
採』
蓮
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な
り
ま
し
た。

な
と
ま
ど
い
は、

そ
の
当
時、

東
洋
美
術
に
関
心
を
持
つ
一
般
の
人
々
や
勉

強
を
始
め
て
聞
も
な
い
学
生
た
ち
の
間
の、

も
っ
と
も
大
き

n

本
美
術
と
111

川
美
術
の
区
別
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
し
た。
つ
ま
り、

IJ
本
の
絵
凹、

彫
刻
は、

仏
教
的
な
題
材
に
し
ろ
tit
俗
的
な
も
の
に
し
ろ、

お
お
む
ね

は、

中
国
か
ら
派
牛
し
た
も
の
だ、

と
一
般
的
に
い
わ
れ
て

い
た
の
で
す。

西
洋
に
お
け
る
東
ア
ジ
ア
美
術
の
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
と
い
え
ば
ほ
と
ん
ど
は、

浮
枇
絵
版
両、

根
付、

印
篭、

歩
を
歩
み
だ
し

お
お
い
に
美
術
史
的
関
心
を
抱
く
よ
う
に

ル
芙
術
館
に
戻
っ
た
の
で
す。

H
本
芙
術
の
理
解
へ
の
第

と
伴
に
学
ぶ
と
い
う
豊
か
な
経
験
を
得
て、

米
田
の
シ
ア
ト

）
と
に
な
り、

沢
山
の
美
術
品
を、

じ
か
に
11
本
の
5
門
家

年
間
に
わ
た
り、

11
本
美
術
の
輻
広
い
セ
ミ
ナ
ー
を
受
け
た

将
校
と
し
て、

H
本
に
滞
在
し
た
こ
と
に
始
ま
り
ま
す。

H
Q)
の
市
民
情
報、

教
育
部
の
芙
術・
記
念
物
部
門
の
文
民

私
が
本
格
的
に
11
本
美
術
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は、
い
ま
か
ら
几
十
年
ほ
ど
前、

辿
合
駐
留
市
総
司
令
部
(
G

前
コロ

講
演
記
録

「
日
本
美
術
の
芸
術
的
想
像
力」

こ
れ
を
始
ま
り
と
し
て、

日
本
美
術
の
公
飾
様
式
と
い
う

る
と
い
う
こ
と
で
し
た。

狩
野
派
の
絵
画
そ
し
て
時
代
か
下
が
る
仏
像
で
し
た。

派
の
絵
画
と
仏
像
は、

大
体、

館
で
み
ら
れ
る
も
の
で
し
た。

狩
野

い
く
つ
か
の
大
都
市
の
美
術

美
術
館
で
の
仕
ボ
の
か
た
わ
ら、

私
は
シ
ア
ト
ル
の
ワ
シ

ン
ト
ン
大
学
の
客＂
只
教
授
と
し
て
芙
術
史
の
勉
強
を
始
め
た

ば
か
り
の
学
生
た
ち
を
教
え、

ま
た
n

本
芙
術
と
中
国
共
術

の
述
い
を
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
を
引
き
出
そ
う
と
し
ま
し

た。
こ
の
こ
と
は、
『
美
学
と
美
術
批
評』
ニ
一
巻
の
一
号、
と

い
う
学
術
雑
誌
に
発
表
し
た「
H
本
と
中
国
芙
術
の
対
比」
と

い
う
論
文（
註
1)
に
ま
と
め
ま
し
た。

H
中
対
比
の
例
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は、

H
本
美
術

の
い
く
つ
か
の
様
式、

と
り
わ
け
琳
派
そ
し
て
陶
磁
器
の
装

飾
に
み
ら
れ
る
要
索
で
す。

そ
れ
は、

ニ
ト
世
紀
初
め
の
四

半
祉
紀
に
マ
チ
ス
や
ピ
カ
ソ
等
の
作
品
に
み
ら
れ
る、

よ
い

怠
味
で
の
装
飾
的
な
特
徴
に
通
じ
る
も
の
で
す。

加
え
て
特

箪
で
き
た
の
は、

n
本
の
画
家
が
説
話
的
な
主
辿
を
描
く
楊

合、

中
国
の
画
家
よ
り
も
は
る
か
に
情
熱
を
注
い
で、

や
紡
い
を
表
わ
そ
う
と
し、

講
師
11
シ
ャ
ー
マ
ン•
E・
リ
ー

風
剌
的、

動
き

戯
画
的
手
法
を
用
い

こ
の
講
浙
会
は、
十
月一
H
か
ら
十一
月
卜
六
n
ま
で
開
催
さ
れ
た
聞
館

一
間
年
記
念
展「
珠
£
の
＂
＊
芙
術

ーー
細
兄コレ
ク
ションの
全
貌
と
ポス
ト

ン、
ク
リ
ー
プ
ラ
ン
ド、
サッ
ク
ラ
ー
の
話
起
作」
に
あ
わ
せ
て
企
圃
さ
れ
た。

ぷ
帥
の
リ
ー
団
士
は、
ア
メ
リ
カ
の
ク
リ
ー
プ
ラン
ド
美
術
館
の
元
館
K
で、

中
国
絵
画
史
の
権
威
と
し
て
知
ら
れ
る
が、
M
時
に
第
二
次
大
戦
後の
H
本
滞

介
を
通
じ
て
H
本
美
術へ
の
追
詣
を
深
め
ら
れ、
苫
苫’,Japanese
Decora,
 

tiv
e
 Ar
t

及

ぴ上^

Re
flec
tions
o
f
 Real
i
t
y
 in
 Ja
panese
 /\r
t"
 

!l、
H

本
芙
術
の
特
質
につい
て
の
博
上
の
長
年
の
名
察
が
ま
と
め
ら
れ
てい
る。
lUlじ
u

はい
ず
れ
も、
最
近
あ
ま
り
み
ら
れ
な
く
なっ
た
欧
米
の
美
術
史
家
に
よ
る
lJ

木
芙
術
の
特
骰
論
と
し
て
独
自
の
価
伯
を
持つ
も
の
で
あ
る。
今
圃
の
講
演
は

さ
ら
に
広
が
り
深
まっ
た
氏
の
11
木
又
術
観
が
披
露
さ
れ
た
も
の
て、
博
上
の

A
本
で
の
講
涸
は
こ
れ
が＂血
初
で
も
あ
り、
二
F
0
名
近
く
の
聴
衆
が
参
加
し

、

J

o当
II
の
通
訳
を
中
国
絵
画
史
の
小
林
宏
光
教
授
に
依
頼
し
た。
本
秘
は、

リ
ー
博
上
の
歴油
原
松
の
小
林
教
授
に
よ
る
翻
訳
で
あ
る。

＊
一
九
几
六
年
十
JI
二
十
じ
R
⑪

於
千
菜
市
芙
術
館
講
堂
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す。 っ
て、

仏
教
は
様
々
な
宗
教
観
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
り
ま

虔
な、

お
そ
れ
と
驚
き
に
み
ち
た
複
雑
な
教
義
の
展
開
に
よ

考
え
が
発
展
し、
一
九
六
一
年
の
ク
リ
ー
プ
ラ
ン
ド
芙
術
館

と
シ
カ
ゴ
美
術
館
で
の
展
唸
会
の
主
題
に
な
り
ま
し
た。

H

本
側
の
好
怠
で
行
し
出
さ
れ
た
作
品
を
含
む、
一
七
六
点
の

様
々
な
芙
術
品
が
展
示
さ
れ、

日
本
の
芸
術
家
た
ち
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
発
逹
し
た
装
飾
技
法
が、

平
安、

桃
山、

江

戸
時
代
を
中
心
と
し
て、

幅
広
く
紹
介
さ
れ
た
の
で
す。

そ
こ
に
は、

コ
ラ
ー
ジ
ュ、

劇
的
な
非
対
称
構
図、

移
動

す
る
複
雑
で
反
具
象
的
な
意
匠
や
文
様、

建
築
や
風
製
の
図

式
的
な
空
間
の
表
現
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
す。

よ
い
怠
味
で

大
胆
な、

お
も
い
き
っ
た
色
彩
の
介
在
は、

装
飾
様
式
に
不

可
欠
で
あ
り、

浮
惟
絵
版
画
に
基
盤
を
与
え
る
も
の
で
し
た。

さ
ら
に
浮
世
絵
版
画
は、

十
JL
世
紀
末
か
ら
ニ
ト
世
紀
初

頭
の
印
象
派
お
よ
び
後
期
印
象
派
の
西
洋
の
画
家
た
ち
の
目

を
見
開
か
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す。

長
い
間
日
本
の
伝
統
と

し
て
生
き
続
け
て
き
た
美
術
様
式
が、

西
洋
美
術
が
革
新
的

な
変
化
を
始
め
る
時
機
に
海
を
わ
た
る
や、

近
代
化
の
或
い

は
現
代
化
の
た
め
の
杵
想
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
の
で
す。

「
H
本
美
術
と
中
国
美
術
の
対
比」
の
研
究
に
始
ま
り‘

そ

こ
で
多
少
は
好
奇
心
を
み
た
し
た
の
で
し
た
が、

以
後、

私

は
装
飾
的
な
美
と
は
別
に、

い
わ
ゆ
る
写
実
ヽ七
義
或
い
は
現

実
主
義
に
大
き
な
関
心
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す。

そ
れ

は、

風
剌
そ
し
て
風
俗
と
い
う
形
で、

日
本
美
術
に
い
つ
も、

繰
り
返
し
現
わ
れ
る
表
現
上
の
特
竹
で
す。

こ
う
し
た
写
実

或
い
は
現
実
的
表
現
を、

徹
底
し
た
或
い
は
極
端
な
方
法
で

実
現
す
る
の
は、

い
か
な
る
場
合
も、

決
し
て
中
国
美
術
に

術
的
で、

し
か
も
ユ
ー
モ
ア
に
あ
ふ
れ、

説
得
力
の
あ
る
も

の
で
す。

先
生
は、

装
飾
性
と
写
実
性
と
い
う
二
つ
の
特
質

に
加
え、

遊
戯
性
と
い
う、

U
本
美
術
の
第
三
の
特
質
を
提

示
さ
れ
た
の
で
す。

そ
れ
は、

明
ら
か
に
H
本
美
術
の
大
き

な
特
殊
性
で
あ
る
と
思
い
ま
す。

こ
の
遊
戯
性
と
い
う
考
え

方
に、

H
本
美
術
の
さ
ら
な
る
特
質
を
発
掘
し
よ
う
と、

私

そ
こ
で、

本
題
に
入
リ
ま
す。

本
H
の
発
表
の
H
的
は、

米

迎
図
と
茶
の
湯
と
い
う
も
の
を
通
し
て、

H
本
美
術
の
新
た

な
理
解
を
深
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
す。

説
得
性
の
あ
る
議

論
に
よ
っ
て、

そ
う
し
た
理
解
の
一
助
と
し
た
い
の
で
す。

来
迎
図
の
美
的
独
自
性

仏
教
は
他
の
い
か
な
る
侶
仰
よ
り
も、

表
現
内
容
が
多
彩

な
図
像、

図
様
を
持
ち、

深
い
宗
教
的
感
梢
を
有
す
る
も
の

で
す。

原
初
の
仏
教
の
修
行
に
み
ら
れ
る
厳
格
さ
に
始
ま
り、

チ
ベ
ッ
ト、

中
央
ア
ジ
ア
そ
し
て
極
束
地
域
に
拡
が
る、

敬

こ
れ
は、

繊
細、

微
妙
な
教
義
に
も
と
づ
い
て
曼
荼
羅、

図

像
に
表
わ
さ
れ
ま
す。

歴
史
的
説
話
が、
Jfn主
人、

聖
職
者
す

な
わ
ち
僧
侶
そ
し
て
民
間
の
信
者
た
ち
に
よ
る
寄
進‘

協
力

で
具
体
的
に
絵
画
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す。

仏
画
や
仏

も
励
ま
さ
れ
た
わ
け
で
す。

を
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た。

辻
教
授
の
論
文
は、

学

み
ら
れ
な
い
こ
と
で
す。

し
か
し、

方
の、

高
度
に
洗
練
さ
れ
た
芸
術
的
な
装
飾
的
特
質
と
の
均

衡
を
保
つ
も
の
で
あ
り、

両
者
が
現
わ
れ
る
時
代
も
ほ
ぽ
濯

な
り
ま
す。
つ
ま
り、

硬
貨
の
一
面
が
写
実
性
で
あ
り、

も

う
一
面
が
装
飾
性
で
す。

日
本
美
術
の
＂
写
実
主
義“
が
も
つ
意
味
は、

胆
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
簡
略
単
純
に
み
え
る
装
飾
的
側
面
と

は
迫
っ
て、

は
る
か
に
複
雑
で
す。

禅
宗
の
月
像
画、

浮
棋

絵、

花
島、

動
物
の
正
確
な
描
rそ

風
刺
画
や
戯
画、

西
洋

画
法
で
風
尿
画
を
描
く
試
み、

地
獄
絵
の
た
ぐ
い、

成
話
絵

巻
な
ど
を
み
る
と、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
複
雑
な
意
味
合

い
の
あ
る
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す。

そ
れ

は、

ど
の
よ
う
な
理
解
が
な
さ
れ
る
に
し
て
も、

簡
単
に
言

え
ば、

確
信
を
も
っ
た
で
き
得
る
か
ぎ
り
の
手
法
に
よ
っ
て

描
か
れ
て
お
り、

対
象
の
姿
形
に
た
い
す
る
襄
梵
な
関
心
の

現
わ
れ
な
の
で
す。

ク
リ
ー
プ
ラ
ン
ド
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
私
に
と
っ
て
の

二
回
目
の
展
覧
会
は、
「
n
本
美
術
に
み
ら
れ
る
現
実
の
反
映」

で
し
た。

し
か
し
な
が
ら、

写
実
性
と
い
う
主
題
の
複
雑
さ

と
古
代
仏
教
美
術
の
特
質
を
示
す
こ
と
に
は、

必
ず
し
も
成

功
し
た
と
は
い
え
ま
せ
ん
で
し
た。

-
JL
八
六
年
の
こ
と
で
す
が、

当
美
術
館
館
長
の
辻
惟
雄

先
生
の「
H
本
美
術
の
遊
戯
性」（
註
2)
と
い
う
御
高
論
を
拝
読

し
て、

世
界
の
美
術
に
お
け
る
日
本
芙
術
の、

特
別
な
役
割

教
彫
刻
が、

或
い
は
単
独
に
或
い
は
複
数
の
形
で
礼
拝
の
た

め
に
制
作
さ
れ、

神
型
な
教
義
や
如
米、

舒
蒔、

天
部
な
ど

も
ろ
も
ろ
の
仏
像
の
関
係、

日
本
に
お
い
て
は、

一
方
の、

大

天
上
の
そ
し
て
歴
史
的
な
場
所

が、

目
で
み
え
る
形
に
表
わ
さ
れ
ま
す。

仏
教
美
術
で
は
圧

固
的
に、

人
物
像
を
用
い
る
こ
と
が
多
く、

そ
れ
が
洗
練
さ

れ
た
具
象
的
な
表
現
に
よ
っ
て
発
達
し、

信
仰
の
並口
遍
的
な

性
質
と
力
に
よ
っ
て、

俯
侶
や
俗
人
た
ち
を
説
得
教
化
す
る

手
段
と
な
っ
た
の
で
す。

極
東
の
仏
教
の
図
像
や
凶
様
は、

イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ

ア
を
経
て
中
国、

朝
鮮
へ、

さ
ら
に
海
を
わ
た
っ
て
両
国
か

ら
日
本
へ、

西
暦
五
七
五
年
以
前
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た。

中

国
文
化
と
と
も
に
仏
教
は、

日
本
と
い
う
島
の
王
国
の
社
会

と
信
仰
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
ま
す。

寺
院
の
建
立、

仏
教
図
像
そ
し
て日
器
荼
羅
の
制
作
は
大
規

校
に
行
な
わ
れ、

建
築
家、

画
家、

彫
刻
家
た
ち
の
技
術
と

能
力
は、

す
で
に
五
0
0
年
以
上
の
経
験
を
も
つ
中
国
で
の、

中
国
化
し
た
仏
教
美
術
の
伝
統
に
直
接
触
発
さ
れ
る
形
で、

急

速
に
進
歩
し
ま
す。

そ
の
結
果、

初
期
の
A
本
の
仏
教
美
術

は、

隣
国
で
あ
る
中
国
大
陸
の
仏
教
美
術
に
習
い‘

校
倣
し

た
も
の
と
な
り
ま
す。

平
安
時
代
も
ト一
世
紀
と
な
る
と、

支
配
的
で
あ
っ
た
伝

統
的
な
仏
教
勢
力
が、

よ
り
ゆ
る
や
か
で
一
般
向
け
の、

当

時
の
末
法
思
想
に
応
え
る
一
面
を
も
つ
教
義
を
取
り・
人
れ
た

改
革
派
の
挑
戦
を
う
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す。
I

 

0
'-9
二
年

に
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
た
木
法
の
世
の
中
に
は、

西
方
の
極
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ま
り、

法
華
寺
本
は、

本
来
来
迎
図
で
は
な
く、

後
に
三
輻

対
と
し
て
合
成
さ
れ
た
の
で
す。

仏
や
菩
薩
な
ど
が、

神
々
し
い
●―＝
に
囲
ま
れ、

さ
ま
ざ
ま

の
極
楽
に
い
る
様
子
は、

唐
時
代（
六
一
八
ー
九
0
七）
の
中

困
絵
画
に
よ
く
み
ら
れ、

中
国
西
北
部、

敦
灼
の
壁
両
に
主

な
迫
品
が
あ
り
ま
す。

例
え
ば、

第
三
ニ
ー
窟
の
咄
画（
図
2
)

に
は、

若
薩
た
ち
が
手
す
り
ご
し
に
兄
ド
ろ
し、

如
米
が
坐

像
の
二
菩
両
を
左
右
に
従
え、
小去
に
釆
っ
て
左
か
ら
右
へ
と

移
動
す
る
様
が
み
ら
れ
ま
す。

し
か
し、

そ
の
光
誤
は、

お

お
ま
か
で、

阿
弥
陀
の
信
者
を
西
方
の
極
楽
に
迎
え・
人
れ
る

と
い
う、

米
迎
の
考
え
と
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
す。
さ
ら

に‘

敦
灼
の
極
楽
凶
で
は、

［
宮
の
よ
う
な、

左
右
に
廊
下

で
つ
な
が
れ
た
対
届
を
も
つ
殿
閣、

欄
千
を
も
つ
阿
廊
と
形

式
的
な
庭
が
描
か
れ
て
い
て、

当
麻
波
荼
羅
の
よ
う
な、

浄

上
曼
荼
羅
の
脱
型
を
示
し
て
い
る
の
で
す。

そ
こ
で、

平
等
院
鳳
肌
堂
の
両
面（
図
3
)

こ
そ
が、

米
迎
図

の
は
じ
ま
り
の
盤
を
に
ぎ
る
の
で
す。

そ
の
来
迎
の
楊
面
は、

大
和
絵
に
よ
り、

な
だ
ら
か
に
波
打
つ
緑
の
丘
や
松
が
繁
る

山、

色
付
い
た
落
菓
樹
や
花
咲
く
木
々
が
お
り
な
す
風
最
の

内、

外
に
描
き
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す。

阿
弥
陀
と
そ
の
従
者

た
ち、

評
社
や
斉
楽
を
演
奏
す
る
天
人
た
ち
が
霙
に
釆
り、

斜

め
下
方
に、

僧
侶
に
付
き
添
わ
れ
た
死
が
近
い
念
仏
者
の
も

と
に'
lUl
か
っ
て
降
り
て
行
く
の
で
す。

米
迎
の
場
面
は、

俯

侶
の
源
信
が
JL

八
四
年
の
十一
月
か
ら
翌
年
の
四
月
の
聞
に

苫
わ
し
たr
往
生
愛
集』
の
記
述
に
基
づ
い
て
い
ま
す。

を
と
と
の
え
る
た
め
に
描
き
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す。
つ

は
Ii
ト
年
或
い
は
そ
れ
以
ヒ
後
に、

米
迎
図
と
し
て
の
形
式

に
幡
を
も
っ
た
南
子
が
描
か
れ
ま
す。
た
だ
し、

は、

ト一
批
紀
前
中
に
描
か
れ
た
に
追
い
な
い
阿
弥
陀
よ
り

脇
の
二
幅

描
い
て
い
ま
す。

脇
の
一
幅
の
一
方
に
観
・竹
と
勢．．
 で、

他
方

な
り、

中
央
に
阿
弥
陀
の
姿
を
正
面
，回
き
に
礼
拝
像
と
し
て

ま
ず、

法
前
寺
の
凹
血
は、

大
き
さ
の
晃
な
る
三
幅
か
ら

じ
―
o
h．
二
年
制
作、

と
考
え
ら
れ
ま
す。

迎
の
場
雁
で
す。

後
者
は、

鳳
瓜
堂
の
洛
成
法
要
の
年
と
闘

治
の
f
等
院
鳳
凰
党
の
内
扉
に
描
か
れ
た
几
つ
の
果
な
る
米

年
1寸

に
あ
る「
阿
弥
陀
三
サ
持
幡
r

埠
�」
の
三
輻
対（
図
1)
と
字

n
水
に
お
け
る
米
迎
図
の
畝
も
1111
い
作
例
は

奈
良
の
法

描
か
れ
ま
す。

し
た
美
し
さ
で、

辿
築
に
し
ろ
風
穀
に
し
ろ
凹芸
か
な
光
殻
に

し
み
や
す
く、

我
々
を
迎
え
入
れ
る
よ
う
な
姿
と
校
を
つ
く

ま
す。

浄
上
宗
の
図
像
は、

法
然
の
布
教
il
的
に
そ
っ
て、

親

は、

繰
り
込
し
い
心
深
く
念
仏
を
叫`
た
る
こ
と
だ
と、
ビ
張
し

が
阿
弥
陀
と
西
方
極
楽
浄
上
に
つ
い
て
の
著
述
と
説
法
を
読

け、

救
済
を
符、

極
楽
に
い
た
る
た
め
に
唯一
効
果
的
な
の

ト
ニ
祉
紀
の
終
わ
り
頃、

法
然――
―
―
ニ―ー＿
ー

す
い
も
の
と
し
て、

ド
附
社
会
に
圧
倒
的
な
支
持
を
得
ま
す。

弥
陀
と
浄
卜
は、

あ
わ
れ
み
に
み
ち
た
直
接
的
で
わ
か
り
や

教
え
の
中
で
絶
対
的
な
什
在
と
な
リ、

そ
こ
で
北
か
れ
る
阿

r
段
と
し
て
打
効
と
な
り
ま
す。

浄
士
教
は

い
ろ
い
ろ
な

楽
浄
t
の、
E
窄
者
で
あ
る
阿
弥
陀
如
米
の
信
仰
が

救
済
の

忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は、

鳳
凰
堂
の
建
物
と
こ
れ
を
水
面

ー
ぃ
か
に
い
わ
ん
や
念
仏
の
功
栢
り、

運
心
年
深
き
者
は、

命
終
の
時
に
臨
ん
で
大
い
な
る
喜
び
自
ず
か
ら
生
ず。

し
か

る
所
以
は、

弥
陀
如
米、

本
頻
を
以
て
の
故
に、

も
ろ
も
ろ

の
菩
社、

百
千
の
比
丘
衆
と
と
も
に、

大
光
明
を
放
ち、

皓

然
と
し
て
U
前
に
在
し
ま
す。

時
に
大
悲
観
世
音、

百
福
荘

厳
の
手
を
中
ぺ、

宝
蓮
の
台
を
さ
さ
げ
て
行
者
の
前
に
至
リ

た
ま
ひ、

大
勢
至
苦
社
は
無
批
の
聖
衆
と
と
も
に、

伺
時
に

讃
嘆
し
て
手
を
授
け、

引
接
し
た
ま
ふ。
こ
の
時、

行
者、

目

の
あ
た
り
自
ら
こ
れ
を
兄
て
心
中
に
歓
喜
し、

身
心
安
楽
な

る
こ
と
禅
定
に
人
る
が
如
し。

ー—（
石
田
瑞
歴
訳
注・
岩
波

文
府
本）

鳳
凰
党
の
米
迎
図
に
も
ど
る
と、

ら
出
た「
九
品
来
迎
図」
で
す。

す
な
わ
ち
九
種
類
の
米
迎
図

は、

念
仏
者
の
功
徳
の
多
在
に
よ
っ
て
米
迎
の
形
が、

九
通

り
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
描
い
て
い
ま
す。

鳳
凰
堂
の
米
迎
図
の
保
存
状
態
は、

決
し
て
よ
く
な
い
の

で
す
が、

そ
の
俊
雅
で
繊
細
な
箪
使
い
は、

古
典
的
な
藤
原

美
術
の
様
式
を
要
約
し
て
伝
え
て
い
ま
す。

前
ね
て
い
え
ば、

「
九
品
来
迎
図」
は、

波
打
つ
丘、

リ
ズ
ミ
カ
ル
に
描
か
れ
た

緑
の
或
い
は
紅
葉
し
た
木
々
の
あ
る、

愛
ら
し
い
大
和
絵
に

よ
る
風
漿
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す。
こ
う
し
た
表

現
卜
の
特
色
は、

鎌
＾れ
時
代
の
米
迎
図
に
受
け
継
が
れ
て
行

き
ま
す。

源
侶
は
次
の
よ
う
に
芦
い
ま
す。

図
1

そ
れ
は
九
品
往
牛
観
か

図
3

図
2
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す。
こ
れ
ら
が、

本
来一
組
の
作
品
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に

尿
都
の
禅
林
寺
の「
山
越
米
迎
図」（
図
7)
は、

阿
弥
陀、

観

図
7

る
海
を
挟
ん
で‘

迪
禁
に
西
方
極
楽
浄
t
が
描
か
れ
て
い
ま

し
く
礼
拝
像
的
な
趣
が
あ
り
ま
す。

絨
に
地
獄
と
地
上
の
様
子
が
描
か
れ、

中
尿
に
大
き
く
拡
が

こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
二
点
の
山
越
米
迎
に
比
べ
る
と、

厳

屏
風（
図
6)
に
は

二
曲一
双
の
昇
風
が
付
屈
し
て
い
て、

前

あ
り
ま
す。
こ
の「
山
越
阿
弥
陀」
の
画
而
に
標
う
雰
囲
気
は、

二
面
か
ら
な
る
京
都、

金
戒
光
明
寺
の「
山
越
阿
弥
陀
図」

か
な
道
へ
導
く
儀
式
に
使
わ
れ
る
画
面
に
似
つ
か
わ
し
く
も

臨
終
の
床
に
あ
る
人
を、

悲
と
哀
れ
み
に
対
す
る
確
固
た
る
信
念
が
表
わ
さ
れ
て
い
ま

す。

そ
れ
は
ま
た、

安
ら
か
に
確

図
5

浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
リ
た
い
と
い
う
舶
い
と、

阿
弥
陀
の
慈

批
に
加
え
ら
れ
た
の
で
す。
こ
の
色
紙
型
の
t日
に
は、

西
方

が
あ
り
ま
す
が

も
と
も
と
は
屏
風
に
な
か
っ
た
も
の
で
後

色
紙
型
の
古
は、

九
JL
四
年
に
源
信
が
井
い
た
と
い
う
伝
承

越
に
描
か
れ
て
い
ま
す。

観
音
と
勢
至
の
上
方
に
み
ら
れ
る

観
音
と
勢
至
若
涯
が
両
脇
に
つ
き
従
い

金
色
の
三
像
が
Ul

さ
ら
に、

阿
弥
陀
に
比
べ
て
小
さ
く
描
か
れ
た
半
身
像
の

図
6

く
守
っ
た
逍
徳
的
な
規
範
を
も
否
定
し
た
の
で
す。
た
だ
し、

）
の
過
激
な
考
え
方
で
は、

受
戒
を
拒
否
し、

法
然
が
固

図
4

に
ャ！
す
池、

そ
し
て
庭
園
自
体
が、

最
も
早
い
米
迎
の
形
の

例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す。

建
築
と
し
て
も、

仏
像
と
し

て
も、

絵
画
と
し
て
も、

庭
園
と
し
て
も
で
す。
こ
の
実
物

大
の
西
ガ
極
楽
浄
土
は、

源
信
が
心
に
描
い
た
も
の
で
も
あ

り、

末
法
の
世
が
始
ま
る
時
に
作
ら
れ
た、

来
迎
中
の
来
迎

の
表
現
で
あ
り、

藤
原
粕
道
と
宮
廷
が
作
り
出
し
た
迫
存
す

る
峡"InJ
傑
作
な
の
で
す。

今
H
に
伝
わ
る
最
大
の
来
迎
図
は、

や
は
り
大
変
有
名
な

—
二
幅
対
で
す。

木
来
は
巨
大
な
一
幅
の
掛
軸
で
比
畝
111
の
安

楽
踪
に
伝
わ
り、
一
五
七
一
年
以
降、

高
野
山
の
有
志
八
幡

講
十
八
筒
院
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る「
阿
弥
陀
型
衆
米
迎
図」

（
図
4)
で
す。

高
さ
二
m
―
-
cm
に
お
よ
ぶ
大
画
面
は、

源
信

が
心
に
想
い
描
い
た
来
迎
に
匹
敵
す
る
複
雑
綿
密
な
構
成
で、

慈
悲
深
い
金
色
の
阿
弥
陀
如
来、

つ
き
従
う
快
活
な
菩
薩
や

楽
天
た
ち
の
姿
は
見
る
者
を
圧
飼
し
ま
す。

中
央
の
阿
弥
陀
は、

依
然
と
し
て
礼
拝
像
の
姿
で
正
面
を

向
い
て
座
り、
一
方、

先
に
伸
び
た
裳
の
上
に
は、
立
品暉
の

姿
が
あ
り
ま
す。

し
ば
ら
く
後
に、

よ
う
や
く
我
々
は、

ひ

か
え
め
に
風
穀
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
付
き
ま
す。

阿

弥
陀
の
下
方
の
湖
と
左
幅
の
左
下
に
大
和
絵
の
手
法
で
描
か

れ
た
秋
の
斤
と
谷
で
す。

鳳
凰
堂
の
米
迎
図
を
参
考
と
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す。

と
こ
ろ
で、

十
二
llt
紀
の
来
迎
図
で
迫
存
す
る
も
の
は
わ

ず
か
で
す。

奈
良
の
長
谷
寺
の「
来
迎
図」
に
は、

鳳
凰
党
の

「
九
品
米
迎
図」
か
ら
の
大
き
な
進
展
は
あ
り
ま
せ
ん。

そ
の

親
髭
の
革
新
的
な
教
え
と
山
越
来
迎
の
間
に
は、

特
に
つ
な

が
り
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
す。

岡
崎
譲
治
氏
は、

そ
の
著
苫『
浄
七
教
両』（
註
3)
の
中
で、

山
越
来
迎
と
若
名
な
神
社、

特
に
熊
野、

那
智
大
社
と
の
関

わ
り
を
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す。

文
献
迂
科
だ
け
で
は
な
く、

京

都
の
柑
モ
法
林
寺
の「
垂
迩
山
越
米
迎」
掛
軸（
図
5
)

(

-

―
ニ――

八
以
前）
が
あ
り
ま
す。

阿
弥
陀
が
一
人
で
那
智
山
の
上
に
芸

の
中
か
ら
半
身
を
み
せ、

樹
木
の
上
や
山
合
い
に
立
ち
現
わ

れ
て
い
ま
す。
こ
う
し
た
神
道
と
の
関
わ
り
は、

鎌
介
時
代

後
半
の
山
越
米
迎
図
の
特
色
で
あ
る、

仏
教
図
像
と
自
然
の

詩
的
な
調
和
を
説
明
す
る
の
に
布
効
で
す。

画
面
で
は、

型
衆
降
下
の
様
子
が
斜
め
正
面
向
き
に
画
面
を

右
上
方
か
ら
左
下
方
にr
lul
か
っ
て
描
か
れ
て
い
ま
す。
こ
の

形
式
と
古回
野
山
の
三
輻
対
の
正
面
向
き
の
形
式
は、

十
二
世

紀
と
十=-
tit
紀
前
半
の
鎌
倉
時
代
に
一
般
的
で
す。

米
迎
図
の
構
図
上
の
大
き
な
発
展
は、

つ
づ
く
L
十
年
間

に
お
こ
り
ま
す。

山
越
来
迎
と
早
来
迎
と
い
う
二
つ
の、

そ

れ
ぞ
れ
に
独
自
な
来
迎
図
が
生
ま
れ
る
の
で
す。

両
者
と
も

自
然
を
大
切
に
あ
っ
か
い、

米
迎
の
光
禁
と
等
し
い
重
み
で

描
く
点
が‘

極
め
て
H
本
的
で
あ
る
と
思
い
ま
す。
こ
の
点

で
は、

鳳
凰
堂
の
来
迎
図
の
画
家
の
創
意
工
夫
や
高
野
山
の

米
迎
図
に
示
唆
的
に
現
わ
れ
た
自
然
描
写
の
流
れ
を
う
け
て

お
り、

花
咲
く
春
や
紅
業
の
秋
が、

来
迎
そ
の
も
の
と
同
等

に
あ
っ
か
わ
れ
て
い
ま
す。
ま
ず、

山
越
来
迎
を
兄
て
み
ま

し
ょ
う。

山
越
米
迎
の
代
表
的
な
三
点
は、

す
べ
て
十
三
世
紀
後
半

の
作
で
す。

法
然
上
人
の
没
後(―
ニ
―
――)
か
な
り
後
の
こ

と
で
す
が、
一
屑
急
進
的
な
浄
土
真
宗
の
親
覺（―
-
七
三
ー

―
二
六
二）
の
時
代
で
す。

彼
は、

阿
弥
陀
の
無
限
大
の
慈
愛

は
あ
ら
ゆ
る
人
に、

善
悪
を
問
わ
ず
お
よ
ぽ
さ
れ
る
と
い
い

ま
す。

と
い
う
の
も、

未
法
の
惟
で
は、

誰
も
善
行
に
よ
っ

て
救
済
さ
れ
る
の
で
は
な
く、

た
だ
阿
弥
陀
が
祝
福
を
与
え、

人
は
こ
れ
を
受
け
と
め
る
だ
け
の
こ
と
で
西
方
浄
土
に
生
ま

れ
変
わ
り、

そ
し
て
物
質
的
な
批
界
に
戻
っ
て
く
る
の
で
あ

る、

と
親
髭
は
考
え
た
か
ら
で
す。

く
く、

付
屈
の
屏
風
は、

米
迎
図
に
あ
と
か
ら
加
え
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う。

る
者
の
手
に
紐
を
結
ん
で、

こ
の
来
迎
図
は、

明
ら
か
に
臨
終
の
床
で
使
わ
れ
る
た
め

に
作
ら
れ
た
の
で
す。

五
色
の
絹
で
編
ん
だ
細
引
き
の
紐
の

実
物
が、

両
面
上
阿
弥
陀
の
合
わ
せ
ら
れ
た
両
手
の
と
こ
ろ

に
少
し
残
っ
て
い
ま
す。

付
き
添
う
僧
が、

臨
終
の
床
に
あ

阿
弥
陀
に
よ
っ
て
極
楽
の
方
に

引
き
寄
せ
ら
れ
る
感
じ
を
抱
か
せ
る
わ
け
で
す。
そ
し
て、

春

の
景
色
が
両
面
の
三
分
の
一
以
t
を
し
め、

高
野
山
の
来
迎

図
よ
り
は
る
か
に
広
く‘

低
い
丘
陵
が
大
和
絵
の
手
法
で
描

か
れ
て
い
ま
す。

43 42 



茶
の
湯
文
化
の
普
逼
性

音 、

勢
ゼ
の
居
る
場
所
と
動
き
に
つ
い
て 、

さ
ら
に
進
ん
だ 、

徴
妙
な 、

複
雑
な
構
成
と
な
り
ま
す 。

杯
の
尿
色
が 、

こ
こ

で
は
両
面
の
中
分
以
k
を
し
め
る
の
で
す
が 、

阿
弥
陀
は
山

の
背
後
に 、

特
莉
は
山
の
前
面 、

こ
ち
ら
側
に
流
れ
米
る
裳

と
と
も
に
描
か
れ
ま
す 。

四
反
土
が
小
さ
く
前
派
の
風
菜
の

両
側
に
現
わ
れ 、

中
央
の
ド

の
h
に 、

二
人
の
巫
チ
が
幡
を

も
ち 、

近
付
い
て
く
る
阿
弥
陀
の
先
触
れ
と
し
て
立
っ
て
い

ま
す 。

奥
行
の
表
現
が
進
歩
し 、

丘
陵
が
一
層
リ
ズ
ミ
カ
ル

に
な
リ 、

全
体
の
印
象
と
し
て
よ
り
叙
情
的
な 、

形
式
に
と

ら
わ
れ
な
い
画
面
と
な
っ
て
い
ま
す 。

梵
語
の
阿
と
い
う
字

が 、

真
匡
密
教
で
繰
り

返
し
唱
え
ら
れ
る
の
を 、

し
て
い
る 、

ほ
の
め
か

と
岡
崎
氏
は
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す 。

蔽
後
に
取
り
t

げ
る「
山
越
米
迎
図」（
図
8)
は
文
化
庁
の
所

符
に
な
る
も
の
で 、

大
阪
の
卜

野
清一
郎
氏
iU
蔵
の
作
品
で

す 。

山
越
米
迎
図
の
中
で 、

も
っ
と
も
型
に
は
ま
ら
な
い 、

詩

梢
あ
ふ
れ
る
画
面
で
す 。

阿
弥
陀
は
や
や
斜
め
向
き
で 、

ほ

ん
の
わ
ず
か
に
首
を
か
し
げ
て
い
ま
す 。

阿
弥
陀
に
つ
き
従

う
六
像
は 、

観
音 、

勢
ギ 、

地
蔵
の
三
苦
森
の
他 、

向
か
っ

て
ん
の
二
人
が
笛
と
太
鼓
を
浙
奏
し 、

向
か
っ
て
右
手
の
背

後
の
一
人
は
金
の
鉗
杖
を
持
っ
て
い
ま
す 。

こ
れ
ら
の
楽
人
た
ち
は 、

も
っ
と
大
規
校
な
品
野
山
の
米

迎
図
に
み
ら
れ
た
楽
人
た
ち
の
姿
を
息
い
起
こ
さ
せ
ま
す 。
ま

た千云
は 、

後
か
ら
前
へ
下
力
に
た
な
び
き 、

霧
の
よ
う
で 、

線

的
表
現
が
滅
っ
て
い
ま
す 。

全
体
的
に 、

よ
り
ソ
フ
ト

な
感

じ
で 、

繊
細
な
戟
金
の
装
飾
が
優
稚
さ
を
加
え 、

柔
ら
か
な

が 、

あ
ま
り
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す 。

山
越
米
迎
と
早
来

迎
で 、

米
迎
図
像
が
完
結
し
た
の
で
す 。

と
は
い
え 、

山
越

米
迎
と
早
来
迎
そ
し
て
そ
れ
以
前
の
米
迎
の
観
念
と
来
迎
図

を
生
み
出
し
た
宗
教
家
と
両
家
は 、

H
本
の
浄
上
仏
教
の
創

迅
性
を
に
な
っ
た
わ
け
で
す
し 、

宗
教
美
術
の
祉
界
に
大
い

な
る
貢
献
を
し 、

確
固
た
る
足
跡
を
残
し
た
の
で
す 。

米
迎
図
が 、

日
然
の
風
穀
と
仏
教
図
像
を
結
び
つ
け
た
独

自
の
世
界
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て 、
む回
度
で
特
別
な
芸

術
的
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
す
れ
ば 、

茶
の
湯
は 、

後
桃
の

H
本
文
化
に 、

ひ
と
つ
の
支
配
的
地
位
を
占
め
た
と
い
え
る

で
し
ょ
う 。

荼
の
湯
は 、

確
か
に
中
国
に
起
源
が
あ
り
ま
す
が 、

そ
れ

と
は
形
が
奥
な
り 、

誰
も
が
知
っ
て
い
る
口
本
独
特
の
芸
術

で
す 。

私
は 、

荼
の
湯
の
実
践
と
そ
の
哲
学
性
に
つ
い
て
は 、

か
ね
が
ね
f£
盾
し
た
感
情
を
持
っ
て
い
ま
し
た 。

し
か
し
な

が
ら

一
方
で
茶
の
湯
が
持
つ
文
化
的 、

社
会
的
意
義
と
荼

の
湯
の
た
め
の
道
具
を
中
心
に
多
く
の
芸
術
作
品
が
作
ら
れ

る 、

と
い
う
創
作
に
つ
な
が
る
側
面
を 、

認
め
な
い
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
の
で
す 。

礼 ．
い
中
期
以
降
か
ら
現
代
に
い
た
る 、

の
原
理 、

-·‘
�、汁ピ田＾

形
式
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は 、

は
批
判
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が 、

後
世
の 、

荼
の
湯

あ
る
い

荼
の
湯
が
持
つ
社
会
的 、

し、

知
恩
朕
の「
爪
米
迎
図」
の
後
に
は 、

米
迎
図
発
展
の
余
地

山
や
毒
の
様
＋
を
整
え
て
い
ま
す 。

山
越
米
迎
の ｀

潜
在
邸

品
に
印
象
付
け
る
よ
う
な
暗
示 、

す
な
わ
ち
n
然 、

金
色
の

像 、

光
背
を
み
る
と 、

枠
嘉
堂
文
庫
美
術
館
の「
春
ll
曼
荼

羅」
な
ど
の
神
道
絵
両
を
想
い
だ
し
ま
す 。

111
越
米
迎
ほ
ど 、

自
然
の
風
栞
と
仏
や
菩
薩
の
姿
を
巧
み
に
と
け
こ
ま
せ
て 、

神

秘
的
な
家
教
画
と
す
る
例
は
ま
れ
で
す 。

山
越
阿
弥
陀
と
伺
様
に 、

11
然
と
仏
秤
歯
た
ち
を
組
み
合

わ
せ
る
極
め
て
炭
例
の
作
品
が 、

点
都
の
知
恩
院
の「
早
米
迎

図」（
図
9)
で
す 。

高
野
山
の
米
迎
図
の
伝
統
を
継
い
で 、

横
物

の
掛
釉
と
い
う
稀
有
な
形
態
を
と
り
ま
す 。
こ
れ
に
よ
っ
て 、

呑
尿
色
が
広
々
と
明
瞭
に
描
ャ：
さ
れ
ま
す
が 、

阿
弥
陀
と
習

廂
た
ち
は
通
常
の
米
迎
図
よ
り
も
小
さ
め
に
描
か
れ 、

画
而

を
斜
め
に
横
切
る
辿
や
か
な
降
下
と
大
き
な
動
き
を
表
わ
す

た
め
の
空
間
が
用
慈
さ
れ
ま
す 。

両
面
の
右
下
の
隅
に
は 、

棺
皮
在
の
家
の
中
に 、

迎
え
る
僧
が
座
り 、

は
る
か
上
方
に
は
ミ
ニ
ア
チ
ュ
ア
の
鳳

凧
党
の
よ
う
な
寺
眈
建
築
が
み
え
ま
す 。

花
咲
く

木
々 ‘

陰

欝
に
不乎
ん
だ
よ
う
な
斤
悛 、

た
な
び
く
白
雲
に
釆
っ
た
金
色

輝
く

聖
衆
が
お
り
な
す
対
比
は 、

視
党
的
な
刺
激
と
な
り 、

米

迎
の
ス
ピ
ー
ド

感
と
と
も
に 、

十
三
椛
紀
後
半
と
い
う
時
代

ら
し
い
画
面
で
あ
る
こ
と
を
ポ
し
て
い
ま
す 。

十
三
批
紀
後

半
と
い
え
ば 、

る
尤
冦
を 、

た
り
ま
す 。

武
力
と
神
風
で 、

紐
ゑ‘
を

11
タK

―
二
七
四
年
と一
―
一
八
一
年
の
二
度
に
わ
た

兄
ポ
に
幣
退
し
た
時
期
に
あ

美
学
的
な
慈
義
は 、

そ
の
創
作
性
に
お
い
て 、

極
め
て
正
要

で
す 。
い
ま
仮
に 、

江
戸
中
期
以
前
の
著
名
な
僧
侶 、

茶
人 、

武
上
や
指
導
的
立
場
に
あ
る
人
々
の
茶
の
湯
に
つ
い
て
の
言

葉
に
耳
を
傾
け
る
な
ら
ば 、

ま
た
仮
に 、

上
や
鉄
や
竹
で
作

ら
れ
た
諸
道
具
を
み
る
な
ら
ば 、

さ
ら
に
も
仮
に 、

十
四
世

紀
か
ら
十
七
世
紀
半
ば
頃
ま
で
の 、

荼
室
や
茶
庭
に
つ
い
て

の
記
述
や
実
際
を
考
え
る
な
ら
ば 、

こ
れ
ら
三
者
が 、

ま
さ

に
一
体
と
な
っ
て 、

理
に
か
な
っ
た
直
観
的
な
枠
組
み
を
構

成
し
て
い
る
こ
と
に
驚
き 、

敬
意
の
念
を
い
だ
き
ま
す 。

品

も
す
ぐ
れ
た
茶
の
好
み
は 、

個
性
的
で
見
ボ
に
統一
さ
れ
た

美
学
を
生
み
出
す
ば
か
り
で
な
く 、

美
術
と
文
化
の
基
本
を

学
ぶ
す
ぐ
れ
た
教
育
の
手
段
に
つ
な
が
る
と
恩
わ
れ
ま
す 。

荼
の
湯
は
ま
た 、

宅
町
後
期 、

桃
山
期 、

江
戸
初
期
に 、

当
時
の
権
力
構
造
や
朴
会
組
乱
の
中
で
発
屎
し 、

形
式
化
し

す
ぎ
た
上
辺
だ
け
の 、

特
殊
に
儀
式
化
し
た
も
の
と
も
な
っ

た
の
で
す 。

私
は 、

こ
の
よ
う
な
問
題
を
専
門
的
に
論
じ
る

つ
も
り
は
な
く 、

荼
の
湯
の
深
い
体
験
も
あ
り
ま
せ
ん 。

し

か
し 、

茶
の
湯
と
い
う
も
の
が 、

関
連
し
て
生
み
出
さ
れ
る

芙
術
品
の
制
作
に
決
定
的
な
彩
郭
を
及
ぼ
し 、

ひ
い
て
は
H

本
芙
術
の
創
造
性
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は 、

さ
さ
か
の
慈
兄
を
持
っ
て
い
ま
す 。

と
こ
ろ
で 、

茶
と
茶
の
湯
の
起
源
は 、

中
国
に
あ
り 、

店

時
代
ま
で
に
は
発
展
し
て
い
ま
し
た 。

中
国
に
渡
っ
た
ll
本

の
俯
が
荼
に
つ
い
て
の
経
験
を
且口
き
残
し 、

帰
国
の
折
に
持

ち
帰
っ
た
の
で
す 。

中
国
の
禅
宗
寺
院
で
の
作
法
占 、

そ
れ

図
8
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は
喫
茶
の
方
法
も
含
む
も
の
で、

鎌
危
時
代
の
終
わ
り
ま
で

に
は、

H
本
の
禅
宗
の
祉
界
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り、

さ

ら
に
来
日
し
た
中
国
僧
に
よ
っ
て
広
ま
り
ま
し
た。

こ
う
し

た
点
に
つ
い
て
は、

ポ
ー
ル
・
ベ
リ
ー、

熊
倉
功
夫
編
『
日
本

の
茶』
(
-

九
九
四）
所
載
の、

村
井
康
彦
氏
の
r
茶
の
湯
の
発

展」
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
大
で
す。

次
第
に
形
成
さ
れ
て
き
て

い
た
茶
の
湯
は、

豊
臣
秀
吉、

-

li
九
一

年
彼
に
よ
っ
て
自

害
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
千
利
休、

利
休
を
追
っ
て
一

六
一

五

年
に
逝
っ
た
占
田
織
部
等
の
時
代
に
完
成
し、

項
点
を
極
め

ま
す。茶

の
湯
に
関
す
る
豊
富
な
歴
史
的、

評
論
的
著
作
は、

中

国
絵
画
の
画
史、

画
家
伝
の
よ
う
に、

詩、

音
楽、

戯
曲
と

い
っ
た
他
の
芸
術
分
野
の
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
の

で
す。

文
学
の
芸
術
論
は、

詩
の
分
析
に
始
ま
る
と
思
わ
れ、

中
世
の、

と
り
わ
け
応
仁
の
乱
(
-

四
六
七
—
ー

四
七
七
以

降）
の
頃
の
社
会
状
況
を
無
視
し
て
は
語
れ
な
い
も
の
で
す。

こ
の
当
時、

社
会
の
あ
ら
ゆ
る
階
脱
に
及
ん
だ
苦
難
や
荒
税

は、

都
か
ら
農
村
に
拡
が
り、

し
ら
け
た、

地
昧
な、

髪
欝

な
空
気`

欠
乏
感
や
喪
失
感
が
人
々
の
生
活
と
あ
ら
ゆ
る
行

動
に
支
配
的
と
な
り
ま
し
た。

喪
失
感
や
欠
乏
感
か
ら
生
ま
れ
る
簡
索
で
飾
ら
な
い
芙
し

さ
の
「
わ
び
」、

枯
れ
て
孤
独
な
「
さ
び
」、

そ
し
て
隠
さ
れ
た

奥
深
い
表
現
の
「
幽
玄」、

と
い
っ
た
考
え
方
は、

打
し
く、

苦

難
に
満
ち
た、

飢
え
た
社
会
が、

人
々
の
心
を
解
放
す
る
た

め
に
必
然
的
に
生
み
出
し
た
も
の
で
す。

禅
宗、

詩、

能、

そ

も
あ
っ
た
帯
院
造
り
の
全
所
の
茶
室
と
は
違
っ
て、

町
の
中

で
野
山
に
住
む、

と
い
う
感
じ
の
茶
室
を
作
り
出
す
の
で
す。

隠
れ
家
に
対
す
る
あ
こ
が
れ
は、

質
索
と
静
寂
を
本
質
と

す
る
も
の
で、

「
わ
ぴ
」
や
「
さ
ぴ
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表

わ
さ
れ
る
孤
独
感
は、

茶
の
か
も
し
だ
す
雰
囲
気
の
一

部
で

あ
り、

仏
教
で
い
う
稔
土
か
ら
離
れ
た
い
と
い
う
願
い
に
通

じ
ま
す。

茶
室
を
取
り
囲
む
庭
に
入
る
こ
と
に
始
ま
り、

茶

室
建
築
を
材
料
に
い
た
る
ま
で
観
伐
し、

茶
を
喫
す
る
と
同

時
に、

室
内
の
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ、

特
に
床
の
間
に
飾
ら

れ
た
絵
や
書
を
楽
し
む
わ
け
で
す。

注
意
深
く
し
つ
ら
え
ら

れ
た
環
境
の
中
で、

こ
う
し
た
要
索
の
す
べ
て
が
一

体
と
な

り、

独
特
の
他
界
が
創
出
さ
れ
ま
す。

あ
る
意
味
で、

茶
の
湯
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は、

ワ
グ
ナ

ー
の
楽
劇
の
よ
う
な
「
芸
術
の
結
合」
に
似
て
い
ま
す。

和
歌

や
能、

茶
道
具
そ
し
て
書
が
北n
き
添
え
ら
れ
た
絵
画
は、

ひ

と
か
た
ま
り
と
し
て
伝
統
と
感
受
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る

ペ
き
も
の
で
す。

茶
の
湯
が、

十
六
世
紀
末
か
ら
十
七
世
紀
初
め
頃
の
陶
磁

器
に
及
ぽ
し
た
影
靱
に
は、

驚
く
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す。

信

楽、

備
前、

伊
買、

丹
波、

越
前
そ
し
て
常
滑
な
ど
の
古
窯

は、

特
に
「
わ
ぴ
」、

「
さ
び
」
の
精
神
を
表
現
す
る
甕、

瓶、

森、

皿
節
を
制
作
し
ま
し
た。

し
か
し、

中
国
の
天
且
風
の
茶
碗
を
作
っ
て
い
た
瀬
戸
で

は、

茶
碗
や
水
指
の
新
様
式
を
考
案
す
る
に
あ
た
り、

茶
人

の
好
み
が
強
く
活
か
さ
れ、

成
果
を
あ
げ
ま
す。

ま
た
瀬
戸

し
て
続
く
荼
の
湯
は、

中
世
人
の
芙
学
と
忍
耐
強
い
研
究
心、

わ
び、

れ
る、

さ
ぴ
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
耳
葉
の
意
味
を
説
明
し
て
く

と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う。

建
築、

造
園、

陶
芸、

生
け
花
の
美
学
と
荼
の
湯
に
関
わ

る
あ
ら
ゆ
る
芸
術
活
動
は、

こ
の
の
ち
急
激
な
新
展
開
を
み

せ
ま
す。

す
な
わ
ち、

秀
吉
が
天
下
を
統
一

し、

徳
川
家
康

か
こ
れ
を
つ
ぐ
と、

多
く
の
人
々
が、

再
び
翌
か
に
な
り
ま

す。

茶
の
湯
は、

支
配
隋
陪
や
商
人
た
ち
が
夢
中
に
な
る
に

つ
れ、

新
た
に
校
沢
な
派
手
な
楽
し
み
と
な
り、

物
灯
的
欲

翌
を
満
た
す
も
の
と
し
て
広
ま
り
ま
す。

茶
の
儀
式
は
続
き

ま
す
が、

時
代
の
変
化
に
伴
っ
て
変
質
す
る
の
で
す。

茶
室
建
築
も
次
第
に
姿
を
変
え、

小
さ
く
簡
索
で、

田
舎

屋
の
よ
う
な
性
格
を
帯
ぴ
た
も
の
と
な
り
ま
す。

大
き
な
梁

と
柱
を
組
み、

砧
昨
や
棺
皮
昨
の
屋
根
を
作
り、

木
造
の
外

壁、

土
壁
等
で
構
築
さ
れ、

明
ら
か
に
裳
家
の
建
築
を
真
似

た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す。

都
市
か
ら
離
れ
た
穂
れ
家
と
し
て

山
荘
と
よ
ば
れ
る
家
が、

小
さ
な
庭
と
と
も
に
建
て
ら
れ
る

わ
け
で
す（
図
10)。

で
す。

簡
潔
で、

茶
室
の
厳
格
な
室
内
は、

ミ
ー
ス
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ロ
ー
エ

の
「
よ
り
少
な
い
こ
と
が、

よ
り
多
い
」
と
い
う、

機
能
主
義

的
な
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
言
薬
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
か
も
知
れ

ま
せ
ん。

事
実、

今
祉
紀
初
頭
の
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
建
築
は、

害

院
建
築
や
茶
室
に
触
発
さ
れ、

応
用
も
し
た
ド
イ
ツ、

ア
メ

リ
カ
の
建
築
家
や
デ
ザ
イ
ン
論
に
深
く
影
曹
さ
れ
て
い
る
の

小
さ
く、

厳
し
い
建
築
様
式
が、

住
居
で

地
区
の
新
た
な
窯、

特
に
美
濃
は、

志
野
焼、

織
部
焼
と
い

っ
た、

繊
細
か
つ
大
胆
な
装
飾
性
を
特
色
と
す
る
作
品
を
生

産
し、

茶
の
湯
の
嗜
好
や
琳
派
の
装
飾
性
を
反
映
し
て
も
い

ま
す。釜

師
は、

も
と
も
と
武
器
や
武
具
を
昔
か
ら
制
作
し
て
い

た
の
で
す
が、

茶
人
の
要
求
に
応
え
て、
「
わ
び
」
の
精
神
を

こ
め
た
鉄
の
釜
を
作
る
よ
う
に
な
り
ま
す。

詩
的
な
感
党
や

含
蓄
を
彫
り、

鋳
出
し
て
釜
の
装
飾
と
し
ま
す。

ま
た、

茶

笑、

茶
杓
や
花
入
れ
は、

竹
の
芸
術
を
盛
ん
と
し
た
の
で
す。

こ
の
よ
う
に
荼
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
工
芸

品
に
は、

い
ず
れ
も、

簡
潔
で
自
然
な
感
じ
の
背
後
に、

高

度
な
技
術
或
い
は
製
造
法
が、

ひ
っ
そ
り
と
隠
さ
れ
て
い
ま

す。
茶
の
湯
に
関
わ
る
こ
う
し
た
事
柄
は、

H
本
の
社
会
で
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す。

そ
れ
は、

く
し
て
茶
の
湯
を
始
め、

一

貰
し
た
規
律

あ
る
教
育
的
過
程
の
た
ま
も
の
以
外
の
何
物
で
も
な
い
で
し

ょ
う。

荼
の
湯
の
宗
派
ご
と
に、

学
習
方
法
は
制
度
化
さ
れ、

四
百
年
の
歴
史
を
持
つ
も
の
も
あ
り
ま
す。

そ
こ
に
は、

若

趣
味
と
し
て
楽
し
む
人
も
い
れ
ば、

逹
人
と
な
っ
て
生
涯
絞
け
る
人
も
い
ま
す。

こ
こ
で、

私
が
何
よ
リ
も
言
い
た
い
の
は、

茶
の
湯
の
教

訓
と
実
践
が、

H
本
の
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
而
に、

さ
ま
ざ
ま

な
形
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す。

と
り
わ
け、

索
材

や
物
の
芙
し
さ
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
そ
う
で
す。

だ
か
ら

こ
そ
私
は、

日
本
人
か
今
日
も、

す
べ
て
の
民
族
の
中
で、

芸

図
10

妙
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至
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As the concepts were the subjects of an exhibition at the Cleveland Museum of Art and the 
Art Institute of Chicago in 1961, Japanese Decorative Style, and the second exhibition of 1983 
in Cleveland, Reflections of Realty in Japanese Art, the two qualities, Decorative Style and 
Realism are clearly particular Japanese contributions in the visual arts. A third characteristic 
which was added by Professor Tsuji in 1986 is Playfulness, a stimulus was provided for searching 
for other such qualities, and it is my purpose here to attempt a convincing argument support
ing two or more such contributions; the Raig6 in Buddhist Art and the Cha-no-yu. 

Buddhist deities residing in various Paradises in the heavenly clouds were common in 
Chinese depictions of the T'ang Dyanasty (618-907), principally in the surviving cave wall paint
ings at Tun Huang in northwest China. But the scene is generalized and is not connected to 
the concept of welcoming the devotee of Amida to the Western paradise. The Hふふdo Raigos 
of the By6d6-in datable to I 053 are depicted above and in landscapes of a clearly recognizable 
Japanese type called Yamato-e (Japanese pictures) showing rolling green hills and mountains 
with pines and colored deciduous and flowering trees. Major innovations occur in the follow
ing fifty years; two of them, strikingly individual, seem to me very Japanese in their embrace 
of nature as an equal partner in the Raig6 image. Seldom has landscape and figural icon been 
so seamelessly combined in a mystical image of a religious nature as in these Yamagoshi Raig6s 
(Amida Crossing the Mountains). The same combination of nature and deity is found in a most 
unusual Raig6 (Swift Raig6) in the Chion-in, Kyoto. The Yamagoshi Raig6s and the Haya Raig6 
completed the possibilities; but the achievements of the theologians and artists of these and 
earlier Raig6 conceptions and images were a major part of a creative surge in Japanese J6do 
Buddhism that remains a distinctive and maj�r contribution to the world of religio�s art 

If the Raig6 is a highly specialized contribution with its own ambiance of landscape-icon 
representation, the Tea Ceremony (Cha-no-yu) is a dominant part of later Japanese culture 
and, despite its ultimate and unformed origins in China, is a unique and well-known aspect 
of Japanese art. One cannot deny the status of the ceremony and the creative nature of the 
numerous works of art produced for their specific use in the ritual. At its best tea taste produced 
a remarkably unified aesthetic philosophy weighted in favor of individual standards and respon
sibilities but also an effective instrument for positive education in the essentials of art and 
culture. I can comment on the ceremony's evident influence upon the production of art associated 
with tea and its contributions to creativity in Japanese art. In a way, the aims of Cha-no-yu 
are not unlike those of Wagner in his "union of the arts" (gesameltkunstwerk). 

All of this is well known at all levels of Japanese society and is the result of what can only 
be described as a thorough and disciplined educational process. From all aspects of society 
are touched by or exposed to the lessons and practice of tea in its various manifestations, espe
cially concern for the aesthetics of materials and objects. This is why I believe the Japanese 
are, of all people, the ones still most concerned and skillful in artistic matters, especially in 
the modern world of commerce and "bottom line" attitudes. The question is, are there com
parable artistic institutions in the West that are available for revival and development or can 
such an institution be invented? I think the latter is the only real possibility. 

Perhaps integrated ways of art are no longer possible within the modern technological
financial culture. If we can recognize our need for art and artistic understanding within a com
plete and fulfilling society, perhaps that particular need will be answered within the present 
public education programs. If not, perhaps a totally new way may appear. In this, Japan's original 
contribution of the tea ceremony to world art should be recognized as a particular and crea
tive way to art 

術
的
な
こ
と
に
放
も
気
を
く
ば
り 、

技
術
的
に
優
れ
て
い
る 、

と
信
じ
て
い
る
の
で
す 。

商
業
的
な
利
益
追
求
が
優
先
す
る

風
潮
の
現
代
社
会
で
は 、
尚
更
そ
う
思
わ
れ
ま
す 。
世
界
の

新
し
い
文
化
状
況
に
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

と
し
て
も 、

芸
術
は 、
H
本
の
社
会
に 、

よ
り
広
く 、

よ
り

深
く

浸
透
し
て
行
く
の
で
す 。

茶
の
湯
は 、

芸
術
教
育
の
場
と
し
て
日
本
で
は
機
能
し
て

い
ま
す 。
し
か
し 、
こ
れ
を
西
洋
に
移
し
て
活
か
す
こ
と
は

無
理
で
し
ょ
う 。
と
い
う
の
は 、

茶
の
湯
は 、

数
百
年
に
わ

た
っ
て
育
ま
れ 、

守
ら
れ
て
き
た 、

西
洋
に
と
っ
て
は
晃
文

化
の
所
産
で
す 。
問
題
は
む
し
ろ 、

西
洋
に 、

荼
の
湯
に
匹

敵
す
る
よ
う
な 、

再
生
と
発
展
に
役
立
て
得
る
芸
術
的
機
関 、

制
度
が
あ
る
だ
ろ
う
か 、

或
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
創
り

出
せ
る
だ
ろ
う
か 、
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す 。
そ
し
て 、

私

は 、

創
り
出
す
し
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す 。

多
く
の
人
が 、

ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
美
術
の
特
別

展
に
対
す
る
関
心
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま

す 。
も
し
も 、
入
場
者
数
の
こ
と
を
い
う
の
な
ら 、

多
分
そ

の
通
り
で
す 。
し
か
し
な
が
ら ‘

入
場
者
と
は
兄
物
人
の
こ

と
で 、

右
往
左
往
す
る
観
衆
で
あ
り 、

彼
ら
は
見
る
だ
け
で

す 。
芸
術
の
実
践
に
参
加
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
す 。
彼
ら

に
は 、

茶
苑
や
茶
杓
の
味
わ
い
を
手
に
感
じ
た
り 、

茶
碗
の

心
地
よ
い
手
触
り
を
知
る
の
と
同
じ
で
は
な
い
に
し
ろ 、

そ

れ
ら
と
比
べ
う
る
よ
う
な
芸
術
的
体
験
と
い
う
も
の
を
想
像

す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う 。

お
そ
ら
く 、

統
合
さ
れ
た
完
全
な
形
の
芸
術
な
ど
と
い
う

も
の
は 、

現
代
の
科
学
技
術
と
金
融
の
文
化
か
ら
は 、

も
は

や
作
り

得
な
い
の
で
し
ょ
う 。
し
か
し 、

わ
ず
か
に
f
兆
が

あ
る
と
し
て
も 、
ほ
と
ん
ど
予
想
不
可
能
な
発
見
や
発
明
も 、

歴
史
上
に
は
確
か
に
あ
る
の
で
す 。
ま
た 、

今
R
の
驚
巽
的

な
科
学
技
術
の
進
歩
に
は 、

そ
れ
な
り
の
慈
志
と
指'luJ
性
が

あ
り
ま
す 。
も
し 、

完
全
に
充
た
さ
れ
た
社
会
で 、

芸
術
と

芸
術
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
ら 、

そ
う
し
た
要
求
に

答
え
る
の
は 、

今
日
の
公
共
教
育
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
り
方

か
も
知
れ
ま
せ
ん 。
そ
う
で
な
い
と
し
た
ら 、

ま
っ
た
く

新

し
い
別
の
方
法
が 、

大
い
な
る
想
像
力 、

思
考
力 、

努
力
と

不
屈
の
梢
神
に
よ
っ
て
出
現
す
る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん 。
こ

う
し
た
こ
と
を
考
え
る
に
つ
け 、
H
本
の
茶
の
湯
は 、

特
別

な 、

創
作
的
な
芸
術
へ
の
道
と
し
て 、

世
界
の
芸
術
に
対
し

独
自
の
貢
献
を
す
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
す 。
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