
印
度

に
於
け
る
初
期
浮
土
教

の
意
圖
す

る
竜

の

(
結

城
)

印
庭

に
於
け
ろ
初
期
浮
土
教

の
意
圖
す

う
も

の
結

城

令

聞

一「
初
期
澤
土
教
」
と
は
初
期
漂
土
経
典
に
出
工
く
る
阿
彌
陀
佛
思
想

の
こ
と
、
「
意
圖
す
る
も
の
」
と
は
、
何
故
に
さ
う
し
た
経
典
が
世
に

出
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
と
云
ふ
理
由
を
探
り
、
阿
彌
陀
佛
思
想
が
何

を
圭
張
せ
ん
と
し
工
ゐ
る
か
を
看
取
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ

工
こ
こ
で
は
、
経
典
に
出
工
く
る
法
藏
の
読
話
と
か
、
極
樂
の
荘
嚴
と

か
が
、
ど
ん
な
資
料
が
累
積
し
工
今
の
様
に
な
つ
た
か
と
云
ふ
様
な
こ

と
を
云
は
ん
と
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
が
如
何
な
る
歴
史
的
な
意
味
を

背
負

つ
工
構
想
さ
れ
た
か
と
云
ふ
、
経
典
結
集
者
の
意
圖
を
探
ら
ん
と

す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
何
も
浮
土
経
典
だ
け
の
問
題
で
な
く
、
大
乗

一
般
に
通
ず
る

問
題
で
あ

る
が
、
大
乗
経
典
、
或
は
大
乗
思
想

の
成
立
を
論
ず

る
場

合
、
學
者
は
た
い
工
い
阿
含
よ
り
大
乗
へ
、
佛
読

の
唯

一
の
手
懸
り
と

し
工
阿
含
を
考

へ
、
阿
含
こ
そ
佛
論
に
近
く
、
大
乗
は
後
世
の
爽
雑
物

の
附
加
さ
れ
た
も
の
、
特
に
漂
土
教

の
如
き
は
そ
の
雄
な
る
も
の

而

し
工
後
世
の
交
雑
的
資
料
の
累
積
加
重
さ
れ
工
い
く
跡
づ
け
を
試
み
る

こ
と
に
よ
つ
工
、
そ
れ
を
論
謹
し
よ
う
と
し
工
き
た
様
で
あ
る
。
阿
含

や
部
派
の
所
論
中
に
、
大
乗
に
似
た
読
、
或
は
進
歩
的
と
考

へ
ら
れ
る

論
が
あ
る
と
、
そ
れ
を
抽
象
し
、
そ
れ
こ
そ
が
大
乗
の
起
源
を
爲
す
も

の
、
そ
れ
へ
、
時
代
の
下
る
に
從
つ
工
種

女
な
る
爽
雑
物
が
加
重
し
、

途
に
大
乗
の
成
立
と
な
つ
た
と
云
ふ
様
な
論
を
見
受
け
る
が
、
そ
れ
は

全
く
右

の
如
き
立
場
か
ら
、
大
乗
の
成
立
を
見
出
し
工
い
か
う
と
し
工

ゐ
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
も

一
方
法
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
私

は
、
そ
ん
な
抽
象
的
な
見
方
で
、
果
し
工
大
乗

の
起
源
を
把

へ
う
る
で

あ
ら
う
か
に
つ
い
工
疑
問
を
も
つ
。
否
そ
ん
な
方
法
で
よ
い
の
か
、
方

法
自
舳瞠
に
つ
い
工
さ

へ
納
得
出
來
な
い
様
に
思
ふ
。
少
な
く
と
も
然
う

し
た
方
法
で
は
、
大
乗
興
起
の
歴
史
的
意
味
な
ど
は
全
く
見
出
せ
な
い

と
考

へ
る
。
そ
れ
は
帥
ち
、
阿
含
に
圭
騰
を
置
く

阿
含
研
究

の
態
度
で

あ
つ
工
大
乗
に
封
す
る
態
度
で
は
な
い
。
西
紀
前
後
頃
、
突
如
、
然
も

陸
績
と
し
工
現
は
れ
た
、
般
若
、
華
嚴
、
法
華
、

無
量
壽
、
維
摩
等

の

諸
大
乗
輕

に
は
、
そ
れ
が
現
は
れ
ざ
る
を
得

な

か

つ
た
必
然
的

な
意
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味
、
庸
史
的
な
契
機
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
と
思
ふ
。
大
乗
の
興

起
に
つ
い
工
は
、
資
料
が
ど
う
加
重
せ
ら
れ
工
い
つ
た
か
と
云
ふ
こ
と

の
以
前
に
、
何
故
に
そ
れ
が
現
は
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
か
と
云
ふ
、

よ
り
本
質
的
な
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ

れ

の
解
明
を
無
覗

し
工

は
、
経
典
結
集
者
の
意
圖
な
ど
は
把
握
出
來
る
も
の
で
な
い
と
思
ふ
。

二

大
乗
と
か
小
乗
と
か
と
云
つ
工
も
、
も
と
も
と
佛
読

に
根
擦
し
工
ゐ

る
の
で
あ

る
か
ら
、
共
同
的
な
も
の
が
あ
る
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

或
は
叉
大
乗
経
典
中
に
於
工
も
、
最
初
期
の
八
千
頚
般
若

の
如
き
が
、

南
方
大
衆
部
を
基
盤
と
し
工
成
立
し
た
の
で
あ
ら
う
と
云
は
れ
工
ゐ
る

如
き
、
大
小
爾
乗
が
極
く
自
然
的
に
結
ば
れ
工
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
然

し
だ
か
ら
と
蓉
つ
工
、
類
似
黙
を
抽
象
的
に
と
ら

へ
、
何
で
も
大
乗
で

さ

へ
あ
れ
ば
、
よ
り
以
後

の
成
立
な
る
が
故
に
、
よ
り
以
前
の
阿
含
や

部
派
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
は
當
を
得
た
も
の
で
な
い
檬
に

思
ふ
。
私
が
こ
う
し
た
璽考

へ
方
に
な
る
様
に
な
つ
た
の
に
は
次

の
様
な

諸
種
の
理
由
に
よ
る
。

1
、
佛
在
世
時
代
の
教
團
組
織
は
、
出
家
と
在
家
と
の
爾
者
か
ら
成

立
し
工
ゐ
る
。
其
足
戒
で
か
た
め
ら
れ
た
出
家
と
、

三
齢
五
戒
を
條
件

と
し
工
ゐ
る
在
家

の
人

々
と
の
間
に
は
、
佛
論
自
騰
も
相
違
し
工
ゐ
た

で
あ
ら
う
が
、
た
と
ひ
同

一
佛
読
で
あ
つ
た
揚
合
で
あ
つ
工
も
、
時
代

の
輕
過
と
共
に
爾
者
の
闇
に
は
、
生
活
條
件
の
相
違

か
ら
く
る
自
つ
か

ら
な
る
結
果
と
し
工
、
そ
の
理
解

の
仕
方
に
相
當

の
相
違
を
來
す
こ
と

は
當
然
で
あ
る
。

2
、

マ
ハ
ー
ヴ
ア
ン
サ
に
よ
れ
ば
、
佛
滅
の
年
、

大
迦
葉
が
王
舎
城

の
七
葉
窟
で
、
五
百
入
の
比
丘
を
集
め

工
第

一
同
目

の
結
集

を

し
た

が
、
そ
の
時
富
蘭
那
は
、
五
百
の
比
丘
を
牽
ひ

工
南
山
に
在
り
、
大
迦

葉
の
結
集
に
よ
る
も
の
と
、
食
法
に
關
し
工
意
見
を
異

に
し
、
自
ら
世

奪
に
嘉
け
る
が
如
く
受
持
す
べ
し
と
云
つ
工
大
迦
葉

の
結
集
に
同
意
し

な
か
つ
た
と
傳

へ
ら
れ
工
ゐ
る
。
勿
論
善
意
か
ら
で
は
あ
る
が
、
結
集

が
上
座
の
教
團
統
制
に
、
都
合
の
よ
い
様

に
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う

こ
と
は
容
易
に
推
定
し
う
る
。

3
、
今
日
の
阿
含
は
出
家
教
團
た
る
部
派

の
傳
承
し
た
も
の
で
、
そ

の
性
格
が
大
髄
に
於
工
出
家
中
心
的
の
も
の
で
あ
る
。
故

に
若
し
そ
れ

で
以
工
、
當
時

の
佛
教
全
膿
を
表
は
す
も
の
だ
と
考

へ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
非
常
な
偏
頗
な
考

へ
方
で
、
出
家
教
團
の
さ
さ

へ
手
と
し
工
重
要

な
役
割
を
な
し
、
佛
の
精
神
を
規
範
と
し
工
實
践
し
工
き
た
在
家
教
團

の
存
在
を
忘
れ
工
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
在
家
中
心
の
結
集
は
な
か
つ
た

に
し
工
も
、
在
家
教
團
中
に
流
れ
工
ゐ
た
佛
教
精
神
は
、
自
つ
か
ら
出

家
教
團
の
そ
れ
と
は
異

つ
た
形
で
、
必
ず
や
在
家
教
團
の
人
女
に
活
濃

に
織
承
さ
れ
工
い
つ
た
と
考

へ
工
も
何
等
非
理
は
な
い
筈
で
あ
る
。

4
、
佛
滅
後
の
佛
教
史
が
、
今

の
と
こ
ろ
出
家
教
團
の
歴
史
、
,
 
部
派

の
歴
史
と
云
ふ
形
で
編
纂
さ
れ
工
ゐ
工
、
そ

の
支
持
者
た
る
在
家

の
信

者
群
が
顧
み
ら
れ
工
ゐ
な
い
。
然
う
云
ふ
歴
史

の
見
方
で
は
、
軍
に
歴

印
度

に
於

け
る
初
期
漂
土
教

の
意
圖
す

る
竜
の

(
結
 

城
)
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印
度
に
於
け
る
初
期
深
土
教
の
意
圖
す
る
も
の

(結
 
城
)

史
だ
け
で
な
く
、
佛
教
精
紳

の
把

へ
方
に
つ
い
工
も
歓
陥
を
生
ず
る
で

あ
ら
う
。

5
、

初
期
大
乗
維
典
た
る
般
若
、
華
崩巌
、
十
地
、
法
典
半
、
澤
土
、
維

摩
等
が
世
に
出
だ
し
た
の
は
、
大
髄
紀
元
前

一
世
紀
頃
か
ら
約
二
世
紀

間
に
亙

つ
工
ゐ
る
が
、
そ
の
頃
が
、
恰
も
部
派
分
裂
の
最
終
段
階
や
や

以
前
の
頃
で
あ
る
こ
と
は
注
目
に
償
す
る
。

6
、
所
が
そ
の
頃

の
大
乗
経
典
の
性
格
を
み
る
と
、
大
髄
に
於
て
部

派
佛
教

へ
の
反
抗
、
或
は
批
到
と
云
ふ
こ
と
が
共
通
的
で
あ
る
。
而
し

工
同

一
批
到
で
も
、
般
若
の
如
く
部
派
を
地
盤
と
し
工
そ
の
上
に
興
り

う
る
も

の
、
否
必
ず
し
も
部
派

の
論
に
よ
る
ま
で
も
な
く
、
佛
読
と
し

工
部
派

と
共
通
的
な
も
の
の
上
に
あ
る
般
若

の
如
き
も
の
も
あ
る
が
、

同
時
に
部
派
の
出
家
教
團
を
地
盤
と
し
工
は
ど
う
し
工
も
芽
生

へ
得
な

い
様
な
も

の
、
全
く
部
派

へ
の
レ
ヂ
ス
タ
ン
ス
と
し
工
成
立
し
工
ゐ
る

と
考

へ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
例
せ
ば
法
華
の

一
乗
三
乗
の

如
き
は
、

全
く
部
派

へ
の
批
到
で
あ
6
が

そ

の
批
到

の
如

き
、
或
は

「
小
乗
に
貧
著
す
る
三
藏
の
墨
者
に
親
近
せ
ざ

れ
」
(安
樂
行
品
)
と

云
つ
た

の
は
未
だ
し
も
、
常
不
輕
菩
薩
比
丘
が
、
四
衆
に
封
し
工
禮
拝

を
行
ふ
が
如
き
、
、所
謂
る
禮
俗

の
こ
と
は
小
乗
戒
に
於
工
は
明
ら
か
に

破
戒
と
な
つ
工
ゐ
る
そ
の
破
戒
行
爲
が
、
善
美
な
る
も
の
と
し
工
す
す

め
ら
れ
工
ゐ
る
が
如
き
は
、
と
う
工
い
出
家
教
團
や
部
派
を
地
盤
と
し

工
は
育
た
な
い
性
格
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ

の
他
華
嚴

の
入
法
界
品

に
於
け
る
善
財
童
子
が
、
求
道
の
過
程
に
於
工
、
婆
羅
門
、
童
男
、
童

女
、
船
師
、
香
商
、

比
丘
尼
な
ど
を
往
訪
し
工
求
道
し
工
ゐ
る
こ
と
、

或
は
こ
の
経

の
會
座

で
、
迦
葉
、
舎
利
弗
、
目
蓮
等

の
佛

の
大
弟
子

が
、
如
聾
如
唖
と
し
工
扱
は
れ
工
ゐ
る
こ
と
、
或
は
維
摩
輕
に
於
け
る

佛

の
大
弟
子
上
座
の
比
丘
が
、
在
家

の
老
翁
維
摩
に
弾
呵
ぜ
ら
れ
工
ゐ

る
が
如
き
、

こ
れ
ら

の
構
想
は
、
出
家
者
た
る
部
派

の
入

々
の
中
か
ら

生
れ
出
た
と
云
ふ
よ
り
も
、
寧
ろ
他

の
地
盤
、

印
ち
從
來
佛
教
史

の
表

面
に
出
な
か
つ
た
。
然
し
嚴
然
と
し
工
事
實
存
在
し
工
ゐ
工
、
佛
陀

へ

の
信
仰
を
持
ち
つ
づ
け
工
き
た
在
家

の
信
者
群
を
地
盤
と
し
工
生
み
出

さ
れ
た
も
の
だ
と
思
ふ
の
は
決
し
工
無
理
と
は
思
は
な
い
。
師
ち
當
時

の
教
團
澹
當
者
た
る
部
派

の
出
家
の
、
飴
り
に
も
無
氣
力
に
し
工
枯
渇

し
た
歌
態

に
樹
し
工
、

レ
ヂ

ス
タ
ン
ス
と
し
工
け
つ
起
し
た
在
家
の
信

者
群
を
地
盤
と
し
工
、
多
く

の
大
乗
経
典
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な

い
で
あ
ら
う
か
。

7
、

一
方
部
派

の
歌
態
を
み
る
と
、
滅
後
第

三
百
年
に
有
部
か
ら
分

派
し
た
化
地
部
に
、
櫓
中
有
佛
読
が
唱

へ
ら
れ
工
ゐ
る
。
大
毘
婆
沙
論

百
三
十
に
ょ
る
と

「若
唯
施
レ佛
、
但
佛
鷹
レ
受
、
衆
不
レ受
故
幅
爲
レ劣
、
.

若
施
二
僧
衆
、
櫓
衆
與
レ佛
、
倶
鷹
二納
受
恥
故
福
爲
レ
勝
、
」
と
構
し
工
ゐ

る
の
で
あ
り
、
宗
輪
論

で
は

「
僧
中
有
レ佛
故
施
レ信
者
便
獲
二
大
果
、

非
二
別
施

一レ
佛
、
佛
與
三
一乗
一皆
同

一
道
、

同

一
解
脱
」
と
な

つ
工
ゐ

る
。
化
地
部
が
有
部
よ
り
分
派
す
る
や
、
直
ぐ
そ
の
化
地
部
よ
り
法
藏

部
が
分
派
し
工
し
ま
つ
た
。
法
藏
蔀

の
詮
に
よ
る
と
、
宗
輪
論
に

「
佛

錐
レ
在
二僧
中
所
撮
一然
別
施
レ
佛
果
大
非
レ僧
、
佛
與
三
一乗
鳳解
脱
錐
』
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而
聖
道
異

」
と
あ
る
如
く
、
佛
に
施
す
と
曾
に
施
す

と

の
果

に

つ
い

工
、
化
地
部
が
同
と
す
る
に
つ
い
工
異
と
唱

へ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

こ

の
問
題
は
確
か
に
法
一藏
部
が
化
地
部
か
ら
離
れ
る
原
因
の

一
つ
と
な
つ

工
ゐ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
が
、

一
艦
ど
う
し
工
然
う
云
ふ
こ
と
が
問
題

と
な
つ
た

の
で
あ
ら
う
か
。
人
々
は
、
佛
に
供
養
す
る
よ
り
も
現
實
の

生
き
た
教
團
に
供
養
す
る
こ
と
を
す
す
め
た
化
地
部
の
圭
張
を
、
大
衆

部
的
大
乗
的
だ
と
云
う
工
ゐ
る
が
、
化
地
部
は
現
に
上
座
部
系
の
有
部

か
ら
分
派

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
然
う
安
易
に
そ
の
事
を
以
工
大
衆
部

的
だ
な
ど
と
云

へ
な
い
と
思
ふ
し
、
叉
そ
れ
が
同
時

に
大
乗
的
だ
と
云

ふ
の
も
飴

り
に
も
便
宜
圭
義
的
だ
と
思
ふ
。
こ
の
時
代
は
恰
も
初
期
大

乗
蓮
動
が
開
始
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
工
や
が
工
大
乗
経
典
が
世

に
出

る
時
期
で
あ
る
ゆ
既
に
述
べ
た
如
く
、
大
乗
蓮
動
は
沈
滞
せ
る
部
派
教

團

へ
の
批
到
で
あ
り
反
抗
で
あ
り
、
同
時

に
佛
陀

へ
の
復
齢
蓮
動
で
あ

る
め

こ
の
大
乗
蓮
動
に
動
揺
を
感
じ
た
部
派
が
、
僧
伽
擁
護

の
封
抗
蓮

動
と
し
工
嚢
言
し
た
圭
張
が
、
化
地
部
の
読
と
な
つ
工
現
は
れ
て
ゐ
る

の
で
な
い
か
と
憶
測
す
る
わ
け
で
あ
る
。

三

以
上
の
様
な
色
々
な
材
料
を
な
ら
べ
工
み
た
結
果
、
結
局
私

に
は
次

の
様
に
考

へ
ら
れ
工
く
る
。
部
派

の
進
歩
的
な
も

の
か
ら
大
乗
が
出
工

く
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
大
乗
運
動
の
本
筋
は
、
必
ず
し
も
部

派
か
ら
で
な
く
、
む
し
ろ
佛
滅
後
表
面
に
出
な
か
つ
た
在
家
教
團

の
人

女
の
、
革
進
的
な
意
味
で
の
繹
茸

へ
の
復
齢
蓮
動

そ
れ
で
な
か
つ
だ

か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
而
し
工
そ
の
運
動

に
附
随
し
工
現
は
れ
た
大
乗

経
典
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
封
す
る
使
命
を
幣
び
工
ゐ
る
わ
け
で
あ

る
が
、
今
私
が
こ
こ
に
題
目
と
し
工
あ
げ
工
ゐ
る
浮
土
経
血

に
つ
い
工

云
ふ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
繹
奪
を
如
何
に
理
解
す
べ
き
か
と
云
ふ
問
題
に

つ
い
工
、
小
乗
部
派
の
理
解

に
封
決
を
求
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

自
己
の
見
解
を
表
白
し
た
も
の
だ
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
る
と
思
ふ
。
從

來
の
學
者
は
、
阿
彌
陀
佛
を
、
阿
含

に
於
け

る
古
仙

と
か
過
去
佛

と

か
、
寧
ろ
繹
奪
と
別
な
る
佛

の
獲
展
し
た
も
の
と
し
工
そ
の
跡
づ
け
に

苦
心
し
工
ゐ
る
の
で
あ
り
、
又
縄
奪

に
、
實
際
然
う
し
た
自
己
以
外
の

佛
を
認
め
た
痕
跡
が
あ
る
で
あ
ら
う
か
と
云
ふ
こ
と
に
つ
い
工
心
を
碑

い
工
ゐ
る
様
で
あ
る
が
、
私
は
然
う
云
ふ
抽
象
的

な
考

へ
方
を
探
り
た

く
な
い
。
阿
彌
陀
佛
信
仰
、
浮
土
教
蓮
動
が
最
初

に
表
面
化

し
た

の

は
、
印
度
の
西
北
部
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
は
學
者

の

一
般
に
云
ふ
所
で

あ
る
が
、
(然
う
で
な
い
と
し
工
も
支
障
は
な
い
が
)
若

し
然

う
だ
と

す
る
と
、
こ
れ
は
や
は
り
當
時
西
北
印
度
地
域

一
帯
に
教
勢
を
張
つ
工

ゐ
た
、
有
部
等

の
部
派

の
人

々
の
縄
蕾
丁理
解

へ
の
批
到
と
し
、
叉
封
決

と
し
工
現
は
れ
た
も
の
で
な
い
か
と
考

へ
る
。
必
ず
し
も
有
部
に
限
る

必
要
は
な
い
。

一
般
に
部
派
的
な
考

へ
方
か
ら
す

る
と
、
八
十
入
滅
の

繹
奪
を
理
解
す
る
の
に
、
浬
盤

の
膿
揮
滅
な
り
と
し
工
、
滅
後
の
繹
尊

を
殆
ん
ど
虚
無
化
し
,
 
工
ゐ
た
の
で
あ
る
。
在
家
教
團
の

一
員
と
し
工
加

入
し
工
ゐ
る
文
學
者
や
藝
術
家
が
、
部
派
的
な
そ
ん
な
繹
奪
理
解

で
満

印
度

に
於
け

る
初
期
浮

土
教

の
意
圖
す
る
竜

の

(
結
 

城
)
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印
度
に
於
け
る
初
期
浮
土
教
の
意
圖
す
る
も
の

(結
 
城
)

足
す
る
わ
け
が
な
い
で
あ
ら
.う
。
同
時

に
在
家
教
團

の
人

女
か
ら
云
ふ

と
、
滅
後

の
繹
奪
を
虚
無
化
す
る
所
に
、
今
日
の
部
派

の
塵
頽
が
あ
る

と
み
工
と

つ
た
の
に
相
違
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
積
極
的
な
繹

奪
観
、
帥
ち
阿
彌
陀
佛
思
想
が

一
つ
の
問
題
と
し
工
提
起
さ
れ
た
の
で

な
い
か
と
思
ふ
。
繹
奪

の
偉
さ
、
永
遠
性

に
封
す

る
佛
教
徒

の
思
慕

は
、
佛
滅

の
直
後
よ
り
法
身
思
想

と
な

つ
工

現
は
れ
、
更
に
菩
薩
思

想
、
本
生
課
等

の
如
き
も
の
を
獲
生
せ
し
め
工
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

こ

れ
ら
は
何
れ
も
佛
教
徒

の
繹
奪
理
解
の

一
表
現
で
あ
る
。
か
う
し
た
理

解
の
仕
方

を
す
る
流
派
の
人
女
が
、

こ
れ
こ
そ
繹
奪

の
眞
實
相
で
あ
る

と
し
工
示

し
た
の
が
、
實
に
大
無
量
壽
経
で
あ
つ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
経
の
組
織
構
造
に
つ
い
工
は
今
は
燭
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
こ
の
経

で
は
、
繹
奪

を
し
工
阿
彌
陀
佛
を
語
ら
し
め
工
ゐ
る
構
造
と
な
つ
工
ゐ

る
が
、
そ
れ
ば
實
に
繹
奪
を
し
工
繹
奪
自
膿
を
語
ら
し
め
工
ゐ
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
阿
彌
陀
佛
を
見
る
も
の
こ
そ
實
に
繹
奪
を
見
る
も
の
で

あ
る
と
云
ふ
こ
と
を
圭
張
せ
ん
と
す
る
の
が
、

こ
の
大
無
量
壽
経
・の
結

集
者
の
意
圖

な
の
で
あ
る
。

四

法
華
経

の
如
ぎ
は
久
遠
の
繹
迦
を
立
工
工
眞
實
の
繹
奪
を
表
現
し
工

ゐ
る
が
、
大
無
量
壽
経
の
如
き
も
、
若
し
眞
實
の
繹
奪
を
読
か
ん
と
す

る
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
何
故

に
法
華
・経
の
如
く
繹
奪

の
名
を
以
工
し
な

か
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
と
云
ふ
疑
問
が
起
つ
工
く
る
。
そ
れ
に
つ
い
工

は
爾
面
か
ら
答

へ
う
る
と
思
ふ
。
第

一
に
は
繹
奪

を
表
は
す
に
繹
奪
以

外
の
名
を
以
工
す
る
の
は
、
佛
教
文
學

一
般

の
表

現
形
式
で
あ
つ
た
の

で
、
そ
の
方
法
が
用
ひ
ら
れ
工
ゐ
る
と
云
ふ
こ
と
。
次
に
第
二
に
は
、

繹
迦
の
名
を
以
工
す
る
よ
り
も
阿
彌
陀
佛
の
名
を
以
工
す
る
方
が
、
表

現
方
法
と
し
工
す
ぐ
れ
工
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
工
は
嘗

つ
工
既
に

述
べ
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
蝕
で
は
省
略
す
る
。

(
こ
の
報
告
は
丈
部
省
科
學
研
究
費
に
ょ
る
も
の
)
。

-48-


