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あ
り

　

86
・
87
号
と
２
回
に
わ
た
っ

て
、
仏
像
の
話
を
し
ま
し
た
。

　

仏
像
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、

ど
の
仏
た
ち
も
、
実
際
に
人
間

と
し
て
生
き
、
教
え
を
説
い

た
、
釈
迦
を
モ
デ
ル
と
し
た
も

の
で
し
た
。
し
か
し
釈
迦
を
モ

デ
ル
と
し
た
と
い
っ
て
も
、
仏

像
が
作
ら
れ
た
の
は
、
釈
迦
が

亡
く
な
っ
て
500
年
以
上
も
後
の

こ
と
。
釈
迦
が
ど
ん
な
顔
を
し

て
い
た
か
な
ん
て
誰
も
知
り
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
仏
像
の
顔
は
、

実
際
の
釈
迦
そ
の
人
と
は
似
て

も
似
つ
か
な
い
も
の
で
し
た
。

そ
ん
な
仏
像
を
、
人
々
は
な
ぜ

拝
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
ま

た
な
ぜ
拝
む
こ
と
が
で
き
た
の

か
。
そ
ん
な
話
で
し
た
。

☆
釈
迦
の
仏
教

　

と
こ
ろ
で
仏
教
は
、
キ

リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教

と
並
び
、
民
族
の
壁
を
越

え
た
「
世
界
宗
教
」
の
ひ

と
つ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
み
っ
つ
を
三
大
宗

教
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
り

ま
す
。

　

こ
の
う
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
と

イ
ス
ラ
ム
教
は
、
天
地
を
創
造

し
た
と
さ
れ
る
、
唯
一
の
絶
対

神
へ
の
信
仰
で
す
。

　

し
か
し
仏
教
で
は
、
そ
う
い

う
神
は
想
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
う
い
う
神
が
、
い
な
い
と
い

う
の
で
は
な
く
、
仏
教
は
そ
う

い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
宗
教

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

天
地
自
然
は
、
す
で
に
あ
る
も

の
と
し
て
受
け
入
れ
ま
す
。

　

仏
教
は
本
来
、
何
か
（
誰
か
）

の
力
に
頼
っ
て
救
っ
て
も
ら
お

う
、
願
い
を
叶
え
て
も
ら
お
う

と
い
う
教
え
で
は
な
く
、
釈
迦

の
教
え
に
従
っ
て
修
行
を
積

み
、
自
ら
の
力
で
悟
り
を
得
よ

う
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
悟

り
の
目
で
世
界
と
自
分
を
見
つ

め
、
正
し
い
生
き
方
を
し
よ
う

と
い
う
の
が
、
も
と
も
と
の
仏

教
の
教
え
で
す
。

　

そ
こ
に
は
、
絶
対
的
、
超
越

的
な
存
在
も
い
な
け
れ
ば
、
奇

跡
も
起
こ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ

絶
対
的
な
力
を
持
っ
て
い
た
神

か
ら
、
人
々
を
解
放
し
た
の
が

仏
教
、
と
い
え
る
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

☆
観
音
さ
ん
っ
て
誰
？

　

釈
迦
が
教
え
を
説
い
た
の

は
、
い
ま
か
ら

2500
年
も
昔
の
こ

と
で
す
。
仏
教
は
、
こ
の
長
い

時
間
の
中
で
、
大
き
く
発
展
し
、

ま
た
変
貌
を
と
げ
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
長
谷
寺
の
本
尊

は
十
一
面
観
世
音
菩
薩
で
す

が
、
釈
迦
の
教
え
の
ど
こ
を
探

し
て
も
見
当
た
ら
な
い
仏
さ
ん

で
す
。
な
に
し
ろ
生
ま
れ
た
の

は
、
釈
迦
の
死
か
ら
500
年
以
上

も
経
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
お
釈
迦

さ
ん
は
、
観
音
さ
ん
の
こ
と
を

ご
存
じ
な
い
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
わ
れ
ら
が
観
音
さ
ん

以
外
に
も
、
仏
教
で
は
多
く
の

仏
や
菩
薩
が
拝
ま
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
真
言
宗
で
は
、
明
王

や
天
（
例
え
ば
、
う
ち
に
も
お

わ
す
、
不
動
明
王
や
毘
沙
門
天
）

と
呼
ば
れ
る
独
特
の
仏
た
ち
も

信
仰
の
対
象
で
す
。

　

そ
し
て
彼
ら
は
、
人
間
で
は

な
い
仏
た
ち
で
、「
神
」
と
呼

ば
れ
る
も
の
に
も
似
た
、
超
越

的
存
在
で
す
。
そ
の
力
に
頼
れ

ば
、
悪
を
退
治
し
、
命
さ
え
救
っ

て
く
れ
る
、
ス
ー
パ
ー
パ
ワ
ー

を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
例
え
ば
観

音
さ
ん
の
中
に
は
、
モ
デ
ル
で

あ
る
釈
迦
の
姿
、
つ
ま
り
人
間

の
姿
さ
え
し
て
い
な
い
方
も
お

ら
れ
ま
す
。
う
ち
の
観
音
さ
ん

は
、
11
も
の
顔
を
持
っ
て
い
ま

す
し
、
さ
ら
に
そ
の
上
に

1000
本

の
手
（
と
い
う
よ
り
腕
）
ま
で

持
っ
た
観
音
さ
ん
さ
え
い
て
は

り
ま
す
。
千せ

ん
じ
ゅ手

観
音
で
す
ね
。

千
手
観
音
の

1000
本
の
腕
の
全
て

の
手
の
平
に
は
、
目
が
付
い
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
正
式
に
は
、

十じ
ゅ
う
い
ち
め
ん
せ
ん
じ
ゅ
せ
ん
げ
ん

一
面
千
手
千
眼
観か

ん
の
ん音

と
い

い
ま
す
。
そ
の
姿
は
ま
さ
に
モ

ン
ス
タ
ー
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
仏
た
ち
は
、
そ
の
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姿
か
た
ち
だ
け
で
は
な
く
、
釈

迦
の
説
い
た
仏
教
本
来
の
教
え

と
も
、
ひ
ど
く
か
け
離
れ
た
存

在
と
い
え
ま
す
。

　

ス
ー
パ
ー
パ
ワ
ー
を
持
っ

た
、
神
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
仏

た
ち
へ
の
信
仰
。
キ
リ
ス
ト
教

や
イ
ス
ラ
ム
教
の
よ
う
な
唯
一

絶
対
の
神
で
は
な
い
に
し
ろ
、

仏
教
も
そ
う
い
う
宗
教
に
変
貌

し
た
わ
け
で
す
。

　

変
貌
し
た
か
ら
こ
そ
、
多
く

の
信
仰
を
集
め
、
世
界
宗
教

に
発
展
し
た
と
い
う
側
面
も
、

き
っ
と
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

も
と
も
と
の
釈
迦
の
教
え
の

中
に
は
な
か
っ
た
、
い
な
か
っ

た
は
ず
の
多
く
の
仏
た
ち
は
、

ど
う
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の

か
。
今
回
は
そ
ん
な
話
を
し
ま

す
。

☆
神
格
化

　

釈
迦
は
、
そ
の
死
後
、
他
の

宗
教
の
創
始
者
、
キ
リ
ス
ト
や

マ
ホ
メ
ッ
ト
た
ち
と
同
じ
よ
う

に
、
あ
が
め
ら
れ
、
次
第
に
神

格
化
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

　

頭
頂
の
肉
が
大
き
く
盛
り
上

が
っ
て
い
た
り
（
肉に

く
け
い髻

）、
眉

間
に
光
る
白
毛
が
生
え
て
い
た

り
（
白

び
ゃ
く
ご
う

毫
）、
あ
る
い
は
足
の

裏
に
不
思
議
な
装
飾
の
あ
る
輪

の
模
様
が
あ
る
な
ど
、
釈
迦
は

私
た
ち
と
同
じ
人
間
と
は
、
と

て
も
思
え
な
い
よ
う
な
特
徴
を

も
つ
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
神

格
化
の
表
れ
と
い
え
ま
す
。

　

そ
し
て
釈
迦
は
そ
う
い
う
偉

大
な
存
在
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

彼
の
説
い
た
教
え
、
獲
得
し
た

悟
り
は
、
永
遠
不
変
の
真
理
で

あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
容
易
に

獲
得
し
え
な
い
も
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
こ
こ
で
は
、
人
間

と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
意
味

で
、
釈
迦
と
呼
ん
で
き
ま
し
た

が
、
神
格
化
さ
れ
人
間
を
超
え

た
宗
教
的
存
在
と
な
っ
た
釈
迦

を
、
こ
れ
か
ら
は
仏

ほ
と
け

と
呼
ぶ
こ

と
に
し
ま
す
。
他
の
仏
た
ち
と

区
別
す
る
場
合
は
、
釈し

ゃ
か
ぶ
つ

迦
仏
と

呼
ぶ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
仏
と

同
じ
意
味
の
言
葉
に
如に

ょ
ら
い来

が
あ

り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
仏
と
い

う
表
現
に
統
一
し
ま
す
。

☆
過
去
仏
た
ち

　

さ
て
、
悟
り
と
い
う
も
の
が

容
易
に
獲
得
で
き
な
い
も
の
だ

と
し
た
ら
、
悟
り
を
求
め
る
修

行
者
た
ち
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ

ど
絶
望
的
な
話
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
も
、
教
え
を
乞
う
べ

き
釈
迦
は
、
も
う
こ
の
世
に
は

い
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
釈
迦
の

い
な
い
、「
無む

ぶ

つ仏
の
時
代
」
を

生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け

で
す
。

　

し
か
し
一
方
で
、
釈
迦
の

悟
っ
た
も
の
が
、
永
遠
不
変
の

真
理
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
真
理

は
釈
迦
ひ
と
り
の
も
の
で
は
な

く
、
釈
迦
の
外
部
に
あ
る
も
の

で
、
釈
迦
は
修
行
を
通
じ
て
そ

れ
を
獲
得
し
た
だ
け
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

と
す
れ
ば
、
釈
迦
が
悟
り
を

得
る
以
前
に
も
、
そ
の
真
理
を

獲

得
し

た

人

が
、
い
て
も
い

い
は
ず
だ
し
、

実
際
に
い
た
の

で
は
な
い
か
と

考
え
る
の
は
当

然
で
す
。

　

こ
こ
に
過か

こ去

仏ぶ
つ

と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
ま

す
。
釈
迦
以
前
に
も
悟
り
を

得
て
仏
に
な
っ
た
人
た
ち
が
い

た
。
そ
し
て
、
釈
迦
は
七
番
目

に
悟
り
を
得
た
仏
で
あ
る
。
こ

れ
が
過か

こ去
七し

ち
ぶ
つ仏

と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
毘び

ば

し

婆
尸
仏ぶ

つ

と
か
、
尸し

き棄

仏ぶ
つ

な
ど
、
ち
ゃ
ん
と
名
前
も
あ

り
ま
す
。

　

七
と
い
う
の
が
、
い
か
に
も

あ
り
が
た
げ
な
数
で
す
ね
。
西

洋
の
神
は
７
日
間
で
世
界
を
創

造
し
、
釈
迦
は
生
ま
れ
て
す
ぐ

７
歩
あ
る
い
た
。
死
者
の
魂
が

新
し
い
肉
体
を
持
っ
て
生
ま
れ

変
わ
る
と
い
う
四し

じ
ゅ
う
く
に
ち

十
九
日
も
、

７
日
に
７
を
掛
け
合
わ
せ
た
数

で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
７
は
古

来
か
ら
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、

聖
な
る
数
と
考
え
ら
れ
て
き
ま

し
た
。

☆
未
来
仏

　

過
去
に
仏
が
い
た
の
な
ら
、

未
来
に
も
悟
り
を
得
る
仏
が
現

れ
る
は
ず
で
す
。
こ
う
し
て
未

来
仏
で
あ
る
弥み

ろ

く

ぼ

さ

つ

勒
菩
薩
が
生
ま

れ
ま
す
。
こ
の
弥
勒
菩
薩
4

4

が
悟

り
を
得
て
、
弥
勒
仏4

に
バ
ー

ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
し
て
私
た
ち
の

世
界
に
生
ま
れ
変
わ
り
、
衆
生

を
救
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

た
だ
、
弥
勒
菩
薩
が
仏
と
し

て
現
れ
る
未
来
は
、
な
ん
と
釈

迦
の
滅
後
56
億

7000
万
年
の
後
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
な
に
し
ろ
、

釈
迦
が
亡
く
な
っ
て
ま
だ
わ

京都は太秦　広隆寺の弥勒菩薩
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ず
か

2500
年
し
か
経
っ
て
い
ま
せ

ん
。
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
未

来
の
話
で
す
。

　

弥
勒
仏
の
出
現
を
、
な
ぜ
こ

ん
な
に
途
方
も
な
い
先
の
こ
と

に
し
て
し
ま
っ
た
の
か
と
、
罰

当
た
り
の
ぼ
く
は
思
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
弥
勒
の
救
い
は
、「
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も

の
で
す
。

　

こ
の
途
方
も
な
い
長
さ
の
時

間
に
は
、
そ
れ
な
り
の
根
拠
が

あ
る
よ
う
で
す
が
、
い
ず
れ
に

し
ろ
「
５
６
７
」
と
い
う
並
び

の
数
字
に
、
億
と
か
万
と
か
千

と
か
、
と
に
か
く
大
き
そ
う
な

数
の
文
字
を
付
け
た
だ
け
で
、

実
際
に
ど
れ
だ
け
の
長
さ
の
時

間
な
の
か
は
、
あ
ま
り
問
題
で

は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

釈
迦
が
獲
得
し
た
悟
り
は
、

釈
迦
で
な
く
て
も
獲
得
で
き

る
。
け
れ
ど
、
そ
れ
に
は
途
方

も
な
い
時
間
の
修
行
が
必
要
で

あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
の
表
現

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

弥
勒
菩
薩
と
い
う
名
前
に
つ

い
て
は
、
ま
だ
悟
り
を
得
て
い

な
い
か
ら
、
仏
で
は
な
く
菩
薩
4

4

と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
こ
の
話
は

次
号
で
い
た
し
ま
す
。

　

ち
な
み
に
こ
の
弥
勒
菩
薩
が

い
ま
、
仏
に
な
る
た
め
の
最

後
の
修
行
を
し
、
教
え
を
説

い
て
い
る
と
さ
れ
る
の
が
兜と

率そ
つ
て
ん天

。
葬
式
の

出
棺
の
と
き
、

司
会
者
が
口
に

す
る
「
兜
率
の

浄
土
へ
の
お
旅

立
ち
で
す
」
と

い
う
決
ま
り
文

句
は
、
兜
率
天

で
弥
勒
菩
薩
に
会
っ
て
、
救
わ

れ
ま
す
よ
う
に
、
成
仏
で
き
ま

す
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
し
ょ

う
。

　

し
か
し
、
は
る
か
な
過
去
や
、

遠
い
未
来
に
仏
が
い
て
も
、
残

念
な
が
ら
今
の
自
分
た
ち
を
教

え
導
い
て
く
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
や
は
り
い
ま
は
、

釈
迦
が
死
に
、
弥
勒
は
ま
だ
現

れ
て
い
な
い
、
無
仏
の
時
代
、

闇
の
時
代
に
は
違
い
な
い
わ
け

で
す
。

　

仏
に
会
え
な
い
、
仏
の
教
え

に
直じ

か

に
接
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
問
題
は
未
解
決
の
ま

ま
で
す
。

☆
別
の
世
界
の
仏
た
ち

　

仏
を
求
め
て
過
去
と
未
来

へ
、
い
わ
ば
時
間
に
対
す
る
視

野
を
広
げ
た
仏
教
者
た
ち
は
、

次
に
は
空
間
を
広
げ
て
い
く
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
世
界
に
は
、
い
ま
は
仏

は
い
な
い
が
、
別
の
世
界
で
な

ら
、
い
ま
こ
の
時
も
生
き
て
教

え
を
説
い
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
う
い
う
世
界
が
あ
っ
て

ほ
し
い
し
、
き
っ
と
あ
る
に
違

い
な
い
。

　

こ
こ
で
生
み
出
さ
れ
た
の
が

「
十じ

っ
ぽ
う
せ
か
い

方
世
界
」
と
か
「
三さ

ん
ぜ
ん
だ
い

千
大

千せ
ん
せ
か
い

世
界
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、

経
典
に
よ
っ
て
数
は
異
な
り
ま

す
が
、
私
た
ち
の
住
む
世
界
の

外
に
、
多
く
の
異
な
っ
た
世
界

が
あ
り
、
そ
の
世
界
で
は
い
ま

も
仏
が
教
え
を
説
い
て
い
る
と

考
え
ま
し
た
。

　

そ
の
世
界
の
仏
た
ち
を
「
現げ

ん

在ざ
い
た
ほ
う
ぶ
つ

他
方
仏
」
な
ど
と
い
い
ま
す
。

「
現
在
も
生
き
て
い
る
、
他
の

世
界
の
仏
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

阿
弥
陀
仏
と
か
薬
師
仏
あ
た

り
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す

ね
。
そ
れ
ぞ
れ
、
西さ

い
ほ
う
ご
く
ら
く
せ

方
極
楽
世

界か
い

、
東と

う
ほ
う
じ
ょ
う
る
り
せ
か
い

方
浄
瑠
璃
世
界
に
お
わ

し
ま
す
。

　

中
で
も
阿
弥
陀
仏
は
、
永
遠

の
命
を
持
つ
と
い
わ
れ
ま
す
。

羨
ま
し
い
こ
と
に
、
阿
弥
陀
仏

の
お
わ
す
世
界
に
は
、
無
仏
の

時
代
な
ど
あ
り
え
な
い
わ
け
で

す
。

　

過
去
や
未
来
の
仏
か
ら
直じ

か

に

教
え
を
聞
く
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
い
ま
も
生
き
て
教
え
を

説
い
て
い
る
な
ら
、
た
と
え
そ

れ
が
別
の
世
界
の
こ
と
で
も
、

そ
の
仏
に
会
い
、
教
え
を
聞
く
、

そ
う
い
う
方
法
が
あ
る
だ
ろ
う

と
考
え
ま
し
た
。

☆
仏
に
会
う
方
法

　

で
は
、
そ
の
別
の
世
界
に
い

る
と
い
う
仏
に
会
う
に
は
ど
う

す
れ
ば
い
い
か
。
深
い
瞑
想
に

入
れ
ば
会
え
る
と
か
、
一
心
に

仏
の
名
前
を
唱
え
る
と
会
え
る

と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
秘
的
な

方
法
が
考
え
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

死
と
い
う
の
も
、
ひ
と
つ
の

方
法
と
い
う
か
、
仏
に
通
じ
る

ル
ー
ト
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。

　

死
は
生
物
学
的
に
は
生
命
の

終し
ゅ
う
え
ん

焉
で
し
ょ
う
が
、
肉
体
が
滅

ん
で
も
魂
が
生
き
続
け
る
と
し

た
ら
、
そ
し
て
そ
の
魂
が
新
し

改修なった平等院鳳凰堂の阿弥陀仏
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死
ね
ば
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
へ
往

生
が
で
き
る
と
信
じ
た
わ
け
で

す
。

　

葬
式
仏
教
な
ど
と
批
判
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
で
す
が
、
仏
教

は
、
死
と
い
う
も
の
を
、
悟
り

へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
積
極
的

に
位
置
づ
け
た
宗
教
で
あ
る
と

も
い
え
ま
す
。

☆
新
た
な
展
開

　

さ
て
、
時
代
が
下
り
、
さ
ら

に
仏
教
が
展
開
す
る
と
、
仏
の

世
界
も
ま
た
新
た
な
広
が
り
を

見
せ
ま
す
。
宇
宙
の
真
理
こ
そ

が
仏
そ
の
も
の
だ
、
仏
の
教
え

は
宇
宙
全
体
に
満
ち
て
い
る
。

す
べ
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も

の
（
一

い
っ
さ
い
し
ゅ
じ
ょ
う

切
衆
生
と
い
い
ま
す
）

の
中
に
仏
が
い
る
の
だ
。
そ
し

て
は
て
は
、
誰
も
が
い
ま
の
身

体
そ
の
ま
ま
で
仏
に
な
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
と
い
う
教
え
さ

え
生
み
出
し
ま
す
。
仏
教
の
完

成
形
と
い
わ
れ
る
密
教
の
説
く

「
即

そ
く
し
ん
じ
ょ
う
ぶ
つ

身
成
仏
」
は
、
ま
さ
に
こ

れ
で
す
。

い
肉
体
を
持
っ
て
ど
こ
か
の
世

界
に
生
ま
れ
変
わ
れ
る
と
し
た

ら
、
こ
の
世
で
功
徳
を
積
め

ば
、
あ
る
い
は
篤
い
信
仰
を
持

て
ば
、
仏
が
住
む
世
界
に
生
ま

れ
変
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
死
ん
で
、
阿
弥
陀

仏
の
お
わ
す
浄
土
に
生
ま
れ
変

り
た
い
と
願
う
浄
土
信
仰
な
ど

は
、
ま
さ
に
こ
の
方
法
で
す
。

　

も
う
そ
う
な
ら
、
生
物
と
し

て
の
死
は
、
終
末
や
断
絶
で
な

く
、
魂
に
と
っ
て
は
ひ
と
つ
の

通
過
地
点
に
過
ぎ
な
い
し
、
ま

た
来
世
の
魂
の
救
済
に
も
つ
な

が
る
わ
け
で
、
そ
う
な
る
と
、

恐
れ
の
対
象
で
し
か
な
か
っ
た

死
が
、
前
向
き
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

中
世
の
一
向
一
揆
は
、「
南

無
阿
弥
陀
仏
」
の
文
字
と
と
も

に
、「
進す

す
ま
ば者

極ご
く
ら
く
じ
ょ
う
ど

楽
浄
土　

退
し
り
ぞ
か
ば者

無む

げ

ん

じ

ご

く

間
地
獄
」
と
記
し
た
旗
を

持
っ
て
、
権
力
に
立
ち
向
か
っ

た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
向

宗
（
浄
土
真
宗
）
門
徒
た
ち
は
、

　

こ
の
よ
う
な
、
さ
ら
な
る
仏

教
思
想
の
進
展
・
深
化
に
と
も

な
っ
て
、
新
た
な
仏
も
生
ま
れ

ま
す
。
と
く
に
お
馴
染
み
な
の

が
毘び

る

し

ゃ

な

ぶ

つ

慮
遮
那
仏
（
奈
良
の
大
仏

の
本
名
で
す
）
で
、
こ
の
仏
の

別
名
が
、
大
日
如
来
。
真
言
密

教
の
中
心
尊
で
、
あ
ら
ゆ
る
仏

た
ち
を
包
括
す
る
、
真
理
そ
の

も
の
、
宇
宙
そ
の
も
の
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
も
あ
れ

こ
う
し
て
、
仏
は
そ
の
数
を
増

や
し
て
い
き
ま
し
た
。

　

仏
は
決
し
て
釈
迦
ひ
と
り
で

は
な
い
と
考
え
始
め
た
あ
た
り

か
ら
、
仏
教
は
、
人
間
釈
迦
の

教
え
か
ら
、
新
た
な
地
平
へ
踏

み
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
の
新
し
く
展
開
し
た
仏

教
を
大

だ
い
じ
ょ
う
ぶ
っ
き
ょ
う

乗
仏
教
と
呼
ぶ
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

　
　
　

▽　
　
　
　

△

　

６
世
紀
に
、
中
国
か
ら
朝
鮮

半
島
を
経
て
日
本
に
伝
え
ら
れ

た
の
は
、
こ
の
大
乗
仏
教
で
し

た
。
多
く
の
仏
た
ち
は
、
は
じ

め
か
ら
お
わ
す
も
の
と
し
て
、

日
本
に
や
っ
て
き
た
わ
け
で

す
。

　

し
か
も
そ
の
仏
た
ち
は
、
仏

と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
神
に

近
い
存
在
に
変
貌
し
て
い
ま
し

た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
国
家
的
な

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、
奈
良

の
都
に
銅
で
巨
大
な
仏
像
を
拵

こ
し
ら

え
て
、
国
と
民
の
平
安
を
託
し

た
わ
け
で
す
。

◆
青あ

お
ば
ま
つ
り

葉
祭　
～

大
師
誕た

ん
じ
ょ
う
え

生
会
～

　

鳴
門
結
衆
の
行
事
、
今
年
の
長
谷

寺
の
当
番
は
、
お
大
師
さ
ん
の
生
誕

法
要
。
お
釈
迦
さ
ん
の
「
花
ま
つ
り
」

に
あ
や
か
っ
て
か
、「
青
葉
ま
つ
り
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

写
真

の
よ
う

に
、
花

で
飾
っ

た
お
堂

に
稚
児

大
師
の

像
を
安
置
し
、
花
を
散
ら
し
、
甘

茶
を
か
け
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
師
の
誕
生
日
と

さ
れ
る
６
月
15
日
は
、
実
は
、
お

大
師
さ
ん
の
師
匠
の
師
匠
に
あ
た

る
、
不ふ

く
う
さ
ん
ぞ
う

空
三
蔵
と
い
う
中
国
の
唐

時
代
の
高
僧
の
命
日
で
す
。
お
大

師
さ
ん
は
、
こ
の
不
空
三
蔵
の
生

ま
れ
変
わ
り
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、

後
世
に
な
っ
て
そ
の
命
日
を
大
師

の
誕
生
日
と
し
ま
し
た
。
実
際
の

誕
生
日
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

　

む
ろ
ん
、
誕
生
日
な
ど
分
か
ら

な
く
て
も
誕
生
は
祝
え
ま
す
。
祝

う
の
は
誕
生
で
、
誕
生
日
を
祝
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

　


