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暉

の

近

代

化

に

就

て

古

田

紹

欽

南
無
阿
彌
陀
佛
と
云
ひ
、
南
無
羅
迦
佛
と
云
ひ
、
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
云
ひ
、
そ
の
名
號
、
唱
題
を
耳
に
す
る
時
、
今
日
我
々
は
ど
ん
な
心

持

を
感
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
。
如
何
に
も
時
代
錯
誤
の
陳
腐
な
も
の
と
し
か
受
取
れ
な
い
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。

一
罷

こ
れ
は
ど
う
し
た
こ

乏
か
。

醗
つ
て
灘
を
顧
み
る
時
こ
れ
ま
た
ど
う
し
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

徒
に
無
と
読
き
室

と
読
歯
、

或
は
臨
ゆ
に
捧
喝

を
行
じ
、

型
通
り
の
拮
坐

か
、
固
定
し
た
公
案
の
閑
工
夫
あ
る
の
み
で
あ
る
。

日
本
佛
教
は
大
髄
、
鎭
護
國
家
、
國
家
安
康
の
面
の
み
を
強
調
し
、,
五
教
の
原
初
的
性
格
に
復
古
す
る
こ
と
だ
け
は
知
つ
て
ゐ
た
が
、
堪
え

歩

清
新
性
を
維
持
す
る
た
め
に
近
代
化
す
る
こ
と
に
封
し
て
ほ
極
め
て
怠
慢
で
あ
つ
た
と
ほ
云
は
れ
ま

い

か
。
明
治
維
新
を
契
機
と
し

て
、

日
本
の
近
代
化
が
急
速
に
行
は
れ
た
が
、
佛
教
は
支
那
佛
教
を
背
景
と
し
て
ゐ
弛
こ
と
か
ら
、
西
欧
的
な
る
も
の
の
進
出
に
ょ
つ
て
支
那
的
な

る
も
の

、
後
退
と
共
に
、
佛
教
も
ま
た
近
代
化
の
機
會
を
失

つ
て
仕
舞

つ
た
の
で
あ
る
。
紳
道
の
復
古
的
力
に
塵
迫

さ
れ
た
佛
教
は
、
世
か
攣

つ
で
も
再
び
キ
リ
ス
ト
教
の
近
代
的
な
る
も
の
＼
璽
迫
を
受
け
ざ
る
を
得
な
く
な

つ
北
の
で
あ
る
。
誰
し
も
キ
リ

ス
ト
教
が
明
朗
で
進
歩
的
な

る
に
比
し
て
、
佛
教
は
陰
欝

で
、
退
嬰
的
で
あ
る
こ
と
を
否
ま
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
現
在
の
佛
教
は
何
か
隠
遁
的

で
、
抹
香
臭
い
と
云
ふ
表

現
が
最
も
當

つ
て
ゐ
ゐ
や
う
に
思
は
れ
る
。
梵
語
の
碩
丈
ほ
と
も
か
く
と
し
て
、
和
讃
の
や
う
な
も
の
で
も
、
獲
生
常
初
の
敷
喜
と
楡
挽
と
は



失
ほ

れ
て
感
す
る
も
の
ほ
無
常
的
な
悲
し
い
寂
し
さ
だ
け
で
あ
る
。
何
時
頃
か
ら
使
ひ
始
め
ら
れ
た
か
知
ら
な
い
が
、
鐘
、
鉦
、
大
鼓
、
木
魚

に
し
て
も
儀
式
の
蕪
嚴
を
思
ぽ
せ
ろ
よ
り
、
寂
莫
の
感
が
今
で
は
深
い
。
寺
院
ほ
古
い
傳
統
の
み
に
閉
ざ
さ
勉
て
、
昔

の
人
々
の
音
感
の
み
を

傅

へ
て
、
新
し
い
音
樂
を
儀
式
に
用
ゐ
よ
う
と
ほ
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
凡
そ
今
日
の
佛
教
程
、
近
代
的
精
神
を
喪
失
し
た
も
の
ほ
な
か
ら

う
。
佛
教
か
中
世
的
遺
物
で
あ
る
と
難
ん
ぜ
ら
れ
、
寄
生
的
存
在
覗
さ
れ
て
も
現
駄
の
ま

、
で
は
、
誹
講
を
甘
受
す
る
よ
り
外
は
あ
る
ま
い
。

惟

ふ
に
彌
陀
念
佛
が
初
め
て
興
起
し
、
繹
迦
念
佛
ガ
唱
導
せ
ら
れ
た
時
分
、
支
那
に
於
て
も
日
本
に
於
て
も
、
そ
の
時
代
精
神
に
新
な
も
の

と
し
て
迎

へ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
確
に
口
に
ほ
と
ば
し
り
塒
で
弛
憧
憬
の
聲

で
あ
つ
た
。
名
號
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
つ
て
身
を
水
火
の

う
ち
に
投
す
る
も
僻
せ
な
か
つ
弛
程
の
熱
情
を
ゆ
す
ぶ
り
起
す
も
の
が
あ

つ

た
。
然
し
そ
れ
が
何
時
の
間
に
か
、
生
の
終
焉
の
歎
聲

と
し

て

名
號

を
蕪
く
や
う
に
な

つ
た
の
で
あ
ろ
。
さ
う
し
て
佛
教
ほ
縁
起
の
悪
い
教

へ
で
も
あ
る
か
の
や
う
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
若
い
も
の
は
不

吉
な
教
と
し
て
佛
教
を
毛
嫌
ひ
し
、
あ
る
者
嬢
櫓
侶
を
見
れ
ば
縁
起
で
も
な
い
と
云
つ
て
不
澤
を
き
よ
め
た
。

一
照
、

現
代
の
佛
教
の
何
塵
に

世
間

と
の
親
縁
が
あ
る
か
。
墓
場
の
み
が
佛
教
の
意
義
を
許
し
て
ゐ
る
や
う
に
思
ほ
れ
る
。
こ
の
分
で
ほ
佛
教
は
行
く
先
、
釜

丈
時
代
と
の
間

に
隔
り
を
大
き
く
し
、
宗
教
と
し
て
の
存
在
ほ
抹
殺
さ
れ
る
蓮
命
.に
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

私
ほ
今
、
日
本
佛
教
の
こ
の
現
朕
を
見
、

そ
の
例
外
を
な
さ
な
い
繹

に
就
て
云
ひ
た
い
。
輝
は
非
世
間
的
で
高
踏
的
な
性
格
が
強
く
、
世
の

中
と
の
親
縁
を
訣
く
と
云
つ
た
難
で
ほ
佛
教
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ら
う
。
騨
の
本
來
ほ
勿
論
然
か
あ
ろ
べ
き
筈
で
な
い
の
で
あ
る
が
湘

こ
れ

が
現
歌
佛
教
の
例
外
を
な
さ
な
い
所
以
な
の
で
あ
る
。
こ
の
暉
を
眞
正
の
姿

に
肺
す
の
は
1

佛
教
全
般
に
云
ほ
れ
得

る
の
で
あ
る
が
i

一

言
に
し

て
云
へ
ば
、
中
世
的
傳
統
を
抱
郷
し
て
、
近
代
的
な
ろ
も
の

、
い
ぶ
き
を
持
つ
現
實
の
生
命
腿
で
あ
ろ
や
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

郡
ほ
佛
敏
の
な
か
に
あ
つ
て
も
、

比
較
的
に
理
性
的
で
、

知
性
的
で
有
り
、

我
國
に
於

て
ほ
知
識
人

の
信
仰
、

倫
好

に
か
な
つ
た

の
で
あ

ろ
。

近
代
化
の
緒
口
ほ
開
け
て
ゐ
た
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。
灘
ガ
過
去
に
於
て
、
日
本
文
化
の
魁
造

に
貢
獄
し
た
の
も

そ
の
爲
め
で
あ
つ
た
ら

暉
の
近
代
化
に
就
て

三
七
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う
。

然
し
騨
の
新
し
さ
、
創
造
性

と
云
ふ
も
の
ほ
そ
ん
な
に
持
綾
し
な
か
つ
た
。
暉
が
よ
く
喧
傅
さ
れ
た
も
の
、
、

道
樂

と
し
て
の
愛
翫
の
樹

象
と
な
り
、
深
山
幽
谷
の
佛
教
化
し
て
仕
舞

つ
た
。
近
代
的
な
性
格
を
具

へ
な
が
ら
不
思
議
に
も
後
退
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
さ
う

し
て
暉
と
云

へ
ば
、
時
宗
の
騨
的
修
行
を
慕
ひ
、
英
雄
の
繹
的
修
養
を
慕
ふ
と
去
つ
た
こ
と
に
な
つ
て
、
徒

に
回
顧
的

な
所
に
の
み
暉
が
見
ら

れ
る

ζ
ど
に
な
つ
た
。
あ
る

一
部
で
ほ
時
流
に
乗
つ
て
、
日
本
灘
と
云
ふ
こ
と
も
唱
え
ら
れ
は
し
た
が
、
こ
れ
も
國
家
性
全
罷
の
も
つ
奪
大
性

に
煩
さ
れ
て
、
こ
れ
ま
た
復
古
的
日
本
暉
の
濁
奪
に
終

つ
弛
の
で
あ
る
。

顧

み
る
に
中
唐
か
ら
五
代
、
宋
に
か
け
て
完
成
し
た
支
那
暉
を
見
よ
。
我
々
が
今
日
漠
然
と
暉
を
考

へ
て
も
、
印
度
的
暉
定
観

と
何
か
相
異

す
る
大
き
な
組
織
を
完
成
し
て
ゐ
る
の
で

あ

る
。
南
泉
が
猫
を
斬
の
、
趙
州
が
睨
履
を
頭
上
に
案
じ
て
出
で
去
つ
た

こ

と
、
黄
樂
の
棒
、
臨

濟
の
嘱
、
或
は
天
龍
の

一
指
頭
を
以
て
し
た
こ
と
な
ど
、
佛
教
的
術
語
に
全
く
拘
り
な
く
自
由
自
在
に
灘
を
示
し
て
を
り
、
其
腱
に
は
印
度
的

な
る
も
の
、
飴
臭
す
ら
留
め
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
庶
帥
ち
暉
が
そ
の
時
代
に
近
代
化
し
て
ゐ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
江
西
の

馬
祀
、
湖
南
の
石
頭
と
云
は
勉
、
こ
の
二
人
を
知
ら
な
い
も
の
は
無
知
の
繕
と
ま
で
時
入
の
關
心
を
引
い
た
の
も
、

全
く
暉
が
近
代
的
指
導
性

を
持

つ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
暉
は
不
立
丈
字
、
教
外
別
傳
で
あ
る
た
め
に
、
三
藏
の
破
却
を
行

つ
た
會
昌
の
破
佛
、
後
周
の
破
佛
に
も
、
そ

の
最

大
勢
力
を
維
持
し
得
た
と
云
ほ
れ
る
が
、
斯
る
理
由
ほ
勿
論
存
す
る
所
で
は
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の

一
面
に
は
揮
が
そ

の
當
時
の
人
々
と

共
に
生
き
て
ゐ
た
と
去
ふ
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
ほ
出
來
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
の
嚢
亡
は
外
部
的
構
力
の
弾
墜
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
宗
教
そ

れ
自
罷
に
根
ざ
し
て
來
る
傳
統
の
固
執
に
基
因
す
る
場
合
が
多
い
α
支
那
の
暉
も
外
部
的
墜
迫
を
倹
つ
ま
で
も
な
く
、
元
明
清
と
次
第
に
因
習

的
と
な
り
、
時
代
的
指
導
性
を
失
つ
て
、
薔
時
代
の
遺
物
に
淺
る
伽
藍
の
み
の
暉

と
化
す

る
に
到
つ
乖
こ
と
で
も
明

か
で
あ
る
。

日
本
の
現
歌
の
繹
も
略
弐
伽
藍
の
み
の
暉
と
云
は
れ
は
し
ま
い
か
。
成
程
、
叢
林
に
あ
つ
て
は
型
通
り
の
清
規
が
立
て
ら
れ
、
坐
弾
も
提
唱

も
行
は
れ
て
ゐ
る
。
諸
宗
の
寺
院
に
較
べ
て
寺
域
の
閑
寂

も
保
た
て
れ
て
ゐ
る
。

然
し
此
等

の
こ
と
が

世
間
と
ど
れ

だ
け
の
關
係
が
あ
ら
う



か
。

世
間
に
取
淺
さ
れ
て
ゐ
る
仙
境
の
意
味
し
か
な
い
の
で
ほ
あ
る
ま
い
か
。
碧
岩
録
や
臨
濟
録
の
提
唱
が
果
し
て
現

實
的
な
指
導
性
を
ど
れ

だ
け
持
つ
て
ゐ
る
か
。
嘗

つ
て
ほ
碧
岩
録
も
臨
濟
録
も
支
那
郡
の
生
命
を
帯
び
て
ゐ
た
が
、
今
日
で
桧
既
に
歎
世
紀
を
閲
し
た
海
の
彼
方
の
國

の
遺
物
で
は
な
い
か
。
碧
岩
録
や
臨
濟
録
に
猫
暉
の
生
命
が
存
す
る
と
思
惟
す
る
入
が
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
剋
ほ
数
世
紀
前
の
人
で
し
か

な
い
。
あ
の
支
那
的
表
現
に

一
般
日
本
入
の
心
底
に
燭
れ
る
も
の
が
何
腱
に
あ
ら
う
。
最
近
こ
、
数
十
年
の
問
に
如
何

に
多
く
の
類
似
宗
教
か

嚢
生
し
、
さ
う
し
て
多
く
の
信
者
を
擁
し
た
こ
と
を
思

へ
ば
、
輝
と
云
は
す
、
今
日
の
佛
教
が
現
實
性
を
持
牝
な
い
誰
慷
で
碧
岩
録
や
臨
濟
録

を
聲

を
か
ら
し
て
講
じ
た
所
で
、
古
典
と
し
て
の
意
味
ほ
持
つ
と
し
て
も
、
現
代
人
の
指
導
的
意
義
を
殆
ん
ど
有
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
殊
に
俗
語

を
以
つ
て
綴

つ
た
文
章
は
、
支
那
人
に
こ
そ
生
活
に
訴

へ
る
親
し
さ
を
畳
え
さ
せ
た
で
あ
ら
う
が
、
日
本
人
に
取
つ
て
億
何
の
關
係
か
あ
ら
う

か
。
普
通
の
字
引
に
も
見
出
せ
な
い
難
解
な
丈
字
と
し
て
却

つ
て
暉
旨
の
理
解
を
さ
ま
た
げ
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
盤
珪
が
和
語
論
法
を
提
唱
し
、
當
時
異
端
覗
さ
れ
る
ま
で
に
暉
を
準
話
化
し
た
こ
と
妓
確
に
意
義
の
あ
る
と
と
で
あ
つ
た
。
盤

珪
は
漢
語
に
封
し
て
和
語
と
い
ふ
日
本
主
義
的
意
企
に
於
て
、
準
話
化
を
策
て
た
の
み
で
は
な
く
て
、
灘
の
時
代
的
指
導
性
を
和
語
説
法
に
於

て
復
活
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
盤
珪
ほ
碧
岩
録
や
臨
濟
録
の
型
通
り
の
提
唱
が
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
喝
破
し

た
の
で
あ
る
。
盤
珪
の

出
生

以
前
、
假
名
法
語
が
漢
語
語
録
の
間
に
混
じ
て
行
ほ
勉
も
し
て
を
り
、
漢
語
で
ほ
親
し
ま
れ
難
い
と
い
ふ
先
畳
者

の
自
覧
敏
或
程
度
ほ
あ

つ
た
。
然
し
盤
珪
の
頃
に
な
る
と
假
名
脚
ち
,和
語
法
語
で
な
け
勉
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
つ
て
ゐ
た
。
室
町
頃
に
既

に
唐
青
の
法
語
ほ
暉
宗

僧
侶

の
聞
で
す
ら
理
解
が
出
來
な
く
な
り
つ
、
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

次
に
盤
珪
の
狙
ひ
を
見
逃
さ
す
、
暉
の

一
大
維
新
を
は
か
つ
た
の
ほ
誰
か
あ
ら
う
白
隙
で
あ
ゐ
。
白
隠
は
盤
珪
の
卑
俗
な
和
語
読
法
に
更
に

輪
を
か
け
た
低
俗
論
法
を
し
た
。
卑
俗
、
低
俗
と
い
ふ
こ
と
ほ
決
し
て
暉
の
本
質
を
低
下
さ
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
低
下
は
奮
殻
を
守

つ
て
判

り
も
し
な
い
漢
語
語
録
を
弄
ん
で
ゐ
る
人
達
の
間
に
却
つ
て
存
し
た
の
で
あ
る
。
白
隙
の
暉
維
新
は
低
俗
読
法
に
よ
つ
て
断
行
せ
ら
勉
た
の
で

灘
の
近
代
化
に
就
て

三
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あ
る
。
勿
論
、
白
隠
の
漢
語
語
録

に
は
高
い
知
識
に
よ
つ
た
も
の
が
存
す
る
。
然
し
其
等
の
語
録
は
世
間
的
意
味
を
持

つ
て
な
さ
れ
た
も
の
で

な
く
、
暉
の
新
な
る
も
の
を
生
ま
う

と
意
企
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
ほ
な
か
つ
た
。
白
隠
が
自
ら
高
檜
を
以
て
任
じ
、
大
寺
院
に
住
し
て
衆
徒

の
多
く
を
擁
す
る
こ
と
の
み
を
希
求
し
た
な
ら
ば
、
成
程
江
戸
期
の
高
櫓
碩
徳
と
し
て
史
上
に
淺

つ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
暉
の
維
新
は
起
ら

な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
紫
衣
の
高
僧
ほ
何
人
も
あ
つ
た
。
高
櫓
必
す
し
も
暉
の
維
新
を
遽
行
し
た
人
達
と
は
辮
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

白
隙
が
當
時
の
暉
に
新
な
近
代
的
要
素
を
注
入
し
よ
う
と
し
た
努
力
は
、
先
づ
俗
歌
の
型
に
於
て
宗
旨
を
示
さ
れ
た
。
歌
の
語
句
の
面
白
さ

ほ
、

そ
の
面
白
さ
の
中
に
灘
の
新
し
さ
を
蘇
ら
し
た
の
で
あ
る
。
「
お
た
ふ
く
女
郎
粉
引
歌
」
「
主
心
お
婆
々
粉
引
歌
」
「
施
行
歌
」
「
安
心
ほ
こ

り
た

、
記
」
「
大
道
ち
よ
ぼ
く
れ
」
ゴ
子
守
唄
L
「
草
取
唄
」
「
善
悪
種
蒔
鏡
和
讃
」
「
坐
暉
和
讃
」
「
孝
道
和
讃
」

「
寝
惚
之
眼
覧
」

等

々
ほ
盤
珪

の
流

暢
な
読
法
に
ま
し
て
、
容
易
に
時
入
の
目
に
或
は
耳

に
入
つ
た
。
流
行
歌
が
時
代
の
尖
端
を
行
く
や
う
に
、
白
隠

の
俗
歌
は
其
時
代
の
尖

端
性

を
持

つ
た
と
思

ふ
。
輝
の
陳
腐
さ
、
抹
香
臭
さ
は
何
虞
に
も
な
か
つ
た
。
白
隠
の
内
面
的
に
ほ
暉
維
新
は
幾
多
の
俊
,傑
の
打
出
に
於
て
行

ほ
れ
る
と
共
に
、
外
面
繹
を
新
な
意
識
と
し
て
大
衆
に
示
す
こ
と
に
於
て
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
若
し
白
隠
に
し
て
此
の
暉
の
近
代
的
適
慮
化

を
氣
つ
か
し
め
る
こ
と
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
そ
の
師
の
正
受
老
人
、
或
は
愚
堂
の
如
き
高
僧
的
役
割
を
果
す
に
止
つ
た
で
あ
ら
う
。
白
隠
の

偉
大
さ
は
悟
道
の
力
量
に
就
て
の
み
ほ
か
ら
る
べ
き
で
ほ
な
か
ら
う
。

然
し
白
隈
の
達
眼
を
あ
ま
り
に
も
推
し
て
、
前
記
の
俗
歌
か
今
日
に
於
て
も
、
琿
の
近
代
性
を
持
つ
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が

出
來
よ
う
か
。
そ
れ
は
問
題
ほ
別
で
あ
る
。
今
日
に
於
て
ほ
白
隠
の
示
し
た
近
代
的
な
る
も
の
も
、
既
に
古
典
的
な
る
も
の
と
云
ほ
ね
ば
な
ら

な
い
。
繹
の
先
輩
は
屋

弐
白
隠
に
復
古
す
る
こ
と
を
唱
え
る
の

で
あ
る
が
、
今
日
を
江
戸
時
代
に
戻

さ
う

と
す

る
の

で
あ
ら
う
か
。

白
隠
以

後
、

現
代
に
到
る
間
に
娃
大
き
な
室
白
が
出
來
て
仕
舞

つ
て
ゐ
る
。
白
隠
の
近
代
的
性
格
を
持
つ
た
暉
が
次
第
に
近
代
性
を
喪
失
し
て
、
今
目

で
は
全
く
古
典

と
し
て
の
み
淺

つ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
黒
い
も
の
が
鼠
色
に
な
り
、
や
が
て
眞
白
に
な

つ
た
や
う
な
も
の
で
あ



ろ
。
最
近
で
も
よ
く

「
坐
揮
和
讃
」
が
唱
え
ら
れ
て
ゐ
る
。
白
隠
を
追
慕
す
る
意
圖
ほ
窺
は
れ
る
が
、

こ
の
和
讃
に
現
代
人
の
感
畳
に
訴

へ
る

新
し

さ
が
何
庭
に
あ
る
か
。
鼠
色
の
時
代
は
と
も
か
く
、
全
く
室
白
の
時
代
に
な
り
、
近
代
的
な
も
の
ほ
爪
の
垢
ほ
ど
も
な
い
で
あ
ら
、)
。
若

し

「
坐
輝
和
讃
」
を
通
じ
て
白
隙
を
追
慕
し
よ
う
と
す
る
と
し
た
ら
ば
、
白
隙
の
意
志
に
却
つ
て
も

と
り
、
灘
を
古
典
化
す
る
こ
と
に
な
る
と

考

へ
る
。
見
毫
を
た

』
い
て
凡
そ
時
代
離
れ
を
し
た
碧
岩
録
や
臨
濟
録
を
講
す
る
の
と
五
十
歩
、

百
歩
で
あ
る
。
明
治
維
新
の
頃
、
そ
の
時
分

の
あ
る
新
聞
は
ペ
ン
キ
塗
り
の

一
肚
が
出
來
た
と
云
つ
て
報
じ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
輕
桃
浮
薄
な
敵
化
思
想
と
し
て
笑

ふ
べ
き
こ
と

で
は
な
い
。
神
道
が
そ
れ
程
の
積
極
性
を
當
時
持
つ
て
ゐ
た
な
ら
ば
、
あ
の
極
端
な
古
典
化
に
陥
ら
な
か
つ
牝
で
あ
ら
う
。
佛
教
寺
院
が
洋
風

の
建
築
を
し
、
洋
風
の
荘
嚴
を
施
し
た
と
し
て
も
決
し
て
行
過
ぎ
で
ほ
な
い
。
現
在
の
佛
教
を
新
生
す
る
に
は
思
ひ
切
り
、
近
代
性
を
具
へ
る

、

こ
と
で
あ
る
。
暉
も
坐
灘
を
嚴
粛
に
行

ふ
反
面
、
新
し
い
樂
器
に
よ
る
晋
樂
を
加
味
し
、
高
座
か
ら
す
る
古
典
的
提
唱
を
出
來
る
だ
け
少
く
し

で
、
雲
水
に
東
西
の
近
代
思
想
を
講
す
べ
き
で
あ
る
。
臨
濟
、

圓
悟
の
境
地
は
西
漱
の
碩
學
に
も
見

る
こ
と
が

出
來
る
も
の
が
あ
る
の

で
あ

る
。

さ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
白
隙
が
意
企
し
た
暉
の
近
代
化
を
更
に
進
め
、
然
も
そ
れ
を
組
織
的
に
行

ふ
こ
と
が
出
來
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。

凡
そ
近
代
的
意
識
の
乏
し
い
枯
木
寒
巖
に
よ
る
底
の
繹
櫓
を
養
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
・新
聞
ほ
護
む
な
、

ラ
ヂ
オ
を
蕪
く
な
で
ほ
、

日
本
軍
隊
が
内
部
的
に
崩
壊
し
た
と
同
様
な
こ
と
に
な
る
の
は
明
か
で
あ
る
。
日
本
全
罷
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
ほ
科
學
化
で
あ
る
。
科
學
化

ほ
鄙
ち
近
代
化
で
あ
る
。
佛
教
の
う
ち
で
も
隠
遁
的
性
格
を
顯
著
に
持
つ
や
う
に

な

つ

た

暉
は
、

一
暦
の
科
學
化
、

近
代
化
が
必
要
で
あ
ら

う
。

さ
う
し
た
根
底
に
於
て
初
め
て
、
日
本
暉
が
眞
に
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
ほ
過
去
に
於
て
あ
ま
り
に
も
傳
統
の
古
さ
と
い
ふ
こ
と

に
意

義
が
あ
る
や
う
に
教

へ
ら
れ
、
古
い
と
い
ふ
こ
と
に
自
信
を
抱
い
て
ゐ
た
。
そ
の
た
め
に
新
し
い
も
O
を
古
め
か
し
く
す
る
作
爲
す
ら
用

ひ
た
。
恰
も
目
明
き
が
好
ん
で
盲
者
と
な
る
こ
と
を
欲
し
た
や
う
な
愚
か
さ
を
犯
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
我
々
ほ
こ
の
上
、
夢
に
も
原
初
的
復

古
を
望
ん
で
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
暉
が
鎌
倉
時
代
に
出
來
上
つ
て
仕
舞
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
や
う
な
幻
想
を
描
い
て
。

(此
稿
は
座
談
盒
貝
「宗
教
に
就

て
」
を
司
會
し
、
及
び
佐
藤
信
衛
氏
稿

「淫
祀
邪
教
」
(知
と
行
第
ご
號
)
を
讃
ん
で
感
ず
る
ま
Σ
を
書
き
つ
け
た
も
の
で
あ
る
)。

輝

の
近
代
化
に
就

て

四

一


