
四
川
省
夾
江
千
仏
岩
の
僧
伽
・
宝
誌
・
萬
迴
三
聖
龕
に
つ
い
て

五
一

は
じ
め
に

夾
江
千
仏
岩
は
四
川
省
成
都
市
の
西
南
方
、
峨
嵋
山
麓
に
位
置
す
る
夾
江
県

城
の
西
北
二
・
五
キ
ロ
に
あ
り
、
青
衣
江
の
北
岸
に
沿
っ
て
東
西
に
連
な
る
大

観
山
の
崖
に
、
約
三
百
三
十
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
大
小
百
六
十
五
の
仏
龕
が

開
か
れ
て
い
る
。
青
衣
江
は
西
蔵
へ
の
玄
関
口
で
あ
る
雅
安
か
ら
夾
江
を
経
て

楽
山
で
大
渡
河
お
よ
び
岷
江
と
合
流
し
、
や
が
て
長
江
に
注
ぐ
。
そ
の
ほ
と
り

に
あ
る
夾
江
は
、
河
川
交
通
路
に
お
い
て
も
、
ま
た
成
都
か
ら
眉
山
を
経
て
塩

の
産
地
で
あ
る
自
貢
に
至
る
陸
路
に
お
い
て
も
、
四
川
盆
地
西
部
の
要
衝
で

あ
っ
た
。

千
仏
岩
摩
崖
造
像
は
、
四
川
地
域
の
他
遺
跡
と
同
様
に
岩
面
を
彫
り
窪
め
た

大
小
の
龕
に
尊
像
を
高
肉
彫
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
革
以
前
に
は
二
百
七
十
箇

窟
が
存
在
し
て
い
た
が
、
文
革
中
に
採
石
の
た
め
の
発
破
で
百
余
龕
が
破
壊
さ

れ
た
と
い
う
。
筆
者
は
二
〇
〇
九
年
秋
か
ら
一
二
年
春
ま
で
実
施
さ
れ
た
四
川

省
文
物
考
古
研
究
院
、
西
安
美
術
学
院
お
よ
び
地
元
楽
山
市
・
夾
江
県
の
文
物

管
理
所
に
よ
る
悉
皆
調
査
に
参
画
し
、
共
に
記
録
作
業
に
携
わ
っ
た
。
仏
龕
の

制
作
年
代
は
、
現
状
で
は
明
瞭
な
紀
年
題
記
が
ほ
と
ん
ど
検
出
で
き
な
い
た
め

に
造
像
様
式
や
主
題
、
図
像
形
式
な
ど
か
ら
判
断
す
る
ほ
か
な
い
が
、
開
元
年

間
末
か
ら
造
営
が
始
ま
り
、
九
世
紀
前
半
か
ら
末
葉
に
主
要
な
龕
が
開
鑿
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
仏
龕
の
内
容
は
、
通
例
の
一
仏
二
菩
薩
お
よ
び
脇
侍
諸
像

で
構
成
さ
れ
た
も
の
の
ほ
か
、
三
仏
な
い
し
四
仏
並
坐
像
や
観
音
地
蔵
並
列
像
、

西
方
浄
土
変
、
毘
沙
門
天
像
、
千
手
観
音
像
な
ど
の
主
題
が
繰
り
返
し
作
ら
れ

て
お
り
、
保
存
状
態
も
概
ね
良
好
で
、
中
唐
後
半
か
ら
晩
唐
期
に
お
け
る
信
仰

の
あ
り
よ
う
を
う
か
が
う
上
で
も
貴
重
な
遺
跡
で
あ
る
。

な
か
で
も
本
稿
で
取
り
上
げ
る
第
九
一
号
龕
は
、
僧
形
の
三
尊
が
並
坐
し
た

特
異
な
内
容
で
、
川
面
を
見
下
ろ
す
摩
崖
の
中
心
区
（
Ｄ
区
）
に
位
置
す
る
大

龕
で
あ
り
、
西
隣
の
第
九
九
号
龕
（
西
方
浄
土
変
龕
）
と
と
も
に
千
仏
岩
摩
崖

全
体
に
お
い
て
も
最
も
主
要
な
龕
の
一
つ
と
し
て
開
鑿
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る

（
図
１
）。

四
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夾
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萬
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五
二

本
龕
は
外
側

に
唐
草
文
を
め

ぐ
ら
せ
た
複
式

龕
で
、
龕
内
に

三
体
の
僧
形
像

と
中
尊
に
脇
侍

す
る
一
対
の
像
、

側
壁
龕
口
部
に

立
像
を
高
肉
彫

で
あ
ら
わ
す
。

僧
形
像
は
中
尊

の
み
結
跏
趺
坐
、

左
右
尊
は
そ
れ

ぞ
れ
外
側
の
脚

を
踏
み
下
し
て

坐
し
、
身
体
を
僅
か
に
中
尊
の
方
へ
向
け
る
（
図
２
）。
像
高
は
三
体
と
も
ほ

ぼ
同
大
で
あ
る
が
、
中
尊
の
須
弥
座
は
左
右
尊
の
円
筒
形
台
座
よ
り
も
少
し
ば

か
り
高
く
作
ら
れ
て
お
り
、
中
尊
と
左
右
尊
の
尊
格
上
の
序
列
に
若
干
の
高
下

が
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
三
尊
は
各
々
服
制
や
持
物
が
異
な
り
そ
れ
ぞ

れ
の
個
性
が
表
出
さ
れ
て
い
る
が
、
禅
定
印
を
結
ん
だ
中
尊
は
頭
部
を
欠
失
し

て
い
る
せ
い
も
あ
っ
て
最
も
個
性
を
う
か
が
い
に
く
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
左

尊
は
、
眼
窩
が
窪
み
口
元
に
皺
を
刻
み
喉
元
の
筋
や
鎖
骨
を
あ
ら
わ
し
た
特
徴

的
な
風
貌
に
加
え
て
、
鋏
（
剪
刀
）、
曲
尺
（
指
矩
）、
円
鏡
な
ど
と
い
う
特
異

な
道
具
を
懸
け
た
杖
を
執
る
姿
で
あ
る
。
ま
た
右
尊
は
、
襟
を
左
右
に
開
い
た

円
袍
の
腰
に
帯
を
締
め
た
僧
形
像
と
し
て
は
珍
し
い
服
制
で
あ
る
う
え
に
、
何

よ
り
も
口
を
大
き
く
開
い
た
面
貌
が
た
い
へ
ん
特
徴
的
で
あ
る
。
三
尊
の
背
後

に
は
一
面
に
岩
山
が
浅
浮
彫
さ
れ
て
い
る
。
各
尊
の
上
方
で
そ
れ
ぞ
れ
岩
峰
形

を
呈
し
、
頂
き
は
圭
形
に
作
っ
て
岩
肌
を
太
く
粗
い
刻
線
で
表
す
。
ま
た
岩
峰

の
間
に
は
花
を
つ
け
た
草
木
を
浮
彫
し
、
両
側
壁
の
上
部
か
ら
天
井
に
か
け
て

湧
き
上
が
る
雲
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
特
異
な
内
容
の
本
龕
は
造
像
題
記
を
伴
わ
ず
、
主
題
の
意
味
や
開

鑿
の
意
図
に
つ
い
て
は
他
地
域
の
作
例
や
文
献
史
料
、
諸
先
学
の
研
究
成
果
に

依
り
な
が
ら
推
定
し
て
い
く
ほ
か
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、

三
体
の
尊
名
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
す
る
諸
氏
の
説
を
は
じ
め
に
確
認
し
て
お
き

た
い
。

李
已
生
氏
は
、
一
九
八
八
年
の
『
中
国
美
術
全
集　

四
川
石
窟
彫
塑
』
に
お

い
て
同
龕
の
左
尊
を
取
り
上
げ
、
特
徴
あ
る
持
物
を
『
太
平
御
覧
』
異
僧
条
な

ど
諸
史
料
の
記
述
に
照
ら
し
て
宝
誌
禅
師
で
あ
る
と
し
た
。
ま
ず
疑
う
余
地
の

な
い
妥
当
な
見
解
で
あ
る
。
李
已
生
氏
は
さ
ら
に
、
晩
唐
か
ら
宋
に
か
け
て
大

足
、
綿
陽
、
夾
江
、
仁
寿
、
大
邑
な
ど
の
地
に
三
体
の
僧
形
像
を
並
置
し
た
龕

が
見
ら
れ
る
と
述
べ
、
人
物
の
組
み
合
わ
せ
は
各
地
で
一
定
せ
ず
「
子
瞻
、
魯

直
、
佛
印
」
と
い
う
題
記
の
あ
る
大
邑
の
例
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

但
し
、
九
一
号
龕
の
中
尊
と
右
尊
に
関
し
て
は
言
及
し
な
い
。
一
方
、
一
九
九

二
年
の
王
煕
祥
・
曽
徳
仁
氏
に
よ
る
論
文
「
四
川
夾
江
千
仏
岩
摩
崖
造
像
」）1
（

で

図１　千仏岩D区（部分。上段右から二つ目が第91号龕）



四
川
省
夾
江
千
仏
岩
の
僧
伽
・
宝
誌
・
萬
迴
三
聖
龕
に
つ
い
て

五
三

は
、
中
尊
を
如
来
像
、
左
尊
を
地
蔵
菩
薩
、
右
尊
を
地
蔵
菩
薩
の
化
身
像
と
す

る
。
三
体
と
も
何
ら
か
の
祖
師
像
で
あ
る
と
見
る
李
已
生
氏
の
見
解
と
は
異
な

り
実
在
の
人
物
で
は
な
く
仏
菩
薩
像
と
解
釈
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠

は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
胡
文
和
氏
は
一
九
九
四
年
の
『
四
川
道

教
佛
教
石
窟
芸
術
』
で
中
尊
を
泗
州
僧
伽
大
聖
と
し
、
左
尊
に
つ
い
て
は
李
已

生
氏
と
同
様
に
宝
誌
和
尚
に
比
定
、
さ
ら
に
右
尊
は
道
明
和
尚
と
し
た
）
2
（

。
こ
の

ほ
か
日
本
で
も
長
岡
龍
作
氏
が
一
九
九
八
年
の
『
世
界
美
術
大
全
集
東
洋
編　

五
代
・
北
宋
・
遼
・
西
夏
』
で
第
九
一
号
龕
を
取
り
上
げ
、
胡
文
和
氏
と
同
様

に
中
尊
を
僧
伽
、
左
尊
を
宝
誌
と
す
る
。
た
だ
し
、
右
尊
に
つ
い
て
は
胡
文
和

氏
の
道
明
説
に
対
し
図
像
的
根
拠
が
わ
か
ら
な
い
と
し
て
疑
義
を
呈
し
て
い
る
）
3
（

。

こ
の
右
尊
に
つ
い
て
萬
迴
（
萬
回
と
も
）
和
尚
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
す
る

の
が
、
羅
世
平
氏
）
4
（

、
馬
世
長
氏
）
5
（

、
北
進
一
氏
で
あ
る
）
6
（

。
三
氏
は
と
も
に
僧
伽
や

宝
誌
に
関
す
る
研
究
の
一
環
と
し
て
夾
江
千
仏
岩
の
本
龕
に
言
及
し
、
中
尊
を

僧
伽
、
左
尊
を
宝
誌
と
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
と
一
具
と
な
る
僧
と
し
て
僧
伽
と

同
時
代
に
活
躍
し
た
萬
迴
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
筆
者
も
ま
た
こ
れ
に
同
意

し
た
い
。
萬
迴
と
す
る
最
大
の
根
拠
は
、
八
三
八
年
に
入
唐
し
た
円
仁
の
請
来

目
録
『
入
唐
新
求
聖
教
目
録
』
に
「
檀
龕
僧
伽
誌
公
萬
迴
三
聖
像　

一
合
」
な

る
品
目
が
見
え
る
こ
と
に
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
携
帯
可
能
な
木

造
の
小
型
仏
龕
―
―
い
わ
ゆ
る
檀
龕
像
の
こ
と
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
作
品

は
現
存
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
九
世
紀
半
ば
に
長
安
か
ら
日
本
へ
も
た
ら
さ
れ

た
こ
の
檀
龕
像
は
、
三
聖
僧
の
名
前
を
列
挙
す
る
こ
と
で
九
一
号
龕
の
右
尊
の

尊
名
比
定
に
資
す
る
だ
け
で
な
く
、
本
龕
全
体
の
主
題
や
意
義
を
考
え
る
上
で

も
貴
重
な
材
料
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

小
稿
で
は
、
ま
ず
先
学
諸
氏
の
研
究
を
踏
ま
え
な
が
ら
僧
伽
、
宝
誌
、
萬
迴

そ
れ
ぞ
れ
に
対
す
る
信
仰
と
造
像
の
実
態
を
把
握
し
た
上
で
、
円
仁
請
来
壇
龕

像
を
媒
介
と
し
つ
つ
、
こ
れ
ら
三
人
の
聖
僧
を
並
坐
さ
せ
た
第
九
一
号
龕
が
千

図２　夾江千仏岩第91号三聖龕



五
四

仏
岩
摩
崖
に
お
い
て
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
た
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
考
察
を
試

み
た
い
。一　

僧
伽
に
対
す
る
信
仰
と
造
像

霊
験
あ
ら
た
か
な
神
異
僧
と
し
て
後
代
ま
で
多
大
な
信
仰
を
獲
得
し
た
僧
伽

和
尚
に
関
し
て
は
、
一
九
五
四
年
の
牧
田
諦
亮
氏
の
「
中
国
に
お
け
る
民
族
仏

教
成
立
の
過
程
―
―
僧
伽
和
尚
」）7
（

を
は
じ
め
、
上
掲
の
羅
世
平
氏
、
馬
世
長
氏

の
論
考
や
、
徐
苹
芳
氏
）
8
（

、
黄

江
氏
）
9
（

の
研
究
な
ど
が
あ
り
、
諸
文
献
に
み
ら
れ

る
僧
伽
伝
の
増
広
過
程
や
、
地
方
志
や
日
本
か
ら
の
遊
方
僧
の
記
録
な
ど
に
見

え
る
僧
伽
像
の
記
事
、
現
存
の
僧
伽
像
の
概
要
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
小
稿
に
関
わ
り
の
あ
る
要
点
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

僧
伽
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
僧
伽
と
同
時
代
に
生
き
た
李
邕
（
六
七
三
〜
七

四
二
）
に
よ
る
「
大
唐
泗
州
臨
淮
県
普
光
王
寺
碑
」（『
文
苑
英
華
』
巻
八
五
八

所
収
）
が
最
も
早
い
記
録
で
あ
り
、
九
七
八
年
に
成
っ
た
『
太
平
広
記
』
巻
九

六
の
異
僧
の
部
、
九
八
八
年
成
立
の
『
宋
高
僧
伝
』
巻
十
八
の
感
通
篇
を
は
じ

め
と
す
る
宋
代
以
降
の
文
献
は
枚
挙
に
遑
な
い
。
そ
の
内
容
は
時
代
が
下
る
ほ

ど
増
広
し
、
神
異
の
誇
張
が
甚
だ
し
く
な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
僧
伽
信
仰
の

発
展
の
様
相
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
な
か
で
「
普
光
王
寺
碑
」
は
、
李
邕
に
よ
る
舞
文
曲
筆
は
あ
る
と

し
て
も
盛
唐
期
に
お
け
る
僧
伽
信
仰
の
実
態
を
概
ね
伝
え
る
記
録
と
し
て
認
め

ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
僧
伽
は
も
と
西
域
の
何
国
の
人
で
、
龍
朔
の
初
（
六

六
一
）
に
飄
然
と
や
っ
て
来
て
東
夏
の
教
化
に
つ
と
め
た
。
こ
と
に
臨
淮
の
地

を
縦
観
し
発
念
し
て
寺
を
置
き
、
普
照
仏
を
本
尊
と
し
た
。
遠
近
の
士
庶
、
往

来
す
る
舟
楫
は
、
こ
の
仏
像
に
帰
信
し
僧
伽
に
礼
拝
し
て
抜
苦
を
得
た
と
い
う
。

や
が
て
中
宗
に
招
か
れ
て
法
を
説
き
、
本
尊
の
仏
号
に
よ
っ
て
寺
号
を
賜
り
、

則
天
武
后
の
諱
で
あ
る
照
字
を
避
け
て
普
光
王
寺
と
し
た
勅
額
を
賜
っ
た
。
景

龍
四
年
（
七
一
〇
）
に
長
安
薦
福
寺
で
入
寂
し
た
と
き
は
、
中
宗
み
ず
か
ら
遺

骸
に
漆
布
を
加
え
手
厚
く
葬
送
し
て
泗
州
の
本
寺
に
還
し
、
恵
厳
、
道
堅
、
木

義
ら
弟
子
た
ち
が
塔
院
を
崇
建
し
て
、
宛
然
と
坐
し
た
姿
の
ま
ま
葬
っ
た
。
そ

の
墓
前
に
て
懺
悔
す
れ
ば
諸
殃
は
忽
ち
滅
し
、
幸
を
求
め
れ
ば
諸
福
が
生
じ
て
、

永
く
霊
応
は
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
と
い
う
。

こ
こ
で
、
臨
淮
の
地
に
寺
を
設
け
て
往
来
の
舟
楫
の
帰
信
を
あ
つ
め
た
と
い

う
の
は
、
牧
田
氏
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
河
川
の
氾
濫
が
繰
返
さ
れ
た
水
上

交
通
の
要
衝
で
あ
る
こ
の
地
域
で
と
り
わ
け
水
難
か
ら
の
救
済
、
航
路
の
安
全

へ
の
願
い
が
強
か
っ
た
状
況
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、『
太
平
広
記
』
さ

ら
に
『
宋
高
僧
伝
』
に
な
る
と
、
神
異
僧
と
し
て
の
不
可
思
議
で
荒
唐
無
稽
な

行
状
の
記
述
が
格
段
に
増
え
、
水
難
・
盗
賊
・
病
気
・
旱
天
そ
の
他
諸
々
の
現

世
的
苦
難
に
対
し
て
「
神
変
無
方
」
の
救
済
の
威
徳
力
が
説
か
れ
て
い
る
。
僧

伽
信
仰
の
本
所
と
し
て
泗
州
が
強
調
さ
れ
て
く
る
の
も
『
宋
高
僧
伝
』
か
ら
で

あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
十
一
面
観
音
の
応
化
身
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ

の
根
拠
と
さ
れ
た
の
が
中
宗
が
萬
迴
禅
師
に
「
僧
伽
大
師
は
何
人
な
る
や
」
と

問
う
た
と
こ
ろ
、
萬
迴
が
「
是
れ
観
音
の
化
身
な
り
」
と
答
え
た
と
い
う
故
事

で
あ
る
。
こ
こ
に
萬
迴
が
登
場
す
る
こ
と
が
、
三
聖
僧
を
同
一
龕
内
に
配
し
た



四
川
省
夾
江
千
仏
岩
の
僧
伽
・
宝
誌
・
萬
迴
三
聖
龕
に
つ
い
て

五
五

第
九
一
号
龕
の
意
味
を
考
え
る
上
で
の
留
意
点
と
な
ろ
う
。

僧
伽
は
、
さ
ら
に
南
宋
の
『
仏
祖
統
紀
』
の
記
事
に
な
る
と
泗
州
大
聖
と
よ

ば
れ
て
治
水
神
と
し
て
の
性
格
を
一
段
と
強
め
る
が
、
そ
こ
に
は
氾
濫
す
る
黄

河
を
治
め
た
古
代
の
聖
帝
禹
の
伝
説
と
の
習
合
が
あ
る
と
い
う
）
10
（

。
淮
水
下
流
に

位
置
し
黄
河
と
長
江
を
結
ぶ
水
運
の
中
心
地
で
あ
っ
た
泗
州
城
（
現
在
の
江
蘇

省
淮
安
市

県
）
は
、
度
重
な
る
大
規
模
な
水
害
に
見
舞
わ
れ
た
末
に
康
煕

十
九
年
（
一
六
八
〇
）
の
大
豪
雨
に
よ
り
完
全
に
水
没
し
た
が
、
つ
い
先
ご
ろ

（
二
〇
一
二
年
七
月
十
一
日
新
華
社
通
信
）
南
京
博
物
院
考
古
所
に
よ
る
一
年

間
余
の
作
業
に
よ
っ
て
城
の
南
西
部
分
が
水
上
に
姿
を
現
し
た
と
の
報
道
が

あ
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
洪
水
の
難
を
除
き
、
水
害
か
ら
の
救
済
、
航
路
の
安

全
を
司
る
神
仏
が
切
望
さ
れ
る
土
地
柄
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
観
音
の
応
化
身
た

る
僧
伽
へ
の
信
仰
が
拡
大
し
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
信
仰
の
盛
行
に
伴
い
僧

伽
の
彫
像
や
画
像
の
制
作
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
、

牧
田
氏
は
江
蘇
、
浙
江
、
湖
南
、
福
建
で
の
僧
伽
像
の
流
行
状
況
を
地
志
類
か

ら
拾
っ
て
い
る
。

で
は
、
僧
伽
像
は
ど
の
よ
う
な
姿
で
造
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
先
学
諸
氏

が
僧
伽
像
と
比
定
す
る
九
一
号
龕
中
尊
の
図
像
的
特
徴
を
、
題
記
な
ど
か
ら
明

ら
か
に
僧
伽
像
と
確
定
で
き
る
作
例
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

九
一
号
龕
像
は
、
腹
前
で
禅
定
印
を
結
ん
で
高
い
須
弥
座
に
結
跏
趺
坐
し
た

像
で
あ
る
。
膝
頭
を
目
立
っ
て
高
く
あ
ら
わ
す
点
は
千
仏
岩
摩
崖
の
坐
像
の
な

か
で
は
他
例
を
見
ず
、
何
ら
か
の
粉
本
に
基
づ
く
表
現
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

頭
部
は
欠
失
し
て
い
る
が
側
頭
部
か
ら
両
肩
前
に
帯
状
の
布
が
垂
れ
て
お
り
、

も
と
は
風
帽
を
被
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
服
制
は
、
偏
衫
の
上
に
衲
衣
を

偏
袒
右
肩
に
ま
と
い
、
右
肩
か
ら
右
前
膊
ま
で
を
覆
う
よ
う
に
覆
肩
衣
を
着
け

て
右
脇
で
袈
裟
に
挟
み
込
ん
で
い
る
。
光
背
は
あ
ら
わ
さ
ず
、
か
わ
り
に
上
体

の
背
後
に
網
代
の
よ
う
な
粗
い
編
目
を
線
刻
し
た
円
弧
形
を
浮
彫
し
て
い
る
。

祖
師
像
の
曲

の
背
凭
部
に
同
様
の
表
現
が
見
え
る
例
が
あ
る
）
11
（

こ
と
か
ら
、
こ

れ
も
ま
た
台
座
の
背
当
て
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
像
を
僧
伽
と
比
定
す
る
最
も
有
力
な
材
料
が
、
同
じ
四
川
地
域
に
あ
る

大
足
北
山
仏
湾
第
一
七
七
号
窟
で
あ
る
。
こ
の
窟
は
本
龕
と
同
様
に
三
体
の
僧

形
像
で
構
成
さ
れ
、
左
隣
の
第
一
七
六
号
弥
勒
下
生
経
変
窟
と
一
組
と
し
て
造

営
さ
れ
た
こ
と
が
「
本
州
匠
人
伏
元
俊
男
世
能
鐫
彌
／
勒
泗
州
大
聖
時
丙
午
歳

題
」
と
の
刻
銘
に
よ
っ
て
わ
か
る
。
丙
午
歳
と
は
、
大
足
に
お
け
る
伏
元
俊
の

活
動
年
代
か
ら
し
て
北
宋
の
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
と
見
ら
れ
て
お
り
、
こ

の
題
記
に
よ
っ
て
一
七
七
窟
の
造
営
年
代
と
主
尊
が
僧
伽
で
あ
る
こ
と
が
確
定

で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
一
七
七
号
窟
の
僧
伽
像
は
、
窟
の
中
央
の
高
い
台
座
に
結
跏
趺
坐
し
夾

軾
を
前
に
置
い
て
袖
内
で
組
ん
だ
両
手
を
載
せ
て
い
る
（
図
３
）。
豊
頬
で
柔

和
な
面
貌
で
、
大
き
な
頭
を
風
帽
で
覆
い
、
帽
の
左
右
の
垂
れ
が
両
肩
に
垂
下

し
て
い
る
。
袖
の
あ
る
偏
衫
と
衲
衣
を
ま
と
い
衣
裾
を
台
座
の
前
面
に
大
き
く

懸
け
る
。
台
座
は
背
凭
れ
の
あ
る
木
造
の
曲

を
象
っ
た
も
の
で
あ
る
ら
し
く
、

そ
の
背
凭
れ
部
に
は
法
被
を
懸
け
た
よ
う
な
表
現
が
見
え
、
さ
ら
に
衝
立
の
よ

う
な
背
屏
を
設
け
て
い
る
。

夾
江
千
仏
岩
第
九
一
号
龕
の
中
尊
と
こ
の
北
山
仏
湾
第
一
七
七
号
龕
の
僧
伽



五
六

像
と
を
比
べ
る
と
、
結
跏
趺
坐
す
る
こ
と
、
風
帽
を
被
る
こ
と
、
衲
衣
の
下
に

偏
衫
を
着
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
が
、
同
一
尊
種
で
あ
る
と
い
う
確
証
に
は

ま
だ
弱
い
。
被
帽
、
交
領
の
偏
衫
に
衲
衣
、
結
跏
趺
坐
と
い
う
形
式
は
、
例
え

ば
達
磨
大
師
の
よ
う
な
他
の
祖
師
像
に
お
い
て
も
通
有
の
形
式
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
泗
州
大
聖
と
銘
記
し
た
大
足
北
山
仏
湾
像
と
の
比
較
に
よ
っ

て
夾
江
千
仏
岩
九
一
号
龕
中
尊
も
ま
た
僧
伽
と
推
定
で
き
る
の
は
、
前
者
の
左

右
側
壁
の
僧
形
像
が
九
一
号
龕
の
左
右
尊
と
同
様
の
図
像
的
特
徴
―
―
左
尊
の

特
異
な
器
物
を
ぶ
ら
下
げ
た
杖
と
、
右
尊
の
開
口
の
表
現
―
―
を
示
す
こ
と
に

よ
る
。
も
っ
と
も
、
北
山
仏
湾
像
は
十
二
世
紀
の
作
で
千
仏
岩
の
推
定
造
営
年

代
と
は
開
き
が
あ
る
。
僧
伽
の
尊
名
を
銘
記
し
た
作
例
で
こ
の
間
を
埋
め
る
も

の
と
し
て
は
、
敦
煌
莫
高
窟
第
七
二
窟
西
壁
壁
画
、
洛
陽
関
林
石
刻
芸
術
館
所

蔵
石
像
、
浙
江
省
瑞
安
の
仙
岩
寺
塔
基
の
舎
利
函
か
ら
発
見
さ
れ
た
木
彫
像
な

ど
が
あ
る
）
12
（

。

こ
の
う
ち
莫
高
窟
第
七
二
窟
は
、
晩
唐
な
い
し
五
代
の
造
営
と
考
え
ら
れ
て

お
り
）
13
（

、
西
壁
龕
外
南
端
上
方
に
画
か
れ
た
像
は
孫
修
身
氏
が
早
く
か
ら
論
じ
て

い
る
と
お
り
）
14
（

「
聖
者
泗
州
和
尚
」
と
い
う
傍
題
を
伴
う
こ
と
か
ら
僧
伽
と
同
定

で
き
る
。
像
容
は
孫
氏
に
よ
れ
ば
「
菩
薩
冠
（
残
欠
）
を
戴
い
て
袈
裟
を
ま
と

い
深
山
の
清
ら
か
な
廬
に
坐
す
姿
」
と
い
う
が
、
孫
氏
論
文
の
挿
図
を
見
る
と

山
岳
を
背
に
し
禅
定
印
を
結
ん
で
趺
坐
し
て
お
り
、
頭
部
は
菩
薩
冠
で
は
な
く
、

袈
裟
と
同
様
の
遠
山
文
様
の
あ
る
布
で
頭
を
包
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た

孫
氏
が
「
盧
」
と
す
る
も
の
に
は
網
代
を
編
ん
だ
よ
う
な
模
様
を
墨
で
線
描
き

し
て
お
り
、
夾
江
千
仏
岩
像
の
特
徴
の
あ
る
背
当
て
に
類
似
し
て
い
る
。
七
二

窟
の
こ
の
僧
伽
像
は
、
同
じ
く
西
壁
龕
外
の
北
端
上
方
に
「
聖
者
劉
薩
訶
和
尚
」

と
い
う
傍
題
と
と
も
に
画
か
れ
た
山
中
禅
定
僧
と
対
を
な
す
が
、
両
者
を
も
と

に
画
く
こ
と
は
、
後
掲
の
莫
高
窟
第
三
九
五
窟
に
も
通
ず
る
。

洛
陽
関
林
石
刻
芸
術
館
の
作
例
は
、
馬
世
長
氏
に
よ
れ
ば
台
座
の
傍
ら
に

「
泗
州
大
聖
」
の
四
文
字
が
あ
り
、
造
像
年
代
は
宋
の
元
祐
七
年
（
一
〇
九
二
）

と
さ
れ
る
。
馬
氏
の
論
文
の
線
画
に
よ
る
挿
図
に
よ
れ
ば
、
や
は
り
偏
衫
を
右

衽
に
着
て
風
帽
で
頭
を
包
ん
だ
禅
定
印
坐
像
で
あ
る
。
仙
岩
寺
塔
出
土
像
に
つ

い
て
は
、
徐
苹
芳
氏
の
詳
し
い
論
考
が
あ
る
）
15
（

。
一
九
六
六
年
末
に
塔
基
か
ら
発

見
さ
れ
た
舎
利
函
の
中
に
、
北
宋
の
明
道
二
年
（
一
〇
三
三
）、
景
祐
二
年
（
一

〇
三
五
）
な
ど
の
紀
年
の
あ
る
銀
瓶
や
鍍
金
舎
利
瓶
と
と
も
に
、
高
さ
十
五
セ

ン
チ
の
木
造
僧
形
坐
像
が
見
つ
か
っ
た
。
像
は
禅
定
印
を
結
ん
で
結
跏
趺
坐
し
、

図３　大足北山仏湾第177号龕僧伽像



四
川
省
夾
江
千
仏
岩
の
僧
伽
・
宝
誌
・
萬
迴
三
聖
龕
に
つ
い
て

五
七

偏
衫
の
上
に
衲
衣
を
偏
袒
右
肩
に
つ
け
右
肩
か
ら
上
膊
部
も
衲
衣
で
軽
く
覆
っ

た
姿
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
上
掲
の
諸
例
と
は
異
な
り
風
帽
を
被
ら
ず
に
た

だ
円
頂
で
あ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
像
に
は
「
泗
州
大
聖
普
照
明
覚
大
師
」
の
刻

記
の
あ
る
木
座
が
付
属
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
れ
も
ま
た
僧
伽
像
で
あ
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
作
例
間
で
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
僧
伽
の
図
像
と
は
、
被

帽
、
交
領
の
偏
衫
に
衲
衣
、
禅
定
印
、
結
跏
趺
坐
と
い
う
形
式
で
あ
る
と
集
約

で
き
る
。
こ
の
ほ
か
題
記
は
な
い
も
の
の
僧
伽
像
と
考
え
ら
れ
る
作
例
と
し
て

徐
苹
芳
氏
や
王
恵
民
氏
）
16
（

は
、
故
宮
博
物
院
所
蔵
河
北
省
唐
県
南
赤
村
元
符
三
年

（
一
一
〇
〇
）
銘
石
像
、
故
宮
博
物
院
所
蔵
白
石
像
（
後
掲
図
４
））17
（

、
蘇
州
瑞
光

寺
塔
像
）
18
（

、
温
州
白
象
塔
像
）
19
（

、
寧
波
天
封
塔
像
）
20
（

、
陝
西
省
富
県
石
泓
寺
像
、
陝
西

淳
化
県
博
物
館
清
泰
三
年
（
九
三
六
）
銘
像
な
ど
、
ま
た
夾
江
千
仏
岩
と
同
じ

く
四
川
地
域
に
残
る
作
例
と
し
て
綿
陽
魏
城
鎮
北
山
院
、
宜
浜
旧
州

大
仏
沱
、

内
江
翔
龍
山
、
安
岳
西
禅
寺
摩
崖
元
和
十
三
年
（
八
一
八
）
銘
龕
を
挙
げ
る
。

こ
れ
ら
の
な
か
で
夾
江
千
仏
岩
や
大
足
北
山
仏
湾
の
例
と
同
じ
よ
う
に
三
体
の

僧
形
像
を
一
龕
に
あ
ら
わ
し
た
綿
陽
北
山
院
の
第
一
一
号
龕
に
つ
い
て
は
、
後

章
で
あ
ら
た
め
て
触
れ
た
い
。

二　

宝
誌
・
萬
迴
に
対
す
る
信
仰
と
造
像

千
仏
岩
第
九
一
号
龕
の
左
尊
は
、
鋏
、
曲
尺
、
円
鏡
な
ど
を
掛
け
た
杖
を
執

る
と
い
う
際
立
っ
た
特
徴
か
ら
、宝
誌
和
尚
と
同
定
で
き
る
。梁
の
陸
倕
の
「
誌

法
師
墓
誌
銘
」（『
芸
文
類
聚
』
巻
七
七
）
は
宝
誌
と
同
時
代
人
に
よ
る
最
も
早

い
宝
誌
伝
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
彼
の
す
が
た
に
つ
い
て
「
被
髪
徒
跣
負
杖
挟

鏡
」
と
い
う
。
ま
た
や
は
り
同
時
代
の
慧
皎
の
『
高
僧
伝
』
巻
十
梁
京
師
釈
保

誌
伝
に
「
執
一
錫
杖
、
杖
頭
掛
剪
刀
及
鏡
或
掛
一
両
匹
帛
」
と
あ
る
ほ
か
、
後

の
『
南
史
』
巻
七
六
隠
逸
に
載
る
宝
誌
伝
で
は
さ
ら
に
鑷
、
三
布
帽
が
持
物
に

加
わ
る
。
九
一
号
龕
左
尊
の
特
異
な
持
物
が
こ
う
し
た
記
事
に
依
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。

た
だ
、
杖
頭
か
ら
吊
る
し
た
曲
尺
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
伝
記
に
は
あ
ら
わ

れ
な
い
。
鋏
、
鑷
、
銅
鏡
が
一
般
的
な
日
用
の
常
備
品
で
あ
る
―
―
仮
に
銅
鏡

に
未
来
を
映
し
出
す
神
秘
的
意
味
を
認
め
て
、
預
言
者
と
し
て
の
宝
誌
の
象
徴

的
持
物
と
解
す
る
に
し
て
も
―
―
の
に
対
し
て
、
曲
尺
は
常
時
の
持
ち
歩
き
を

要
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、『
隋
書
』
巻
十
六
の
律
暦
志
に
「
梁
時

有
誌
公
道
人
作
此
尺
」
と
い
う
記
事
が
見
え
、
周
朝
の
尺
を
宝
誌
が
作
っ
た
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
曲
尺
は
こ
れ
を
踏
ま
え
た
表
現
か
も
し
れ
な
い
。

も
っ
と
も
曲
尺
は
、
四
川
地
域
の
摩
崖
石
窟
で
は
時
に
阿
修
羅
の
持
物
と
し
て

登
場
す
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
何
よ
り
も
伏
羲
の
持
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。
宝

誌
の
持
物
で
あ
る
鋏
が
、
形
態
的
に
女
媧
の
持
つ
円
規
（
コ
ン
パ
ス
）
に
良
く

似
て
い
る
た
め
に
、
そ
こ
か
ら
の
連
想
で
曲
尺
の
混
入
を
招
い
た
可
能
性
も
あ

ろ
う
）
21
（

。
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
古
代
の
男
女
神
が
円
規
と
曲
尺
を
手
に
す
る
こ

と
で
宇
宙
の
秩
序
の
調
和
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
表
し
た
）
22
（

の
と
同
様
に
、

宝
誌
も
ま
た
そ
う
し
た
威
力
を
有
す
る
聖
僧
と
し
て
曲
尺
を
持
た
せ
た
と
も
推

測
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



五
八

さ
て
、
先
走
っ
て
話
が
前
後
し
た
が
、
上
掲
の
宝
誌
伝
に
よ
れ
ば
、
宝
誌
は

劉
宋
の
泰
始
年
間
（
四
六
五
〜
四
七
一
）
に
長
髪
徒
跣
で
く
だ
ん
の
杖
を
執
っ

て
都
を
往
来
し
は
じ
め
、
未
来
を
予
言
し
た
り
分
身
し
た
り
奇
怪
な
行
状
を
し

め
し
、
南
斉
お
よ
び
梁
の
帝
室
や
士
庶
か
ら
厚
い
帰
崇
を
得
た
。
天
監
十
三
年

（
五
一
四
）
に
華
林
園
の
仏
堂
で
至
寂
す
る
と
、
梁
武
帝
は
手
厚
く
鍾
山
独
龍

阜
に
葬
り
、
墓
所
に
開
善
精
舎
を
建
て
た
と
い
い
、「
伝
其
遺
像
処
処
存
焉
」

（『
高
僧
伝
』）
と
い
う
か
ら
各
所
で
宝
誌
像
が
祀
ら
れ
た
ら
し
い
。

僧
伽
同
様
に
宝
誌
も
ま
た
十
一
面
観
音
の
応
化
身
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
有
名

な
梁
の
画
家
張
僧
繇
が
武
帝
の
詔
を
う
け
て
宝
誌
の
真
容
を
写
そ
う
と
し
た
と

こ
ろ
、
宝
誌
は
自
ら
指
で
面
皮
を
裂
き
十
二
面
観
音
の
諸
相
を
出
し
た
た
め
つ

い
に
写
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
『
仏
祖
統
紀
』
巻
三
七
の
説
話
が
端

的
に
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
は
『
仏
祖
統
紀
』
よ
り
も
ず
っ
と
早
い
八

世
紀
に
す
で
に
観
音
の
化
身
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
日
本
の
延
暦
七
年
（
七

八
八
）
に
撰
述
さ
れ
た
『
延
暦
僧
録
』
第
五
智
名
僧
沙
門
釈
戒
明
伝
）
23
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の
記
述
で

わ
か
る
。
こ
れ
は
、
大
安
寺
の
戒
明
が
宝
亀
年
間
（
七
七
〇
〜
七
八
〇
）
に
入

唐
し
金
陵
で
宝
誌
の
遺
跡
を
訪
ね
た
記
事
で
、「
復
礼
拝
志
公
宅
。
兼
請
得
志

公
十
一
面
観
音
菩
薩
真
身
。
還
聖
朝
、
於
大
安
寺
南
塔
院
中
堂
素
影
供
養
」
と

い
う
。
神
野
祐
太
氏
に
よ
れ
ば
、
志
公
宅
と
は
宝
誌
の
墓
所
で
あ
る
開
善
精
舎

を
い
い
、
そ
こ
に
祀
ら
れ
た
宝
誌
像
を
「
十
一
面
観
音
真
身
」
と
し
て
日
本
へ

請
来
し
大
安
寺
南
塔
院
に
て
供
養
し
た
と
い
う
）
24
（

。
さ
ら
に
時
代
が
下
る
と
、
宝

誌
伝
は
民
衆
的
な
現
世
利
益
願
望
を
背
景
に
一
層
増
広
が
進
み
、
や
が
て
は
水

陸
会
の
創
始
者
に
も
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
多
様
な
信
仰
を
反
映
し
て
、
宝
誌
像
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の

現
存
作
例
が
あ
り
、
な
か
で
も
日
本
の
京
都
西
往
寺
の
一
木
彫
に
よ
る
立
像
は
、

顔
が
縦
に
裂
け
て
中
か
ら
十
一
面
観
音
の
面
部
が
現
れ
た
さ
ま
を
表
現
し
た
衝

撃
的
な
像
容
で
知
ら
れ
る
。
夾
江
千
仏
岩
九
一
号
龕
像
に
最
も
近
い
作
例
は
や

は
り
大
足
北
山
仏
湾
一
七
七
号
窟
の
右
尊
で
、
眼
窩
が
窪
み
頬
骨
の
出
た
老
相
、

風
帽
の
形
状
、
持
物
を
掛
け
た
杖
を
左
手
で
握
る
姿
勢
は
共
通
し
て
い
る
。
た

だ
、
九
一
号
龕
で
は
右
手
を
膝
に
伏
せ
る
の
に
対
し
て
北
山
仏
湾
像
で
は
胸
前

で
二
指
を
立
て
た
印
を
結
ぶ
こ
と
、
前
者
は
交
領
の
偏
衫
の
上
に
羽
織
の
よ
う

な
上
衣
を
着
け
る
の
に
対
し
て
後
者
は
吊
袈
裟
を
ま
と
う
こ
と
、
前
者
が
左
脚

を
踏
み
下
げ
る
の
に
対
し
後
者
は
並
脚
倚
坐
で
あ
る
こ
と
、
前
者
は
沓
を
履
く

が
後
者
は
跣
足
で
足
指
の
爪
を
鋭
く
尖
ら
せ
る
こ
と
な
ど
、
細
か
な
図
像
の
違

い
が
あ
る
。

ま
た
、
こ
う
し
た
僧
伽
を
中
尊
と
す
る
三
尊
形
式
の
作
例
以
外
に
、
侍
者
と

と
も
に
遊
行
す
る
姿
を
あ
ら
わ
し
た
大
足
石
篆
山
石
窟
第
二
号
龕
が
知
ら
れ
て

い
る
）
25
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。
乙
丑
歳
の
題
記
の
あ
る
こ
の
龕
は
北
宋
の
元
豊
八
年
（
一
〇
八
五
）
の

造
営
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
宝
誌
は
俗
味
の
あ
る
風
貌
の
恰
幅
の
良
い
姿
で
表

さ
れ
て
い
る
。
足
を
踏
み
出
し
て
歩
む
さ
ま
で
、
左
手
に
曲
尺
を
持
ち
手
首
に

鋏
を
ぶ
ら
下
げ
、
杖
は
背
後
の
侍
者
に
持
た
せ
て
い
る
。
侍
者
は
杖
を
天
秤
棒

の
よ
う
に
担
ぎ
、
杖
の
前
後
に
升
、
竿
秤
、
手
箒
が
吊
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
絵
画
に
も
例
が
あ
り
、
松
本
榮
一
氏
が
『
燉
煌
畫
の
研
究
』
に
誌
公

像
の
一
節
を
立
て
て
論
じ
た
よ
う
に
）
26
（

、
敦
煌
莫
高
窟
第
三
九
五
窟
の
甬
道
南
壁

に
特
徴
的
な
杖
を
執
る
立
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
ペ
リ
オ
の
写
真
に
よ
れ
ば
、



四
川
省
夾
江
千
仏
岩
の
僧
伽
・
宝
誌
・
萬
迴
三
聖
龕
に
つ
い
て

五
九

風
帽
を
被
り
、
頬
が
削
げ
て
深
い
皺
や
肋
骨
を
あ
ら
わ
し
た
姿
が
夾
江
の
九
一

号
龕
像
と
よ
く
似
て
い
る
。
同
窟
は
隋
の
開
鑿
で
あ
る
が
甬
道
に
残
存
す
る
壁

画
は
晩
唐
こ
ろ
の
も
の
と
み
ら
れ
る
）
27
（

。
宝
誌
の
左
側
に
は
岩
山
が
画
か
れ
て
い

る
が
、
一
九
八
二
年
の
「
敦
煌
莫
高
窟
内
容
総
録
」
に
よ
れ
ば
同
じ
南
壁
に
「
山

岳
一
鹿
図
」
が
あ
る
と
い
い
、
お
そ
ら
く
宝
誌
像
と
並
べ
て
涼
州
番
禾
県
瑞
像

―
―
晩
唐
期
の
作
例
で
は
し
ば
し
ば
傍
ら
に
鹿
を
画
く
―
―
で
知
ら
れ
る
劉
薩

訶
が
画
か
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
岩
山
は
劉
薩
訶
に
因
ん

だ
御
容
山
を
表
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
夾
江
の
九
一
号
龕
の
三

尊
の
背
後
や
前
掲
の
故
宮
博
物
院
所
蔵
白
石
僧
伽
像
（
図
４
）
に
岩
山
が
彫
刻

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
、
こ
の
山
岳
表
現
も
ま
た
宝
誌
に
関
係
す

る
可
能
性
が
あ
ろ
う
）
28
（

。

一
方
、
萬
迴
に
つ
い
て
は
僧
伽
や
宝
誌
と
は
違
っ
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論

じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
九
一
号
龕
の
右
尊
を
萬
迴
と
す
る
に
つ
い
て
も
、
宝

誌
ほ
ど
積
極
的
な
根
拠
は
提
示
さ
れ
ず
、
羅
世
平
氏
や
馬
世
長
氏
の
論
考
で
は

円
仁
請
来
の
檀
龕
三
聖
像
や
前
述
し
た
僧
伽
と
の
関
係
に
鑑
み
て
消
去
法
的
に

比
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
口
を
横
に
大
き
く
開
き
、
腫
れ
ぼ
っ
た
い
瞼
の

小
さ
な
目
が
左
右
や
や
離
れ
た
面
貌
は
た
い
へ
ん
個
性
的
で
あ
る
。
祖
師
像
に

お
い
て
開
口
の
表
現
は
、
善
導
像
や
天
台
大
師
智
顗
の
画
像
な
ど
に
も
見
ら
れ

る
が
、
こ
の
萬
迴
像
ほ
ど
大
き
く
口
を
開
く
の
は
珍
し
い
。
ま
た
、
僧
で
あ
り

な
が
ら
衲
衣
で
は
な
く
胡
服
を
着
て
い
る
こ
と
も
、
き
わ
め
て
異
例
な
特
徴
で

あ
る
。

こ
う
し
た
九
一
号
龕
右
尊
の
独
特
の
す
が
た
は
、『
宋
高
僧
伝
』
巻
十
八
の

釈
萬
迴
伝
を
見
れ
ば
図
像
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
口
を
開

け
た
表
現
に
つ
い
て
は
、「
年
尚
弱
齢
白
癡
不
語
。
父
母
哀
其
濁
気
。
為
隣
里

児
童
所
侮
。
終
無
相
競
之
態
。
然
口
自
呼
萬
迴
。
因
爾
字
焉
。
且
不
言
寒
暑
。

見
貧
賤
不
加
其
慢
、
富
貴
不
足
其
恭
。
東
西
狂
走
終
日
不
息
。
或
笑
或
哭
略
無

定
容
。
口
角
恒
滴
涎
沫
。
人
皆
異
之
。（
略
）」
と
い
う
記
述
が
参
照
さ
れ
よ
う
。

「
萬
迴
」
と
い
う
音
は
発
す
る
も
の
の
言
葉
は
出
ず
、
暑
さ
寒
さ
も
お
構
い
な

く
終
日
落
ち
着
き
な
く
走
り
回
り
、
大
声
で
笑
っ
た
り
哭
い
た
り
し
、
つ
ね
に

涎
を
垂
ら
し
て
い
る
と
い
う
描
写
に
は
、
一
種
の
知
的
障
害
の
イ
メ
ー
ジ
が
認

め
ら
れ
る
）
29
（

。
九
一
号
龕
の
右
尊
の
個
性
的
な
面
貌
は
、
そ
う
し
た
実
際
の
モ
デ

ル
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
よ
う
な
現
実
味
が
あ
る
。

萬
迴
は
し
か
し
、
十
歳
に
し
て
消
息
の
な
い
従
軍
の
兄
を
辺
境
（
遼
陽
と
も

安
西
と
も
い
う
）
に
訪
ね
て
一
日
で
万
里
を
往
復
す
る
異
能
を
示
し
、
朝
廷
に

も
評
判
が
聞
こ
え
て
中
宗
に
崇
重
さ
れ
、
特
別
に
得
度
さ
れ
た
。
則
天
武
后
の

代
に
は
内
道
場
に
迎
え
ら
れ
、
玄
宗
は
勅
し
て
集
賢
院
に
肖
像
を
画
か
せ
る
な

図４　故宮博物院白石僧伽像



六
〇

ど
、
帝
室
貴
顕
の
厚
い
尊
崇
を
受
け
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
言
葉
は
少
な
く

行
動
は
唐
突
で
奇
異
で
あ
る
が
讖
記
と
予
言
に
満
ち
、
未
来
の
危
難
を
警
告
し

福
を
予
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
則
天
武
后
朝
に
酷

吏
の
誣
告
に
よ
る
高
官
の
冤
罪
が
甚
だ
し
か
っ
た
と
き
、
そ
れ
を
畏
れ
た
崔
玄

の
母
が
、「
汝
一
日
迎
萬
迴
。此
僧
宝
誌
之
流
。以
可
観
其
挙
止
知
其
禍
福
也
」

と
し
て
萬
迴
を
自
宅
に
召
し
た
逸
話
が
見
え
る
。
こ
こ
で
萬
迴
を
「
宝
誌
の
た

ぐ
い
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
萬
迴
は
施
与
さ
れ
た
金

の
匕
筋
（
箸
）
を
い
き
な
り
屋
根
の
上
に
擲
っ
て
去
っ
た
。
一
家
は
不
祥
と
思

い
消
沈
し
た
が
、
数
日
後
屋
根
に
登
っ
て
こ
れ
を
拾
お
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
匕

筋
の
下
に
書
一
巻
を
得
た
。
果
た
し
て
そ
れ
は
酷
吏
が
盗
人
を
つ
か
っ
て
誣
告

の
た
め
に
仕
組
ん
だ
偽
造
の
秘
讖
で
あ
っ
た
。
数
日
し
て
役
人
の
家
宅
捜
査
を

受
け
た
が
、
す
で
に
焼
き
捨
て
て
い
た
の
で
事
な
き
を
得
た
と
い
う
。

第
九
一
号
龕
右
尊
の
も
う
一
つ
の
図
像
的
特
徴
で
あ
る
胡
服
に
つ
い
て
は
、

一
説
に
い
う
と
こ
ろ
の
安
西
ま
で
万
里
の
道
を
往
復
し
た
前
掲
の
逸
話
と
と
も

に
、
や
は
り
『
宋
高
僧
伝
』
萬
迴
伝
中
の
玄
奘
三
蔵
に
仮
託
さ
れ
た
逸
話
が
参

照
さ
れ
よ
う
。
貞
観
中
、
玄
奘
が
天
竺
へ
赴
い
た
と
き
、
天
竺
の
石
蔵
寺
で
一

つ
の
空
房
を
見
た
。
聞
け
ば
こ
の
房
の
僧
は
法
事
を
欠
い
た
罰
で
東
方
の
震
丹

の

郷
―
―
河
南

州
に
あ
る
萬
迴
の
故
郷
で
あ
る
―
―
に
行
っ
た
の
だ
と
い

う
。
玄
奘
は
帰
国
し
て
そ
こ
を
訪
ね
る
と
、
萬
迴
は
玄
奘
の
訪
問
を
予
知
し
て

お
り
、
西
域
事
情
に
つ
い
て
は
確
か
に
実
見
し
て
い
る
よ
う
に
詳
し
か
っ
た
と

い
う
。
こ
こ
で
は
萬
迴
が
実
は
イ
ン
ド
僧
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
て
、
ち
ょ
う

ど
僧
伽
が
実
際
は
西
域
何
国
の
出
身
で
あ
る
の
に
す
っ
か
り
中
華
の
僧
と
さ
れ

た
こ
と
と
逆
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
萬
迴
の
胡
服
は
こ
れ
ら
の
逸
話
を
踏
ま
え

た
表
現
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
な
お
、
北
山
仏
湾
一
七
七
号
窟
の
右
尊
は
、
や
は

り
口
を
開
い
て
い
る
が
、
着
衣
は
交
領
の
偏
衫
の
上
に
衲
衣
を
纏
っ
た
通
例
の

す
が
た
で
、胡
服
で
は
な
い
。夾
江
千
仏
岩
九
一
号
龕
像
の
方
が
、『
宋
高
僧
伝
』

の
記
述
に
沿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三　

三
聖
僧
を
一
組
と
し
た
作
例
と
意
味

こ
こ
ま
で
僧
伽
、
宝
誌
、
萬
迴
そ
れ
ぞ
れ
の
事
蹟
や
彼
ら
に
対
す
る
信
仰
の

状
況
と
造
像
例
に
つ
い
て
見
て
来
た
が
、
こ
れ
ら
三
人
を
僧
伽
を
中
尊
と
し
た

三
尊
形
式
で
造
立
し
た
作
例
が
、
夾
江
千
仏
岩
九
一
号
龕
や
こ
れ
ま
で
再
三
触

れ
て
き
た
大
足
北
山
仏
湾
第
一
七
七
号
窟
の
ほ
か
に
も
見
出
せ
る
。

図
５
は
、
や
は
り
四
川
省
に
あ
る
綿
陽
魏
城
鎮
北
山
院
の
第
一
一
号
龕
で
あ

る
。
こ
の
龕
は
、
中
尊
の
脇
侍
や
龕
口
部
の
俗
形
立
像
も
含
め
て
尊
像
の
構
成

や
個
々
の
図
像
形
式
が
千
仏
岩
九
一
号
龕
に
酷
似
し
て
お
り
、
目
立
っ
た
相
違

は
左
尊
と
右
尊
が
そ
れ
ぞ
れ
九
一
号
龕
と
は
逆
に
内
側
の
足
を
踏
み
下
す
点
く

ら
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
当
該
の
三
聖
僧
を
一
組
に
表
し
た

も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。
北
山
院
一
一
号
龕
の
制
作
年
代
は
、
右
隣
に
あ
る

第
一
三
号
龕
の
龕
外
左
側
に
刻
ま
れ
た
中
和
元
年
（
八
八
一
）
の
銘
文
が
参
考

に
な
る
。
二
〇
一
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
綿
陽
龕
窟
』
で
は
一
一
号
龕
は
こ
の

銘
文
の
前
半
部
を
壊
し
て
開
鑿
さ
れ
て
い
る
と
見
て
北
宋
の
制
作
と
し
て
い
る

が
）
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、
私
見
に
よ
れ
ば
一
一
号
龕
も
お
よ
そ
九
世
紀
末
頃
の
作
と
み
て
よ
い
と
思



四
川
省
夾
江
千
仏
岩
の
僧
伽
・
宝
誌
・
萬
迴
三
聖
龕
に
つ
い
て

六
一

わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
中
和
元
年
の
紀
年
銘
の
冒
頭
部
に
「
菩
薩
一
身
」
の

字
句
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
銘
文
は
第
一
三
号
龕
の
独
尊
観
音
坐

像
に
対
す
る
も
の
と
見
て
よ
く
、
そ
う
と
す
れ
ば
一
一
号
龕
の
外
龕
右
壁
に
ほ

ぼ
同
大
同
形
式
の
独
尊
観
音
坐
像
第
一
二
号
龕
が
造
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

三
聖
僧
を
彫
刻
し
た
一
一
号
龕
の
開
鑿
も
ま
た
第
一
三
号
龕
と
さ
ほ
ど
時
期
を

隔
て
る
も
の
で
は

な
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
北
山

院
第
一
一
号
龕
と

千
仏
岩
九
一
号
龕

の
制
作
年
代
の
前

後
は
如
何
か
。
前

者
は
体
躯
や
衣
襞

の
表
現
が
硬
く
平

板
で
あ
り
、
唯
一

面
部
が
残
存
す
る

中
尊
右
脇
侍
は
宋

代
彫
刻
に
よ
く
見

ら
れ
る
よ
う
な
平

俗
な
面
貌
で
あ
る

が
、
こ
れ
と
比
較

す
る
と
九
一
号
龕
は
人
体
ら
し
い
丸
味
や
衣
襞
の
立
体
感
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、

同
じ
九
世
紀
で
も
北
山
院
龕
よ
り
先
行
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、

北
宋
靖
康
元
年
（
一
一
二
六
）
の
大
足
北
山
仏
湾
一
七
七
号
窟
に
至
る
と
、
同

じ
三
聖
僧
を
同
様
に
配
し
な
が
ら
も
個
々
の
図
像
形
式
は
か
な
り
変
化
し
て
く

る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
て
、
梁
・
唐
・
宋
の
高
僧
伝
に
徴
し
て
も
神
異
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
僧
は

少
な
く
な
い
が
、
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
三
人
を
一
組
に
す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
意

図
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。前
章
で
触
れ
た
萬
迴
の
事
蹟
に
お
い
て
、萬
迴
が
「
宝

誌
の
た
ぐ
い
」
と
言
わ
れ
た
の
は
、
そ
の
挙
止
を
観
れ
ば
未
来
の
禍
福
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
両
者
が
同
類
だ
と
い
う
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
た
萬
迴
伝
に
「
同
時
有
僧
伽
、
化
迹
不
恒
。
中
宗
問
迴
曰
、
此
何
人
也
。
迴

曰
観
音
之
化
身
也
。」
と
い
う
一
文
が
見
え
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
、

こ
こ
に
萬
迴
を
紐
帯
と
し
て
僧
伽
・
宝
誌
の
三
者
が
揃
う
の
で
あ
る
。
実
際
の

活
躍
年
代
は
宝
誌
と
僧
伽
・
萬
迴
と
で
は
二
百
年
も
の
開
き
が
あ
る
が
、
い
ず

れ
も
常
識
で
は
測
れ
な
い
奇
妙
な
行
動
や
意
味
深
長
な
言
葉
を
も
っ
て
未
来
の

吉
凶
や
人
の
寿
命
を
予
言
し
、
社
会
的
な
規
範
に
拘
わ
る
こ
と
な
く
天
衣
無
縫

に
振
舞
い
な
が
ら
、
皇
帝
以
下
貴
顕
や
士
庶
か
ら
絶
大
な
帰
依
を
受
け
た
こ
と

が
共
通
し
て
お
り
、
人
々
も
ま
た
三
者
を
よ
く
似
た
存
在
と
捉
え
て
い
た
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
僧
伽
は
萬
迴
に
よ
っ
て
観
音
の
応
化
身
で
あ
る
と
保
証
さ
れ
た
わ

け
だ
が
、
宝
誌
も
『
延
暦
僧
録
』
に
見
る
と
お
り
八
世
紀
後
半
に
は
十
一
面
観

音
の
真
身
と
見
ら
れ
て
い
た
。
萬
迴
に
つ
い
て
は
、『
宋
高
僧
伝
』
に
は
そ
う

図５　四川省綿陽北山院第11号龕



六
二

し
た
記
録
は
な
い
も
の
の
、
牧
田
諦
亮
氏
が
一
九
五
八
年
に
「
敦
煌
本
三
大
師

傳
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
紹
介
し
た
ス
タ
イ
ン
将
来
敦
煌
遺
書
（
Ｓ
・
一
六
二

四
）
に
、
や
は
り
観
音
の
化
身
で
あ
る
と
の
記
述
が
見
出
せ
る
。
こ
の
敦
煌
遺

書
は
、
ま
さ
に
僧
伽
・
萬
迴
・
宝
誌
の
三
大
師
の
逸
話
を
抄
写
し
た
も
の
で
、

冒
頭
に
「
謹
按
唐
泗
州
僧
伽
大
師
寔
録
云
」
と
し
て
僧
伽
入
滅
後
の
逸
話
を
記

し
、
九
行
目
か
ら
は
「
謹
按
伝
記
」
と
し
て
萬
迴
の
略
伝
を
載
せ
、
次
い
で
宝

誌
に
つ
い
て
記
し
、
末
尾
に
飛
白
体
風
の
大
字
で
「
廣
通
」
と
書
す
。
こ
れ
ら

は
当
時
流
布
し
て
い
た
僧
伝
や
霊
験
譚
か
ら
の
抄
出
と
み
ら
れ
、
前
章
で
見
て

き
た
伝
記
と
や
や
異
な
る
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
萬
迴
に
つ
い
て
も
、
名
前
の

由
来
は
兄
の
も
と
ま
で
万
里
を
往
復
し
た
こ
と
に
因
む
と
い
い
、
ま
た
皇
帝
が

内
道
場
に
請
じ
て
供
養
し
た
こ
と
に
続
け
て
「
帝
感
夢
云
、
是
観
音
化
身
」
と

の
一
文
が
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
三
者
と
も
に
観
音
菩
薩
の
応
化
身
と
し
て
信
仰

さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
想
起
し
た
い
の
は
、
九
一
号
龕
の
背
景
に
荒
々
し
く
彫
刻
さ
れ
た
岩

山
と
、
そ
の
間
に
配
さ
れ
た
草
花
や
湧
き
立
つ
宝
雲
の
表
現
で
あ
る
。
前
章
で

触
れ
た
敦
煌
莫
高
窟
第
三
九
五
窟
甬
道
南
壁
の
宝
誌
像
に
も
傍
ら
に
岩
山
の
描

写
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
三
人
の
伝
記
を
み
て
も
彼
ら
は
山
中
に
隠
棲
し

た
わ
け
で
は
な
く
、
活
動
の
場
は
む
し
ろ
都
市
に
あ
っ
た
。
し
て
み
れ
ば
こ
の

岩
山
は
観
音
の
霊
地
で
あ
る
補
陀
洛
山
を
表
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
補
陀

洛
山
は
、『
華
厳
経
』
巻
六
八
入
法
界
品
に
「
於
此
南
方
有
山
。
名
補
怛
洛
迦
。

（
略
）
見
其
西
面
巌
谷
之
中
、
泉
流
縈
映
、
樹
林
蓊
鬱
。
香
草
柔
軟
、
右
旋
布
地
。

観
自
在
菩
薩
於
金
剛
宝
石
上
結
跏
趺
坐
」
と
い
い
、
ま
た
『
大
唐
西
域
記
』
巻

十
に
「
秣
剌
耶
山
東
有
布
咀
洛
迦
山
。
山
徑
危
険
、
巌
谷
欹
傾
」
と
い
う
よ
う

に
巌
谷
の
自
然
景
を
特
色
と
す
る
が
、
極
楽
浄
土
や
兜
率
天
浄
土
と
決
定
的
に

異
な
る
点
は
、
時
空
を
隔
て
た
彼
岸
に
あ
る
の
で
は
な
く
こ
の
贍
部
洲
の
南
に

現
に
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
観
音
は
ま
さ
に
こ
の
世
界
に
住
す
る
救
済

者
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
現
存
の
絵
画
作
品
に
お
い
て
観
音
菩
薩
の
い
る
補
陀
洛
山
を
画
い
た

例
は
、
宋
代
以
降
に
作
品
が
多
い
水
月
観
音
や
白
衣
観
音
図
、
あ
る
い
は
実
際

に
観
音
の
聖
地
と
し
て
人
気
を
博
し
た
寧
波
沖
の
普
陀
山
の
図
な
ど
を
別
に
す

る
と
、
意
外
な
ほ
ど
見
当
た
ら
な
い
。
し
か
し
、『
法
華
経
』
普
門
品
に
説
か

れ
る
観
音
の
諸
難
救
済
を
画
い
た
盛
唐
期
の
敦
煌
莫
高
窟
第
四
五
窟
南
壁
に
は
、

中
央
に
立
つ
観
音
の
周
囲
に
草
花
や
葉
を
茂
ら
せ
た
灌
木
を
密
に
画
き
込
み
、

ま
た
、
莫
高
窟
蔵
経
洞
か
ら
ス
タ
イ
ン
が
将
来
し
た
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
国
立
博
物

館
所
蔵
の
西
域
仏
菩
薩
図
像
集
断
片
に
見
ら
れ
る
観
音
立
像
は
、
周
囲
を
岩
山 図６　西域仏菩薩図像集（部分）



四
川
省
夾
江
千
仏
岩
の
僧
伽
・
宝
誌
・
萬
迴
三
聖
龕
に
つ
い
て

六
三

が
取
り
囲
ん
で
い
る
（
図
６
）。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
す
る
と
、
九
一
号
龕
の
岩

山
や
草
木
も
ま
た
補
陀
洛
山
の
表
象
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
僧
伽
、
宝
誌
、

萬
迴
の
三
僧
を
一
組
と
し
て
自
然
景
の
な
か
に
配
し
た
の
は
、
こ
の
場
を
観
音

の
現
住
す
る
補
陀
洛
山
に
見
立
て
、
そ
こ
に
威
徳
力
あ
る
聖
僧
と
し
て
応
現
し

た
そ
れ
ぞ
れ
の
姿
を
表
し
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

円
仁
請
来
の
檀
龕
三
聖
像

こ
れ
ら
三
聖
僧
を
一
組
と
し
た
作
例
の
う
ち
、
千
仏
岩
九
一
号
龕
の
推
定
制

作
年
代
に
も
近
く
、
造
像
の
意
義
を
考
え
る
上
で
も
貴
重
な
材
料
と
な
る
の
が
、

冒
頭
に
触
れ
た
円
仁
請
来
の
檀
龕
僧
伽
誌
公
萬
迴
三
聖
像
で
あ
る
。
檀
龕
像
と

は
、
緻
密
で
堅
い
白
檀
な
ど
を
用
い
、
弾
頭
形
や
筒
形
の
材
を
Ｔ
字
形
に
縦
割

し
て
観
音
開
き
の
よ
う
に
蝶
番
で
開
閉
で
き
る
形
に
し
、
内
側
に
諸
尊
を
彫
刻

し
た
携
帯
可
能
な
仏
龕
で
あ
る
。
西
北
イ
ン
ド
や
中
央
ア
ジ
ア
で
も
出
土
遺
物

が
あ
る
が
）
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、
日
本
に
は
中
国
か
ら
の
舶
載
品
が
か
な
り
伝
世
し
て
お
り
、
な
か

で
も
高
野
山
金
剛
峰
寺
の
諸
尊
仏
龕
―
―
通
称
枕
本
尊
は
空
海
の
『
御
請
来
目

録
』
中
の
「
刻
白
檀
仏
菩
薩
金
剛
等
像
一
龕
」
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
精
緻

な
優
作
と
し
て
名
高
い
。
こ
れ
ら
の
現
存
作
例
や
諸
記
録
か
ら
唐
宋
時
代
に
流

行
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

『
入
唐
新
求
聖
教
目
録
』
に
よ
れ
ば
彼
は
三
つ
の
檀
龕
像
を
日
本
に
持
ち

帰
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
檀
龕
涅
槃
浄
土
一
合
、
檀
龕
西
方
浄
土
一
合
、
檀
龕
僧

伽
誌
公
萬
迴
三
聖
像
一
合
」
と
い
う
品
名
が
、
経
論
類
、
曼
荼
羅
類
、
図
像
類
、

祖
師
真
影
画
像
類
を
列
記
し
た
そ
の
次
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
涅
槃
浄
土
の
一

合
と
は
、
涅
槃
仏
を
中
心
に
仏
弟
子
や
菩
薩
・
八
部
衆
を
は
じ
め
悲
嘆
す
る
俗

人
や
天
上
か
ら
降
下
し
た
摩
耶
夫
人
な
ど
を
一
龕
に
彫
刻
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

し
）
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、
西
方
浄
土
一
合
と
は
、
ま
さ
に
九
一
号
龕
の
右
隣
の
九
九
号
龕
に
見
る
よ

う
な
立
体
阿
弥
陀
浄
土
図
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
問
題
の
檀
龕
三
聖
像
一
合
は
、

僧
伽
を
筆
頭
と
す
る
か
ら
に
は
九
一
号
龕
や
北
山
院
一
一
号
龕
、
大
足
北
山
仏

湾
一
七
七
号
窟
と
同
様
に
中
尊
を
僧
伽
と
し
、
観
音
開
き
の
扉
裏
に
当
た
る
両

側
に
宝
誌
と
萬
迴
を
配
し
た
形
式
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

円
仁
が
こ
れ
ら
を
入
手
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に

詳
し
い
。
長
安
資
聖
寺
に
お
い
て
い
よ
い
よ
功
徳
使
か
ら
外
国
僧
の
還
俗
と
本

国
へ
の
送
還
の
通
牒
が
届
い
た
会
昌
五
年
（
八
四
五
）
五
月
十
三
日
条
に
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

三
綱
三
老
等
来
、
相
憂
云
、
遠
渉
求
法
、
遇
不
免
改
服
。
自
古
至
今
、
求

法
之
人
、
定
有

難
。
請
安
排
也
。
不

此
難
、
則
无

帰
國
。
且
喜
將

聖
敎
、
得
帰
本
國
。
便
合
本
願
、
都
維
那
僧
法
遇
、
贈
檀
龕
像
一
軀
、
以

宛
帰
國
供
養
。（
下
略
）

ま
た
、
二
日
後
の
五
月
十
五
日
条
に
、

（
略
）
並
於
春
明
門
外
拝
別
、
云
留
斯
分
矣
。
楊
卿
使
及
李
侍
御
不
肯
帰
去
。

相
送
到
長
樂
坡
頭
、
去
城
五
里
、
一
店
裏
、
一
夜
同
宿
語
話
。
李
侍
御
送

路
少
。
呉
綾
十
疋
、
檀
香
木
一
、
檀
龕
像
兩
種
、
和
香
一
瓷
瓶
、
銀
五
股

跋
折
羅
一
、
氈
帽
兩
頂
、
銀
字
金
剛
経
一
巻
（
見
内
裏
物
也
）、
軟
鞋
一
量
、

錢
二
貫
文
、
數
在
別
紙
也
。



六
四

と
い
い
、
三
つ
と
も
慌
し
く
長
安
を
去
る
に
当
た
っ
て
昵
懇
の
人
た
ち
か
ら
贈

ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
長
く
滞
在
し
た
資
聖
寺
の
都
維
那
の
法

遇
か
ら
一
つ
、
そ
し
て
長
安
で
最
も
親
交
と
外
護
を
得
た
左
神
策
軍
押
衙
検
校

国
子
祭
酒
殿
中
監
察
侍
御
史
の
新
羅
人
李
元
佐
よ
り
二
つ
を
受
け
取
っ
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
目
録
に
あ
る
ど
の
檀
龕
像
に
当
た
る
の
か
は
、
こ
の
記
事
だ
け
で

は
わ
か
ら
な
い
が
、『
前
唐
院
資
財
実
録
』
に
次
の
記
載
が
あ
る
）
33
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。

栴
檀
龕
一
合
表
浄
土　
　
　

栴
檀
僧
伽
誌

三
聖
像
一
合
蓮
華
形　
　
　

鍮
鉐
印
佛
一
面
百佛　

和
香
一
瓷
瓶

右
五
種
物
於
李
侍
御
所
得

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
三
聖
像
の
檀
龕
は
西
方
浄
土
龕
と
と
も
に
李
元
佐
か
ら
贈

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
割
注
に
蓮
華
形
と
あ
る
の
は
、
檀
龕
の

外
形
が
未
敷
蓮
華
形
で
あ
っ
た
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
三
つ
の
檀
龕
像
は
、

円
仁
が
自
ら
求
め
て
工
賃
を
費
や
し
て
写
さ
せ
た
大
曼
荼
羅
な
ど
と
は
異
な
り
、

請
来
は
い
わ
ば
偶
然
に
入
手
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
檀
龕
三
聖

僧
像
の
請
来
に
円
仁
自
身
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う

が
、
贈
り
手
で
あ
る
李
元
佐
は
餞
別
と
し
て
ま
た
最
後
の
供
養
と
し
て
、
荷
物

に
な
ら
な
い
小
さ
な
尊
像
を
選
ん
だ
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
そ
れ
は
、
廃
仏
令

の
嵐
の
吹
き
荒
れ
る
な
か
遥
か
東
海
の
日
本
ま
で
帰
っ
て
い
く
和
上
の
、
道
中

無
事
の
守
護
を
願
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

檀
龕
像
が
し
ば
し
ば
旅
の
安
全
祈
願
の
守
護
と
し
て
携
行
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
携
帯
に
適
し
た
そ
の
形
状
か
ら
も
推
測
で
き
る
が
、
た
と
え

ば
最
澄
が
天
台
山
へ
持
参
し
た
品
目
を
記
し
た
『
明
州
牒
』
に
は
「
檀
龕
水
天

菩
薩
一
躯　

高
一
尺
」
が
見
え
、
水
を
司
る
水
天
を
最
澄
が
渡
海
の
守
護
神
と

し
て
携
帯
し
た
と
考
え
ら
れ
る
）
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。
僧
伽
が
水
神
と
し
て
の
信
仰
を
拡
大
す
る
の

は
宋
代
、
こ
と
に
南
宋
時
代
か
ら
と
さ
れ
る
が
）
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、
そ
も
そ
も
、
僧
伽
に
対
す
る

信
仰
が
当
初
か
ら
航
路
の
安
全
守
護
祈
願
を
濃
厚
に
含
ん
で
い
た
こ
と
は
、
第

二
章
で
紹
介
し
た
八
世
紀
前
半
の
「
普
光
王
寺
碑
」
か
ら
う
か
が
え
る
の
で
あ

る
。ま

た
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
や
は
り
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
興

味
深
い
記
事
が
あ
る
。
円
仁
は
、
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
三
月
六
日
に
山
東
の

登
州
都
督
府
城
の
西
南
界
に
あ
る
開
元
寺
に
到
り
、
そ
こ
で
僧
伽
和
尚
堂
な
る

堂
宇
を
訪
れ
て
い
る
。
こ
の
堂
の
北
壁
に
は
西
方
浄
土
と
補
陀
落
浄
土
が
画
か

れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
日
本
の
朝
貢
使
た
ち
の
発
願
に
な
る
も
の
で
、
壁

上
に
は
ほ
と
ん
ど
消
え
か
か
っ
た
願
文
や
日
本
人
の
官
位
姓
名
が
列
記
さ
れ
て

い
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

〔
三
月
〕
七
日
。
王
押
衙
宅
裏
齋
。
此
開
元
寺
仏
殿
西
廊
外
僧
伽
和
尚
堂

内
北
壁
上
、
画
西
方
浄
土
及
補
陀
落
浄
土
。
是
日
本
国
使
之
願
。
即
於
壁

上
書
着
縁
起
、
皆
悉
没
却
。
但
見
日
本
国
三
字
。
於
仏
像
左
右
書
着
願
主

名
、
盡
是
日
本
国
人
官
位
姓
名
。（
下
略
）

こ
の
堂
宇
は
、
僧
伽
和
尚
堂
と
い
う
名
称
か
ら
す
れ
ば
必
ず
や
僧
伽
像
を

祀
っ
た
堂
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
壁
画
の
主
題
も
ま
た
僧
伽
と
無
関
係
な
も
の
と

は
思
え
な
い
）
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。
登
州
は
い
う
ま
で
も
な
く
日
本
と
の
航
路
の
発
着
点
で
あ
り
、

こ
の
二
幅
の
浄
土
図
は
遣
唐
使
一
行
が
海
路
の
安
全
を
祈
願
し
て
画
か
せ
た
も



四
川
省
夾
江
千
仏
岩
の
僧
伽
・
宝
誌
・
萬
迴
三
聖
龕
に
つ
い
て

六
五

の
と
考
え
ら
れ
る
）
37
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。

補
陀
落
浄
土
と
い
う
か
ら
に
は
、
観
音
菩
薩
と
と
も
に
背
景
に
補
陀
洛
山
の

景
が
画
か
れ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
が
、
そ
れ
は
観
音
の
応
化
身
た
る
三
聖
僧

の
背
景
に
岩
山
や
花
樹
や
瑞
雲
を
あ
ら
わ
し
た
千
仏
岩
第
九
一
号
龕
を
想
起
さ

せ
る
。
隣
に
西
方
浄
土
変
を
画
い
た
と
い
う
点
も
ま
た
九
一
号
龕
と
九
九
号
龕

の
関
係
と
等
し
く
、
さ
ら
に
は
李
元
佐
が
円
仁
に
贈
っ
た
二
つ
の
檀
龕
像
が
や

は
り
三
聖
僧
と
西
方
浄
土
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
偶
然
の
符
合
と
は
思
え
な
い
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
航
路
安
全
の
祈
願
が
籠
め
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

結
び
―
―
夾
江
千
仏
岩
第
九
一
号
龕
の
位
置
付
け

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
航
路
安
全
神
で
あ
る
僧
伽
を
中
尊
と
し
、
万
里

を
一
日
で
往
復
し
た
こ
と
か
ら
そ
の
名
で
呼
ば
れ
た
と
い
う
萬
迴
と
、
同
じ
く

神
異
無
方
な
観
音
の
化
身
で
あ
る
宝
誌
と
を
、
青
衣
江
の
川
面
を
直
下
に
見
下

ろ
す
崖
の
中
央
部
の
大
龕
に
彫
刻
し
た
の
は
、
西
蔵
へ
の
玄
関
口
で
あ
る
雅
安

と
長
江
本
流
と
を
結
ぶ
河
川
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
た
こ
の
夾
江
の
立
地
な
ら

で
は
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
航
行
す
る
舟
の
安
全
と
人
々
の
行
路
の
無
事
へ

の
祈
り
を
託
し
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
現
世
的
苦
難
を
除
き
安
穏
豊
楽
を
も
た
ら
す

聖
僧
た
ち
の
不
可
思
議
な
威
徳
力
を
期
待
す
る
信
仰
が
、
こ
の
龕
を
生
ん
だ
の

で
あ
ろ
う
。

あ
わ
せ
て
興
味
深
い
こ
と
は
、
こ
の
九
一
号
龕
や
右
隣
の
九
九
号
龕
西
方
浄

土
変
が
、
ま
さ
し
く
檀
龕
像
の
構
成
や
表
現
に
類
似
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
七

世
紀
末
か
ら
八
世
紀
初
頃
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
）
38
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高
野
山
金
剛
峰
寺
の
諸
尊
仏

龕
を
例
と
し
て
見
る
と
、
正
面
龕
に
彫
刻
さ
れ
た
中
尊
は
結
跏
趺
坐
像
で
あ
る

の
に
対
し
、
そ
れ
を
半
裁
し
た
大
き
さ
の
左
右
龕
の
脇
侍
は
九
一
号
龕
と
同
様

に
片
脚
を
踏
み
下
げ
た
姿
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
三
尊
形
式
で
あ
り
な
が
ら
各

尊
の
法
量
に
あ
ま
り
差
異
が
な
い
点
も
九
一
号
龕
に
近
い
。
ま
た
、
九
九
号
龕

を
は
じ
め
と
す
る
四
川
西
部
地
域
で
流
行
し
た
西
方
浄
土
龕
は
、
両
側
壁
に
も

諸
尊
や
蓮
池
楼
閣
が
こ
ま
ご
ま
と
彫
刻
さ
れ
て
お
り
、
あ
た
か
も
複
雑
精
緻
に

作
り
こ
ま
れ
た
檀
龕
像
を
覗
き
込
む
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。
龕
の
下
端
に
奏
楽

天
を
彫
刻
す
る
構
成
も
、
檀
龕
像
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
持
ち
運
び

が
容
易
で
、
画
像
と
は
異
な
る
立
体
造
形
と
し
て
の
情
報
を
遠
隔
地
に
伝
え
る

媒
体
と
な
り
得
る
檀
龕
像
の
機
能
を
考
え
れ
ば
、
円
仁
が
八
四
五
年
に
贈
ら
れ

た
よ
う
な
八
、
九
世
紀
の
長
安
で
流
通
し
て
い
た
檀
龕
像
が
、
長
安
か
ら
四
川

地
域
へ
の
図
像
の
伝
播
に
関
与
し
た
可
能
性
は
、
捨
て
難
い
と
思
わ
れ
る
。

千
仏
岩
九
一
号
龕
の
開
鑿
年
代
は
、
綿
陽
北
山
院
第
一
一
号
龕
よ
り
も
少
し

遡
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
九
世
紀
前
半
頃
と
推
測
で
き
る
。
今
は
失
わ
れ
た
円

仁
請
来
の
「
檀
龕
僧
伽
誌
公
萬
迴
三
聖
像
一
合
」
の
像
容
を
、
こ
の
九
一
号
龕

に
よ
っ
て
想
像
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

注

（
１
）　

王
煕
祥
・
曽
徳
仁
「
四
川
夾
江
千
仏
岩
摩
崖
造
像
」（『
文
物
』
一
九
九
二
年
第
二
期
）。

（
２
）　

胡
文
和
『
四
川
道
教
、
佛
教
石
窟
芸
術
』
四
川
人
民
出
版
社
、
一
九
九
四
年
。
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（
３
）　
『
世
界
美
術
大
全
集
東
洋
篇
第
五
巻　

五
代
・
北
宋
・
遼
・
西
夏
』
小
学
館
、
一
九

九
八
年
、
一
七
九
〜
一
八
〇
頁
。

（
４
）　

羅
世
平
「
敦
煌
泗
州
僧
伽
経
像
与
泗
州
和
尚
信
仰
」（『
美
術
研
究
』
一
九
九
三
年
第

一
期
）、『
敦
煌
吐
魯
番
学
研
究
論
集
』
書
目
文
献
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）。
ま
た
同

氏
「
四
川
唐
代
仏
教
造
像
与
長
安
様
式
」（『
文
物
』
二
〇
〇
〇
年
第
四
期
）
五
三
頁
。

（
５
）　

馬
世
長
「
大
足
北
山
仏
湾
一
七
六
与
一
七
七
窟
―
―
一
箇
奇
特
題
材
組
合
的
案
例
」

『
二
〇
〇
五
年
重
慶
大
足
石
刻
国
際
学
術
研
討
会
文
集
』
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
七
年
。

（
６
）　

北
進
一
「
神
異
な
る
仮
面
の
高
僧
―
四
川
省
石
窟
宝
誌
和
尚
像
報
告
」（『
象
徴
図
像

研
究
』
一
〇
号
、
一
九
九
六
年
）。

（
７
）　

牧
田
諦
亮
『
中
国
仏
教
史
研
究　

第
二
』（
大
東
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
所
収
。

（
８
）　

徐
苹
芳
「
僧
伽
造
像
的
発
現
和
僧
伽
崇
拝
」（『
文
物
』
一
九
九
六
年
第
五
期
）。

（
９
）　

黄

江
「
泗
州
大
聖
僧
伽
伝
奇
新
論
―
―
宋
代
仏
教
居
士
与
僧
伽
崇
拝
」（
台
湾
大

学
『
仏
学
研
究
中
心
学
報
』
第
九
期
、
二
〇
〇
四
年
）。

（
10
）　

黄
芝
崗
『
中
国
的
水
神
』（
香
港　

龍
門
書
店
、
一
九
六
八
年
）
一
七
四
頁
。

（
11
）　

例
え
ば
北
宋
の
版
画
を
も
と
に
画
か
れ
た
京
都
高
山
寺
の
達
磨
宗
六
祖
像
に
見
出
せ

る
。

（
12
）　

馬
世
長
氏
前
掲
注
５
論
文
。

（
13
）　

莫
高
窟
第
七
二
窟
の
南
壁
壁
画
に
つ
い
て
詳
細
な
研
究
を
お
こ
な
っ
た
霍
煕
亮
氏
は
、

同
窟
の
造
営
年
代
を
晩
唐
初
期
と
す
る
が
（
霍
煕
亮
「
莫
高
窟
第
七
二
窟
及
其
南
壁
劉

薩
訶
与
涼
州
聖
容
仏
瑞
像
史
迹
変
」『
文
物
』
一
九
九
三
年
第
二
期
）、
一
方
で
「
敦
煌

莫
高
窟
内
容
総
録
」（『
中
国
石
窟　

敦
煌
莫
高
窟
五
』
平
凡
社
・
文
物
出
版
社
、
一
九

八
二
年
）
は
五
代
と
し
て
い
る
。

（
14
）　

孫
修
身
「
莫
高
窟
の
縁
起
説
話
画
」（『
中
国
石
窟　

敦
煌
莫
高
窟
第
四
巻
』
平
凡

社
・
文
物
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
二
三
六
〜
七
頁
参
照
。

（
15
）　

徐
苹
芳
「
僧
伽
造
像
的
発
現
和
僧
伽
崇
拝
」（『
文
物
』
一
九
九
六
年
第
五
期
）。

（
16
）　

王
恵
民
「
僧
伽
研
究
論
著
目
録
」（
私
家
版
）。

（
17
）　

李
静
傑
・
田
軍
『
故
宮
収
蔵
尓
応
該
知
道
的
二
〇
〇
件
佛
像
』（
紫
禁
城
出
版
社
、
二

〇
〇
七
年
）。
上
方
に
小
さ
く
岩
座
を
作
り
出
し
片
膝
を
立
て
て
坐
し
た
小
人
物
を
浮

彫
し
て
い
る
。
頭
部
に
三
角
帽
子
を
戴
い
た
よ
う
に
見
え
る
た
め
か
図
版
解
説
者
は
胡

人
と
す
る
が
、
坐
勢
は
如
意
輪
観
音
に
似
て
お
り
、
宝
髻
を
結
っ
た
観
音
で
あ
る
可
能

性
が
あ
ろ
う
。
後
述
の
よ
う
に
、
岩
山
を
背
に
し
て
い
る
こ
と
は
九
一
号
龕
に
通
じ
る

特
徴
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。

（
18
）　

蘇
州
瑞
光
寺
塔
の
像
は
、
塔
の
天
宮
中
に
納
め
ら
れ
た
真
珠
舎
利
宝
幢
の
一
部
分
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
複
雑
で
華
麗
な
意
匠
の
宝
幢
の
最
も
中
核
を
な
す
八
稜
柱
経

幢
の
上
部
に
、
銀
製
鍍
金
の
壺
形
の
小
龕
が
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
僧
伽
と
み
ら
れ

る
木
造
僧
形
坐
像
は
そ
の
中
に
安
置
さ
れ
て
い
る
。
像
高
六
セ
ン
チ
の
小
像
で
あ
る
が
、

風
帽
を
被
っ
た
頭
部
を
前
傾
さ
せ
禅
定
印
を
結
ん
で
趺
坐
す
る
姿
を
写
実
的
に
彫
刻
し

て
お
り
、
繊
細
な
截
金
を
施
し
た
精
細
な
作
で
あ
る
。
何
よ
り
も
こ
の
坐
像
が
、
内
部

に
仏
舎
利
九
粒
と
梵
文
漢
文
の
『
大
隋
求
陀
羅
尼
』
を
蔵
し
た
経
幢
の
頂
部
に
置
か
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
経
幢
の
八
面
に
は
、
釈
迦
牟
尼
仏
以
下
過
去
七

仏
の
仏
名
と
「
南
無
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
」
の
号
が
そ
れ
ぞ
れ
刻
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

上
に
位
置
す
る
本
像
主
が
た
だ
な
ら
ぬ
聖
性
を
も
つ
者
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

真
珠
舎
利
宝
幢
は
、
納
入
さ
れ
た
木
函
に
大
中
祥
符
六
年
（
一
〇
一
三
）
の
紀
年
が
あ

り
、
こ
の
小
像
に
つ
い
て
も
お
よ
そ
同
時
期
の
作
と
見
ら
れ
る
。
蘇
州
博
物
館
『
蘇
州

博
物
館
蔵
虎
丘
雲
岩
寺
塔
、
瑞
光
寺
塔
文
物
』（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
19
）　

塔
身
の
第
一
層
か
ら
高
さ
四
六
セ
ン
チ
の
塼
彫
像
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
風
帽
を
被
っ

て
両
肩
に
布
端
を
垂
ら
し
、
交
領
の
偏
衫
を
四
重
に
着
て
禅
定
印
を
結
び
蓮
華
座
に
結

跏
趺
坐
し
た
姿
で
あ
る
。
こ
の
塔
は
北
宋
の
政
和
五
年
（
一
一
一
五
）
に
建
て
ら
れ
た

も
の
で
、
像
も
そ
の
時
の
安
置
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
20
）　

天
封
塔
は
南
宋
の
紹
興
十
四
年
（
一
一
四
四
）
の
建
立
で
、
地
宮
の
発
掘
に
伴
っ
て

高
さ
四
セ
ン
チ
余
の
石
像
が
発
見
さ
れ
た
。
風
帽
、
偏
衫
、
袖
内
で
の
禅
定
印
は
他
例

と
同
様
で
あ
る
。
天
封
塔
は
僧
伽
の
墓
塔
と
の
伝
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
像
も
僧

伽
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
21
）　

北
進
一
氏
も
同
様
の
推
測
を
述
べ
て
い
る
。
北
進
一
前
掲
注
６
論
文
。

（
22
）　

小
南
一
郎
「
中
国
西
部
地
域
に
お
け
る
伏
羲
・
女
媧
図
像
（
上
）」（『
龍
谷
大
学
論
集
』

四
七
三
号
、
二
〇
〇
九
年
）



四
川
省
夾
江
千
仏
岩
の
僧
伽
・
宝
誌
・
萬
迴
三
聖
龕
に
つ
い
て

六
七

（
23
）　

東
大
寺
の
宗
性
が
建
長
三
年
（
一
二
五
一
）
に
編
纂
し
た
『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』

第
三
に
逸
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
24
）　

神
野
祐
太
「
宝
誌
和
尚
像
考
―
―
観
音
化
身
論
序
説
」
早
稲
田
大
学
文
学
研
究
科
二

〇
一
〇
年
度
修
士
論
文
。
神
野
氏
は
、
大
安
寺
に
も
た
ら
さ
れ
た
像
は
後
述
の
西
往
寺

像
の
よ
う
な
面
部
が
裂
け
た
姿
で
は
な
く
、
通
常
の
祖
師
形
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（
25
）　

陳
明
光
「
大
足
石
篆
山
石
窟
〝
魯
班
龕
〞
当
為
〝
志
公
和
尚
龕
〞」（『
文
物
』
一
九
八

七
年
第
一
期
）

（
26
）　

松
本
榮
一
『
燉
煌
畫
の
研
究
』
第
四
章
第
五
節
（
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
、
一

九
三
七
年
）。

（
27
）　

松
本
榮
一
氏
は
前
掲
注
２
６
同
書
で
唐
末
の
頃
の
制
作
と
す
る
が
、「
敦
煌
莫
高
窟
内

容
総
録
」（『
中
国
石
窟　

敦
煌
莫
高
窟　

第
五
巻
付
篇
』
敦
煌
文
物
研
究
所
編
、
平
凡

社
・
文
物
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）
で
は
五
代
と
し
て
い
る
。

（
28
）　

松
本
榮
一
、
北
進
一
は
こ
れ
を
華
林
園
に
築
か
れ
た
景
陽
山
と
し
て
い
る
が
、
後
述

の
よ
う
に
筆
者
の
見
解
と
は
異
な
る
。
松
本
榮
一
前
掲
注
２
６
同
書
、
北
進
一
前
掲
注

６
論
文
。

（
29
）　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
布
袋
、
蜆
子
、
陳
摶
な
ど
散
聖
と
呼
ば
れ
る
聖
者
た
ち
に
対
す

る
信
仰
や
そ
の
図
像
表
現
と
、
知
的
障
害
や
脳
機
能
障
害
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
関
係
に

つ
い
て
論
じ
た
奥
平
俊
六
「
不
思
議
な
聖
者
た
ち
―
―
布
袋
、
蜆
子
、
陳
摶
」（『
講
座

日
本
美
術
史　

第
三
巻　

図
像
の
意
味
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
が
参
照

さ
れ
る
。

（
30
）　

于
春
・
王

『
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
）
一
一
一
頁
。

（
31
）　

松
本
榮
一
「
金
剛
峯
寺
枕
本
尊
説
」（『
國
華
』
四
八
九
）
ま
た
、
小
泉
惠
英
「
西
北

イ
ン
ド
の
携
帯
用
龕
像
」（『
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
』
三
五
、
一
九
九
九
年
）。

（
32
）　

涅
槃
像
を
彫
刻
し
た
檀
龕
像
と
し
て
は
、
三
重
県
寂
照
寺
所
蔵
の
例
が
知
ら
れ
る
。

本
例
は
彫
刻
様
式
が
中
央
ア
ジ
ア
で
の
出
土
作
例
に
類
似
す
る
と
さ
れ
る
が
、
供
養
者

の
服
制
に
は
七
世
紀
頃
の
中
国
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。『
大
遣
唐
使
展
』
展
覧
会
図

録
（
奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
一
〇
年
）
図
十
三
。

（
33
）　
『
天
台
霞
標
』
五
編
巻
之
一
（『
大
日
本
佛
教
全
書
』
第
一
二
六
所
収
）。

（
34
）　

一
尺
と
い
う
大
き
さ
は
、
た
と
え
ば
金
剛
峰
寺
諸
尊
仏
龕
が
全
高
二
十
三
セ
ン
チ
で

あ
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
や
や
大
き
い
が
、
携
帯
可
能
な
法
量
で
あ
る
。

（
35
）　

牧
田
諦
亮
前
掲
注
７
論
文
、
羅
世
平
前
掲
注
４
論
文
。

（
36
）　

牧
田
氏
も
こ
れ
に
つ
い
て
「
西
方
浄
土
及
び
観
音
の
浄
土
の
変
相
壁
画
が
あ
る
こ
と

は
、
当
然
僧
伽
和
尚
が
観
音
の
応
化
と
し
て
の
立
場
を
示
す
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。

牧
田
諦
亮
前
掲
注
７
同
書
三
五
頁
。

（
37
）　

小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究　

第
二
巻
』（
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
六

年
）
二
八
〇
頁
。

（
38
）　

田
邊
三
郎
助
「
小
仏
龕
像
」（『
國
華
』
八
四
七
、
一
九
六
三
年
）。

図
版
出
典

図
１　

筆
者
撮
影

図
２　
『
夾
江
千
佛
岩
―
四
川
夾
江
千
佛
岩
古
代
摩
崖
造
像
考
古
調
査
報
告
』（
文
物
出
版
社
、

二
〇
一
二
年
）
図
版
九
三

図
３　
『
中
国
石
窟
彫
塑
全
集
第
七
巻　

大
足
』（
重
慶
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
図
一
九

図
４　

李
静
傑
・
田
軍
『
故
宮
収
蔵
尓
応
該
知
道
的
二
〇
〇
件
佛
像
』（
紫
禁
城
出
版
社
、

二
〇
〇
七
年
）
図
一
九
〇

図
５　
『
綿
陽
窟
龕
―
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
）
図
版
七
一

図
６　

宮
治
昭
氏
撮
影




