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は
じ
め
に

　

仏
教
造
像
に
は
し
ば
し
ば
俗
服
の
人
物
像
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
殆
ど
造

営
に
か
か
わ
る
供
養
者
像
で
あ
り
、
常
に
礼
仏
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

造
像
の
主
題
を
問
わ
ず
代
表
的
実
例
と
い
え
ば
、
北
朝
時
代
の
河
南
省
鞏
県
石

窟
一
号
窟
の
「
帝
后
礼
仏
図
」
や
龍
門
石
窟
賓
陽
中
洞
の
「
皇
帝
礼
仏
図
」
な

ど
が
現
存
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
の
隋
唐
の
仏
像
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
俗
人
像
が

あ
ら
さ
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
俗
人
像
は
仏
教
造
像
・
絵
画
の
制
作
背
景
や

民
衆
の
信
仰
な
ど
に
関
わ
る
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

巴
蜀
地
域
に
お
け
る
阿
弥
陀
造
像
の
場
合
、
初
唐
か
ら
盛
唐
末
ま
で
の
諸
例

に
お
け
る
俗
人
像
は
、
殆
ど
造
像
龕
の
側
壁
ま
た
は
周
辺
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
通
江
千
仏
崖
六
号
龕
の
阿
弥
陀
仏
五
十
二
菩
薩
像
の
側
壁
に
は
大
勢

の
俗
人
群
像
が
見
ら
れ
る
。
盛
唐
末
以
後
に
な
る
と
、
一
部
の
実
例
に
お
け
る

俗
人
像
は
阿
弥
陀
三
尊
像
の
隣
に
あ
ら
わ
さ
れ
、
ま
る
で
極
楽
浄
土
の
中
に
い

る
よ
う
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
丹
棱
県
鄭
山
四
二
号
龕
の
阿
弥
陀
仏
五

十
二
菩
薩
像
や
夾
江
千
仏
崖
の
四
件
の
浄
土
変
に
は
、
多
数
の
俗
人
像
が
あ
ら

わ
れ
、
特
に
幡
を
持
っ
て
い
る
俗
人
像
、
す
な
わ
ち
持
幡
人
物
像
が
四
躯
確
認

さ
れ
る
。

　

ま
た
、
安
岳
県
木
魚
山
の
菩
提
寺
一
八
号
龕
浄
土
変
造
像
の
右
側
壁
に
あ
る

楼
閣
の
正
門
に
は
、
半
開
き
の
門
（
以
下
、
半
啓
門
）
の
図
像
が
見
ら
れ
る
。

そ
も
そ
も
「
半
啓
門
」
図
像
は
漢
代
か
ら
流
行
し
、
墓
中
の
画
像
石
や
壁
画
な

ど
の
常
套
的
モ
チ
ー
フ
と
し
て
、
宋
・
遼
・
金
に
至
る
ま
で
も
多
数
造
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
仏
教
美
術
に
は
殆
ど
「
半
啓
門
」
図
像
は
見
ら
れ

な
い
。

　

本
稿
で
は
、
丹
棱
鄭
山
と
夾
江
千
仏
崖
の
諸
例
を
踏
ま
え
て
、
俗
人
像
と
極

楽
往
生
を
願
う
宗
教
的
実
践
と
の
関
連
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。
ま
た
菩
提

寺
一
八
号
龕
に
お
け
る
「
半
啓
門
」
図
像
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た

い
。
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一
、
諸
作
例
に
お
け
る
俗
人
・
僧
人
像
の
あ
り
さ
ま

　

四
川
梓
潼
県
臥
龍
山
千
仏
岩
一
号
龕
の
造
像
銘
）
1
（

や
浄
土
系
経
典
に
お
け
る
記

述
を
み
て
も
、
阿
弥
陀
仏
五
十
二
菩
薩
像
や
浄
土
世
界
と
、
俗
人
の
関
係
に
つ

い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
浄
土
経
典
の
手
厳
し
い
記
述
に
よ
れ
ば

西
方
浄
土
に
は
俗
人
の
姿
を
し
た
者
は
い
な
い
。
け
れ
ど
も
、
巴
蜀
地
域
の
阿

弥
陀
関
係
の
造
像
に
は
よ
く
俗
人
像
が
見
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
代
表
的
な
実

例
に
お
け
る
俗
人
像
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
よ
う
。

通
江
千
仏
崖
六
号
龕　

六
号
龕
は
龍
朔
三
年
（
六
六
三
）
に
制
作
さ
れ
た
阿
弥

陀
仏
五
十
二
菩
薩
像
で
あ
り
）
2
（

、
構
成
か
ら
見
れ
ば
臥
龍
山
千
仏
岩
一
号
龕
と
同

じ
よ
う
な
、
浄
土
系
経
典
の
モ
チ
ー
フ
と
結
合
す
る
以
前
の
構
成
で
あ
る
。
左

側
壁
に
は
約
四
〇
躯
の
俗
人
群
像
（
図
１
）
が
確
認
さ
れ
る
。
服
制
や
外
形
に

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
俗
人
像
は
男
性
、
女
性
ま
た
は
僧
人
で
組
成
さ
れ
る
と
判

断
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
俗
人
像
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
供
養
者
ま
た
は
造
像
関

係
者
で
あ
る
と
推
定
し
て
ま
ち
が
い
な
い
。
下
段
の
前
列
の
男
性
像
は
み
な
官

吏
の
服
装
で
あ
り
、
後
ろ
の
女
性
た
ち
は
み
な
長
い
裙
を
着
し
て
い
る
。
造
像

銘
は
殆
ど
判
読
で
き
な
い
が
、
俗
人
像
の
服
装
に
よ
る
だ
け
で
も
、
現
地
の
豪

族
や
官
吏
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
定
さ
れ
る
。
一
つ
留
意

す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
俗
人
像
は
左
側
壁
に
位
置
し
て
お
り
、
龕
内
の
仏
や
菩
薩

に
は
直
接
に
は
関
わ
っ
て
い
な
い
場
所
に
あ
る
点
で
あ
る
。

巴
中
南
龕
三
三
号
龕　

盛
唐
期
の
三
三
号
龕
）
3
（

の
主
題
は
阿
弥
陀
仏
五
十
二
菩
薩

図１　  四川通江千仏崖６号龕左側壁　供養
者群像

図２　四川巴中南龕33号龕　俗人像
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像
で
あ
る
。
右
壁
の
下
辺
に
は
一
躯
の
俗
人
像
（
図
２
）
が
あ
る
。
像
の
頭
頂

に
髻
が
あ
り
、
着
用
す
る
長
い
裙
は
両
足
も
と
ま
で
覆
っ
て
、
履
の
頭
だ
け
を

外
に
出
し
て
い
る
。
ま
た
両
手
は
胸
前
に
置
き
蓮
華
或
い
は
香
炉
の
よ
う
な
持

物
を
執
っ
て
い
て
、
袖
は
膝
ま
で
垂
下
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
龕
内
の
阿
弥
陀

仏
と
化
生
菩
薩
群
像
を
礼
拝
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
髪
型
や
服
制
に
よ
っ
て
、

女
性
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。
周
り
の
龕
縁
は
殆
ど
完
整
で
あ
り
、
風
化
し
た

と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
、
当
初
か
ら
確
か
に
一
躯
だ
け
の
女
性
俗
人
像
が
彫
ら
れ

た
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
俗
人
像
の
身
分
は
供
養
者
ま
た
は
礼
拝
者
で
な
く
、

亡
く
な
っ
た
人
（
死
者
）
で
あ
ろ
う
。
追
善
供
養
の
た
め
、
右
壁
に
あ
ら
わ
さ

れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

丹
棱
劉
嘴
三
四
号
龕
の
俗
人
・
僧

人
像　

三
四
号
龕
の
左
右
の
欄
楯

内
に
は
、
俗
人
或
い
は
僧
人
像
が

確
認
で
き
る
（
図
３
）。
左
側
の

欄
楯
内
に
は
三
躯
の
人
物
像
が

あ
っ
て
、
頭
部
は
殆
ど
破
損
し
て

い
る
が
冠
は
被
っ
て
お
ら
ず
、
両

手
に
持
物
を
持
っ
て
い
な
い
。
中

央
の
人
物
像
は
、
右
手
を
胸
の
前

に
お
い
て
、
左
手
を
上
げ
て
い
る
。

右
側
の
人
物
像
は
合
掌
を
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
頭
部
の
輪
郭
か
ら
見
れ
ば
、
み
な
僧
人
像
の
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
右
側
の
欄
楯
内
に
も
、
四
躯
の
人
物
像
が
あ
っ
て
、
右
か
ら
一

番
目
の
像
は
袈
裟
を
着
し
両
手
を
胸
前
に
置
い
た
僧
人
像
で
あ
る
。
二
番
目
の

像
も
袈
裟
を
着
し
左
手
を
あ
げ
な
が
ら
右
手
を
胸
前
に
置
い
て
い
る
。
三
番
目

の
像
の
頭
部
は
破
損
し
、
だ
い
ぶ
風
化
し
て
い
る
た
め
、
身
分
は
判
断
し
難
い
。

四
番
目
の
像
の
頭
の
一
部
は
破
損
し
、
両
手
は
合
掌
し
て
い
る
の
で
、
俗
人
ま

た
は
僧
人
の
可
能
性
が
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
俗
人
・
僧

人
像
は
み
な
合
掌
し
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
と
化
生
菩
薩
群
像
を
礼
拝
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

仁
寿
牛
角
寨
三
号
、
七
号
龕
の
俗
人
・
僧
人
像　

三
号
龕
の
右
下
辺
に
お
け
る

騎
象
菩
薩
像
の
右
側
の
欄
楯

内
に
は
三
躯
の
俗
服
の
人
物

像
（
図
４
）
が
見
ら
れ
る
。

三
躯
の
像
は
、
体
部
に
縦
の

衣
紋
線
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

る
。
一
番
右
側
の
俗
人
像
は

合
掌
し
て
い
る
。
真
ん
中
の

俗
人
像
の
右
手
も
胸
の
前
に

お
き
、
左
手
は
左
側
の
俗
人

像
に
遮
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
も
合
掌
し
て
い
る
か
も
し

図３　四川丹棱劉嘴34号龕　僧俗像

図４　四川仁寿牛角寨３号龕　僧俗像
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れ
な
い
。
右
側
の
俗
人
像
の

顔
面
と
両
手
は
破
損
し
て
い

て
、
当
初
の
動
作
を
判
断
し

難
い
。
こ
れ
ら
の
俗
人
像
は

未
生
怨
の
一
場
面
と
認
識
さ

れ
て
い
る
が
）
4
（

、
剣
と
い
う
持

物
も
な
く
て
喧
嘩
し
て
い
る

様
子
も
表
現
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
、
む
し
ろ
会
話
を
す
る

三
人
の
俗
人
仲
間
で
は
な
か

ろ
う
か
。
な
お
、
騎
象
菩
薩

像
の
左
側
の
拱
橋
の
上
に
も

三
躯
の
人
物
像
が
あ
っ
て
、

頭
の
丸
い
形
か
ら
見
れ
ば
、

三
人
と
も
僧
人
像
で
あ
ろ
う
。

み
な
胸
の
前
で
合
掌
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
左
下
辺

騎
獅
菩
薩
像
の
右
側
に
あ
る

拱
橋
の
上
に
も
三
、
四
人
の

僧
人
像
（
図
５
）
が
あ
り
、

左
側
に
は
小
さ
い
建
築
が

あ
っ
て
、
正
面
に
は
一
躯
の

人
物
像
が
あ
る
が
、
俗
人
か
伎
楽
天
か
判
断
で
き
な
い
。
こ
れ
ら
の
情
景
は
未

生
怨
と
は
合
致
し
て
い
な
い
か
ら
、
や
は
り
供
養
者
で
あ
っ
て
、
制
作
背
景
に

関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

七
号
龕
の
構
成
は
三
号
龕
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
右
側
の
十
六
観
の
日
想

観
の
下
に
四
躯
の
俗
服
の
人
物
像
が
欄
楯
内
に
あ
る
（
図
６
）。
左
か
ら
一
番

目
の
俗
人
像
の
頭
部
は
破
損
し
、
体
は
や
や
屈
し
て
合
掌
す
る
。
二
番
目
の
俗

人
像
は
冠
を
か
ぶ
っ
て
合
掌
す
る
。
三
番
目
の
俗
人
像
も
冠
を
か
ぶ
り
両
手
で

杖
ら
し
い
を
も
っ
て
い
る
。
四
番
目
の
俗
人
像
は
や
や
小
さ
く
、
冠
を
か
ぶ
っ

て
両
手
を
胸
の
前
に
お
い
て
挨
拶
す
る
姿
を
し
て
い
る
。
ま
た
面
部
に
は
目
鼻

の
痕
跡
が
ま
だ
の
こ
っ
て
い
る
。
こ
の
四
人
の
俗
人
像
の
動
作
か
ら
み
れ
ば
、

未
生
怨
の
場
面
と
は
思
わ
ず
、
む
し
ろ
会
話
し
て
い
る
供
養
者
た
ち
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
の
四
人
の
俗
人
像
の
左
側
の
拱
橋
の
上
に
、
五
人
の
僧
が
お
り
、

い
ず
れ
も
合
掌
し
て
礼
拝
を
し
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
左
の
下
辺
の
拱
橋
の
上

に
も
僧
人
像
が
あ
る
が
、
風
化
に
よ
っ
て
細
部
は
殆
ど
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

さ
て
、
中
唐
期
に
成
立
し
た
牛
角
寨
三
号
、
七
号
龕
に
お
け
る
俗
人
・
僧
人

像
の
配
置
か
ら
見
れ
ば
、
初
・
盛
唐
時
期
の
作
例
に
見
え
る
よ
う
な
左
右
壁
か

ら
、
す
で
に
龕
内
に
移
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
通
江
千
仏
崖
や
巴

中
南
龕
の
実
例
に
お
け
る
俗
人
像
の
礼
拝
の
姿
で
な
く
、
龕
内
の
正
壁
の
騎

獅
・
騎
象
菩
薩
像
や
金
剛
力
士
や
化
生
菩
薩
像
な
ど
と
共
存
し
て
い
る
。
い
わ

ば
、
当
初
の
浄
土
を
観
る
・
想
う
様
子
か
ら
、
浄
土
の
中
に
参
入
し
た
様
子
に

転
換
し
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
造
像
に
お
い
て
は
浄
土
往
生

と
い
う
念
願
が
叶
っ
た
形
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

図５　四川仁寿牛角寨３号龕　僧人像図６　四川仁寿牛角寨７号龕　僧俗像
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実
は
、
四
川
出
土
の
南
朝
仏
像
に
お
け
る
造
像
銘
文
に
は
、「
往
生
浄
土
」

や
「
値
生
西
方
）
5
（

」
と
い
っ
た
語
句
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
直
接
俗
人
・
僧
人
像

を
浄
土
世
界
に
表
現
す
る
例
は
存
在
し
な
い
。
や
は
り
、
浄
土
系
経
典
の
所
説

に
制
約
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
唐
代
以
後
、
俗
人
の
姿
か
た
ち
を
浄
土
変
の
中

に
表
現
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
人
々
の
「
作
品
上
で
の
浄
土
往
生
」
を
実
現
し
、

追
善
供
養
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
よ
っ
て
、
牛
角
寨
三
号
、
七
号

龕
の
浄
土
変
造
像
が
完
成
し
た
と
き
、
俗
人
像
の
も
と
と
な
っ
た
人
々
、
す
な

わ
ち
龕
内
の
浄
土
に
お
る
人
々
は
、
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
も
非
常

に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
い
う
表
現
は
巴
蜀
地
域
の
実
例
だ
け

に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
在
地
の
風
習
に
染
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
結
果
で
あ
り
、

実
際
は
浄
土
系
経
典
の
説
か
ら
は
離
反
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
う

し
た
流
れ
は
当
時
の
現
地
の
信
衆
た
ち
の
「
浄
土
観
」
の
一
面
を
反
映
し
て
い

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

二
、
丹
棱
鄭
山
と
夾
江
千
仏
崖
の
浄
土
変
に
現
れ
る

　
　
持
幡
人
物
像

　

盛
唐
末
以
後
、
鄭
山
や
夾
江
千
仏
崖
の
諸
例
に
は
、
幡
を
持
つ
俗
人
像
が
見

ら
れ
る
。
こ
れ
か
ら
順
に
説
明
し
て
い
き
た
い
。
な
お
幡
と
い
う
道
具
の
意
味

及
び
他
の
持
幡
人
物
像
の
あ
る
諸
例
に
も
触
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
一
）
持
幡
人
物
像
の
あ
り
さ
ま

鄭
山
四
二
号
龕　

四
二
号
龕
（
図
７
）
の
主
題
は
、
左
右
側
壁
に
化
生
菩
薩
像

群
が
あ
る
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
五
十
二
菩
薩
像
と
推
定
さ
れ
る
。
但
し
、
四
二
号

龕
は
前
節
に
挙
げ
た
諸
例
と
は
い
さ
さ
か
違
っ
て
、
中
尊
と
脇
侍
の
後
ろ
に
は

浄
土
系
経
典
に
記
さ
れ
る
楼
閣
が
あ
り
、
ま
た
欄
楯
や
宝
池
の
痕
跡
も
確
認
さ

れ
る
。
ま
た
、
左
右
壁
に
は
浄
土
系
経
典
の
内
容
に
は
な
い
八
角
形
の
宝
塔
も

あ
り
、
特
に
そ
の
宝
塔
の
基
壇
部
は
蓮
華
座
で
あ
る
の
で
、
ま
る
で
蓮
華
か
ら

化
生
し
た
塔
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
か
ら
、
阿
弥
陀
仏
五
十
二
菩
薩
像
は

浄
土
経
典
の
内
容
と
結
び
つ
き
な
が
ら
、
浄
土
系
経
典
以
外
の
一
部
の
モ
チ
ー

フ
も
表
現
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
す
る
）
6
（

。
左
側
壁
（
図
８
）
と
右
側
壁
（
図
９
）

に
は
数
多
く
の
俗
服
の
人

物
像
が
あ
っ
て
、
最
も
興

味
深
い
と
こ
ろ
は
、
四
躯

の
持
幡
人
物
像
が
見
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
は

浄
土
経
典
の
記
述
に
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

現
在
ま
で
、
こ
う
し
た
実

例
は
敦
煌
や
河
南
で
は
ま

だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

何
故
多
く
の
持
幡
人
物
像

図７　四川丹棱鄭山42号龕
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が
阿
弥
陀
仏
五
十
二
菩
薩
像
と
共
に
表
現
さ
れ
た

か
に
つ
い
て
は
、
現
地
の
信
衆
ま
た
は
あ
る
種
の

実
践
的
行
事
に
関
わ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

夾
江
千
仏
崖
九
九
号
龕　

前
節
に
言
及
し
た
諸
例

と
は
違
っ
て
、
九
九
号
龕
の
う
ち
に
は
、
豊
富
な

浄
土
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
が
、
化
生
菩
薩
像
群
が
表

現
さ
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
九
九
号
龕
は
十
六

観
の
あ
る
浄
土
変
造
像
で
あ
る
。
龕
底
の
部
分
に

お
い
て
大
勢
の
俗
人
像
が
見
ら
れ
、
中
央
の
伎
楽

天
の
左
右
に
は
各
々
二
躯
ず
つ
の
持
幡
人
物
像

（
図
10
）
が
あ
る
。
そ
れ
は
鄭
山
四
二
号
龕
の
持

幡
人
物
像
の
表
現
と
類
似
し
て
い
る
が
、
夾
江
の

持
幡
人
物
像
は
龕
内
で
な
く
、
外
龕
の
底
の
部
分

に
位
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

夾
江
千
仏
崖
一
二
八
号
龕　

一
二
八
龕
の
中
尊
の

下
辺
の
欄
楯
に
下
に
は
多
く
の
小
人
物
像
が
見
ら

れ
る
（
図
11
）。
そ
の
中
央
に
は
二
躯
の
踊
っ
て

い
る
伎
楽
天
が
あ
り
、
そ
の
両
側
に
琵
琶
や
琴
や

笙
や
箜
篌
な
ど
の
楽
器
を
演
奏
す
る
小
さ
い
人
物

像
が
あ
る
。
伎
楽
天
で
あ
ろ
う
。
右
側
の
琵
琶
を

図８　  四川丹棱鄭山42号龕左側壁　持幡人物像図９　  四川丹棱鄭山42号龕右側壁　持幡人物像

図10　四川夾江千仏崖99号龕　持幡人物像
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弾
く
伎
楽
天
の
背
後
に
は
二

躯
の
持
幡
人
物
像
が
あ
り
、

左
側
の
箜
篌
を
演
奏
す
る
伎

楽
天
の
後
ろ
に
も
二
躯
の
持

幡
人
物
像
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

騎
獅
・
騎
象
菩
薩
像
が
あ
ら

わ
さ
れ
、
右
の
騎
象
菩
薩
像

は
、
象
の
背
に
半
跏
趺
坐
し

て
合
掌
し
、
左
の
騎
獅
菩
薩

像
も
同
様
に
あ
ら
わ
す
。
そ

れ
ら
の
外
側
に
は
各
々
二
段

の
人
物
群
像
が
あ
り
、
一
部

の
像
に
は
帽
子
あ
る
い
は
髻

が
確
認
で
き
る
た
め
、
俗
人

像
で
あ
ろ
う
。
ま
た
僧
形
の

人
物
像
も
見
ら
れ
る
。

夾
江
千
仏
崖
一
三
二
号
龕　

一
三
二
号
龕
の
中
尊
の
下
辺

に
も
二
躯
の
伎
楽
天
が
踊
っ

て
い
て
（
図
12
）、
左
右
に

は
箜
篌
や
琵
琶
や
琴
な
ど
の

楽
器
を
演
奏
す
る
伎
楽
天
群
を
配
す
る
。
さ
ら
に

伎
楽
天
の
両
側
に
多
く
の
小
人
物
像
が
あ
り
、
そ

の
中
に
四
躯
の
持
幡
人
物
像
と
騎
獅
・
騎
象
菩
薩

像
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
帽
子
を
被
っ
て
俗
服
を

着
す
俗
人
群
像
も
あ
り
、
丸
い
頭
部
で
袈
裟
を
着

す
僧
人
像
も
あ
る
。
龕
内
の
浄
土
変
の
構
成
は
、

前
の
九
九
号
、
一
二
八
号
龕
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

夾
江
千
仏
崖
一
三
七
号
龕　

一
三
七
号
龕
の
中
尊

の
台
座
の
下
の
欄
楯
の
前
に
二
躯
の
伎
楽
天
が
あ

り
（
図
13
）、
左
右
に
笛
や
笙
な
ど
を
演
奏
す
る

伎
楽
天
群
像
を
あ
ら
わ
す
。
他
の
三
例
と
ほ
ぼ
変

わ
ら
な
い
構
成
で
、
四
躯
の
持
幡
人
物
像
や
騎

獅
・
騎
象
菩
薩
像
、
ま
た
俗
人
・
僧
の
群
像
が
確

認
で
き
る
。

　

夾
江
千
仏
崖
に
お
け
る
諸
例
の
構
成
は
殆
ど
同

じ
で
あ
る
か
ら
、
同
時
代
ま
た
は
同
粉
本
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
龕
底

に
は
、
多
く
の
俗
人
像
や
僧
人
像
、
騎
獅
・
騎
象

菩
薩
像
な
ど
が
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
何
ら
か
の
行

事
を
行
な
っ
て
い
る
よ
う
な
情
景
で
あ
る
。
四
躯

図11　四川夾江千仏崖128号龕　持幡人物像図12　四川夾江千仏崖132号龕　持幡人物像

図13　四川夾江千仏崖137号龕　持幡人物像
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の
持
幡
人
物
像
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
特
徴
か
ら
、
葬
式
あ
る
い
は
舎
利
供
養

の
仏
事
で
あ
る
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
四
件
と
も
図
像
構
成
は
う
ま
く

統
一
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
か
な
り
浸
透
し
定
着
し
た
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
恐
ら
く
工
匠
は
、
土
地
の
信
衆
の
仏
事
の
情
景
を
、
浄
土
変
に

投
影
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
た
情
景
の
あ
る
浄
土
変
は
、
前
述
の
鄭
山
四
二
号
龕
以
外
、
別
の
地

域
で
は
ほ
ぼ
見
ら
れ
な
い
の
で
、
や
は
り
成
都
の
西
南
方
面
の
地
区
に
限
っ
た

行
事
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
実
情
を
さ
ぐ
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

（
二
）
幡
の
機
能
と
他
の
持
幡
人
物
像
の
あ
る
実
例

　

幡
の
種
類
や
展
開
に
つ
い
て
は
、
青
海
邦
子
氏
が
日
本
と
中
国
の
幡
を
整
理

し
、
仏
教
に
と
っ
て
幡
は
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
荘
厳
具
と
し
て
意
義
深
い
と

述
べ
て
い
る
）
7
（

。
ま
た
、
相
模
𣳾
造
氏
は
、
唐
代
の
幡
の
素
材
と
生
産
地
、
及
び

ス
タ
イ
ン
、
ペ
リ
オ
、
大
谷
探
検
隊
将
来
の
西
域
の
幡
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
）
8
（

。

幡
の
機
能
に
つ
い
て
、
西
晋
の
崔
豹
『
古
今
注
』
輿
服
一
に
は
、「
信
幡
、
古

之
徽
号
也
。
所
以
題
表
官
号
、
以
為
符
信
、
故
謂
為
信
幡
也
。（
中
略
）
魏
朝

有
青
龍
幡
、
朱
鳥
幡
、
玄
武
幡
、
白
虎
幡
、
黄
龍
幡
五
、
而
以
詔
四
方
。
東
方

郡
国
以
青
龍
幡
、
南
方
郡
国
以
朱
鳥
幡
、
西
方
郡
国
以
白
虎
幡
、
北
方
郡
国
以

玄
武
幡
、
朝
廷
畿
内
以
黄
龍
幡
、
亦
以
麒
麟
幡
。（
中
略
）
信
幡
用
鳥
書
、
取

其
飛
騰
軽
疾
也
）
9
（

。」
と
あ
る
。
中
国
で
は
幡
は
国
や
地
方
勢
力
の
標
識
と
し
て

利
用
さ
れ
、
特
殊
な
図
様
（
四
神
や
霊
獣
）
や
文
字
（
鳥
書
）
が
書
か
れ
て
い

た
。
ま
た
戦
時
に
軍
隊
を
指
揮
す
る
道
具
で
も
あ
る
。

　

ま
た
、
鳩
摩
羅
什
訳
『
維
摩
詰
所
説
経
』
第
八
仏
道
品
に
よ
れ
ば
、
普
現
色

身
菩
薩
の
質
問
に
対
し
、
維
摩
の
答
え
た
偈
に
は
「（
前
略
）
降
伏
四
種
魔
、

勝
幡
建
道
場
（
後
略
）」
と
あ
り
）
10
（

、
幡
は
敵
や
悪
魔
を
退
治
す
る
標
識
、
す
な

わ
ち
戦
勝
の
し
る
し
と
さ
れ
、
道
場
を
荘
厳
す
る
具
で
も
あ
る
）
11
（

。
ま
た
『
無
量

寿
経
』
に
は
「
仏
告
阿
難
。
無
量
寿
国
其
諸
天
人
。
衣
服
飲
食
華
香
瓔
珞
。
諸

蓋
幢
幡
微
妙
音
声
。
所
居
舎
宅
宮
殿
楼
閣
（
後
略
）
12
（

）」
と
あ
り
、
浄
土
世
界
に

お
け
る
幡
は
荘
厳
具
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
幡
は
延
命
や
追
善
供
養
（
浄
土
往
生
）
の
機
能
を
も
持
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
延
命
あ
る
い
は
続
命
の
機
能
に
つ
い
て
、
玄
奘
訳
『
薬
師
琉
璃
光
如

来
本
願
功
徳
経
』
に
は
、「（
前
略
）
若
能
為
彼
帰
依
世
尊
薬
師
琉
璃
光
如
来
。

請
諸
衆
僧
転
読
此
経
。
然
七
層
之
燈
懸
五
色
続
命
神
幡
（
後
略
）
13
（

）」
と
あ
り
、

命
を
延
長
す
る
た
め
、
薬
師
仏
に
帰
依
し
て
諸
衆
、
僧
に
請
う
て
こ
の
経
を
転

読
さ
せ
る
。
ま
た
七
層
の
燈
を
燃
や
し
、
五
色
の
続
命
神
幡
を
懸
け
る
と
い
う
。

小
林
信
彦
氏
は
、「
五
色
続
命
神
幡
」
に
つ
い
て
言
及
し
）
14
（

、
ま
た
、
中
国
の
続

命
神
幡
及
び
「
転
読
」
と
い
う
呪
術
の
よ
う
な
朗
読
法
と
イ
ン
ド
仏
教
と
の
関

係
を
め
ぐ
り
持
幡
の
引
路
菩
薩
を
挙
げ
て
、「
中
国
人
が
「
幡
」
に
期
待
し
た

機
能
に
は
、「
延
命
」
だ
け
で
は
な
く
「
往
生
」
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
）
15
（

。

　

幡
の
浄
土
往
生
の
機
能
に
つ
い
て
、
東
晋
の
帛
戸
梨
蜜
多
羅
訳
『
灌
頂
経
』

（『
灌
頂
七
万
二
千
神
王
護
比
丘
呪
経
』）
巻
一
一
に
は
、「（
前
略
）
普
広
菩
薩

白
仏
言
。
世
尊
若
四
輩
男
女
。
若
臨
終
時
若
已
過
命
。
是
其
亡
日
我
今
亦
勧
。

造
作
黄
幡
懸
著
刹
上
。
使
獲
福
徳
離
八
難
苦
。
得
生
十
方
諸
仏
浄
土
（
後
略
）
16
（

）。」
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と
記
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
黄
幡
」
を
作
る
功
徳
を
得
た
亡
者
は
八
難
苦
を
離
れ

て
十
方
諸
仏
の
浄
土
世
界
に
往
生
で
き
る
と
い
う
。
同
じ
記
述
は
『
法
苑
珠
林
』

巻
三
六
の
懸
幡
編
と
巻
六
二
の
祭
祠
編
）
17
（

に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
浄

土
の
種
類
に
は
言
及
し
て
な
い
が
、「
十
方
諸
仏
浄
土
」
に
は
弥
陀
浄
土
、
弥

勒
浄
土
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
浄
土
世
界
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
近
、
上
野
勝
之
氏
も
黄
幡
と
中
国
の
葬
送
、
ま
た
黄
幡
の
起
源
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
）
18
（

。

　

前
掲
の
浄
土
変
に
お
け
る
持
幡
人
物
か
ら
見
れ
ば
、
や
は
り
仏
事
の
情
景
を

反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
敦
煌
莫
高
窟
の
壁
画
に
お
い
て
も
持
幡
人
物

の
存
在
は
確
認
さ
れ
、
涅
槃
経
変
に
お
け
る
葬
式
の
行
列
の
中
に
、
幡
を
持
つ

俗
人
像
や
菩
薩
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
莫
高
窟
三
三
二
窟
の
南
壁
の
涅

槃
経
変
（
初
唐
）
19
（

）
の
上
中
部
に
あ
る
拱
橋
の
右
に
は
三
躯
の
幡
を
も
つ
俗
人
像

が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
そ
の
拱
橋
の
左
に
は
、
菩
薩
や
比
丘
や
神
将
た
ち
に
囲

ま
れ
て
、
釈
迦
の
棺
が
燃
え
る
場
面
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
幡
は
葬
式
用
の
道
具

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
陜
西
省
藍
田
県
で
出
土
し
た
唐
代
の
舎
利
石
函
の
表
面
に
は
持
幡
人

物
像
の
浮
彫
（
図
14
）
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
第
三
面
の
浮
彫
の
中
央
に
は
、

山
道
に
袈
裟
を
着
た
僧
が
お
り
、
体
を
右
に
向
け
て
左
手
を
あ
げ
て
い
る
。
ま

た
画
面
の
左
に
は
五
躯
の
力
士
が
巨
石
を
移
動
さ
せ
て
、
そ
の
上
も
う
一
個
の

巨
石
は
空
中
に
浮
か
ん
で
い
る
。
ま
さ
に
中
央
の
僧
人
が
巨
石
を
浮
か
ば
せ
て

い
る
ら
し
い
。
さ
ら
に
、
画
面
の
左
側
上
部
に
は
三
躯
の
持
幡
人
物
と
五
躯
の

僧
人
が
い
る
。
こ
の
主
題
に
つ
い
て
は
、「
葬
図
」
あ
る
い
は
「
舎
利
埋
蔵
図
」

と
す
る
解
釈
が
あ
る
）
20
（

。

ま
たM

onica Zin

氏

の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
入

滅
直
前
の
釈
迦
が
拘
尸

那
掲
羅
城
（
ク
シ
ナ
ガ

ラ
）
に
入
城
し
よ
う
と

す
る
と
、
途
中
の
道
路

が
巨
石
に
よ
っ
て
塞
が

れ
て
い
た
。
そ
こ
で
、

五
百
の
力
士
が
そ
の
巨

石
を
移
そ
う
と
し
た
が
、

で
き
な
い
の
で
、
釈
迦

は
神
力
を
以
っ
て
簡
単

に
巨
石
を
移
し
た
と
い
う
）
21
（

。
こ
の
よ
う
に
、
持
幡
人
物
の
い
る
こ
の
浮
彫
の
内

容
に
つ
い
て
は
三
種
の
解
釈
が
出
た
が
、
こ
れ
ら
の
持
幡
人
物
が
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
は
ま
だ
不
明
で
あ
る
。

　

行
棺
行
列
に
お
い
て
も
舎
利
供
養
の
儀
式
に
お
い
て
も
、
幡
は
重
要
な
道
具

と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
丹
棱
や
夾
江
の
浄
土
変
に
お
け
る
配
置
を

見
れ
ば
、
や
は
り
涅
槃
変
や
舎
利
供
養
と
は
少
し
異
な
り
、
庶
民
な
り
の
行
事

の
色
が
非
常
に
濃
厚
で
、
ま
さ
に
当
時
の
巴
蜀
の
地
の
民
間
儀
式
が
あ
り
の
ま

ま
に
浄
土
変
造
像
へ
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
民
間
の
仏

事
と
浄
土
世
界
と
の
結
合
を
通
じ
て
、
亡
者
の
浄
土
往
生
を
祈
念
、
あ
る
い
は

図14　陜西省藍田県出土舎利石函浮彫　持幡人物
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実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
方
法
で
あ
っ
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

三
、
持
幡
人
物
像
に
関
す
る
諸
問
題

（
一
）
持
幡
人
物
像
は
菩
薩
で
あ
ろ
う
か

　

孫
明
利
氏
は
、
夾
江
千
仏
崖
の
九
九
号
、
一
三
七
号
龕
な
ど
に
お
け
る
持
幡

人
物
像
を
持
幡
菩
薩
像
と
認
識
し
て
、
さ
ら
に
晩
唐
期
の
敦
煌
で
盛
ん
に
制
作

さ
れ
た
引
路
菩
薩
像
と
関
係
づ
け
て
い
る
）
22
（

。
し
か
し
、
巴
蜀
の
浄
土
造
像
龕
に

見
ら
れ
る
持
幡
人
物
像
の
外
形
は
、
菩
薩
像
の
特
徴
と
異
な
る
部
分
は
意
外
に

多
く
、
天
衣
や
宝
冠
、
瓔
珞
な
ど
は
有
し
て
い
な
い
。
周
り
の
俗
人
像
と
ほ
ぼ

同
じ
姿
か
た
ち
な
の
で
あ
る
。
ま
た
持
幡
人
物
像
の
頭
部
や
体
の
後
ろ
に
は
頭

光
ま
た
は
身
光
が
見
当
た
ら

な
い
。
最
も
重
要
な
特
徴
は
、

引
路
菩
薩
の
作
例
は
み
な
独

尊
像
で
、
後
ろ
に
一
躯
の
俗

人
像
を
従
え
て
い
る
が
、
巴

蜀
の
持
幡
人
物
像
は
一
躯
だ

け
で
な
く
、
殆
ど
の
場
合
そ

れ
ぞ
れ
幡
を
も
つ
四
躯
の
像

が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。

　

例
え
ば
、
鄭
山
四
二
号
龕

の
左
右
壁
に
は
そ
れ
ぞ
れ
二

躯
ず
つ
の
持
幡
人
物
像
が
あ

る
。
左
壁
の
二
躯
は
、
上
の

人
物
（
図
15
）
は
幞
頭
の
よ

う
な
帽
子
を
被
っ
て
い
る
か

ら
）
23
（

、
官
吏
で
あ
る
か
は
不
明

で
あ
る
が
、
俗
服
の
男
性
人

物
像
に
は
ち
が
い
な
い
。
ま

た
下
の
人
物
（
図
16
）
の
髪

型
は
周
昉
の
『
簪
花
仕
女

図
』
の
女
性
と
類
似
し
、
こ

う
し
た
髪
型
は
「
峨
髻
」
ま

た
は
「
蛾
髻
」
と
呼
ば
れ
て

い
て
、
俗
人
女
性
に
相
違
な

い
。
実
は
こ
の
二
人
の
持
幡

人
物
像
の
間
に
は
一
躯
の
菩

薩
或
い
は
天
部
像
が
あ
る
が
、

幡
を
も
っ
て
い
な
い
の
で
、

持
幡
菩
薩
と
は
い
え
な
い
。

さ
ら
に
、
持
幡
人
物
像
の
周

り
に
は
約
一
〇
躯
の
俗
服
の

人
物
像
が
配
さ
れ
て
い
る
。

図16　四川丹棱鄭山42号龕右側壁　峨髻の女性図17　四川夾江千仏崖137号龕　持幡人物像

図15　四川丹棱鄭山42号龕左側壁　幞頭を被る男性
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こ
れ
ら
か
ら
、
鄭
山
四
二
号
に
お
け
る
持
幡
人
物
像
は
菩
薩
像
で
な
く
、
俗
人

像
に
当
た
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
夾
江
千
仏
崖
の
諸
例
に
お
け
る
持
幡
人
物
像
は
破
損
が
激
し
く
、
細

部
は
観
察
し
難
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
像
は
み
な
頭
光
や
身
光

は
も
た
ず
、
こ
の
点
だ
け
で
も
菩
薩
像
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
ま
た
、
一

三
七
号
龕
の
龕
底
右
辺
の
持
幡
人
物
像
の
頭
部
（
図
17
）
を
見
れ
ば
、
鄭
山
四

二
号
龕
と
同
じ
よ
う
に
幞
頭
を
被
る
俗
人
で
あ
る
ら
し
い
。
風
化
が
激
し
い
の

で
、
判
断
し
難
い
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
持
幡
人
物
像
が
い
ず
れ
も
騎
獅
・
騎
象
菩
薩
像
と
セ
ッ

ト
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
注
意
に
値
す
る
。

（
二
）
楽
土
に
導
く
機
能
を
も
つ
引
路
菩
薩
と
持
幡
人
物

　

引
路
菩
薩
図
の
特
徴
と
い
え
ば
、
幡
を
持
つ
菩
薩
形
の
後
ろ
に
も
う
一
躯
の

俗
人
像
が
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
俗
人
の
体
量
は
引
路
菩
薩
よ
り
明

ら
か
に
小
さ
い
。
ス
タ
イ
ン
将
来
の
作
例
（
図
18
）
に
は
「
引
路
菩
」
と
い
う

墨
書
銘
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
引
路
菩
薩
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
仏
教
経
典
の
中
に
は
引
路
菩
薩
と
い
う
尊
格
は
存
在
し
な
い
こ

と
も
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
、
唐
宋
の
画
史
に
も
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。

　

引
路
菩
薩
に
つ
い
て
、
松
本
栄
一
氏
は
ス
タ
イ
ン
と
ペ
リ
オ
の
将
来
品
と
墨

書
銘
を
紹
介
し
て
、「
引
路
菩
薩
は
死
者
の
精
霊
を
楽
土
に
導
く
菩
薩
と
い
う

意
味
を
有
す
る
」
と
述
べ
る
が
、
そ
の
導
引
の
目
的
地
が
西
方
極
楽
浄
土
か
或

は
忉
利
天
な
ど
か
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い
）
24
（

。

　

次
に
塚
本
善
隆
氏
は
松
本
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
長
興
三
年
（
九
三
二
）

の
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
幢
の
一
面
の
拓
本
及
び
蘇
洵
の
『
嘉
祐
集
』
巻
一
四
の

「
極
楽
院
造
六
菩
薩
記
」
に
お
け
る
引
路
菩
薩
に
関
す
る
記
述
の
存
在
を
示
し

て
い
る
）
25
（

。

　

そ
の
仏
頂
尊
勝
陀
羅
尼
経
幢
の
銘
文
に
よ
れ
ば
、
河
南
の
仏
教
信
者
に
よ
っ

て
造
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
）
26
（

、
引
路
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
は
敦
煌
だ
け
で
な
く

中
原
地
域
に
も
行
わ
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
る
。
筆
者
に
と
っ
て
い
さ
さ
か
興

味
が
あ
る
の
は
、
蘇
洵
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
「
引
路
王
」
の
像
で
あ
る
。
こ
の

一
連
の
造
像
に
よ
っ
て
、
塚
本
氏
は
、「
観
音
乃
至
引
路
王
の
六
菩
薩
は
、
第

十
一
世
紀
時
代
の
四
川
省
地
方
の
仏
教
界
で
、
死
者
の
楽
土
往
生
の
信
仰
に
結

び
つ
い
て
一
般
祈
願
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
」
と
述
べ
、「
天

図18　  スタイン敦煌将来作「引路菩」墨書銘の
ある引路菩薩図　大英博物館
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蔵
・
解
冤
結
・
引
路
王
の
三
菩
薩
は
仏
典
中
か
ら
示
唆
を
う
け
、
或
は
土
俗
信

仰
道
教
信
仰
か
ら
刺
激
を
う
け
て
、
中
国
社
会
に
誕
生
し
た
菩
薩
で
あ
ろ
う
」

と
指
摘
し
て
い
る
）
27
（

。
塚
本
氏
の
推
測
は
ほ
ぼ
問
題
な
い
が
、
四
川
の
土
俗
信
仰

か
ら
の
影
響
説
に
つ
い
て
は
、
前
節
の
丹
棱
と
夾
江
の
実
例
か
ら
す
る
と
、
十

一
世
紀
で
な
く
、
そ
れ
以
前
に
す
で
に
存
在
し
た
と
、
筆
者
は
考
え
る
。

　

こ
の
「
引
路
王
」
と
い
う
名
称
に
つ
い
て
、
同
じ
巴
蜀
地
域
の
重
慶
大
足
北

山
の
観
音
坡
に
は
紹
興
二
十
四
年
（
一
一
五
四
）
銘
の
地
蔵
、
引
路
王
菩
薩
龕

が
現
存
し
、
龕
内
に
「
地
蔵
王
菩
薩
」、「
引
路
王
菩
薩
」
の
造
像
銘
が
確
認
で

き
る
）
28
（

。
時
代
か
ら
見
れ
ば
、
蘇
洵
の
「
引
路
王
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
り
、
当
時

の
信
衆
に
と
っ
て
引
路
王
の
尊
格
は
や
は
り
菩
薩
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
引
路
菩
薩

が
導
く
浄
土
の
種
類
に
つ

い
て
は
、
関
連
実
例
に
は

雲
気
に
乗
る
楼
閣
が
あ
ら

わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

忉
利
天
、
兜
率
天
、
極
楽

浄
土
な
ど
い
ず
れ
も
想
定

が
可
能
で
あ
ろ
う
。
仏
教

信
仰
が
在
地
化
し
た
こ
と

で
、
こ
う
し
た
混
淆
し
た

信
仰
が
生
ま
れ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

ま
た
、
四
川
資
中
の
西
岩
（
御
河
溝
）
摩
崖
造
像
の
二
一
号
龕
（
図
19
）
に

は
、「
長
子
黄
祖
要
奉
為
岳
母
何
氏
造
阿
弥
陀
仏
観
音
地
蔵
引
路
王
菩
薩
七
仏

共
一
龕
用
佰
資
□
□
識
早
生
□
□
□
□
□
」
と
い
う
造
像
銘
（
図
20
）
が
残
っ

て
い
る
）
29
（

。
す
な
わ
ち
、
黄
祖
要
と
い
う
人
が
妻
の
母
の
何
氏
の
た
め
に
、
阿
弥

陀
仏
・
観
音
・
地
蔵
・
引
路
王
菩
薩
・
七
仏
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

後
段
の
「
早
生
□
□
」
は
、
恐
ら
く
「
早
生
浄
土
」
で
あ
ろ
う
。
中
尊
は
阿
弥

陀
仏
に
相
違
な
い
か
ら
、
引
路
王
菩
薩
の
導
く
先
は
弥
陀
浄
土
で
あ
る
。
肥
田

路
美
氏
は
、
す
で
に
「
亡
者
を
浄
土
へ
導
く
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に
疑
点
は
な
い
」

と
指
摘
し
、
ま
た
龕
内
の
七
仏
に
つ
い
て
、「
七
仏
を
付
帯
し
た
こ
う
し
た
図

像
に
つ
い
て
は
七
斎
に
関
連
す
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
）
30
（

。
こ
の

図19　四川資中西岩（御河溝）21号龕

図20　四川資中西岩（御河溝）21号龕　造像銘
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作
例
は
重
修
さ
れ
て
当
初
の
状
態
を
推
測
し
難
い
け
れ
ど
も
、
胡
文
和
氏
は
、

龕
内
の
構
成
か
ら
晩
唐
・
五
代
の
作
と
判
断
し
て
い
て
）
31
（

、
筆
者
も
同
感
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
敦
煌
出
土
の
引
路
菩
薩
が
導
く
楽
土
の
曖
昧
さ
は
、
巴
蜀
の

引
路
菩
薩
に
よ
り
明
ら
か
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
弥
陀
浄
土
に
当
た
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
丹
棱
鄭
山
、
夾
江
の
実
例
は
い
ず
れ
も
浄
土
変
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

ら
の
持
幡
人
物
像
の
役
割
は
や
は
り
亡
者
を
阿
弥
陀
浄
土
へ
導
く
も
の
と
判
断

で
き
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
持
幡
人
物
像
は
す
で
に
西
方
浄
土
世
界
の
中
に
い

る
様
子
な
の
に
対
し
、
引
路
菩
薩
は
幡
を
持
ち
な
が
ら
背
後
の
亡
者
を
浄
土
へ

導
い
て
い
る
途
中
で
あ
る
。
特
に
、
鄭
山
四
二
号
龕
の
場
合
、
持
幡
人
物
像
は

脇
侍
菩
薩
の
外
側
に
お
り
、
ま
さ
に
浄
土
往
生
が
す
で
に
成
就
し
た
様
子
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

四
、
追
善
供
養
と
極
楽
往
生

　
　
│
仏
事
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
│

（
一
）
水
陸
斎
会
・
密
教
儀
礼
と
の
関
連
性

　

亡
者
に
対
す
る
追
善
供
養
の
儀
式
と
い
え
ば
、
直
ち
に
有
名
な
水
陸
会
或
い

は
水
陸
斎
会
を
想
起
さ
せ
る
。
そ
の
源
流
を
遡
る
と
、
梁
武
帝
と
の
関
わ
り
が

確
認
さ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
南
宋
の
志
磐
の
『
佛
祖
統
紀
』
巻
三
三
、
水
陸
斎

条
に
は
、「
梁
武
帝
。
夢
神
僧
告
之
曰
。
六
道
四
生
受
苦
無
量
。
何
不
作
水
陸

大
斎
以
拔
済
之
。
帝
以
問
諸
沙
門
無
知
之
者
。
唯
誌
公
勧
帝
。
広
尋
経
論
必
有

因
縁
。
帝
即
遣
迎
大
蔵
。
積
日
披
覧
。
創
立
儀
文
。
三
年
而
後
成
。
乃
建
道
場
。

（
後
略
）（
梁
武
帝
は
、
夢
の
中
に
あ
る
神
僧
に
よ
っ
て
、
無
量
の
苦
み
を
受
け

る
六
道
四
生
た
め
、「
水
陸
大
斎
」
を
作
っ
て
そ
れ
ら
を
救
済
す
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
と
い
う
感
得
を
得
た
。
梁
武
帝
は
諸
沙
門
に
聞
い
た
が
知
る
も
の
は

い
な
か
っ
た
。た
だ
宝
誌
は
、「
広
く
経
論
を
さ
が
し
た
ら
、必
ず
因
縁
が
あ
り
」

と
、
梁
武
帝
に
勧
め
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
梁
武
帝
は
大
蔵
を
迎
え
さ

せ
、
多
く
の
日
々
に
経
典
を
閲
覧
し
、
儀
文
を
創
立
し
て
、
三
年
後
〔
儀
文
を
〕

全
部
完
成
し
て
、
道
場
を
建
て
た
）
32
（

。）」
と
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
梁
武
帝
の
夢
感
得

に
よ
る
六
道
四
生
救
済
の
た
め
の
水
陸
斎
会
の
成
立
譚
で
あ
る
。

　

水
陸
斎
会
に
つ
い
て
、
牧
田
諦
亮
氏
は
「
水
陸
会
小
考
」
で
詳
し
く
述
べ
て

い
る
）
33
（

。
南
朝
成
立
説
は
い
さ
さ
か
早
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
晩
唐
期
以
後
に
は
、

水
陸
斎
会
が
流
行
し
た
の
は
、
確
か
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
ま
た
同
条
に
、「
至

唐
咸
亨
中
。
西
京
法
海
寺
英
禅
師
。
夢
泰
山
府
君
召
往
説
法
。
後
独
坐
方
丈
。

見
一
異
人
前
告
之
曰
。
向
於
泰
山
府
君
処
窃
覩
尊
容
。
聞
世
有
水
陸
大
斎
可
以

利
益
幽
品
。
其
文
是
梁
武
所
集
）
34
（

。」
と
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
最
後
の
割
注

に
「
東
川
楊
諤
水
陸
儀
。
蜀
中
有
楊
推
官
儀
文
。
盛
行
於
世
）
35
（

。」
と
あ
り
、
す

な
わ
ち
巴
蜀
地
域
で
は
、
楊
諤
の
水
陸
儀
文
が
流
行
し
て
い
た
と
わ
か
る
。

　
「
利
益
幽
品
」
と
い
う
語
句
か
ら
、
や
は
り
水
陸
斎
会
の
主
な
目
的
が
衆
生

救
済
、
追
善
供
養
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
き
で
は
な
い
が
、
浄
土
往
生
と
の
関

連
に
つ
い
て
は
ま
だ
明
白
に
し
て
い
な
い
。こ
の
問
題
に
つ
い
て
、賛
寧
の
『
宋

高
僧
伝
』
巻
二
五
の
釈
守
真
条
に
は
「
開
灌
頂
道
場
五
遍
。
約
度
僧
尼
士
庶
三

千
余
人
。
開
水
陸
道
場
二
十
遍
。
常
五
更
輪
結
文
殊
五
髻
教
法
。
至
夜
二
更
輪

西
方
無
量
寿
教
法
。
称
阿
弥
陀
尊
号
修
念
仏
三
昧
期
生
浄
域
）
36
（

。」
と
あ
る
。
釈
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守
真
は
晩
唐
か
ら
五
代
の
蜀
の
僧
で
、
大
乗
起
信
論
と
法
界
観
に
精
通
す
る
）
37
（

。

そ
の
灌
頂
道
場
と
は
密
教
の
儀
礼
で
あ
ろ
う
。
つ
づ
い
て
、
二
十
遍
の
水
陸
道

場
を
開
き
、
常
に
夜
の
五
更
は
文
殊
五
髻
教
法
を
結
び
、
夜
の
二
更
に
至
っ
て

更
に
西
方
無
量
寿
教
法
を
結
び
、
阿
弥
陀
仏
の
尊
号
を
称
し
て
念
仏
三
昧
を
修

し
、
浄
域
へ
往
生
で
き
る
こ
と
を
期
待
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
水
陸
道
場
に

お
い
て
、
文
殊
五
髻
教
法
や
西
方
無
量
寿
教
法
を
交
互
に
修
し
、
浄
土
往
生
を

想
い
な
が
ら
、
阿
弥
陀
仏
の
名
号
を
称
す
る
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
こ
の
水
陸

道
場
は
必
ず
し
も
梁
武
帝
に
創
立
さ
れ
た
「
水
陸
大
斎
」
に
当
た
る
は
ず
は
な

い
が
、
少
な
く
と
も
、
浄
土
往
生
を
祈
願
す
る
儀
礼
だ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
。
つ
ま
り
、
晩
唐
期
に
、
こ
う
し
た
水
陸
斎
会
ま
た
は
密
教
修
法
が
巴
蜀
地

域
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）
水
陸
画
の
記
述
か
ら
見
た
関
連
性

　

こ
の
部
分
で
、
水
陸
画
に
関
わ
る
史
料
を
挙
げ
て
整
理
し
て
み
よ
う
。
清
の

王
士
禎
の
『
池
北
偶
談
』
巻
二
十
、
談
異
一
、
呉
道
子
水
陸
画
条
に
は
、「
平

陽
普
庵
堂
有
呉
道
子
画
水
陸
百
二
十
軸
。
明
世
宗
朝
、
西
河
郡
王
城
北
有
隙
地
、

伝
為
廃
寺
址
、
其
地
中
間
方
数
尺
、
雨
雪
不
濡
、
中
夜
常
見
光
怪
。
王
令
人
持

畚
鍤
発
之
五
丈
許
、
得
石
函
、
以
鉄
緄
二
道
束
其
外
、
発
之
、
又
得
錫
函
、
最

中
函
以
木
、
木
函
啓
、
軸
見
、
乃
呉
道
子
真
跡
也
。
王
甚
珍
之
。（
後
略
）
38
（

）」
と

あ
り
、
山
西
平
陽
普
庵
堂
に
は
呉
道
玄
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
水
陸
画
が
百
二
十

軸
あ
っ
た
と
い
う
。
周
知
の
通
り
、
呉
道
玄
の
活
躍
期
は
盛
唐
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
霊
験
説
話
は
あ
く
ま
で
清
人
に
よ
っ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
後

世
の
付
会
説
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、
盛
唐
期
に
水
陸
画
が
流
行
し

た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
不
明
で
あ
る
と
言
う
し
か
な
い
。

　

唐
以
後
の
水
陸
画
に
関
す
る
史
料
も
豊
か
で
は
な
い
が
、
殆
ど
が
巴
蜀
の
画

家
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
北
宋
の
郭
若
虚
の
『
図
画
見
聞
誌
』
巻
二
、
張
南

本
条
に
は
、「
張
南
本
、
不
知
何
許
人
、
工
画
仏
道
鬼
神
、
兼
精
画
火
。
嘗
於

成
都
金
華
寺
大
殿
画
八
明
王
。（
中
略
）
又
嘗
画
宝
暦
寺
水
陸
功
徳
、
曲
尽
其
妙
。

（
後
略
）
39
（

）」
と
あ
り
、
晩
唐
の
張
南
本
は
仏
画
を
う
ま
く
描
い
て
、
益
州
の
宝
暦

寺
に
「
水
陸
功
徳
」
を
描
い
た
と
い
う
。
た
だ
し
、
郭
若
虚
は
こ
の
「
水
陸
功

徳
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
詳
し
く
記
し
て
い
な
い
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
、
黄
休
復
の
『
益
州
名
画
録
』
巻
上
、
妙
格
中
品
の
張
南
本

条
に
は
、「
張
南
本
者
、
不
知
何
許
人
也
。
中
和
年
寓
止
蜀
城
、
攻
画
仏
像
人
物
、

龍
王
神
鬼
。（
中
略
）
僖
宗
駕
回
之
後
、
府
主
陳
太
師
于
宝
暦
寺
置
水
陸
院
、

請
南
本
画
天
神
地
祗
、
三
官
五
帝
、
雷
公
電
母
、
岳
瀆
神
仙
、
自
古
帝
王
、
蜀

中
諸
廟
一
百
二
十
余
幀
、
千
怪
万
異
、
神
鬼
龍
獣
、
魍
魎
魑
魅
、
錯
雑
其
間
、

時
称
大
手
筆
也
。（
後
略
）
40
（

）」
と
あ
り
、「
水
陸
功
徳
」
の
内
容
は
、
天
神
地
祇
、

三
官
五
帝
、
雷
公
電
母
、
岳
瀆
神
仙
、
自
古
帝
王
、
蜀
中
諸
廟
の
神
な
ど
と
い

う
。
ま
た
「
僖
宗
駕
回
之
後
」、
す
な
わ
ち
黄
巣
の
乱
（
八
七
五
〜
八
八
四
）

を
治
め
た
後
の
こ
と
で
、
こ
の
時
点
に
府
主
の
陳
太
師
（
陳
敬
瑄
）
が
宝
暦
寺

に
お
い
て
水
陸
院
を
建
て
、
張
南
本
に
百
二
十
幀
の
水
陸
画
を
制
作
さ
せ
た
の

は
、
や
は
り
国
家
鎮
護
、
亡
霊
追
善
の
た
め
で
あ
る
。
つ
い
で
に
い
う
と
、
張

南
本
に
描
か
せ
た
「
水
陸
功
徳
」
の
数
は
「
百
二
十
幀
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
前

の
『
池
北
偶
談
』
に
記
さ
れ
た
「
呉
道
子
画
水
陸
百
二
十
軸
」
の
数
と
一
致
し
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て
い
る
。
恐
ら
く
「
百
二
十
」
と
い
う
員
数
は
、
唐
代
の
水
陸
画
の
基
準
と
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、『
図
画
見
聞
誌
』
巻
二
、
杜
弘
義
条
に
は
「
五
代
の
杜
弘
義
、
蜀

郡
晋
平
人
、
工
画
仏
道
高
僧
。
成
都
宝
暦
寺
有
文
殊
普
賢
并
水
陸
功
徳
）
41
（

。」
と

あ
る
。
杜
弘
義
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
文
殊
、
普
賢
と
水
陸
功
徳
も
益
州
の
宝
暦

寺
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
た
と
わ
か
る
。
留
意
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
水
陸
画
は
殆

ど
寺
院
に
お
さ
め
る
と
い
う
点
、
ま
た
、
杜
弘
義
の
「
文
殊
普
賢
并
水
陸
功
徳
」

と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は
水
陸
斎
会
を
行
う

時
に
併
用
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
つ
い
て
は
断
定
し
難
い
け
れ
ど
も
、
釈
守
真

が
水
陸
道
場
を
開
く
と
き
、
夜
の
五
更
に
は
文
殊
五
髻
教
法
を
結
ん
だ
と
い
う

記
述
に
鑑
み
れ
ば
、
文
殊
・
普
賢
と
水
陸
功
徳
と
と
も
に
併
用
さ
れ
て
も
不
自

然
で
は
な
い
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
水
陸
斎
会
は
儒
・
釋
・

道
三
教
か
ら
影
響
を
受
け
て
、
雑
糅
さ
れ
て
し
ま
っ
た
儀
礼
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
鄭
山
や
夾
江
千
仏
崖
の
実
例
に
お
け
る
持
幡
人
物
の
隣
に
は
い
ず
れ
も
文

殊
・
普
賢
の
よ
う
な
騎
獅
・
騎
象
菩
薩
像
が
確
認
さ
れ
る
。
さ
ら
に
宝
暦
寺
も

晩
唐
益
州
の
寺
院
で
あ
り
）
42
（

、
蓋
然
性
は
よ
り
一
層
高
ま
ろ
う
。
且
つ
張
南
本
も
、

釈
守
真
が
出
家
し
た
寺
院
と
さ
れ
る
聖
寿
寺
に
て
、「
賓
頭
盧
変
相
」
と
「
霊

山
仏
会
」
を
描
い
た
記
述
が
確
認
さ
れ
る
）
43
（

。

　

も
ち
ろ
ん
鄭
山
や
夾
江
千
仏
崖
の
諸
例
に
あ
る
持
幡
人
物
像
や
伎
楽
天
、
騎

獅
・
騎
象
菩
薩
像
、
僧
俗
像
が
行
な
っ
て
い
る
仏
事
は
、
か
な
ら
ず
し
も
水
陸

斎
会
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
儀
礼
に
よ
っ
て
追
善
供
養
を
行
っ
て
浄
土

往
生
を
求
め
た
の
は
目
的
で
あ
る
の
で
、
共
通
或
い
は
類
似
の
行
事
と
み
な
し

て
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。
ま
た
、
文
殊
や
阿
弥
陀
仏
以
外
、
志
磐
の
水
陸
儀
軌

巻
四
に
は
『
普
賢
観
経
』
に
基
づ
い
た
天
台
流
の
懺
悔
が
説
か
れ
る
と
指
摘
さ

れ
て
お
り
）
44
（

、
さ
ら
に
水
陸
斎
会
の
儀
式
は
よ
り
密
教
性
の
強
い
千
手
観
音
と
の

関
連
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
45
（

。
発
願
者
は
、
こ
う
し
た
水
陸
斎
会
、
密

教
儀
礼
の
よ
う
な
情
景
の
表
現
に
よ
っ
て
、
亡
者
の
追
善
供
養
、
浄
土
往
生
な

い
し
将
来
の
自
身
の
浄
土
往
生
を
、
祈
願
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五
、
浄
土
変
に
お
け
る
「
半
啓
門
」
図
像
に
つ
い
て

　

持
幡
人
物
像
以
外
に
も
、
巴
蜀
地
域
の
浄
土
変
造
像
の
実
例
に
は
、
注
目
す

べ
き
人
物
像
が
確
認
さ
れ
る
。
筆
者
は
菩
提
寺
の
実
例
を
調
査
し
た
と
き
、
右

壁
に
あ
ら
わ
れ
た
楼
閣
の
一
階
に
お
け
る
「
半
啓
門
」（
門
を
半
ば
開
く
）
の

人
物
像
の
存
在
を
確
認
し
た
。
右
側
壁
の
隣
の
造
像
銘
に
あ
る
「
西
方
変
相
壹

龕
」
と
い
う
語
句
に
よ
っ
て
、
西
方
浄
土
変
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
一
）
安
岳
木
魚
山
菩
提
寺
一
八
号
龕
に
あ
る
「
半
啓
門
」
図
像

　

菩
提
寺
例
は
二
重
龕
で
あ
り
、
正
壁
に
は
一
仏
坐
像
、
二
比
丘
、
二
脇
侍
菩

薩
坐
像
が
あ
る
が
、
現
在
は
五
尊
像
は
全
て
破
壊
さ
れ
て
、
頭
光
と
身
光
だ
け

残
っ
た
状
態
で
あ
る
。

　

左
右
壁
の
保
存
状
態
は
良
好
で
、
各
々
一
つ
の
完
整
な
二
重
楼
閣
（
図
21
）

が
あ
る
。
左
壁
の
楼
閣
は
入
母
屋
式
の
屋
根
で
、
庇
の
上
に
一
羽
の
鳥
が
あ
り
、

屋
根
の
頂
に
は
二
つ
の
鴟
吻
が
あ
る
。
ま
た
、
一
階
に
は
四
つ
の
柱
が
あ
り
、



1035（276）

そ
の
上
に
斗
拱
が
見
ら
れ
、

屋
庇
の
上
に
は
二
羽
の
鳥
が

あ
る
。
そ
の
上
辺
に
は
台
輪

と
二
階
が
あ
り
、
二
階
に
も

四
つ
の
斗
と
拱
の
組
合
と
四

本
の
柱
が
あ
り
、
中
央
に
は

一
躯
の
坐
像
が
あ
っ
て
、
恐

ら
く
如
来
で
あ
ろ
う
。
ま
た

左
右
に
は
各
々
四
躯
の
伎
楽

天
が
あ
る
。

　

ま
た
、
右
壁
の
楼
閣
は
左

壁
の
楼
閣
と
は
ほ
ぼ
同
じ
構
成
で
あ
る
。
一
階
の
庇
は
破
損
し
、
下
に
斗
拱
を

の
せ
る
六
本
の
柱
が
あ
り
、
左
壁
の
楼
閣
の
一
階
よ
り
二
本
の
柱
が
多
く
な
る
。

二
階
に
は
斗
拱
と
四
つ
の
柱
が
見
え
、
中
央
に
は
一
躯
の
坐
像
が
あ
り
、
そ
の

左
右
に
は
ま
た
数
躯
の
伎
楽
天
像
が
あ
る
。

　

特
に
、
こ
の
「
半
啓
門
」
図
像
（
図
22
）
は
楼
閣
の
一
階
に
あ
り
、
中
央
の

二
本
の
柱
の
間
に
、
一
躯
の
人
物
像
が
右
の
扉
を
開
い
て
、
体
の
半
分
を
外
へ

出
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
風
化
に
よ
っ
て
面
部
は
模
糊
と
な
っ
た
が
、
右
手

は
左
の
扉
の
縁
を
持
っ
て
い
て
、
長
い
裙
を
着
し
て
い
る
の
を
確
認
で
き
る
。

こ
う
し
た
浄
土
変
、
例
え
ば
菩
提
寺
以
外
に
、
筆
者
は
見
た
こ
と
が
な
く
、
相

当
珍
し
い
実
例
と
考
え
る
。

（
二
）
浄
土
変
に
お
け
る
「
半
啓
門
」
図
像
の
意
味

　
「
半
啓
門
」
図
像
の
意
味
に
関
し
て
は
、
や
は
り
後
漢
時
代
に
流
行
し
て
い

た
墓
葬
美
術
の
画
像
石
・
石
棺
な
ど
の
関
連
実
例
に
遡
る
し
か
な
い
。
例
え
ば
、

一
九
四
二
年
に
四
川
省
蘆
山
県
で
出
土
し
た
建
安
十
六
年
（
二
一
一
）
銘
の
王

暉
石
棺
に
は
「
半
啓
門
」
図
像
が
確
認
さ
れ
る
）
46
（

。
こ
の
「
半
啓
門
」
の
双
髻
の

あ
る
人
物
に
つ
い
て
は
侍
女
や
童
子
と
す
る
説
も
あ
り
、
仙
人
に
変
身
し
た
朱

雀
と
す
る
説
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
）
47
（

。
ま
た
、
同
じ
四
川
省
滎
経
県
で

出
土
し
た
後
漢
時
代
の
石
棺
の
側
面
に
も
「
半
啓
門
」
図
像
（
図
23
）
が
見
ら

れ
）
48
（

、
そ
の
扉
を
開
く
人
物
像
も
双
髻
を
結
う
が
、
王
暉
石
棺
の
例
の
よ
う
に
体

に
鱗
の
よ
う
な
も
の
は
見
え
ず
、
た
だ
普
通
の
侍
女
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ

う
し
た
「
半
啓
門
」
図
像
は
四
川
で
出
土
し
た
だ
け
で
な
く
、
江
蘇
、
河
南
、

図22　四川安岳菩提寺18号龕　「半啓門」図像

図21　四川安岳菩提寺18号龕　楼閣建築
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山
東
に
お
い
て

も
数
多
く
発
見

さ
れ
た
）
49
（

。

　

滎
経
石
棺
の

「
半
啓
門
」
図

像
に
つ
い
て
、

曽
布
川
寛
氏
は

「
西
王
母
と
一

つ
の
扉
、
一
つ
の
建
築
を
共
有
し
て
同
一
の
楼
閣
に
い
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ

る
）
50
（

」
と
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
西
王
母
の
い
る
神
仙
世
界
に
昇
仙
し
て
き
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
宇
佐
美
文
理
氏
は
、「
天
門
を
通
っ
た
向
こ
う
は
、

西
王
母
の
い
る
楽
し
げ
な
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
）
51
（

」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
土
居
淑
子
氏
は
「
仙
界
の
入
口
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
門
扉
の

奥
に
広
が
る
世
界
は
不
死
と
い
う
永
遠
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
）
52
（

。」
と
唱
え
て

い
る
。
そ
の
神
仙
世
界
に
昇
る
と
す
る
説
に
、
筆
者
は
賛
同
す
る
。
た
だ
し
、

後
漢
時
代
に
お
い
て
は
浄
土
信
仰
は
ま
だ
無
か
っ
た
か
ら
、
道
教
や
土
着
の
昇

仙
信
仰
な
ど
に
関
わ
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
が
、
な
ぜ
こ
の
「
半
啓
門
」
図
像

が
浄
土
変
に
お
い
て
利
用
さ
れ
た
の
か
。

　

他
に
も
「
半
啓
門
」
図
像
の
あ
る
仏
教
造
像
は
確
か
に
存
在
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
重
慶
大
足
北
山
仏
湾
の
一
七
六
号
龕
弥
勒
下
生
経
変
（
北
宋
）
の
右
壁

に
は
「
半
啓
門
」
の
俗
服
の
女
性
人
物
像
（
図
24
）
が
確
認
さ
れ
る
）
53
（

。
弥
勒
下

生
経
変
と
い
う
主
題
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
現
世
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
っ
て
も
不
思

議
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
俗
人
の
い
な
い
阿
弥
陀
浄
土
に
お
い

て
、
こ
の
「
半
啓
門
」
図
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
や
は
り
西
方
浄

土
へ
往
生
し
た
い
と
い
う
願
望
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

な
お
菩
提
寺
例
に
お
け
る
「
半
啓
門
」
人
物
像
は
模
糊
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
身
分
に
つ
い
て
は
、
菩
薩
、
女
性
、
男
性
と
い
う
三
つ
の
可
能
性
が
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
頭
光
、
身
光
を
も
た
ず
、
天
衣
や
装
身
具
な
ど
も

な
い
の
で
、
俗
服
の
人
物
像
に
し
か
見
え
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
浄
土
世
界

の
楼
閣
建
築
の
う
ち
に
一
人
の
俗
人
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
は
相
違
な

い
。

　

そ
れ
か
ら
、
浄
土
往
生
の
対
象
者
と
い
え
ば
、
菩
提
寺
例
の
外
龕
の
右
壁
に

は
上
・
中
・
下
三
段
、
計
一
一
躯
の
供
養
者
像
（
図
25
）
が
残
存
し
て
い
る
。

上
段
の
右
か
ら
第
一
躯
の
俗
服
の
人
物
像
は
両
手
を
胸
に
あ
て
て
合
掌
し
て
い

図23　四川滎経石棺「半啓門」図像

図24　  重慶大足北山仏湾176号龕　弥勒下生
経変窟右側壁　「半啓門」図像
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て
、
そ
の
右
側
に
「
女
弟
子
」
と
い
う
傍
題
が
あ
る
。
他
の
三
躯
像
も
み
な
俗

服
の
人
物
像
で
、
た
だ
体
は
第
一
躯
よ
り
や
や
小
さ
く
な
る
。
ま
た
中
段
の
右

か
ら
第
一
躯
の
人
物
像
は
官
吏
の
服
装
を
着
し
て
い
て
も
、「
硬
脚
幞
頭
」
或

は
「
長
脚
幞
頭
）
54
（

」
を
被
っ
て
い
る
か
ら
、
地
元
の
官
吏
で
は
な
か
ろ
う
か
。
敦

煌
莫
高
窟
の
中
唐
期
の
第
四
六
八
窟
の
薬
師
経
変
壁
画
や
晩
唐
期
の
第
二
〇
窟

の
東
壁
に
お
い
て
も
、「
硬
脚
幞
頭
」
を
被
っ
た
俗
人
像
が
確
認
さ
れ
る
）
55
（

。
ま
た
、

第
一
躯
の
人
物
像
の
手
前
に
は
、
小
人
物
像
が
あ
っ
て
、
面
部
は
す
で
に
模
糊

と
な
っ
て
い
る
が
、
侍
者
で
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の
左
側
に
あ
る
人
物
像
も
同
じ

か
っ
こ
う
で
、
体
は
や
や
小
さ
く
な
る
。
ほ
か
の
二
躯
像
は
も
っ
と
小
さ
く
作

ら
れ
て
い
る
が
、
俗
服
の
人
物
像
と
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
第
一
躯
中
段
の
傍
題

銘
は
残
っ
て
い
る
が
、
上
段
に
対
応
し
て
明
ら
か
に
「
男
弟
子
」
と
読
め
る
。

さ
ら
に
下
段
に
は
二
躯
の
人
物
像
が
あ
り
、
風
化
に
よ
っ
て
身
分
は
推
測
し
難

い
が
、
恐
ら
く
上
・
中
段
の
俗
人
像
の
一
族
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
光
景
を
見
る
と
、
あ
た
か
も
こ
の
「
半
啓
門
」
の
俗
人
は
、
浄
土

世
界
に
礼
拝
を
す
る
一
二
躯
の
俗
人
の
往
生
を
迎
え
に
き
て
い
る
よ
う
で
、
浄

土
世
界
へ
導
き
入
れ
る
最
中
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
現
地
の
信
衆
た

ち
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
土
着
の
浄
土
往
生
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
と
、
筆
者
は

考
え
て
い
る
。

お
わ
り
に

　

盛
唐
末
・
中
唐
期
か
ら
、
巴
蜀
地
域
の
阿
弥
陀
造
像
に
お
け
る
俗
人
像
は
、

側
壁
か
ら
正
壁
ま
た
は
阿
弥
陀
仏
に
近
い
位
置
に
移
さ
れ
て
き
た
。
浄
土
往
生

を
願
う
あ
ま
り
に
浄
土
系
経
典
の
所
説
に
背
反
す
る
よ
う
な
図
像
表
現
が
な
さ

れ
て
い
る
の
は
、
当
時
の
巴
蜀
地
域
の
浄
土
信
仰
の
一
面
を
反
映
し
て
い
る
。

且
つ
そ
れ
ら
の
人
物
像
は
単
独
で
は
な
く
、
俗
服
の
人
物
群
像
、
僧
人
像
ま
た

は
四
躯
の
幡
を
持
つ
人
物
像
も
確
認
さ
れ
る
。

　

晩
唐
・
五
代
・
宋
代
の
こ
ろ
、
敦
煌
、
河
南
、
巴
蜀
に
お
い
て
、
幡
を
も
つ

引
路
菩
薩
に
対
す
る
信
仰
は
流
行
し
た
が
、
巴
蜀
の
持
幡
人
物
像
の
特
徴
か
ら

見
れ
ば
、
や
は
り
菩
薩
と
は
異
な
り
俗
世
に
在
る
も
の
で
あ
る
と
認
識
す
べ
き

で
あ
る
。
な
お
幡
と
い
う
荘
厳
具
の
機
能
を
踏
ま
え
れ
ば
、
幡
を
持
つ
俗
人
像

の
機
能
は
亡
者
を
浄
土
世
界
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
持
幡
人
物
像
は

涅
槃
変
壁
画
や
舎
利
函
の
浮
彫
に
も
確
認
さ
れ
る
の
で
、
恐
ら
く
こ
の
表
現
は

図25　四川安岳菩提寺18号龕龕外　供養者群像
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浄
土
往
生
の
念
願
を
反
映
し
な
が
ら
の
仏
事
の
情
景
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。

　

そ
こ
で
、
追
善
供
養
や
浄
土
往
生
の
儀
礼
と
の
関
連
性
を
探
る
と
、
特
に
、

釋
守
真
の
関
連
記
事
に
よ
っ
て
、
晩
唐
・
五
代
の
巴
蜀
地
域
に
て
、
水
陸
道
場

を
開
く
と
き
、
文
殊
五
髻
教
法
を
結
び
、
浄
土
へ
往
生
す
る
た
め
西
方
無
量
寿

教
法
を
結
び
、
阿
弥
陀
仏
の
尊
号
を
称
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
残
念
な
が
ら
、

こ
う
し
た
作
法
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
念
仏
称
名
に
よ
っ
て
浄
土
へ
往
生

す
る
こ
と
は
周
知
で
あ
ろ
う
。
浄
土
造
像
に
こ
う
し
た
水
陸
斎
会
或
い
は
水
陸

斎
会
と
同
じ
よ
う
な
情
景
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
追
善
供
養
や
浄
土
往

生
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
ま
さ
に
発
願
者
の
目
的
だ
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
菩
提
寺
例
に
お
け
る
「
半
啓
門
」
図
像
に
つ
い
て
、
や
は
り
従
来

の
昇
仙
信
仰
と
は
違
っ
て
、
阿
弥
陀
仏
の
い
る
浄
土
世
界
に
往
生
す
る
こ
と
を

祈
念
し
て
制
作
さ
れ
た
と
、
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
浄
土
変
に
あ
る
「
半

啓
門
」
図
像
の
意
味
は
、
持
幡
人
物
像
が
浄
土
世
界
に
先
導
す
る
の
よ
り
も
い

さ
さ
か
前
進
し
、
い
わ
ば
、
往
生
し
て
き
た
衆
生
を
今
ま
さ
に
迎
え
入
れ
よ
う

と
し
て
い
る
の
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
半
啓
門
」
図
像

の
あ
ら
わ
さ
れ
た
仏
教
造
像
は
実
に
稀
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
に
残
さ
れ
た
示

唆
も
多
い
。

注

（
1
）　

勝
木
言
一
郎
「
中
国
に
お
け
る
阿
弥
陀
三
尊
五
十
菩
薩
図
の
図
像
に
つ
い
て
│
臥
龍

山
千
仏
巌
の
作
例
紹
介
と
そ
の
意
義
│
」（『
佛
教
藝
術
』
二
一
四
、
一
九
九
四
年
）。

岡
田
健
「
初
唐
期
の
転
法
輪
印
阿
弥
陀
図
像
に
つ
い
て
の
研
究
」（『
美
術
研
究
』
三
七

三
、
二
〇
〇
〇
年
）。
王
惠
民
「
一
仏
五
十
菩
薩
図
源
流
考
」（『
麦
積
山
石
窟
芸
術
文

化
論
集
』
上
冊
、
蘭
州
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）。
四
川
省
文
物
考
古
研
究
院
等

編
『
綿
陽
龕
窟　

四
川
綿
陽
古
代
造
像
調
査
研
究
報
告
集
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
一

〇
年
）。

（
2
）　

丁
明
夷
「
川
北
石
窟
札
記
」（『
文
物
』
一
九
九
〇
年
六
期
）
四
三
頁
。

（
3
）　

黄
夏
「
巴
蜀
地
域
に
お
け
る
阿
弥
陀
仏
五
十
二
菩
薩
像
│
地
理
的
分
布
・
構
成
モ

チ
ー
フ
の
変
遷
を
中
心
に
│
」（
早
稲
田
大
学
大
学
院
東
洋
美
術
史
、
肥
田
路
美
編
『
美

術
史
料
と
し
て
読
む
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
│
釈
読
と
研
究
│
（
十
）』、
二
〇
一
七

年
、
一
四
四
頁
）。

（
4
）　

孫
明
利
「
四
川
唐
、
五
代
摩
崖
浮
彫
観
無
量
寿
経
変
分
析
」（『
石
窟
芸
術
研
究
』
第

一
輯
、
文
物
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
）。

（
5
）　

四
川
博
物
院
、
成
都
文
物
考
古
研
究
所
、
四
川
大
学
博
物
館
編
『
四
川
出
土
南
朝
仏

教
造
像
』（
中
華
書
局
、
二
〇
一
三
年
）
二
六
四
〜
二
六
九
頁
。

（
6
）　

浄
土
系
経
典
に
は
、
宝
楼
や
欄
楯
な
ど
の
建
築
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
宝

塔
な
ど
の
記
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
前
掲
注（
3
）黄
夏
論
文
、
一
三
一
頁
。

（
7
）　

青
海
邦
子
「
堂
内
の
荘
厳
具
と
し
て
の
幡
の
一
考
察
（
そ
の
一
）」（『
大
手
前
短
期

大
学
研
究
集
録
』
二
六
号
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
8
）　

相
模
𣳾
造
「
西
域
出
土
の
唐
代
の
幡
に
つ
い
て
」（『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要
・
文
学

研
究
科
編
』
四
六
号
、
二
〇
一
八
年
）。

（
9
）　
『
古
今
注
』（『
漢
魏
六
朝
筆
記
小
説
大
観
』
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
二

三
二
頁
。

（
10
）　
『
大
正
蔵
』
巻
一
四
、
五
四
九
頁
ｃ
。

（
11
）　

関
根
俊
一
『
日
本
の
美
術
二
八
一
・
仏
・
菩
薩
と
堂
内
の
荘
厳
』（
至
文
堂
、
一
九

八
九
年
）。
ま
た
、「
三
十
八
縁
、
注
45
幢
幡
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
東
洋
美
術
史
、
肥

田
路
美
編
『
美
術
史
料
と
し
て
読
む
『
集
神
州
三
宝
感
通
録
』
│
釈
読
と
研
究
│

（
十
）』、
二
〇
一
七
年
、
三
二
〜
三
三
頁
。
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（
12
）　
『
大
正
蔵
』
巻
一
二
、
二
七
二
頁
ａ
。

（
13
）　
『
大
正
蔵
』
巻
一
四
、
四
〇
七
頁
ｂ
。

（
14
）　

小
林
信
彦
「
延
命
機
能
を
期
待
さ
れ
る
薬
師
│
不
死
を
求
め
る
中
国
人
が
作
り
上
げ

た
超
越
者
│
」（『
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
二
七
巻
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）

一
八
二
頁
。

（
15
）　

小
林
信
彦
「
中
国
の
「
續
命
神
旛
」
│
イ
ン
ド
風
呪
術
に
用
い
ら
れ
る
小
道
具
│
」

（『
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
』
三
一
巻
二
号
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
16
）　
『
大
正
蔵
』
巻
二
一
、
五
三
〇
頁
ｂ
。

（
17
）　
『
大
正
蔵
』
巻
五
三
、
五
八
六
頁
ｂ
、
七
五
四
頁
ｃ
。
ま
た
、
前
掲
注（
11
）「
三
十

八
縁
、
注
45
幢
幡
」
参
照
。

（
18
）　

上
野
勝
之
著
、
倉
本
一
宏
監
修
『
王
朝
貴
族
の
葬
送
儀
礼
と
仏
事
』（
臨
川
書
店
、

二
〇
一
七
年
）
一
九
七
〜
二
〇
五
頁
。

（
19
）　

賀
世
哲
主
編
『
敦
煌
石
窟
全
集
七　

法
華
経
画
巻
』（
商
務
印
書
館
、
一
九
九
九
年
）

一
四
〇
〜
一
四
三
頁
。

（
20
）　

樊
維
岳
等
「
藍
田
新
出
土
舎
利
石
函
」（『
文
博
』
一
期
、
一
九
九
一
年
）
三
六
〜
三

七
頁
。
文
軍
「
陜
西
藍
田
出
土
舎
利
石
函
図
像
再
探
討
」（『
文
博
』
二
期
、
二
〇
一
三

年
）
四
四
〜
四
七
頁
。

（
21
）　M

onica Zin, A
bout T

w
o Rocks in the Buddha ’s Life Story, East and 

W
est, V

ol.56, N
o.4, 2006. pp.329

〜358.

そ
の
後
、
于
薇
氏
はM

onica Zin

氏
の

観
点
を
踏
ま
え
て
、「
行
棺
図
、
五
百
力
士
移
石
、
求
分
舎
利
、
分
舎
利
」
と
唱
え
て

い
る
（「
涅
槃
前
後
│
│
藍
田
出
土
唐
代
舎
利
石
函
図
像
新
探
」『
美
術
研
究
』
三
期
、

二
〇
一
六
年
、
七
一
〜
七
六
頁
）。
ま
た
、
マ
ッ
ラ
族
と
巨
石
に
関
す
る
物
語
に
つ
い
て
、

モ
ニ
カ
・
ジ
ン
（
檜
山
智
美
訳
）「
ク
チ
ャ
の
仏
教
説
話
美
術
に
関
す
る
近
年
の
研
究

状
況
に
つ
い
て
」（
宮
治
昭
編
『
ア
ジ
ア
仏
教
美
術
論
集　

中
央
ア
ジ
ア
Ⅰ
ガ
ン
ダ
ー

ラ
〜
東
西
ト
ル
キ
ス
タ
ン
』、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
一
七
年
）
三
五
〇
〜
三
五

一
頁
。

（
22
）　

前
掲
注（
4
）孫
明
利
論
文
参
照
。

（
23
）　

幞
頭
の
源
に
つ
い
て
は
、『
大
唐
新
語
』
巻
一
〇
、
釐
革
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る

（
劉
肅
『
大
唐
新
語
』
中
華
書
局
、
一
九
八
四
年
、
一
四
八
頁
）。

（
24
）　

松
本
栄
一
「
第
三
章　

尊
像
図
中
の
特
殊
な
る
も
の
に
関
す
る
研
究
」『
燉
煌
画
の

研
究
』（
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
、
一
九
三
七
年
）
三
六
一
〜
三
六
六
頁
。

（
25
）　

初
出
塚
本
善
隆
『
引
路
菩
薩
信
仰
に
就
い
て
』（『
東
方
学
報
』
一
冊
、
一
九
三
一
年
）。

塚
本
善
隆
「
引
路
菩
薩
信
仰
と
地
蔵
十
王
信
仰
」『
塚
本
善
隆
著
作
集
７
浄
土
宗
史
・

美
術
篇
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
七
五
年
、
三
一
五
〜
三
九
九
頁
）。

（
26
）　

前
掲
注（
25
）塚
本
善
隆
著
書
、
三
二
九
〜
三
三
〇
頁
。

（
27
）　

前
掲
注（
25
）塚
本
善
隆
著
書
、
三
三
三
頁
。

（
28
）　

重
慶
大
足
石
刻
芸
術
博
物
館
等
編
『
大
足
石
刻
銘
文
録
』（
重
慶
出
版
社
、
一
九
九

九
年
）
三
五
頁
、
二
二
頁
。

（
29
）　

胡
文
和
『
四
川
道
教
、
仏
教
石
窟
芸
術
』（
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
）
四

九
頁
。

（
30
）　

肥
田
路
美
「
地
蔵
・
観
音
並
列
像
資
料
攷
│
│
四
川
地
域
の
造
像
例
と
霊
験
説
話

│
│
」（『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
三
分
冊
、
二
〇
〇
五
年
）
一
〇

六
頁
。

（
31
）　

前
掲
注（
29
）胡
文
和
著
書
、
四
九
頁
。

（
32
）　
『
大
正
蔵
』
巻
四
九
、
三
二
一
頁
ｂ
。

（
33
）　

初
出
牧
田
諦
亮
「
水
陸
会
小
考
」（『
東
方
宗
教
』
一
二
、
一
九
五
七
年
）、
ま
た
「
十

章　

水
陸
会
小
考
」『
中
国
仏
教
史
研
究　

第
二
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）。

（
34
）　
『
大
正
蔵
』
巻
四
九
、
三
二
一
頁
ｂ
〜
ｃ
。

（
35
）　
『
大
正
蔵
』
巻
四
九
、
三
二
一
頁
ｂ
〜
ｃ
。

（
36
）　
『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
八
七
一
頁
ｂ
〜
ｃ
。

（
37
）　
『
宋
高
僧
伝
』
巻
二
五
の
釈
守
真
条
に
よ
る
と
、
黄
巣
の
乱
の
と
き
、
釈
守
真
の
一

族
は
巴
蜀
に
逃
げ
て
、
彼
は
冠
年
（
二
十
歳
）
の
と
き
聖
寿
寺
に
て
出
家
し
、
そ
の
後
、

大
乗
起
信
論
や
法
界
観
や
密
教
修
法
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（『
大
正
蔵
』
巻

五
〇
、
八
七
一
頁
ｂ
）。

（
38
）　
『
池
北
偶
談
』（
中
華
書
局
、
一
九
八
二
年
）
四
九
一
頁
。

（
39
）　
『
図
画
見
聞
誌
』（『
画
史
叢
書
』
第
一
冊
、
上
海
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）



唐
代
巴
蜀
地
域
の
阿
弥
陀
造
像
に
お
け
る
俗
人
像
に
つ
い
て

（281）1030

一
八
頁
。

（
40
）　
『
益
州
名
画
録
』（『
中
国
書
画
全
書
』（
二
）
上
海
書
画
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
一

九
一
頁
。

（
41
）　
『
図
画
見
聞
誌
』、
二
六
頁
。

（
42
）　
『
宋
高
僧
伝
』
巻
二
七
、
智
広
条
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
寺
は
当
時
成
都
城
の
北
部
に
当

た
る
（『
大
正
蔵
』
巻
五
〇
、
八
八
二
頁
ａ
〜
ｂ
）。

（
43
）　
『
益
州
名
画
録
』
巻
上
、
張
南
本
条
に
は
、「（
前
略
）
今
聖
寿
寺
中
門
賓
頭
盧
変
相
、

東
廊
下
霊
山
仏
会
（
後
略
）」（
一
九
一
頁
）
と
あ
る
。

（
44
）　

千
葉
照
観
「
瑜
伽
焔
口
と
水
陸
会
」（
大
久
保
良
順
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会

編
『
仏
教
文
化
の
展
開　

大
久
保
良
順
先
生
傘
寿
記
念
論
文
集
』、
山
喜
房
仏
書
林
、

一
九
九
三
年
）
三
五
六
頁
。

（
45
）　

羅
翠
恂
「
水
陸
会
に
お
け
る
千
手
観
音
の
役
割
に
関
す
る
一
考
察
」（『
早
稲
田
大
学

総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
誌
』
一
巻
、
二
〇
一
三
年
）。

（
46
）　

任
乃
強
「
蘆
山
新
出
土
漢
石
図
考
」（『
康
導
月
刊
』
第
四
巻
六
・
七
期
合
刊
、
一
九

四
二
年
）。
陶
鳴
寛
等
「
蘆
山
県
的
東
漢
石
刻
」（『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
七
年
一

〇
期
）
四
二
頁
。

（
47
）　

鐘
堅
「
王
暉
石
棺
的
歴
史
芸
術
価
値
」（『
四
川
文
物
』
一
九
八
八
年
四
期
）
一
二
頁
。

盛
磊
「
四
川
〝
半
啓
門
中
探
身
人
物
〞
題
材
初
步
研
究
」（『
中
国
漢
画
研
究　

第
一
巻
』

広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
八
八
頁
。
高
子
期
「
王
暉
石
棺
略
説
」（『
四

川
文
物
』
二
〇
〇
九
年
五
期
）
六
五
頁
。

（
48
）　

李
暁
鳴
「
四
川
滎
経
東
漢
石
棺
画
像
」（『
文
物
』
一
九
八
七
年
一
期
）
九
五
頁
。

（
49
）　

土
居
淑
子
「
古
代
中
国
の
半
開
の
扉
」（『
古
代
中
国
考
古
・
文
化
論
叢
』
言
叢
社
、

一
九
九
五
年
）。

（
50
）　

曽
布
川
寛
「
漢
代
画
像
石
に
お
け
る
昇
仙
図
の
系
譜
」（『
東
方
学
報
』
六
五
巻
、
一

九
九
三
年
）
八
四
頁
。

（
51
）　

宇
佐
美
文
理
「
思
想
と
図
像
│
漢
代
の
死
生
観
と
画
像
石
」（『
信
州
大
学
教
養
部
紀

要
』
二
八
号
、
一
九
九
四
年
）
一
五
頁
。

（
52
）　

前
掲
注（
49
）土
居
淑
子
著
書
、
二
六
四
頁
。

（
53
）　

王
天
祥
等
「
也
論
大
足
北
山
176
与
177
窟
│
一
个
独
特
題
材
組
合
的
案
例
│
│
以
〝
婦

人
啓
門
図
〞
為
中
心
」（『
民
族
芸
術
』
二
〇
〇
八
年
四
期
）。

（
54
）　

唐
代
の
封
演
の
『
封
氏
聞
見
記
』
卷
五
、
巾
幞
条
に
は
、「
近
古
用
幅
巾
、
周
武
帝

裁
出
脚
向
後
幞
髪
、
故
俗
謂
之
幞
頭
。（
中
略
）
玄
宗
嫌
其
異
已
、
賜
内
様
巾
子
、
長

脚
羅
幞
頭
。
燕
公
服
之
入
謝
、
玄
宗
大
悦
。
因
此
令
内
外
官
僚
百
姓
并
依
此
服
。（
後

略
）」（
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
、
四
五
〜
四
六
頁
）
と
あ
る
。

（
55
）　

魏
建
鵬
「
敦
煌
壁
画
中
幞
頭
的
分
類
及
其
断
代
功
能
芻
議
」（『
芸
術
設
計
研
究
』
二

〇
一
三
年
二
期
）
一
四
〜
一
五
頁
。

﹇
図
版
出
典
﹈

出
典
の
な
い
図
版
は
い
ず
れ
も
筆
者
撮
影
。

図
14
文
軍
「
陜
西
藍
田
出
土
舎
利
石
函
図
像
再
探
討
」（『
文
博
』
二
期
、
二
〇
一
三
年
）
図

五
、
四
六
頁
。

図
18
林
樹
中
等
編
『
海
外
遺
珍　

中
国
仏
教
絵
画
』（
湖
南
美
術
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）

図
版
五
、
七
頁
。

図
19
肥
田
路
美
氏
撮
影
。

図
20
肥
田
路
美
氏
撮
影
。

図
23
中
国
画
像
石
全
集
編
輯
委
員
会
編
『
中
国
画
像
石
全
集　

巻
七
』（
河
南
美
術
出
版
社
、

二
〇
〇
〇
年
）
挿
図
一
一
四
、
八
八
頁
。

図
24
重
慶
大
足
石
刻
芸
術
博
物
館
等
編
『
大
足
石
刻
雕
塑
全
集　

北
山
石
窟
卷
』（
重
慶
出

版
社
、
一
九
九
九
年
）
図
版
七
六
、
六
九
頁
。


