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一
、
は
じ
め
に

智
光
曼
荼
羅
は
、
八
世
紀
に
元
興
寺
を
中
心
に
活
躍
し
た
三
論
宗
の
学
僧
で
あ

り
、
日
本
最
初
の
本
格
的
浄
土
教
研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
る
智
光
が
感
得
し
た
浄

土
変
相
図
と
い
わ
れ
、
当
麻
曼
荼
羅
、
清
海
曼
荼
羅
と
な
ら
ん
で
浄
土
三
曼
荼
羅

の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。

智
光
曼
荼
羅
に
は
絵
相
の
異
な
る
模
本
が
多
く
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、『
大

乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
よ
れ
ば
、
宝
徳
三
年
（
一
四
五
一
）
に
大
和
地
方
の
土
一

揆
が
理
由
で
正
本
は
焼
失
し
た１

）

と
い
う
。
正
本
に
関
し
て
の
正
確
な
記
述
が
あ
る

文
献
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、
現
在
に
お
い
て
明
確
な
正
本
の
姿
は
把
握
し
が
た

い
。
正
本
が
失
わ
れ
た
今
の
こ
る
模
本
は
い
く
ら
か
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
は
図

様
か
ら
大
き
く
三
系
譜
に
分
類
で
き
る２

）

。
長
ら
く
正
本
系
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、

奈
良
元
興
寺
に
伝
わ
る
智
光
曼
荼
羅
は
、
正
本
が
焼
失
し
た
が
、
模
本
が

三
系
譜
存
在
す
る
。
模
本
の
絵
相
は
系
譜
ご
と
に
全
く
異
な
り
、
智
光
曼
荼

羅
に
関
す
る
説
話
や
文
献
も
様
々
な
違
い
が
あ
っ
た
た
め
正
本
の
姿
を
曖
昧

に
し
た
。
制
作
年
代
や
図
様
な
ど
か
ら
正
本
の
姿
を
ひ
く
と
考
え
ら
れ
出
し

た
Ｂ
系
譜
、
特
に
軸
装
本
に
焦
点
を
当
て
た
結
果
、
古
様
を
の
こ
し
つ
つ
も

正
本
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
時
代
由
来
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
や

模
本
ご
と
の
多
様
性
が
加
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
Ｂ
系
譜
で
も
正
確
な
正
本

の
姿
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
読
み
と
れ
た
。
加
え
て
、
正
本
は
切
金
が
な

い
な
ど
軸
装
本
よ
り
も
さ
ら
に
目
を
見
張
る
要
素
が
少
な
か
っ
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
目
立
つ
こ
と
な
く
秘
蔵
さ
れ
て
人
の
目
に
つ
か
な
く
な
り
、
失

わ
れ
て
し
ま
っ
て
も
正
本
の
姿
を
伝
え
た
い
と
作
ら
れ
た
模
本
の
数
々
、
こ

れ
ら
は
ど
れ
も
智
光
曼
荼
羅
の
存
在
が
広
く
知
ら
れ
、
見
た
い
、
信
仰
し
た

い
と
考
え
た
先
人
達
の
意
識
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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中
尊
阿
弥
陀
如
来
が
未
開
敷
蓮
華
合
掌
と
い
わ
れ
る
特
異
な
合
掌
印
を
結
び
二
比

丘
の
姿
が
描
か
れ
た
Ａ
系
譜
、
転
法
輪
印
を
結
び
二
比
丘
の
姿
が
な
い
Ｂ
系
譜
、

江
戸
時
代
に
発
生
し
た
袋
中
良
定
の
創
作
と
さ
れ
て
い
る
Ｃ
系
譜
の
三
つ
で
あ
る３

）

。

ど
の
系
譜
も
正
本
だ
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
の
あ
る
歴
史
が
存
在
す
る
。
本
論
は
、

今
は
な
き
正
本
の
姿
を
推
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
三
系
譜
の
模
本
に
つ
い
て

整
理
し
た
後
、
正
本
の
流
れ
を
汲
む
と
近
年
考
え
ら
れ
て
い
る
Ｂ
系
譜
の
中
で
も

現
在
も
元
興
寺
に
伝
わ
る
軸
装
本
﹇
図
１
﹈
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
。
こ
れ
ま

で
は
、
三
系
譜
を
通
し
た
智
光
曼
荼
羅
の
歴
史
的
背
景
を
究
明
す
る
研
究
の
比
重

が
大
き
か
っ
た
た
め
、
そ
れ
ら
先
学
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
上
で
軸
装
本
の
図
像
に

着
目
し
て
い
き
た
い
。
モ
テ
ィ
ー
フ
や
建
築
群
が
正
本
に
お
い
て
如
何
様
に
表
現

さ
れ
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
を
読
み
解
く
た
め
、
空
間
配
置
に
つ
い
て
も
論
究

し
て
い
く
。
本
稿
は
研
究
ノ
ー
ト
の
名
目
で
智
光
曼
荼
羅
に
関
す
る
先
学
の
研
究

を
整
理
し
、
今
後
継
続
し
て
い
く
研
究
の
礎
と
し
た
い
。

二
、
模
本
三
系
譜
の
概
略

ま
ず
は
成
立
時
代
が
明
ら
か
に
異
な
る
Ｃ
系
譜
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
寛
永
四

年
（
一
六
二
七
）
に
描
か
れ
た
絹
本
著
色
の
檀
王
法
林
寺
本
や
、
念
仏
寺
本
（
袋

中
開
板
本
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
浄
土
宗
僧
で
あ
る
袋
中
良
定
が

智
光
感
得
の
曼
荼
羅
と
し
て
紹
介
し
た
こ
と
を
初
見
と
し
、
江
戸
時
代
末
期
の
浄

土
宗
の
曼
荼
羅
研
究
僧
大
順
に
よ
っ
て
正
本
だ
と
記
さ
れ
た４

）

。
Ｃ
系
譜
は
阿
弥
陀

浄
土
図
と
阿
弥
陀
聖
衆
来
迎
図
と
の
二
要
素
が
あ
る
た
め
非
常
に
縦
長
な
構
図
と

な
っ
て
い
る
。
念
仏
寺
本
に
あ
る
七
七
七
字
の
縁
起
の
矛
盾５

）

や
、
阿
弥
陀
浄
土
図

部
分
だ
け
と
っ
て
見
て
も
後
に
述
べ
る
Ａ
・
Ｂ
系
譜
の
図
像
と
は
全
く
異
な
る
の

に
、
あ
え
て
こ
の
Ｃ
系
譜
を
智
光
曼
荼
羅
と
よ
ん
だ
理
由
は
法
然
教
団
に
よ
る
絵

説
き
事
情
が
あ
っ
た６

）

か
ら
の
よ
う
だ
。
し
か
し
こ
こ
か
ら
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て

も
智
光
曼
荼
羅
に
対
す
る
羨
望
や
信
仰
が
根
深
く
、
新
し
い
系
譜
を
つ
く
り
あ
げ

て
し
ま
う
ほ
ど
に
智
光
曼
荼
羅
の
影
響
力
が
強
か
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

次
に
Ａ
系
譜
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
板
絵
本
や
厨
子
入
り
本
、『
覚

禅
鈔
』
所
収
本
な
ど
が
属
す
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
中
尊
阿
弥
陀
が
特
異
な
合
掌

印
を
結
ぶ
と
い
う
点
以
外
の
Ａ
系
譜
の
特
徴
と
し
て
、
説
話
に
の
こ
る
智
光
、
頼

光
と
考
え
ら
れ
る
二
比
丘
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
長
い

間
Ａ
系
譜
が
正
本
の
姿
を
ひ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
た
要
因
で
あ
る
。
智
光
と
頼
光

に
関
す
る
説
話
は
十
世
紀
末
頃
の
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
に
初
め
て
み
え
る
。
智

光
と
元
興
寺
で
同
室
修
学
し
て
い
た
頼
光
が
入
寂
し
、
智
光
が
夢
の
中
で
頼
光
の
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所
に
行
く
と
、
そ
こ
は
極
楽
浄
土
で
あ
っ
た
。
仏
は
智
光
に
観
想
で
の
往
生
の
方

法
を
教
え
、
右
手
の
掌
に
小
さ
な
浄
土
を
示
し
た
。
夢
か
ら
覚
め
た
智
光
は
そ
の

浄
土
を
画
工
に
描
か
せ
、
生
涯
こ
れ
を
観
て
往
生
を
全
う
し
た
と
い
う
内
容
で
あ

る
。
こ
の
智
光
感
得
の
浄
土
変
を
暗
示
す
る
よ
う
な
説
話
は
、
以
後
『
今
昔
物
語

集
』『
扶
桑
略
記
』『
往
生
拾
因
』『
水
鏡
』『
元
亨
釈
書
』
な
ど
に
も
収
載
さ
れ７

）

て

お
り
、
最
初
に
智
光
頼
光
説
話
が
現
れ
た
『
日
本
往
生
極
楽
記
』
か
ら
そ
の
後
掲

載
さ
れ
た
説
話
集
に
よ
り
少
し
ず
つ
内
容
が
肉
付
け
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
九
世
紀
初
め
に
で
き
た
『
日
本
霊
異
記
』
に
も
、
九
世
紀
中
頃
の
承
和
年
間

頃
ま
で
に
は
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
元
興
寺
の
説
話
を
集
め
た
『
日
本
感
霊
録
』

に
も
見
当
た
ら
な
い８

）

。
そ
の
た
め
、
説
話
の
発
生
時
期
か
ら
、
Ａ
系
譜
の
図
像
自

体
の
制
作
年
代
も
九
世
紀
以
前
に
は
な
ら
な
い
と
い
え
る
。

覚
禅
が
の
こ
し
た
『
覚
禅
鈔
』
巻
第
七
「
阿
弥
陀
下
」
に
、
智
光
曼
荼
羅
の
略

図
と
裏
書
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
正
本
は
方
一
尺
余
り
の
小
型
で
あ
る
こ
と
、
普

通
本
と
呼
ば
れ
る
模
本
の
中
尊
が
合
掌
で
正
本
が
異
な
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る９

）

。

奈
良
時
代
は
大
画
面
の
浄
土
変
相
図
が
盛
行
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
智

光
が
夢
で
見
た
阿
弥
陀
仏
の
掌
中
に
現
れ
た
図
様
の
た
め
、
こ
の
大
き
さ
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
夢
の
阿
弥
陀
仏
の
大
き
さ
如
何
の
問
題
は
あ
る
が
、
丈
六
の
仏

像
が
当
時
既
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
掌
か
ら
考
え
る
と
妥
当
な
大
き
さ
と
い
え

る
。
さ
ら
に
普
通
本
と
正
本
の
記
述
の
違
い
か
ら
、
一
二
〇
〇
年
頃
に
は
す
で
に

中
尊
が
合
掌
印
で
は
な
い
印
相
の
正
本
（
原
本
）
と
、
中
尊
が
合
掌
印
の
普
通
本

（
流
布
本
）
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

筆
者
と
し
て
は
、
智
光
が
夢
に
見
た
の
に
自
分
が
描
か
れ
て
い
る
変
相
図
を
見

て
往
生
を
全
う
し
よ
う
と
思
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
頼

光
と
お
ぼ
し
き
比
丘
は
阿
弥
陀
を
見
つ
め
、
智
光
と
お
ぼ
し
き
比
丘
は
頼
光
を
見

つ
め
る
と
い
う
視
線
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
す
で
に
往
生
し
て
い
る
頼
光
と
対

に
な
る
よ
う
に
往
生
し
て
い
な
い
智
光
が
浄
土
に
い
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
し
た
が
っ
て
、
二
人
の
比
丘
が
描
か
れ
て
い
る
Ａ
系
譜
は
智
光
の
没
後
、
元

興
寺
復
興
の
た
め
に
説
話
に
基
づ
い
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
か
、
智
光
が
浄
土
に
い

る
と
考
え
た
弟
子
た
ち
の
創
作
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
正
本
が
作
成
さ
れ
た
後
、

智
光
の
没
後
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
つ
ま
り
平
安
時
代
後
期
に
存
在
し

て
い
た
二
種
の
智
光
曼
荼
羅
の
う
ち
、
Ａ
系
譜
は
普
通
本
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。

智
光
曼
荼
羅
と
い
え
ば
、
以
上
の
Ａ
系
譜
の
智
光
曼
荼
羅
ば
か
り
が
注
目
さ
れ

て
き
て
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
中
尊
が
転
法
輪
印
の
Ｂ
系
譜
は
近
年
ま
で
研
究
対

象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
浄
土
宗
僧
酉
誉
が
著
し
た
『
当
麻
曼
陀
羅

疏
』
に
智
光
曼
荼
羅
の
説
話
と
正
本
を
見
た
と
き
の
様
子
が
記
さ
れ
て
お
り
、
三

尊
段
に
つ
い
て
「
弥
陀
三
尊ノ
儀
式
粗
不

違

当
麻
曼
陀
羅ニ
」
と
、
モ
テ
ィ
ー
フ

を
詳
細
に
見
て
「
宝
樹
宝
林
宝
地
宝
池
皆
有

之
又
虚
空
会ノ
荘
厳
雖

不

微
細ナラ
此

曼
陀
羅ニ
」
と
述
べ
て
い
る
。
絵
相
の
内
容
に
つ
い
て
は
こ
の
程
度
で
あ
り
、
智

光
曼
荼
羅
の
説
話
を
知
り
な
が
ら
Ａ
系
譜
の
重
要
要
素
で
あ
る
比
丘
形
に
つ
い
て

は
言
及
し
て
い
な
い10

）

。
し
た
が
っ
て
当
麻
曼
荼
羅
と
同
じ
よ
う
に
、
智
光
曼
荼
羅

の
正
本
の
中
尊
阿
弥
陀
仏
の
印
相
は
合
掌
印
で
は
な
く
転
法
輪
印
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
比
丘
の
姿
は
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
、『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
を
根
拠
と
す

る
な
ら
ば
、
正
本
の
姿
は
Ｂ
系
譜
に
近
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｂ
系
譜
の
智
光

曼
荼
羅
は
、
軸
装
本
（
元
興
寺
本
）、
能
満
院
本
、
文
化
庁
本
が
挙
げ
ら
れ
る
。

軸
装
本
は
十
五
世
紀
に
絹
本
著
色
で
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
縦
長
で
は
あ
る

が
、
Ａ
系
譜
な
ど
と
比
較
し
て
も
左
右
両
端
の
図
様
の
窮
屈
さ
が
感
じ
ら
れ
る
た
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め
、
元
々
は
正
方
形
で
完
成
さ
れ
て
い
た
図
像
の
左
右
を
切
り
と
っ
た
よ
う
な
構

図
と
な
っ
て
い
る11

）

。
元
興
寺
内
で
は
智
光
曼
荼
羅
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
が
、
寺

外
で
は
智
光
曼
荼
羅
に
不
可
欠
な
モ
テ
ィ
ー
フ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
二
比
丘
の

存
在
が
な
く
、
中
尊
阿
弥
陀
仏
が
転
法
輪
印
を
示
す
と
こ
ろ
か
ら
、
長
ら
く
伝
智

光
曼
荼
羅
と
称
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
原
本
焼
失
と
堂
の
復
興
に
関
連
が
あ
る

と
考
え
う
る
制
作
年
代
と
、
桃
山
時
代
頃
の
制
作
で
当
初
は
軸
装
本
の
前
方
両
脇

に
配
置
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
智
光
、
頼
光
坐
像
の
存
在
に
よ
り
、
軸
装
本

が
正
本
の
姿
を
ひ
く
と
考
え
ら
れ
始
め
た12

）

。
両
像
は
、
現
在
極
楽
坊
本
堂
の
尊
覚

開
板
本
模
写
（
Ａ
系
譜
）
の
両
脇
に
安
置
さ
れ
て
お
り
、
智
光
法
師
坐
像
は
初
老

の
姿
で
合
掌
印
を
表
す
が
、
頼
光
法
師
坐
像
は
老
年
の
姿
で
外
縛
印
を
表
す
と
い

う
表
現
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
印
相
に
関
し
て
は
『
元
興
寺
極
楽
院
図
絵
縁
起
』

（
一
七
〇
一
年
）
の
記
述
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
像
を
見
て
書
か
れ
た

の
で
あ
ろ
う
。

奈
良
長
谷
寺
能
満
院
本
は
、
こ
ち
ら
も
十
五
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
絹
本
著
色
の

智
光
曼
荼
羅
で
あ
り
、
法
量
、
様
式
、
制
作
年
代
と
も
に
軸
装
本
と
ほ
ぼ
同
じ
と

い
え
る13

）

。
廃
仏
毀
釈
に
よ
り
各
地
に
点
在
し
た
什
物
を
集
め
た
う
ち
の
一
つ
だ
と

伝
え
ら
れ
る
。
舞
台
床
の
切
金
文
様
、
宝
樹
に
な
る
花
の
個
数
や
位
置
、
台
座
の

模
様
が
少
し
異
な
る
以
外
は
図
様
も
ほ
ぼ
同
じ
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
と
、
箱

書
き
か
ら
元
興
寺
本
を
含
む
五
幅
一
緒
に
元
興
寺
極
楽
坊
に
伝
来
し
て
い
た
こ
と

が
読
み
取
れ
る
。

文
化
庁
本
は
、
Ｂ
系
譜
で
の
こ
る
中
で
も
最
古
の
十
四
世
紀
の
も
の
で
あ
る
。

絹
本
著
色
で
他
の
Ｂ
系
譜
よ
り
も
さ
ら
に
縦
長
と
な
っ
て
い
る
。『
國
華
』
に
て

河
原
由
雄
氏
が
、
Ａ
系
譜
が
広
ま
っ
た
後
で
Ｂ
系
譜
を
和
様
化
し
て
つ
く
ら
れ
た

智
光
曼
荼
羅
だ
と
紹
介
し
た
も
の14

）

だ
が
、
伝
来
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る15

）

。
基
本
構

成
は
軸
装
本
に
類
似
し
て
い
る
が
、
二
比
丘
を
舞
楽
段
橋
上
に
配
し
、
虚
空
段
な

ど
全
体
的
に
空
間
が
広
々
と
描
か
れ
て
い
る
。

Ｂ
系
譜
は
文
献
に
も
ほ
と
ん
ど
記
述
が
な
い
の
だ
が
、
現
存
す
る
Ｂ
系
譜
の
図

像
を
調
べ
る
こ
と
で
、
現
在
は
亡
失
し
た
智
光
曼
荼
羅
の
正
本
の
よ
り
正
確
な
姿

を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
今
回
は
Ｂ
系
譜
の
中
で
も
現
在
も
元

興
寺
に
伝
わ
っ
て
い
る
軸
装
本
を
中
心
に
述
べ
て
い
き
た
い
。

三
、
智
光
曼
荼
羅
軸
装
本
の
図
様

軸
装
本
の
図
様
を
詳
細
に
見
る
と
、
阿
弥
陀
三
尊
は
三
尊
そ
れ
ぞ
れ
を
中
心
に

他
の
尊
像
が
囲
ん
で
円
形
に
な
っ
た
形
式
を
と
っ
て
お
り
、
盛
唐
以
後
の
浄
土
経

変
に
多
く
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
る16

）

。
中
尊
阿
弥
陀
仏
は
左
掌
を
内
に
向
け
右
掌
を

外
に
向
け
と
も
に
第
一
指
二
指
を
捻
じ
る
転
法
輪
印
を
示
し
て
い
る
。
日
本
に
お

け
る
転
法
輪
印
相
の
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
当
麻
曼
荼
羅
中
の
阿
弥
陀
仏
な
ど
奈
良

時
代
に
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
他
に
も
法
隆
寺
の
金
堂
壁
画
や
、
狛

坂
廃
寺
磨
崖
仏
な
ど
が
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
、
古
様
の
印
相
だ
と
い
え
る
。
転
法

輪
印
を
結
び
な
が
ら
左
足
を
上
に
し
て
結

坐
す
る
降
魔
座
と
い
う
坐
り
方
は

中
国
で
南
北
朝
後
期
か
ら
現
れ
、
初
唐
頃
に
一
般
化
し
た
も
の
で
、
日
本
で
は
白

鳳
時
代
か
ら
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る17

）

。
中
尊
の
顔
は
法
隆
寺
六
号
壁
や
勧
修
寺
繡

帳
、
当
麻
曼
荼
羅
な
ど
と
比
較
す
る
と
面
長
で
あ
る
。
三
白
眼
で
は
な
い
よ
う
だ
。

赤
色
の
肉
髻
珠
が
あ
る
が
、
日
本
で
は
平
安
時
代
以
降
に
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
と

い
う18

）

。
頭
光
は
同
心
円
と
火
焔
、
光
背
は
同
心
円
と
宝
相
華
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

両
脇
侍
の
姿
勢
は
結

坐
で
は
な
く
足
を
崩
し
て
坐
し
、
と
も
に
持
物
は
持
っ

二
〇
二

智
光
曼
荼
羅
小
考

（
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唯
）



て
い
な
い
。
中
尊
に
向
か
っ
て
内
側
の
手
は
掌
を
前
に
向
け
て
膝
上
に
伸
ば
し
、

外
側
の
手
は
胸
前
に
上
げ
、
左
右
の
菩
薩
で
相
称
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
脇
侍
と

周
り
の
十
四
体
の
菩
薩
は
光
背
を
も
た
ず
同
心
円
の
頭
光
を
も
つ
。
童
子
の
姿
も

確
認
で
き
る
。

三
尊
の
後
ろ
に
は
巨
大
な
樹
木
の
表
現
が
み
ら
れ
る
。
三
尊
段
の
背
後
に
樹
葉

を
め
ぐ
ら
せ
て
お
り
、
隋
時
代
に
隆
盛
し
た
樹
下
説
法
図
の
よ
う
な
趣
を
感
じ
さ

せ
る
。
木
の
幹
の
文
様
が
上
部
と
下
部
と
で
異
な
っ
て
お
り
、
上
部
は
花
文
が
細

か
く
、
下
部
は
波
線
の
よ
う
に
描
か
れ
、
上
の
幹
の
花
文
を
象
形
化
し
た
も
の
か

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
幹
は
葉
が
し
げ
り
出
す
直
前
部
分
で
表
現
が
変
化
し
、

樹
皮
が
む
け
る
よ
う
に
外
に
広
が
っ
て
お
り
、
法
隆
寺
伝
橘
夫
人
念
持
仏
厨
子
光

背
の
柱
と
類
似
し
て
い
る
。
三
尊
の
背
後
に
は
宝

が
二
本
、
宝
樹
に
重
な
る
よ

う
に
描
か
れ
る
が
、『
観
無
量
寿
経
』
に
「
四
柱
宝

19
）

」
と
示
さ
れ
る
宝

で
あ

ろ
う
。
残
り
二
本
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
、
画
面
外
に
存
在
し
て
い
る
と
読
み
取

る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

舞
楽
会
で
は
、
Ａ
系
譜
に
あ
っ
た
橋
上
の
二
比
丘
の
姿
は
前
述
の
通
り
存
在
し

な
い
。
河
原
氏
は
「
浄
土
曼
荼
羅
図
」
で
、
Ｂ
系
譜
に
属
す
る
が
比
丘
形
が
存
在

す
る
文
化
庁
本
に
つ
い
て
敦
煌
浄
土
図
（
大
英
博
物
館
蔵
）
な
ど
の
唐
本
浄
土
図

を
基
に
、
左
右
の
橋
の
上
で
合
掌
し
て
向
か
い
合
う
二
人
の
蓮
華
化
生
童
子
を
二

比
丘
形
に
置
き
か
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
指
摘
し
て
い
る20

）

。
確
か
に
比
較

例
と
し
て
挙
げ
た
敦
煌
浄
土
図
は
古
本
で
は
あ
る
が
図
様
が
大
き
く
異
な
る
た
め
、

筆
者
は
こ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
考
え
、
脇
を
し
め
て
合
掌
し
て
い
る

二
菩
薩
が
Ａ
系
譜
の
合
掌
す
る
智
光
頼
光
の
二
比
丘
の
も
と
に
な
っ
た
と
想
定
し

て
い
る
。
な
お
、
Ａ
系
譜
で
は
こ
の
位
置
で
合
掌
す
る
菩
薩
は
お
ら
ず
、
華
籠
を

持
っ
た
二
菩
薩
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
Ａ
系
譜
で
二
比
丘
を
橋
の
上
に
配
置
し
た

の
は
印
象
づ
け
る
た
め
と
、
浄
土
を
思
い
描
く
説
話
内
容
か
ら
三
尊
段
に
は
お
け

な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
比
丘
の
代
わ
り
に
特
徴
的
だ
と
い
え
る

の
は
Ａ
系
譜
に
な
い
向
背
菩
薩
の
存
在
で
あ
る
が
、
敦
煌
莫
高
窟
第
二
二
〇
窟
南

壁
や
楡
林
窟
第
二
五
窟
南
壁
、
日
本
で
は
当
麻
曼
荼
羅
な
ど
に
み
ら
れ
、
智
光
曼

荼
羅
独
自
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
は
な
い
。

背
景
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
床
の
文
様
は
板
絵
本
と
異
な
り
、
遠
近
法
が
用

い
ら
れ
て
い
な
い
。
島
部
分
の
み
文
様
の
角
度
が
変
え
ら
れ
て
お
り
、
遠
近
法
に

歪
み
が
あ
る
。
虚
空
段
に
は
三
尊
坐
像
や
飛
天
、
雲
に
散
華
な
ど
が
処
狭
し
と
描

か
れ
て
お
り
、
空
間
を
見
て
も
当
麻
曼
荼
羅
と
比
べ
る
と
虚
空
段
が
圧
迫
さ
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
宝
池
や
楼
閣
な
ど
浄
土
の
風
景
を
中
心
と
し
た
図
様
で
は
な

く
阿
弥
陀
三
尊
を
目
立
た
せ
る
た
め
、
余
白
を
で
き
る
限
り
少
な
く
し
た
構
図
と

い
え
る
。
建
築
や
遠
近
法
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
述
し
た
い
。
宝
池
段
に
は
『
無

量
寿
経
』
と
『
観
無
量
寿
経
』
に
説
か
れ
る
蓮
華
化
生
童
子21

）

、『
阿
弥
陀
経
』
に

説
か
れ
る
迦
陵
頻
伽22

）

が
み
ら
れ
る
。
舞
楽
菩
薩
も
同
心
円
の
頭
光
を
も
っ
て
い
る
。

宝
樹
に
み
え
る
花
の
文
様
は
い
く
ら
か
存
在
す
る
。
上
部
の
花
は
マ
ン
ゴ
ー
系

花
樹
に
、
脇
侍
宝
蓋
の
花
は
花
弁
の
数
が
多
く
六
弁
花
の
宝
相
華
文
に
類
似
し
て

い
る
。
下
部
の
花
は
、
五
弁
の
中
に
四
弁
を
配
す
形
で
特
徴
的
で
あ
る
。
類
似
と

し
て
中
に
四
弁
を
入
れ
る
形
に
唐
招
提
寺
金
堂
天
井
支
輪
板
や
東
大
寺
金
銅
八
角

燈
籠
火
袋
羽
目
板
な
ど
に
み
え
る
花
文
様
が
あ
る
。
ど
れ
も
室
町
時
代
に
作
ら
れ

た
軸
装
本
よ
り
も
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
花
文
様
で
あ
り
、
正
本
か
ら
の
文
様

の
受
け
継
ぎ
が
考
え
ら
れ
る
。

切
金
は
装
身
具
、
頭
光
、
光
背
、
衣
文
、
床
の
文
様
、
背
景
な
ど
に
多
用
さ
れ

二
〇
三
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て
い
る
が
、

な
ど
金
具
に
切
金
を
用
い
る
表
現
は
天
平
時
代
に
も
存
在
し
た

た
め
、
正
本
に
も
い
く
ら
か
の
切
金
の
使
用
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

軸
装
本
に
み
ら
れ
る
衣
の
ひ
だ
の
線
に
切
金
を
置
く
な
ど
、
切
金
の
多
用
は
平
安

後
期
か
ら
の
表
現
で
あ
り
、
天
平
時
代
の
正
本
で
は
と
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
方
法

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
軸
装
本
は
正
本
焼
失
後
に
製
作
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、

正
本
を
完
全
に
写
し
た
も
の
を
ま
た
写
し
し
た
と
い
っ
た
こ
と
は
な
く
、
正
本
か

ら
多
少
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
。

四
、
Ｂ
系
譜
と
蓮
華
三
昧
院
阿
弥
陀
三
尊
像
と
の
比
較

先
行
研
究
で
は
智
光
曼
荼
羅
軸
装
本
と
蓮
華
三
昧
院
蔵
阿
弥
陀
三
尊
像
（
以
降
、

蓮
華
三
昧
院
図
と
表
記
す
る
）
と
の
図
像
的
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
蓮
華
三

昧
院
図
の
中
尊
の
印
相
や
、
両
脇
侍
の
手
の
形
、
台
座
や
天
蓋
な
ど
類
似
点
が
多

く
存
在
し
て
い
る23

）

。
さ
ら
に
軸
装
本
を
阿
弥
陀
三
尊
、
中
尊
宝
蓋
、
供
物
台
の
み

に
し
た
姿
は
蓮
華
三
昧
院
像
に
図
像
的
に
き
わ
め
て
近
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る24

）

。

こ
の
蓮
華
三
昧
院
図
は
明
遍
の
思
想
を
想
定
し
た
と
い
う
見
方
が
こ
れ
ま
で
に

挙
げ
ら
れ
、
明
遍
と
智
光
の
関
係
か
ら
蓮
華
三
昧
院
図
は
Ｂ
系
譜
の
智
光
曼
荼
羅

が
図
像
の
典
拠
だ
と
さ
れ
る25

）

。
し
た
が
っ
て
、
軸
装
本
で
十
五
世
紀
、
現
存
す
る

Ｂ
系
譜
で
最
も
古
い
と
さ
れ
る
文
化
庁
本
で
も
十
四
世
紀
の
作
で
あ
り
、
蓮
華
三

昧
院
図
が
典
拠
と
し
た
で
あ
ろ
う
も
の
よ
り
古
い
図
が
Ｂ
系
譜
に
存
在
し
た
と
い

え
る
。
軸
装
本
の
も
と
と
な
っ
た
Ｂ
系
譜
の
図
像
は
蓮
華
三
昧
院
図
に
影
響
す
る

ほ
ど
、
こ
の
時
代
は
Ｂ
系
譜
が
智
光
曼
荼
羅
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
信
仰
の
対

象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

髙
間
由
香
里
氏
は
、
軸
装
本
と
蓮
華
三
昧
院
図
に
つ
い
て
「
同
じ
レ
リ
ー
フ
の

原
本
か
ら
派
生
し
た
同
系
統
の
絵
画26

）

」
と
述
べ
、
軸
装
本
は
蓮
華
三
昧
院
図
よ
り

も
よ
り
絵
画
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
説
に

よ
る
と
蓮
華
三
昧
院
図
の
六
角
台
座
の
框
が
お
こ
す
不
合
理
な
部
分
な
ど
は
レ
リ

ー
フ
状
の
原
本
を
写
し
た
た
め
の
崩
れ
で
、
軸
装
本
で
そ
こ
が
自
然
に
表
現
さ
れ

て
い
る
の
は
レ
リ
ー
フ
か
ら
絵
画
的
要
素
を
加
え
た
た
め
と
し
て
い
る27

）

が
、
そ
れ

だ
け
で
は
軸
装
本
も
同
じ
レ
リ
ー
フ
か
ら
発
生
し
た
こ
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い

な
い
。
確
か
に
蓮
華
三
昧
院
図
に
み
ら
れ
る
𨻶
間
の
代
わ
り
に
、
文
化
庁
本
で
は

華
足
と
開
敷
蓮
華
を
框
間
に
は
さ
み
、
軸
装
本
や
能
満
院
本
で
は
厚
め
の
框
を
増

や
す
対
応
を
し
て
い
て
統
一
感
が
な
い
。﹇
図
２
﹈
そ
の
た
め
、
智
光
曼
荼
羅
正

本
に
も
框
間
に
𨻶
間
な
ど
何
ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た
可
能
性
は
否
め
な
い
。
も
し
、

智
光
曼
荼
羅
正
本
の
台
座
が
合
理
的
に
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
小
さ

な
レ
リ
ー
フ
で
あ
れ
ば
𨻶
間
を
わ
ざ
わ
ざ
つ
く
り
難
い
し
、
現
に
長
谷
寺
銅
板
法

華
説
相
図
は
框
の
𨻶
間
が
な
い
。
埋
ま
っ
た
𨻶
間
の
框
を
含
む
台
座
を
平
面
に
描

き
起
こ
す
な
ら
ば
そ
の
ま
ま
描
く
で
あ
ろ
う
。
逆
に
レ
リ
ー
フ
か
ら
正
本
が
制
作

さ
れ
た
と
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ど
の
過
程
で
蓮
華
三
昧
院

図
に
写
し
崩
れ
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
智
光
曼
荼
羅
正
本
が
あ
る
い
は
軸

装
本
が
レ
リ
ー
フ
か
ら
影
響
を
受
け
た
こ
と
の
証
明
に
は
な
ら
な
い
。

供
物
台
も
、
先
行
研
究
に
よ
り
蓮
華
三
昧
院
図
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る28

）

。

﹇
図
３
﹈
華
籠
の
上
か
ら
香
炉
ま
で
、
蓮
華
三
昧
院
図
で
は
円
錐
状
の
華
籠
に
小

ぶ
り
の
花
や
蓮
華
、
荷
葉
が
少
量
み
え
る
。
軸
装
本
で
は
平
た
い
華
籠
に
奥
が
見

え
な
い
ほ
ど
多
量
の
宝
相
華
の
花
弁
の
よ
う
な
も
の
が
み
え
る
な
ど
多
少
異
な
る

も
の
の
、
他
浄
土
教
絵
画
と
比
較
し
て
も
類
を
見
な
い
三
羽
の
鳥
と
六
角
框
は
非

常
に
特
徴
的
な
類
似
点
で
あ
る29

）

。
三
羽
の
鳥
と
六
角
框
は
他
Ｂ
系
譜
に
も
存
在
す
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［図２］各台座比較
（上から軸装本、能満院本、文化庁本、蓮華三昧院阿弥陀三尊像）

［図３］各供物台比較
（上から軸装本、能満院本、文化庁本、蓮華三昧院阿弥陀三尊像）
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る
。
こ
の
供
物
台
の

一
番
下
部
を
構
成
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
開
敷
蓮
華
は
蓮
華

三
昧
院
図
で
は
、
大

西
磨
希
子
氏
が
「
六

角
座
一
重
目
の
側
面

に
密
着
す
る
よ
う
に

描
か
れ
て
い
る
た
め

に
、
六
角
座
の
前
面

に
位
置
し
て
い
る
か

の
よ
う
な
不
可
解
な

表
現
に
な
っ
て
い
る30

）

」
と
述
べ
て
い
る
通
り
、
六
角
座
の
下
框
の
前
面
を
隠
す
よ

う
に
ぴ
っ
た
り
と
は
り
つ
い
た
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
智
光
曼
荼

羅
Ｂ
系
譜
で
は
開
敷
蓮
華
の
蓮
弁
が
台
の
奥
か
ら
の
ぞ
い
て
お
り
、
実
際
に
開
敷

蓮
華
は
供
物
台
の
手
前
に
置
か
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
、
蓮
華
三
昧
院
図
で
も
写

し
崩
れ
は
あ
る
も
の
の
軸
装
本
の
よ
う
に
手
前
に
あ
っ
た
開
敷
蓮
華
を
描
い
た
と

考
え
ら
れ
よ
う
。
Ｂ
系
譜
の
三
尊
の
台
座
の
最
下
部
が
反
花
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

供
物
台
の
最
下
部
が
反
花
で
、
開
敷
蓮
華
と
は
分
離
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
方
が

自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
例
は
あ
ま
り
存
在
し
て
い
な
い
の
だ
が
、

大
英
博
物
館
所
蔵
の
観
経
変
相
図
（S

tein
 
p
a
in
tin
g
 
70.C

h
.X
x
x
iii.003

）

に
み
え
る
、
供
物
台
が
載
せ
ら
れ
た
台
の
下
部
手
前
に
平
た
く
描
か
れ
て
い
る
開

敷
蓮
華
﹇
図
４
﹈
と
意
味
と
し
て
は
同
一
の
存
在
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
あ
ま
り
に
平
面
的
な
蓮
華
で
床
面
の
文
様
か
と
も
見
紛
う
が
、
他
に
同
じ
蓮

華
は
床
面
に
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
開
敷
蓮
華
の
下
部
の
階
段
や
、
さ
ら

に
そ
の
手
前
の
せ
り
出
し
に
描
か
れ
た
蓮
華
と
は
装
飾
性
で
一
線
を
画
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
文
様
で
は
な
く
何
ら
か
の
意
図
を
持
っ
た
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
る
と
読

み
取
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
意
図
に
つ
い
て
は
明
確
な
理
由
が
あ
げ
ら
れ
な
い
た
め
、

こ
れ
か
ら
の
研
究
の
課
題
と
し
た
い
。

天
蓋
は
以
上
の
モ
テ
ィ
ー
フ
ほ
ど
類
似
は
し
て
い
な
い
が
や
は
り
蓮
華
三
昧
院

図
と
の
近
似
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る31

）

。﹇
図
５
﹈
手
前
か
ら
仰
ぎ
見
て
い
る
よ
う

に
垂
飾
を
描
き
、
反
り
返
っ
た
傘
状
と
そ
の
頂
点
と
中
心
部
の
火
焔
宝
珠
や
先
端

か
ら
垂
れ
る

、
さ
ら
に
は
鳥
が
二
羽
描
か
れ
て
い
る
点
が
共
通
し
て
い
る32

）

。

逆
に
文
化
庁
本
に
は
鳥
の
存
在
は
な
い
。
ま
た
、
蓮
華
三
昧
院
図
は
虚
空
に
天
蓋

が
あ
る
よ
う
描
か
れ
る
が
、
Ｂ
系
譜
は
樹
木
の
手
前
に
天
蓋
が
吊
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
軸
装
本
や
能
満
院
本
は
さ
ら
に
中
央
宝
珠

を
三
角
形
で
取
り
囲
む
よ
う
に
三
つ
の
火
焔
宝
珠
を
配
置
し
て
い
る
。
そ
の
底
辺

宝
珠
の
斜
め
下
に
蓮
台
に
載
っ
た
宝
珠
を
一
つ
ず
つ
描
き
、
傘
の
一
番
外
側
の
斜

め
上
に
は
三
弁
宝
珠
が
一
つ
ず
つ
配
さ
れ
、
よ
り
豪
華
絢
爛
な
天
蓋
と
な
っ
て
い

る
。
脇
侍
の
天
蓋
は
、
蓮
華
三
昧
院
図
に
は
な
い
が
、
軸
装
本
に
は
宝
相
華
の
下

か
ら
珠
と
、
そ
の
珠
と
珠
の
間
に
結
ば
れ
た
紐
状
の
も
の
が
み
え
る
。
Ｂ
系
譜
の

脇
侍
天
蓋
は
全
て
宝
相
華
を
も
っ
て
お
り
、
中
尊
の
も
の
と
は
全
く
異
な
る
タ
イ

プ
の
天
蓋
を
し
て
い
る
。
な
お
、
Ａ
系
譜
板
絵
本
は
中
尊
と
脇
侍
の
天
蓋
は
類
似

し
て
い
る
が
、
当
麻
曼
荼
羅
も
清
海
曼
荼
羅
も
中
尊
と
脇
侍
の
天
蓋
は
異
な
る
た

め
、
中
尊
と
脇
侍
の
天
蓋
の
異
同
は
問
題
と
す
る
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

蓮
華
三
昧
院
図
と
軸
装
本
、
能
満
院
本
に
描
か
れ
た
中
尊
天
蓋
の
鳥
が
文
化
庁
本

［図４］大英博物館所蔵の観経変相図
（Stein painting 70.Ch.Xxxiii. 003）
の供物台と開敷蓮華
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に
は
な
い
こ
と
は
正
本
の
姿
を
比
定
す
る
上
で
は
看
過
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

元
々
文
化
庁
本
は
二
比
丘
の
姿
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
Ａ
系
譜
に
影
響

を
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
、
そ
の
上
で
蓮
華
三
昧
院
図
と
軸
装
本
、
能
満
院

本
の
図
像
の
一
致
か
ら
、
軸
装
本
、
能
満
院
本
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
図
様
が
正
本
に

近
か
っ
た
と
想
定
す
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
点
か
ら
も
疑
問
が
起
こ
る
よ
う
、
文
化

庁
本
は
正
本
の
姿
を
ど
れ
ほ
ど
ひ
い
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
軸
装
本
や
能
満
院

本
が
ど
れ
ほ
ど
正
本
か
ら
意
匠
を
加
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
今
後
大
き
く

取
り
上
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
蓮
華
三
昧
院
図
と
軸
装
本
な
ど
Ｂ
系
譜
と
比
較
し
た
こ
と
で
、

蓮
華
三
昧
院
図
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
レ
リ
ー
フ
状
の
も
の
が
Ｂ
系
譜
に
影
響
を

与
え
た
こ
と
の
確
証
は
な
い
こ
と
、
供
物
台
手
前
の
開
敷
蓮
華
は
敦
煌
に
も
あ
る

表
現
で
、
正
本
が
元
に
し
た
図
像
の
存
在
が
垣
間
見
え
る
こ
と
、
比
較
を
し
た
こ

と
で
Ｂ
系
譜
の
中
で
も
相
違
点
が
如
実
に
表
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
た
。
な
お
、

軸
装
本
と
能
満
院
本
に
は
鎌
倉
時
代
の
手
法
で
あ
る
全
体
を
黄
土
色
に
著
彩
す
る

皆
金
色
が
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
、
肉
身
の
輪
郭
線
は
強
弱
の
少
な
い
細
い
墨
線
で
、

雲

彩
色
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。
賦
彩
に
お
け
る
緑
と
朱
の
多
用
は
仏
画
の
形
式

と
し
て
頻
繁
に
み
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
正
本
に
近
い
賦
彩
法
を
と
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。五

、
Ｂ
系
譜
の
建
築
と

尾

「
曼
荼
羅
」
の
意
味
は
広
義
や
狭
義
で
異
な
る
た
め
割
愛
す
る
が
、
少
な
い
尊

数
だ
け
の
モ
テ
ィ
ー
フ
で
曼
荼
羅
と
表
現
さ
れ
た
日
本
の
浄
土
教
絵
画
は
極
め
て

稀
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
浄
土
三
曼
荼
羅
の
う
ち
の
当
麻
曼
荼
羅
も
清
海
曼
荼
羅
も

［図５］各中尊宝蓋比較
（上から軸装本、能満院本、文化庁本、蓮華三昧院阿弥陀三尊像）
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多
数
の
菩
薩
群
や
楼
閣
や
舞
台
、
島
と
い
っ
た
建
築
部
分
が
あ
り
、
当
時
敦
煌
で

も
そ
れ
が
一
般
的
な
構
成
で
あ
っ
た
た
め
、
智
光
曼
荼
羅
正
本
に
も
菩
薩
群
や
建

築
は
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
四
章
で
蓮
華
三
昧
院
図
と
の
異
同
に
つ
い
て
論
じ

た
が
、
以
上
の
理
由
か
ら
智
光
曼
荼
羅
正
本
は
蓮
華
三
昧
院
図
の
よ
う
な
三
尊
と

他
少
な
い
モ
テ
ィ
ー
フ
だ
け
の
構
成
で
は
な
か
っ
た
と
推
測
し
、
こ
の
章
で
は
正

本
に
建
築
部
分
が
存
在
し
た
と
仮
定
し
て
論
究
を
行
う
。
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に

智
光
曼
荼
羅
Ｂ
系
譜
に
は
全
体
の
構
図
に
歪
み
が
あ
る
。
建
築
部
が
あ
る
Ａ
系
譜

と
比
較
し
て
そ
の
様
相
を
示
し
、
ど
こ
に
乱
れ
が
あ
る
の
か
、
何
故
歪
み
を
残
し

た
の
か
を
読
み
取
っ
た
上
で
、
正
本
の
建
築
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
か
如
何

様
に
描
か
れ
て
い
た
か
考
察
し
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
建
築
群
の
中
で
も
楼
閣

の
頂
上
に
聳
え
て
目
立
つ
モ
テ
ィ
ー
フ
で
あ
っ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
注
目
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た

尾
に
つ
い
て
の
私
見
も
述
べ
た
い
。

五
｜
一

建
築

一
般
に
敦
煌
画
の
建
築
を
持
つ
経
変
で
は
、
全
体
比
と
し
て
小
さ
く
描
い
た
尊

像
を
床
面
が
見
え
な
く
な
る
ほ
ど
𨻶
間
な
く
配
置
し
た
り
、
楼
閣
や
床
面
、
島
部

分
の
ど
こ
か
を
画
面
外
ま
で
続
く
よ
う
に
表
現
し
た
り
、
宝
池
や
虚
空
段
を
広
く

見
せ
る
な
ど
し
て
浄
土
が
果
て
し
な
く
続
く
と
い
う
見
せ
方
を
し
て
い
る
。
Ｂ
系

譜
で
は
尊
像
は
比
較
的
大
き
く
ゆ
っ
た
り
と
し
た
空
間
を
も
っ
て
配
置
さ
れ
て
い

る
。
三
尊
段
で
は
浄
土
は
左
右
画
面
外
に
続
く
が
、
下
端
島
部
分
は
外
側
に
も
欄

干
を
つ
け
て
宝
池
と
の
境
目
を
設
け
て
い
る
た
め
に
島
部
分
が
狭
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
三
章
で
述
べ
た
と
お
り
、
三
尊
段
の
あ
る
床
面
が
全
体
の
構
図
の
中
で
最

も
広
く
描
か
れ
、
虚
空
段
や
楼
閣
段
、
宝
池
が
狭
い
こ
と
か
ら
、
浄
土
は
広
大
で

あ
る
こ
と
を
示
す
は
ず
が
あ
ま
り
広
く
感
じ
ら
れ
な
い
。

盛
唐
以
後
に
経
変
の
建
築
は
視
点
が
統
一
さ
れ
る
よ
う
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る

が
、
そ
れ
ま
で
は
遠
近
法
が
写
実
的
で
は
な
い
浄
土
世
界
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る33

）

。

そ
の
流
れ
を
汲
ん
だ
の
か
Ａ
系
譜
も
Ｂ
系
譜
も
全
体
を
通
し
た
パ
ー
ス
に
歪
み
が

あ
る
。
唐
代
に
流
行
し
た
と
い
う
魚
骨
的
構
成34

）

に
も
合
致
し
な
い
。
以
下
、
個
々

の
部
材
に
お
い
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

画
面
下
方
の
橋
で
つ
な
が
れ
た
三
つ
の
島
は
、
敦
煌
画
で
は
島
部
分
の
輪
郭
は

集
中
遠
近
法
を
用
い
て
八
字
形
を
つ
く
る35

）

。
Ａ
系
譜
Ｂ
系
譜
と
も
に
こ
れ
に
な
ら

う
が
、
両
島
部
分
と
せ
り
出
し
の
島
部
分
は
平
行
に
描
か
れ
て
し
ま
い
、
遠
近
感

に
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
。

Ｂ
系
譜
は
中
央
に
大
殿
、
両
脇
に
二
つ
の
楼
閣
が
あ
る
。
三
尊
段
の
樹
木
に
よ

っ
て
遮
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
何
層
あ
る
か
は
明
確
で
は
な
い
。
文
化
庁
本
で
は
三
尊

段
の
樹
木
の
枝
部
か
ら
奥
の
楼
閣
の
下
端
部
が
少
し
だ
け
覗
い
て
い
る
が
、
全
体

像
を
把
握
で
き
る
ほ
ど
で
は
な
い
。
軸
装
本
や
能
満
院
本
で
は
そ
こ
を
賦
彩
や
切

金
に
よ
っ
て
塞
が
れ
て
い
る
た
め
に
よ
り
知
り
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
少

な
く
と
も
三
殿
と
も
各
二
層
以
上
は
あ
る
建
物
と
な
っ
て
い
る
。
三
殿
同
士
は
可

視
部
分
に
お
い
て
は
回
廊
や
橋
な
ど
で
結
ば
れ
て
は
い
な
い
。
Ａ
系
譜
は
、
屋
根

や
軸
部
は
俯
瞰
視
さ
れ
る
よ
う
に
、
軒
に
つ
い
て
は
仰
瞰
視
さ
れ
る
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
。
一
つ
の
楼
閣
で
二
つ
の
視
点
を
有
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
に
パ
ー
ス

が
破
綻
し
て
い
る
。
Ａ
・
Ｂ
両
系
譜
と
も
島
部
分
と
同
じ
く
集
中
遠
近
法
が
用
い

ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
先
と
同
様
に
脇
殿
の
二
層
の
屋
根
が
ほ
ぼ
平
行
に
描
か

れ
て
お
り
、
遠
近
法
が
成
り
立
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
Ｂ
系
譜
は
Ａ
系
譜
に

あ
る
よ
う
な
二
つ
の
視
点
を
用
い
て
描
か
れ
た
楼
閣
は
な
く
、
Ａ
系
譜
よ
り
パ
ー
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ス
の
概
念
が
理
解
さ
れ
た
構
図
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

Ａ
系
譜
の
特
に
板
絵
本
は
非
常
に
装
飾
的
な
建
築
で
、
団
花
文
や
唐
草
を
繰
り

返
し
用
い
て
装
飾
し
て
お
り
、
楼
閣
で
は
蟇
股
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
な
る
よ
う

な
賦
彩
が
施
さ
れ
て
い
る
。
一
方
Ｂ
系
譜
は
、
軸
装
本
と
能
満
院
本
の
楼
閣
壁
部

に
円
文
が
み
ら
れ
、
文
化
庁
本
の
楼
閣
欄
干
下
に
は
二
つ
巴
文
が
み
ら
れ
る
も
の

の
Ａ
系
譜
と
比
較
し
て
装
飾
的
な
部
材
は
少
な
い
。

三
つ
の
楼
閣
が
三
尊
段
を
囲
ん
だ
り
背
後
で
聳
え
た
り
す
る
の
は
隋
や
初
唐
の

浄
土
変
で
発
生
し
た
建
築
プ
ラ
ン
で
、
盛
唐
以
後
は
寺
院
内
の
内
庭
全
体
を
描
き

出
す
な
ど
複
雑
さ
を
増
す36

）

た
め
、
智
光
曼
荼
羅
Ａ
・
Ｂ
系
譜
は
隋
時
代
か
ら
盛
唐

期
ま
で
の
古
様
な
プ
ラ
ン
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
正
本
に
描
か
れ
て
い
た

楼
閣
も
こ
れ
ら
の
系
譜
に
描
か
れ
て
い
た
よ
う
に
三
殿
が
並
ぶ
構
図
だ
っ
た
可
能

性
が
高
い
。
さ
ら
に
以
後
の
模
本
の
流
れ
か
ら
し
て
も
、
正
本
が
描
か
れ
た
と
き

に
も
島
や
楼
閣
と
い
っ
た
建
築
に
正
し
い
遠
近
法
が
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
Ｂ
系
譜
は
パ
ー
ス
に
つ
い
て
の
概
念
が
Ａ
系
譜
以
上
に
明
確

と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
模
本
を
描
い
た
と
き
に
正
本
が
持
つ
パ
ー
ス
の
歪
み

を
後
世
に
伝
え
る
た
め
に
の
こ
し
つ
つ
、
あ
ま
り
に
矛
盾
し
た
部
位
は
遠
近
感
に

修
正
を
か
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

五
｜
二

尾

各
々
の

尾
﹇
図
６
﹈
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。
Ａ
系
譜
板
絵
本
の
右
脇

殿
の

尾
は
段
も
明
瞭
で
、
鰭
が
途
中
で
頂
部
ま
で
達
せ
ず
に
途
中
で
止
ま
る
初

唐
形
式37

）

を
示
し
て
い
る
。
仔
細
に
は
見
難
い
が
、
胴
部
の
装
飾
は
施
さ
れ
て
い
な

い
と
思
わ
れ
、
連
珠
文
の
姿
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
唐
招
提
寺
金
堂
を
彷
彿
と

さ
せ
る

尾
で
あ
る
。
大
殿
の

尾
は
剥
落
が
激
し
く
詳
細
が
不
明
だ
が
、
大
ま

か
な
形
状
と
し
て
は
右
脇
殿
の

尾
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
三

殿
す
べ
て
同
じ
形
式
の

尾
が
飾
ら
れ
て
い
た
と
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
三
殿
と

も
屋
根
の
中
央
は
剥
落
に
よ
り
明
瞭
に
は
確
認
で
き
な
い
の
だ
が
、
三
叉
状
の
も

の
が
飾
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
対
し
て
同
じ
Ａ
系
譜
の
厨
子
入
り
本
に
は
三

殿
と
も

尾
部
分
に
宝
珠
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
脇
殿
に
は
中
央
に
宝
珠
は
な
く
、

大
殿
の
中
央
宝
珠
も
板
絵
本
の
そ
れ
に
あ
っ
た
三
叉
状
の
も
の
で
は
な
い
。
厨
子

入
り
本
は
建
築
も
板
絵
本
か
ら
比
較
す
る
と
非
常
に
簡
略
化
さ
れ
、
組
木
な
ど
は

簡
素
な
線
で
平
面
的
に
描
か
れ
て
い
る
が
、

尾
と
宝
珠
の
違
い
は
表
現
の
違
い

な
ど
で
は
な
く
、
板
絵
本
と
厨
子
入
り
本
に
菩
薩
の
数
以
外
に
も
明
ら
か
に
異
な

る
部
分
が
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
。
対
し
て
Ｂ
系
譜
の
軸
装
本
の
大

［図６］屋根部分比較
（上から軸装本、能満院本、文化庁本、板絵本、厨子入り本）
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殿
の

尾
は
鰭
部
と
胴
部
が
二
重
に
な
っ
て
い
る
部
分
が
存
在
し
、
縦
帯
が
基
底

部
と
連
続
す
る
非
常
に
珍
し
い
形
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
胴
部
の
基
底
部
は

大
棟
と
平
行
に
鰭
部
か
ら
同
一
直
線
で
つ
く
る
の
が
一
般
的
な
の
だ
が
、
こ
れ
は

弧
を
描
く
よ
う
に
形
作
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
使
用
す
る
場
合
な
ら
ば
安
定
感
に

欠
け
る
作
り
と
な
っ
て
い
る
。
胴
部
に
装
飾
は
施
さ
れ
て
い
な
い
。
脇
殿
の

尾

は
い
さ
さ
か
小
振
り
で
は
あ
る
が
、
大
殿
の

尾
と
は
異
な
り
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス

な
形
状
で
描
か
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
同
心
円
状
の
装
飾
が
胴
部
に
あ
る
が
、
こ

れ
は
あ
ま
り
類
を
見
な
い
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
Ｂ
系
譜
は
全
て
脇
殿
が

両
端
ま
で
描
か
れ
な
い
た
め
脇
殿
の
中
央
部
は
場
所
状
況
と
も
に
不
明
と
な
っ
て

い
る
。
軸
装
本
の
大
殿
に
は
屋
根
中
央
部
に
宝
珠
が
飾
ら
れ
る
が
、
破
損
し
て
お

り
形
状
な
ど
は
把
握
で
き
な
い
。
能
満
院
本
で
は
同
じ
場
所
に
三
弁
宝
珠
の
姿
が

確
認
で
き
る
。
た
だ
し
こ
ち
ら
の

尾
は
大
き
さ
形
と
も
に
軸
装
本
の

尾
と
は

異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
た
め
、
宝
珠
の
形
状
も
軸
装
本
と
能
満
院
本
で
同
一

と
は
限
ら
な
い
。
文
化
庁
本
は
三
殿
と
も

尾
部
分
が
宝
珠
と
な
っ
て
い
る
。
大

殿
中
央
に
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
宝
珠
が
飾
ら
れ
て
い
る
。
軸
装
本
と
能
満
院
本

で
の

尾
の
違
い
は
、
切
金
や
文
様
な
ど
の
違
い
と
同
様
に
五
幅
同
時
に
つ
く
る

上
で
成
さ
れ
た
意
匠
の
変
更
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
、
わ
ざ
わ
ざ
特
殊
な
形
を

呈
示
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、
正
本
に
は
な
か
っ
た

尾
の
形
だ
っ

た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。

六
、
ま
と
め

智
光
曼
荼
羅
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
系
譜
に
よ
っ
て
姿
が
大
き
く
異
な
る

が
、
智
光
曼
荼
羅
に
関
す
る
説
話
や
文
献
も
各
々
様
々
な
違
い
が
あ
り
、
ど
れ
が

実
際
の
正
本
を
見
て
書
い
た
も
の
か
曖
昧
な
点
が
正
本
の
姿
を
よ
り
不
明
に
し
た

原
因
で
あ
る
と
い
え
る
。

Ｃ
系
譜
は
時
代
差
や
矛
盾
点
な
ど
明
ら
か
に
正
本
の
姿
で
は
な
い
こ
と
が
理
解

で
き
る
。
対
し
て
、
広
く
知
ら
れ
た
Ａ
系
譜
と
寺
内
だ
け
で
智
光
曼
荼
羅
と
伝
わ

っ
た
Ｂ
系
譜
は
、
普
通
本
と
正
本
の
姿
を
ひ
く
関
係
だ
と
近
年
よ
う
や
く
認
め
ら

れ
る
に
至
っ
た
。
今
回
も
論
じ
た
が
、
軸
装
本
の
図
像
は
樹
下
説
法
図
の
趣
が
強

く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
と
二
比
丘
の
姿
を
描
い
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
近
年
の

研
究
と
同
様
に
、
Ａ
系
譜
の
図
像
よ
り
も
前
に
完
成
さ
れ
た
と
考
え
て
良
い
。

『
当
麻
曼
陀
羅
疏
』
や
制
作
年
代
を
考
え
る
と
Ｂ
系
譜
が
や
は
り
正
本
系
だ
と
比

定
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
Ｂ
系
譜
で
も
軸
装
本
と
能
満
院
本
、
文

化
庁
本
の
違
い
は
大
き
く
、
正
本
の
姿
を
完
全
に
は
把
握
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ

た
た
め
、
こ
れ
を
今
後
の
研
究
の
展
望
と
し
た
い
。

そ
れ
で
は
、
室
町
時
代
に
で
き
た
軸
装
本
こ
そ
が
正
本
の
姿
を
ひ
く
と
い
う
明

確
な
記
述
が
な
く
、
な
ぜ
Ｂ
系
譜
が
長
ら
く
軽
視
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
に
は
、
正
本
が
秘
蔵
さ
れ
て
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
念
仏
講
に

使
わ
れ
て
い
た
Ａ
系
譜
が
有
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
た38

）

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
板
絵
本
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
の
で
あ
ろ
う
『
覚
禅
鈔
』
が
信
用
さ
れ
て
板
絵
本

が
正
本
の
姿
を
ひ
く
と
考
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
当
麻
曼
荼
羅
に
比
べ
て
小

型
で
浄
土
図
を
囲
む
観
経
変
や
装
飾
や
縁
起
な
ど
が
な
い
変
相
図
で
あ
り
、
Ａ
系

譜
ほ
ど
特
徴
の
あ
る
図
様
で
も
な
か
っ
た
ゆ
え
に
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
記
述
が
な
か

っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
現
在
の
こ
る
軸
装
本
は
賦
彩
や
印
相
な
ど
古

様
を
の
こ
し
つ
つ
も
正
本
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
構
図
や
肉
髻
珠
、

切
金
、
建
築
物
な
ど
い
く
ら
か
時
代
由
来
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
や
模
本
ご
と
の
多

二
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様
性
を
加
え
て
い
る
た
め
正
確
な
正
本
の
姿
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

正
本
は
切
金
が
な
い
な
ど
軸
装
本
よ
り
も
さ
ら
に
目
を
見
張
る
要
素
が
少
な
か
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
秘
蔵
さ
れ
て
人
の
目
に
つ
か
な
く
な
り
、
焼
失
し
て
し

ま
っ
て
も
正
本
の
姿
を
伝
え
た
い
と
つ
く
ら
れ
た
模
本
の
数
々
、
こ
れ
こ
そ
が
正

本
で
あ
る
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ま
で
盛
り
込
ん
で
作
ら
れ
た
異
相
の
新
本
。
こ
れ
ら

は
ど
れ
も
智
光
曼
荼
羅
の
存
在
が
広
く
知
ら
れ
、
そ
れ
を
見
た
い
、
信
仰
し
た
い

と
考
え
た
先
人
達
の
意
識
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
智
光
曼
荼
羅
が

存
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
繁
栄
期
も
荒
廃
期
も
あ
っ
た
紆
余
曲
折
を
経
て
現
在
の
元

興
寺
極
楽
坊
の
姿
が
あ
る
の
で
あ
る
。
智
光
曼
荼
羅
は
正
本
が
な
い
か
ら
こ
そ
世

間
に
多
大
な
影
響
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
。

〔
注
〕

（
1
）『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』「
十
月
十
四
日
、
自
小
塔
院
火
出
、
元
興
寺
金
堂
悉
以

炎
上
了
、（
中
略
）
極
楽
坊
智
光
法
師
之
西
方
万
陀
羅
於
禅
定
院
焼
亡
了
、（
中

略
）
火
事
号
徳
政
土
民
蜂
起
故
也
」

２
）
藤
堂
恭
俊
「
異
相
智
光
曼
荼
羅
の
出
現
｜
中
世
以
降
浄
土
教
に
お
け
る
智
光
曼

荼
羅
｜
」『
智
光
曼
荼
羅
』
元
興
寺
仏
教
民
俗
資
料
刊
行
会
（
一
九
六
九
年
）
p.
89

〜
p.
90

３
）
Ａ
系
譜
、
Ｂ
系
譜
、
Ｃ
系
譜
と
い
っ
た
系
譜
名
と
各
模
本
の
分
類
は
、
元
興
寺

文
化
財
研
究
所
『
日
本
浄
土
曼
荼
羅
の
研
究

智
光
曼
荼
羅
・
当
麻
曼
荼
羅
・
清

海
曼
荼
羅
を
中
心
と
し
て
』
中
央
公
論
美
術
出
版
（
一
九
八
七
年
）
に
拠
っ
た
。

４
）
注

３
）の
文
献
p.
53

江
戸
時
代
末
期
の
浄
土
宗
の
曼
荼
羅
研
究
僧
大
順
に
よ

っ
て
『
當
麻
曼
陀
羅
捜
玄
疏
統
説
』
で
「
世

智
光
変

者
有

。
其
一

徹

上
人
就
製

合

者
。
其
一
藏
左

南
都
念
佛
寺

者
」
と
指
摘
さ
れ
た
。
二
つ

存
在
す
る
智
光
変
の
一
方
は
Ａ
系
譜
の
こ
と
、
も
う
一
方
が
念
仏
寺
の
Ｃ
系
譜

の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
二
圖
中
以

念
佛
寺
所
藏

爲

眞
」
と
つ

け
加
え
て
い
る
。

５
）
智
光
頼
光
説
話
の
基
本
的
な
流
れ
は
ど
れ
も
同
じ
で
あ
る
が
、『
当
麻
曼
荼
羅

疏
』
に
み
え
る
説
話
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
元
々
の
説
話
で
は
実
際
に
で
き

あ
が
っ
た
正
本
を
描
い
た
の
が
人
間
で
あ
る
画
工
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
は

化
人
で
あ
る
観
音
菩
薩
が
蓮
糸
に
よ
っ
て
繡
製
し
た
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ

る
。
ま
た
、『
覚
禅
鈔
』
の
記
述
に
従
う
な
ら
ば
「
板
に
図
す
」
と
い
っ
た
裏
書

き
か
ら
、
正
本
は
板
絵
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
当
麻
曼
荼
羅
疏
』
巻
第
四
に
よ

る
と
蓮
糸
か
ら
作
る
と
い
う
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
系
譜
の
念
仏
寺
本
は

こ
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
、
化
人
が
作
っ
た
蓮
糸
製
の
も
の
で
あ
る
と
い

う
刊
記
を
つ
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
Ｃ
系
譜
は
ど
れ
も
蓮
糸
製
で
は
な
く
、

さ
ら
に
智
光
直
筆
と
い
う
矛
盾
あ
る
記
述
を
は
ら
ん
だ
更
な
る
新
た
な
話
を
展

開
し
て
い
る
。
こ
れ
は
智
光
曼
荼
羅
の
中
将
姫
伝
説
に
感
化
さ
れ
た
伝
説
な
の

だ
ろ
う
が
、
実
際
当
麻
曼
荼
羅
も
蓮
糸
製
で
は
な
い
。

６
）
註

２
）に
同
じ

７
）｜

８
）
註

３
）の
文
献
p.
24

９
）『
覚
禅
鈔
』
裏
書
き
「
元
興
寺
以
極
楽
坊
正
本
図
之
（
中
略
）
件
本
板
図
之
、
長

一
尺
広
一
尺
寸
也
、
普
通
本
、
中
尊
合
掌
也
、
正
本
不
然
」

10
）
註

３
）の
文
献
p.
138

11
）
｜

12
）註

３
）の
文
献
p.
125

13
）
註

３
）の
文
献
p.
126

14
）
河
原
由
雄
「
浄
土
曼
荼
羅
図
」『
國
華
』
國
華
社
一
〇
一
三
号
（
一
九
七
七
年
六

月
）

15
）
註

３
）の
文
献
p.
127

16
）
趙
聲
良
『
敦
煌
壁
画
風
景
の
研
究
』
比
較
文
化
研
究
所
（
二
〇
〇
五
年
）
p.
96

17
）
中
村
興
二
「
西
方
浄
土
変
の
研
究

⑧
初
期
的
な
阿
弥
陀
浄
土
変
」『
日
本
美
術

工
芸
』
日
本
美
術
工
芸
社
第
四
九
八
号
（
一
九
八
〇
年
三
月
）

18
）
亀
田
孜
「
智
光
変
相
拾
遺
｜
付
、
智
光
伝
及
び
智
光
曼
陀
羅
関
係
資
料
抄
」『
東

北
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
第
二
号

東
北
大
学
文
学
部
（
一
九
五
一
年
三
月
）

19
）『
佛
説

無
量
壽
佛
經
』『
大
正
蔵
』
十
二
、
三
四
三
ａ

他
経
典
に
も
示
さ
れ

る
が
、
今
回
は
浄
土
三
部
経
に
限
っ
て
記
載
し
た
（
以
降
注

21
）、

22
）に
つ

い
て
も
同
様
）。

二
一
一

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
二
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）



20
）
註

14
）に
同
じ

21
）「
七
寶
華
中
自
然
化
生
」『
佛
説
無
量
壽
經
』『
大
正
蔵
』
十
二
、
二
七
二
ｂ
、

「
生
於
西
方
極

世
界
於
蓮
華
中
」『
佛
説

無
量
壽
佛
經
』『
大
正
蔵
』
十
二
、

三
四
四
ｂ

22
）「
種
種
奇
妙
雑
色
之
鳥
。
白
鵠
孔
雀
鸚
鵡
舎
利
迦
陵
頻
伽
共
命
之
鳥
」『
佛
説
阿

彌
陀
經
』『
大
正
蔵
』
十
二
、
三
四
七
ａ

23
）
濱
田
隆
「
蓮
華
三
昧
院
伝
来
『
阿
弥
陀
三
尊
像
』
と
明
遍
を
め
ぐ
る
浄
土
教
」

『
仏
教
芸
術
』
五
七
号
毎
日
新
聞
社
（
一
九
六
五
年
三
月
）、
大
西
磨
希
子
『
西

方
浄
土
変
の
研
究
』
中
央
公
論
美
術
出
版
（
二
〇
〇
七
年
）、
髙
間
由
香
里
「
蓮

華
三
昧
院
所
蔵
阿
弥
陀
三
尊
像
に
つ
い
て
」『
密
教
図
像
』
第
二
七
号
（
二
〇
〇

八
年
十
二
月
）

24
）
註

23
）大
西
氏
稿
p.
226

25
）
註

23
）濱
田
氏
稿

26
）
｜

27
）注

23
）髙
間
氏
稿

28
）
註

23
）に
同
じ

29
）
｜

30
）注

24
）
p.
221
〜
p.
223

31
）
註

23
）に
同
じ

32
）
註

23
）大
西
氏
稿
p.
223
〜
p.
225

33
）
註

16
）の
文
献
p.
104

34
）
註

16
）の
文
献
p.
102
〜
p.
103

35
）
長
廣
敏
雄
「
敦
煌
の
浄
土
図
と
智
光
曼
荼
羅
」『
智
光
曼
荼
羅
』
元
興
寺
仏
教
民

俗
資
料
刊
行
会
（
一
九
六
九
年
）
p.
101

36
）
蕭
黙
「
莫
高
窟
壁
画
に
み
え
る
寺
院
建
築
」『
中
国
石
窟

敦
煌
莫
高
窟

第
４

巻
』（
一
九
八
二
年
）
平
凡
社

p.
196
〜
p.
198

37
）
大
脇
潔
『
日
本
の
美
術

392

尾
』
至
文
堂
（
一
九
九
九
年
一
月
）
p.
26

38
）
岩
城
隆
利
『
元
興
寺
の
歴
史
』
吉
川
弘
文
館
（
一
九
九
九
年
）
p.
213

﹇
図
版
出
典
﹈

﹇
図
１
﹈

野
口
武
彦
、
辻
村
泰
範
『
古
寺
巡
礼

奈
良

６

元
興
寺
』
淡
交
社
（
一
九

七
九
年
）

﹇
図
４
﹈

大
英
博
物
館
『
西
域
美
術

大
英
博
物
館
ス
タ
イ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

第

１
巻

敦
煌
絵
画
Ⅰ
』
講
談
社
（
一
九
八
二
年
）
ト
リ
ミ
ン
グ
を
行
っ
て
い

る
。

﹇
図
２
、
図
３
、
図
５
、
図
６
﹈
筆
者
作
成
描
き
起
こ
し
図

や
ま
ぐ
ち

ゆ
い

文
学
研
究
科
仏
教
文
化
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

指
導
教
員：

安
藤

佳
香

教
授
）

二
〇
一
三
年
九
月
三
十
日
受
理

二
一
二

智
光
曼
荼
羅
小
考

（
山
口

唯
）


