欣
求

浄
土
」
の
信
仰
で
あ
ろ
う
。
聖
衆
来
迎
寺
本
は
で
き
る
だ
け
そ
れ
に
忠
実
で
あ

ろ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
あ
っ
て
も
、
念
仏
に
よ
る
救
済
を
描
い

た
り
、
閤
魔
の
す
が
た
を
描
き
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
『
往
生
要
集
』

が
撰
述
さ
れ
て
か
ら
お
よ
そ
三
O
O
年
を
経
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ

て
い
た
。

そ
こ
に
は
、
六
道
絵
画
を
生
む
母
胎
で
あ
る
浄
土
教
の
信
仰
に
、
二
面
性
が

あ
る
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
れ
は
広
神
清
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
末
法
思
想
の
発
展
と
共
に
現
れ
て

き
た
宿
業
観
に
基
づ
く
、
「
人
は
前
世
の
業
因
(
宿
業
)
の
結
果
と
し
て
の
現
世
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を
生
き
ね
ば
な
ら
ず
、
宿
業
を
転
じ
て
後
生
に
お
け
る
極
楽
往
生
を
願
っ
て
念

仏
を
修
す
る
」
と
い
う
運
命
観
と
、
「
こ
の
現
世
を
生
き
る
人
間
と
し
て
、
現
実

の
吉
凶
禍
福
へ
の
配
慮
に
発
す
る
現
世
利
益
を
、
自
ら
の
運
命
の
内
容
と
考
え
、

そ
れ
の
充
足
・
実
現
を
天
神
地
祇
に
祈
る
立
場
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
観
念
と
し
て
の
極
楽
往
生
と
、
そ
れ
が
否
定
し
た
は
ず
の
現
世
利
益

が
同
時
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
辺
り
の
事
情
は
、
源
信
と
並
ん
で
、

日
本
の
浄
土
信
仰
に
大
き
な
足
跡
を
残
す
法
然
の
言
動
を
見
れ
ば
よ
く
見
え
て

く
る
。広

く
知
ら
れ
る
と
お
り
、
法
然
は
十
二
世
紀
の
末
に
『
選
択
本
願
念
仏
集
」

を
著
し
て
「
一
向
専
念
」
の
教
え
を
説
い
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
念
仏
行
者
は
、

念
仏
に
よ
っ
て
阿
弥
陀
仏
一
仏
に
帰
依
す
れ
ば
よ
く
、
そ
の
他
の
諸
仏
・
諸
菩

薩
へ
の
礼
拝
、
神
祇
の
祭
杷
は
無
用
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
現
世
利
益
を
望

ま
ず
「
後
生
の
往
生
浄
土
の
た
め
に
ひ
た
す
ら
念
仏
の
行
を
修
す
る
こ
と
」
で

ホ
γ
。。

し
か
し
法
然
は
一
方
で
、
弟
子
た
ち
に
よ
る
仏
堂
建
立
や
造
仏
、
僧
侶
へ
の

供
養
な
ど
、

つ
ま
り
念
仏
一
行
、
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
往
生
浄
土
を
願
う
念
仏

行
者
に
と
っ
て
は
「
雑
行
」
で
し
か
な
い
行
い
を
容
認
し
て
い
る
。
弟
子
で
あ

る
津
戸
為
守
へ
の
書
状
に
は
、
家
の
人
の
行
い
に
結
縁
助
成
の
立
場
で
あ
れ
ば

そ
れ
ら
を
許
す
と
い
う
こ
と
と
共
に
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
コ
ノ
世
ノ
イ
ノ
リ
ニ
、
仏
ニ
モ
神
ニ
モ
申
サ
ム
事
ハ
、
ソ
モ
ク
ル
シ
ミ
候
マ

シ
。
後
生
ノ
往
生
、
念
仏
ノ
ホ
カ
ニ
ア
ラ
ヌ
行
ヲ
ス
ル
コ
ソ
、
念
仏
ヲ
サ
マ
タ

コ
ノ
世
ノ
タ
メ
ニ
ス
ル
事
ハ
、
往
生
ノ
タ
メ

{m) 

ニ
テ
ハ
候
ハ
ネ
ハ
、
仏
神
ノ
イ
ノ
リ
、
サ
ラ
ニ
ク
ル
シ
カ
ル
マ
シ
ク
候
也
。
」

ク
レ
ハ
、
ア
シ
キ
事
ニ
テ
候
へ
。

つ
ま
り
、
現
世
利
益
を
求
め
て
弥
陀
以
外
の
仏
や
神
祇
に
祈
持
す
る
こ
と
は
、

後
生
の
往
生
と
は
関
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
念
仏
の
障
害
と
は
な
ら
な
い
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
然
は
念
仏
往
生
を
願
う
人
び
と
の
ど
う
し
て
も
払

い
き
れ
な
い
伝
統
的
な
神
祇
信
仰
へ
の
傾
き
ゃ
、
現
世
利
益
を
求
め
る
心
情
を

認
め
、
た
だ
ち
に
は
そ
れ
を
排
斥
し
き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

法
然
の
教
え
を
さ
ら
に
徹
底
さ
せ
た
親
驚
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
正
嘉
二

年
(
一
二
五
七
)

の
『
三
帖
和
讃
」
に
収
め
ら
れ
る
和
讃
で
次
の
よ
う
に
嘆
い

て
い
る
。

「
か
な
し
き
か
な
や
こ
の
ご
ろ
の

和
国
の
道
俗
み
な
と
も
に
仏
教
の
威
儀

14 

こ
と
と
し
て

天
地
の
鬼
神
を
尊
敬
す
」
「
五
濁
増
の
し
る
し
に
は

道
俗
こ
と
ご
と
く

外
儀
は
仏
教
の
す
が
た
に
て

内
，ぃ
外
道
を
帰
敬こ
せの
りDよ
」の

こ
う
し
て
み
る
と
、
鎌
倉
時
代
の
仏
教
界
が
こ
ぞ
っ
て
救
済
の
対
象
と
し
た

民
衆
が
根
強
く
保
持
し
て
い
た
現
世
利
益
の
欲
求
と
、
伝
統
的
神
祇
信
仰
へ
の

傾
斜
の
強
さ
を
知
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
法
然
に
始
ま
る
念
仏
の
教
え
は
、
十
四
世
紀
に
活
動
し
た
五
代
目

の
存
覚
(
一
二
九

0
1
一
三
七
O
)
に
至
る
と
更
に
変
貌
す
る
。
正
中
元
年
(
一

三
二
四
年
)

の
『
諸
神
本
懐
集
」
に
「
第
一
ニ
ハ
、
権
社
ノ
霊
験
ヲ
ア
カ
シ
テ
、

本
地
ノ
利
生
ヲ
タ
ウ
ト
プ
ベ
キ
コ
ト
ヲ
ヲ
シ
ヘ
」
(
注
ロ
)
と
述
べ
る
よ
う
に
、

つ
い
に
本
地
垂
紘
一
説
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
民
衆



鎌倉時代六道絵画の特色とその背景について

の
心
情
と
要
求
が
教
理
を
も
変
化
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

時
代
、
六
道
絵
画
を
制
作
し
受
容
し
た
人
々
の
信
仰
は
現
世
的
な
神
祇
信
仰
の

影
響
を
強
く
受
け
て
お
り
、
た
だ
阿
弥
陀
の
極
楽
往
生
を
願
う
だ
け
の
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

結
び前

節
で
見
て
き
た
浄
土
信
仰
の
な
が
れ
は
、
今
こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
六

道
絵
画
の
時
代
と
ち
ょ
う
ど
重
な
る
。
そ
う
し
て
み
る
と
信
仰
の
変
化
と
、
六

道
絵
画
の
展
開
と
が
見
事
に
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
鎌
倉
時
代
の
六
道

絵
画
に
現
れ
た
新
し
い
要
素
は
、
こ
の
時
代
の
民
衆
の
聞
に
根
強
く
存
在
す
る

神
祇
信
仰
を
基
層
と
す
る
、
多
層
性
を
持
っ
た
信
仰
の
あ
り
方
を
如
実
に
示
す

も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
民
衆
の
六
道
救
済
の
要
請
に
応
え
る
絵
画
と
し
て
作
ら
れ
、
い
わ

ゆ
る
旧
仏
教
側
に
大
き
な
刺
激
を
与
え
た
の
が
二
河
白
道
図
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

鎌
倉
初
期
に
相
次
い
で
渡
宋
し
た
浄
土
、
律
、
禅
各
宗
の
僧
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
十
王
国
が
地
蔵
に
よ
る
救
済
と
結
び
つ
い
て
受
容
、
表
現
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
中
で
天
台
宗
系
の
六
道
絵
画
が
明

快
な
救
済
を
効
果
的
に
、
そ
の
画
面
に
表
現
し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
現
存
の
作

品
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
六
道
絵
画
制
作
が
天
台
か
ら
浄
土
宗
へ
移
つ

た
事
情
を
推
察
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
『
往
生
要
集
』
は
日
本
人
の
地
獄
極
楽
観
を
そ
の
イ
メ

ー
ジ
と
共
に
固
定
す
る
役
割
を
果
た
し
た
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
背
後
に
は

『
日
本
霊
異
記
」
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
聖
集
団
の
、
現
実
に
根
ざ
し
た
地
獄
世
界

が
無
名
の
人
々
に
よ
っ
て
語
り
継
が
れ
、
人
び
と
の
心
の
奥
底
に
拡
が
っ
て
い

た
こ
と
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
十
王
や
地
蔵
が
積
極
的
に
受
け
入
れ

ら
れ
、
奈
河
津
や
奪
衣
婆
が
画
面
に
登
場
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
な
の
で
あ
る
。

注(
1
)

鷹
巣
純
「
茨
木
市
水
尾
本
六
道
十
王
国
に
つ
い
て
|
図
像
と
そ
の
構
成
を
中
心

に
」
『
仏
教
芸
術
』
二
一
一
一
六
号
一
九
九
人

(2)

中
野
玄
一
二
『
六
道
絵
の
研
究
』
(
淡
交
社
一
九
八
九
)
八
O
頁

(
3
)

な
お
、
鷹
巣
氏
は
禅
林
寺
本
「
十
界
図
」
の
阿
鼻
地
獄
の
門
に
描
か
れ
て
い

る
、
獄
卒
が
差
し
出
す
鉄
叉
に
驚
く
僧
侶
の
姿
は
目
連
の
説
話
に
基
づ
く
も
の
と

し
て
お
ら
れ
る
。
筆
者
も
同
様
に
考
え
て
い
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
確
認
で
き
な
い

た
め
、
こ
こ
に
挙
げ
る
こ
と
は
控
え
て
お
き
た
い
。

(
4
)

中
野
照
男
『
閤
魔
・
十
王
像
』
(
日
本
の
美
術
一
一
二
三
号
至
文
堂
一
九

九
二
)

(5)

「
第
七
十
蓮
秀
法
師

沙
門
蓮
秀
は
、
醍
醐
の
住
僧
な
り
。
頃
年
法
華
を
持
し
て
、
毎
日
に
慨
倦
す
る

こ
と
な
し
。
兼
て
観
音
を
念
持
し
て
、
十
八
日
に
持
斎
せ
り
。
世
路
に
牽
か
れ

て
、
妻
子
を
具
す
と
い
へ
ど
も
、
心
は
猶
し
法
華
大
乗
を
帰
信
せ
り
。
毎
日
に
観

音
経
一
百
巻
を
読
諦
せ
り
。
乃
至
重
き
病
を
受
け
取
り
て
、
辛
苦
悩
乱
し
、
身
冷

え
息
絶
え
て
、
即
ち
死
門
に
入
れ
り
。
遣
に
冥
途
に
向
ひ
て
、
人
間
の
境
を
隔
て

た
り
。
深
く
幽
な
る
山
、
険
難
の
高
き
峰
を
超
え
て
、
そ
の
途
遼
遠
な
り
。
鳥
の
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声
を
聞
か
ず
、
僅
に
鬼
神
暴
悪
の
類
あ
り
。
深
き
山
を
過
ぎ
巳
り
て
、
大
き
な
る

流
の
河
あ
り
。
広
く
深
く
し
て
怖
畏
す
べ
し
。
そ
の
河
の
北
の
岸
に
一
の
嫡
の
鬼

あ
り
。
そ
の
形
醜
く
随
し
く
し
て
、
大
き
な
る
樹
の
下
に
住
せ
り
。
そ
の
樹
の
枝

に
百
千
種
の
衣
を
懸
け
た
り
。
こ
の
鬼
、
僧
を
見
て
問
ひ
て
言
は
く
、
汝
今
当
に

知
る
べ
し
。
こ
れ
は
三
途
の
河
に
し
て
、
我
は
こ
れ
三
途
の
河
の
瓶
な
り
。
汝
衣

服
を
脱
ぎ
て
、
我
に
与
へ
て
渡
る
べ
し
と
い
へ
り
。

時
に
四
の
天
童
あ
り
。
忽
ち
に
来
り
至
り
て
言
は
く
、
汝
短
の
鬼
、
争
か
こ
の

僧
の
衣
を
奪
ひ
取
る
。
こ
の
沙
門
は
、
法
撃
の
持
者
に
し
て
、
観
音
の
加
護
し
た

ま
ふ
人
な
り
と
い
へ
り
。
時
に
掘
の
鬼
、
合
掌
し
て
僧
を
敬
へ
り
。
天
童
、
沙
門

に
語
り
て
言
は
く
、
こ
こ
は
こ
れ
冥
途
に
し
て
、
悪
業
の
人
の
来
る
処
な
り
。
早

く
本
の
固
に
還
り
、
能
く
妙
法
を
持
し
て
、
観
音
を
称
念
し
、
生
死
を
捨
て
離
れ

て
、
後
に
浄
土
に
生
れ
よ
と
い
へ
り
。
将
て
還
る
問
、
途
中
に
こ
の
天
童
あ
り
。

来
り
迎
へ
て
云
は
く
、
賀
茂
明
神
、
冥
途
に
赴
く
を
見
て
、
将
て
還
ら
し
め
む
が

た
め
に
遣
す
と
こ
ろ
な
り
と
い
へ
り
。
一
夜
を
運
克
り
て
、
即
ち
蘇
生
す
る
こ
と

を
得
た
り
。
病
患
を
除
き
愈
し
て
、
飲
食
を
受
け
用
ゐ
、
本
の
体
を
得
了
べ
ぬ
。

倍
信
力
を
増
し
て
、
法
花
を
読
諦
し
、
観
音
を
持
念
す
る
こ
と
、
今
に
退
か
ず
。

ま
た
多
く
の
種
の
奇
異
の
夢
想
あ
り
。
更
に
こ
れ
を
記
さ
ず
。
」
〈
井
上
光
貞
・
大

曽
根
章
介
『
日
本
思
想
大
系
往
生
伝
・
法
華
験
記
』
(
岩
波
書
庖
)
所
収
「
大

日
本
国
法
華
経
験
記
巻
中
」
〉

な
お
、
こ
こ
に
「
賀
茂
明
神
」
の
名
が
登
場
す
る
こ
と
は
後
述
す
る
神
祇
信
仰

と
の
関
わ
り
の
中
で
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。

(6)

中
野
玄
三
、
前
掲
書
一

O
二
頁

(7)

五
来
重
「
日
本
人
の
地
獄
と
極
楽
』
(
人
文
書
院
一
九
九
二

(8)

西
山
克
『
聖
地
の
想
像
力
』
「
序
章
橋
を
渡
る
」
(
法
蔵
館
一
九
九
人
)

(9)

広
神
清
「
鎌
倉
・
室
町
期
の
浄
土
教
と
運
命
観
」
「
季
刊
日
本
思
想
史
』
第

三
二
号
一
九
八
九

(
叩
)
「
津
一
戸
の
三
郎
へ
っ
か
は
す
御
返
事
」
『
昭
和
新
修
法
然
上
人
全
集
」
(
平
楽
寺

書
庖
一
九
五
五
)
五
O
四
頁

(
日
)
「
愚
禿
悲
歎
述
懐
和
讃
」
『
定
本
親
鴛
聖
人
全
集

一
九
八
二
)
二
二
ニ
頁

『
日
本
思
想
大
系
中
世
神
道
論
」
(
岩
波
書
庖

第
二
巻
」
和
讃
編
(
法
蔵
館

(ロ)

一
九
七
七
)

本
稿
は
「
鎌
倉
時
代
六
道
絵
画
展
開
に
つ
い
て
の
小
考
察
」
と
題
し
た
発
表

(
美
術
史
学
会
西
支
部
例
会
、

一
九
九
八
年
七
月
)
を
も
と
に
し
て
い
る
が
、
発

表
の
際
、

一
部
資
科
に
つ
い
て
の
考
察
の
不
備
を
根
立
研
介
氏
か
ら
ご
指
摘
を

受
け
た
。
本
稿
で
は
そ
の
点
を
含
め
書
き
改
め
た
。
根
立
氏
を
は
じ
め
、
ご
指

導
、
ご
教
示
下
さ
っ
た
方
々
、
作
品
ご
所
蔵
者
に
深
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

(
す
が
む
ら
・
と
お
る

広
島
大
学
)
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