
古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
と
そ
の
位
相

法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
と
当
麻
受
茶
羅
を
め
ぐ
る
受
容
の
本
質
と
そ
の
言
説
の
形
成
を
中
心
に

一
、
は
じ
め
に

二
、
当
麻
長
茶
羅
と
そ
の
上
位
概
念
と
し
て
の
阿
弥
陀
浄
土
変
相

・
観
経
変
相

三
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
と
そ
の
上
位
概
念
と
し
て
の
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図

四
、
日
本
に
お
け
る
浄
土
図
研
究
の
枠
組
み

五
、
浄
土
教
美
術
研
究
の
枠
組
み
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

六
、
中
国
で
の
展
開
お
よ
び
日
本
で
の
受
容
、
中
国
と
日
本
に
お
け
る
そ
の
後
の
展
開

七
、
お
わ
り
に

一、

は
じ
め
に

「
古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
」
の
作
例
を
尋
ね
ら
れ
た
場
合
、
法
隆
寺
金

堂
壁
画
第
六
号
壁
と
当
麻
目
安
茶
羅
を
想
起
す
る
美
術
史
研
究
者
は
少
な
く
な
か
ろ
う
。
七

世
紀
か
ら
八
世
紀
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
を
語
る
の
に
、
そ
れ
ら
二
つ
の
作
例

は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の
図
様
は
一
見
し
て
異
な
り
、

か
つ
制
作
年
代
に
も
差
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
仏
教
美
術
史

研
究
者
の
聞
に
は
、
古
代
の
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
美
術
の
主
流
が
当
然
の
ご
と
く
法
隆

寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
の
タ
イ
プ
か
ら
当
麻
蔓
茶
羅
の
タ
イ
プ
へ
と
時
系
列
的
に
変
化
し

古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
と
そ
の
位
相

勝

木

仁3

v
h
v
 

白
民

た
と
い
う
見
方
が
あ
っ
た
。
果
た
し
て
そ
の
言
説
は
正
鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
筆
者
は
法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
と
当
麻
蔓
茶
羅
を
例
に
、
古
代
の
日
本
に

お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
の
本
質
と
そ
の
言
説
の
形
成
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
た

しミ
。

一、

当
麻
品
去
余
羅
と
そ
の
上
位
概
念
と
し
て
の
阿
弥
陀
浄
土

変
相
・
観
経
変
相

ま
ず
当
麻
回
受
茶
羅
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
。

当
麻
品
工
茶
羅
(
挿
図
1
)
と
は
奈
良
県
当
麻
寺
に
伝
わ
る
織
成
本
(
根
本
国
史
茶
羅
)
お

よ
び
こ
れ
と
同
じ
構
成
の
観
経
変
相
を
さ
す
。
主
部
を
占
め
る
極
楽
浄
土
の
景
観
は
、
上

方
よ
り
順
番
に
、
虚
空
段
・
宝
楼
閣
段
・
華
座
段

・
{
玉
樹
段
・
宝
池
段
・
宝
地
段
な
ど
か

ら
な
り
、
主
部
の
右
辺
に
未
生
怨
図
、
左
辺
に
十
六
観
図
、
下
辺
に
九
品
往
生
図
、
そ
し

て
下
辺
中
央
に
銘
文
帯
を
配
置
す
る
。
織
成
本
は
八
世
紀
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(1
)
 

当
麻
蔓
茶
羅
に
つ
い
て
は
、
実
叡
が
撰
述
し
た
『
建
久
御
巡
櫨
記
』
に
「
極
楽
の
変
相

の
感
仏
の
事
」
と
も
、
「
西
堂
は
、
極
楽
九
品
宝
樹
の
変
相
織
成
」
と
も
、
そ
し
て
「
彼

の
御
娘
、
朝
夕
極
楽
を
願
ひ
て
、
国
史
茶
羅
を
う
っ
さ
ば
や
と
願
を
起
こ
さ
れ
け
り
」
な
ど
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奈良・当麻寺当麻憂茶羅 (文亀本)挿図 1

阿弥陀浄土変相

と
も
あ
り
、
当
麻
蔓
茶
羅
が
極
楽
浄
土
の
景
観
を
表
し
た
こ
と
、
こ
の
種
の
図
像
に
対
す

る
呼
称
が
当
初
、
「
変
相
」

で
あ
っ
た
が
、

し
だ
い
に
「
回
目
玉
余
羅
」

へ
と
変
わ
っ
て
い
っ

挿図 2 敦埠莫高窟第220窟南壁壁画

た
こ
と
が
わ
か
る
。

つ
ぎ
に
当
麻
蔓
茶
羅
の
上
位
概
念
と
し
て
の
阿
弥
陀
浄
土
変
相
や
観
経
変
相
に
つ
い

て
、
敦
燈
莫
高
窟
第
二
二

O
窟
南
壁
の
壁
画
や
敦
燈
莫
高
窟
第
四
五
窟
北
壁
の
壁
画
を
例

に
見
て
み
よ
う
。

阿
弥
陀
浄
土
変
相
は
『
無
量
寿
経
』
『
阿
弥
陀
経
』
『
観
無
量
寿
経
」
な
ど
の
浄
土
教
経



典
を
も
と
に
、
阿
弥
陀
仏
の
居
所
で
あ
る
極
楽
浄
土
の
景
観
を
大
き
な
構
図
と
し
て
表
し

た
図
像
で
あ
る
。
例
え
ば
六
四
二
年
(
貞
観

一
六
)
に
描
か
れ
た
敦
埋
莫
高
窟
第
二

二
O

窟
南
壁
の
壁
画

(挿
図
2
)
を
例
に
、
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
概
念
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

観経変相挿図 3 敦憧莫高窟第45窟北壁壁画

古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
と
そ
の
位
相

こ
の
壁
画
を
見
る
と
、
極
楽
浄
土
の
景
観
が
虚
空
段
・
華
座
段
・
宝
池
段
・
宝
地
段
・
宝

樹
段
・
宝
楼
閣
段
な
ど
か
ら
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
詳
細
に
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
多
く
の
図

像
が
『
観
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
解
釈
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
観
経
変
相
は
極
楽
浄
土
の
景
観
の
外
縁
に
未
生
怨
図
・
十
六
観
図
・
九
品
往
生

図
を
配
置
し
た
図
像
で
あ
る
。
例
え
ば
盛
唐
期
に
描
か
れ
た
敦
憧
莫
高
窟
第
四
五
窟
北
壁

の
壁
画

(挿
図
3
)
を
例
に
、
観
経
変
相
の
概
念
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
画
面
の
中
央
に

大
き
く
極
楽
浄
土
の
景
観
を
表
し
、
そ
の
両
側
に
未
生
怨
図
と
十
六
観
図
を
配
置
す
る
。

こ
の
壁
画
も
ま
た
極
楽
浄
土
の
景
観
が
虚
空
段
・
{
玉
楼
閣
段

・
華
座
段
・
宝
池
段
・
宝
地

段
、
そ
し
て
宝
樹
段
か
ら
な
る
。

敦
煙
莫
高
窟
第
四
五
窟
北
壁
に
描
か
れ
た
壁
画
の
よ
う
に
、
そ
の
外
縁
に
『
観
無
量
寿

経
』
に
の
み
説
か
れ
る
図
像
が
表
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
の
壁
画
が
『
観
無
量
寿
経
』
に
よ

っ
て
い
る
と
即
断
で
き
る
。

し
か
し
敦
埋
莫
高
窟
第
二
二

O
窟
南
壁
の
壁
画
の
よ
う
に
、
そ
の
外
縁
に
『
観
無
量
寿

経
』
に
説
か
れ
る
図
像
が
表
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
浄
土
景
観
が
『
観
無
量
寿
経
』

を
基
調
に
構
成
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
観
無
量
寿
経
』
が

か
な
り
早
い
時
期
か
ら
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
図
像
の
形
成
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
を
意
味

す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
観
経
変
相
は
『
観
無
量
寿
経
』
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
表
し
た
阿
弥

陀
浄
土
変
相
で
あ
り
、
観
経
変
相
の
集
合
は
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
部
分
集
合
で
あ
る
と
い
え

る
。
阿
弥
陀
浄
土
変
相
か
ら
観
経
変
相
へ
と
時
系
列
的
な
変
化
を
強
調
す
る
必
要
は
な
い
。

三
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
と
そ
の
上
位
概
念
と
し
て

の
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図

ま
ず
法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
に
つ
い
て
説
明
を
行
う
。
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挿図 4 法隆寺金堂壁画第6号壁

法
隆
寺
金
堂
壁
画

(挿
図
4
)
は
、
金
堂
外
陣
の
四
方
入
口
を
除
く
柱
問

一
二
面
、
外

陣
上
方
の
小
壁

一
八
面
、
そ
し
て
名
陣
内
側
小
壁
に
描
か
れ
た
壁
画
を
さ
す
。
な
か
で
も

柱
間

二
一
面
の
壁
画
は
金
堂
壁
画
の
主
体
で
あ
り
、
大
壁
四
面
(
四
大
壁
)
と
小
壁
八
面

(
八
小
壁
)
か
ら
な
る
。
こ
の
う
ち
四
大
壁
は
こ
れ
ま
で
東
の
第

一
号
壁
が
釈
迦
、
西
の

第
六
号
壁
が
阿
弥
陀
、
北
壁
西
側
の
第
九
号
壁
が
弥
勅
、
北
壁
東
側
の
第
一

O
号
壁
が
薬

師
の
浄
土
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
四
大
壁
の
い
わ
ゆ
る
浄
土
図
は
、
説
法
相
の

仏
と
両
脇
侍
菩
薩
を
中
心
と
し
た
整
然
た
る
群
像
の
構
成
で
あ
る
。
ま
た
八
小
壁
は
四
対

の
菩
薩
像
を
描
く
。
そ
の
制
作
時
期
は
金
堂
再
建
時
よ
り
や
や
遅
れ
、
七
世
紀
末
か
ら
八

世
紀
初
め
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
て
い
る
。

法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
関
す
る
古
記
録
を
見
て
み
よ
う
。

四

一
O
六
年

(嘉
承
元
)
に
大
江
親
通
が
撰
述

346 

法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
関
す
る
記
述
は
、

(2
)
 

し
た
『
七
大
寺
日
記
』
が
初
見
で
あ
る
。
大
江
親
通
は
『
七
大
寺
日
記
』
法
隆
寺
の
条
の

中
で
、
「
西
壁
は
阿
弥
陀
浄
土
の
図
絵
」
、
ま
た
「
東
壁
は
薬
師
浄
土
の
図
絵
」
「
南
北
の

壁
に
各
々
仏
菩
薩
の
絵
」
と
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
大
江
親
通
は
四
大
壁
の
う
ち
、
少
な

く
と
も
東
西
の

二
壁
を
「
浄
土
」
を
表
し
た
図
と
見
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に

一
二
三
八
年
(
嘉
禎
四
)
こ
ろ
、
得
業
顕
真
は
「
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
亦
名
古

(3
)
 

今
目
録
抄
の
裏
書
の
中
で
、
「
西
の
壁
に
阿
弥
陀
浄
土
。
東
の
壁
に
宝
生
浄
利
。
北
う
ら

の
戸
の
東
の
脇
に
薬
師
の
利
土
。
同
戸
の
西
脇
の
壁
に
釈
迦
国
土
」
と
も
、
さ
ら
に
「
こ

の
堂
内
壁
に
四
仏
浄
土
の
絵
あ
り
」
と
も
記
し
て
い
る
。
顕
真
は
四
大
壁
が
四
種
類
の
仏

の
浄
土
図
か
ら
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
古
記
録
か
ら
は
、
第

一
に
四
大
壁
を
四
仏
の
浄
土
図
の
組
み
合
わ
せ
と
と
ら

え
た
こ
と
、
第
二
に
そ
の
う
ち
の
第
六
号
壁
に
描
か
れ
た
主
尊
を
阿
弥
陀
で
あ
る
と
認
識

し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
こ
で
第
六
号
壁
の
図
像
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

第
六
号
壁
の
画
面
中
央
に
は
阿
弥
陀
仏
が
大
き
な
ハ
ス
の
花
の
上
に
坐

っ
て
い
る
。
阿

弥
陀
仏
の
左
側
に
勢
至
菩
薩
、
右
側
に
観
音
菩
薩
が
侍
っ
て
い
る
。
観
音
菩
薩
の
頭
を
飾

る
宝
冠
に
は
化
仏
が
つ
い
て
い
る
。

一
方
、
勢
至
菩
薩
の
頭
を
飾
る
宝
冠
に
は
水
瓶
が
な

い
。
そ
し
て
三
尊
像
の
周
囲
に
は
菩
薩
二
十
五
尊
が
い
ず
れ
も
ハ
ス
の
花
の
上
に
坐

っ
て

い
る
。
そ
し
て
画
面
の
下
方
に
は
か
な
り
剥
落
し
て
見
え
に
く
い
が
、
化
生
童
子
が
描
か

れ
て
い
る
。
化
生
童
子
は
聞
い
た
ハ
ス
の
花
の
上
に
坐

っ
て
い
る
者
と
ハ
ス
の
つ
ぼ
み
の

中
に
い
て
化
生
を
待
っ
て
い
る
者
の
二
種
類
に
表
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
画
の
上
位
概
念
と
し
て
の
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩

図
に
つ
い
て
、
敦
憧
莫
高
窟
第
三
三
二
窟
東
壁
門
口
南
側
の
壁
画

(挿
図
5
)
を
例
に
考

え
て
み
よ
う
。



画
面
中
央
に
は
阿
弥
陀
仏
が
蓮
華
座
の
上
に
坐
っ
て
い
る
。
そ
し
て
阿
弥
陀
仏
の
左
右

両
側
に
は
菩
薩
が
侍
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
菩
薩
が
い
か
な
る
菩
薩
で
あ
る
か
は
不
明
で

あ
る
。
三
尊
の
周
囲
に
は
菩
薩
五
十
尊
が
蓮
華
座
に
坐
っ
て
い
る
。
敦
燈
莫
高
窟
第
三
三

二
窟
の
壁
画
の
場
合
、
菩
薩
の
数
が
五
O
で
あ
り
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
の
菩
薩

の
数
の
倍
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
や
は
り
二
種
類
の
化
生
童
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

つ
は
裸
体
の
童
子
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
ハ
ス
の
つ
ぼ
み
が
左
右
二
箇
所
に
確
認
で
き
る
。

ハ
ス
の
つ
ぼ
み
を
透
か
す
こ
と
で
、
そ
の
中
で
童
子
が
化
生
の
時
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い

る
さ
ま
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
種
の
図
像
は
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
と
呼
ば
れ
、
阿
弥
陀
仏
や
菩
薩
、
そ
し
て

小
さ
い
菩
薩
五
十
尊
(
あ
る
い
は
二
十
五
尊
)
が
同
根
多
枝
の
ハ
ス
に
よ
っ
て
連
結
さ
れ

古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
と
そ
の
位
相

(4
)
 

て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
り
、
道
宣
撰
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
「
阿
弥
陀
仏
五
十
菩
薩
縁
」

に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

四

日
本
に
お
け
る
浄
土
図
研
究
の
枠
組
み

法
隆
寺
金
堂
壁
画
か
ら
当
麻
蔓
茶
羅
へ

|

|
曇
驚
系
浄
土
変
相
か
ら
善
導
系
浄
土
変
相
へ
|
|

こ
こ
で
浄
土
変
相
に
対
す
る
見
方
と
法
隆
寺
金
堂
壁
画
研
究
の
枠
組
み
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
と
思
う
。

法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
関
し
て
は
、
制
作
当
初
す
な
わ
ち
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て

の
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
。
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
制
作
後
、
約
四
O

O
年
を
経
て
、
大
江

阿弥陀三尊五十菩薩図挿図 5 敦埠莫高窟第332窟東壁門口南側壁画
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一、弘 i鰐_，
-

法隆寺金堂援蘭研究の始まり4戸・・ー ・・・・・・・ーーー・・

ーよー・
/、

親
通
や
顕
真
が
撰
述
し
た
文
章
の
中
に
そ
の
記
事
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
四
O

O
年
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も
の
時
間
が
経
て
ば
、
仏
教
も
ま
た
そ
の
姿
を
変
え
て
し
ま

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
大

江
親
通
や
顕
真
が
法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
相
対
し
た
こ
ろ
、

つ
ま
り

一一一
世
紀
か
ら

二
二
世

紀
の
仏
教
に
対
す
る
見
方
は
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
制
作
当
時
、

つ
ま
り
七
世
紀
か
ら
八

世
紀
の
仏
教
に
対
す
る
見
方
と
異
な
っ
て
い
た
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

一

九
世
紀
に
始
ま
っ
た
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
研
究
は
、
大
江
親
通
や
顕
真
の
記
述
を
基
礎
に

し
、
そ
の
概
念
を
構
築
し
た
も
の
で
、
実
に
こ
う
し
た
文
脈
を
看
過
し
て
、
今
日
ま
で
議

論
を
重
ね
て
き
た
こ
と
に
な
る

(挿
図

6
1

こ
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画
と
当
麻
回
受
茶
羅
は
古
代
日
本
に

お
け
る
浄
土
教
美
術
を
代
表
す
る
作
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
し
て
両
者
の
間
に
史

的
展
開
が
あ
る
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
河
原
由
雄
は
阿
弥
陀
三
尊

五
十
菩
薩
図
を
最
も
原
初
的
な
発
生
段
階
の
様
相
を
示
す
阿
弥
陀
浄
土
図
と
評
し
、
阿
弥

挿図 6 浄土変相に対する見方と法隆寺金堂壁画研究の枠組み

陀
浄
土
変
相
の
展
開
の
最
初
に
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
阿
弥
陀
浄
土
変
相
や
観
経

(
5
)
 

変
相
へ
展
開
し
て
い

っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る

(挿
図
7
)。
さ
ら
に
河
原
由
雄
は
阿
弥

(6
)
 

陀
浄
土
変
相
の
展
開
が
中
国
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
展
開
に
連
動
し
て
い
る
と
考
え
、

(7
)

(

8
)
 

そ
の
考
え
方
を
「
曇
驚
系
か
ら
善
導
系
へ
」
と
い
う
枠
組
み
へ
と
発
展
さ
せ
て
い

っ
た
。

さ
ら
に
河
原
由
雄
は
こ
う
し
て
構
築
さ
れ
た
枠
組
み
を
古
代
の
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
美

術
へ
と
敷
桁
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

五、

浄
土
教
美
術
研
究
の
枠
組
み
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

そ
も
そ
も
古
代
の
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
美
術
と
は
い

っ
た
い
何
か
。

中
世
日
本
浄
土
教
美
術
は
概
ね
「
源
信
系
」
「
法
然
系
」
「
親
鷲
系
」
の
浄
土
教
美
術
か

ら
な
る
と
さ
れ
る
(
石
田
一
九
九
こ
。
中
世
日
本
の
浄
土
教
美
術
は
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の

思
想
に
基
づ
い
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
中
世
の
浄
土
教
は
、
周
知
の
通
り
、
中
世



の
日
本
で
一
時
流
行
し
た
「
末
法
思
想
」
を
超
越
す
る
た
め
に
、
源
信

・
法
然

・
親
驚
ら

に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
。
源
信
・
法
然

・
親
驚
な
ど
日
本
に
お
け
る
浄
土
教

家
の
聞
に
も
思
想
上
の
影
響
関
係
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
中
世
日
本
浄
土
教
美
術
は

「曇鷲系から善導系へjという枠組みの成立 (河原1968、「表1阿弥陀浄土変展開図jより転載、太枠筆者)

決
し
て
各
時
代
を
代
表
す
る
作
例
が
烏
合
の
衆
と
し
て
存
在
す
る
の
で
な
く
、
中
世
浄
土

(9
)
 

教
の
思
想
的
な
枠
組
み
の
中
で
体
系
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ゐ

こ
れ
に
対
し
、
古
代
日
本
浄
土
教
美
術
の
概
念
は
あ
く
ま
で
も
「
中
世
日
本
浄
土
教
美

術
以
前
に
存
在
し
た
作
例
」
と
い
う
枠
組
み
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容

は
飛
鳥
時
代
の
天
寿
国
繍
帳
、
奈
良
時
代
前
期
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
、
そ
し
て
奈
良
時
代

後
期
の
当
麻
憂
茶
羅
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
作
例
を
モ
ザ
イ
ク
的
に
統
合

(叩
)

し
た
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
は
こ
う
し
た
古
代
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
美
術
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
語
ら

れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
の
が
小
野
玄
妙
の
言
説
で
あ

る
小
野
玄
妙
は
『
悌
教
之
美
術
及
歴
史
』
の
中
で
「
飛
鳥
時
代
の
浄
土
教
美
術
と
し
て
惇

ふ
べ
き
も
の
に
、
中
宮
寺
の
天
書
園
繍
帳
、
法
隆
寺
金
堂
壁
書
一の
阿
嫡
陀
浮
土
、
御
物
金

銅
押
出
像
、
元
興
寺
智
光
の
浮
土
愛
相
な
ど
」

(小
野

一
九

一
六、

一一

O

一百
ハ)
を
あ
げ

る
中
宮
寺
天
寿
国
繍
帳
に
つ
い
て
、
小
野
玄
妙
は
「
中
宮
寺
の
天
毒
圏
繍
帳
が
、
浮
土
目
安

太
一小
羅
愛
相
で
あ
る
か
否
か
と
云
ふ
こ
と
は
、
多
少
疑
ふ
べ
き
貼
も
あ
り
、
方
々
識
者
間
に

異
論
の
あ
る
も
の
だ
が
、
普
通
に
は
阿
嫡
陀
浮
土
愛
で
あ
る
と
い
ふ
人
が
多
い
様
で
あ
る

か
ら
、
こ
、
に
も
第

一
に
之
を
列
ね
た
の
で
あ
る
」

(同

一
一
O
四
1
一
一
O
五
頁
)
と
述

べ
る
。

つ
ま
り
小
野
玄
妙
自
身
も
天
寿
国
繍
帳
を
阿
弥
陀
浄
土
変
相
で
あ
る
と
認
め
る
こ

挿図 7

と
に
疑
問
を
感
じ
て
お
り
、
さ
ら
に
研
究
者
の
間
で
も
音
山
見
の

一
致
を
見
な
い
が
お
お
か

た
が
阿
弥
陀
浄
土
変
相
と
し
て
い
る
と
、
天
寿
国
繍
帳
に
対
す
る
当
時
の
位
置
づ
け
の
難

349 

古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
と
そ
の
位
相
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し
さ
を
少
な
か
ら
ず
吐
露
し
て
い
る
。
し
か
し
小
野
玄
妙
は
意
を
決
し
た
の
か
、
「
之
を

捉
へ
て
禰
陀
極
楽
界
の
勝
相
と
す
る
に
就
て
は
、
少
く
も
何
庭
ぞ
に
、
天
衣
を
著
け
た
菩

薩
や
、
賓
樹
賓
棲
閣
と
い
ふ
た
様
な
光
景
が
あ
っ
て
欲
し
い
。
そ
れ
が
な
い
許
り
か
、
鬼

形
な
ど
の
存
在
は
、
反
て
浮
土
愛
に
非
ざ
る
べ
し
と
い
ふ
方
の
誼
擦
を
篤
さ
し
む
る
も
の

で
、
此
の
園
を
以
て
、
西
方
の
愛
相
と
す
る
は
、
如
何
に
も
苦
痛
干
高
な
説
で
あ
る
」

(同

二

O
六
頁
)
と
述
、べ
、
天
寿
国
繍
帳
が
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
図
像
的
な
条
件
を
満
た

し
て
い
な
い
と
考
え
、
阿
弥
陀
浄
土
変
相
で
な
い
と
主
張
す
る
。

ま
た
法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
つ
い
て
、
小
野
玄
妙
は
「
法
隆
寺
金
堂
の
壁
書
一に
、
阿
嫡
陀

悌
の
像
が
あ
る
。
古
来
之
を
四
併
浮
土
の

一
に
算
へ
て
居
る
が
、
特
に
ゆ
伊
土
の
二
字
を
加

へ
て
、
此
の
書
一を
阿
嫡
陀
浮
土
の
圏
と
す
る
は
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
既
に
阿
嫡

陀
悌
控
に
脇
侍
二
菩
薩
等
の
在
す
以
上
は
、
浄
土
の
相
で
あ
る
と
云
ふ
て
、
云
へ
ぬ
こ
と

は
な
い
が
、
予
は
之
を
嫡
陀
浮
土
愛
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
は
絵
り
好
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
。

予
の
考
へ
で
は
、
彼
の
金
堂
の
四
例
の
書
一は
、
必
ず
し
も
伊
土
の
有
様
を
書
一い
た
も
の
と

云
ふ
の
で
は
な
く
、
後
世
塔
婆
の
建
立
に
際
し
て
四
方
仰
を
安
置
し
た
と
同
意
義
の
も
の

(中
略
)
で
、
即
ち
各
瀞
土
の
愛
相
を
書
一い
た
も
の
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
、
は
、
少
し
く

意
味
が
違
ふ
と
思
ふ
の
で
あ
る
」

(同

一
一
O
七
1
二

O
八
頁
)
と
述
べ
、
法
隆
寺
金
堂

壁
画
も
ま
た
阿
弥
陀
浄
土
変
相
で
な
い
と
主
張
す
る
。

そ
し
て
当
麻
蔓
茶
羅
に
つ
い
て
、
小
野
玄
妙
は
「
奈
良
朝
に
於
け
る
浮
土
教
を
代
表
す

る
美
術
上
の
作
物
も
の
と
し
て
、
告
田
麻
品
手
余
羅
と
稿
せ
ら
る
、
所
の
も
の
で
あ
る
が
、
議

に
奈
良
朝
時
代
の
美
術
に
額
は
れ
た
浮
土
教
の
小
景
を
述
ぶ
る
に
就
き
、
之
を
首
題
に
置

い
た
の
は
、
他
に
嘗
時
の
作
物
の
面
影
を
惇
ふ
る
製
作
の
法
如
が
此
の
浮
土
愛
相
を
作
つ

た
と
惇
ふ
る
こ
と
は
、
我
園
浮
土
教
史
上
に
於
け
る
重
要
な
る
事
蹟
に
は
相
違
な
い
が
、

一
般
悌
教
文
明
史
上
か
ら
見
た
這
種
浄
土
愛
の
製
作
は
、
左
程
特
筆
大
書
す
べ
き
事
項
で

も
無
い
。
即
ち
此
等
繍
像
、
織
成
像
の
類
は
、
遡
っ
て
支
那
、
西
域
に
於
て
も
、
可
な
り

J¥ 

古
く
か
ら
行
は
れ
た
も
の
、
其
の
風
が
我
園
に
停
っ
て
、
天
世
帯
圏
繍
帳
を
始
め
、
種
々
な
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る
作
物
を
出
し
た
。
其
の
中
に
は
、
薬
師
、
粥
陀
、
補
陀
落
、
霊
山
等
の
諸
伊
土
何
度
等
も

盛
に
製
作
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
今
阿
嫡
陀
浮
土
愛
な
ど
も
、
其
の

一
類
に
属
す
べ
き

も
の
で
あ
る
」

(同

一

一
頁
)
と
述
べ
、
当
麻
受
茶
羅
が
奈
良
時
代
を
代

一
0
1

表
す
る
変
相
で
あ
る
と
見
な
す
当
時
の
評
価
を
む
し
ろ
過
大
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

当
麻
蔓
茶
羅
に
対
す
る
小
野
玄
妙
の
評
価
は
い
さ
さ
か
酷
評
と
も
思
わ
れ
る
が
、
天
寿

国
繍
帳
や
法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
対
す
る
評
価
は
筆
者
も
同
じ
で
あ
る
。

一
方
、
栂
尾
祥
雲
は
『
蔓
陀
羅
の
研
究
」

の
「
八

浮
土
愛
相
の
沿
革
」

の
中
で
、

「
か
の
天
書
園
蔓
茶
羅
の
如
き
、
そ
の
残
閥
の

一
小
部
分
が
中
宮
寺
に
保
存
せ
ら
る
、
の

み
で
、
何
れ
の
浄
土
愛
で
あ
る
か
全
く
不
明
な
る
も
の
は
今
暫
く
之
れ
を
措
く
と
し
て
、

智
光
蔓
茶
羅
が
描
か
れ
た
と
云
ふ
天
平
時
代
よ
り
百
年
程
も
前
に
己
に
大
和
法
隆
寺
の
金

堂
四
壁
に
は
四
悌
浄
土
愛
が
書
一か
れ
、
ま
た
持
統
天
皇
の
第
六
年
に
は

(中
略
)
脇
士
、

天
人
等
百
飴
躍
の
阿
嫡
陀
浮
土
問問
先
が
刺
繍
せ
ら
れ
て
薬
師
寺
講
堂
に
安
置
せ
ら
れ
て
居

る
。
更
に
元
正
天
皇
の
養
老
五
年
に
は
興
福
寺
の
西
国
堂
に
禰
勤
の
伊
土
愛
が
造
ら
れ
、

そ
れ
よ
り
も
六
年
を
経
た
聖
武
天
皇
の
神
亀
二
年
に
は
興
福
寺
の
東
堂
の
薬
師
の
伊
土
愛

が
出
来
、
ま
た
天
平
二
年
に
は
興
福
寺
五
重
塔
の
内
部
に
薬
師
、
稗
迦
、
阿
嫡
陀
、
粥
勤

の
四
浄
土
愛
の
群
像
が
出
来
た
位
で
あ
る
か
ら
、
智
光
が
嫡
陀
の
浮
土
愛
を
書
一く
に
嘗
つ

て
も
、
此
等
を
参
考
と
し
た
こ
と
は
想
像
す
る
に
難
く
は
な
い
の
で
あ
る
」

(栂
尾

一
九

二
七
、
四
二
頁
)
と
述
べ
、
天
寿
国
繍
帳
に
つ
い
て
は
意
見
を
保
留
し
な
が
ら
も
、
法
隆

寺
金
堂
壁
画
と
智
光
受
茶
羅
を
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
史
的
展
開
の
中
に
位
置
づ
け
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
栂
尾
祥
雲
の
認
識
は
む
し
ろ
当
時
の

一
般
的
な
認
識
に
近
い
と
思
わ
れ

る
井
上
光
貞
は
『
新
訂

日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
の
「
第

一
章

律
令
時
代
に
お

け
る
浄
土
教
」
の
中
で
「
玉
虫
厨
子
台
座
の
ご
と
き
に
も
阿
粥
陀
浄
土
変
相
を
見
る
こ
と



が
で
き
、
さ
ら
に
法
隆
寺
壁
画
に
も
周
知
の
通
り
西
方
浄
土
が
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
は
、
た
と
え
ば
後
者
が
四
方
浄
土
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
阿
嫡
陀
浄
土
変
が

一
個
独
立
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
こ
う
し
た
性
質
の
も
の
は
考
察
の
外

に
置
く
こ
と
と
す
る
。
も
う

一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
阿
嫡
陀
仏
像
の
中
で
も
、
繍
像
や

場
仏
・
石
仏
な
ど
の
中
に
は
、
或
は
宝
葦
や
楼
閣
を
描
く
な
ど
、
浄
土
変
相
的
な
も
の
が

少
な
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
文
献
の
記
載
で
仏
像
と
も
変
相
と
も
い
ず
れ
と
も
分
か
ち
が

た
い
も
の
が
あ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
変
相
的
な
も
の
は

一
応
像
と
し
て

記
載
し
た
」

(井
上

一
九
五
六
、
九
頁
)
と
述
べ
る
。
井
上
光
貞
は
法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六

号
壁
が
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の

一
つ
と
認
め
た
上
で
、

四
方
浄
土
の

一
つ
で
あ
っ
て
、
単
独

で
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
考
察
対
象
か
ら
除
外
し
て
い
る
。
も
う

一
つ
興
味
深
い
の
は
、

井
上
光
貞
が
玉
虫
厨
子
台
座
も
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の

一
つ
に
加
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

井
上
光
貞
は
浄
土
変
相
が
画
像
の
ほ
か
、
繍
像
や
堵
仏

・
石
仏
の
形
と
し
て
も
つ
く
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
も
留
意
し
て
い
た
。
そ
の
際
、
井
上
光
貞
は
宝
蓋
や
楼
閣
な
ど
の
表
象
の

有
無
を
、
浄
土
変
相
の
判
定
基
準
に
据
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
河
原
由
雄
は
『
日
本
の
美
術
二
七

浄
土
図
』
の
中
で
、
天
寿
国
繍
帳
、
法

隆
寺
金
堂
壁
画
、
そ
し
て
当
麻
蔓
茶
羅
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

天
寿
国
繍
帳
に
つ
い
て
、
河
原
由
雄
は
「
「
天
寿
国
」
に
つ
い
て
は
当
時
の
信
仰
の
趨

勢
か
ら
み
て
法
華
経
信
仰
に
基
づ
く
釈
迦
も
し
く
は
弥
勤
の
浄
土
、
ま
た
太
子
が
理
想
と

し
た
維
摩
の
浄
土
、
さ
ら
に
惰
の
五
八
三
年
の
写
経
奥
書
に
み
え
る
「
願
亡
父
母
托
生
西

方
天
寿
国
」
な
る
文
辞
か
ら
敷
~
約
し
て
繍
帳
の
古
い
羅
地
部
分
に
蓮
華
化
生
が
表
さ
れ
て

い
る
点
か
ら
こ
れ
を
阿
弥
陀
の
浄
土
と
み
、
か
く
て

一
帳
に
は
太
子

一
家
の
生
前
の
積
善
、

一
帳
に
は
太
子
往
生
の
浄
土
の
相
を
表
し
た
と
も
い
わ
れ
る
」

(河
原

一
九
八
九
、

一
八
頁
)

と
述
べ
、

い
か
な
る
尊
像
の
浄
土
図
か
は
保
留
し
な
が
ら
も
、
天
寿
国
繍
帳
が
浄
土
を
表

し
た
こ
と
に

一
応
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。

古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
と
そ
の
位
相

ま
た
法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
つ
い
て
、
河
原
由
雄
は
敦
煙
莫
高
窟
第
三
三
二
窟
東
壁
門
口

南
側
の
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
を
比
較
対
象
と
し
て
あ
げ
る
。
莫
高
窟
三
三
二
窟
東
壁

の
阿
弥
陀
浄
土
図
は
最
初
の
浄
土
変
の
姿
を
伝
え
て
く
れ
、
「
「
無
量
寿
経
」
所
依
の
阿

弥
陀
涌
土
変
」
で
あ
り
、
「
簡
古
な
浄
土
図
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
類
似
し
た
構
図

を
も
っ
法
隆
寺
金
堂
壁
画
と
と
も
に
、
「
初
期
日
中
浄
土
変
史
の
努
頭
」
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
と
述
べ
る

(同
)。

さ
ら
に
当
麻
蔓
茶
羅
に
つ
い
て
、
河
原
由
雄
は
「
こ
の
当
麻
蔓
茶
羅
図
は
、
仏
、

菩
薩、

声
問
、
天
女
、
人
、
鳥
獣
あ
わ
せ
て
五
百
九
十
九
、
宮
殿
の
数
五
十
、
内
陣
部
の
七
会
各

段
の
荘
麗
の
さ
ま
は
、
善
導
作
「
法
事
讃
」
、
「
般
舟
讃
」
の
記
述
に
こ
と
ご
と
く

一
致
す

る
な
ど
、
こ
れ
を
日
中
浄
土
変
史
の
発
展
に
徴
す
る
限
り
、
こ
れ
の
構
想
の
卓
抜
さ
と
い

い
、
本
図
は
ひ
と
り
、
善
導
系
観
経
変
相
の
名
に
反
し
な
い
、
ご
く
発
展
段
階
を
示
す
も

の
で
あ
る
」

(同
三
九
頁
)
と
述
べ
、
当
麻
田
空
余
羅
が
善
導
系
観
経
変
相
で
あ
る
と
位
置

づ
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
河
原
由
雄
が
法
隆
寺
金
堂
壁
画
と
当
麻
憂
茶
羅
と
を
結
び
つ
け
、
古
代
日

本
の
浄
土
教
美
術
に
お
け
る

一
つ
の
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
。

以
上
、
古
代
日
本
浄
土
教
美
術
に
関
す
る
研
究
の
歴
史
を
明
治
か
ら
大
正
・
昭
和
へ
と

振
り
返

っ
て
み
た
。
大
正
期
ま
で
の
研
究
は
古
代
日
本
浄
土
教
美
術
の
概
念
を
モ
ザ
イ
ク

的
な
作
例
の
統
合
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
そ
こ
に
は
作
例
と
作
例
の
聞
に
積
極
的
な
連
関

を
見
出
そ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
昭
和
期
に
入
っ
て
、
河
原
由
雄
が
敦

慢
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
展
開
を
日
本
の
法
隆
寺
や
当
麻
受
茶
羅
に
当
て
は
め
た
こ

と
に
よ
り
、

モ
ザ
イ
ク
的
な
統
合
か
ら
時
系
列
的
な
史
的
展
開
へ
と
語
ら
れ
方
が
変
わ

っ

て
い
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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中
国
で
の
展
開
お
よ
び
日
本
で
の
受
容
、

に
お
け
る
そ
の
後
の
展
開

中
国
と
日
本

そ
こ
で
阿
弥
陀
浄
土
変
相
や
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
に
つ
い
て
、
八
世
紀
ま
で
に
進

ん
だ
中
国
で
の
展
開
と
日
本
で
の
受
容
を
見
直
し
て
み
た
い

(
挿
図
8
)
。

現
在
、
中
国
で
は
阿
弥
陀
浄
土
変
相
が
河
北
省
な
ど
に
若
干
残
る
ほ
か
、
甘
粛
省
の
敦

憧
地
区
や
四
川
省

一
帯
に
集
中
し
て
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩

薩
図
は
敦
埋
地
区
や
四
川
省
に
残
っ
て
い
る
(
挿
図

9
1

麦
積
山
石
窟
第

二
一
七
窟
の
壁
画
や
南
響
堂
山
石
窟
、
成
都
万
仏
寺
跡
出
土
の
浮
彫
な

ど
の
作
例
か
ら
、
阿
弥
陀
浄
土
変
相
は
六
世
紀
半
ば
、
中
国
に
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
図
像
は
や
が
て
敦
煙
莫
高
窟
第
二
二

O
窟
南
壁
の
阿
弥
陀
浄
土
変
相
や
敦
燈
莫

高
窟
第
三
二

O
窟
の
観
経
変
相
へ
と
展
開
し
て
い
く
。

一
方
、
六
三
四
年
に
つ
く
ら
れ
た
臥
龍
山
千
仏
巌
や
六
九
八
年
ま
で
に
つ
く
ら
れ
た
と

さ
れ
る
敦
憧
莫
高
窟
第
三
三
二
窟
東
壁
門
口
南
側
壁
画
な
ど
か
ら
、
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩

薩
図
は
七
世
紀
初
頭
に
出
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
中
国
に
お
い
て
、
阿
弥
陀
浄
土
変
相
と
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩

図
の
図
像
が
併
存
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
時
期
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

両
者
の
展
開
に
、

日
本
で
の
受
容
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
よ
う
。
六
世
紀
後
半
、
中
国

で
は
阿
弥
陀
浄
土
変
相
が
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
に
先
行
し
て
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
六
世
紀
に
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
図
像
が
日
本
に
伝
来
し
て
き
た
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
が
、
今
日
ま
で
日
本
に
残
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
八
世
紀
の
制
作
と
さ
れ
る
当
麻
蔓
茶
羅
な
ど
が
今
日
ま
で
残
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
の
図
像
も
日
本
に
伝
わ
り
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に

か
け
て
制
作
さ
れ
た
の
が
法
隆
寺
金
堂
壁
画
第
六
号
壁
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
日
本
に
残
っ
た
作
例
を
時
代
順
に
並
べ
た
結
果
、
た
ま
た
ま
先
に
法
隆
寺
金
堂

壁
画
が
、
後
に
当
麻
目
宰
余
羅
が
う
ま
い
具
合
に
一
列
に
並
ん
で
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

中
国
で
は
二
列
に
展
開
し
て
い
っ
た
図
像
が
、

日
本
で
は

一
列
に
ま
と
め
ら
れ
て
し
ま
っ

。
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中国の阿弥陀浄土変相および阿弥陀三尊五十菩薩図の所在地挿図 8



司
四

古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
と
そ
の
位
相

阿弥陀浄土変相L

6世紀後半南響堂山石篇 642年教鎧莫高旗第220窟 8世紀教燈英高腐第45窟

阿弥陀三尊五十菩薩図

!日本|

634年臥穂山千仏厳 I 698年数媛葵高窟第332篇

中澄浄土教美術に対し、

“古代浄土教美術"として

一括

622年天寿国繍綴 7-8役紀法隆寺金堂壁爾 8世紀当麻畳茶緩

挿図 9 8世紀に まで進んだ中国での展開および日本での受容

圃

8蛍紀後半-9世紀前半

;qs鯨石街山第4号禽

阿弥陀浄土変相

8世紀敦嬢莫高窟第45溜

阿弥陀浄土変格が主流となり、阿弥陀三尊五十菩議図は9世紀以降、消滅

阿弥陀三尊五十菩薩図 四JH

698年敦燈英高箆第332窟 阿弥陀浄土変相と阿弥陀三毒事五十菩薩閣の図像が融合した作例も出現

!日本|

中世浄土教美術

挿図 10 中国と日本におけるその後の展開
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た
と
こ
ろ
に
、
落
と
し
穴
が
潜
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
阿
弥
陀
浄
土
図
は
中
国
と
日
本
に
お
い
て
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
展
開
し

て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
(
挿
図
叩
)
。
例
え
ば
敦
慢
で
は
阿
弥
陀
浄
土
変
相
が
主
流
と

な
り
、
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
は
九
世
紀
以
降
、
消
滅
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

四
川
で
は
阿
弥
陀
浄
土
変
相
と
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
の
図
像
は
融
合
し
て
い
っ
た
。

同
じ
中
国
で
も
敦
煙
と
四
川
で
は
そ
の
後
の
展
開
が
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
方
、

日
本
で
は

「
源
信
系
」
「
法
然
系
」
「
親
驚
系
」
な
ど
か
ら
な
る
中
世
浄
土
教
美
術
が
出
現

し
た
。
日
本
と
中
国
の
間
で
は
そ
の
後
の
展
開
が
本
質
的
に
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
。

阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
だ
け
で
も
、

日
本
と
中
国
の
聞
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
中
国
国

内
で
も
必
ず
し
も
一
様
で
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
受
容
に
対
す
る

議
論
も
今
日
ま
で
残
っ
た
も
の
だ
け
で
一
律
に
並
べ
て
し
ま
っ
た
結
果
、

日
本
で
は
い
つ

し
か
そ
れ
が
古
代
日
本
の
浄
土
教
美
術
の
潮
流
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
事
実

な
の
で
あ
る
。

七

お
わ
り
に

筆
者
は
以
上
の
考
察
か
ら
、
古
代
の
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
美
術
の
主
流
が
法
隆
寺
金

堂
壁
画
第
六
号
壁
の
タ
イ
プ
か
ら
当
麻
憂
茶
羅
の
タ
イ
プ
へ
と
時
系
列
的
に
変
化
し
た
と

す
る
説
に
対
し
、
反
対
の
立
場
を
取
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
ら
の
阿
弥
陀
浄
土
図
の
図
像
に

つ
い
て
、
中
国
で
は
複
数
の
タ
イ
プ
が
同
時
代
に
併
存
し
て
い
た
も
の
の
、

日
本
で
は
い

ず
れ
の
タ
イ
プ
も
同
時
代
の
作
例
と
し
て
現
存
し
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
両
者
の
関
係

を
直
線
的
に
結
び
つ
け
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
に
、
古
代
日
本
の
浄
土
教
美
術
を
め
ぐ
る
言

説
の
問
題
は
あ
っ
た
と
い
え
る
。
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実
叡
撰
『
建
久
御
巡
櫨
記
』

嘗
麻
寺

乗
燭
ノ
時
一
一
、
嘗
麻
寺

-一
ツ
カ
セ
オ
ハ
シ
マ
ス
、
此
寺
法名疎林寺
、
橘
豊
日
天
皇
之
皇
子
、
麻
呂

子
ノ
親
王
ノ
御
願
也
、
金
堂
ニハ
奉
りリ

医
ご
旭
勅
ィ
、
首
麻
寺
人
J

可
J

町
駅
ハγ

天
武
天
皇
依
す

-

{
イ
デ
」

f

(

ニ
ゲ
)
(
サ
ル
)

大
友
皇
子
ノ乱
一-
、
出

二
、
吉
野
宮
ベ
、
逃

一一

去
美
野
園
。
野
上
不
破
宮

一
給
時
。
彼
宮
侍
従

(
タ
テ
)

F

サ
サ
ゲ
テ
」

三
位
嘗
麻
園
見
異
人
、
捨
レ
命
立
て
、
忠
節
ヲ

一、

捧

-一
大
友
皇
子
ノ
首
寸
献
ッリキ
天
皇
;、
依

コ
其
功
動
一紋
一一
官
位
一一、
遷
一J
セ
大
和
国
清
御
原
郡
一一給
テ後
。
白
鳳
九
年

E
二
月
十
五
日
、
遷
造

リシ
也
、
此
/
所
ハ役
優
婆
塞
ノ
鮎
ニテ
、
彼
本
尊

一
操
手
半
孔
雀
明
王
オ
ハ
シ
マ
シ
ケ
ル
ヲ
、
此
旭

勤
御
身
ニ奉
す
箆
-也
、
又
不
動
尊
、

抑
極
禦
/
愛
相
/
感
悌
事

有
縁
起
云
、
麻
日
子
親
玉
井
同
夫
人
、
善
心
凝
一
、
信
心
無
二
、
請
吉
土
於
-此
慮

一、
立
精

舎
一於
一一
其
中

一、
金
堂
者
、
旭
勤
三
尊
満
月
之
光
明
芳
彰
、
西
堂
者
、
極
集
九
品
賓
樹
之
愛
相

織
成
、
愛
夫
人
常
願
云
、
我
如
何
移
一一
浄
土

一於
一一
斯
醐

一、
集
一衆
生

一於

一斯
陪
一、
可
レ
馬
↓
往

生
之
縁

一者
、
然
問
、
去
天
平
賓
字
七
年
六
月
廿
三
日
夜
、
有
一一
化
人

一、
以
蓮
綜

〔染肝、脱力〕

織
二
愛
相

一、
化
人
与
夫
人
午
、
夜
中
暗
額
畢
不
レ
知
レ
移
一一一

例
土
A

於
二
斯
土

一
欺
、
又
不
レ

知
レ
送
二
九
品
基
於
一新
陪
一欺
、
未
曾
有
之
心
深
不
思
議
之
念
入
骨
子
、

此
縁
起
時
代
年
号
、
尤
不
合
敗
、

彼
寺
/
僧
申
サ夕、

織
リ
悌
/
事
卜
無
ナ
y

協
力
/
日
記
‘

但
ダ
此
ノ目
吏
茶
羅
ノ
下
ンモノ
縁
ヘリ、

不
サリン
壊
ャレ

之
時
キ
天
平
賓
字
七
年
ト
云

7

年

号

憧
ニ織
付
ッヶ
タ
リ
キ
其
ノ
比
ヵ
ヨ
コ
ハ
ギ
ノ
大
納
言
卜
云

7

人
有
ヶリ‘
彼
カノ
御
娘
ムスメ
、
朝
夕
アケデレ
極
集
ヲ
願
ネガヒテ、自
由
工
茶
羅
ヲ
ウ
ツ
サ
パ
ヤ
ト
願
ヲ起
サレケリ
、

年
来
トシゴロ
乍
ナガラ
思ヲ
モヒ
過
スグル
間
ァヒダ
ニ、

一ノ
化
人
来
一ア
、

一
夜
ノ
間
織
リテ
、
行
方
ヲ
不
知
ト

申
、
此
/
大
納
言
御
娘
ムスメ一

生
ガ
問
、
向
ヒテ
此
ノ
悌

-一
、
タ
ユ
マ
ズ
行
ヒテ
極
集
ニ生
ニケリ
ト
申
ン

惇
タリ
、
此
ノ
悌
ノ
上
カミノ
軸
ヂク
ニ
ハ
、
フ
シ
ナ
キ
竹
ノ
一
丈
余
ナルヲ
モ
チ
ヰ
ル
、
(
藤
田

一
九
七

一一
、

一
五
八
頁
)

大
江
親
通
撰
『
七
大
寺
日
記
』
法
隆
寺
の
条

西
壁
阿
弥
陀
浄
土
圃
槍
、
中
尊
半
丈
六
也
、
東
壁
薬
師
浮
土
園
槍
、
中
尊
同
寸
、
南
北
壁
各
在

悌
菩
薩
緒
、
、
像
皆
悉
是
鞍
造
部
鳥
筆
也
、
尤
神
妙
、
(
藤
田

一
九
七
二
、
二
七
頁
)

得
業
顕
真
撰
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
亦
名
古
今
目
録
抄
〔
裏
書
〕

西
壁
ニ阿
弥
陥
浮
土
、
東
ノ
壁
ニ賓
生
浄
利
、
北
浦
ラノ
戸
トノ
東
乃
脇
、
壁
ニ薬
師
/
利
土
、
同
戸
/

西
脇
/
壁
ニ尺
迦
園
土
、
如
此
檎
ヲ
書
ヶリ
、
自
余
ノ
壁
ニ
ハ
菩
薩
、
立
像
槍
セ
リ
(
藤
田
、

一
九
七
五
、

三
二
頁
)

此
堂
内
壁
ニ有
四
悌
浄
土
乃
槍
、
鳥
云
槍
師
書
之
、
天
王
寺
塔
扉
ニ書
箱
併
師
同
之
、
字
鳥
也
、

3 



此
も一

乗
院
之
説
也
(
藤
田
一
九
七
五
、
三
四
頁
)

道
宣
撰
『
集
神
州
三
賓
感
通
録
』
巻
中
阿
禰
陀
悌
五
十
菩
薩
縁

三
十
七
阿
嫡
陀
悌
五
十
菩
薩
像
者
。
西
域
天
佐
一
之
瑞
像
也
。
相
惇
云
。
昔
天
竺
鶏
頭
摩
寺
五
通

菩
薩
。
往
安
柴
界
請
阿
嫡
陀
倒
。
裟
婆
衆
生
願
生
浄
土
。
無
悌
形
像
願
力
莫
由
。
請
垂
降
許
。

例
言
。
汝
且
前
去
尋
嘗
現
彼
。
及
菩
薩
還
。
其
像
己
至
。一

例
五
十
菩
薩
各
坐
蓮
花
在
樹
葉
上
。

菩
薩
取
葉
所
在
園
寓
流
布
遠
近
。
漢
明
感
夢
使
往
祈
法
。
便
獲
迦
葉
摩
騰
等
至
洛
陽
。
後
騰
子

作
沙
門
。
持
此
瑞
像
方
達
此
園
。
所
在
園
之
。
未
幾
粛
像
西
返
。
而
此
園
惇
不
甚
流
贋
。
貌
晋

己
来
年
載
久
遠
。
又
経
減
法
経
像
浬
除
。
此
之
瑞
遮
殆
将
不
見
。
陪
文
開
教
。
有
沙
門
明
憲
。

従
高
膏
道
長
法
師
所
得
此

一
本
。
説
其
本
起
輿
惇
符
駕
。
是
以
園
{
烏
流
布
遍
於
宇
内
。
時
有
北

湾
書
一
工
曹
仲
達
者
。
本
曹
園
人
。
善
於
丹
青
。
妙
霊
侭
林
凡
迩
惇
模
西
瑞
。
京
邑
所
推
。
故
今
寺

壁
正
陽
皆
其
民
範
。
(
高
楠
一
九
二
七
、
大
正
蔵
五
二
、
二
一
O
六
、

四
一
一
一
頁
)

(
5
)

河
原
由
雄
は
中
国
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
初
期
的
段
階
を
「
曇
驚
系
」
と
位
置
づ
け
、
阿
弥

陀
浄
土
変
相
の
初
期
段
階
と
考
え
た
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
が
そ
れ
に
対
応
す
る
と
し
、
ま
た

中
国
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
最
盛
期
を
「
善
導
系
」
と
位
置
づ
け
、
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
最
盛

期
に
観
経
変
相
が
出
現
す
る
と
考
え
た
。
河
原
由
雄
は
敦
埋
莫
高
窟
第
三
三
二
窟
東
壁
門
口
南
側

の
壁
画
を
「
阿
弥
陀
と
五
十
二
身
の
菩
薩
や
化
生
が
蓮
池
涌
現
式
に
現
さ
れ
た
「
無
量
寿
経
」
所

依
の
阿
弥
陀
涌
土
変
」
と
述
べ
、
河
原
由
雄
が
組
み
立
て
た
「
北
貌
の
曇
驚
系
無
量
寿
経
変
相
か

ら
陪

・
初
唐
の
浄
土
変
へ
の
展
開
」
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
「
莫
高
窟
三
三
二
窟
東
壁
の
阿
弥
陀

浄
土
図
は
最
初
の
浄
土
変
の
姿
」
あ
る
い
は
「
簡
古
な
浄
土
図
」
、
ま
た
敦
憧
莫
高
窟
第
二
二
O

窟
南
壁
の
阿
弥
陀
浄
土
変
相
を
「
善
導
系
観
経
変
相
の
代
表
作
」
と
位
置
づ
け
た
(
河
原
一
九
六

八
)
。

(6
)

中
国
で
は
二
世
紀
後
半
か
ら
浄
土
教
教
典
が
伝
え
ら
れ
、
漢
訳
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
五
世
紀
初

め
、
産
山
の
慧
遠
(
三
三
四
l
四

一
六
)
が
念
仏
結
社
を
組
織
す
る
な
ど
、
浄
土
教
は
中
国
南
方

で
も
展
開
を
見
せ
た
。
し
か
し
中
国
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
史
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
む
し
ろ
中

国
北
方
に
お
け
る
曇
驚
・
道
縛
・
善
導
の
流
れ
が
主
流
と
な
っ
た
と
い
う
。
善
導
に
よ
っ
て
称
名

念
仏
中
心
の
浄
土
教
が
確
立
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
慧
日
(
六
八
O
|
七
四
八
)
や
法
照

(
?
1七

七
七
頃
)
に
よ

っ
て
浄
土
教
と
諸
宗
の
融
合
が
図
ら
れ
た
(
塚
本
一
九
七
六
)
。

(7
)

曇
鷲
(
四
七
六
1

五
四
二
〈
不
詳
〉
)
は
中
国
南
北
朝
時
代
前
期
に
浄
土
教
を
鼓
吹
し
た
中
国

人
僧
で
あ
る
。
彼
は
出
家
後
、
龍
樹
系
の
四
論
や
「
浬
繋
経
」
の
仏
性
義
を
学
ぶ
。
『
大
集
経
』

の
注
釈
中
に
病
に
倒
れ
、
陶
弘
景
よ
り
不
老
長
寿
の
術
を
学
び
、
「
仙
経
」
を
得
、
帰
途
、
洛
陽

で
菩
提
流
支
よ
り
『
観
無
量
寿
経
』
を
授
け
ら
れ
、
浄
土
教
に
入
っ
た
。
世
親
が
著
し
た
『
無
量

寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
』
(
「
浄
土
論
』
)
を
注
釈
し
、
『
無
量
寿
経
優
婆
提
舎
願
生
偶
註
』
(
「
浄
土

論
註
』
)
を
撰
述
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
続
く
道
縛

・
善
導
、
日
本
の
源
信
・
豊
年
・
親
驚
に

4 

古
代
の
日
本
に
お
け
る
阿
弥
陀
浄
土
図
の
受
容
と
そ
の
位
相

影
響
を
与
え
た
。
浄
土
五
祖
の
第
一
、
浄
土
真
宗
七
高
僧
の
第
三
に
列
せ
ら
れ
る
。

(
8
)

善
導
(
六
一
一
一
一
l

六
八
二
は
七
世
紀
に
浄
土
教
を
大
成
し
た
中
国
人
僧
で
あ
る
。
彼
は
出
家

後
、
道
縛
よ
り
『
観
無
量
寿
経
』
を
授
か
り
、
そ
の
後
、
道
締
に
師
事
し
た
。
浄
土
三
部
経
の
中

で
も
と
く
に
『
観
無
量
寿
経
』
を
重
ん
じ
、
さ
ら
に
「
観
無
量
寿
経
』
に
つ
い
て
も
従
来
と
異
な

る
解
釈
を
示
し
、
『
観
無
量
寿
仏
経
疏
』
四
巻
を
撰
述
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
『
法
事
讃
』

二
巻、

『
観
念
法
門
』
一
巻
、
「
往
生
札
讃
』
一
巻
、
『
般
舟
讃
』
一
巻
を
著
し
た
。
善
導
は
日
本
の
法

然
・
親
驚
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
浄
土
五
祖
の
第
三
、
浄
土
真
宗
七
高
僧
の
第
五
に
列
せ
ら

れ
る
。

(9
)

古
代
、
つ
ま
り
八
世
紀
以
前
の
日
本
に
お
け
る
浄
土
教
思
想
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
中
世
日
本

で
体
系
化
さ
れ
た
浄
土
教
思
想
に
至
る
前
段
階
と
し
て
語
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。

た
と
え
ば
重
松
明
久
は
『
日
本
浄
土
教
成
立
過
程
の
研
究
』
の
中
で
、
日
本
浄
土
教
の
原
初
形

態
と
し
て
、
法
相
系
、
三
論
系
、
智
光
の
浄
土
思
想
を
そ
れ
ぞ
れ
言
及
し
た
ほ
か
、
天
寿
国
繍
帳

が
弥
勤
浄
土
を
表
象
し
た
と
も
主
張
し
た
(
重
松
一
九
六
四
)
。

普
賢
晃
寿
は
『
日
本
浄
土
教
思
想
史
研
究
』
の
中
で
、
奈
良
時
代
の
浄
土
教
思
想
の
例
と
し
て

智
光
を
、
源
信
が
『
往
生
要
集
』
を
撰
述
す
る
以
前
の
平
安
時
代
の
浄
土
教
思
想
の
例
と
し
て
叡

山
浄
土
教
、
良
源
、
千
観
、
禅
瑞
、
「
西
方
機
悔
法
」
を
あ
げ
て
い
る

(
普
賢
一
九
七
二
)
。

速
水
惰
は
『
古
代
選
書
3

浄
土
信
仰
論
』
の
「
飛
鳥
・
奈
良
朝
の
浄
土
信
仰
」
の
中
で
、
聖

徳
太
子
の
浄
土
観
、
追
善
的
浄
土
信
仰
、
南
都
浄
土
教
学
か
ら
古
代
日
本
の
浄
土
教
思
想
を
論
じ

た
(
速
水

一
九
七
八
)。

津
村
諦
堂
は
『
日
本
浄
土
教
の
研
究
』
の
「
日
本
浄
土
教
の
始
源
」
の
中
で
、
奈
良
町
時
代
の

浄
土
教
に
つ
い
て
三
論
宗
、
法
相
宗
、
華
厳
宗
、
道
縛
、
善
導
系
の
四
つ
の
浄
土
思
想
が
あ
っ
た

と
指
摘
し
た
。
た
だ
し
道
綿
、
善
導
系
の
称
名
的
浄
土
思
想
は
、
多
く
の
論
疏
が
流
入
さ
れ
て
い

た
に
か
か
わ
ら
ず
あ
ま
り
活
発
で
な
く
、
法
相
系
、
華
厳
系
、
三
論
系
の
観
想
的
浄
土
思
想
が
代

表
的
で
あ
っ
た
と
い
う
(
津
村
一
九
八
O
、
六
八
l

六
九
頁
)
。

(叩
)
井
上
光
貞
は
『
新
訂
日
本
浄
土
教
成
立
史
の
研
究
』
の
「
第

一
章
律
令
時
代
に
お
け
る
浄

土
教
」
中
で
、
「
要
す
る
に
、
現
存
資
料
に
も
と
づ
く
限
り
、
奈
良
時
代
後
半
に
な
っ
て
圧
倒
的

に
優
勢
に
な
っ
て
く
る
阿
嫡
陀
仏
像
や
阿
粥
陀
浄
土
変
相
の
造
立
や
利
用
の
意
味
は
、
藤
原
時
代

以
後
発
達
し
て
く
る
浄
土
教
芸
術
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者
は

明
ら
か
に
浄
土
教
本
来
の
意
味
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
前
者
は
追
善
の
礼
拝
対
象
な
の
で
あ
る
。

藤
原
時
代
の
阿
嫡
陀
仏
像
と
変
相
は
い
ま
だ
救
済
者
と
し
て
の
阿
粥
陀
仏
の
具
象
的
表
現
で
は
な

く
し
て
、
観
念
の
対
象
で
あ
る
荘
厳
の
具
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
観
念
念

仏
を
介
し
て
浄
土
欣
求
の
浄
土
教
的
意
味
を
獲
得
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
時
代
の
阿
禰
陀
信

仰
は
、
死
者
を
し
て
極
楽
浄
土
に
往
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
広
義
で
の
呪
術
的
儀
礼
で
あ
り
、
そ
の
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美

術

CI 
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た
め
の
哀
訴
の
対
象
と
し
て
阿
粥
陀
仏
が
礼
拝
さ
れ
て
い
た
と
考
う
べ
き
で
あ
る
」
(
井
上
一
九

五
六
、

二
二
貝
)
と
も
、
ま
た
「
即
ち
浄
土
教
芸
術
の
隆
盛
は

一
見
浄
土
教
そ
の
も
の
の
優
勢
を

示
す
ご
と
く
錯
覚
に
導
く
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
事
実
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
こ
、
で
、
奈
良
時
代
の
浄
土
教
芸
術
の
う
ち
に
本
来
の
意
味
で
の
浄
土
教
の
発
達
を
示
す
も

の
が
全
然
な
い
と
推
定
す
る
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
多
く
の
場
合
、
恐
ら
く
基
本
的
に
は
、
死

者
の
追
善
の
儀
礼
と
し
て
造
作
さ
れ
礼
拝
さ
れ
た
も
の
が
き
わ
め
て
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
極
楽
浄
土
は
自
己
の
往
生
す
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
故
人
の
行

く
べ
き
と
こ
ろ
、
阿
嫡
陀
仏
は
救
済
者
や
観
想
の
対
象
で
は
な
く
て
、
故
人
の
冥
福
の
た
め
の
哀

訴
の
対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
(
井
上

一
九
五
六
、

二
五
頁
)
と
も
述
べ
る
。
井
上
光
貞
は
阿

弥
陀
仏
や
阿
弥
陀
浄
土
変
相
の
制
作
意
図
が
古
代
の
浄
土
教
で
は
追
善
の
た
め
の
礼
拝
に
あ

っ
た

の
に
対
し
、
中
世
の
浄
土
教
で
は
浄
土
教
本
来
の
自
己
の
往
生
や
救
済
の
意
味
に
由
来
し
た
と
指

摘
す
る
。

ま
た
大
野
達
之
助
は
『
上
代
の
浄
土
教

〈
日
本
歴
史
叢
書
二
八
〉』
の
中
で
、
「
さ
て
天
平
宝
字

四
年
以
降
、
阿
弥
陀
仏
像
・
浄
土
変
相
が
数
多
く
造
ら
れ
た
の
は
、
光
明
皇
太
后
の
追
福
を
祈
る

の
が
契
機
に
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
造
形
美
術
を
通
し
て
阿
弥
陀
仏
を
信
仰

し
た
の
は
、
当
時
の
阿
弥
陀
信
仰
の
特
質
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
当

時
の
信
仰
は
阿
弥
陀
仏
の
相
好
(
仏
身
の
色
々
な
特
徴
で
、

三
十
二
相
八
十
種
好
を
数
え
る
)
を

念
じ
て
極
楽
往
生
を
願
う
、
い
わ
ゆ
る
観
想
念
仏
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
」

(大
野

一
九
七
二
、

一一

七
頁
)
と
述
べ
、
阿
弥
陀
仏
像
や
阿
弥
陀
浄
土
変
相
が
、
光
明
皇
太
后
の
追
福
祈
願
以
降
、

盛
ん
に
つ
く
ら
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
観
想
念
仏
に
よ
る
阿
弥
陀
信
仰
に
基
づ
い
て
い
た

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
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