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始
ま
り
の
奈
良
、
め
ぐ
る
感
動
。

二
〇
一
〇
年
、
西
暦
七
一
〇
年
の
平
城
京
遷
都
が
行
わ
れ
て
か
ら

一
三
〇
〇
年
で
あ
る
。
今
年
度
の
万
葉
旅
行
は
、「
日
本
の
始
ま
り

の
奈
良
」
に
お
い
て
記
念
す
べ
き
年
に
、
池
田
三
枝
子
先
生
と
植
田

麦
先
生
の
ご
指
導
の
も
と
、
助
手
の
荒
金
良
美
さ
ん
と
約
三
〇
名
の

学
生
と
で
九
月
一
五
日
か
ら
一
七
日
の
二
泊
三
日
の
行
程
で
実
施
さ

れ
た
。
九
月
は
暦
で
い
う
な
ら
ば
日
ご
と
に
秋
の
気
配
が
深
ま
る
季

節
で
あ
る
が
、
今
年
は
残
暑
の
厳
し
さ
が
長
く
尾
を
引
い
て
い
た
。

平
城
京
を
中
心
に
古
代
の
宮
都
を
め
ぐ
り
、
当
時
の
文
化
や
歴
史
に

触
れ
る
。
当
時
の
人
々
が
尊
ん
だ
奈
良
の
地
は
、
変
わ
ら
ぬ
姿
で
私

達
を
迎
え
て
く
れ
た
。

一
日
目
（
九
月
一
五
日
）

平
城
遷
都
一
三
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
で
、
大
い
に
盛
り
上
が
る
奈

良
へ
と
お
り
た
ち
私
た
ち
は
さ
っ
そ
く
貸
し
切
り
バ
ス
へ
と
乗
り
込

み
、
ま
ず
は
「
甘
樫
丘
」
へ
と
向
か
っ
た
。「
甘
樫
丘
」
と
は
飛
鳥

寺
の
西
に
あ
る
丘
陵
の
こ
と
を
指
す
。
こ
の
丘
の
頂
か
ら
は
「
香
久

山
・
畝
傍
山
・
耳
成
山
」
の
「
大
和
三
山
」
を
一
望
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
大
和
三
山
は
『
万
葉
集
』
中
で
中
大
兄
皇
子
が
詠
ん
だ

「
中
大
兄
近
江
の
宮
に
天
の
下
知
ら
し
め
す
天
皇
の
三
山
の
歌
」（
巻

一
・
一
三
〜
一
四
番
）
な
ど
に
も
見
ら
れ
、
ま
た
、
香
久
山
は
特
に
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神
聖
視
さ
れ
て
お
り
『
風
土
記
』
な
ど
に
も
登
場
す
る
。
実
際
に
そ

の
頂
に
立
ち
古
代
の
人
々
が
見
た
で
あ
ろ
う
景
色
と
同
じ
景
色
を
目

に
す
る
こ
と
が
で
き
、
と
て
も
感
動
し
た
。

次
に
向
か
っ
た
の
が
「
藤
原
宮
跡
」
で
あ
る
。
こ
の
「
藤
原
宮

跡
」
は
持
統
天
皇
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
都
で
あ
る
が
、
六
九
四
年

か
ら
七
一
〇
年
の
平
城
京
遷
都
ま
で
の
一
六
年
間
と
い
う
わ
ず
か
な

期
間
し
か
都
が
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
藤
原
」
と
い
う
名
は

「
藤
井
が
原
」
と
い
う
地
名
か
ら
き
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
訪

れ
た
際
に
は
、
ま
だ
建
築
物
等
が
復
元
途
中
で
あ
っ
た
た
め
に
全
体

像
を
見
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
当
時
の
宮
城
の

柱
の
太
さ
な
ど
を
体
感
で
き
、
と
て
も
勉
強
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
次
に
私
た
ち
は
い
よ
い
よ
一
日
目
の
メ
イ
ン
と
も
言
え

る
「
大
神
神
社
」
へ
と
向
か
っ
た
。「
大
神
神
社
」
は
、
本
殿
を
設

け
て
お
ら
ず
拝
殿
の
奥
に
あ
る
三
ツ
鳥
居
を
通
し
て
、
三
輪
山
全
体

を
ご
神
体
と
し
て
拝
し
、
上
代
の
信
仰
の
か
た
ち
を
今
に
伝
え
る
我

が
国
最
古
の
神
社
で
あ
る
。
祭
神
は
国
土
開
拓
の
神
と
さ
れ
る
大
物

主
神
と
い
う
神
で
、
配
祀
は
大
己
貴
神
と
少
彦
名
神
で
あ
る
。
天
気

は
あ
い
に
く
の
雨
で
は
あ
っ
た
も
の
の
、
雨
の
中
に
も
趣
が
感
じ
ら

れ
た
。
境
内
の
な
か
に
あ
る
「
巳
の
神
杉
」
と
い
う
ご
神
木
に
は
大

物
主
神
の
化
身
で
あ
る
白
蛇
に
供
え
ら
れ
た
多
く
の
卵
が
そ
な
え
て

あ
っ
た
。
お
賽
銭
や
お
酒
が
供
え
て
あ
る
と
こ
ろ
は
見
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
だ
が
、
卵
が
供
え
て
あ
る
と
い
う
の
を
見
た
の
は
初
め
て

の
こ
と
で
あ
り
、
非
常
に
驚
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
バ
ス
の
な
か

で
池
田
先
生
か
ら
大
物
主
神
は
美
人
の
女
の
人
が
好
き
だ
か
ら
気
を

付
け
る
よ
う
に
と
の
注
意
を
受
け
て
い
た
も
の
の
、
何
の
心
配
も
な

く
無
事
に
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
こ
と
に
少
し
不
満
を
覚

え
る
も
の
の
神
社
そ
の
も
の
は
と
て
も
魅
力
に
溢
れ
て
お
り
、
心
行

く
ま
で
参
拝
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
同
そ
の
壮
大
さ
に
大
騒
ぎ
し

な
が
ら
大
鳥
居
を
く
ぐ
り
最
後
に
向
か
っ
た
の
は
「
天
理
図
書
館
」

で
あ
る
。

「
天
理
図
書
館
」
は
大
正
一
四
年
四
月
に
天
理
教
管
内
の
諸
機
関

の
蔵
書
を
結
集
し
て
、
本
教
の
総
合
図
書
館
成
立
を
計
画
し
た
こ
と

が
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
有
数
の
規
模
を
持
つ
図
書
館
で
あ
り
、

国
宝
、
重
要
文
化
財
、
重
要
美
術
品
を
含
む
和
漢
洋
の
貴
重
書
、
古

典
籍
な
ど
約
二
〇
〇
万
冊
を
所
蔵
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、

特
別
に
普
段
決
し
て
見
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
で
あ
ろ
う
国
宝
に
も
指

定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
蔵
書
の
数
々
を
見
せ
て
い
た
だ
い
た
。
貴
重

な
本
に
囲
ま
れ
て
と
て
も
幸
せ
な
ひ
と
時
を
過
ご
す
こ
と
が
で
き
、

図
書
館
好
き
に
は
た
ま
ら
な
い
訪
問
で
あ
っ
た
。

二
日
目
（
九
月
一
六
日
）

二
日
目
は
、
希
望
者
だ
け
で
は
あ
っ
た
が
天
理
教
本
部
の
見
学
か

ら
始
ま
っ
た
。
天
理
教
本
部
は
、
宿
泊
し
て
い
た
詰
所
か
ら
徒
歩
で

一
〇
分
程
度
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
天
理
教
は
神
道
十
三
派
の
一
つ
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で
、
大
和
の
農
婦
、
中
山
み
き
を
教
祖
と
し
、
天
保
九
年
（
一
八
三

八
）
に
創
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
部
内
に
は
学
校
施
設
が
存
在
し
、
私
た
ち
が
見
学
に
行
っ
た
時

間
は
ち
ょ
う
ど
朝
の
参
拝
の
時
間
帯
だ
っ
た
よ
う
で
、
大
勢
の
学
生

が
本
殿
で
参
拝
し
て
い
た
。
私
は
、
さ
ほ
ど
宗
教
と
か
か
わ
り
の
深

い
学
校
に
通
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
光
景
に
驚
い
た

と
と
も
に
、
一
つ
の
信
仰
の
形
を
見
た
気
が
し
た
。

詰
所
に
帰
り
、
次
に
向
か
っ
た
の
は
石
上
神
宮
だ
。
石
上
神
宮
は

布
都
御
魂
大
神
を
主
神
と
す
る
神
宮
で
、
七
支
刀
を
始
め
多
く
の
文

化
財
を
有
し
て
い
る
。
境
内
に
入
る
と
ま
ず
目
に
つ
く
の
は
鶏
で
あ

る
。
し
か
も
、
小
学
校
の
飼
育
小
屋
な
ど
で
見
慣
れ
た
鶏
で
は
な
く
、

尾
が
長
く
、
ど
こ
か
風
格
す
ら
醸
し
出
す
立
派
な
鶏
だ
。
そ
ん
な
彼

ら
と
し
ば
し
戯
れ
た
の
ち
、
拝
殿
へ
。
参
拝
の
後
、
国
宝
で
あ
る
石

上
神
宮
摂
社
出
雲
建
雄
神
社
拝
殿
を
見
に
拝
殿
の
反
対
側
へ
と
向

か
っ
た
。
以
前
授
業
で
質
素
だ
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
実
際

見
て
み
る
と
な
ん
と
も
親
し
み
や
す
い
国
宝
だ
、
と
い
う
の
が
正
直

な
私
の
感
想
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
永
久
寺
の
建
物
の
一
つ
と
し
て
貴
重

な
遺
構
を
見
学
で
き
た
の
は
と
て
も
有
意
義
で
は
あ
っ
た
が
。

石
上
神
宮
を
後
に
し
、
次
は
薬
師
寺
に
向
か
っ
た
。
薬
師
寺
は
法

相
宗
の
大
本
山
で
、
天
武
天
皇
に
よ
り
発
願
、
持
統
天
皇
に
よ
り
本

尊
開
眼
さ
れ
た
。

見
学
の
初
め
は
西
塔
と
東
塔
。
東
塔
は
薬
師
寺
創
建
当
時
か
ら
現

存
し
て
お
り
、
悠
久
の
時
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
対
す
る
西
塔

は
色
合
い
も
鮮
や
か
で
新
し
い
。
こ
れ
は
昭
和
五
六
年
に
復
興
さ
れ

た
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
時
を
か
け
て
東
塔
の
形
に
近

づ
い
て
い
く
そ
う
だ
。
一
三
〇
〇
年
の
時
の
流
れ
を
目
で
見
る
こ
と

が
で
き
る
貴
重
な
機
会
だ
っ
た
。

次
は
金
堂
の
薬
師
三
尊
像
。
仏
像
本
体
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
私

は
そ
の
台
座
に
感
動
し
た
。
奈
良
時
代
に
お
け
る
世
界
の
文
様
が
集

約
さ
れ
、
当
時
の
文
化
の
一
片
を
見
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
そ
の
後
、

大
講
堂
や
玄
奘
三
蔵
院
を
見
学
し
、
唐
招
提
寺
に
向
か
っ
た
。

唐
招
提
寺
は
律
宗
の
総
本
山
で
、
鑑
真
和
上
の
私
寺
と
し
て
は
じ

ま
り
、
後
に
弟
子
に
よ
り
金
堂
が
建
て
ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
金
堂
に

は
廬
舎
那
仏
・
薬
師
如
来
・
千
手
観
音
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
が
、

ひ
と
際
目
を
引
く
の
は
千
手
観
音
像
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
多
く
の

千
手
観
音
は
本
当
に
千
本
の
手
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
唐
招
提

寺
の
千
手
観
音
像
は
、（
現
在
は
九
五
三
本
し
か
な
い
が
）
当
時
、

千
本
の
腕
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
繊
細
な
仏
像
で
、
そ

の
場
を
離
れ
る
の
が
惜
し
い
く
ら
い
だ
っ
た
。

次
は
、
今
回
の
旅
行
の
メ
イ
ン
と
も
い
え
る
平
城
宮
跡
に
向
か
っ

た
。
遣
唐
使
船
、
朱
雀
門
、
大
極
殿
。
ど
れ
も
色
鮮
や
か
に
復
元
さ

れ
、
当
時
の
情
景
を
伝
え
て
い
た
。
ま
た
、
平
城
京
歴
史
館
内
で
見

る
こ
と
が
で
き
る
シ
ア
タ
ー
で
は
、
大
極
殿
が
当
時
ど
の
よ
う
に
使

用
さ
れ
て
い
た
か
等
を
ス
ク
リ
ー
ン
で
見
る
こ
と
も
で
き
、
大
変
勉
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強
に
な
っ
た
。
今
回
、
平
城
宮
跡
を
見
学
し
て
、
こ
こ
が
当
時
の
中

心
地
で
、
文
化
・
文
学
の
発
展
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
だ
と
思
う
と
、
も

は
や
言
葉
も
出
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
平
城
遷
都
一

三
〇
〇
年
祭
の
記
念
マ
ス
コ
ッ
ト
「
せ
ん
と
く
ん
」
や
「
ま
ん
と
く

ん
」
と
い
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
思
い
思
い
に
写
真
を
撮
る
こ
と
も

で
き
た
。

平
城
宮
の
広
大
さ
に
疲
労
の
色
が
見
え
始
め
た
が
、
次
は
興
福
寺

に
向
か
っ
た
。
興
福
寺
と
い
え
ば
、
最
近
東
京
で
展
示
会
が
行
わ
れ

大
盛
況
を
お
さ
め
た
阿
修
羅
像
で
有
名
だ
。
さ
っ
そ
く
見
学
し
た
が
、

「
阿
修
羅
」
と
い
う
名
と
は
裏
腹
に
そ
の
雰
囲
気
は
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
穏
や
か
さ
さ
え
感
じ
さ
せ
た
。
眉
根
を
寄
せ
て
は
い
る
が
、
苛

烈
な
感
じ
は
せ
ず
、
何
時
間
で
も
見
て
い
ら
れ
る
不
思
議
な
仏
像

だ
っ
た
。

こ
の
日
最
後
の
見
学
は
東
大
寺
。
な
ん
と
四
〇
分
の
弾
丸
見
学
だ
。

境
内
に
は
た
く
さ
ん
の
鹿
が
煎
餅
を
ね
だ
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
ら
を

振
り
切
り
大
仏
殿
へ
直
行
し
た
。
こ
こ
で
は
廬
舎
那
仏
が
安
置
さ
れ

て
い
る
が
、
珍
し
く
写
真
撮
影
が
可
能
で
あ
り
、
私
も
例
に
た
が
わ

ず
カ
メ
ラ
に
収
め
た
。
廬
舎
那
仏
の
感
想
は
た
だ
一
言
「
圧
巻
」
そ

れ
に
尽
き
る
と
思
う
。
そ
の
大
き
さ
は
見
上
げ
る
ほ
ど
で
、
宇
宙
の

真
理
を
す
べ
て
の
人
に
照
ら
す
と
い
う
廬
舎
那
仏
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
だ
っ
た
。

駐
車
場
ま
で
走
っ
て
も
ど
り
、
こ
の
日
の
見
学
は
終
了
し
た
。
夜

に
は
ホ
テ
ル
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
懇
親
会
が
行
わ
れ
、
歩
き
疲
れ
た
体

を
休
め
た
。
ま
た
、
前
日
の
万
葉
百
人
一
首
大
会
の
優
勝
チ
ー
ム
に

池
田
先
生
か
ら
「
せ
ん
と
く
ん
」
グ
ッ
ズ
が
贈
ら
れ
る
な
ど
、
最
後

の
夜
は
楽
し
く
ふ
け
て
い
っ
た
。

三
日
目
（
九
月
一
七
日
）

最
終
日
。
ホ
テ
ル
を
後
に
し
、
ま
ず
初
め
に
向
か
っ
た
先
は
恭
仁

京
跡
。

恭
仁
京
は
、
七
四
〇
年
に
聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
遷
都
さ
れ
た
都
で

あ
る
。
七
四
〇
年
か
ら
の
数
年
間
、
聖
武
天
皇
は
都
を
転
々
と
移
し

て
い
た
。
結
果
こ
の
恭
仁
京
は
三
年
ほ
ど
し
か
使
わ
れ
ず
、
都
が
難

波
に
移
っ
て
か
ら
は
山
背
国
分
寺
に
転
用
さ
れ
た
。
恭
仁
京
は
平
城

京
に
比
べ
る
と
小
さ
な
都
で
あ
り
、
大
極
殿
な
ど
は
平
城
京
で
使
用

大極殿（平城宮跡）
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さ
れ
て
い
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
移
築
し
て
使
用
し
て
い
た
そ
う
で
、

現
代
に
先
駆
け
て
な
ん
と
も
エ
コ
な
都
だ
っ
た
と
い
え
る
。

今
回
は
そ
の
恭
仁
京
跡
の
一
角
で
あ
る
、
国
分
寺
の
塔
跡
を
訪
れ

た
。
バ
ス
を
降
り
て
道
な
り
に
歩
い
て
い
く
。
家
が
立
ち
並
ぶ
道
を

進
み
な
が
ら
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
跡
地
が
あ
る
の
か
心
配
に
な
っ
て
き

た
こ
ろ
、
小
さ
な
公
園
が
見
え
て
き
た
。
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
、
ピ

ク
ニ
ッ
ク
を
し
た
く
な
る
よ
う
な
素
敵
な
風
景
が
広
が
っ
て
い
た
。

と
同
時
に
、
公
園
で
は
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
を
楽
し
む
お
年
寄
り
の
姿
が
。

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
を
楽
し
む
お
年
寄
り
た
ち
の
間
を
横
切
り
国
分
寺
の

塔
が
た
っ
て
い
た
跡
に
あ
る
碑
文
の
前
へ
。

塔
跡
に
は
、
花
崗
岩
で
で
き
た
巨
大
な
礎
石
が
残
っ
て
い
る
。
こ

の
岩
の
上
に
は
七
重
の
塔
が
た
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ

が
、
今
は
そ
の
七
重
の
塔
の
跡
形
は
な
く
想
像
す
る
の
み
。
こ
ん
な

歴
史
的
な
も
の
に
囲
ま
れ
て
生
活
で
き
る
こ
と
を
と
て
も
羨
ま
し
く

思
う
と
同
時
に
、
生
活
の
中
に
文
化
が
息
づ
い
て
い
る
こ
と
に
驚
か

さ
れ
た
。

次
に
向
か
っ
た
の
は
宇
治
に
あ
る
源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
。
宇

治
は
宇
治
茶
と
あ
る
よ
う
に
お
茶
と
、『
源
氏
物
語
』
の
最
後
の
部

分
、
宇
治
十
帖
の
舞
台
と
し
て
有
名
な
場
所
で
あ
る
。

源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
は
そ
の
名
の
通
り
『
源
氏
物
語
』
を
テ

ー
マ
と
し
た
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
あ
る
。
館
内
に
は
、
源
氏
物
語
の
世

界
を
模
型
や
映
像
な
ど
で
再
現
し
た
空
間
が
広
が
っ
て
い
る
。
平
安

時
代
の
文
化
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
の
前
に
広
が
る
の
は

絵
巻
の
世
界
。
源
氏
物
語
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
と
い
う
初
心
者
で
も

す
ん
な
り
源
氏
物
語
の
世
界
に
入
り
込
め
、
楽
し
く
知
る
こ
と
が
で

き
る
。
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
内
の
淡
い
色
使
い
が
と
て
も
美
し
く
印
象
深

か
っ
た
。

源
氏
物
語
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
出
て
、
宇
治
散
策
を
兼
ね
て
次
に
向

か
っ
た
先
は
、
宇
治
上
神
社
と
宇
治
神
社
。
宇
治
神
社
に
は
「
宇

治
」
の
名
前
の
由
来
地
名
起
源
説
と
も
な
っ
た
菟
道
稚
郎
子
と
い
う

神
様
の
家
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
方
、
宇
治

上
神
社
は
我
が
国
最
古
の
神
社
建
築
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

宇
治
十
帖
に
出
て
く
る
八
の
宮
の
山
荘
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
場
所
で

も
あ
る
。
宇
治
上
神
社
は
世
界
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
場
所
で

は
あ
る
が
、
森
を
バ
ッ
ク
に
た
た
ず
む
拝
殿
は
左
右
に
広
く
、
落
ち

着
い
た
雰
囲
気
が
あ
り
、
ま
さ
に
隠
れ
た
名
所
と
い
っ
た
感
じ
で

あ
っ
た
。

宇
治
川
を
渡
り
昼
食
を
と
る
喜
撰
茶
屋
へ
と
向
か
う
。
宇
治
川
の

流
れ
は
、
思
っ
て
い
た
よ
り
も
早
く
水
量
も
豊
富
で
、
ご
う
ご
う
と

水
の
音
が
橋
の
下
で
響
い
て
い
た
。
橋
か
ら
川
の
流
れ
を
ず
っ
と
覗

き
込
ん
で
い
る
と
吸
い
込
ま
れ
そ
う
な
感
覚
に
な
っ
た
。

腹
ご
し
ら
え
を
終
え
て
向
か
っ
た
先
は
平
等
院
鳳
凰
堂
。
平
等
院

の
鳳
凰
堂
と
い
え
ば
十
円
玉
の
裏
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
も
有
名

で
あ
る
。
鳳
凰
堂
は
中
堂
・
左
右
の
翼
廊
・
尾
廊
か
ら
な
っ
て
い
る
。
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左
右
の
翼
廊
は
左
右
対
称
に
作
ら
れ
て
あ
り
、
鳳
凰
堂
と
い
う
名
の

通
り
、
鳳
凰
が
翼
を
広
げ
た
姿
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
か
鳳

凰
堂
の
た
た
ず
ま
い
は
、
優
雅
で
美
し
く
威
厳
が
あ
る
よ
う
に
思
え

た
。ま

た
、
鳳
凰
堂
の
目
の
前
に
広
が
る
阿
字
池
に
映
る
逆
さ
鳳
凰
堂

も
美
し
く
、
極
楽
浄
土
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う
の
も
納

得
で
あ
る
。
阿
字
池
か
ら
鳳
凰
堂
の
中
堂
と
向
か
い
合
う
と
、
中
堂

の
上
の
ほ
う
に
小
さ
い
窓
が
あ
い
て
い
て
そ
こ
か
ら
阿
弥
陀
如
来
坐

像
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

宇
治
は
当
時
の
貴
族
た
ち
の
別
荘
地
で
あ
り
、
平
等
院
鳳
凰
堂
も

元
は
藤
原
道
長
の
別
荘
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
道
長
の
息
子
の
頼
通
が

寺
院
に
改
め
た
。
平
等
院
は
栄
華
を
極
め
た
藤
原
氏
の
華
や
か
さ
を

伝
え
て
く
れ
る
場
所
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
た
。
平
等
院
鳳
凰
堂
は
国

宝
で
あ
り
、
世
界
文
化
遺
産
に
も
登
録
さ
れ
て
い
る
。

中
堂
へ
入
る
と
、
中
に
は
国
宝
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
が
安
置
さ
れ

て
い
る
。
中
堂
内
は
狭
く
、
一
度
に
入
れ
る
人
数
が
制
限
が
さ
れ
て

い
る
。
阿
弥
陀
如
来
坐
像
を
近
く
で
ま
じ
ま
じ
と
見
る
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、
堂
内
の
上
の
方
の
壁
に
は
雲
中
供
養
菩
薩
が
安
置
さ
れ

て
い
る
。
名
前
の
通
り
雲
に
乗
っ
て
い
る
菩
薩
な
の
だ
が
、
い
ろ
い

ろ
な
楽
器
を
手
に
取
り
楽
し
そ
う
に
し
て
い
る
姿
が
か
わ
い
ら
し

か
っ
た
。
そ
の
他
堂
内
の
扉
に
は
絵
が
描
か
れ
て
お
り
、
創
建
当
時

に
掛
か
れ
た
も
の
ら
し
く
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
絵
具
が
剥
げ
て
し
ま
っ

て
は
い
る
も
の
の
う
っ
す
ら
と
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
時
代
を
経
て

も
色
あ
せ
な
い
思
い
が
そ
こ
に
は
あ
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
文
化
財

を
伝
え
な
が
ら
守
っ
て
い
く
の
は
大
変
な
努
力
が
必
要
な
の
だ
と
感

じ
た
。

鳳
凰
堂
は
、
平
成
十
九
年
の
九
月
に
平
成
の
大
修
理
を
終
え
て
美

し
く
な
っ
た
ば
か
り
。
こ
の
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
い
る
阿
弥
陀
如
来

坐
像
の
白
毫
は
、
修
理
の
際
に
木
製
の
も
の
か
ら
本
物
の
水
晶
に
変

え
ら
れ
た
そ
う
だ
。
中
堂
か
ら
池
に
面
し
た
廊
下
に
出
て
、
阿
弥
陀

如
来
坐
像
の
ほ
う
を
振
り
返
る
と
白
毫
は
太
陽
の
光
に
照
ら
さ
れ
て

銀
色
に
輝
い
て
い
て
そ
れ
が
な
ん
と
も
印
象
的
で
あ
っ
た
。

驚
い
た
の
は
平
等
院
の
創
建
当
時
の
姿
だ
っ
た
。
今
で
こ
そ
素
朴

な
色
合
い
の
作
り
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
創
建
当
時
建
て
ら
れ
た
当

時
は
色
彩
豊
か
な
色
美
し
い
堂
で
あ
っ
た
。
さ
ぞ
、
ま
ば
ゆ
く
極
楽

浄
土
の
世
界
を
再
現
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
と
感
慨
深
い
も
の
が

あ
っ
た
。
ま
た
、
平
安
文
化
を
代
表
す
る
貴
族
の
生
活
の
華
や
か
さ

を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

鳳
凰
堂
も
、
宝
物
類
が
保
存
展
示
さ
れ
て
い
る
鳳
翔
館
も
み
る
こ

と
が
で
き
、
鳳
翔
館
で
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
に
よ
る

鳳
凰
堂
内
色
彩
復
元
な
ど
や
堂
内
に
は
安
置
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
他

の
雲
中
供
養
菩
薩
二
六
体
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
最
後
に
は
、

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
を
し
っ
か
り
チ
ェ
ッ
ク
し
お
土
産
を
購
入

す
る
こ
と
も
で
き
た
。
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最
後
に
訪
れ
た
場
所
は
、
醍
醐
寺
。
醍
醐
寺
は
京
都
の
洛
南
に
位

置
し
て
お
り
、
五
重
塔
は
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
醍
醐
寺
は
真

言
宗
醍
醐
派
の
総
本
山
で
貞
観
十
六
年
（
八
七
四
）
に
僧
・
聖
宝
が

草
庵
を
建
て
た
の
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
ま
た
、
豊
臣
秀
吉
が
愛
し

た
寺
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

桜
の
名
所
と
し
て
も
名
高
い
場
所
で
あ
る
が
、
今
回
は
残
念
な
が

ら
桜
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
青
々
と
し
た
木
々
の
葉
に
癒

さ
れ
た
。

醍
醐
寺
は
境
内
が
と
て
つ
も
な
く
広
く
、
時
間
の
都
合
も
あ
り
す

べ
て
を
見
て
回
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
醍
醐
寺
を
代
表
す
る

五
重
塔
と
三
宝
院
を
拝
観
し
た
。
五
重
塔
は
、
九
五
一
年
に
創
建
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
下
か
ら
見
上
げ
る
と
首
が
痛
く
な
っ
た
。
三
宝

院
の
庭
園
は
美
し
く
、
池
に
は
鯉
が
泳
い
で
い
て
、
じ
っ
く
り
と
建

物
の
中
を
見
て
回
る
こ
と
も
で
き
た
。
各
間
に
名
前
が
つ
い
て
お
り
、

襖
絵
も
残
っ
て
い
た
。
今
度
は
是
非
桜
の
季
節
に
来
た
い
と
思
っ
た
。

あ
っ
と
い
う
間
の
三
日
間
で
は
あ
っ
た
が
、
万
葉
の
息
吹
を
身
を

も
っ
て
体
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
三
日
間
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
以
て
、
三
日
間
の
万
葉
旅
行
の
行
程
は
滞
り
な
く
終
了
し

た
。古

代
史
の
舞
台
を
前
に
し
て
奈
良
時
代
の
文
化
に
触
れ
、
肌
で
感

じ
、
そ
の
息
吹
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
と
く
に
宮
都
の
跡
地

で
感
じ
た
当
時
の
歴
史
の
背
景
、
壮
大
な
景
色
、
こ
の
地
で
過
ご
し

て
い
た
人
々
の
暮
ら
し
、
ま
る
で
自
分
が
奈
良
時
代
に
い
る
か
の
よ

う
に
思
え
た
。
ま
た
、
背
景
に
あ
る
歴
史
を
知
る
こ
と
で
さ
ら
に
文

学
の
知
識
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
万
葉
旅
行
に
お
い
て
私

達
一
人
一
人
、
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
感
じ
、
味
わ
い
、
学
び
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
と
確
信
し
て
い
る
。

最
後
に
、
充
実
し
た
行
程
で
私
た
ち
を
引
率
し
て
く
だ
さ
っ
た
池

田
先
生
と
植
田
先
生
、
私
た
ち
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
だ
さ
っ
た
荒
金

さ
ん
に
感
謝
し
た
い
。

（
平
成
二
十
二
年
度
国
文
学
科
三
年
生

小
坂
紫
沙
綺

同

齋
藤

綾
香

同

佐
々
木
美
菜

同

森
川
和
嘉
菜
）
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恭仁京にて

東大寺・南大門にて

薬師寺にて
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