
浄
土
教
と
彫
刻

礪

波

恵

昭

今
日
は
『
浄
土
教
と
彫
刻
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
浄
土
教
、
こ
の
真
宗
大

谷
派
も
広
い
意
味
で
浄
土
教
の
中
の
一
つ
の
流
れ
を
く
む
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
日
本
に

お
い
て
浄
土
教
に
関
わ
る
美
術
、
彫
刻
の
歴
史
を
、
飛
鳥
時
代
・
七
世
紀
か
ら
鎌
倉
時
代
・
十
三
世
紀
ま

で
、
重
要
な
作
品
、
興
味
深
い
ポ
イ
ン
ト
を
歴
史
的
に
辿
っ
て
紹
介
し
て
い
く
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い

ま
す
。
あ
わ
せ
て
、
浄
土
教
の
彫
刻
と
い
う
も
の
が
、
日
本
の
仏
教
、
あ
る
い
は
人
々
に
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
そ
れ
か
ら
、
人
々
が
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
か
。
そ
う
い
う
こ
と
ま

で
考
え
を
巡
ら
せ
て
も
ら
え
る
機
会
に
な
っ
た
ら
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
早

速
、
ス
ラ
イ
ド
を
映
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

浄
土
教
と
い
う
と
、
浄
土
に
憧
れ
る
と
い
う
こ
と
が
基
本
に
な
っ
て
ま
す
。
そ
の
際
の
浄
土
と
い
う
の

は
、
い
く
つ
か
の
浄
土
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
の
場
合
は
極
楽
浄
土
に
最
終
的
に
集
約
さ
れ
て
い
き
ま
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す
。
弥
勒
の
兜
率
天
浄
土
も
結
構
重
要
だ
っ
た
り
し
ま
し
た
が
、
最
終
的
に
鎌
倉
時
代
以
降
は
阿
弥
陀
如

来
の
極
楽
浄
土
が
、
一
番
、�
浄
土
に
憧
れ
る
�
時
の
浄
土
の
代
表
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く

る
わ
け
で
す
。
そ
の
際
に
、
極
楽
浄
土
の
教
主
と
い
う
の
は
阿
弥
陀
如
来
で
す
。
そ
の
阿
弥
陀
如
来
を
実

際
に
造
形
と
し
て
、
彫
刻
、
絵
画
で
表
現
さ
れ
た
も
の
を
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

今
、
映
し
て
い
る
の
は
元
々
は
奈
良
の
法
隆
寺
に
伝
わ
り
、
現
在
は
東
京
国
立
博
物
館
の
所
蔵
に
な
っ

て
い
る
『
阿
弥
陀
三
尊
像
』
と
い
う
仏
像
で
す
。
こ
れ
は
日
本
に
残
っ
て
い
る
一
番
古
い
阿
弥
陀
如
来
像

で
す
。
阿
弥
陀
三
尊
は
、
阿
弥
陀
如
来
を
中
心
に
、
そ
の
両
側
に
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
が
従
う
と
い
う

形
式
に
な
る
の
が
通
常
で
す
。
こ
れ
も
そ
う
な
ん
で
す
が
、
真
ん
中
が
阿
弥
陀
如
来
で
す
。
こ
ち
ら
側
が

観
音
菩
薩
、
こ
ち
ら
が
勢
至
菩
薩
で
す
。
真
ん
中
が
如
来
と
い
う
種
類
の
仏
さ
ん
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

ら
ほ
つ

明
か
な
ん
で
す
が
、
そ
れ
は
頭
髪
が
粒
を
並
べ
た
よ
う
な
螺
髪
に
な
っ
て
ま
す
し
、
着
て
い
る
衣
も
如
来

の
袈
裟
を
着
け
て
い
る
か
ら
で
す
。
で
も
、
こ
の
仏
像
は
手
の
構
え
だ
け
を
見
た
ら
、
阿
弥
陀
如
来
か
、

薬
師
如
来
か
、
釈
迦
如
来
か
、
弥
勒
如
来
か
、
全
く
区
別
が
出
来
な
い
の
で
す
。
ど
こ
で
区
別
す
る
か
。

き
ょ
う
じ

こ
れ
は
、
両
側
に
脇
侍
の
菩
薩
二
体
が
お
供
し
ま
す
が
、
お
供
の
菩
薩
の
冠
を
見
て
欲
し
い
ん
で
す
。

向
か
っ
て
右
、
観
音
菩
薩
の
宝
冠
に
は
小
さ
い
仏
像
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
勢
至
菩
薩
は
花
瓶
み
た
い

す
い
び
ょ
う

な
、
水
瓶
と
い
う
も
の
を
表
し
て
い
ま
す
。
小
さ
い
仏
像
が
つ
い
て
い
た
ら
観
音
菩
薩
、
花
瓶
の
よ
う
な
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水
瓶
が
つ
い
て
い
た
ら
勢
至
菩
薩
に
な
り
ま
す
。
観
音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
は
必
ず
阿
弥
陀
如
来
の
お
供
に

つ
く
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
真
ん
中
の
如
来
が
見
分
け
が
つ
か
な
く
て
も
、
両
側
が
観

音
菩
薩
と
勢
至
菩
薩
な
ら
真
ん
中
が
阿
弥
陀
如
来
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
仏
像
の
顔
は
少
し
童

顔
に
な
っ
て
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
お
そ
ら
く
七
世
紀
の
半
ば
く
ら
い
、
西
暦
六
〇
〇
年
代

の
半
ば
頃
の
制
作
だ
と
考
え
ら
れ
る
仏
像
で
す
。
こ
れ
が
日
本
に
残
っ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来
の
中
で
一
番

古
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

日
本
の
仏
教
と
い
う
の
は
い
ろ
ん
な
説
が
あ
り
ま
す
が
、
お
お
よ
そ
六
世
紀
、
つ
ま
り
西
暦
五
〇
〇
年

代
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
来
て
、
西
暦
六
〇
〇
年
前
後
か
ら
本
格
的
に
お
寺
の
造
営
が
始
ま
り
ま
す
。
奈
良

県
の
飛
鳥
寺
と
い
う
お
寺
が
日
本
で
最
初
の
本
格
的
寺
院
で
、
西
暦
六
〇
〇
年
前
後
の
造
営
で
す
。
そ
の

頃
か
ら
日
本
で
仏
教
信
仰
が
広
ま
り
、
仏
教
寺
院
が
造
ら
れ
て
い
く
の
で
す
が
、
そ
の
過
程
の
わ
り
と
早

い
時
期
に
阿
弥
陀
如
来
像
が
造
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
今
示
し
ま
し
た
仏
像
で
分
か
り
ま
す
。
た
だ

し
、
こ
の
頃
は
阿
弥
陀
如
来
と
薬
師
如
来
、
弥
勒
如
来
、
釈
迦
如
来
な
ど
と
の
区
別
は
す
ご
く
曖
昧
で
し

た
。
阿
弥
陀
如
来
は
極
楽
浄
土
の
教
主
で
我
々
の
来
世
を
救
っ
て
く
れ
る
仏
で
す
。
つ
ま
り
死
後
、
極
楽

浄
土
へ
救
っ
て
く
れ
る
仏
で
す
。
一
方
、
薬
師
如
来
は
い
わ
ゆ
る
現
世
利
益
の
仏
で
、
今
生
き
て
い
る
現

世
で
薬
の
働
き
で
病
気
を
治
し
寿
命
を
延
ば
し
て
く
れ
ま
す
。
そ
う
し
た
仏
の
は
た
ら
き
の
違
い
が
ま
だ

浄土教と彫刻
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理
解
さ
れ
て
い
な
い
時
期
で
し
た
。
例
え
ば
、
法
隆
寺
に
西
暦
六
二
三
年
（
推
古
天
皇
三
一
年
）
に
造
ら

れ
た
釈
迦
如
来
像
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
像
の
銘
文
に
は
釈
迦
如
来
に
「
聖
徳
太
子
一
族
の
死
後
の
安
楽
を

祈
願
す
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
お
釈
迦
さ
ん
が
死
後
の
世
界
を
救
っ
て
く
れ
る
っ
て
い
う
こ
と
に
な

っ
て
た
り
す
る
の
で
、
実
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
仏
像
の
姿
は
ち
ゃ
ん
と
造
ら
れ
て
い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、

如
来
ご
と
に
教
え
が
違
う
、
救
い
の
内
容
が
違
う
み
た
い
な
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
し

か
し
、
形
は
き
ち
ん
と
造
っ
て
あ
り
ま
す
。
何
で
か
。
こ
れ
は
お
手
本
に
な
っ
た
仏
像
が
、
中
国
大
陸
、

朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
へ
持
っ
て
こ
ら
れ
て
、
そ
れ
を
お
手
本
に
造
っ
て
る
か
ら
形
は
間
違
い
な
く
造
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
教
え
の
内
容
と
い
う
の
は
ま
だ
ま
だ
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
段
階
の
阿
弥
陀

如
来
像
が
こ
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
彫
刻
で
す
が
、
絵
画
で
も
阿
弥
陀
如
来
を
主
題

に
し
た
も
の
は
東
ア
ジ
ア
地
域
の
仏
教
美
術
の
中
で
か
な
り
の
部
分
を
占
め
て
い
ま
す
。

次
に
紹
介
す
る
の
は
中
国
・
敦
煌
石
窟
の
壁
画
の
一
部
で
す
。『
阿
弥
陀
浄
土
図
』
と
い
う
画
で
す
が
、

真
ん
中
が
阿
弥
陀
如
来
、
左
右
に
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
。
阿
弥
陀
三
尊
を
中
心
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
極

楽
浄
土
の
光
景
を
、
主
に
『
観
無
量
寿
経
』
と
い
う
お
経
を
中
心
に
絵
画
化
し
た
も
の
が
、
中
国
で
は
広

く
仏
教
美
術
の
主
題
と
し
て
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
日
本
に
も
影
響
を
与
え
た
例
が
奈
良

の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
で
す
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
金
堂
壁
画
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
火
事
で
焼
け
て
し
ま
い
ま
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し
た
が
、
こ
れ
は
焼
け
る
前
に
撮
ら
れ
た
カ
ラ
ー
写
真
で
す
。
こ
れ
を
見
る
と
、
真
ん
中
が
阿
弥
陀
如
来

で
両
側
が
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
。
そ
し
て
そ
の
上
に
は
天
蓋
と
い
う
、
阿
弥
陀
如
来
の
上
に
さ
し
か
け

る
傘
み
た
い
な
も
の
が
表
し
て
あ
っ
て
、
極
楽
浄
土
の
一
部
を
切
り
取
っ
た
構
図
に
な
っ
て
い
る
も
の
で

す
。
こ
れ
は
七
世
紀
の
後
半
の
制
作
で
す
。
こ
の
手
の
構
え
を
見
て
欲
し
い
の
で
す
が
、
胸
の
前
で
説
法

印
あ
る
い
は
転
法
輪
印
と
い
う
手
の
構
え
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
日
本
の
仏
教
美
術
の
黎
明
期
に
画
か

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
法
隆
寺
の
壁
画
は
他
に
も
、
お
釈
迦
さ
ん
の
浄
土
が
描
い
て
あ
っ

た
り
、
弥
勒
の
浄
土
が
描
い
て
あ
っ
た
り
、
薬
師
如
来
の
浄
土
が
描
い
て
あ
っ
た
り
、
複
数
の
浄
土
が
描

か
れ
て
い
て
ま
す
。
だ
か
ら
阿
弥
陀
浄
土
に
特
別
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

押
出
仏
の
阿
弥
陀
三
尊
像
も
造
ら
れ
ま
し
た
。
元
は
奈
良
の
法
隆
寺
に
伝
わ
り
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら

皇
室
に
献
上
さ
れ
て
、
現
在
東
京
国
立
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
薄
い
銅
板
を
焼
き
な
ま
し

て
型
に
押
し
当
て
て
仏
像
の
姿
を
写
し
取
っ
た
も
の
が
こ
の
押
出
仏
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
れ
は
大
量
生

産
が
で
き
ま
す
か
ら
、
お
堂
の
中
の
壁
や
仏
壇
の
下
の
腰
板
部
分
に
貼
っ
た
り
し
て
装
飾
し
た
と
考
え
ら

れ
る
も
の
で
す
。
中
央
が
阿
弥
陀
如
来
で
、
左
右
に
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
を
表
し
て
い
ま
す
。
造
ら
れ

た
の
は
七
世
紀
の
終
わ
り
頃
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
ま
し
た
と

浄土教と彫刻
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お
り
阿
弥
陀
如
来
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
仏
教
美
術
作
品
は
、
日
本
の
仏
教
美
術
の
黎
明
期
か
ら
そ
こ
そ
こ

数
と
し
て
は
見
つ
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
他
の
お
釈
迦
さ
ん
と
か
観
音
菩
薩
と

同
じ
ぐ
ら
い
作
品
数
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
し
、
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
り

た
い
と
い
う
考
え
方
が
そ
の
根
底
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
か
な
り
曖
昧
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
実
際
の
作
品
と
し
て
は
こ
う
し
て
い
く
つ
か
残
さ
れ
て
い
る
の
で

す
。こ

の
頃
の
阿
弥
陀
浄
土
、
阿
弥
陀
如
来
の
作
品
の
白
眉
と
言
え
る
の
が
、
法
隆
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る

『
伝
橘
夫
人
念
持
仏
』
と
言
わ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
下
方
に
木
製
の
台
座
が
あ
り
、
上
部
に
は
木

製
の
屋
根
を
備
え
、
中
央
部
に
は
扉
が
あ
り
、
そ
の
中
に
比
較
的
小
型
の
ブ
ロ
ン
ズ
（
銅
造
）
の
阿
弥
陀

三
尊
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
扉
は
他
の
部
分
よ
り
後
に
造
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
今
で
言
う
と

こ
ろ
の
お
仏
壇
み
た
い
な
も
の
だ
と
理
解
し
て
も
ら
っ
て
結
構
で
す
。
小
型
の
も
の
な
の
で
、
大
き
な
お

寺
に
置
い
て
み
ん
な
で
拝
む
も
の
で
は
な
く
て
、
貴
顕
が
身
近
に
置
い
て
毎
朝
毎
晩
こ
の
仏
さ
ん
の
前
で

拝
ん
で
い
た
、
そ
う
い
う
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
奈
良
時
代
に
各
地
に
国
分
寺
・
国
分
尼
寺
を

発
願
さ
れ
た
、
仏
教
の
力
で
日
本
の
国
を
治
め
て
い
こ
う
と
考
え
た
聖
武
天
皇
の
お
后
の
光
明
皇
后
の
母

で
あ
る
、
橘
三
千
代
が
日
頃
こ
の
仏
像
を
拝
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
『
橘
夫
人
念
持
仏
』
と
い
う
愛
称
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が
つ
い
て
い
ま
す
。

中
央
部
に
は
阿
弥
陀
如
来
、
左
右
に
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
、
後
ろ
に
は
光
背
状
の
後
屏
が
あ
り
、
阿

弥
陀
三
尊
像
の
下
に
は
三
尊
を
支
え
る
台
盤
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
三
尊
像
の
可
愛
ら
し

い
柔
和
な
笑
み
を
湛
え
る
よ
う
な
顔
で
少
し
子
ど
も
っ
ぽ
い
体
型
の
仏
像
は
、
七
世
紀
後
半
、
白
鳳
時
代

と
か
白
鳳
期
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
特
色
で
す
。
小
さ
い
阿
弥
陀
如
来
の
化
仏
を
宝
冠
正
面
に
つ
け
た
の
が

観
音
菩
薩
、
水
瓶
を
宝
冠
に
表
し
た
の
が
勢
至
菩
薩
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
阿
弥
陀
三
尊
は
何

が
素
晴
ら
し
い
か
と
い
う
と
、
後
ろ
の
光
背
状
の
後
屏
と
か
台
盤
と
言
わ
れ
る
部
分
も
含
め
た
全
体
の
構

成
で
す
。
台
盤
か
ら
阿
弥
陀
三
尊
像
の
台
座
が
上
に
立
ち
上
が
っ
て
、
そ
の
上
に
三
尊
が
い
ま
す
。
台
盤

に
三
つ
穴
が
あ
り
、
こ
の
上
の
阿
弥
陀
三
尊
の
蓮
台
と
い
う
台
座
の
下
の
茎
が
差
し
込
ま
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
台
盤
は
蓮
の
池
を
表
し
て
い
ま
す
。
蓮
の
花
だ
っ
た
り
、
横
向
き
に
な
っ
た
葉
だ
っ
た
り
、
巻
い
た

葉
だ
っ
た
り
、
開
い
た
葉
だ
っ
た
り
い
ろ
い
ろ
と
表
さ
れ
ま
す
が
、
蓮
の
葉
が
生
え
て
い
る
池
に
さ
ざ
波

が
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
こ
の
阿
弥
陀
三
尊
の
蓮
の
花
を
か
た
ど
っ
た
台
座
が
立
ち
上
が
っ
て
、
そ

の
上
に
阿
弥
陀
三
尊
が
い
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
ま
す
。
極
楽
浄
土
に
は
池
が
あ
る
と
阿
弥
陀
経
な

ど
の
経
典
に
も
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
ま
さ
に
表
現
し
て
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
ら
は
現

ろ
く
し
ょ
う

在
銅
の
錆
び
で
あ
る
緑
青
が
ふ
い
て
い
る
の
で
緑
色
で
す
が
、
元
々
は
全
面
に
鍍
金
（
金
メ
ッ
キ
）
が
施

浄土教と彫刻
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し
て
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
非
常
に
華
や
か
な
も
の
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
こ
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
阿
弥
陀

三
尊
の
後
ろ
に
は
後
屏
と
呼
ば
れ
る
光
背
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
五
人
の
天
人
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て

い
ま
す
。
真
ん
中
の
三
人
の
天
人
は
手
を
差
し
出
し
て
、
そ
の
前
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来

ず
こ
う

の
透
か
し
彫
り
の
き
れ
い
な
頭
光
を
支
え
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
銅
を

鋳
型
に
入
れ
て
か
た
ち
造
る
鋳
造
と
い
う
技
法
で
制
作
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
鋳
造
技
術
も
見
事
で
す
。
天

人
の
下
に
不
思
議
な
蛸
の
足
み
た
い
な
植
物
が
絡
み
合
い
、
こ
れ
が
全
部
下
の
方
に
束
ね
て
蓮
の
池
に
繋

が
っ
て
ま
す
。
後
屏
の
支
柱
も
植
物
の
茎
を
束
ね
た
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
極
楽
浄

土
に
あ
る
宝
池
、
蓮
が
生
え
て
い
る
池
を
一
つ
の
基
盤
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
蓮
の
花
や
植
物
が
生
え
、
蓮

の
花
の
上
に
は
阿
弥
陀
三
尊
が
い
る
。
そ
し
て
後
屏
の
天
人
も
そ
こ
か
ら
上
に
生
え
た
所
に
表
さ
れ
る
と

い
う
よ
う
に
、
極
楽
浄
土
と
そ
こ
に
あ
る
蓮
池
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
デ
ザ
イ
ン
を
展
開
さ
せ
た
作
品
と
し

て
、
同
時
代
に
は
類
例
が
な
い
極
め
て
特
異
か
つ
非
常
に
レ
ベ
ル
の
高
い
作
品
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
造
っ
た
人
は
お
経
の
内
容
を
理
解
し
て
制
作
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
極
楽
浄
土
に
は
池
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
蓮
の
花
が
生
え
て
い
て
、
そ
の
上
に
阿
弥
陀
如
来
が
い

る
。
そ
の
こ
と
ま
で
知
っ
た
上
で
な
い
と
作
れ
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
を
制
作
し
た
人
の
阿
弥
陀
如
来
と
極

楽
浄
土
に
関
す
る
理
解
は
か
な
り
深
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
時
代
に
は
空
前
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絶
後
と
言
え
る
作
品
で
、
蓮
池
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
全
体
を
構
成
し
た
デ
ザ
イ
ン
性
も
、
非
常
に
薄
く
見

事
な
透
か
し
彫
り
の
光
背
を
鋳
造
し
た
技
術
も
す
ば
ら
し
い
も
の
で
す
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
中
国
大
陸
か

朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
に
渡
来
し
た
人
が
指
導
を
し
て
造
ら
せ
た
も
の
で
、
教
義
的
な
部
分
も
渡
来
し
て
き

た
お
坊
さ
ん
の
指
導
に
よ
る
と
い
う
可
能
性
が
高
い
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
七
世
紀
か
ら
八

世
紀
に
お
け
る
日
本
の
浄
土
教
美
術
の
中
で
は
特
に
進
ん
だ
段
階
の
作
品
で
、
日
本
の
他
の
も
の
と
関
連

づ
け
る
の
は
難
し
い
く
ら
い
で
す
。
法
隆
寺
に
行
か
れ
た
ら
ぜ
ひ
見
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
下
の
木
製
の
台

座
の
部
分
に
も
や
は
り
極
楽
浄
土
に
関
わ
る
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
台
座
正
面
に
は
供
養
を
す

る
人
が
二
人
、
裏
側
に
は
蓮
華
化
生
と
言
っ
て
、
極
楽
浄
土
に
亡
く
な
っ
た
人
が
生
ま
れ
か
わ
る
際
に
宝

池
か
ら
生
え
た
蓮
花
の
上
に
生
ま
れ
か
わ
る
場
面
が
描
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
阿
弥
陀
如
来
を

説
い
た
お
経
を
よ
く
読
み
込
ん
で
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
を
美
術
に
採
り
入
れ
た
、
本
当
に
こ
の
時
代
と
し
て

は
希
有
な
作
品
と
い
う
こ
と
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
西
暦
七
〇
〇
年
前
後
、
奈

良
時
代
の
直
前
ぐ
ら
い
の
制
作
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
構
想
力
に
し
て
も
、
鋳
造
の
技
術
に
し
て
も
、
こ

の
時
期
と
し
て
は
極
め
て
卓
越
し
た
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。

奈
良
時
代
に
入
っ
て
も
阿
弥
陀
如
来
像
は
引
き
続
き
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
法
隆
寺
伝
法
堂
に
安
置
さ
れ

る
阿
弥
陀
三
尊
像
が
そ
の
一
例
で
、
真
ん
中
の
阿
弥
陀
如
来
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
説
法
印
あ

浄土教と彫刻
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る
い
は
転
法
輪
印
と
い
う
、
胸
の
前
で
腕
を
構
え
る
構
え
で
す
。
た
だ
、
こ
の
奈
良
時
代
に
阿
弥
陀
如
来

が
造
ら
れ
る
理
由
は
、
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
と
祈
願
す
る
、
後
の
浄
土
教
的
な
考
え
方
で
造

け

か

ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
て
、
悔
過
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
悔
過
と
は
、

さ
ん
げ

い
わ
ゆ
る
�
懺
悔
�
の
こ
と
で
、
仏
教
語
で
は
懺
悔
と
言
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
当
時
の
為
政
者
な
ど

が
、
何
か
悪
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
時
に
そ
れ
を
何
と
か
解
消
し
よ
う
と
、
仏
の
前
で
行
う
懺
悔
滅
罪
の
法

要
で
す
。
そ
の
時
の
本
尊
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
が
選
ば
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
極
楽
浄
土

に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
と
い
う
、
後
の
時
代
の
い
わ
ゆ
る
浄
土
教
的
な
考
え
で
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い

可
能
性
が
高
い
の
で
す
。
阿
弥
陀
如
来
は
阿
弥
陀
如
来
な
の
で
す
が
、
極
楽
浄
土
に
死
ん
だ
後
生
ま
れ
変

わ
る
そ
の
世
界
を
意
識
し
て
造
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
も
の
が
奈
良
時
代

の
阿
弥
陀
如
来
像
に
は
結
構
あ
り
ま
す
。

彫
刻
で
は
な
い
の
で
す
が
、
奈
良
時
代
の
阿
弥
陀
如
来
お
よ
び
極
楽
浄
土
を
表
し
た
作
品
と
し
て
欠
か

せ
な
い
の
は
、
奈
良
県
に
あ
る
當
麻
寺
『
観
無
量
寿
経
変
相
図
』。
一
般
に
は
『
當
麻
曼
荼
羅
』
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
作
品
で
す
。
こ
れ
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
綴
れ
織
り
と
い
う
染
織
作
品
、
織
物
で
す
。
縦
横

四
メ
ー
ト
ル
四
方
ほ
ど
あ
る
大
き
な
も
の
で
、
今
年
の
春
に
奈
良
国
立
博
物
館
で
『
當
麻
寺
展
』
が
あ
っ

て
、
こ
こ
で
二
十
年
ぶ
り
ぐ
ら
い
に
原
本
が
公
開
さ
れ
ま
し
た
。
原
本
は
傷
み
が
激
し
く
当
初
の
部
分
は
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あ
ま
り
残
っ
て
な
い
の
で
す
が
、
こ
の
図
様
を
室
町
時
代
に
絵
画
と
し
て
描
い
た
も
の
を
見
て
み
ま
し
ょ

う
。『
観
無
量
寿
経
変
相
図
』
と
は
、
真
宗
大
谷
派
で
も
所
依
の
経
典
と
し
て
い
る
『
浄
土
三
部
経
』
の

一
つ
、『
観
無
量
寿
経
』
の
中
に
説
か
れ
て
い
る
世
界
を
絵
画
化
し
た
も
の
で
す
。
右
辺
は
阿
弥
陀
如
来

を
心
に
思
い
浮
か
べ
る
、
観
想
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
描
い
て
あ
り
ま
す
。
左
辺

く
ぼ
ん

は
『
観
無
量
寿
経
』
が
説
か
れ
る
に
至
っ
た
阿
闍
世
王
の
話
が
描
い
て
あ
り
ま
す
。
一
番
下
の
所
は
九
品

ら
い
ご
う

来
迎
と
言
っ
て
、
こ
れ
は
最
後
の
話
と
ま
た
関
わ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、「
人
は
生
前
の
行
い
の
善
し
悪
し

に
よ
っ
て
往
生
の
仕
方
が
九
段
階
に
分
か
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
を
図
様
化
し
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も

も
っ
と
細
か
い
所
を
映
し
た
ら
面
白
い
の
で
す
が
、
今
日
は
彫
刻
と
い
う
こ
と
で
す
し
時
間
も
あ
り
ま
せ

じ
ょ
う
ぼ
ん
じ
ょ
う
し
ょ
う

ん
の
で
省
略
し
ま
す
が
、
普
段
か
ら
良
い
行
い
を
し
て
い
る
人
は
、「
上
品

上
生
」
と
い
う
所
に
位
置

づ
け
ら
れ
て
、
死
ん
だ
ら
す
ぐ
に
阿
弥
陀
如
来
が
お
供
に
二
十
五
菩
薩
を
連
れ
て
雲
に
乗
っ
て
亡
く
な
っ

た
人
の
元
に
や
っ
て
く
る
。
そ
し
て
す
ぐ
そ
の
人
の
魂
を
迎
え
取
っ
て
、
極
楽
浄
土
に
帰
っ
て
い
っ
て
、

そ
の
魂
が
こ
の
宝
池
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
生
前
の
行
い
が
だ
ん

だ
ん
悪
く
な
っ
て
く
る
と
、「
上
品
上
生
」
か
ら
「
上
品
中
生
」「
上
品
下
生
」「
中
品
上
生
」「
中
品
中

生
」「
中
品
下
生
」
と
な
っ
て
、
お
供
の
数
が
減
っ
て
き
ま
す
。
だ
ん
だ
ん
寂
し
い
お
迎
え
に
な
っ
て
く

る
の
で
す
。
一
番
下
「
下
品
下
生
」。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
普
段
か
ら
極
悪
非
道
で
、
仏
像
を
壊
し
て
薪

浄土教と彫刻
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に
し
て
売
っ
た
り
、
お
坊
さ
ん
を
捕
ま
え
て
何
か
物
を
盗
ん
だ
り
と
か
、
そ
う
い
う
極
悪
人
で
も
死
ぬ
間

際
に
改
心
し
た
ら
何
と
か
救
わ
れ
ま
す
よ
と
い
う
こ
と
が
描
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の
人
は
残
念
な
が
ら
阿

弥
陀
如
来
は
来
て
く
れ
ず
、
魂
を
乗
せ
る
台
だ
け
が
飛
ん
で
き
ま
す
。
ま
た
亡
く
な
っ
た
「
下
品
下
生
」

の
人
は
、
生
ま
れ
変
わ
る
の
も
か
な
り
時
間
が
経
っ
て
か
ら
し
か
生
ま
れ
変
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
し
て
中
央
部
は
阿
弥
陀
如
来
が
い
る
極
楽
浄
土
の
様
子
を
『
観
無
量
寿
経
』
を
元
に
絵
画
化
し

て
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
、
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
、
後
ろ
に
は
極
楽
浄
土
の
楼
閣
が
展
開
し
、
手
前

に
は
能
舞
台
の
よ
う
な
造
り
出
し
が
あ
り
、
そ
の
ま
わ
り
に
蓮
の
池
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
頃
の
中
国
で
は

極
楽
浄
土
を
絵
画
化
す
る
、「
変
相
図
」、�
変
�
と
い
う
の
が
流
行
し
た
の
で
す
が
、
そ
う
し
た
変
相
図

と
比
べ
て
も
當
麻
曼
荼
羅
の
構
成
は
最
も
精
緻
な
も
の
の
一
つ
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
原
本
は

織
物
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
四
メ
ー
ト
ル
四
方
も
あ
る
巨
大
な
織
物
は
奈
良
時
代
の
日
本

で
は
作
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
中
国
の
唐
で
、
そ
れ
も
相
当
の
年
月
を
か
け
て
作
ら
れ
た
も
の

が
遣
唐
使
に
よ
っ
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
、
そ
れ
が
當
麻
寺
に
収
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ

が
後
に
傷
ん
だ
の
で
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
絵
画
化
し
た
も
の
が
作
ら
れ
た
訳
で
す
。
こ
の
図
様
を
元
に
小

型
に
し
た
も
の
が
流
布
し
て
、
結
構
色
ん
な
お
寺
に
當
麻
曼
荼
羅
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
一
番

原
本
が
こ
れ
な
の
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
「
極
楽
浄
土
は
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
世
界
で
す
よ
」
と
具
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体
的
に
示
し
た
美
術
作
品
が
奈
良
時
代
に
は
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
確
か
で
す
。
た

だ
、
そ
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
容
さ
れ
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
分
か
ら
な
い

と
こ
ろ
も
多
い
の
で
す
け
れ
ど
も
。

平
安
時
代
に
入
る
と
阿
弥
陀
如
来
や
浄
土
教
に
関
わ
る
新
し
い
要
素
が
中
国
か
ら
日
本
に
入
っ
て
き
ま

す
。
一
つ
は
真
言
密
教
が
中
国
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
す

ぐ
後
に
空
海
と
最
澄
が
中
国
へ
遣
唐
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
ま
す
。
二
人
は
八
〇
四
年
（
延
暦
二
三
年
）
に

入
唐
し
、
最
澄
は
翌
八
〇
五
年
に
日
本
へ
帰
り
比
叡
山
延
暦
寺
を
開
き
、
天
台
宗
を
広
め
て
い
き
ま
す
。

空
海
は
八
〇
六
年
に
日
本
に
帰
っ
て
き
て
、
和
歌
山
県
高
野
山
の
金
剛
峰
寺
、
そ
れ
か
ら
京
都
の
東
寺
を

拠
点
に
真
言
宗
、
真
言
密
教
を
広
め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
二
つ
の
新
し
い
仏
教
の
流
派
が
日
本
に
伝
え

ら
れ
る
と
共
に
、
仏
教
美
術
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
つ
が
空
海
が
日
本
に
伝
え
た
真
言
密
教
、
真
言
宗
に
関
わ
る
仏
像
で
す
。

東
寺
の
講
堂
に
残
さ
れ
て
い
る
仏
像
群
は
八
三
九
年
（
承
和
六
年
）
に
開
眼
供
養
さ
れ
た
現
存
す
る
日

本
最
古
の
真
言
密
教
の
尊
像
で
す
。
例
え
ば
不
動
明
王
に
代
表
さ
れ
る
明
王
像
と
い
う
の
は
真
言
密
教
の

中
で
初
め
て
作
ら
れ
た
仏
像
で
、
空
海
が
日
本
に
真
言
密
教
を
伝
え
る
以
前
は
日
本
に
は
な
か
っ
た
も
の

で
す
。
こ
う
し
た
真
言
密
教
の
仏
像
の
中
に
や
は
り
阿
弥
陀
如
来
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
東
寺
講
堂
の
中

浄土教と彫刻
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ご

ち

央
に
あ
る
五
智
如
来
（
五
仏
）
の
真
ん
中
は
大
日
如
来
で
、
こ
れ
は
真
言
密
教
・
密
教
世
界
の
最
高
の
存

在
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
統
括
す
る
仏
で
す
が
、
そ
の
周
り
の
四
体
の
如
来
の
う
ち
一
体
が
阿
弥
陀
如
来
・

無
量
寿
如
来
で
す
。
こ
の
真
言
密
教
の
中
で
作
ら
れ
た
阿
弥
陀
如
来
・
無
量
寿
如
来
と
い
う
の
は
お
腹
の

前
で
両
手
を
組
み
合
わ
せ
た
阿
弥
陀
の
定
印
と
い
う
印
相
で
、
こ
の
新
た
な
阿
弥
陀
如
来
の
姿
が
真
言
密

教
の
将
来
と
と
も
に
日
本
で
も
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
こ
の
真
言
密
教
で
は
そ
れ
ま

で
に
な
い
非
常
に
多
く
の
仏
が
登
場
し
、
そ
れ
ら
を
描
い
た
も
の
が
曼
荼
羅
で
す
。
先
ほ
ど
の
當
麻
曼
荼

羅
も
曼
荼
羅
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
本
来
は
浄
土
変
相
図
で
あ
り
曼
荼
羅
と
呼
ぶ
の
は
お
か
し
く

て
、
曼
荼
羅
と
い
う
の
は
密
教
の
仏
を
多
数
描
い
た
も
の
で
す
。
そ
の
う
ち
胎
蔵
曼
荼
羅
は
大
日
如
来
を

中
心
に
多
数
の
仏
が
描
か
れ
て
お
り
、
大
日
如
来
の
下
に
無
量
寿
如
来
・
阿
弥
陀
如
来
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
お
腹
の
前
で
両
手
を
組
み
合
わ
せ
る
阿
弥
陀
の
定
印
の
仏
像
が
日
本
で
は
後
に
か
な
り
流
行
し

ま
す
が
、
起
源
は
こ
の
密
教
の
中
の
阿
弥
陀
如
来
の
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

真
言
密
教
の
教
え
に
基
づ
い
て
大
日
如
来
を
中
心
に
五
体
の
如
来
、
す
な
わ
ち
五
智
如
来
（
五
仏
）
の

他
の
例
と
し
て
京
都
・
山
科
の
安
祥
寺
に
あ
る
五
智
如
来
像
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
一
体
が
阿
弥
陀
如

来
で
す
。
こ
の
よ
う
な
定
印
の
阿
弥
陀
如
来
は
、
大
日
如
来
を
中
心
に
五
体
一
組
で
造
ら
れ
る
の
が
本
来

の
密
教
の
中
の
阿
弥
陀
如
来
・
無
量
寿
如
来
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
独
立
し
て
阿
弥
陀
三
尊
の
中
に
取
り
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込
ま
れ
た
作
品
も
制
作
さ
れ
ま
し
た
。
八
八
八
年
（
仁
和
四
年
）
に
造
ら
れ
た
京
都
・
仁
和
寺
の
阿
弥
陀

三
尊
像
で
す
。
こ
の
手
の
構
え
が
密
教
式
の
定
印
で
す
。
し
か
し
両
脇
侍
の
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
は
密

教
式
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
密
教
式
の
阿
弥
陀
如
来
が
阿
弥
陀
三
尊
の
中
尊
か
ら
徐
々
に
広
ま
っ
て
き
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
清
涼
寺
に
は
八
九
六
年
（
寛
平
八
年
）
に
造
ら
れ
た
阿
弥
陀
三
尊
像
が
伝

わ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
や
は
り
お
腹
の
前
で
両
手
を
組
み
合
わ
せ
る
阿
弥
陀
の
定
印
を
し
て
い
ま
す
。
両

側
の
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
も
不
思
議
な
手
の
構
え
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
話
を
し
て
い
る
と

時
間
が
長
く
な
る
の
で
省
略
を
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
お
腹
の
前
で
両
手
を
組
み
合
わ
せ
る
密
教
式
の
阿

弥
陀
如
来
は
さ
ら
に
日
本
中
に
普
及
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
岩
船
寺
阿
弥
陀
如
来
像
は
九
四
六

年
（
天
慶
九
年
）
に
造
ら
れ
た
仏
像
で
す
が
、
こ
れ
も
阿
弥
陀
の
定
印
で
す
。

こ
こ
ま
で
平
安
時
代
前
期
の
真
言
密
教
の
話
を
し
ま
し
た
が
、
一
方
で
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
最
澄
が
日

本
に
伝
え
た
天
台
宗
の
中
で
も
密
教
を
広
め
よ
う
と
す
る
動
き
が
出
て
き
て
、
最
澄
の
お
弟
子
さ
ん
た
ち

が
中
国
に
留
学
し
、
空
海
の
真
言
宗
に
負
け
な
い
よ
う
、
新
た
な
天
台
密
教
を
日
本
に
伝
え
ま
し
た
。
そ

の
中
に
円
仁
と
い
う
お
坊
さ
ん
が
い
ま
す
。
円
仁
は
常
行
三
昧
と
い
う
修
行
を
日
本
に
伝
え
ま
し
た
。
こ

れ
は
阿
弥
陀
如
来
を
お
堂
の
真
ん
中
に
祀
っ
て
、
そ
の
周
り
を
お
経
な
ど
を
唱
え
な
が
ら
絶
え
ず
回
り
な

が
ら
修
行
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
際
の
本
尊
に
は
い
く
つ
か
の
姿
が
あ
る
の
で
す
が
、
い
ず
れ
も

浄土教と彫刻
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両
手
を
お
腹
の
前
で
組
み
合
わ
せ
る
定
印
で
あ
る
も
の
の
、
今
ま
で
見
て
き
た
阿
弥
陀
如
来
の
頭
の
螺
髪

と
い
う
巻
き
髪
を
並
べ
る
も
の
と
違
い
、
髪
の
毛
を
伸
ば
し
た
菩
薩
と
同
じ
髪
型
で
、
宝
冠
を
か
ぶ
っ
て

い
ま
し
た
。
阿
弥
陀
如
来
が
宝
冠
を
か
ぶ
る
の
は
珍
し
い
の
で
す
が
、
常
行
三
昧
の
本
尊
に
は
、
特
殊
な

宝
冠
阿
弥
陀
と
い
わ
れ
る
冠
を
か
ぶ
っ
た
阿
弥
陀
如
来
が
祀
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
は
ま
だ
研
究
が
進
ん
で
い
な
く
て
よ
く
分
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
の
で
す
が
、
我
々
が
通
常

目
に
す
る
阿
弥
陀
如
来
と
は
違
っ
た
姿
の
阿
弥
陀
如
来
が
常
行
三
昧
の
本
尊
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
。
螺
髪

の
上
に
宝
冠
を
か
ぶ
っ
た
非
常
に
特
殊
な
姿
の
阿
弥
陀
如
来
も
造
ら
れ
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
こ
れ
も
常
行

三
昧
の
本
尊
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

平
安
時
代
後
期
に
は
、
日
本
の
仏
教
の
中
で
一
つ
の
大
き
な
転
換
点
に
な
る
出
来
事
で
あ
る
、
末
法
の

時
代
の
到
来
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。
仏
教
全
般
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
仏
教
美
術
に
と
っ
て
も

末
法
時
代
の
到
来
と
い
う
の
は
大
き
な
変
革
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
釈
尊
が
仏
教
を
説
か
れ
て
以
降
、
ど

の
よ
う
に
伝
わ
り
広
ま
っ
て
い
く
か
を
三
つ
の
時
代
に
分
け
て
区
分
す
る
三
時
説
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま

す
。「
正
法
・
像
法
・
末
法
」
と
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
お
釈
迦
さ
ん
の
教
え
は
だ
ん
だ
ん
正
し
く
伝

わ
ら
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
そ
の
末
法
の
時
代
に
一
〇
五
二
年
（
永
承
七
年
）
に

入
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
末
法
の
時
代
に
入
っ
た
ら
、
お
釈
迦
さ
ん
の
教
え
に
従
っ
て
修
行
を
し
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て
も
悟
り
に
至
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
戦
乱
で
あ
る
と
か
、
天
変
地
異
が
続
い
て
世
の

中
乱
れ
て
、
本
当
の
こ
の
世
の
中
で
生
き
て
い
く
こ
と
す
ら
難
し
い
時
代
に
な
っ
て
し
ま
う
と
さ
れ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
末
法
の
時
代
が
到
来
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
時
代
が
近
づ
い
て
き
た
時
の
人
々

は
非
常
に
恐
れ
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
人
々
は
考
え
ま
し
た
。
そ
の
代
表
的
な
人
物
と
し

て
、
真
宗
大
谷
派
で
も
大
変
大
事
な
七
高
僧
の
一
人
、
恵
心
僧
都
・
源
信
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
比
叡
山
横
川
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
お
坊
さ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
源
信
が
、
九
八
五
年
（
寛
和
元

年
）
に
『
往
生
要
集
』
と
い
う
本
を
纏
め
ら
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
本
で
、
仏
教
美
術
の
世
界

に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
本
で
す
。
こ
れ
は
、
往
生
す
る
た
め
に
肝
要
な
点
・
重
要
な
所
を
集
め
た
本

と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
ん
な
お
経
や
お
経
の
解
説
書
か
ら
、
簡
単
に
言
う
と
極
楽
浄
土
、
阿
弥
陀
如
来
に

救
っ
て
も
ら
い
極
楽
往
生
す
る
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
い
う
こ
と
を
抜
粋
し
て
ま
と
め
た
本
で

す
。
二
部
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
前
半
は
地
獄
が
い
か
に
恐
ろ
し
い
か
。「
何
も
し
な
か
っ
た
ら
地
獄
に

落
ち
ま
す
よ
」
と
。
だ
か
ら
「
地
獄
が
ど
ん
な
怖
い
所
か
、
そ
れ
を
見
て
、
地
獄
に
落
ち
な
い
よ
う
に
仏

道
修
行
し
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
地
獄
の
光
景
の
恐
ろ
し
さ
が
前
半
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
後

半
に
は
、
阿
弥
陀
如
来
に
救
っ
て
も
ら
い
極
楽
往
生
す
る
た
め
に
は
何
を
し
た
ら
良
い
か
と
い
う
こ
と
が

書
い
て
あ
り
ま
す
。
前
半
の
部
分
、
地
獄
の
光
景
が
書
い
て
あ
る
箇
所
は
、
仏
教
美
術
の
中
の
地
獄
絵
の

浄土教と彫刻
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成
立
に
つ
な
が
り
ま
し
た
。
昔
は
お
盆
の
頃
に
な
っ
た
ら
お
寺
で
地
獄
の
画
を
出
し
て
み
ん
な
に
見
せ
て

絵
解
き
し
て
い
た
も
の
で
す
が
、
地
獄
絵
・
地
獄
図
が
日
本
で
展
開
し
て
い
く
基
礎
に
な
っ
た
の
が
こ
の

『
往
生
要
集
』
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、『
往
生
要
集
』
後
半
部
分
の
極
楽
浄
土
に
往
生
す
る

に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
箇
所
も
仏
教
美
術
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
し
た
。
恵
心
僧
都
・
源
信

の
時
代
の
浄
土
教
は
、
基
本
的
に
は
貴
族
の
た
め
の
教
え
と
い
う
側
面
が
否
定
で
き
ず
、
一
般
庶
民
の
こ

さ
ぜ
ん

と
は
ま
だ
あ
ま
り
考
え
て
な
い
の
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
日
頃
か
ら
�
作
善
�
と
い
う
、
善
行
を
重
ね
て

お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
臨
終
の
時
に
は
、
周
り
の
者
が
一
緒
に
念
仏
を

し
て
、
極
楽
浄
土
に
迎
え
取
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の

う
ち
、
極
楽
に
救
っ
て
も
ら
え
る
に
は
日
頃
で
き
る
だ
け
作
善
を
重
ね
て
お
く
こ
と
が
良
い
と
い
う
こ
と

が
貴
族
に
注
目
さ
れ
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
お
寺
に
寄
進
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
お
寺
を
建
て

て
し
ま
う
、
お
堂
を
造
る
、
仏
像
を
造
る
、
仏
画
を
造
る
、
豪
華
な
青
い
紙
に
金
で
経
文
を
写
経
す
る
な

ど
。
こ
う
し
た
作
善
を
積
み
か
さ
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
れ
る
確
率
が
高
く
な
る

と
信
じ
ら
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
末
法
の
時
代
に
入
っ
た
ら
、
現
世
で
は
な
く
死
後
の
来
世
に
期
待
を

し
て
、
日
頃
か
ら
良
い
行
い
を
積
み
か
さ
ね
よ
う
と
、
天
皇
家
や
貴
族
は
盛
ん
に
お
寺
を
建
て
た
り
、
仏

像
を
造
っ
た
り
、
仏
教
絵
画
を
造
る
、
そ
う
い
う
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
末
法
の
時
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代
の
到
来
の
頃
を
境
に
、
阿
弥
陀
如
来
を
お
寺
の
本
尊
に
据
え
て
お
寺
を
建
て
る
、
お
堂
を
造
る
な
ど
、

浄
土
教
に
関
わ
る
美
術
作
品
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
が
末
法
の
時
代
の
到
来
と
浄
土

教
美
術
の
隆
盛
と
の
関
連
で
す
。

こ
う
し
た
浄
土
教
美
術
の
一
つ
の
典
型
が
末
法
の
時
代
に
入
っ
て
す
ぐ
の
一
〇
五
三
年
（
天
喜
元
年
）

に
造
ら
れ
た
宇
治
の
平
等
院
鳳
凰
堂
で
す
。
こ
の
建
物
で
す
が
、
手
前
に
池
が
あ
っ
て
、
そ
の
奥
に
左
右

対
称
の
建
物
が
展
開
し
、
こ
の
建
物
の
真
ん
中
、
中
堂
と
い
わ
れ
る
一
番
大
き
な
建
物
の
中
に
阿
弥
陀
如

来
が
い
ま
す
。
こ
の
建
物
は
、
実
は
先
程
か
ら
何
回
か
話
題
に
し
て
い
ま
し
た
が
、
當
麻
曼
荼
羅
な
ど
に

代
表
さ
れ
る
『
観
無
量
寿
経
変
相
図
』
に
描
か
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
の
一
部
を
実
際
に
抜
き
出
し
て
、
地

上
に
極
楽
の
楼
閣
を
建
て
て
、
極
楽
の
池
を
再
現
し
た
、
そ
う
い
う
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
手
前
に
池
が
あ
る
の
を
浄
土
式
庭
園
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
極
楽
浄
土
の
池
を
意
識

し
て
造
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
平
安
時
代
を
代
表
す
る
大
貴
族
藤
原
道
長
の
長
男
藤
原

頼
通
が
大
変
な
お
金
を
投
じ
て
、
地
上
に
極
楽
浄
土
を
仮
想
的
に
再
現
し
た
よ
う
な
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
だ
か
ら
、「
極
楽
を
い
ぶ
か
し
く
思
う
人
は
、
こ
の
宇
治
の
御
寺
・
平
等
院
を
敬
え
」
と
言

わ
れ
た
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
極
楽
を
疑
う
人
が
こ
の
お
寺
を
見
た
ら

「
本
当
に
こ
ん
な
も
の
が
あ
る
ん
だ
」
と
信
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
極
楽
浄
土
を
意

浄土教と彫刻
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識
し
て
造
っ
た
の
が
平
等
院
鳳
凰
堂
で
す
。
こ
の
建
物
の
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
真
ん
中
の
中
堂
と
い
わ
れ

る
所
し
か
建
物
と
し
て
の
実
用
的
な
機
能
が
な
い
点
で
す
。
両
端
の
部
分
は
二
階
建
て
み
た
い
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
こ
の
両
側
の
上
の
部
分
は
高
さ
が
低
す
ぎ
て
全
く
実
用
に
は
な
ら
ず
、
単
な
る
飾
り
で
す
。

真
ん
中
の
部
分
だ
け
が
お
堂
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。
何
で
そ
ん
な
実
用
に
な
ら
な
い
部

分
が
多
い
お
堂
を
造
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
ま
さ
に
極
楽
浄
土
の
建
物
を
実
際
に
地
上
に
再
現
し

よ
う
と
す
る
意
図
で
造
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
堂
の
中
に
は
阿
弥
陀
如
来
が
祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
阿
弥
陀
如
来
の
手
の
構
え
で
す
が
、
密
教
式

の
阿
弥
陀
如
来
の
定
印
の
印
相
で
す
。
こ
の
平
等
院
鳳
凰
堂
は
ど
う
い
う
点
が
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
の

か
と
い
う
と
、
外
観
が
極
楽
浄
土
の
建
物
を
意
識
し
て
、
池
ま
で
含
め
て
極
楽
浄
土
の
再
現
と
考
え
て
造

っ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
内
部
も
極
楽
浄
土
に
関
わ
る
モ
チ
ー
フ
・
題
材
で

全
部
統
一
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
も
非
常
に
豪
華
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
こ
の
仏

し
ゅ
み

壇
、
須
弥
壇
と
も
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
螺
鈿
装
飾
を
凝
ら
し
た
華
麗
な
仏
壇
で
す
。

堂
内
の
上
方
に
は
小
さ
い
仏
さ
ん
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
雲
中
供
養
菩
薩
と
い
わ
れ
る
も
の
で

す
が
、
極
楽
の
空
中
を
舞
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
の
徳
を
讃
歎
供
養
す
る
菩
薩
が
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
極
楽

の
空
中
を
舞
っ
て
い
る
姿
を
雲
に
乗
っ
た
姿
で
表
現
し
、
建
物
の
長
押
の
上
の
方
に
取
り
付
け
て
あ
り
ま
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す
。
極
楽
浄
土
の
空
中
は
ま
さ
に
こ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
再
現
し
て
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
堂
内
の
扉
や
壁
に
は
、
往
生
図
や
来
迎
図
と
呼
ば
れ
る
、
亡
く
な
っ
た
人
が
阿
弥
陀
如
来

に
よ
っ
て
救
い
取
ら
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
が
お
供
の
菩
薩
を
連
れ
て
雲
に
乗
っ

て
、
遙
か
彼
方
、
西
方
極
楽
浄
土
か
ら
我
々
の
生
き
て
い
る
世
界
へ
や
っ
て
く
る
光
景
で
す
。
地
上
の
建

物
に
は
亡
く
な
っ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
人
や
、
そ
れ
を
看
取
っ
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
阿
弥
陀
如
来
の
眉

び
ゃ
く
ご
う

間
の
白
毫
か
ら
亡
く
な
っ
た
人
に
光
が
届
い
て
お
り
、
そ
れ
で
亡
く
な
っ
た
人
が
救
わ
れ
る
こ
と
が
暗
示

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
別
の
扉
に
は
、「
還
り
来
迎
」
と
言
っ
て
、
阿
弥
陀
如
来
を
先
頭
に
み
ん
な
向

こ
う
向
き
に
な
っ
て
、
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
を
救
い
取
っ
て
極
楽
浄
土
に
帰
還
す
る
所
が
表
さ
れ
て
い
ま

す
。天

井
の
真
ん
中
に
は
豪
華
な
天
蓋
と
い
う
阿
弥
陀
如
来
の
傘
に
相
当
す
る
も
の
が
吊
り
下
げ
ら
れ
て
い

ま
し
て
、
天
井
に
は
彩
色
文
様
が
施
さ
れ
て
い
て
、
要
所
に
は
鏡
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
鏡
が
光

を
反
射
し
て
、
明
る
い
光
が
お
堂
の
中
を
き
ら
き
ら
と
照
ら
す
よ
う
な
工
夫
も
さ
れ
て
い
ま
す
。
建
物
の

中
部
の
柱
な
ど
は
現
在
は
茶
色
っ
ぽ
く
な
っ
て
ま
す
が
、
よ
く
見
る
と
全
部
に
彩
色
文
様
が
あ
り
ま
す
。

宝
相
華
唐
草
と
い
う
、
仏
教
世
界
、
極
楽
浄
土
に
咲
く
と
い
う
花
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
文
様
で
全
部
埋
め

浄土教と彫刻
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つ
く
し
て
あ
る
の
で
す
。

じ
ょ
う
ち
ょ
う

本
尊
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
、
当
時
を
代
表
す
る
仏
師
・
定
朝
が
造
り
ま
し
た
。
定
朝
は
こ
の
当
時
の

貴
族
か
ら
絶
大
な
評
価
を
得
て
い
た
人
で
、
そ
の
仏
像
は
「
仏
の
本
様
」、
つ
ま
り
仏
像
の
お
手
本
で
あ

る
と
か
、「
尊
容
満
月
の
如
し
」、
つ
ま
り
そ
の
尊
い
姿
は
満
月
の
よ
う
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
完
璧
な

姿
で
あ
る
と
、
当
時
の
貴
族
か
ら
評
さ
れ
た
ぐ
ら
い
で
す
。
確
か
に
大
人
し
く
て
優
し
い
仏
さ
ん
で
す
。

顔
の
表
情
も
上
瞼
を
半
分
閉
じ
て
非
常
に
優
し
い
表
情
で
、
全
体
に
彫
り
も
浅
く
、
衣
も
流
れ
る
よ
う
に

き
れ
い
で
、
身
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
も
見
事
で
、
力
み
も
な
い
。
こ
う
い
う
お
と
な
し
い
仏
像
が
当
時

好
ま
れ
た
の
で
す
。

平
等
院
鳳
凰
堂
は
一
〇
五
三
年
（
天
喜
元
年
）
に
造
ら
れ
ま
し
た
が
、
一
〇
五
二
年
（
永
承
七
年
）
か

ら
末
法
に
入
る
と
さ
れ
て
ま
す
か
ら
、
そ
れ
を
意
識
し
て
造
ら
れ
た
の
は
明
か
で
す
。
末
法
の
時
代
に
入

っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
平
等
院
鳳
凰
堂
を
、「
極
楽
と
は
か
く
あ
る
べ
し
」、
こ
う
い
う
姿
で
あ
る

ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
藤
原
頼
通
は
拝
ん
で
、
何
と
か
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
と
祈
願
し
た

わ
け
で
す
。
し
か
し
、
単
に
祈
願
す
る
だ
け
で
は
極
楽
往
生
は
難
し
い
と
さ
れ
る
の
は
、
先
ほ
ど
の
『
往

生
要
集
』
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
と
お
り
で
、
普
段
か
ら
作
善
を
し
な
い
と
い
け
な
い
。
だ
か
ら
出
来
る
だ

け
贅
を
つ
く
し
、
お
堂
、
庭
園
、
内
部
空
間
、
装
飾
模
様
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
考
え
ら
れ
な
い
く
ら
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い
の
お
金
と
手
間
を
投
じ
て
造
っ
た
の
が
こ
の
平
等
院
鳳
凰
堂
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

最
近
の
平
等
院
鳳
凰
堂
修
理
で
分
か
っ
た
の
は
、
例
え
ば
中
堂
の
柱
は
朱
塗
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も

わ
か
り
ま
し
た
。
建
築
の
彩
色
は
塗
る
面
積
が
広
い
の
で
通
常
は
安
価
な
ベ
ン
ガ
ラ
を
使
い
ま
す
が
、
非

常
に
高
価
な
水
銀
朱
と
い
う
絵
の
具
を
惜
し
げ
も
な
く
使
っ
て
お
り
、
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い
く
ら
い

の
豪
勢
な
造
り
で
す
。
堂
内
の
天
蓋
に
し
て
も
、
内
側
に
螺
鈿
装
飾
を
取
り
付
け
る
と
い
う
の
は
極
め
て

豪
華
で
す
。
つ
ま
り
、
と
ん
で
も
な
い
お
金
を
投
じ
て
造
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
貴
族
た
ち
は
自
分
が
亡
く
な
っ
た
後
、
極
楽
に
救
わ
れ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
造
営

し
た
の
で
し
ょ
う
。

雲
中
供
養
菩
薩
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
雲
に
乗
っ
た
菩
薩
た
ち
が
、
全
部
で
五
十
体
ほ
ど
、
お
堂
の

上
の
方
に
取
り
付
け
て
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
楽
器
を
持
っ
た
り
、
い
ろ
ん
な
ポ
ー
ズ
を
し
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
も
元
々
は
全
身
極
彩
色
が
施
し
て
あ
っ
て
、
金
箔
を
細
く
切
っ
て
文
様
を
表
現
す
る
切
金
も
施

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
中
堂
の
屋
根
上
の
大
棟
両
端
上
に
取
り
付
け
て
あ
る
鳳
凰
も
、
こ
う
し
た
も
の
を
屋

根
の
上
に
取
り
付
け
る
の
は
他
に
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
非
常
に
豪
華
な
平
等
院
鳳
凰
堂
は
、
藤
原
頼
通
が
、
父
、
藤
原
道
長
の
建
て
た
お
寺
を
意

識
し
て
造
っ
た
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
藤
原
道
長
が
建
て
た
寺
院
は
残
念
な
が
ら
現
存
し

浄土教と彫刻
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ま
せ
ん
が
、
藤
原
道
長
の
一
生
を
物
語
に
し
た
『
栄
華
物
語
』
に
は
道
長
が
建
て
た
法
成
寺
と
い
う
お
寺

の
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
堂
内
の
仏
壇
が
大
変
華
や
か
に
螺
鈿
な
ど
で
飾
ら
れ
る

と
か
、
扉
に
は
往
生
図
・
来
迎
図
が
描
い
て
あ
る
と
か
、
平
等
院
と
同
じ
様
な
荘
厳
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
は
物
語
で
す
か
ら
事
実
を
伝
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
慎
重
に
判
断
し
な
い
と
い

け
な
い
の
で
す
が
、
全
く
の
で
た
ら
め
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
し
、
平
等
院
を

見
る
と
、
こ
の
当
時
の
貴
族
と
か
天
皇
家
が
造
っ
た
お
寺
と
い
う
の
は
、
華
や
か
で
贅
沢
の
限
り
を
つ
く

し
、
そ
の
こ
と
が
逆
に
極
楽
往
生
に
繋
が
る
ん
だ
と
い
う
考
え
方
で
造
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。
十
一
世
紀
に
院
政
を
始
め
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
る
白
河
法
皇
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
、
法
皇

が
生
涯
の
間
に
ど
れ
だ
け
お
寺
を
建
て
て
、
ど
れ
だ
け
仏
像
を
造
ら
せ
た
か
と
い
う
こ
と
が
貴
族
の
日
記

に
書
き
残
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
、
ど
れ
だ
け
良
い
事
を
行
っ
た
か
と
い
う
の
が
話
題
に
な
る
、
そ
う
い
う

時
代
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
貴
族
は
お
金
が
あ
る
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
と
に
か
く
、
何
と
か
、
極
楽
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
、
出
来
る
限
り
の

贅
沢
を
つ
く
し
た
仏
教
寺
院
の
造
営
に
励
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
平
安
時
代
後
期
の
仏
教
美
術
の
ま
た
別
の
例
と
し
て
『
九
体
阿
弥
陀
如
来
』
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
京
都
府
の
浄
瑠
璃
寺
に
九
体
阿
弥
陀
如
来
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
九
体
の
阿
弥
陀
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如
来
像
を
一
堂
に
安
置
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
何
で
九
体
な
の
か
？

こ
れ
は
先
ほ
ど
當
麻
曼
陀
羅
の

と
こ
ろ
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
人
は
生
前
の
行
い
の
善
し
悪
し
で
往
生
の
仕
方
が
上
品
上
生
か
ら
下
品

下
生
ま
で
の
九
段
階
あ
る
と
お
経
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
き
ま
す
。
そ
の
九
段
階
の
ど
こ
に
入
る

か
は
阿
弥
陀
如
来
が
決
め
自
分
で
は
決
め
ら
れ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
自
分
が
ど
の
段
階
で
も
良
い
か

ら
、
と
に
か
く
そ
の
九
段
階
の
中
に
入
っ
て
極
楽
往
生
し
た
い
と
願
い
、
阿
弥
陀
如
来
像
を
上
品
上
生
か

ら
下
品
下
生
の
九
段
階
に
あ
て
て
九
体
作
っ
た
の
が
九
体
阿
弥
陀
如
来
で
す
。
藤
原
道
長
が
一
〇
二
〇
年

（
寛
仁
四
年
）
に
造
営
し
た
法
成
寺
無
量
寿
院
が
日
本
の
歴
史
上
最
初
の
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。『
栄
華
物
語
』
に
よ
る
と
、
藤
原
道
長
は
亡
く
な
る
時
に
こ
の
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
の

前
で
、
阿
弥
陀
如
来
像
の
手
か
ら
糸
を
自
分
の
手
に
引
っ
張
っ
て
そ
こ
で
亡
く
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
要
す
る
に
、
死
ん
だ
時
に
阿
弥
陀
如
来
に
救
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
糸
で
結
ん
だ
の
で
す
。
残
念

な
が
ら
、
道
長
が
建
て
た
法
成
寺
無
量
寿
院
九
体
阿
弥
陀
堂
は
現
存
し
ま
せ
ん
。
記
録
に
よ
る
と
九
体
阿

弥
陀
如
来
像
は
、
平
安
時
代
後
期
の
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
、
さ
ら
に
鎌
倉
時
代
始
め
に
か
け
て
平
安

京
を
中
心
に
三
〇
作
例
ほ
ど
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
そ
れ
ら
は
み
ん
な
失
わ
れ
、
唯
一
残

っ
て
い
る
の
が
こ
の
浄
瑠
璃
寺
の
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
で
す
。
こ
の
九
体
阿
弥
陀
如
来
を
安
置
す
る
浄
瑠

璃
寺
本
堂
は
、
手
前
に
池
が
あ
っ
て
そ
の
奥
、
方
角
で
い
う
と
西
の
方
向
に
お
堂
が
あ
り
、
こ
れ
も
平
等

浄土教と彫刻
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院
鳳
凰
堂
な
ど
と
同
じ
く
極
楽
浄
土
の
池
を
意
識
し
て
造
っ
て
あ
る
と
い
え
ま
す
。
一
方
で
、
平
等
院
鳳

凰
堂
と
は
全
く
違
っ
た
所
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
を
安
置
す
る
本
堂
は
内
外
と
も
に
非

常
に
簡
素
な
作
り
で
、
軒
下
の
組
物
も
一
番
簡
素
な
タ
イ
プ
で
、
内
部
は
天
井
す
ら
張
っ
て
い
ま
せ
ん
。

扉
絵
と
か
柱
の
装
飾
文
様
も
全
く
痕
跡
が
な
い
。
平
等
院
鳳
凰
堂
が
あ
れ
だ
け
贅
沢
の
限
り
を
つ
く
し
て

い
る
の
と
正
反
対
で
、
非
常
に
不
思
議
で
す
。
以
前
に
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
浄
瑠

璃
寺
は
平
安
京
か
ら
離
れ
た
、
奈
良
に
近
い
所
で
す
。
当
時
、
平
安
京
の
中
で
世
俗
に
ま
み
れ
た
所
で
修

行
す
る
の
が
嫌
な
お
坊
さ
ん
た
ち
が
多
数
暮
ら
し
て
い
た
場
所
が
、
こ
の
浄
瑠
璃
寺
の
辺
り
だ
っ
た
ら
し

い
で
す
。
今
で
も
そ
う
し
た
お
寺
の
遺
跡
が
結
構
残
っ
て
い
ま
す
。
不
思
議
な
こ
と
に
浄
瑠
璃
寺
以
外
の

今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
は
い
ろ
ん
な
記
録
に
出
て
く
る
の
で
す
が
、
浄
瑠
璃
寺
の

九
体
阿
弥
陀
如
来
像
は
浄
瑠
璃
寺
の
記
録
以
外
に
は
ど
こ
に
も
全
く
出
て
こ
な
い
の
で
す
。
普
通
に
考
え

た
ら
、
貴
族
が
造
ら
せ
た
も
の
で
あ
れ
ば
ど
こ
か
の
記
録
に
出
て
き
て
良
い
は
ず
で
す
し
、
建
物
も
簡
素

な
も
の
に
な
る
は
ず
が
な
い
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
浄
瑠
璃
寺
近
辺
は
熱
心
な
浄
土

教
の
お
坊
さ
ん
や
信
者
さ
ん
が
た
く
さ
ん
住
ん
で
い
た
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
人
た

ち
が
何
と
か
お
金
を
出
し
合
っ
て
造
っ
た
お
堂
が
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
堂
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
わ

け
で
す
。
九
体
阿
弥
陀
堂
は
記
録
に
よ
る
と
、
藤
原
道
長
が
造
っ
た
法
成
寺
無
量
寿
院
を
初
例
と
し
て
三
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十
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
天
皇
家
や
大
貴
族
が
造
っ
た
も
の
ば
か
り
な
の
で
、
大
規
模
で

な
お
か
つ
内
外
と
も
に
豪
華
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
道
長
や
頼
通
が
あ
れ
ほ
ど

華
や
か
な
も
の
を
造
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
よ
り
後
に
造
る
人
は
そ
れ
よ
り
簡
素
な
も
の
を
造
る

は
ず
が
な
い
わ
け
で
す
。
こ
う
し
て
考
え
る
と
、
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
す
ご
く
特
殊
な
例

が
残
っ
た
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
逆
に
こ
う
い
う
も
の
を
地
元
の
熱
心
な
信
者
さ
ん
、
お
坊
さ
ん
た

ち
が
何
と
か
お
金
を
出
し
合
っ
て
造
っ
た
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
そ
れ
だ
け
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
貴
族
の
み
な
ら
ず
い
ろ
ん
な
所
に
浸
透
し
て
き
て
い
た
と
い
う

し
ゅ
う
ぶ
つ

こ
と
で
す
。
浄
瑠
璃
寺
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
の
胎
内
に
は
印
仏
・
摺
仏
と
言
っ
て
、
紙
に
仏
像
の
姿
を
ス

タ
ン
プ
で
押
し
た
み
た
い
な
も
の
が
多
数
収
め
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
摺
仏
・
印
仏
は
安
く
て
大
量

に
作
れ
る
の
で
、
貴
族
は
普
通
作
ら
な
い
も
の
で
す
。
貴
族
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
高
い
お
金
を

し
ゅ
う
ぶ
つ

出
し
て
納
入
品
を
作
ら
せ
ま
す
。
つ
ま
り
、
一
番
手
軽
な
作
善
と
し
て
の
印
仏
・
摺
仏
が
浄
瑠
璃
寺
で
は

納
入
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
縦
五
セ
ン
チ
ぐ
ら
い
の
仏
様
の
姿
が
ス
タ
ン
プ
状
に
紙
に
並
べ
て
押
し
て
あ

る
。
そ
う
い
う
も
の
が
納
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
な
け
な
し
の
お
金
で
、
何
と
か
こ
の

九
体
阿
弥
陀
如
来
像
に
縁
を
結
び
た
い
と
考
え
た
人
た
ち
が
、
こ
の
仏
像
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す

も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
大
分
県
の
臼
杵
の
石

浄土教と彫刻
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仏
に
も
平
安
時
代
、
十
二
世
紀
の
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
が
あ
り
ま
す
。
浄
瑠
璃
寺
と
こ
の
臼
杵
石
仏
が
、

平
安
時
代
ま
で
遡
る
九
体
阿
弥
陀
如
来
像
の
今
残
っ
て
い
る
古
い
例
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

他
に
も
平
安
時
代
後
期
の
浄
土
教
の
彫
刻
で
は
、
阿
弥
陀
如
来
と
二
十
五
菩
薩
を
全
部
彫
刻
で
造
っ
て

し
ま
っ
た
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
東
山
の
泉
涌
寺
の
参
道
沿
い
に
あ
る
即
成
院
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
元
は
伏
見
寺
に
あ
っ
た
仏
像
が
移
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
十
五
菩
薩
像
は
、
亡

く
な
っ
た
人
を
迎
え
に
極
楽
浄
土
か
ら
雲
に
乗
っ
て
や
っ
て
く
る
二
十
五
菩
薩
全
部
を
彫
刻
で
造
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
非
常
に
興
味
深
い
例
で
す
。
画
に
描
く
な
ら
簡
単
で
す
が
、
二
十
五
体
彫
刻
で
造
る
の
さ

す
が
に
大
変
で
す
。
で
も
そ
れ
ほ
ど
ま
で
し
て
、
貴
族
た
ち
は
亡
く
な
っ
た
時
に
極
楽
浄
土
に
救
い
取
っ

て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
う
ち
の
観
音
菩
薩
像
は
両
手
で
亡
く
な
っ
た
人

の
魂
を
載
せ
る
蓮
台
を
捧
げ
持
ち
、
別
の
菩
薩
は
楽
器
を
奏
で
な
が
ら
、
斜
め
上
を
向
い
て
口
を
開
け
て

い
ま
す
。

亡
く
な
っ
た
人
を
迎
え
に
や
っ
て
く
る
来
迎
に
焦
点
を
当
て
た
仏
像
も
造
ら
れ
ま
し
た
。
一
一
四
八
年

（
久
安
四
年
）
に
造
ら
れ
た
京
都
大
原
・
三
千
院
の
阿
弥
陀
三
尊
像
が
そ
の
代
表
で
す
。
中
央
が
阿
弥
陀

如
来
、
向
か
っ
て
右
が
観
音
菩
薩
、
向
か
っ
て
左
が
勢
至
菩
薩
で
す
。
こ
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
今
ま
で
見

て
き
た
の
と
は
違
っ
て
、
右
手
を
上
げ
て
左
手
を
下
ろ
し
て
、
親
指
と
人
差
し
指
で
環
を
造
る
、
来
迎
印
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と
い
う
印
相
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
亡
く
な
っ
た
人
を
迎
え
に
や
っ
て
く
る
時
の
印
相
と
さ
れ
る
も

の
で
す
。
ま
た
観
音
菩
薩
、
勢
至
菩
薩
の
坐
り
方
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
正
座
を
し
て
い
る
み

た
い
だ
と
言
わ
れ
る
時
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
く
て
、
ひ
ざ
ま
ず
い
た
所
で
す
。
亡
く
な

っ
た
人
の
元
に
辿
り
着
い
て
、
観
音
菩
薩
が
手
に
持
っ
て
い
る
蓮
台
を
捧
げ
出
し
て
亡
く
な
っ
た
人
の
魂

を
ま
さ
に
救
い
取
ろ
う
と
し
て
い
る
所
で
す
。
で
す
か
ら
、
立
っ
た
姿
勢
か
ら
膝
を
曲
げ
て
、
ひ
ざ
ま
ず

い
た
瞬
間
の
、
少
し
腰
を
浮
か
せ
て
前
傾
姿
勢
に
な
っ
た
所
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
阿
弥
陀
三

尊
に
加
え
て
、
地
蔵
菩
薩
と
龍
樹
菩
薩
を
加
え
た
五
尊
像
と
い
う
、
非
常
に
特
殊
な
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
阿
弥
陀
三
尊
の
来
迎
の
姿
が
、
次
の
鎌
倉
時
代
で
も
造
ら
れ
ま
す
。
鎌
倉
時
代
は
じ
め
の
兵
庫
県

・
浄
土
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
像
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
は
東
大
寺
が
平
安
時
代
の
終
わ
り
に
平
重
衡
の
焼
き

討
ち
に
あ
っ
て
焼
け
た
時
に
、
再
建
に
尽
力
し
た
重
源
が
指
導
し
て
造
ら
せ
た
も
の
で
す
。
高
さ
が
五
メ

ー
ト
ル
ほ
ど
も
あ
る
大
き
な
木
造
の
阿
弥
陀
如
来
像
で
す
。
面
白
い
の
は
、
日
本
の
一
般
的
な
阿
弥
陀
如

来
と
は
両
手
の
上
げ
下
げ
が
逆
で
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。
真
宗
で
も
本
尊
と
し
て
安
置
す
る
日
本
の
来
迎
印

の
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
、
右
手
を
上
げ
て
左
手
を
下
ろ
し
て
い
る
姿
で
す
。
な
ぜ
浄
土
寺
像
が
こ
れ
と
左

右
逆
の
手
の
構
え
に
な
っ
て
い
る
か
と
言
う
と
、
中
国
で
描
か
れ
た
阿
弥
陀
如
来
の
姿
を
お
手
本
に
し
た

か
ら
で
す
。
中
国
か
ら
は
当
時
、
日
宋
貿
易
で
様
々
な
美
術
工
芸
品
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
す

浄土教と彫刻
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が
、
た
と
え
ば
こ
の
時
代
に
中
国
・
南
宋
で
描
か
れ
た
知
恩
院
阿
弥
陀
浄
土
図
中
の
阿
弥
陀
如
来
の
姿
と

浄
土
寺
像
は
同
じ
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
姿
の
阿
弥
陀
三
尊
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

鎌
倉
時
代
の
最
も
典
型
的
な
阿
弥
陀
三
尊
像
は
、
同
じ
く
快
慶
が
造
っ
た
高
野
山
・
光
台
院
阿
弥
陀
三

尊
像
で
す
。
こ
れ
は
日
本
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
一
つ
の
決
定
版
と
言
え
る
姿
で
す
。
真
ん
中
が
阿
弥
陀
如

来
で
、
左
右
に
膝
を
少
し
曲
げ
て
前
傾
姿
勢
に
な
り
、
亡
く
な
っ
た
人
の
も
と
に
近
づ
く
姿
の
観
音
菩
薩

と
勢
至
菩
薩
。
観
音
菩
薩
は
亡
く
な
っ
た
人
の
魂
を
載
せ
る
蓮
台
を
さ
さ
げ
持
ち
、
勢
至
菩
薩
は
合
掌
し

ま
す
。
こ
の
三
尊
像
で
興
味
深
い
の
は
、
金
色
を
強
調
し
た
荘
厳
で
す
。
阿
弥
陀
三
尊
の
衣
の
表
面
は
、

金
粉
を
膠
で
溶
い
た
金
の
絵
の
具
み
た
い
な
も
の
を
塗
っ
た
金
泥
塗
で
仕
上
げ
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
切
金

と
い
う
金
箔
の
文
様
を
現
し
て
い
ま
す
。
金
に
金
を
重
ね
て
表
面
を
飾
っ
て
い
る
の
で
す
。
光
背
も
非
常

に
豪
華
で
全
部
に
金
メ
ッ
キ
を
ほ
ど
こ
し
て
、
光
を
ま
ば
ゆ
く
放
つ
か
の
よ
う
に
造
っ
て
あ
り
ま
す
。
こ

れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
三
尊
像
全
体
で
、
光
を
象
徴
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
あ
り
ま
す
。
阿
弥
陀
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
ア
ミ
タ
ー
バ
あ
る
い
は
ア
ミ
タ

ー
ユ
ス
の
音
写
で
す
け
れ
ど
も
、
意
訳
す
る
と
無
量
寿
如
来
あ
る
い
は
無
量
光
如
来
に
な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
う
ち
、
無
量
光
、
つ
ま
り
計
り
知
れ
な
い
光
の
徳
で
あ
ま
ね
く
照
ら
す
仏
で
あ
る
、
阿
弥
陀
如
来
を

意
識
し
て
造
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
タ
イ
プ
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
現
在
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日
本
で
は
非
常
に
多
い
で
す
。
浄
土
宗
の
ご
本
尊
も
そ
う
で
す
し
、
浄
土
真
宗
の
ご
本
尊
は
こ
の
三
尊
か

ら
阿
弥
陀
如
来
像
を
抜
き
出
し
た
形
式
に
準
じ
ま
す
。
こ
の
像
の
よ
う
に
装
飾
が
多
い
も
の
の
す
べ
て

�
光
�
に
結
び
つ
い
て
い
く
の
は
、
平
安
時
代
の
平
等
院
鳳
凰
堂
の
よ
う
に
贅
を
尽
く
し
て
、
何
と
か
し

て
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
と
い
う
こ
と
を
祈
願
し
て
造
っ
た
の
と
は
ま
た
別
の
レ
ベ
ル
に
達
し

て
い
て
、
阿
弥
陀
如
来
像
が
�
光
�
を
象
徴
す
る
も
の
だ
と
い
う
意
識
で
造
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
こ
と
が
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
と
て
も
意
義
が
深
く
て
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
光
台
院

阿
弥
陀
三
尊
像
が
造
ら
れ
た
の
が
一
二
二
一
年
（
承
久
三
年
）
で
、
親
鸞
聖
人
が
ま
さ
に
生
き
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
時
代
で
す
。
で
す
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
入
り
、
法
然
上
人
や
親
鸞
聖
人
に
よ
る
新
し
い
浄
土
教

の
教
え
が
人
々
に
広
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
作
善
に
よ
っ
て
し
か
人
々
が
救
わ
れ
な
い
、
お
金
持
ち
し
か
救

わ
れ
な
い
、
一
般
庶
民
は
関
係
な
い
貴
族
仏
教
と
違
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
説
い
た
法

然
上
人
、
親
鸞
聖
人
の
時
代
と
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
阿
弥
陀
如
来
像
が
出
て
き
た
時
代
が
一
致
す
る
と
い

う
の
は
非
常
に
興
味
深
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
ろ
ん
な
美
術
・
工
芸
に
贅
沢
を
尽
く
し
て
祈
願
す
る
の

で
は
な
く
て
、
仏
さ
ん
自
体
を
ま
さ
に
象
徴
的
な
存
在
と
し
て
拝
ん
で
い
く
と
い
う
の
は
、
浄
土
真
宗
の

本
尊
は
「
木
像
よ
り
絵
像
、
絵
像
よ
り
名
号
の
方
が
良
い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
と
相
通
ず
る
所
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
鎌
倉
時
代
以
降
は
、
先
ほ
ど
の
平
安
時
代
の
豪
華
な

浄土教と彫刻
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阿
弥
陀
如
来
像
は
急
激
に
数
が
減
っ
て
き
て
、
シ
ン
プ
ル
な
阿
弥
陀
如
来
像
が
多
く
な
っ
て
く
る
と
言
え

る
と
思
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
時
間
に
な
り
ま
し
た
。
あ
ま
り
ま
と
ま
り
の
な
い
話
で
し
た
が
、
一
応
、
日
本
の
阿
弥
陀
如

来
像
に
関
し
て
飛
鳥
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
、
ど
の
よ
う
な
像
が
造
ら
れ
て
、
ど
う
い
う
背
景
が
あ
る

の
か
み
た
い
な
こ
と
を
お
話
し
た
つ
も
り
で
す
。
お
聞
き
苦
し
い
声
で
本
当
に
申
し
訳
な
か
っ
た
で
す
。

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

│
│
二
〇
一
三
年
一
一
月
二
九
日
│
│
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