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昭
和
十
三
年
七
月
登
行
，
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時
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飛
鳥
時
代
が
日
本
の
美
術
史
上
に
最
初
の
美
術
興
隆
の
時
代
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
こ
と
～
、
佛
教
の
傳
來
を
以
て
そ

れ
以
前
の
時
期
と
轟
然
と
旺
別
し
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
、
、
飛
鳥
時
代
の
美
術
と
白
鳳
時
代
の
美
術
と
の
…
間
に
か
な
り

著
し
い
相
違
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
～
が
、
短
い
飛
鳥
時
代
を
日
本
の
文
化
史
上
．
精
帥
史
上
に
濁
特
な
時
代
と
し
て
の

重
要
な
地
位
を
要
求
せ
し
め
る
傾
向
の
あ
る
程
に
飛
鳥
時
代
の
藝
術
は
こ
の
時
代
の
風
車
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
’

　
佛
敏
分
傳
來
が
日
本
の
一
般
丈
化
の
上
に
明
確
な
一
線
を
劃
し
て
、
佛
添
景
來
以
後
が
文
化
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
以
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前
が
未
開
時
代
で
あ
る
の
で
は
な
い
が
、
之
を
美
術
の
上
に
限
定
し
て
考
へ
る
場
合
に
、
は
、
殊
に
建
築
・
彫
刻
・
絡
書
・

音
墨
書
の
部
門
に
於
て
は
、
佛
教
の
傳
來
が
日
本
の
そ
れ
ら
の
歴
史
の
上
に
明
瞭
な
一
線
を
劃
し
て
居
る
事
は
事
實
で

あ
る
。

　
然
ら
ば
何
故
に
佛
敏
の
傳
來
が
こ
れ
ら
の
影
青
を
急
激
に
日
本
で
興
隆
せ
し
め
た
の
か
と
い
ふ
問
題
が
起
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
石
器
時
代
以
來
日
本
人
の
所
有
す
る
着
古
的
戚
受
性
の
鏡
さ
と
、
手
先
の
器
用
さ
と
が
、
佛
敏
に

よ
っ
て
激
へ
ら
れ
た
世
界
襯
の
攣
革
に
よ
っ
て
從
來
よ
り
も
精
紳
的
に
深
く
設
い
も
の
を
表
現
せ
ん
と
す
る
精
神
と
結

び
つ
き
、
日
本
人
の
精
薄
の
緊
張
・
興
隆
の
時
期
に
相
諾
し
て
藝
術
的
飛
躍
を
可
能
な
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
飛
鳥
時
代
の
日
本
の
攣
化
が
肚
會
制
度
や
政
治
機
構
の
改
革
な
ど
よ
り
も
、
藝
術
の
上
に
よ
り
多
く
認
め
ら
れ
、
且

そ
の
藝
術
が
甚
だ
優
秀
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
時
代
の
文
化
の
地
盤
と
し
て
あ
る
日
本
人
が
、
祇
會
制
度
や

政
治
機
構
に
關
す
る
部
門
に
於
て
は
氏
族
制
度
精
榊
を
復
活
旺
盛
な
ら
し
め
た
だ
け
で
、
一
暴
に
大
化
改
新
に
見
る
標

な
急
激
な
攣
革
に
走
ら
な
か
っ
た
が
、
藝
術
の
方
面
で
は
新
來
の
佛
敏
の
興
隆
に
件
っ
て
そ
の
藝
術
的
天
分
を
生
か
し

て
十
分
に
之
を
登
志
す
る
機
會
を
得
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
飛
鳥
時
代
に
興
隆
し
た
藝
術
が
佛
教
に
關
係

あ
る
も
の
に
殆
ど
限
ら
れ
て
み
た
こ
と
も
當
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
佛
教
に
關
係
あ
る
藝
術
と
し
て
先
づ
第
一
に
暴
げ
る
べ
き
も
の
は
建
築
で
あ
る
。
佛
敏
翠
雲
の
事
が
始
ま
り
、
佛
像

を
安
置
し
て
禮
拝
す
る
に
は
、
先
づ
佛
寺
が
必
要
で
あ
っ
た
。
敏
達
天
皇
の
十
四
年
に
蘇
我
馬
子
が
大
野
丘
の
北
に
塔

（　o．　）



を
建
て
佛
舎
利
を
塔
の
桂
頭
に
藏
め
た
事
は
、
本
格
的
な
佛
敏
建
築
の
最
初
と
い
ふ
べ
や
、
之
に
は
そ
れ
以
前
に
度
々
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渡
來
し
て
み
た
百
濟
の
技
術
者
が
直
接
そ
の
造
螢
を
摺
覆
し
た
事
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
又
法
典
寺
や
四
天
王
寺

等
聖
徳
太
子
の
学
政
の
時
代
の
始
め
頃
ま
で
に
建
立
さ
れ
た
佛
寺
は
盤
く
百
濟
の
佛
寺
建
築
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る

と
考
へ
ら
れ
る
。

（
註
…
）
　
法
興
寺
ほ
崇
峻
天
皇
の
元
年
に
起
工
さ
れ
、
推
重
天
皇
の
元
年
に
佛
舎
利
た
刹
柱
の
礎
の
中
に
置
か
れ
、
そ
れ
ま
で
の
田
本
に
於
け
ろ
最
も
大
規

　
　
　
模
な
寺
院
で
あ
る
Q

（
註
二
）
四
天
王
寺
に
推
古
天
皇
の
元
年
に
起
工
さ
れ
其
の
記
録
と
境
歌
よ
り
推
察
す
れ
ば
百
濟
の
佛
寺
建
築
た
踏
襲
し
六
も
の
と
見
ろ
の
が
委
當
で
あ

　
　
　
る
Q

　
百
濟
の
佛
敏
学
術
は
六
朝
の
佛
敏
藝
術
殊
に
支
那
の
南
朝
の
母
艦
藝
術
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
つ
で
、
日
本
は
新
羅
・
の
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高
句
麗
や
北
支
那
よ
り
も
百
濟
及
び
南
支
那
と
比
較
的
密
接
な
關
係
を
持
っ
て
居
た
こ
と
を
想
へ
ば
、
南
支
那
及
び
百

濟
の
文
化
の
撮
取
さ
れ
て
居
た
地
盤
の
上
に
そ
れ
ら
の
佛
教
藝
術
を
樹
立
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
「
も
あ
ケ
、
時
問

的
に
も
そ
の
三
三
が
早
く
現
れ
π
こ
と
を
想
像
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
聖
徳
太
子
に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
寺
院
は
四
天
王
寺
・
法
隆
寺
を
始
め
霊
寺
、
七
寺
、
四
十
九
寺
等
の
各
種
の
設
が

傳
へ
ら
れ
て
居
る
が
今
日
最
も
男
好
な
歌
態
に
於
て
現
存
す
る
建
築
は
膨
隆
寺
の
伽
藍
と
、
法
起
寺
・
法
輪
寺
の
塔
婆

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
木
造
建
築
が
淀
と
へ
日
本
書
紀
等
の
傳
へ
る
が
如
く
、
一
度
焼
失
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

今
日
現
存
す
る
所
謂
飛
鳥
時
代
の
建
築
は
最
も
ま
く
聖
徳
太
子
の
時
代
の
建
築
の
妖
態
を
傳
へ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
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又
飛
鳥
時
代
よ
り
次
の
白
鳳
時
代
へ
か
け
て
の
寺
院
肚
は
豫
想
以
上
に
全
労
的
に
多
数
散
在
し
て
居
る
。
そ
れ
ら
に
よ

っ
て
飛
鳥
時
代
の
建
築
の
欺
態
を
辛
煮
完
全
に
復
原
し
て
考
察
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
推
古
天
皇
の
十
五
年
に
始
ま
る

法
隆
寺
の
造
言
に
は
百
濟
か
ら
鍮
…
入
さ
れ
た
佛
寺
建
築
の
技
術
・
檬
式
を
十
分
に
浦
化
し
て
、
日
本
の
在
來
の
建
築
標

式
と
新
羽
の
様
式
と
を
止
揚
し
た
も
の
と
し
て
の
飛
鳥
時
代
の
建
築
が
作
ら
れ
た
様
に
考
へ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
百
濟
の

佛
寺
の
純
粋
の
模
造
で
あ
っ
た
大
野
丘
の
塔
や
法
興
寺
・
四
天
王
寺
の
帯
封
か
ら
、
日
本
の
風
土
と
日
本
人
の
曜
好
に

適
し
た
佛
寺
の
造
螢
へ
の
進
歩
で
あ
る
。
琵
を
作
る
こ
と
も
、
相
輪
を
鋳
造
す
る
こ
と
も
す
べ
て
百
濟
か
ら
學
ん
だ
披

術
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
技
術
を
自
由
に
驕
蓋
し
て
、
日
本
人
の
頭
で
考
へ
ら
れ
、
日
本
人
の
精
紳
に
適
合
し
た
寺
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院
の
造
営
が
見
も
れ
る
に
至
っ
た
の
は
犬
膿
法
隆
寺
の
造
螢
に
始
ま
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
、
そ
こ
に
當
然
聖
徳
太
子
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の
偉
大
な
精
紳
の
働
い
て
居
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
黒
蓋
建
築
に
見
た
建
築
の
著
し
い
畿
蓬
は
、
掘
立
式
の
佳
居
と
稜
倉
式
の
倉
庫
と
し
か
持
た
な
か
っ
た
日

本
に
と
っ
て
は
室
前
の
文
化
的
躍
進
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
進
歩
し
た
大
陸
風
の
建
築
が
沸
肚
建
築
や
宮

殿
を
始
め
佳
宅
建
築
に
影
響
を
與
へ
淀
黙
は
省
極
め
て
輕
微
で
あ
っ
た
ら
し
く
思
は
れ
る
。
都
が
堅
固
な
永
久
的
建
築

の
増
加
に
よ
っ
て
定
着
性
を
現
は
し
始
め
た
の
は
大
化
改
新
以
後
の
こ
と
で
あ
る
し
、
今
日
傳
は
つ
て
居
る
佳
宅
建
築

の
最
古
の
も
の
で
あ
る
奈
良
朝
の
住
宅
建
築
に
つ
い
て
考
へ
て
も
、
支
那
に
登
達
し
た
建
築
の
技
術
・
様
式
が
住
宅
建

築
に
探
用
さ
れ
る
ま
で
に
は
極
め
て
永
い
時
間
が
必
要
で
あ
っ
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
飛
鳥
時
代
に
は
宮
殿
や
佳
宅
建
築



に
新
講
の
優
秀
な
建
築
妓
術
が
影
響
を
與
へ
た
こ
と
は
極
め
て
薄
く
、
せ
い
ぜ
い
建
築
の
構
造
が
幾
分
堅
固
に
な
っ
た

位
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
故
に
建
築
の
新
も
い
様
式
・
鼓
術
は
佛
敏
と
全
く
不
可
分
の
關
係
に
あ
り
、
佛
教
建
築
と

し
て
の
み
新
し
い
建
築
が
受
容
さ
れ
、
又
そ
の
面
に
於
て
の
み
急
激
な
畿
達
を
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
日

本
固
有
の
精
紳
の
興
隆
す
る
こ
と
が
、
生
活
の
様
式
を
住
居
に
至
る
ま
で
盛
事
せ
し
め
す
、
新
し
く
佛
敏
に
よ
っ
て
知

っ
た
深
く
貰
い
心
の
世
界
へ
の
憧
憬
は
、
専
ら
佛
敏
を
魚
心
と
す
る
事
象
に
の
み
自
由
な
登
展
の
機
會
を
持
つ
た
こ
と

を
考
へ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
酷
薄
史
上
飛
鳥
時
代
が
佛
教
の
傳
來
に
明
確
な
出
講
黙
を
置
く
こ
と
は
、
日
本
人
が
佛
敏

に
關
係
あ
る
藝
術
を
佛
教
的
な
も
の
に
於
て
の
み
よ
く
受
容
し
・
嚢
展
せ
し
め
た
そ
の
特
殊
な
仕
方
に
立
脚
し
て
居
る

の
で
あ
る
。
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彫
刻
に
つ
い
て
も
建
築
に
つ
い
て
考
へ
た
と
同
じ
檬
な
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
。
石
器
時
代
の
．
土
器
に
示
さ
れ
た
造
形

美
術
の
素
養
が
、
新
し
い
佛
教
課
術
の
段
取
に
於
て
役
立
つ
た
こ
と
は
特
に
彫
刻
の
場
合
に
顯
著
で
あ
る
。
暴
君
は
始

め
は
麦
那
又
は
朝
鮮
か
ら
雄
藩
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
み
て
、
臼
本
で
之
を
製
作
す
る
こ
と
は
殆
ど
考
へ
ら
れ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
日
本
書
紀
に
そ
の
佛
轟
轟
來
の
翌
年
で
あ
る
宿
明
天
皇
の
十
四
年
に
「
（
河
内
國
）
泉
郡

茅
淳
の
海
中
に
梵
吾
有
り
。
震
高
堂
の
聲
の
若
し
、
光
彩
ぐ
晃
り
耀
く
こ
と
日
の
光
の
如
し
。
」
云
々
と
し
て
茅
淳
の
海

上
に
踏
ん
で
屠
た
樟
木
で
佛
像
二
躯
を
造
り
㍉
そ
の
佛
像
が
吉
野
寺
の
光
を
放
つ
樟
木
の
像
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
居
る

こ
と
は
、
到
底
そ
の
年
次
の
ま
、
に
は
受
取
る
こ
と
が
出
來
な
い
も
の
で
あ
る
。
吉
野
寺
の
所
謂
放
光
佛
が
茅
淳
海
上
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に
浮
ん
だ
木
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
と
す
る
傳
説
に
は
相
當
確
實
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
獄
本
書
異
心
に
記
さ
れ
て

居
る
様
に
少
な
く
も
敏
達
天
皇
以
後
の
こ
と
～
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
こ
ご
も
ち
お
　
わ
げ
の
き
み

　
敏
達
天
皇
の
六
年
に
百
濟
の
宰
大
別
王
等
の
蹄
熱
す
る
に
撃
っ
て
、
百
弊
王
が
経
論
若
干
と
律
師
・
講
師
・
比
丘
尼
・

究
宗
師
等
の
僧
尼
と
造
佛
工
、
造
寺
工
合
せ
て
六
人
を
つ
け
て
獄
つ
た
の
で
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
難
波
の
大
別
王
寺
に

置
い
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
の
寺
が
百
選
か
ら
來
た
造
寺
工
の
指
導
の
下
に
作
ら
れ
、
百
果
の
造
佛
工
の
作
っ
た
佛
像

を
安
遣
し
淀
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
佛
像
を
作
る
こ
と
が
始
め
は
百
濟
の
技
術
家
に
よ
っ
て
行
は
れ

た
こ
と
を
こ
の
記
事
か
ら
も
朋
ら
か
に
な
し
得
る
と
思
ふ
。
心
像
を
作
る
こ
と
が
志
紀
の
日
本
に
と
っ
て
容
易
な
こ
と

で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
法
興
寺
が
作
ら
れ
、
四
天
王
寺
が
作
ら
れ
た
後
の
推
古
天
皇
の
十
三
年
に
詔
に
よ
っ
て
始
め
ら

れ
、
翌
十
四
年
元
興
寺
の
金
堂
に
安
置
さ
れ
た
銅
の
丈
六
の
佛
像
に
つ
い
て
高
麗
王
が
黄
金
を
罵
る
こ
と
が
あ
り
、
造

佛
者
鞍
作
鳥
に
異
数
の
恩
賞
の
あ
っ
た
こ
と
を
臼
本
書
紀
が
特
筆
し
て
居
る
仕
方
か
ら
見
て
も
、
こ
の
時
の
造
佛
の
事

は
當
時
の
日
本
人
の
耳
匿
を
衝
動
し
だ
大
事
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
臼
本
人
が
大
き
な
佛
像
を
誉
め
得
る

に
至
っ
淀
の
は
聖
徳
太
子
の
娠
政
の
時
期
の
申
頃
の
事
で
あ
っ
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
推
古
天
皇
の
十
五
年
と
推
定
さ
れ
る
法
隆
寺
金
堂
の
藥
師
像
と
同
じ
く
三
十
一
年
の
法
隆
寺
金
堂
の
膵
迦
三
韓
像
と

を
比
較
す
れ
ば
、
作
者
が
同
一
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
は
別
と
し
て
、
同
じ
様
式
の
申
に
於
け
る
進
歩
の
跡
を
認
め
得

る
。
そ
れ
は
輩
に
技
術
の
進
歩
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
な
く
て
、
佛
像
の
表
現
せ
ん
と
す
る
佛
の
理
念
を
よ
り
ょ
く
理

（6）



解
し
、
よ
り
ょ
く
表
現
し
得
る
に
至
っ
た
進
歩
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
三
界
彫
刻
は
そ
の
材
料
と
し
て
は
銅
と
木
に
限

ら
れ
、
木
彫
の
方
が
銅
造
の
群
像
よ
り
優
秀
で
あ
る
。
こ
れ
は
鋳
銅
の
技
術
が
省
嚢
達
せ
す
大
規
模
な
造
像
は
甚
だ
困

難
で
あ
っ
た
の
に
反
し
て
、
木
彫
は
森
林
國
で
あ
っ
た
日
本
で
は
相
経
管
達
し
た
技
術
が
あ
り
、
そ
れ
が
佛
像
の
造
顯

を
も
助
け
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
飛
鳥
時
代
の
彫
刻
を
仔
細
に
検
討
す
れ
ば
、
法
隆
寺
金
堂
の
膵
雅
馴
奪
・
轡
師
及
び
同
割
夢
殿
の
木
彫
の
観
世
音
菩

薩
像
に
代
表
さ
れ
る
所
謂
止
挙
式
の
差
響
と
、
法
隆
寺
金
堂
の
百
濟
観
晋
や
中
宮
毒
と
廣
隆
寺
の
如
意
輪
襯
吾
等
に
代

表
さ
れ
る
一
群
の
佛
像
と
に
二
大
別
さ
れ
る
。
前
者
が
俺
生
硬
の
戚
を
黒
し
得
な
い
の
に
反
し
て
、
後
者
は
作
者
の
理

念
を
完
全
に
表
現
し
得
る
技
術
の
伸
っ
て
居
る
事
を
認
め
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
此
の
爾
者
は
前
後
の
時
代
的
相
違
と

し
て
考
へ
ら
れ
る
。
然
し
て
後
者
の
一
群
に
於
て
我
々
は
法
隆
寺
の
建
築
等
に
つ
い
て
考
へ
た
と
同
属
に
、
佛
像
を
製

作
す
る
技
術
が
完
全
に
日
本
入
の
も
の
と
な
り
、
形
式
の
糎
鑑
を
腕
却
し
て
日
本
人
の
精
神
に
投
影
し
て
居
る
佛
の
像

が
製
作
さ
れ
、
日
本
人
が
理
想
と
し
て
描
い
て
居
た
超
人
た
る
佛
菩
薩
の
姿
が
表
出
さ
れ
て
居
る
と
思
ふ
。
併
し
止
利

式
の
解
像
が
鐵
本
人
的
な
多
情
を
作
は
な
い
作
晶
で
な
い
こ
と
は
、
之
を
そ
の
形
式
の
母
膿
た
る
支
那
の
六
朝
疇
代
の

佛
像
、
殊
に
日
本
に
傳
謝
し
た
葱
冬
の
等
式
の
直
接
の
原
型
と
し
て
言
ひ
古
さ
れ
π
北
爆
の
石
佛
と
比
較
す
れ
ば
明
ら

か
な
こ
と
で
あ
る
。
止
利
式
の
佛
像
が
六
朝
時
代
の
燈
燭
彫
刻
の
檬
式
を
嚴
格
に
守
っ
て
居
る
こ
と
は
事
解
で
あ
っ
て

そ
こ
に
は
佛
像
は
か
～
る
様
式
を
備
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
考
の
あ
っ
淀
こ
と
が
想
像
せ
ら
れ
、
叉
始
め
て
佛

　
　
　
　
飛
鳥
時
代
の
藝
鋳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巷
　
第
三
號
　
　
四
一
一
コ

（7）



　
　
　
　
飛
鳥
聯
代
の
藝
術
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巷
　
第
三
號
　
　
四
三
二

像
を
製
作
す
る
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
形
式
に
よ
っ
て
製
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
佛
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
、
像
を
作
う
得

た
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
こ
に
表
現
さ
れ
淀
滅
情
は
、
‘
日
本
人
の
考
へ
る
超
入
間
的
な
淋
秘
戚
で
あ
り
↓
浩
浮
無
垢

な
境
地
で
あ
っ
て
、
六
朝
時
代
の
佛
像
の
持
つ
昂
じ
と
は
異
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
佛
教
に
藪
へ
ら
れ
た
盤
界
観
の

撫休

ｳ
が
日
本
人
的
な
戚
情
と
演
け
合
っ
て
直
ち
に
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。

　
佛
敏
彫
刻
に
於
け
る
か
、
る
進
歩
は
日
本
の
漁
礁
の
彫
刻
に
毒
し
て
も
か
な
り
大
な
る
影
響
を
與
へ
淀
。
原
始
的
な

埴
輪
土
偶
や
石
人
・
石
馬
に
於
て
見
ら
れ
た
臼
本
人
の
禽
然
観
照
の
旨
は
、
虚
像
の
製
作
と
心
算
に
よ
っ
て
著
し
く
精

密
な
も
の
と
な
っ
た
。
山
河
は
昔
の
ま
、
自
然
の
山
河
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
聾
え
た
っ
た
堂
塔
伽
藍
の
外
観
と
其
の
内

部
を
満
た
す
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
受
取
っ
た
藝
術
的
載
化
は
、
佛
敏
以
外
の
彫
刻
を
合
意
せ
し
め
す
に
は
置
か
な
か
っ

た
の
で
あ
っ
て
、
欽
明
天
皇
陵
附
近
そ
の
他
に
あ
る
石
像
の
顔
面
の
表
情
の
豊
か
な
こ
と
は
到
底
九
州
の
石
人
の
無
味

な
顔
面
と
同
日
を
以
て
語
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
急
雨
地
方
か
ら
多
く
砂
土
す
る
埴
輪
土
偶
の
顔
面
の
製
作
の

優
秀
さ
と
身
熱
及
び
装
身
呉
等
の
表
現
の
仕
方
の
精
密
さ
は
、
佛
教
彫
刻
の
直
接
問
接
の
影
響
の
下
に
あ
る
こ
と
を
考

へ
し
め
る
の
で
あ
る
。
推
古
天
皇
の
二
十
年
二
月
目
行
は
れ
た
皇
太
夫
人
文
聖
血
の
改
葬
を
β
本
書
紀
の
記
し
淀
申

に
、
天
皇
か
ら
簸
に
そ
な
へ
ら
れ
た
明
器
・
明
衣
の
類
が
萬
五
千
種
あ
っ
た
と
い
ふ
事
の
あ
る
の
は
、
新
來
の
藝
徳
が

葬
逡
の
事
に
ま
で
結
び
つ
い
淀
こ
と
を
階
示
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彫
刻
や
衣
装
・
工
藝
品
等
の
優
秀
な
技
術
は
建
築

の
場
合
よ
り
も
速
か
に
一
般
化
さ
れ
た
こ
と
を
思
は
せ
る
の
で
あ
る
。

’（　8）



　
飛
鳥
時
代
が
給
叢
に
於
て
も
躍
進
の
時
代
で
あ
っ
た
事
は
旗
織
に
給
が
く
と
か
、
黄
書
蚕
師
、
山
背
轡
師
を
定
め
る

と
か
、
元
興
寺
金
堂
に
安
置
す
る
繍
の
丈
六
の
底
心
を
作
っ
た
と
か
、
階
使
歎
迎
の
際
の
有
様
と
か
、
高
麗
か
ら
來
朝

し
た
曇
徴
が
彩
色
を
よ
く
し
、
紙
墨
を
作
る
技
術
を
傳
へ
た
こ
と
等
が
こ
れ
を
物
語
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
併
し
獅
立

し
た
紬
書
が
全
く
遺
存
し
7
3
炉
い
爲
に
、
彫
刻
が
比
較
的
豊
富
な
遺
物
礁
よ
つ
て
疇
代
的
攣
遷
を
考
へ
得
る
が
如
く
に
飛

鳥
蒔
代
の
絡
書
の
愛
蓬
を
跡
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
只
法
隆
寺
金
堂
の
玉
髄
厨
子
の
各
部
分
の
装
飾
叢
等
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

っ
て
考
へ
れ
ば
、
絡
書
も
彫
刻
と
ほ
や
同
じ
歩
調
を
と
っ
て
進
歩
し
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て
暴
走
の
登
達
は

寺
院
の
装
飾
や
佛
書
・
繍
佛
の
下
給
等
の
方
面
に
煽
て
見
ら
れ
た
も
の
で
、
由
水
蓋
と
か
花
鳥
甕
と
か
人
物
省
像
書
の

様
な
も
の
は
こ
の
時
代
に
は
濁
馨
し
て
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
玉
轟
厨
子
の
垂
座
に
岩
石
や
木
立
が
書
か
れ
　
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r

て
る
て
も
、
そ
れ
は
同
じ
厨
子
と
蔓
座
を
装
飾
し
て
居
る
他
の
書
面
に
見
ら
れ
る
太
陽
や
月
の
書
き
方
が
高
句
麗
の
古

墳
内
の
壁
書
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
家
屋
や
飛
翔
す
る
天
人
が
六
朝
時
代
の
給
鑑
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
等
に
よ
っ
て
朋
ら
か
な
様
に
、
そ
れ
ら
の
自
然
の
事
物
を
描
為
す
る
仕
方
ま
で
安
那
や
朝
鮮
の
進
歩
し
て
居
た
給

書
の
鼓
術
に
學
ん
だ
の
で
あ
乃
。
こ
～
に
我
々
は
そ
の
當
時
の
日
本
人
が
自
然
を
如
何
に
冤
て
居
た
か
を
知
る
こ
と
が

出
來
る
の
で
は
な
く
て
、
日
本
人
が
如
何
に
支
那
人
や
朝
鮮
人
の
自
然
の
事
物
の
見
方
を
巧
に
學
び
と
っ
た
か
を
見
る

こ
と
が
出
漁
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
北
ハ
の
叢
題
が
竹
林
と
翻
係
あ
る
こ
と
、
は
い
へ
、
竹
林
の
象
微
的
な
巧
な
描
爲
は
南

支
那
の
丈
物
の
影
響
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
飛
鳥
時
代
の
藝
術
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巻
　
第
三
號
　
　
四
一
一
一
三



　
　
　
　
飛
鳥
畔
代
の
藝
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
塗
　
第
箪
競
　
　
四
三
四

　
刺
繍
で
最
も
有
名
な
も
の
は
、
天
壽
國
憂
茶
羅
で
あ
る
が
、
断
片
的
な
田
代
の
刺
繍
は
法
隆
寺
其
他
に
多
数
襲
藏
せ

ら
れ
て
居
る
。
そ
れ
ら
の
技
術
は
飛
鳥
時
代
以
前
に
度
々
鹸
化
し
た
鼓
術
者
の
傳
へ
た
も
の
と
大
差
が
な
い
と
思
ふ
。

天
壽
謹
話
茶
事
の
如
く
絡
叢
論
で
あ
り
、
そ
の
表
現
内
容
が
佛
数
の
一
つ
の
理
念
を
表
出
す
る
も
の
は
、
織
縫
の
技
術

と
給
叢
と
佛
敏
の
理
念
と
の
結
合
で
あ
っ
て
、
か
く
の
如
き
も
の
は
飛
鳥
蒋
代
か
ら
奈
良
時
代
へ
か
け
て
特
に
嚢
達
を

見
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
佛
数
的
理
念
を
含
ま
な
い
軍
純
な
工
藝
的
な
刺
繍
…
は
、
…
郷
都
響
係
の
装
飾
昴
の
外
に
、
冠
位
の

冠
を
始
め
、
上
層
の
言
々
の
問
に
か
な
り
廣
く
胴
ひ
ら
れ
、
朝
廷
の
儀
式
に
も
用
ひ
ら
れ
る
事
が
多
く
、
現
存
す
る
刺

繍
の
麟
片
よ
り
し
て
そ
の
技
術
の
精
巧
と
色
彩
の
豊
富
と
に
よ
っ
て
飛
鳥
時
代
の
文
化
的
色
彩
の
豊
か
さ
を
想
像
せ
し

め
・
の
で
あ
・
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倒

　
習
樂
も
亦
飛
鳥
時
代
に
著
し
い
馬
添
を
見
た
。
呉
に
伎
樂
傑
を
學
ん
だ
と
い
ふ
百
濟
の
人
並
摩
之
が
推
古
天
皇
の
二

十
年
に
脇
化
し
て
語
素
傑
を
傳
へ
た
こ
と
は
、
臼
本
の
影
青
史
上
注
冒
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
伎
樂
傑
は
早
く
其
の
流

傳
を
失
ひ
具
膿
的
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
詳
に
す
る
こ
と
が
出
來
な
い
が
、
法
隆
寺
な
ど
に
傳
へ
ら
れ
て
居

る
伎
樂
面
と
奈
良
朝
頃
傳
來
し
た
舞
樂
の
現
存
す
る
も
の
と
か
ら
推
察
し
て
、
假
面
を
使
用
す
る
樂
舞
も
し
く
は
原
始

的
な
樂
劇
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
一
般
に
欝
憤
は
佛
数
の
祭
儀
法
會
に
必
要
な
も
の
と
し
て
聖
徳
太
子
が
保

護
製
塩
さ
れ
た
と
考
へ
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
粛
都
佛
敏
が
共
後
日
本
に
曲
事
し
た
舞
樂
を
常
に
法
會
に
用
ひ
た
事
に

よ
っ
て
考
へ
れ
ば
恐
ら
ば
事
實
で
あ
っ
て
、
響
岩
楽
な
誤
認
が
個
人
の
名
で
な
一
て
高
僧
を
意
味
す
る
當
時
の
印
度
語



で
あ
る
と
す
れ
ば
侮
更
そ
の
然
る
べ
き
を
想
は
せ
る
の
で
あ
る
。
推
古
天
皇
の
御
代
に
伎
包
埋
が
傳
は
つ
た
と
い
ふ
こ

と
は
帥
ち
佛
教
皇
樂
が
傳
は
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
現
存
す
る
伎
樂
面
よ
り
し
て
こ
の

伎
樂
侮
が
南
支
那
の
申
で
も
特
に
南
方
か
ら
印
度
支
那
方
面
に
行
は
れ
て
居
把
無
憂
誉
樂
と
す
る
こ
と
が
要
當
で
あ
る

と
考
へ
ら
れ
、
南
朝
で
こ
の
樂
舞
が
止
偏
急
心
と
し
て
探
用
さ
れ
て
居
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
南
朝
・
百

濟
・
日
本
の
親
縁
驕
係
が
南
朝
滅
亡
後
に
南
朝
の
佛
異
音
樂
を
日
本
に
傳
へ
た
の
で
あ
る
。
疏
ハ
の
傳
へ
た
人
が
味
摩
之

と
呼
ば
れ
た
百
濟
人
で
あ
り
、
立
掛
樂
が
伎
樂
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
B
本
の
佛
教
は
其
國
土
の
位
置
か
ら
も
、
西

域
よ
り
北
支
那
を
通
じ
高
遺
墨
を
経
て
日
本
に
傳
來
し
た
佛
教
と
、
印
度
か
ら
南
方
海
路
を
利
用
し
て
印
度
支
那
・
南

支
那
を
通
じ
て
百
濟
を
纏
て
日
本
に
傳
來
し
た
鼻
繋
と
を
綜
合
し
得
る
位
置
に
あ
り
、
瓜
蝿
伽
の
怠
癖
と
共
の
予
習
と

は
聖
徳
太
子
の
時
代
の
佛
敏
及
び
文
化
が
此
の
事
の
よ
く
行
は
れ
た
最
も
早
い
時
期
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
考
へ
し
め

る
の
で
あ
る
。

　
臼
本
に
朝
鮮
及
び
支
那
の
音
樂
が
傳
へ
ら
れ
た
こ
と
は
決
し
て
味
摩
之
に
始
ま
る
の
で
は
な
く
て
、
飛
鳥
赫
代
よ
り

以
前
相
當
古
い
時
代
か
ら
喩
入
さ
れ
て
居
り
、
そ
の
日
本
面
魂
に
影
響
を
輿
へ
た
こ
と
も
少
7
3
か
く
な
か
っ
た
と
考
へ
ら

れ
る
が
、
そ
れ
は
爾
熔
化
入
の
間
か
ら
あ
ま
り
出
る
も
の
で
は
な
く
、
飛
鳥
時
代
の
積
極
的
な
保
護
奨
鋤
に
よ
っ
て
始

め
て
支
那
朝
鮮
の
進
歩
し
た
右
記
が
田
本
人
に
學
び
と
ら
れ
、
朝
廷
の
諸
儀
式
や
佛
寺
の
法
會
を
蕪
嚴
な
ら
し
め
た
と

考
へ
ら
れ
る
。
目
本
書
紀
の
記
載
の
工
合
か
ら
見
て
も
、
伎
樂
侮
の
傳
來
は
組
織
だ
つ
た
外
官
誉
樂
の
徽
取
の
最
初
の

　
　
　
　
飛
鳥
時
代
の
蘂
衝
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灘
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も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
み
＼
意
義
を
持
つ
た
数
多
の
樂
舞
は
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
る
日
本
人
の
脅
樂
舞
踊
の
關
心
を
著

し
く
喚
起
し
、
そ
の
増
大
し
た
鵬
心
に
よ
づ
て
却
っ
て
比
較
的
容
易
に
受
容
さ
れ
沈
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
、
薪
來
の
吾

樂
舞
踊
が
臼
本
人
の
外
來
管
物
搬
取
の
欲
望
を
満
た
し
、
又
未
だ
外
來
の
文
物
に
接
す
る
黒
馬
の
な
い
も
の
に
如
何
に

外
來
文
化
に
封
ず
る
興
味
を
ひ
き
起
さ
せ
た
か
は
想
像
以
、
上
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら
う
し
、
そ
れ
が
朝
廷
の
儀
式
に
用
ひ

ら
れ
る
場
舎
に
朝
廷
の
豊
艶
味
を
増
す
と
共
に
、
君
臣
共
に
涙
し
む
な
ご
や
か
な
雰
園
氣
を
作
り
、
佛
事
の
法
會
に
用

ひ
ら
れ
る
時
に
佛
教
の
理
解
を
援
け
る
役
を
務
め
た
で
あ
ら
う
。
而
し
て
こ
れ
ら
外
來
の
音
樂
の
日
本
に
興
隆
す
る
こ

と
は
又
点
本
古
來
の
晋
樂
に
も
新
生
面
を
開
か
せ
る
契
機
と
な
り
、
器
楽
や
歌
垣
や
風
俗
歌
舞
の
類
の
嚢
達
を
ケ
な
が

し
た
で
あ
ら
う
。

　
造
庭
術
の
進
歩
は
路
子
工
又
は
芝
誉
麻
愚
と
名
づ
け
ら
れ
た
蒼
濟
の
編
化
人
に
、
南
庭
に
須
彌
山
の
形
や
三
橋
を
構

築
せ
し
め
た
と
い
ふ
読
本
書
紀
の
記
事
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
當
時
支
那
に
登
達
し
て
居
た
造
庭
の
技
術
が
日
本

に
も
傳
は
り
、
宮
申
に
先
づ
支
那
式
の
造
園
が
試
み
ら
れ
π
の
で
あ
る
。
、
蘇
我
馬
子
が
島
の
大
臣
と
呼
ば
れ
た
の
も
馬

子
の
作
っ
た
池
や
島
が
輩
純
な
池
や
島
で
は
な
く
て
、
蓬
來
と
か
癒
洲
と
か
須
彌
山
と
か
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た

と
想
像
さ
れ
、
そ
れ
が
い
説
く
蒋
人
の
載
興
を
そ
～
つ
淀
の
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
支
那
．
史
上
に
散
兇
す
る
大
規
模

な
庭
園
は
輩
に
自
然
の
山
野
を
取
り
込
み
若
し
く
は
自
然
を
模
嘉
し
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
漢
代
以
後
は
道
家
の
紳
仙

思
想
が
庭
園
を
作
る
精
琳
の
申
に
入
b
込
み
、
更
に
六
朝
蒔
代
に
は
佛
教
に
よ
っ
て
得
淀
知
識
を
庭
園
の
上
に
衷
現
せ

〈　1・．）　1



ん
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
道
家
的
佛
敏
的
造
庭
献
酬
は
六
朝
時
代
を
纏
過
す
る
問
に
次
第
に
失
は
れ
て
人

目
を
樂
し
ま
せ
る
庭
園
を
作
る
技
術
と
化
し
て
、
蓬
來
も
滋
洲
も
須
彌
由
も
庭
園
の
檬
式
の
名
に
韓
化
し
つ
、
あ
っ
父

と
考
へ
ら
れ
、
そ
れ
が
朝
鮮
孚
島
を
維
、
落
し
て
口
本
に
傳
は
る
事
は
臼
然
の
勢
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
文
藝
の
進
歩
は
こ
の
勝
代
の
他
の
歯
黒
の
躍
進
ぷ
b
に
比
寵
す
る
と
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
様
で
あ
る
が
、
漢
字
・

漢
書
の
使
用
が
一
般
的
な
も
の
と
な
り
、
十
七
條
憲
法
や
三
纏
義
疏
の
様
な
完
全
で
且
名
文
と
も
云
ふ
べ
き
漢
丈
が
書

か
れ
る
と
応
否
に
、
法
隆
寺
金
繰
藥
師
の
光
背
の
銘
丈
の
檬
な
日
本
化
し
た
漢
丈
が
又
数
多
く
も
の
さ
れ
、
更
に
眞
假

名
が
登
生
し
て
熊
本
語
を
漢
字
で
記
す
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
、
そ
の
影
響
は
長
く
日
本
丈
化
学
禮
に
及
ん
で
み
る
の

で
・
の
る
．
日
本
化
し
誓
文
の
書
か
れ
る
・
と
に
は
漢
多
訓
護
し
を
と
が
考
へ
義
そ
れ
は
日
鳶
な
蕪
．
倒

日
本
人
の
心
を
以
て
落
飾
を
譲
み
、
之
を
理
解
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
支
那
思
想
や
佛
敏
思
想
を
薩
観
的
に

理
解
す
る
こ
と
を
飛
鳥
時
代
の
日
本
人
は
模
範
的
に
な
し
と
げ
淀
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
解
が
な
ほ
臼
本
的
特
色
を
持

ち
、
’
日
本
人
の
心
の
働
き
方
に
驕
聯
し
て
み
る
こ
と
め
多
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
思
想
を
表
現
し
て
み
る
文
章
を
日
本
的

な
訓
話
に
よ
っ
て
理
解
し
た
と
い
ふ
語
序
の
相
違
か
ら
來
る
方
法
上
の
問
題
が
關
係
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
か
＼
る
訓

譲
の
方
法
そ
れ
自
膿
が
日
本
人
の
雷
魚
か
ら
生
み
出
さ
れ
起
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
支
那
思
想
や
佛
数
思
想
を
直
畳
的

に
巧
に
理
解
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
日
本
人
的
な
も
の
と
し
て
表
趨
し
だ
こ
と
の
根
祇
に
は
、
日
本
入
の
正
嘉
が
張
ぐ
働

い
て
居
る
こ
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
漢
字
の
暑
を
以
て
日
本
語
を
表
記
す
る
こ
と
帥
ち
假
名
の
使
用
は
、
支
那
人
や
朝

　
　
　
　
飛
鳥
噂
代
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藝
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
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飛
鳥
噂
代
勢
藝
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巷
　
灘
南
號
、
　
四
四
入

部
人
が
濤
本
の
固
有
名
詞
を
記
す
場
合
に
用
ひ
起
こ
、
と
に
深
い
關
係
の
あ
る
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
當
縛
の

臼
本
語
の
音
全
部
に
鑛
大
し
て
自
由
に
使
用
す
る
に
至
つ
だ
の
は
飛
鳥
時
代
の
日
本
人
の
仕
事
と
考
へ
ら
れ
、
佛
敏
の

傳
來
普
及
が
そ
の
契
機
と
し
て
存
し
、
漢
文
の
使
用
の
増
大
と
共
に
固
有
の
霧
語
を
表
記
せ
ん
と
す
る
精
聯
が
又
・
、
一
の

時
代
に
高
ま
っ
た
こ
と
を
考
へ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
飛
鳥
時
代
の
芋
蔓
の
各
部
門
に
わ
允
っ
て
記
し
て
來
淀
こ
と
を
要
約
し
て
見
る
と
、
こ
の
時
代
は
六
朝
か
ら
階

へ
か
け
て
支
那
で
登
達
し
て
み
た
各
種
の
仁
術
が
直
接
叉
は
閥
接
に
臼
本
に
盛
に
も
旋
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
山
本
に
於
て

急
激
に
榮
え
だ
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
藝
術
の
各
々
に
つ
い
て
考
へ
れ
ば
必
ず
し
も
飛
鳥
時
代
に
始
め
て
日
本
に
知

ら
れ
た
も
の
ば
か
り
で
は
，
な
く
、
そ
の
多
く
は
飛
鳥
時
代
以
前
か
ら
楡
入
さ
れ
て
居
起
も
の
で
あ
っ
た
。
飛
鳥
時
代
以

前
に
於
て
は
優
秀
な
文
化
を
憧
憬
す
る
心
は
㈲
軍
純
な
好
奇
心
の
範
團
を
出
る
も
の
で
は
な
か
つ
淀
。
そ
れ
が
飛
鳥
蒔

代
に
な
る
と
、
支
那
・
で
登
達
し
た
優
秀
な
文
化
を
積
極
的
に
徽
耀
し
、
、
そ
の
本
質
を
理
解
し
て
日
本
人
の
生
活
の
上
で

そ
れ
を
新
に
生
か
し
て
行
く
こ
と
が
顯
著
に
な
っ
た
。
從
來
の
檬
に
轍
入
さ
れ
た
ま
～
の
も
の
を
奪
重
し
て
る
る
砂
で

は
な
く
て
、
奪
重
す
べ
き
も
の
を
能
動
的
に
掛
取
し
て
そ
れ
を
自
分
自
ら
も
作
り
出
し
、
眞
實
に
自
己
の
も
の
と
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
か
、
る
顯
著
な
相
違
は
飛
鳥
時
代
の
藝
術
に
全
般
的
に
児
ら
れ
る
現
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
相
違
を
あ

ら
し
め
る
根
本
的
な
も
の
は
、
文
化
を
受
け
入
れ
る
臓
本
人
の
精
榊
が
飛
鳥
時
代
よ
り
前
と
飛
鳥
綴
代
と
で
相
違
し
て

居
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
而
し
て
か
、
る
精
髄
の
愛
化
を
趨
さ
せ
沈
も
の
と
し
て
佛
教
が
考
へ
ら
れ
る
。
現
世
主
義

（簸）



的
世
界
観
の
み
を
持
っ
て
居
た
日
本
人
が
佛
敏
に
よ
っ
て
否
定
に
立
脚
す
る
世
界
親
を
教
へ
ら
れ
、
」
奮
來
の
自
然
を
新

し
く
見
な
ほ
し
、
事
物
を
見
る
見
方
が
黒
く
深
く
な
り
、
同
じ
く
人
間
の
世
界
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
現
業
の
世
界
を
塵

假
と
し
佛
の
み
眞
な
り
と
す
る
佛
の
世
界
が
そ
の
人
間
の
世
界
の
申
に
観
ぜ
ら
れ
、
此
の
現
實
の
世
界
に
封
比
す
る
浮

土
の
…
世
界
の
存
在
を
知
り
、
現
世
に
封
ず
る
未
來
世
の
信
念
を
持
つ
こ
と
は
、
日
本
人
の
野
津
の
室
前
の
飛
躍
で
あ
っ

て
、
か
～
る
飛
躍
を
當
時
の
日
本
人
は
先
づ
厳
器
の
持
つ
潜
思
的
魅
力
に
典
味
を
ひ
か
れ
、
そ
の
興
味
を
起
さ
せ
る
未

知
の
心
の
世
界
へ
の
探
求
に
よ
っ
て
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
そ
の
未
知
の
心
の
世
界
を
知
ら
ん
と

す
る
欲
求
は
、
佛
敏
を
申
心
に
綜
合
さ
れ
だ
彫
刻
・
続
書
・
建
築
・
舞
踊
・
附
属
等
や
佛
法
修
業
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
て

居
る
儀
式
や
覆
に
よ
る
欝
の
生
活
そ
の
服
装
等
に
よ
っ
て
、
額
の
申
へ
は
い
り
込
ん
で
－
る
蟻
強
く
身
に
個

せ
ま
っ
て
來
る
形
に
於
て
、
直
接
的
に
そ
の
未
知
の
観
念
を
理
解
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
の
如
く
に
し
て
佛
藪

に
よ
っ
て
新
し
い
世
界
観
を
理
解
し
得
た
臼
本
人
の
精
紳
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
嘆
く
深
く
な
っ
た
精
興
内
容
に
よ
っ
て

支
那
文
化
の
根
本
精
榊
を
も
、
亦
支
那
の
六
朝
か
ら
階
に
か
け
て
の
丈
化
を
形
成
す
る
北
方
・
西
方
・
爾
方
の
各
種
の
文

化
の
精
淋
を
も
、
同
じ
く
濁
世
的
な
方
法
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
容
易
に
理
解
し
得
る
こ
と
に
な
っ
た
。
機
敏
思
想
や

道
家
思
想
そ
の
他
支
那
の
諸
思
想
は
殆
ど
全
部
断
片
的
に
そ
れ
以
前
あ
日
本
に
知
ら
れ
て
居
π
の
で
あ
る
が
、
飛
鳥
時

代
の
こ
の
新
し
い
精
榊
が
そ
れ
ら
を
眞
に
本
質
か
ら
理
解
せ
し
め
得
淀
の
で
あ
る
。
か
、
る
理
解
の
結
果
と
し
て
ロ
ー

マ
や
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
ま
で
を
そ
の
要
素
と
し
て
成
立
し
て
み
る
払
い
丈
化
圏
を
持
つ
文
化
を
己
れ
禽
ら
の
生
活
の
中
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に
生
か
し
て
手
取
し
、
自
分
の
文
化
を
そ
れ
ら
の
文
化
の
示
す
嘉
度
の
水
準
へ
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
が
生
じ
た

の
で
あ
る
。
飛
鳥
時
代
の
文
化
的
躍
…
進
は
實
に
斯
く
の
如
き
精
聯
の
…
愛
化
と
そ
の
新
し
い
動
向
に
よ
っ
て
行
は
れ
セ
の

で
あ
っ
て
、
か
～
る
精
紳
の
攣
化
の
契
機
と
し
て
佛
敏
が
考
へ
ら
れ
、
佛
敏
は
其
黙
か
ら
B
本
地
聯
史
上
の
不
朽
の
功

績
を
残
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
読
本
の
丈
化
が
そ
れ
以
後
佛
敏
と
密
接
な
關
…
係
に
於
て
登
思
し
淀
こ
と
も
、
飛
鳥
時
代

の
こ
の
佛
敏
の
日
本
人
の
精
聯
に
及
ぼ
し
た
影
響
の
廣
さ
と
深
さ
が
傳
統
的
な
力
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
臼
本
美
術
史
上
に
於
て
佛
教
の
傳
來
が
蒔
代
を
墨
書
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
も
、
か
＼
る
精
聯
史
的
理
解
の
下
に

是
認
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
藝
術
上
に
佛
敏
の
影
響
が
早
く
現
れ
、
祉
會
組
織
や
政
治
形
態
や
纏
濟
機
繕
が
原
始

的
躾
紫
ら
怪
禽
化
の
建
へ
肇
す
・
よ
－
蒔
型
－
生
態
重
し
得
を
と
は
、
言
は
網
人
の
倒

藝
術
的
天
分
が
新
雪
の
藝
術
を
十
分
に
消
化
し
鰻
製
せ
し
め
得
た
こ
と
、
、
土
嚢
の
如
き
全
く
新
來
の
も
の
＼
分
野
に

於
て
藝
術
的
才
能
を
登
撫
す
る
場
所
が
あ
り
、
そ
の
分
野
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
全
く
新
し
い
境
地
で
あ
る
が
爲
に
習
慣

的
に
働
き
か
け
る
も
の
が
存
し
な
か
つ
淀
こ
と
～
に
基
づ
い
て
み
る
と
思
ふ
。
し
か
も
斯
く
の
如
き
新
分
野
に
於
て
日

本
人
が
作
り
出
し
た
も
の
は
、
日
本
人
の
生
活
・
日
本
人
の
精
榊
と
全
く
か
け
は
な
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
農
業
を
主

と
す
、
る
そ
の
生
活
の
檬
式
≒
氏
族
制
度
癒
會
の
持
つ
精
紳
を
よ
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
藝
術
作
品
に
あ
っ
て

も
よ
《
こ
の
事
が
具
現
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
師
ち
飛
鳥
蒔
代
の
美
男
の
特
徴
と
し
て
畢
げ
ら
れ
る
全
膿
的
に
簡
潔
・

軍
純
な
墨
黒
の
脹
っ
て
居
る
こ
と
、
そ
の
簡
潔
さ
軍
純
さ
の
申
に
左
右
相
稽
や
繰
り
返
し
が
多
く
あ
る
こ
と
、
簡
素
で



強
靱
な
線
の
蓮
績
す
る
こ
と
な
ど
は
、
そ
れ
ぐ
農
業
の
持
つ
生
活
の
様
式
と
氏
族
制
度
耐
會
の
世
襲
的
精
瀞
と
相
懸

す
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
支
那
丈
化
に
は
北
方
の
ス
キ
タ
イ
文
化
の
要
素
が
著
し
く
濃
厚
に
入
っ
て
居
り
、
ス
キ
タ
イ

丈
化
は
狩
猟
篤
の
交
化
で
あ
っ
て
、
動
物
の
姿
を
恥
く
み
に
取
り
入
れ
て
藝
術
品
を
作
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
我
々
は

飛
鳥
時
代
の
丈
物
の
申
か
ら
か
＼
る
ス
キ
タ
イ
的
要
素
セ
抽
出
す
る
に
は
甚
だ
困
難
を
戚
す
る
の
で
あ
る
。
飛
鳥
時
代

の
日
本
人
は
新
來
の
文
化
を
そ
の
ま
～
に
受
取
ら
な
い
で
、
自
己
の
生
活
の
意
識
・
精
測
の
本
然
の
あ
り
方
に
よ
っ
て

取
捨
撰
繹
を
な
し
た
こ
と
が
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
飛
鳥
時
代
に
興
隆
し
た
藝
三
更
に
は
文
化
の
源
流
を
尋
ぬ
れ
ば
ロ
ー
マ
・
ギ
リ
シ
ア
・
ア
ソ
シ
ソ
ア
等
に
ま
で
潮
る
の

で
あ
る
が
、
之
を
取
り
入
れ
て
興
隆
せ
し
め
た
日
本
人
の
精
神
は
、
日
本
人
の
嗜
好
趣
味
に
適
合
し
た
も
の
を
臼
本
人

の
文
化
と
し
て
創
造
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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