
半
跏
思
惟
像
考

川

崎

滋

子

序

上
代
彫
刻

に
お
け
る
半
跏

思
惟
像
は
、
現
在
多

く
残

さ

れ

て

い

る
。
し

か

し
、
初

め
中
国
で

は
悉
達

太
子
と
し
て
、
そ
し
て
朝
鮮

半
島
で
は
弥
勒

と
し
て

尊
ば

れ
た

こ
の
像
を
、
日
本
で
は
そ

の
殆
ど
が
、

弥
勒

と
み

な

さ

れ

て

い

る

が
、

一
体

ど

の
よ
う
な
信
仰
を
受
け
て

い
た

の
か
さ
だ
か
で
な

い
。

確
か

に
野

中
寺
像

に
は
弥
勒
と
銘
記
さ
れ
て
い
る
が
、

一
つ
の
遺

像
で
他

の
多

く
を
規
定

す

る
こ
と

は
で
き
な

い
と
思
わ
れ
る
。
現

に
文
献

を
調

べ
て
も

、
半
跏

思
惟

像

を
救
世
観
音
、
如
意
輪
観
音
と
称
し

て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。

山
城
大
原
三
千

院
本
堂
半
跏
思
惟
像

の
胎
内
納

入
品

に
救
世
観
音
と
書
か
れ
て
い
た
な
ど
、
文

献
以
外

に
そ
う

い

っ
た
記

録
も
残
さ
れ
て

い
る
。

こ
こ
で
は
半
跏
思
惟
像
と
弥
勒

の
造
仏
形
式
を
発
生
か
ら
そ

の

流

れ

を

追

い
、
半
跏
思
惟
像
を
め
ぐ

る
弥
勒

信
仰
と
悉
達

太
子
信
仰
を
考

え
て
み
た
い
と

思
う
。第

一
章

大

陸

に

お

け

る
造

仏

の
推

移

闘
節

弥
勒
像

弥
勒
像

は
造
仏
が

は
じ
ま

る
ガ

ン
タ
ー
ラ

・
マ
ト
ウ

ラ
ー
の
初
期

に
、
そ
の

遺
物

を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
ら
は
如
来
形

で
あ

り
な
が

ら
菩
薩
と
称
さ

(注
1
)

れ
て
い
た

こ
と
が
、

カ
ト

ラ
出

土

の
仏
陀
像

か
ら
判

明
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う

な
混
合
形
式

が
行
な
わ
れ
た

の
は
、
釈
迦

の
後

に
如
来
と

な
る
弥
勒

の
当
来
仏

と
し
て

の
性
格
か
ら
き
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

古
代

イ

ソ
ド
に
お
い
て
弥
勒

は
水
瓶

を
持
物

と
し
、
東

イ

ソ
ド

の
パ
ー
ラ
朝

で
は
蓮
華
と

宝
冠

に
小
塔

(
ス
ト

ゥ
ー
パ
)

が
現

わ
さ
れ
、
弥
勒
像

の
判
定

の

め
や
す
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
水
瓶
、
蓮
華

は
観
音

の
持
物

で
も
あ

る
の

で
、

こ
れ
だ
け
で
は
弥
勒

像
と
判
定

す
る

の
は
不
可
能

で
あ

る
。
印
相

は
主

に

右
手
施
無
畏

、
左
手
触

地
印
又
は
膝

上
で
衣
端

を
、
握

っ
て
い
る

の
が
多
く
見

ら
れ
る
。

ク

シ
ャ
ー
ナ
朝

か
ら
グ
プ
タ
朝

に
か
け

て
、
弥
勒

は
倚
座

垂
脚

の
仏

陀

像
と
し
て
表
わ
さ
れ
非
常

に
多

く
造

ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い

っ
た
。

イ

ソ
ド
か
ら
中
国

へ
の
弥
勒

信
仰

の
伝
来
経
路

は
、

西
域

を
通

っ
て
い

っ
た

(注
2
)

(注
3
)

ら
し
い
。
「
大
慈

恩
寺
三
蔵
法
蹶
伝
」
「
法
筅

珠
林
」

に
ょ
る
と
西
域
で

の
弥
勒

信
仰
が
隆

盛
を
極

め
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

又
、
弥
勒
経
典

の
最
初

の
漢
訳

(注
4
)

者

、
竺
護
法

が
敦
煌

出
身

で
あ
る

こ
と
か
ら
も
、
西
域

経
路

で
あ

っ
た
と

う
か

が
え
る
Q

中

国
に
弥
勒

信
仰
が
伝

え
ら
れ
た

の
は
、
遅

く
と
も

四
世
紀
後

半
で
あ

り
、

五
世
紀
中
葉

に
は
北
魏

を
中
心
に
本
格

的

に
信
仰

さ
れ
、
造
仏
も

か
な
り
盛
ん

で
あ

っ
た
ら
し
い
。

し
か
し
、

北
魏

で
ど

の
よ
う
な
図
像
を
基

に
造

仏
さ
れ
て

(注
5
)

い
た
か
は
、
典

拠
と
な
る
弥
勒

六
部

経

に
形

相
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
遺

物

か
ら
考

え
る
し
か
な

い
。

在
銘

弥
勒

像
で
は
最
も
古

い
作
例
と
し
て
、
雲

岡
第

十
七
洞
太

和

十

三

年

(
四
八
九
)

の
交
脚
菩
薩

像
が
あ
げ
ら
れ
る
。
北
魏

の
造

仏

の
中

心
で
あ

る

雲

鬧

竜

門
に
は
多

く

の
交
脚
菩
薩
像
が
見
ら
れ
、
そ

の
銘
文

か
ら
見

て
弥
勒

と
し
て
浩

ら
れ
た
例
が
多

い
。

水
野

清

一
氏
は
交

脚
菩
薩

す
な
わ
ち
弥
勒

像
で
あ
る
と
い
あ
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(注
6
)

れ
て
い
る
が
、
宝
冠

の
化
仏
に
よ

っ
て
観
音
と
す

る
説
も
あ
り
定
説

は
な

い
。

し
か
し
、
竜
門

の
交
脚
菩
薩
像
足
元
左
右

に

一
対

の
獅
子
が
従

っ
て
い
る
こ
と

が
注
意
を

ひ
く
。
獅

子
は
元
来
釈
迦

の
象
徴

で
あ
り
、
獅
子
が
台
座

に
つ
い
て

い
れ
ぽ

古
代

に
お

い
て
は
釈
迦
と
見
な
さ
れ

て
い
た
。
し

か

し
、
「
観
弥
勒
菩

薩
兜
率
天
経
」

に

「
時

二
兜
率
天

ノ
七
宝
内
摩
尼
殿
上

ノ
獅
子
床
座

二
忽
然

ト

シ
テ
化
生

ス
、」

と
あ

る
の
で
、
弥
勒
が
獅
子
を
台
座

に

従
え

る
こ
と

は
不
思

議
で
は
な
い
。
又
弥
勒

が
当
来
仏

で
あ

る
こ
と
か
ら
釈
迦
と
同
様

の
扱

い
を
受

け
る
と
い
う

こ
と
も
考

え
ら
れ
る
た
め
、

私
は
台
座
に
獅

子
を
従
え
た
交
脚
菩

薩
像

は
弥
勒
と
考
え

て
良

い
と
思
う
o

こ
の
交
脚
菩
薩
像

の
印
相

は
イ
ソ
ド

に
お
け
る
弥
勒
像
と
同
様

に
、
右
手
施

無
畏
印
、
左
手
触
地
印
又

は
膝
上

で
衣

の
端
を
握

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
宝
冠

小
塔
、
左
手
執
蓮
華

は
中
国

で
は
見
ら
れ

な
い
。
だ
が
、
中
国

で
は
北
魏
末

か

ら
交
脚
菩
薩
像
を

二
躯

一
対
と

し
て
造
立
す

る
こ
と
が
あ

っ
た
。

こ
う

し
た
安

置
法
は
観
音
像
や
半
跏
思
惟
像

で
も
行

な
わ
れ

て
お
り
、
そ

の
根
拠
、は
明
ら

か

で
は
な

い
が
、
単
な
る
造
型
的
な
理
由

で
は
な

い
ら
し

い
。

北
斉

以
降
か
ら
両
脚
を
真

直

に
お

ろ
す
倚
座
垂
脚
像
が
弥
勒
と

し
て
造

り
は

じ
め
ら
れ
る
。
雲
岡

に
も
倚

座
垂
脚
像
が
見
ら
れ

る
が
、
弥
勒
と

し
て
造
ら
れ

た

の
で

は
な

い
ら
し

い
。

こ
の
像

は
隋

か
ら
唐

に
か
け

て
盛

ん
に
造
仏
さ
れ
た

が
、
弥
勒
と
し

て
広
く
造
仏
さ
れ

る
の
は
唐

に
入

っ
て
か
ら

で
あ

る
。
又
、
唐

以
降

も
倚
座
垂
脚
像

は
弥
勒

だ
け
と

は
限
ら
れ
ず
、
阿
弥
陀
と

し
て
も
造
ら
れ

て

い
た
ら
し

い
。

旧
四
十
八
体
仏
中

の
山
田
殿
像

は
、
そ

の
脇
侍
か
ら
阿
弥
陀

と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
近
年

発
掘
さ
れ

た
河
原
寺

か
ら
も
阿
弥
陀
と
刻
ま
れ
た

墫

仏

の
倚
座
垂
脚
像
も
出
土
し
た

よ
う

に
日
本

で
も
そ

の
遺
物
が
残
さ
れ

て
い

る
。雲

岡
等

の
交
脚
菩
薩
像

の
銘
文
を
調
べ
る
と
、
そ

の
信
仰
は
迫
善
供
養
的
な

(注
7
)

上
生
信
仰

で
、

そ
れ
も
阿
弥
陀

の
極
楽

と
兜
率

天
が
混
合

さ
れ

て

い

る

ら

し

い
。

又
、
北
斉
宋

の
武

平
元
年

正
月

二
十
六
日

の
造
像
記

の
あ
る
倚
座

垂
脚
像

(注
8
)

(注
9
)

の
銘
文

を
見

る
と
、

こ
こ
に
見

ら
れ

る
信
仰

は
下

生
信
仰

で
あ
る
が
、
こ

の
倚

座
像

は
如
来
形

を
と

ら
ず
菩
薩
像

で
あ

る
。

こ
れ

は
交
脚
菩
薩

像

の
変

型
と
も

見

ら
れ
、
如
来
形

の
倚
座

垂
脚
像

へ
の
変
遷

を
物
語

っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な

い
。

又
、
明
確

に
下
生
信
仰
が
銘
文

に
あ

る
こ
と

を
考
え

る
と
造
仏

の
.変
遷
と

共

に
信
仰

の
交
替

が
行
な
わ
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え

ら
れ
る
Q

二
節

半
跏
思
惟
像

半
跏
思
惟
像

は
雲

岡
石
窟

で
交
脚
菩
薩
像

の
両
脇
侍
と

し
て
初

め
て
あ

ら
わ

れ
、
そ
れ
以
降
多
く
造
仏

さ
れ

た
が
大
部
分

は
独
立

の
仏
像

の
脇
侍
と

し
て
見

(注
10
)

ら
れ

る
。
曇
曜

五
窟

の

一
つ
で
あ

る
第
十

六
洞

に
四
躯

の
半
跏
思
惟
像
が
あ

る

た
め
雲

岡
造
築

の
初
期

か
ら
造

ら
れ

て
い
た
こ
と

が
わ
か
る
。

第

六
洞
明
窓

の
右

に
見

ら
れ

る
半
跏
思
惟
像

に
は
う
つ
く

ま
る
馬

と
山
嶽
と

が

共
に
刻

ま
れ

て
い
る
。

こ
れ

は
出
城
後
、
悉
達
太

子
が
愛
馬

カ

ン
タ
カ
と
別

れ

る
仏
伝
中

の

一
場
面
と
思
わ
れ

る
。

こ
う

し
た
半
跏
思
惟
像
と
馬

の
と
り
あ

わ

せ
は
他

に
も
多
く
見
ら
れ
、
馬

だ
け

で
な
く
従
者

シ

ャ
ノ
ク
の
姿
が
表
わ
さ

(注
11
)

れ

る
こ
と
も
多

い
Q
出
家
前

の
釈
迦

は

「
過
去
現
在
因
果
経
」

に
も
あ

る
よ
う

に
、
病
者
や
死
者
又

は
比

丘
を
見

て
は
思
惟

し
て
お
り
、
出
家

に
臨

ん
で
も
思

惟
を
重
ね

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
思
惟
苦
脳

は
悉
達
太
子

の
根
本
的
性
行

で
あ

る
こ
と
か
ら
太
子
を
半
跏
思
惟
像

で
表
わ

し
た
と
思
わ
れ

る
。

北
斉
頃

に
河
北
定
県
附
近

に
見
ら
れ

る
中
山
派
と
も
呼
ば
れ

る
白
玉
製

(
白

大
理
石
)
半
跏
思
惟
像

に
は
多
く
樹
木
が
配
さ
れ

て
い
る
。
樹
木

の
配
さ
れ
た

(注
12
)

半
跏
思
惟
像

は
雲
岡
第
九

・
十
洞
や
竜
門

の
魏
字
洞

に
も
数
例
見
ら
れ

る
が
、
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(注
13
)

中

山
派

の
半
跏

思
惟
像

に
は
竜
樹
思
惟
像
と
銘
記

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
竜

樹
で

(注
14
)

思
い
あ
た
る

の
は
弥
勒

の
竜
華
三
会

で
あ

る
。
釈
迦

が
思
惟
し
成
仏
し
た
所
は

菩
提
樹
下
で
あ
り
、
も
し

こ
れ
ら

の
像
が
悉

達
太
子
像

で
あ

る
な
ら
菩
提
樹
思

惟
像
と
さ
れ

る
は
ず
だ
か
ら
、

こ
の
竜

樹
思
惟
像
は
竜
華
樹
下

の
弥
勒
と
み

る

こ
と
が
で
き

る
。
朝
鮮
半
島
と
日
本
で
半
跏
思
惟
像
を
弥
勒
と
み

な
し

て
い
た

と
す
れ
ぽ

、
そ

の
根
源

は
北
斉
頃

の
こ
れ
ら

の
半
跏
思
惟
像

に
、
起
因
す

る
の

で
は
な

い
か
と
思
わ
れ

る
。
中
国

に
お
け

る
半
跏
思
惟
像

は
、
そ

の
様
式
が
続

く
隋

に
至
る
ま
で
主

に
悉
達
太

子
像
と

し
て
造

ら
れ

た
と
見

る
方

が
正

し
く
、

半
跏
思
惟
像
が
弥
勒
と

し
て
造

ら
れ

た
の
は
倚
座
垂
脚
像
が
弥
勒

と
し
て
造

ら

れ

る
以
前
、
北
斉

に
限
ら
れ

て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

交
脚
菩
薩

の
両
脇
侍
と

し
て
半
跏
思
惟
像
が
多
く
造

ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

交
脚
菩
薩
と
倚
座

垂
脚
像

の
交
替
期

に
交
脚
菩
薩
像

と
半
跏

思
惟

像
が
混
在
し

た
時
代

や
場
所

が
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
も

充
分
考

え
ら
れ
る
と
思

う
か
ら
で
あ

る
。半

跏

思
惟
像

の
朝
鮮

半
島

へ
の
伝

来
は
高
句
麗
よ
り
始
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
高

句
麗
は
仏
教
伝

来
も
他

の
百
済
、
新

羅
よ
り
早
く
三
七

二
年

に
前
秦

よ

り
、
百
済
は
十

二
年
後

の
三
八
四
年

に
東

晋
か
ら
公
伝
し

て
い
る
。
新

羅

は
大

分

両
国
よ
り
遅
れ
、
六
世
紀

前
半

に
高
句
麗
よ
り
伝
わ

っ
た
ら

し
い
。
半
跏
思

惟
像

の
伝
来
も
仏
教
伝
来

の
順
を
踏
ま
え
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
残
念

な
が
ら

三
国
時
代

の
仏
教

に
関
す

る
史
料
が

ほ
と

ん
ど
残
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
わ
つ

か
な
が
ら
も
現
存
す

る
新
羅

の
史
料
を
中
心

に
考
え

て
い
く
し

か
な

い
。

河
北

の
中
山
派

に
よ
る
弥
勒

の
半
跏
思
惟
像

は
六
世
紀
後
半
以
降
行
な
わ
れ

て
い
た
ら
し

い
の
で
、
朝
鮮
半
島

に
半
跏
思
惟
像
が
伝
来

し
た

の
は
六
世
紀
後

半
頃
と
見
ら
れ

る
。

こ
の
像

は
朝
鮮
半
島

の
人

々
の
嗜
好

に
適

し
た
の
か
、
三

国
時
代

の
造
仏

に
大
き

な
比
重

を
占

め
た
ら
し
く
遺
像
が
多
く
出

土

し

て

い

る
。

し
か
し
、統

M
以
降
衰

退
し
た

の
か
あ
ま
り
造
ら
れ
な
く
な

っ
て
い

っ
た
。

朝
鮮
半
島
で
半
跏

思
惟
像
が
、
ど

の
尊
像
名
で
造
仏
さ
れ
た
か

は
現
存
し
て

い
る
像

の
中

に
銘
文
等
で
尊
像
名

の
入

っ
た
も

の
が
な

い
た

め
、
推
測

の
域
を

脱
し
得
な

い
。

だ
が
、
北
魏

に
お
け
る
悉
達

太
子
半
跏

思
惟
像
も
半
島

に
伝
わ

っ
て
き
た

は
ず
で
あ

ろ
う
し
、
中
山
派

の
弥
勒
半
跏
思
惟
像
も
河
北

に
近

い
高

句
麗

か
ら
広
ま

っ
た
と

い
う
可
能
性
も
充
分
考
え
ら
れ

る
。
田
村
円
澄
託

は
半

島

で
こ
の
像

は
弥
勒
と

し
て
主

に
造

ら
れ

た
と
さ
れ
、
そ

の
宗
教
的

又
は
社
会

(注
15
)

的
背
景

に
は
新
羅
花
郎
制
度
が
大
き
く
存
在

し
た
の
で
は
な
い
か
と

い
わ
れ

て

(注
16
)

い
る
。

田
村
氏

は
花
郎
制
度
が
弥
勒
信
仰

を
受
け

い
れ
制
度

を
確
立

し
た
真
興

王
治
世

(
五
四
〇
1

五
七

五
)
と
、
弥
勒
半
跏
思
惟
像
が
伝
来

し
た
六
世
紀
後

半

が
ほ
ぼ
同
時
代

で
あ

る
こ
と
か
ら
こ

の
説
を
打

ち
だ
し
て
お
ら
れ

る
が
、
果

し
て
そ
れ

だ
け
で
花
郎

と
半
跏
思
惟

像
が
結

び

つ
い
た
と

い
い
き

れ
る
だ
ろ
う

か
。花

郎
制

度

に
お
け
る
弥
勒

信
仰

は
、

こ
の
集

団

の
中

心
者

の
花

郎
を
弥
勒

の

下
生
し
た
も

の
と
し
て
み
る

こ
と
か
ら
明
ら
か
に
下

生
信

仰
で
あ
る
。
中

山
派

の
半
跏

思
惟
像
が
弥
勒

と
し
て
造

仏
さ
れ
た

の
は
、
釈
迦

の
出
家

以
前

、
修
業

中

の
身

で
あ
る
悉
達
太
子
と
将
来
如
来
と
な
る
べ
く
兜

率
天
で
修
業

を
続
け
る

弥
勒

の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね

た
か
ら
で

は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

弥
勒
が
釈
迦

と
同
様

の
扱

い
を
受
け

る
例

は
イ
ソ
ド

に
お

い
て
♪
又
雲
岡
で

の
交
脚
菩
薩
像

の

一
対

の
獅
子

に
お

い
て
も
見
ら
れ
た
。
兜
率
天

で
五
十
六
億
七
千
万
年
後

に

下
生
す

る
ま

で
、
思
惟
を
続
け

る
弥
勒

の
姿
を
表
わ
し
た

の
で
あ
れ
ば

こ
れ

は

上
生
信
仰

で
あ

る
。
雲
岡

で
の
交
脚
菩
薩
像

は
銘
文
か
ら

い

っ
て
も
追
善
的
要

素

は
あ

る
が
、
明
ら

か
に
上
生
信
仰

で
あ
り
兜
率
天

で
の
弥
勒

を
表

わ
し
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

こ
の
こ
と

か
ら
も
弥
勒
半
跏
思
惟
像

は
上
生
信
仰

に
ょ

っ
て

造
仏

さ
れ

た
と
考
え

ら
れ

る
。
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中

国
で
は
信
仰

の
交
替

期
と
平
行
し
た
よ
う
に
、
造
仏

形
式

の
交
替
も
行

な

わ
れ
て
い
る
。

弥
勒

は
如

来
と

な
り
人

々
の
救
済

に
下
生

す
る
た
め
、
下

生
信

仰

で
は
如

来
形
を
と
る

の
が
適

切
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
信
仰

の
交
替
期

に
は
今

ま
で
述
べ
た
よ
う

に
、
造

仏
形

式

の
混
合
が
行
な
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

こ

の
た
め
花
郎
制

度
と
弥
勒

信
仰

が
結

び

つ
い
た
後

、
し
ぼ

ら
く

は
如
来
形

と
菩

薩

形
が
並
立
し

て
行
な
わ
れ
て
い
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、

そ
れ

は
下
生

信
仰
が
広
ま
る
と

共
に
消

え
如

来
形

の
弥
勒

が
花
郎
制

度
と
強
く
結

び

つ
い
て
い

っ
た
と
考

え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現

に
統

一
に
巧
労

の

あ

っ
た
武

将
で
名
高

い
花

郎
で
も

あ

っ
た
金
庚
信

の
修
業

場
と
い
わ
れ
る
断
石

山
神

仙
庵

に
は
、
磨
崖

の
半
跏

像
と
本
尊
如

来
立
像

の
弥
勒

三
尊
像
が
ま

つ
ら

れ

て
い
る
。

で
は
朝
鮮
半
島

に
お
け
る
上
生
信
仰
と
下
生
信
仰

の
伝

来
は
別

々
で
あ

っ
た

の
か
、
又
別

々
と
し
た
ら
ど

の
程
度

の
闘
隔

を
も

っ
て
伝

来
し
た

の
で
あ
ろ
う

か
。
北
斉

(
五
五
九
～
五
七
五
)

に
河

北
で
弥
勒

半
跏

思
惟

像
が
造

ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
倚

座
垂

脚
像
は
北
斉

末
頃

に
弥
勒
と
し
て

の
信
仰
が
お

こ
り
隋

・

唐

に
盛
ん
に
造

ら
れ
て
い
た
。
北
斉
滅

亡
後

、
弥
勒

半
跏

思
惟
像

は
中

国
で
は

見
ら
れ
な
く
な
る

の
で
、
高
句
麗

へ
は
北
斉

の
滅

亡
前

に
伝
来
さ
れ
て
い
た

の

で
あ
ろ
う
。

下
生
信
仰
と
花
郎
制

度

の
結
び

つ
き
は
、
五
六
七
年

に
司
霊
者
が

女
性

二
人
か
ら
美
貌

の
男
子

へ
と
移

っ
た
後

に
行
な
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

つ

ま
り
男
子

の
司
霊
者

に
変

っ
た
後

、
下
生
信
仰
が
伝
来
し

こ
れ
と
結

び

つ
い
た

の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
下

生
信
仰
以
前
六
世
紀

後

半
か
ら
末
葉
あ
た
り
ま
で

の
少
な
く
と
も

二
十
年

位
に
、
弥
勒

半
跏

思
惟

像

の
上
生
信
仰
が
行
な
わ
れ

て
い
た

の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

数
少
な

い
現
存

の
半
跏

思
惟
像
を
見
る
と
六
世
紀
末

に
造
ら
れ
た
も

の
が
多

く
、
七
世
紀
中
葉
と
考
え
ら
れ
る
像

は
韓
国
国
立
博
物

館
慶
州
分
館

に
あ
る
石

象
菩
薩
半
跏
像
と
忠
清
南
端
山

の
磨
崖
像
が
あ
げ
ら
れ

る
程
度

で
、
そ
れ
以
降

の
造
仏

は
見
ら
れ
な

い
。
朝
鮮
半
島

に
お
い
て
最
も
美

し
く
半
跏

思
惟
様
式

の

完
成
さ
れ
た
像
と

い
わ
れ

る
旧
徳
寿
宮
像

で
さ
え
、
七
世
紀
前
半

の
作
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
、
上
生
信
仰
が
初

め
に
行
な
わ
れ
た
後

に

下
生
信
仰

が

伝
来

し
、
国
家
的
団
体

の
花
郎
と
結
び

つ
い
て
急
速

に
下
生
信
仰
が
発
展
し

て
い

っ

た
こ
と

の
あ
ら
わ
れ
と
見
ら
れ

る
。

こ
こ
で
考
え

な
く

て
は
な
ら
な

い
の
は
、
朝
鮮
半
島

の
半
跏
思
惟
像

は
す
べ

て
弥
勒

か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
現
在
、
半
島

の
遺
物

で
六
世
紀
半
を
朔
上
る

も

の
は
発
見
さ
れ

て
い
な

い
。

こ
れ

は
中
山
派

の
弥
勒
半
跏
思
惟
像

の
伝
来
以

降

の
遺
物

で
あ

り
、
そ
れ
以
前

に
は
悉
達
太
子
と

し
て
の
半
跏
思
惟
像

は
伝
来

し
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と

に
な

る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
造
仏
様
式
を
見

る

と
、

六
世
紀
半
ば
す
ぎ

の
伝
平
壌
出
土

の
金
銅
半
跏
思
惟
像

は
東
魏
初
期

の
半

跏
思
惟
像

に
似

て
お
り
、
そ

の
他

に
も

一
光

三
尊
形
式
が
高
句
麗
よ
り
朝
鮮
半

島

に
広
ま

っ
た

こ
と
も
北
魏

末
東
魏
初
期

に
そ

の
源
流
が
見
ら
れ
、
高
句
麗

に

か
な
り
中
国

の
仏
教
文
化
が
伝
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
。
中

で
も
前
述

の
金
銅
半
跏
思
惟
像
が
東
魏

の
作
と
似

て
い
る
こ
と

は
北
斉

の
弥
勒
半
跏
思
惟

像
も
半
島

の
人

々
は
知

っ
て
い
た
と

い
う

こ
と

に
な
ら

な
い
だ

ろ
う

か
。

こ
の

東
魏
様

の
扁
平
慶
身

の
半
跏
思
惟
像

は
、
高
句
麗

の
み

な
ら
ず
百
済

・
新
羅

で

も
遺
物
が
残
さ
れ

て
い
る
。
仏
教
伝
来

よ
り
間
も
な
く
戦
乱

の
続
く

三
国
時
代

に
は
確
固
と

し
た
朝
鮮
半
島
独
自

の
も

の
を
作
り
出
す
時
間
が

な
く
、
中
国

の

直

模
が
行

な
わ
れ

て
い
た
可
能
性

は
大
き

い
。
と
す
れ
ぽ
、
や

は
り
様
式
だ
け

で
な
く
尊
像
名
も
伝
来

し
て
い
た
と
私

は
思
う
。

又
前
述

の
通
り
銘
文
中

に
尊

像

名
が

刻
ま
れ

て
な
い
こ
と

か
ら
も
、
そ

の
可
能
性

は
大
き

い
と
思
わ
れ

る
。

三
国
時
代

は
そ
の
名

の
如
く
朝
鮮
半
島
内
が

三
国

に
分

か
れ
勢
力
争

い
を
く

り
返

し
た
戦
乱

の
時
代

で
あ

っ
た
。

こ
の
こ
と

か
ら

こ
の
時
代

の
半
島
内

の
文
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(注
17
)

化

を
三

つ
に
考
え

る
説
も
あ

る
が
、
陸

つ
づ
き

の
半
島
内

で
島
国

同
士

の
よ
う

に
造

仏
様
式
や
宗
教
面

に
歴

然
と
し
た
差
が
生

じ

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

戦

乱
で
国
交
が
断
絶
し
て
い
た
と
説
か
れ
て
も

、
こ

の
戦
乱
で
あ

っ
た
が
故

に
文

化

の
交

流
が
行

な
わ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
高
句
麗

か
ら
新
羅

へ
の
仏

教
公
伝
や
、
前
述

の
扁

平
痩
身

の
遺
像

が
高

句
麗
だ
け
で
な
く
百
済
、
新
羅

に

見
ら
れ
る

こ
と
か
ら
も

、
文

化
的
交
流
が
か
な
り
行

な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

う

か
が

え
ら
れ
る
。
戦
乱

は
捕

え
た
他

国

の
工
人
を
寺
院
建

立
に
従
事

さ
せ
る
と

い
う
形

で
文
化
的
交

流
を
よ
り
具
体

的
に
す
す
め
た
と
も
い
え
る

の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ

の
た
め
高
句
麗

で
悉
達
太

子
の
半
跏
思
惟
像
が
造

ら
れ
た
と

す

れ
ば

百
済

・
新
羅

に
も
伝
来

は
さ
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

(注
18
)

し
か
し
水

野
清

}
氏
の
御

攜
摘

の
よ
う

に
、
朝
鮮

半
島

に
広
く
こ

の
半
跏
思

惟
像

が
造

ら
れ
た

の
は
、
と

り
も

な
お
さ
ず

こ
の
様
式

が
弥
勒
像

で
あ

っ
た
が

た
め
で
あ

ろ
う
。
悉
達
太
子
半
跏
思
惟
像

よ
り
弥
勒
半
跏
思
惟
像

の
方

が
圧

倒

的

に
も

て
は
や
さ
れ

た
と

い
う

こ
と

は
、
弥
勒
上
生
信
仰

が
消
え

て
い

っ
た
統

一
新
羅

以
降

そ
の
姿
が
見

ら
れ

な
く

な

っ
た
こ
と
と
、
新
羅
花
郎
制
度

に
代
表

さ
れ

る
弥
勒

信
仰

か
ら
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。

第

二
章

日
本

に

お

け

る
半

跏

思

惟

像

闘
節

敏
達
十

三
年
将
来
弥
勒
石
仏

日
本

の
飛
鳥

.
白
鳳
期

に
は
半
跏
思
惟
像

の
秀
れ

た
作
例
が
多

く

見

ら

れ

(注
19
)

る
。
旧

四
十

八
体
仏
中

に
九
体

(
他

に
半
跏
像

一
体
)
、

中
宮
寺
像
、

広
隆
寺

宝
冠
弥
勒
像
並
び

に
宝
髻
半
跏
思
惟
像
、
神
野
寺
像
、
野
中
寺
像
等
を
あ
げ

る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ
ら

の
像

は
、
中
国
、
朝
鮮
半
島
と
そ

の
影
響
を
多
く
受

け
な
が
ら
日
本

に
伝
来
し
、
又
造
仏
さ
れ
た
も

の
で
あ

る
。

仏
教
公
伝

か
ら

「
日
本
書
紀
」

に
記
載
さ
れ
た
仏
像
を
、
あ
げ

て
み

る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

欽

明
十
三
年

十
月

仏

教
公
伝
、
釈
迦
金

銅
像

(
舶
載
)

欽
明
十
四
年

五
月

吉
野
寺
放
光
樟
像

(
造
仏
)

敏
達
年
八
年
十
月

新

羅
仏
像
献
上

(
舶
載
)

同

十
三
年

九
月

鹿
深

臣
、
弥
勒

石
仏
将
来

(舶

載
)

四
番
目

に
弥
勒
像
将
来
が
あ
ら
わ
れ

る
。
し

か
し
、

こ
れ
ら

の
年
号

は
必
ず
し

も
正
確
な
も

の
と

は
限
ら
な

い
。

第

一
に
仏
教
公
伝

は
、
「
日
本
書
紀
」
で

は

欽

明
十
三
年

(
五
五

二
)

と
な

っ
て
い
る
が
、
他

の
文

献

「
元
興
寺
伽

藍
縁
起

并

流
記

資
財
帳
」
、
「
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
」
を
見
る

と

欽

明
七
年

戌
午

の

歳

(
五
三
八
)
と
少
し
さ
か

の
ぼ

っ
て

い
る
。

又
、
「
日
本
書
紀
」

に
記
載
さ
れ

て

は
い
な
い
が
、
私
的
に
仏
像

の
将
来

は
帰
化
人
等

に
よ

っ
て
行
な
わ
れ

て
い
た

で
あ

ろ
う

こ
と
億
想

像

に
か
た
く
な
い
。
と

も
あ
れ
弥
勒

濛

に
関
す
る
文
献
上

の
記
載
は
、

こ
の
鹿

深
臣
将
来

の
敏
達

十
三
年

が
最
も
古

い
文
献
上

の
記
録
で

あ

る
。

こ

の
弥
勒

像
に

つ
い
て

「
泉
高

父
私

記
」

に
引
く
と
こ
ろ

の

「
巡
礼
記
」
法

興
寺

(
現
飛
鳥
寺
)

の
条

に
、

「
十
三
年
春

二
月
蘇

我
大

臣
、
始
造

二
此
寺

↓
北
僧

坊
弥
勒

石
像

一
尺
許
。
居

足

下
。
是

日
本
最
初
仏
也

。」
と

あ
る
。
但

し
、
「
日
本
書
紀
」

は
敏
達

十
三
年

か
ら
約

百
四
十
年
後

の
養

老
四
年

(
七

二
〇
)

に
書
か
れ
て
い
る

の
で
、
本
当

に
弥
勒

像
で
あ

っ
た
と
信

じ
る
こ
と

に
は
少

し
疑

問
が
あ
る
。

し
か
し

「
泉
高

父
私
記
」

か
ら
見
て
も
、

目
本
最
初

の
将
来

弥
勒

像
と
考

え
て
差
し

つ
か
え

な

い
と
思
う
。

こ

の
弥
勒

石
像

に

つ
い
て

「
日
本
書
紀
」

は
次

の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。
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「
秋
九
月
、
従
二
百
済

一来
鹿
深
臣
輔
.}名
。
有
二
弥
勒
石
像

一
躯
ゆ
佐
伯
連
鐸

名
。

有
二
仏
像

一
驅
Q
I
中
略
ー

馬
子
独
依
二
仏
法

叫
崇
二
敬

三
尼
舶
乃
以
二
三
尼

↓

付
三
氷

田
直
与

二達

等
↓
令

レ供

二衣
食

翰
経

二営
仏
殿
於

宅
東
方

↓
安

二置
弥
勒
石

像
の
屈
二請

三
尼
↓
大
会
設
斎

。
」
し
か
し
、

こ
の
石

像
が
ど

の
よ
う
な
姿
で
表

わ
さ
れ
て

い
た

の
か
、

こ
の
記
載
は
何
も
語

っ
て
い
な
い
。

こ

の
日
本
最
初

の

弥
勒
豫

に
よ

っ
て
、
そ

の
後

の
日
本

に
お
け

る
弥
勒

像

の
形
態
が
ほ
ぼ

定
ま

っ

て
い
く

こ
と

は
充
分
考
え
ら
れ

る
し
、
全

て
を
規
定
で
き
な
く
と
も
あ
る
程
度

左
右

は
し
え

た
と
思

わ
れ

る
。

又
、

こ
の
像
が
半
跏
思
惟
像

で
あ

っ
た
か
ど
う

か
で
、
そ

の
後

の
弥
勒
像

の
展
開

が
推

測
で
き

る
。
そ

の
た
め
に
も
今

こ
こ
で

敏
達

十
三
年

弥
勒
石
像

の
形
態

に
つ
い
て
触

れ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

「
上
宮
太
子
拾
遺
記
」

の
第

二
巻

に
引
く

「
泉
高
父
私
記
」

に
こ

の

石
像

に

つ
い
て
、

や
や
詳
細

な
記
載

が
あ

る
。

「
或
人
云
、
件
石
像
長

一
尺
余
。

域
か
。

坐
像
也
。

色
白
極
固
。

面
貌
奇
麗

耳
。
文
」

こ
こ
で
わ
か
る
こ
と

が
四
点
あ

る
。

第

一
点

、
法

量
が

一
尺
余

、
又
は
七
八
寸
。

第

二
点

、
坐
像

で
あ
る
。

第
三
点
、
自
く
大
変

固

い
用
材
で
あ

る
。

第
四
点
、
面
貌
が
奇
麗

で
あ

る
。

こ
れ

ら
四
点

を
踏

ま
え

て
藤
沢

一
夫
民

は
、

こ
の
弥
勒
石
像
を
半
跏

思
惟
像

と
論
証
さ
れ
て
唯
犂

以
下
・
藤
沢
氏
の
論
耄

沿
っ
て
述
べ
て
い
く
。

上
記

四
点

を
考
え

て
不
思
議

に
感

じ
る
の
が
第

三
点

で
あ

る
。
色
が
白

い
と

い
う

の
は
何

の
疑
問
も

な
い
が

「
極
固
」
と

い
う
言
葉
淋
気

に

な

る
。
「
泉
高

父
私
記
」

が
書

か
れ
た

の
は
保

元
三
年

(
=

五
八
)

以
前

で
あ

る
。
平
安
末

期

は
貴
族
政
権

か
ら
武
士
政
権

に
移

る
混
乱
期

で
あ
り
、
人

々
は
宗
教

に
心

の

依

り
所

を
求

め
浄
土

教
が
胎
頭

し
始

め
た
時
代

で
も
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
時
代

に
、
信

仰

の
的

た
る
仏
像

の
硬
度
を
調
べ
る
よ
う
な
不
遜

な

こ
と
が

さ
れ
た
で

あ
ろ
う
か
。
造

仏

の
際

に
仏
師
が
硬
材
で
あ
る

こ
と
を
書

き
示

し
た
な
ら
と
も

か
く
、

こ
の
よ
う
な
将
来
仏

に
は

こ
れ
も
あ

て
は
ま
ら
な

い
。

こ

の
記

事

の

〈
極
固
〉

は
、
そ

の
上

の

〈
色
白
〉
と
同
じ
く
視
覚
的
な

こ
と
で

は
な

い
か
と

思
わ
れ

る
。

百
済
を
始

め
と

し
て
三
国
時
代

に
は
木
彫

の
仏
像

は
な
く
、
主
と

し
て
金
銅

製
と
滑
石
製

で
造

ら
れ

た
。
中

で
も
滑
石
製

の
仏
像

は
金
銅
製

よ
り
多
く
造

ら

れ
た
ら
唸
喫

難

で
は
多
く
の
滑
複

の
出
土
覺

ら
れ
た
。
第
三
点
に
あ

が
る

〈
色
白

〉
と
い
う
言
葉

は
滑
石

の
乳
白
色
と
合
致

し
て
い
る
が
、
滑

石
は

〈
極
固
〉
で
は
な
く
細
工
し
や
す

い
性
質

で
あ
る
。

こ
の

〈
極
固
〉

に
は
あ
ま

り
信
憑
性
が
な

い
と
す
れ
ぽ

こ
の
弥
勒
石
像
が
滑
石
製
と

い
う
可
能
性
も
あ
り

得

る
。

こ
こ
で
次

の
第
四
点
を
見

る
と

〈
面
貌
奇
麗
〉
と
あ

る
。

こ
の
奇
麗
と

い
う
言
葉

は
、
古
語

で
は
容
貌
が
端
整

で
あ

る
と

い
う
意
味

で
は
な
く
、
潔

い

と

か
さ

っ
ぱ

り
、
残

り
の
な
い
と

い
う
意
味

で
あ

る
。

こ
れ

は
製
作

の
精

巧
さ

を
示
す
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
緻
密

で
光
沢

あ
る
滑
石
仏
像

の
あ

の
冷

や

か
な
肌

に
潔

い
と
か
、
さ

っ
ぱ

り
と

い
う
言
葉

が
適

し
て

い
る
よ

う

に
思

、兄

る
Qさ

て
、
形
態

に
関
す

る
第

二
点

に
は
た
だ
坐
像
と

し
か
書
か
れ

て
い
な

い
。

そ
こ
で
、

こ
の
像

に
関
す

る
文
献
を
探
す
と
意
外
と
多
く
あ

る
の
に
驚

い
た
。

前
節

に
も
引
用

し
た

「
巡
礼
記
」

に
見

る
如
く
、

こ
の
像

は
馬
子
邸
宅

の
東
方

に
祀

ら
れ

た
後
、
法
興
寺

へ
移

さ
れ
た
ら
し
い
。
そ

の
後
法
興
寺

か
ら
元
興
寺

穏識
識
無
慰
霧
羅
鍛
籏
眺
蠕
一慧
緜
隷
灘
嚠
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て
い
る
。

こ
れ
ら

の
文
献

か
ら
弥
勒

石
像

の
形
態

に
関

す
る
記

事
を
見
て
い
く

と
、
「
巡
礼
記
」

に

「
北
僧
坊
弥
勒
石
像

一
尺
許
。
居
足
下
。
」
と
あ
る
。

居
足

下
、
す
な
わ

ち
坐
像

で
足
を
下
げ

て
い
る

こ
と
ら
し

い
。

こ
こ
で
考
え
ら
れ
る

の
は
倚

座
垂
脚
像
と
交
脚
菩
薩
像
、
半
跏
思
惟
像

の
三
種
で
あ
る
。
倚
座
垂
脚

像

の
弥
勒
像
が
中
国

に
表

わ
れ
始

め
た
の
は
、

五
七
〇
年
頃

で
あ

る
の
で
、
敏

達
十

三
年

の
五
八
四
年

に
日
本
将
来
と

い
う
こ
と

は
少

し
無
理
が
あ

る
よ
う

に

思
え

る
。

又
、
交
脚
菩
薩
像

は
朝
鮮
半
島

に
は
余
り
見

ら
れ

な
い
形
式

で
あ

る

の
で
、

こ
れ
も
将
来
石
像

に
は
あ

て
は
ま
ら
な
い
よ
う

に
思

う
。
第

三
の
半
跏

思
惟

像
は
朝
鮮

半
島

に
お
い
て
、
弥
勒

像
と
し
て
も
造

ら
れ
て
お
り
人

々
の
嗜

好

に
適

っ
た
も

の
で
も

あ

っ
た
ら
し
い

こ
と
は
、
前
章
第

二
節

に
述

べ
た
通

り

で
あ

る
。

又
、
伝
来

の
五
八
四
年

は
朝
鮮
半
島

に
下
生
信
仰

が
伝

わ
る
頃

で
、

ま
だ
上
生
信
仰
が
盛

ん
に
行

な
わ
れ

て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
伝
慶
尚
北
道
安
東

出
土

の
金
銅
半
跏

思
惟
像

の
造
仏
も

こ

の
頃
と

思
わ
れ
、
朝
鮮
半
島

に
お
け

る

半
跏

思
惟
像

の
造
仏
初
期

の
頃
と
も

い
え

る
。

こ
の
た
め
に
将
来
石
像

が
半
跏

思
惟
形

で
あ

っ
て
も
不
思
議

は
な
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う

か
Q

鎌
倉
時
代

の
橘
寺
僧
法
空

に
よ
る

「
聖
徳
太

子
平
氏
雑
勘
文
」
上

二
の
十

三

年
秋
九
月

の
条

に
次

の
よ
う

な
記
事
が
見

ら
れ

る
。

「
親
拝
二
件
之
尊
像

一之
所
、
無
二
風
勢

」救
世
観
音
之
像
也
。

不
可
思
議
事
。

比
事
真
言

宗
有
二秘
蔵

習
一
可
レ
聞
二
口
説
。」
法

空
は
み
ず

か
ら
こ
の
像

を

拝

し

て
、
救

世
観

音
像
で
あ

っ
た
と
驚

い
て
い
る
。

何
故
法

空
は
弥
勒

石
像

を
救

世

観
音

と
見

た

の
か
。

そ
れ
を
知

る
た
め
に
鎌
倉

時
代

の
救

世
観

音
像
を
調

べ
て

み
る
必
要
が
あ

る
。

山

城
大

原
三
千
院
本
堂

の
半
跏

思
惟
像

の
胎
内

に
納

入
さ
れ
て
い
た
寛

元
四

年

(
一
二
四
六
)

の
造

像
文
書

に
は

「
南

無
救

世
観

音
菩
薩

」
と
記
さ
れ
て
あ

っ
た
。

又

「
聖
徳
太
子
伝
私
記
」

上
巻
、
上
宮

王
院

の
条

に
は
有
名
な
夢
殿
内

の
救
世
観
音

に

つ
い
て
次

の
よ
う

に
書

い
て
あ

る
。
「
或
云
二
二
臂
如
意
輪
司
ー

中
略
ー

惣
太

子
所
レ
造
如
意
輪
之
形
像
。
」

又
、
同

じ
条

の
裏
書

に
は
、
「
但
太

子
所

レ造
救

世
観
音
像
者

、

坐
二
蓮
華
座

一以

二左
手

一請
二
御
顔

4

以
二
右
手

一押
二

右
甲
膝

ゆ
比
形

像
。
金
堂
数
躰

有
レ
之
。
如

二
天
王
寺
金
堂
之
像
也
。
」
と

更

に

詳
細

に
書
か
れ
て
い
る
。

夢
殿
救

世
観

音
が
ど
の
よ
う

な
形
式

を
と

っ
て
い
る

か
は
今
日
で
は
周
知

の
如

く
で
あ
る
が
、

こ
の
記
事

は
鎌
倉
時
代

の
救
世
観
音

像
を
知
る
大
き
な
手
が
か
り
を
与

え
て
い
る
。
蓮
華
座

に
坐

し
左
手

を
膝

に
お

く
形

は
思
惟
像
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。
金
堂

内
に
数
体

見
ら
れ
る
と

い
う

の
は

旧
四
十
八
体
仏
中

の
半
跏

思
惟
像
を
指
す

の
で
は
な
い
か
。
現
在
、

こ
れ

ら
の

像

は
法
隆
寺
献
納
宝
物
と
し
て
東
京
国
立
博
物
館

に
あ
る
が
、
こ

の
中

で
思
惟

像

に

一
五
六
、

一
五
七
、

一
五
八
、

一
五
九
、

一
六
〇

、

一
六

一
、

一
六
二
、

一
六
三
、

一
六
四

(
「法
隆

寺
献
納
宝
物

目
録
」

に
よ
る
。

以
下
同
じ
。)

と
九

体
見
ら
れ
、
そ

の
他

に
半
跏

像
が

一
体

あ
る
。

こ
の
半
跏
像

に
似
た
も

の
が
四

天
王
寺
金
堂
之
像
と
し

て

「
別
尊
雑
記
」

に
記
載
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
両
像
は

右
手
施
無
畏
印
と
長
袖
、
高
冠
で
あ
ら
わ
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、

二
臂

の
如

意
輪
と
も
書

か
れ

て
い
る
所
や
裏
書

の
描
写
か
ら
も
、

こ
こ
に
お
け
る
救
世
観

音

は
半
跏
思
惟
像

の
方
を
考
え

て
良

い
と
思
わ
れ

る
。

半
跏
思
惟
像

の
方

に
目
を

か
え

て
み

る
と
、

こ
こ
で
も

「
別
尊
雑
記
」

の
四

天
王
寺
半
跏
像

は

「
太
子
伝
王
林
抄
」
巻

八
に
引
く
廷
暦

二
十

二
年

(
八
〇
三
)

の
四
天
王
寺
流
記
資
材
帳

で
あ

る

「
大
同
縁
起
」

の
金
堂

の
条

に

「
弥
勒
菩
薩

一
躯
廳
華
。
」
と
さ
れ

て
い

た

の
が
、

寛
弘
四
年
頃

の

「
四
天
王
寺
御
手
印
縁

起
」

に
は
同

一
の
半
跏
像

は

「
金
銅
救
世
観
音

一
体
。
」
と

な

っ
て

い

る
。
し

か
し
、
寛
平

二
年

の

「
広
隆
寺
資
財
交
替
実
録
帳
」

に
は
現
存

の
宝
冠
半
跏
思

惟
像

を
弥
勒
菩
薩
と

し
て
い
る
の
で
、
平
安
後
期

の
少

な

く

と

も

寛
平

二
年

(
八
九
〇
)

ま
で
弥
勒

と
さ
れ

て
い
た
半
跏
思
惟
像
が
、
約
百
年
後

の
寛
弘

四
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年

(
一
〇
〇
七
)
頃

に
は
救
世
観
音
と
信
じ
ら
れ

て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
法

空
が
救
世
観
音
と
見
た
弥
勒
石
像

は
、

こ
の
こ
と
か
ら
半
跏

思
惟
像
だ

っ
た
か

も

し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

最
後

に
第

一
点

の
法
量

に

つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。
第

二
、
第

三
、
第

四
点

か
ら
将
来
石
像

は
滑
石
製

の
半
跏
思
惟
像

で
は
な

い
か
と
論
旨
を
す
す

め
て
き

た
が
、

こ
こ
で
滑
石
製

の
半
跏
思
惟
像

の
法
量
が
百
済
将
来

の
弥
勒
像

に
あ
て

は
ま
る
か
、
扶
余
出
土

の
二
躯

の
半
跏

思
惟
像
を
あ
げ
て
比
較
し
て
み
た
い
。

扶
余

出
土

の
二
躯

は
腰

部
か
ら
下
だ
け
し
か
残

っ
て
い
な
い
の
で
総
高

を
知

る

た
め
に
、

日
本

に
現
存

す
る
半
跏
思
惟
像

を
例

に
と

り
こ
の
例

か
ら
復
原

し
た

総
高

を
と
り
あ
げ

る
。
例

に
し
た
の
は
野
中
寺
丙
寅
年
銘
像
と
四
天
王
寺
金
銅

仏

で
あ

る
。

四
天
王
寺
像

総
高
七
、

二
寸

腰
迄
高
三
、
四

五
寸
。

図一 野中寺豫

野
中

寺
像

総
高

一
〇

、

二
寸

腰
迄
高

五
、

四
寸
。

扶
余
出

土
滑

石
像
腰
迄

の
高

さ
は
四
、

一
五
寸

で
あ
り
前

の
二
例

か
ら
復
原
す

る
と
、

四
天
王
寺
像
依
拠
復
原
総
高

八
、

六
六
寸
。

(注
25
)

野
中
寺
像
依
拠
復
原
総
高

七
、
七
七
寸
。

「
泉
高
父
私
記
」

に
は

一
尺
余

又
は
八
七
寸
と

あ
る
所
か
ら
、
こ
の
扶
余
出
土

の
滑

石
像

と
ほ
ぼ

同
じ
総
高

を
も

っ
て
い
た
と
思

わ
れ

る
。

こ
れ

か
ら
も
、
敏

達
十

三
年

の
弥
勒

石
像
が
滑
石
製
半
跏
思
惟
像
と
考
え
ら
れ

る
根
拠
と
な
り
得

る
と
思
う
。

こ
れ
ら
四
点
か
ら
私
は
敏
達
十
三
年

将
来

の
弥
勒

石
像
は
藤

沢

一
夫
氏

の
い

わ
れ

る
よ
う

に
半
跏
思
惟
像

で
あ

ろ
う
と
考
え
る
。

二
節

在
銘
半
跏
思
惟
像

日
本

の
飛
鳥
、
白
鳳

の
半
跏
思
惟
像

で
銘
文

の
あ

る
も

の
は
ほ

と

ん

ど

な

い
。
わ
つ
か

に
野
中
寺
像

の
丙
寅
年

銘
弥
勒

像
と
旧
四
十
八
体
仏
中

の

一
五
六

号

の
高
屋
大
夫
銘

像

に
残
る
だ
け
で
あ
る
。

そ

の
た
め
半
跏

思
惟

像
が
日
本

で

何
仏

と
し

て
造
仏
さ
れ
た
か
正
確

に
は
わ
か

っ
て
い
な
い
。

銘
文
を
も
つ
半
跏
思
惟
像
二
躯
の
う
ち
・
楚

野
中
謔

筰

年
と
仏
名
が

銘
記
さ
れ

て
い
る

の
で
基
準
作
と
し

て
重
視
さ
れ

る
。

「
歳
次
丙
寅
年

四
月
大
朔

八
日
癸
卯
開
記
栢
寺
智

識
口

等
詣
中
宮

天
皇

大
御

身

労
坐
口

時
誓

願
口

奉
弥
勒

御
像
也
友

等
人
数

=
日
十
八
是
依

六
道

四
生

人
等

比

教
可
相
口

也
。」
銘
文

の
丙
寅
年

は
天
智

五
年

(
六
六
六
)

に
あ

て
ら

れ

て

い
る
。

四
月

八
日
が

「
癸
卯
開
」

に
あ

て
は
ま

る
の
は
天
智

五
年

の
丙
寅
年
だ

け

で
あ

る
の
で
、

こ
の
作
年

は
確
実
な
も

の
と
思
わ
れ

る
。

こ
の
年

に
栢
寺

の
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韆

享

八
人
に
よ
り
、
中
宮
天
皇
の
甕

平
癒
の
た
め
造
仏
議

驟
と
あ
る

が
、
寺
名

の
栢

の
意
味
が
は

っ
き
り
し
な

い
た

め
何
寺
で
あ

る
か
論
争
が
色

々

と

お
こ
な
わ
れ

て
い
る
。
そ

の
多
く

は
橘
寺

で
あ

ろ
う
と

い
う

こ
と

に
帰
結

し

て
い
る
。
十

一
世
紀
後

半
、
法
隆

寺

の

「
金
堂

仏
像

等
目
録
」

に
よ
れ
ば

、
橘

寺
か
ら
小
金
銅
仏
四
十
九
体
が
移
入
さ
れ
て
い
る
と
あ
る
。

こ
れ
ら
が
旧
四
十

八
体
仏

の
大
部
分
を
な
す
も

の
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
が
、

こ
れ
か
ら
わ
か

る
よ
う

に
橘
寺

に
は
多
く

の
小
金
銅
仏
が
祀
ら
れ

て
い
た
と
思
わ
れ

る
。
寺
運

衰

え
た
橘

寺
か
ら
法
隆

寺
に
小
金
銅
仏
が
移
転

し
た
際

に
、

二
寺
と
同
様
聖
徳

李

信
仰
の
盛
ん
で
あ
っ
た
野
中
寺
(鐡

、
小
金
銅
仏
の
蠶

が
行
な
わ
れ
た

現
在
で
は
栢
寺
が
橘
寺

と

い
う
可
能
性
が
あ

る
と
す

る
説
も
あ

る
。
し
か
し
、

を

さ
す
と

い
う
確
証
が

な
い
た
め
何
と
も

い
え
な

い
。
又
、
銘
文
中

の
中
宮
天

舞

洋
明
天
皇
と
孝
徳
天
皇
妃
の
問
人
皇
女
の
ど
ち
ら
を
さ
し
て
い
る
の
か
も

わ
か
ら
ず

、
ま
だ
こ
の
銘
文

に

つ
い
て
の
疑

問
は
多

い
。

　　
ニ
　

在
銘
半
跏
思
惟
像

の
も
う

一
つ
の
作
例
高
屋
大
夫
銘
半
跏
思
惟
像

の
銘
文
を

考

え
て
み
ょ
う
。

「
歳
次
丙
寅

正
月
生
十

八
日
記
高

屋
大
夫
為
分
韓
婦
夫
人
名
阿
麻
古
願
南
無

頂
礼
作
奏
也
。
」
高
屋
大
夫
が
死

に
分
か
れ
た
夫
人

の
た
め
に
造
仏
し
た

と

あ

り
、

こ
こ
に
は
浄
土
を
願
う
信
仰
が
見
ら
れ

る
。
浄
土
信
仰

に
は
阿
弥
陀

の
極

楽
と

弥
勒

の
兜
率

天
が
考
え

ら
れ

る
。
阿
弥
陀

は
飛
鳥
時
代

に
は
、
す
で

に
伝

醤

)て
い
た
と
思
わ
れ
る
斐

献
的
に
罐

証
は
な
い
。
又
、
阿
弥
陀
を
半
跏

思
惟
像
で
造
仏
し
た
例
は
大
陸

に
も
見

ら
れ
な
い
の
で
、

こ
の
在
銘
半
跏
思
惟

像

は
弥
勒
像
と
考
え

て
良

い
と
思
う
。

さ

て
、

こ
の
銘
文
中
問
題
と

な
る
の
は
、
「
歳
次
丙
寅
年
」
を

推
古

十
四
年

(
六
〇

六
)
と
す

る
か
、
又

は
天
智

五
年

(
六
六
六
)

に
と

る
か
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。
野
中
寺

弥
勒

像
が
天
智
五
年
作

と
定

め
ら
れ

る
こ
と

を
基

に
考
え

て

み
る
と
、
あ
ま
り
に
両
像

の
様
式
が
異
な
る
点

か
ら
同
年

の
作
と
考
え

ら
れ

な

い
と
い
う
説
が
多
転
麓

・
高
屋
大
夫
像
は
野
中
寺
像
と
比
べ
る
ま
で
も
な
く

飛
鳥
彫
刻
と
し

て
も
異
色

の
造
仏
と
さ
れ

て
い
る
。
額

の
広
濶
さ
、
眉
目
が
大

き
く

つ
り
あ
が
り
頬
骨
が
著

し
く
張
り
そ
し

て
耳
朶

の
粗
朴
さ

な
ど
、
止
利
様

式
と

は
異
な
り
北
魏
末

か
ら
東
魏

の
様
式

で
あ

り
特

に
眉

目
の

つ
り
あ
が

っ
た

所

は
、

旧
四
十
八
体

仏

の
他

の
像

に
は
見

ら
れ
な
い
も

の
で
あ

る
。

又
、
肢
体

も
極
め
て
細
く
、

こ
の
像
に
似
た
例
は
朝
鮮

半
島

の
徳
寿

宮
蔵

の
痩
身

の
銅
造

半
跏
思
惟
像

に
認

め
ら
れ
、
腰
を
細
く
緊
搾

し
た
様
は
朝
鮮
三
国
時

代

の
半
跏

思
惟
像

に
類
似

し
て
い
る
。
そ

の
上
、
日
本

の
他

の
小
金
銅
仏

の
よ
う

に
台
座

が

八
角
形

や
円
形

で
は
な
く
方
形

を
し
て
い
る
所

か
ら
も
、
同
じ
く
旧

四
十

八

体
仏

の

一
五
八
像

と
共
に
朝
鮮
半
島

か
ら
の
将
来
仏

の
よ
う

に
考
,兄
ら
れ

る
。

し
か
し
、
銘

文

に
見
ら
れ
る
高

屋
大

夫
と
い
う
名
が

日
本

人
ら
し
い
こ
と
、
珠

更

の
よ
う

に

「
韓

婦
」
と
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
又
こ

の
銘
文

が
日
本

の
様
式
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に
期

っ
て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
日
本
で
造
ら
れ
た
可
能
性
が
高

い
。
大

陸
で
造

仏

の
後

、
日
本

に
将
来
さ
れ
て
銘
文
が

い
れ
ら
れ
た
と

い
う
可
能
性
は
刻
字

の

中

に
鍍

金
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
な

い
と
思
わ
れ

る
。

野
中
寺
像
は
体
躯

に
比
べ
頭
部

や
手
足
が
大
き
く
古
様
が
残

っ
て
い
る
が
、

丸
味
を
帯
び
た
顔

や
く
ぼ

み

の
入

っ
た
背
筋
な
ど

の
肉
ど
り
が
自
然

に
な
り
、

写
実
性
が
強
く

な

っ
て
い
く
。

又
、
両
脚

の
正
面

を
帯
状

に

つ
く
り
、
そ

こ
に

(注
32
)

半
花
文
を
刻

ん
だ
り
、
裳

の
縁

に
連
珠
文
を

い
れ

る
な
ど
衣
文

の
表
現

に
新

し

い
感
覚
が

み
ら
れ
、

お
そ

ら
く
斉
周
、
隋
あ

た
り

の
様
式

の
影
響

を
受
け

た
も

の
ら
し
い
。

こ
の
よ
う

に
、
朝
鮮

三
国
時
代

の
影
響

を
強

く
受

け
た
古

様

の
仏

像

と
隋

様
式

の
も

の
が
同
年

に
造

ら
れ
た
と

は
考
え

ら
れ

な
い
と
し
て
、

町
田

甲

一
氏
は
高

屋
大
夫
銘
像

は
推
古

十
四
年

の
作
と
す
る

こ
と
を
支
持

し
て
お
ら

れ
る
。

そ
れ

に
対
し
て
大
夫
と
い
う
官
名
は
大
宝
律
令
施
行

(
七
〇

三
)

以
降

に
用

(注
33
)

い
ら
れ
た

こ
と
か
ら
天
智
五
年

を
と
る
説
が
あ
る
。
最

近
、
大
失

は
推
古

朝
ま

で
充
分
さ
か

の
ぼ
れ

る
と
さ
れ

て
き
た
が
、
高
屋
大
夫

の
地
位
が
や
や
低

い
も

の
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、
む
し

ろ
天
智

五
年

の
方
が
妥
当
と
思

わ
れ

る
。

こ
の
高

屋
大
夫
と

い
う
入

は
河
内

の
古
市
附
近

の
豪
族

で
あ

る
ら

し
い
。
古
市

は
近
く

の
高
屋

丘
陵

の
安
閑
天
皇
陵

か
ら
瑠
璃
碗

が
、
古
市

西
琳
寺

か
ら

は
飛
鳥
瓦
が

出
土

す
る
な
ど
王
仁
系

の
西
文

の
文
化
圏

で
あ

っ
た
こ
と
が
実
証

さ

れ

て

い

(注
34
)

る
。野

中
寺
像
が
橘

寺
の
智
識

に
よ
り
造
仏

さ
れ

た
の
で
あ
れ
ば
、
大
化
改
新

以

後

の
新

文
化
に
い
ち
早

く
触

れ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
飛
鳥
時
代

は

(注
35
)

町
田
甲

一
氏

の
説

に
従

い
改
薪
後

を
飛
鳥
後
期

と
み
な
し
、
天
智

九
年

(
六
七

〇
)

の
法
隆

寺
焼

失

に
よ
り
白
鳳
時

代

に
移

る
と
考

え
れ
ば
、

天
智
五
年

は
白

鳳

に
入

い
る
四
年

前
で
あ
る
。

文
化

の
転
換
期

の
直

前

に
は
新

様
式
と

そ
れ

ま

で

の
旧
様
式
が
混
在

し
て
い
る
時

で
も
あ
り
、
政
治

の
中
心
地

は
文
化

の
摂
取

に
し
て
も
積
極
的

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

一
方
少
し
中
心

か
ら
離
れ
た
地

方

で
、
特

に
そ

の
地
方
独
特

の
文
化
を
も

っ
て
い
た
な
ら
ば
保
守
的

に
な

る
の

は
現
在
と
大
差

な
く
、
高
屋
大
夫
が
王
仁
系

の
帰
化
人

で
あ
れ
ぼ
祖
国

の
文
化

を
固
持
す

る
こ
と

は
充
分
考
え
ら
れ

る
。
そ
う
す
れ
ば
、
同
年

に
異
な

る
様
式

の
仏
像
が
造

ら
れ

た
の
は
不
思
議

で
は
な
い
。
古
代

に
お
い
て
は
、

た
と
え
同

国
内

で
も
文
化

の
伝
達

は
そ
れ

ほ
ど
素
早

い
も

の
で
あ

っ
た
と

は
思
え

な
い
。

こ
の
た
め
、
様
式

の
差

は
あ

っ
て
も
野
中
寺
像
と
高
屋
大
夫
銘
像

の
二
体

は
天

智

五
年

作
と
い
う
説

を
私

は
と

り
た
い
Q

同
年

に
弥
勒

半
跏

思
惟

像
が

二
体

そ
れ
も
飛
鳥

と
河
内
と

い

っ
た
離
れ

た
場

所
で
造
仏
さ
れ
た
と
い
う
事

は
か
な
り
広
範

囲
に
弥
勒
半
跏
思
惟
像

の
信
仰
が

行
な
わ
れ
た

こ
と
を
示
す
も

の
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
も

、
多

く
残

さ
れ
て
い

る
半
跏

思
惟
像

の
申

で
銘

文

の
あ
る

二
体

が
両
方

と
も

弥
勒
像

と

い

う

こ

と

は
、

こ
の
信
仰
が

か
な
り
盛

ん
で
あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
う
。

敏
達
十
三
年

の
弥
勒
石
像
将
来
よ
り
、

こ
の
二
体

の
在

銘
半
跏

思
惟

像

の
造

仏
ま

で
、
お

よ
そ

八
十
年

の
歳
月
が
あ
る
。

こ
の
間

の
半
跏

思
惟
像
が
、
ど

の

よ
う
な
も

の
で
あ

っ
た

の
か
と
い
う

こ
と

に
つ
い
て
は
、
新

し
く
節
を
設

け
て

述

べ
て
い
き

た
い
。

三
節

飛
鳥

・
白
鳳

の
半
跏
思
惟
像

敏
達

天
皇

期
か
ら
野
中
寺

丙
寅
年
銘
像
、
高

屋
大
夫
銘
像

の
造

ら
れ

た
天
智

五
年

ま
で
の
約

八
十
年
間

に
、

か
な
り
多
く

の
半
跏
思
惟
像
が
造

ら
れ

て
い
た

こ
と
は
現
存

の
作

品
か
ら
考

え
ら
れ
る
。

「
日
本
書
紀
」

の
推
古
十

一
年

の
条

に
、
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「
十

一
年
己
亥
朔
、
皇
太
子
謂
二
諸
大
夫
一
目
、
我
有
二
尊
仏
像
4
誰
得
二
是
像
一

以
恭
拝
、
時
秦
造
河
勝
進

日
、

臣
之
拝
。

便
受
二
仏
像
の
因
以
造
二
蜂
岡
寺
こ

の
記
載
が
あ

る
。

こ
の
蜂

岡
寺

は
秦
河
勝
が
聖
徳
太
子
入
滅
後
、
そ

の
菩
提
を

弔
う

た
め
建
立

し
た
広
隆
寺

で
別

に
太
秦
寺
と
も
称
さ
れ

る
。

こ
の
仏
像

に
つ

い
て
は
寛

平
二
年

(
八
九
〇
)

の

「
広
隆
寺
資
材
校
替
実
録
帳
」

の

「
桧
皮
茸

五
間
金
堂
壱
宇
」

の
条

に
書

か
れ

て
い
る
。

崟

色
弥
勒
菩
覆

壱
驫

稿
二
尺
所
謂
太
子
纛

御
形
。」
窿

寺
に
は

二
体

の
半
跏
思
惟
像
が
あ
り
、
そ

の

一
体

の
宝
冠
弥
勒
像
と
称
さ
れ
る
仏
像
を

前
述

の

「
尊

仏
像
」

に
あ

て
は
め
て
い
る
。
「
居
高

二
尺
八
寸
」

が

宝
冠
弥
勒

像

の
実
測
像
高

二
尺
七
寸

六
分
と

ほ
ぼ
等

し
い
た
め
で
あ

る
。
宝
冠
弥
勒
像

の

用
材
が
小
原

二
郎
氏

に
ょ
り
近
年

ア
カ

マ
ッ
と
実
証
さ
れ
た
。
上
代
日
本

で
は

ア
カ

マ
ツ
を
造
仏
に
用
い
る
こ
と
は
な
く
、
樟

が
用
材

で
あ

り
彫
刻
材

に
ア
カ

マ
ッ
を
用

い
る
め
は
朝
鮮
半
島
で
行
な
わ
れ
て
い
た
。

宝
冠
弥
勒

像
に
酷

似
し

た
像
と

し
て
旧
徳
寿
宮
像
が
あ
げ
ら
れ

る
こ
と
か
ら
も
将
来
仏
と

い
う
説
が
で

て
い
る
。

こ
の
両
像

の
上
半
身

は
瓜

二
つ
と

い

っ
て
よ
い
ほ
ど
似

て
い
る
。
た

だ
広
隆

寺
像
は
懸
裳

が
形
式

化
さ
れ
て
お
り
、
旧
徳
寿
宮
像

の
方
が
自
然

に
な

っ
て
い
る
。
懸

裳
ば

か
り
で
な
く

モ
デ
リ

ン
グ
も
旧
徳
寿
宮
像

の
方
が
よ
り
自

然

に
近
く
写
実

的
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
宝

冠
弥
勒
像

の
方
が
古
様

で
あ

る
と

い
え
る
。

こ

の
両
半
跏
思
惟

像

の
宝
冠
は
目
本

で
あ

ま
り
類

の
な
い
簡
素
化
さ

れ
た
形
を
し
て
い
る
が
、
朝
鮮
半

島
で
は
金
炯
泰
氏
蔵

と
ソ
ウ

ル
市
金
束
鉱
氏

蔵

の
半
跏

思
惟
像

の
作
例
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き

る
。

こ
の
よ
う
な
点

か
ら
も

朝
鮮
半
島
将
来
仏
と

い
え
る

の
か
も
し
れ
な

い
。

し

か
し
、
用
材

の
み

で
将
来
仏
と
決
定
す
る

の
は
早
計
と
考
え
る
向
き
も
あ

り
、
宝

冠
弥
勒
像

の
顔
立
が
非
常

に
日
本
人
好
み

で
あ
り
半
島

に
は
見
ら
れ
な

い
と
考

え
る
説
も
あ

る
。

こ
の
説

で

は

中
宮
寺
半
跏
思
惟
像
、

夢
殿
救
世
観

(注
36
)

音
、
百
済
観
音
等
を

一
つ
の
グ

ル
ー
プ
と
し
て
考
え

て
い
る
。
中
宮
寺
半
跏

思

惟
像

は
珍
ら
し
い
双
髻

で
蕨

手
形

垂
髪
や
懸
裳
、
光
背
は
竜

門
様
式

を
と
り
、

広
隆
寺

の
北
斉
、
北
周
様
式
と

は
少

し
異
な
る

の
に
同
グ

ル
ー
プ
内

に
含
る

の

は
飛
鳥
時
代

の
主
流

で
あ

っ
た
止
利
様
式
と
相
反
す

る
も

の
、
非
止
利
様
式
と

し
て
様
式

の
違

い
は
あ

っ
て
も

一
つ
の
グ

ル
ー
.フ
と

し
て
み

な
し

て
い
る
。
半

跏

思
惟

像

の
ほ
と
ん
ど
は
、

こ
の
中

に
含

ま
れ

る
と
見

て
さ

し

つ
か
え

な
い
だ

ろ
う
。

日
本

の
飛
鳥
、
白
鳳

の
半
跏

思
惟
像

の
宝
冠
、
頭
飾

は
ど

の
よ
う
な
も

の
で

あ

っ
た

か
を
考
え

て
み
る
と
、
前
節

の
野
中
寺
丙
寅
年

銘
像
に
見
ら
れ
る
三
面

頭
飾
が
多
く
用

い
ら
れ
、
他

に
も
高
冠
、
三
山
冠
な
ど
が
見

ら

れ

る
。

高

冠

は
、
旧

四
十

八
体
仏

の

一
五
八
号
と
思
惟
形

で
は
な

い
が
半
跏
像
で
や
は
り
旧

四
十
八
体

仏

の

一
五
五
号
と

「
別
尊
雑
記
」

の
四
天
王
寺
金
唄

の
半
跏

像

に
見

ら
れ
る
。
特

に

一
五
五
号

の
高

冠
は
上
部
が

三

つ
に
分

か
れ
た

三
山
冠

の
影
響

が
見
ら
れ
る
。

他

に
も
神

野
寺

、
岡
寺
像

に
高
冠

の

一
種

を
見

る
こ
と
が

で
き

る
。三

山
冠

は
本
来
、
博
山
冠
と
呼
ば

れ
高
屋
大
夫
銘
像

に
そ

の
基
本
的

な
も

の

を
見

る
こ
と
が

で
き

る
。
他

に

一
五
六
、

一
六
〇

、

一
六

一
、

一
六
二
号
像
も

こ
の
種

の
宝
冠

で
あ

る
。
宝
冠
弥
勒
像

の
宝
冠

は
こ
の
三
山
冠
が
簡

素
化
さ
れ

た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

こ
の
三
山
冠

の
後

に
三
面
頭
飾
が
あ
ら
わ
れ
る
。

野
中

寺
丙
寅
年
銘

像
、

一
五
九
、

一
六
三
、

一
六
四
号
像
等
が
あ

る
。

こ
の
三
山
冠

と
三
面
頭
飾

の
折
衷
形
式

を
旧
四
十

八
体
仏

の

一
七
〇
像

に
見

る
こ
と
が
で
き

る
。

イ

ン
ド

の
例
や
、
又
後

世
に
弥
勒

の
標
識

と
し
て
宝
塔

を
用

い
た
こ
と

か

ら
宝
冠

に
宝
塔

の
よ
う
な
三
角
形
文
様

の
あ
る
も

の
を
弥
勒
像
と

判
定

す
る
説

が
非
常

に
多

い
。
半
跏
思
惟
像

の
中

に
、

こ
の
よ
う
な
文

様
を

つ
け
る
も

の
は

少

な
く

な
い
。

一
五
五
号
像
、
岡
寺
像
、
神
野
寺
像

に
見
ら
れ
、
特

に
岡
寺
像
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の
宝
冠

は
立
体
的

に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
傾
向
は
朝
鮮
半
島

に
も
多

く
見

ら
れ
る
が
、
宝
塔
を
示
し
て
い
る
と

は

っ
き

り
思
わ
れ

る
の
は
旧
総
督
府
博
物

館

像
だ
け
で
あ
る
。

他
は
あ
ま
り
に
抽
象
化
さ
れ
す
ぎ

た

の
か
、
た
だ
三
角
形

状

に
線

刻
さ
れ
る
も

の
が
多

い
。

そ
の
た
め
、
こ
の
文

様
は
宝

塔
で
は
な
く
、

宝
冠

に
つ
け
ら
れ
た
房
形
装
飾

の
簡
略

化
さ
れ
た
も

の
と
も
考
え

ら
れ

る
。
現

に
、
韓

国
瑞
山
磨
崖
仏

の
菩
薩
立
像

や
長
野
県

の
寒
松
院
半
跏
像

の
宝
冠

に
房

形
装
飾

が
見

ら
れ
、

岡
寺
像

な
ど

は
ど

ち
ら

か
と

い
え
ぽ
房
形

の

よ

う

で

あ

る
。
そ

う
で
あ

れ
ば
、
弥
勒
像
と
判
定

す
る
基
準

に
は
な
り
え

な
い
。

こ
の
よ

う

に
形
態

だ
け

で
は
現
在

の
所
、
日
本

の
半
跏
思
惟
像
も
全

て
を
弥
勒

像
と
断

定

す
る
こ
と

は
で
き

な
い
と
思

わ
れ

る
。

第
三
章

太
子
半
跏
思
惟
像
と
聖
徳
太
子
信
仰

國
節

太
子
信
仰
と
半
跏
思
惟
像

日
本
で
は
太
子
と
い
う
言
葉
で
考
え
ら
れ
る
宗
教
上
の
人
物
は
悉
達
太
子
と

聖
徳
太
子

の
両
者
で
あ
る
。
聖
徳
太

子
信
仰
は
、
太
子
を
仏
教

の
擁
護
者

と
し

て
み
な
す
も

の
で
、
天
武

朝
頃
か
ら
そ

の
傾
向
は
見
ら
れ
る
。

そ
の
後

九

一
七

年

に
藤

原
兼
輔

の

「
聖
徳
太

子
伝
暦
」

が
成

り
、
後
世

に
お
け

る
聖
徳
太

子
信

仰

に
多
大

な
影
響

を
与
え

た
。

こ
の

「
聖
徳
太
子
伝
暦
」
が
後
世

の
太
子
信
仰

に
も

た
ら
し
た
最
大

の
も

の
は
、
聖
徳
太

子
を
救

世
観
音

の
化
身
と

す
る
こ
と

で
あ

っ
た
。

こ
の
聖
徳
太
子
信
仰

の

メ
ッ
カ
と
も

い
え

る
寺
院

は
、
書
紀
以
来
太
子
建
立

と

さ
れ

た
四
天
王
寺

で
あ

る
。

こ
の
四
天
王
寺

に
は
聖
徳
太
子

に
似

て
い
る
と

い
う
伝
承

の
仏
像
が
祀
ら
れ

て
い
た
。
す
な
わ
ち

「
御
手
印
縁

起
」

に

「
金

堂

内
安
二
置
金
銅
救
世
観
音
像
噛
百
済
国
王
、

吾

(
告
)
入
滅
後

、

恋
慕
渇
仰
、

攸

二
造
顕

一
(贈

)
之
像
也
。」

と
述
べ
ら
れ
た
救
世
観

音
像
で
あ
る
。

こ

の

像

は

「
別
尊
雑
記

」
に
所
載
さ
れ
た
図

(
図
三
)

を
見
る
と
半
跏
像

で
あ
る
。

だ

が
思
惟
形

は
と
ら
ず
、
施
無
畏

印
を
結

ん
で
い
る
。

こ
の
像

に
似

た
作

例
は
旧

四
十

八
体
仏

の

一
五
五
像
が
あ
げ
ら
れ
、

こ

の
両
像

は
共

に
高

冠
、
長
袖

で
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
大
陸

に
は
長
袖

が
見

ら
れ
な
い
の
で
、
長
袖

を
着

す
の
は

(注
37
)

止
利
派

の
創
作

と
考
え

ら
れ

て
い
る
。

こ
の
両
像

は

一
瞥

し
て
明
ら
か
に
止
利

様
式

の
造
仏
と
わ

か
る
。
半
跏
思
惟
像
が

か
な
り
造
仏
さ
れ

は
じ

め
た
飛
鳥
時

代

に
、
や

は
り
隆
盛
を
誇

る
止
利
様
式

の
半
跏
思
惟
像
が
現
存
し

て
い
な

い
の

に
、
半
跏
像
と
し

て
残

っ
た

こ
の
両
像
が
、
共

に
止
利
様
式
で
あ

る
の
は
お
も

し

ろ
い
現
象
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

さ

て
、
第

二
章

一
節
で
も
触

れ
た
が
鎌
倉

時
代

に
半
跏
思
惟

像
を
救

世
観
音

と
称

す
る
こ
と
が
行

な
わ
れ
て
い
た
。
先

に
触
れ

た

「
御
手
印
縁
起
」

は
も

ち

ろ
ん
、
「
大
原

三
千
院
本
堂
半
跏
思
惟
像
胎
内
納

入
物
」

に

「
南
無
救
世
観
音
」

と
明
記
さ
れ

て
い
る
こ
と

や

「
山
城
州
葛
野
郡
楓
野
大
堰
郷
広
隆
寺
来
由
記
」

に
現
在
、
「
泣
き
弥
勒
」
と
称
さ
れ

る
半
跏
思
惟
像
を

「
救
世
観
音
」
と

あ

る
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こ
と

か
ら
、
そ
れ

は
実
証

さ
れ

る
と
思
う
。

し
か
し
、
疑
問

な
の
は
半
跏
思
惟

像

が
弥
勒

と
し
て
日
本
で
造
仏

さ
れ
た
の
な
ら
、
何
故
救

世
観
音

と
そ
れ
が
呼

ば

れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
か
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
弥
勒

と
救

世
観
音

は
明
ら

か
に
別
個

の
御

仏
で
あ
る
。
故

に
な
ぜ
、
鎌
倉
時
代

に
こ
う
し
た
弥
勒
像

と
救

世
観
音
像

の
造
仏

の
混
乱
が
生
じ
た

の
だ
ろ
う
か
。
上

代
ま
だ
宗
教
的
に
未
発

達

な
時
代
な
ら

こ
う
し
た
造
型
上

の
混
合
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
現

に

近
年
発
堀
さ
れ
た
川
原
寺
の
墫
仏
に
は
、
弥
勒
、
阿
弥
陀
を
襲

璽

と
も
い

え
る
倚

座
垂
脚
像
を
中
心
と
し
た
三
尊
形
式
で
あ
ら
わ
し
て

い
る
。

し
か
し
、

鎌

倉
時
代
は
宗
教
的

に
中

興

の
時
代
と
も

い
え
る
。
南
都

六
宗

の
退
廃

と
東

大

寺
焼
き
打
ち

に
よ
る
寺
院

の
破
壊

、
そ

の
中
か
ら
わ
き
あ
が

る
法
然
、
親
鸞
等

の
新
興
仏
教
、
武
家
と
結
び

つ
く
禅

宗

の
渡

来
な
ど
、
ま
さ

に
百
花
撩

乱
た
る

仏
教

の
開
花

の
お
り
、
あ
ま
り

に
教
義
を
無
視

し
た
造
仏
が
行
な
わ
れ
た
と

は

思
え

な
い
。

こ
こ
で
又
、

四
天
王
寺

に
た
ち

か
え

っ
て
考
え

て
み
ょ
う
。
四
天
王
寺

は
聖

徳
太
子
信
仰

の

メ
ッ
カ
で
あ
り
、
金
堂

に
安
置
さ
れ
聖
徳
太
子

に
似

て
い
る
と

い
う
伝
承

の
救
世
観
音

は
半
跏
像

で
あ

っ
た
こ
と
。
そ

の
上
、
そ
れ
を
伝
え

る

文
献
が

一
〇
〇
七
年

の
も

の
で
あ
り
、

こ
の
年

は

「
聖
徳
太
子
伝
暦
」

で
藤
原

兼
輔

が
聖
徳
太
子

は
救
世
観
音

で
あ

る
と
述

べ
た
九
十
年
後

で
あ

る

こ

と

等

々
。

こ
れ
ら
を
並
べ
て
考
え

て
み
る
と
、

四
天
王
寺
像

は
救
世
観
音

で
あ

る
と

共
に
聖
徳

太
子
像
で
も
あ

っ
た
か
も

し
れ
な
い
と

い
う
想
像
が
頭

に
浮

か
ぶ
。

初

め
聖
徳

太
子
像

と
し
て
造

仏
さ
れ
た
半
跏
思
惟
像

が

「
聖
徳
太

子
伝
暦
」

以

降
、

聖
徳
太
子

H
救
世
観
音
と
い
う
思
想

が
広

ま
り
、

そ
の
後
約

一
世
紀

を
経

て
聖
徳
太
子
像
と
い
う
名
称

が
消

え
、
た
だ
伝

承

の
中

に

の
み
残

さ
れ
救
世
観

音
像
と

い
う
名
だ
け
が
残

っ
て
い

っ
た
と
考
え

た

の
で
あ

る
。

二
節

私
見

悉
達
太
子
像
と

聖
徳
太
子
像

聖
徳
太
子
と
半
跏
思
惟
像
は
強

い
つ
な
が
り
が
文
献
上
多
く
見
ら
れ

る
。
「
諸

寺
縁
起
集
」

の
橘
寺

の
条

に

「
金
堂

一
間
四
面

二
階
救
世
観
音
」
と
あ

る
半
跏

思
惟
像

は

「
聖
誉
鈔
」

に

「
又
太
子
御
作
像
、
荒
陵
寺
、
橘

寺
、
中
宮
寺
等

二

御
坐

ス
。
」
と
記
さ
れ
、
聖
徳
太
子
作
と
伝
え
ら
れ

る
半
跏
思
惟
像
も
し

く

は

半
跏

像
が
四
天
王
寺
、
橘
寺
、
中
宮
寺

に
安
置
さ
れ

て
い
た
の
が
わ

か
る
。

こ

の
三
寺

は
聖
徳
太
子
建
立
と
伝
承

の
七
寺
院

の
中

に
含

ま
れ

て
い
る
。

(注
39
)

聖
徳
太

子
創
建

と
い
わ
れ
る
七
寺

は
文
献

に
よ
り
少

し
つ

つ
異
な
る
が

「
上

宮
聖
徳
法
王
帝
説
」

に
よ
る
と
、

四
天
皇
寺
、
法
隆
寺
、
中
宮
寺
、
橘
寺
、
蜂

岡
寺
、
池
後
寺
、
葛
木
寺

と
さ
れ
て
お
り
、

一
応

こ
れ

が

定

説

と

な

っ
て

い

る
。
こ
こ
で
先

の
三
寺
を
除
く
法
隆
寺
、
蜂

岡
寺

(
広
隆
寺
)
、
池
後
寺

(法
起

寺
)
、
葛
木
寺

に

つ
い
て
、
半
跏

思
惟

像

の
文
献
、
遺
像

を
見

て
行

き

た

い
。

一
、
法
隆

寺
、
こ
れ
も
第

二
章

一
節

に
あ
げ
た

「
聖
徳
太

子
伝
私
記
」
上

巻

上
宮

王
院

の
条

に

「
或
云
二
二
臂

如
意
輪
の

ー
中

略
-

惣
太

子
所
造
如
意
輪

之

形
像
。」
と

夢
殿
救
世
観
音
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、

こ
の
像

が

半
跏

思
惟

像

と
考

え
ら
れ

て
い
た

こ
と

は
第

二
章
で
述
べ
た
と
う
り
で
あ
る
。

二
、
蜂

岡
寺
、
こ

の
寺

の
二
体

の
半
跏
思
惟
像
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
。

そ

の

一
つ
で
あ
る
宝
冠
弥
勒

像
は
日
本
書
紀
推
古
十

一
年

(
六
〇
三
)

の
条

に

「
十

一
月
己
亥
朔
、
皇
太
子
謂
二
諸
大
夫

一日
、

我
有
二
尊
仏
像
殉

誰
得
二
是
像

一

以
恭
拝
。
時
秦
造
河
勝
進
日
、

臣
之
拝
。

便
受
二
仏
像

一。
因
以
造
二
蜂
岡
寺
ご

と
書

か
れ

た
尊
仏
像
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

三
、
池
後
寺
、

こ
こ
に
も
弥
勒
像
が
聖
徳
太
子

の
追
善

の
た
め
に
安
置
さ
れ

て
い
た
ら

し
い
。

こ
れ

は

「
聖
徳
太
子
伝
私
記
」

の
下
巻

に
引
用
さ
れ

た

「
法
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起
寺
塔
露
盤
銘
文
」

に

「
聖
徳
御
分
敬
二
造
弥
勒
像

一
躯
。
」
と
創
立

に
つ
い
て

書

か
れ

て
い
る
こ
と

か
ら
わ
か

る
。

こ
の
弥
勒
像
も
田
村
円
澄
氏

に
よ

る
と
、

(注
40
)

半
跏
思
惟
像
と
考
え

ら
れ

て
い
る
。

四
、
葛
木
寺
、

こ
の
寺

は
現
存

せ
ず
、
そ

の
所
在
地

に
つ
い
て
も

は

っ
き
り

と

し
て
い
な

い
。
た

だ
、
「
日
本
霊
異
記
」
中
巻
、

第

二
十
三

の

「
弥
勒
菩
薩

銅
像
盗
人
所
レ
捕
示
二
霊
表

一顕
二
盗
人

一縁
」

に
ょ

っ
て
、
葛
木
寺

に

も

弥
勒
銅

像

が
あ

っ
た
と
知
ら
れ

る
。

こ
の
銅
像

の
形
態

に

つ
い
て
は
全
く
わ

か
ら

な
い

が
、
聖
徳
太

子
創

立
と
さ
れ
る
七
寺

の
う
ち
六
寺

ま
で
半
跏
思
惟
像
、

又
は
半

跏
像
が
、
太

子
追
善
も

し
く

は
太

子
作
と
寺
誌
等

に
伝
え

ら
れ

て
い
る
こ
と

か

ら
、
こ

の
弥
勒

像
が
半
跏

思
惟

像
、

又
は
半
跏
像

で
あ

っ
て
も

不
思
議

で
は
な

い
と
考
え
ら
れ
る
Q

と
も

あ
れ
、

こ
う
し
て
聖
徳

太
子
ゆ
か
り

の
寺
で
太
子
と
強

い

つ
な
が
り
を

も

っ
と
伝
承
さ
れ
た
半
跏

思
惟

像
が
ま

つ
ら
れ
た
と

い
う

こ
と
は
、
当
時
太

子

信
仰

に
半
跏

思
惟
像
が
な
ん
ら
か

の
か
か
わ
り
を
、
も

っ
て
い
た
せ
い
だ
と
は

考

え
ら
れ
な
い
だ

ろ
う
か
。
太

子
信
仰
に
半
跏

思
惟
像
が
か
か
わ

っ
て
い
た

こ

と
、
そ
し

て
中
世

に
半
跏

思
惟
像
が
救
世
観
音
と
し

て
造
仏
さ
れ
た

こ
と
、
聖

徳
太
子
が
救
世
観
音

の
化
身
で
あ

る
と

い
う
信
仰
が
行
な
わ
れ
た
な
ど

の
三
点

を

ふ
ま
え

て
考
え

て
み

る
と
、
第

一
節

で
述
べ
た
想
像
が
再
度
頭
を
も

ち
あ
げ

た
。
そ

し
て
、
聖
徳
太
子
像
が
半
跏
思
惟
像

で
造
仏
さ
れ

る
に
至

る
そ

の
背
景

に
は
遠
く
大
陸

か
ら
伝
来
さ
れ
た
悉
達
太
子
半
跏
思
惟
像
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と

い

っ
た
こ
と

ま
で
考
え

る
よ
う

に
な

っ
た
。

「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」

天
平
十
九
年

(七

四
七
)

に
太
子
像

に

つ
い
て
興
味

あ
る
記
載

。が
あ
る
。

「
合
仏
像
玖

具
壱
拾
漆
躯
、
丈
六
即
像
弐
躯
。

右

淡
海
大
津
宮

御
宇

、
天
皇
レ奉
造

而
請

坐
者
。

金
塰
銅
像

一
具

右
不
レ
知
二
請
坐
時
也
。

宮
殿
像

二
具
き
齦
幵
儡
魃

具
。

金
塰
灌
仏
像

一
具
。
金
塰
雑
仏
像
三
躯
。

金
塰
太
子
像
七
躯
。
金
塰
菩
薩
像

五
躯

。」

こ
の
太
子
像
七
躯

は
ど

の
太
子
像
を
さ
す

の
か
は
、
明
記
さ
れ

て
い
な
い
。
し

か
し
、

こ
の
場
合
灌
仏
像

一
具
が
す

で
に
書

か
れ

て
お
り
、

こ
の
中

に
は
誕
生

仏
と

し
て
の
太
子
像
が
含

ま
れ

て
い
る
こ
と

は
、
当
然
考
え

ら
れ

る
の
で
こ
れ

は
除
け

ら
れ

る
。

こ
こ
で
考
え

ら
れ

る
太

子
像

を
列
記

し
て
み
る
と
、
悉
達
太
子
像

、
聖
徳
太

子

の
南
無
太

子
像

、
七
歳
像
、
孝
養

太
子
像
等
で
あ
る
。
先
ず
南
無

太
子
像
は

聖

徳
太
子
が
三
歳
の
時
、
東

に
む
か
い

「
南
無
仏
」
と
と
な
え
た
と
い
う

「
上

宮

聖
徳
太

子
伝
補
闕
記
」

に
記
載

さ
れ
た
奇
異
譚

に
よ

っ
た
造
仏
で
あ
る
。

こ

の
南
無

太
子
は
こ
の
後

に
成
る

「
聖
徳
太
子
伝
暦
」

に
よ
り
太
子
御
時

二
歳
と

さ
れ
造
仏
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
も

の
で
あ
る
。

「
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
」

は
延
喜
十
七
年

(
九

一
七
)
以
降

に
完
成
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
天
平
十

九
年

に
南
無
太
子
像
が
造
仏
さ
れ

て
い
た
と

は
思
え
な

い
。
他

に
あ
げ
た
聖
徳

太
子
像
も

「
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
闕
記
」
又

は

「
聖
徳
太
子
伝
暦
」

に
よ
り
造

仏
さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
も

の
で
あ
る
た

め
省
く

こ
と
が
で
き

ょ
う
。

で
は
璽

徳
李

伝
塵

前
堡

徳
李

像
は
造
仏
巒
婆

い
な
い
の
か
と

い
う
と
、
そ
う

で
も

な
い
ら

し
い
。
赤
松
俊
秀
氏

に
よ
る
と
、
治
暦
元
年

(
一

〇

六
五
)
造
立

の
太
子
像
が
鎌
倉
時
代
以
降
、
法
隆
寺

の
聖
霊
会

の
本
尊
と

さ

れ

て
い
る
こ
と

か
ら
聖
霊
会

の
は
じ
め
ら
れ

た
天
平
八
年

(七

三
六
)

か
ら
太

子
像

が
そ
の
本
尊

で
あ

っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
も

ま
だ

仮
定

の
域

を
出

ず
、
実
証
は
さ
れ
て
い
な
い
。

よ
し
ん
ぽ

太
子
像
が
本
尊
と
し
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て
も
、

そ
れ

は
画
像

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
も
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

私

は
以
上

の
こ
と

か
ら
、
「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井

流
記
資
財
帳
」
記
載

の

太

子
像

七
躯

は
悉
達
太

子
像

で
な
か

っ
た
か
と
思
う
。
も

し
、
悉
達
太
子
像

で
あ

れ
ば
、
大
陸

で
多
く
造

ら
れ
朝
鮮
半
島

に
も
渡
来

し
た
と
思

わ
れ

る
悉
達
太
子

半
伽
思
惟
像

で
は
な
い
か
と
思

う
。

日
本

に
伝
来

し
た
仏
教
が
釈
迦
中

心
で
あ

る
こ
と

は
、
釈
迦

の
仏
舎
利
を
奉
安

し
た
塔
が
当
初

の
寺
院

の
伽
藍
配
置

で
大

き

な
比
重

を
占

め
て
い
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
。

又
、
悉
達
太
子
信
仰

に

つ
い
て

も

「
日
本
書
紀
」

の
仏
教
伝
来

の
粉
本
と

い
わ
れ

る

「
元
興
寺
伽
藍
縁
起
拜
流

記
資
財

帳
」

に
仏
像

と
共
に

「
説
仏
起
書
巻

一
篋
」
が
渡
来

し
て
お
り
、

こ
れ

(注
42
)

(注
姻
)

が
本
生

経

の
類

で
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と

か
ら
考
え

ら
れ

る
。

田
村
円
澄
氏

は
こ

れ

ら

の
こ
と

か
ら

「
大
安
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」

の
太

子
像

は
悉
達
太

(注
44
)

子
半
跏
思
惟

像
で
あ

っ
た
ろ
う
と

い
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
悉
達
太
子
半
跏
思
惟
像

が
、

日
本

に
も
伝

わ

っ
て
い
た
と
考
え

る
と
、
聖
徳
太

子
と
半
跏
思
惟
像

の
結

び

つ
き
が
次

の
よ
う

に
考
え

ら
れ

な
い

だ

ろ
う

か
。
太
子
像
と

い
う
名
称

か
ら
上
代
人
達

は
悉
達
太
子
と
聖
徳
太
子
を

同

列
に
見

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
彼
ら

は
悉
達
太
子
半
跏
思
惟
像
を
拝

し

て
、
聖
徳
太
子

を
こ
の
御
姿

で
造
仏

し
よ
う
と
思

っ
た

の
で
は
な

い

だ

ろ

う

か
。

四
天
王
寺
金
堂
救
世
観
音

と
旧

四
十

八
体
仏

の

一
五
五
号
像

に
見

ら
れ

る

止
利
式

の
半
跏
像

は
聖
徳
太

子
像
と

し
て
造
仏

さ
れ
た
と
私

は
考
え

る
。
救
世

観

音
は

「
聖
徳

太
子
伝
暦
」

以
降

の
名
称

で
あ
る
上

に
、
四
天
王
寺

は
今

ま
で

述

べ
て
き

た
よ
う
に
太

子
信
仰

の

メ
ッ
カ
で
あ

り
、
そ

の
金
堂
内

に
安
置

さ
れ

て
い
た
こ
と

か
ら
四
天
王
寺
像

は
聖
徳
太
子
像

で
あ

る
と
考
え

ら

れ

る

と

思

う
。
聖
徳
太

子
像
と

し
て
造
仏

さ
れ

る
の
で
、
悉
達
太
子
像
と
区
別

す
る
た
め

止

利
派

の
創
作

を
加
え

て
半
跏
像

と

し

て

造
仏

さ
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
o以

上
仮
説
と
も
よ

べ
な

い
想
像
論
を

つ
づ

っ
て
し
ま

っ
た
。

し
か
し
、
日
本

に
も
大
陸
と
等
し
く
、
弥
勒
半
跏
思
惟
像
と
共

に
悉
達
太
子
半
跏
思
惟
像
が
渡

来

し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
な
ら
ば
、

こ
の
想
像
論
も
そ
れ
ほ
ど
的
が
は
つ

れ

て
い
な
い
と
思
う
。
今
、

日
本

に
残
さ
れ
た
多
く

の
半
跏
思
惟
像

は
、
は

っ
き

り

い

っ
て
そ

の
尊
像
名

は
不
明

で
あ

る
。
た

だ

野
中
寺
像

と

高
屋
大
夫
銘
像

が
、
そ

の
銘
文
に

よ

っ
て
弥
勒
像
と
知
ら
れ

る
だ
け

で
あ

る
。
ま
だ
、
謎

は
多

く
残

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
野
中
寺
像

の
よ
う

に
突
然
寺

の
書
庫

の
中
か
ら
貴

重

な
造
仏
例

が
で
て
く

る
可
能
性

は
多

い
の
で
、
今
後

の
発
見

に
期
待
し
た

い

と
思
う
。

注1

上
野
照
夫
著

「
弥
勒
像
の
図
像
学
的
考
察
」
(塚
本
善
隆
博
士
頌
寿
記
念
仏
教

史

学
論
集
)
百

一
頁
。

2

玄
奘
三
蔵
が
敦
煌
に
立
寄

っ
た
時
、
寺
に
弥
勒
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。

3

西
域
巡
礼
記
の
条
に

「
玄
奘
三
蔵
の
云
く
、
西
域
の
道
俗
は
み
な
弥
勒
の
業
を
な

す
。」
と
あ
る
。

4

「弥
勒
成
仏
経
」
大
安
二
年

(
三
〇
三
)
。

5

0
仏
説
観
弥
勒
菩
薩
上
生
兜
率
天
経
。
(略
し
て
上
生
経
)

○
仏
説
弥
勒
下
生
経
。

○
仏
説
弥
勒
下
生
成
仏
経

(略
し
て
下
生
経
)
。

○
仏
説
弥
勒
下
生
成
仏
経

(略
し
て
下
生
経
)。

○
仏
説
弥
勒
大
成
仏
経

(略
し
て
成
仏
経
)。

○
仏
説
弥
勒
来
時
経

(略
し
て
来
時
経
)。

以
上
の
経
典
は
弥
勒
信
仰
の
中
核
を
な
す
。

6

水
野
清

一
著

「
雲
岡
石
仏
群
」
そ
の
他
よ
り
。

'

7

釈
勒
の
説
法
を
聞
け
ず
化
度
で
き
な
か
っ
た
人
々
は
弥
勒
を
信
じ
修
業
し
て
、
弥
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勒
が
人
々
の
救
済
の
た
め
説
法
を
三
回
行
う
竜
華
三
会
に
参
加
す
る
た
め
、
死
後
兜

率
天
の
弥
勒
の
も
と
に
上
生
す
る
こ
と
を
願
う
信
仰
。

8

弥
勒
下
生
主
石
方
僖
武
平
二
年
十

一
月
二
十
七
日
用
銭
五
百
文
買
都
石
像
主

一
区

董
伏
思
弥
勒
下
生
主
閃
州
騎
兵
参
軍
倉
州
洛
陵
県
令
董
相
勝
弥
勒
下
生
主
董
通
達
。

9

竜
華
三
会
に
値
遇
し
た
い
と
だ
け
望
み
、
そ
の
下
生
の
時
を
現
在
と
考
え
る
現
世

的
信
仰
。

10

雲
岡
石
窟
中
最
も
年
代
の
古
い
第
十
六
洞
か
ら
二
十
洞
ま
で
を
さ
す
。
開
窟
に
尽

力
の
あ

っ
た
沙
門
統

(大
司
教
的
立
場
)
の
曇
曜
に
ち
な
ん
で
い
る
。

11

太
和
十
六
年
陰
密
県
郭
之
慶
等
の
碑
像
。

12

竜
門
第
十
七
洞
を
い
う
。
十
四
洞
と
共
に
五
一ゴ
ニ
年
～
五
三
〇
年
頃
の
造
築
。

13

「天
保
十
年
比
丘
恵
祖
等
造
竜
樹
思
惟
像
」
と

「
武
定
五
年
豊
楽
七
帝
二
寿
邑
義

人
等
造
白
玉
竜
樹
思
惟
像
」
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

14

注
7
を
参
照
。

15

三
品
彰
英
著

「
新
羅
花
郎
の
研
究
」
(
三
品
彰
英
論
文
集
第
三
巻
)

16

田
村
円
澄
著

「
半
跏
思
惟
像
と
聖
徳
太
子
信
仰
」
(新
羅
と
飛
鳥

・
白
鳳

の
仏
教

文
化
)
六
四
頁
。

17

小
林
剛
著

「
太
秦
広
隆
寺
の
弥
勒
菩
薩
像
に
つ
い
て
」
(史
迹
と
美
術

一
七
六
)。

18

水
野
清

一
著

「
飛
鳥

・
白
鳳
仏
の
系
譜
」
(仏
教
芸
術
四
)
。

19

町
田
甲

一
著

「
法
隆
寺
伝
来

の
小
金
銅
仏
と
辛
亥
銘
観
音
菩
薩
立
像
に
つ
い
て
」

八
三
頁
。

20

藤
沢

一
夫
著

「
鹿
深
臣
百
済
将
来
弥
勒
石
像
説
」
(史
迹
と
美
術

一
七
七
)。

21

注
と
同
じ
、
八
十
三
頁
。

22

頁
済

の
都
城
泗
批
。
聖
玉
十
六
年
に
熊
津
城
よ
り
遷
都
と
「
三
国
史
記
百
済
本
紀
」

第
四
に
記
載
。
現
在
の
忠
清
南
道
扶
余
郡
扶
余
面
。
滑
石
仏
像
発
見
遺
蹟
七

ヶ
所
は

半
跏
思
惟
像
三
体

(
一
体
推
定
)
、

菩
薩
立
像
三
体
、
如
来
像
三
体

(
一
体
座
像
)

其
他

一
体
と
い
う
内
訳
。

23

注
と
同
じ
、
八
十
五
頁
。

24

0
聖
徳
太
子
伝
暦
、
延
喜
十
七
年

(九

一
七
年
)

〇
七
大
寺
巡
礼
私
記
、
保
延
六
年
頃

(
一
一
四
〇
年
頃
)

○
諸
寺
建
立
次
第
、
建
保
四
年

(
一
一
=

六
年
)

○
建
久
御
巡
礼
記
、
建
久
二
年

(
二

九

一
年
)

○
阿
娑
縛
抄
諸
寺
略
記
、
弘
安
二
年

(
一
二
七
九
年
)

○
諸
寺
縁
起
集

(管
家
本
)

○
泉
高
父
私
記

(
上
宮
太
子
拾
遺
記
第
二
巻
所
引
)

○
元
興
寺
伽
藍
縁
起
丼
流
記
資
財
帳
、
長
寛
三
年

(
=

六
五
年
)

○
太
子
伝
古
今
目
録
抄
。

○
仏
法
伝
来
次
第
。

○
聖
徳
太
子
平
氏
雑
勘
文
、
正
昭
三
年

(
一
三

一
四
年
)

○
伊
呂
波
字
類
抄
抄
。

○
南
都
七
大
寺
巡
礼
記
、
康
正
、
長
禄
年
間

(
一
四
五
五
～

一
四
五
九
年
)

○
扶
桑
略
記
。

○
諸
寺
略
記
。

○
帝
王
編
年
記
、
正
安
頃

(
一
二
九
九
～

一
三
〇

一
年
頃
)

○
南
都
元
興
寺
由
来
。

○
多
武
峯
二
十
六
勝
志
、
安
政
四
年

(
一
八
五
七
年
)

25

注
20
と
同
じ
、
藤
沢
氏
の
実
測
に
よ
る
。

26

信
仰

・
寄
進
の
た
め
の
宗
教
集
団
と
考
え
ら
れ
る
。

27

橘
寺
の
他
、
櫨
寺

(道
明
寺
)
、
海
会
寺

・
長
寺
又
は
野
中
寺

の
古
名
と
す
る
説

も
あ
る
。
海
会
寺
説
に
つ
い
て
は
、
福
山
敏
夫
著
「野
中
寺
弥
勒
像
銘
文
中
の
柏
寺
」

(史
迹
と
美
術
二
〇
八
)
が
あ
り
、
橘
寺
説
は
藪
田
嘉

一
郎
著

「銘
核
小
考
」
(
史
迹

と
美
術

一
七

一
)
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

28

菅
沼
頁
三
著

「弥
勒
菩
薩
像
-
野
中
寺
蔵
l
」
(「
美
術
研
究
」
65
)

29

田
中
貞
著

「中
天
皇
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
(
日
本
学
士
院
紀
要
九
ノ
ニ
)

30

速
水
侑
著

「
弥
勒
信
仰
1
も
う

一
つ
の
浄
土
信
仰
1
」
五
十
頁
。

31

注
19
と
同
じ
、
八
十
七
頁
。

32

七
世
紀
中
葉
に
伝
来
し
た
ペ
ル
シ
ア
系
文
様
。
連
珠
文
の
あ
ら
わ
れ
る
早
い
例
と

し
て
あ
げ
ら
れ
る
。

33

藪
田
嘉

一
郎
著

「
丙
寅
年
高
屋
大
夫
造
像
記
考
釈
」
(美
術
研
究

一
四
八
)
十
頁
。

34

石
田
尚
豊
著

「
飛
鳥

・
白
鳳
時
代

の
小
金
銅
仏
」
(
法
隆
寺
小
金
銅
仏
、
奈
良
の

寺

シ
リ
ー
ズ
七
)
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35

町
田
甲

一
著

「
上
代
彫
刻
史
上
に
お
け
る
様
式
時
期
区
分

の
問
題
」
(上
代
彫
刻

史
の
研
究
)

36

注
35
に
同
じ
。

37

注
18
参
照
。

38

「川
原
寺
裏
山
出
土
の
墫
仏
と
塑
像
」
六
頁
。

39

実
際
に
は
聖
徳
太
子
創
建
と
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
が
多
く
、
説
話
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
。
「上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
」
以
外
に
も
、
「聖
徳
太
子
伝
暦
」、
「
扶
桑

略
記
」、
「法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
」
等
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

40

注
6
と
同
じ
、
八
十
四
頁
。

41

赤
松
俊
秀
著

「鎌
倉
仏
教
の
研
究
」

42

釈
迦
が
如
来
と
な
る
た
め
悉
達
太
子
以
前
に
も
善
行
を
つ
ん
だ
説
話
を
の
せ
た
も

の
。
「太
子
瑞
応
本
経
起
」、
「
修
業
本
起
経
」
等
が
あ
る
。

43

注
16
と
同
じ
、
五
十
五
頁
。

44

注
16
と
同
じ
。

跋

と
し
て

弥
勒

半
跏

思
惟
像

の
流
れ
を
追

い
た
い
と
始

め
た
こ
の
論
文
も
、
知

ら
ぬ
間

に
広

範
囲
に
わ
た

っ
て
し
ま

っ
た
。
当
初

の
飛
鳥

か
ら
天
平
あ

た
り
ま

で
と

い

う
考

え
は
、
全
く
安
直

な
も

の
だ

っ
た
と

つ
く
づ
く
思

い
知

ら
さ
れ

る
。
調

べ

て
い
く
う
ち
に
、

段

々
時
代
が
広

が
り
、
自
分

の
考
え
や
史
料
が
収
拾

の

つ
か

な
く

な

っ
て
い
く

の
に
、
我

な
が

ら
驚

い
た
り
、
あ
き
れ

た
り
し
て
日
々
が
過

ぎ

た
よ
う
だ

っ
た
Q

ま
る
で
、

ド

ロ
沼

に
は
ま
り
こ
み
な
が

ら
、

よ
う

や
く
書

き
終

っ
た
と

い
う

の
が
実
感

で
あ

る
。
第

三
章

は
、
そ

ん
な
状
態

の
最
も
著

し

い
頃

に
書

い
た
た
め
、
仮
説

に
も

な

っ
て
い
な
い
。
想
像

の
産
物

で
し
か
な
い

と

の
そ
し
り
を
う
け
て
も
仕

方
が
な
い
と
思
う
。

し
か
し
、

こ

の
想
像
論

を
基

に
今
後

の
課
題

と
し
て
日
本
に
お
け

る
半
跏
思
惟
像

を
勉
強

し
て
み
た
い
と

思

っ
て
い
る
Q

こ
の
論
文
が

ま
が
り

な
り

に
も
出
来
上

っ
た

の
は
、
色

々
と
怠
惰
な
私
を

は

げ

ま
し
て
下
さ

っ
た
諸
先
生

・
友
人
達

の
お
か
げ
で
あ

る
。
特

に
在
学
中
よ
り

懇
切
丁
寧

に
御
指
導

い
た
だ

い
た
三
山
進
先
生
、
大
西
修
也
先
生

に
深

い
謝
辞

を
さ
さ
げ

た
い
Q

参
考
文
献

単
行
本

・
論
文
集

・
速
水
侑
著

「
弥
勒
信
仰
1
も
う

】
つ
の
浄
土
信
仰
ー
」
(日
本
人
の
行
動

と

思
想
十

二
)
評
論
社
。

・
林
幹
弥
著

「
太
子
信
仰
1
そ
の
発
生
と
発
展
ー
」
(日
本
人
の
行
動

と
思
想
十
三
)

評
論
社
。

・
松
原
三
郎
著

「
東
洋
美
術
全
史
」
。

・
関
野
貞
著

「
朝
鮮
の
建
築
と
芸
術
」。

・
田
村
円
澄
著

「
半
跏
思
惟
像
と
聖
徳
太
子
信
仰
」
(新
羅
と
飛
鳥

・
白
鳳

の
仏
教
文

化
)
吉
川
弘
文
館
。

・
三
品
彩
英
著

「
新
羅
花
郎
の
研
究
」
(
三
品
彰
英
論
文
集
第
三
巻
)
平
凡
社
。

・
中
吉
功
著

「
新
羅

・
高
麗
の
仏
像
」
二
玄
社
。

・
町
田
甲

一
著

「
日
本
古
代
彫
刻
史
概
説
」
中
央
公
論
美
術
出
版
。

・
町
田
甲

一
著

「
法
隆
寺
伝
来

の
小
金
鋼
仏
と
辛
亥
年
銘
観
音
菩
薩
立
像
に
つ
い
て
」

(
上
代
彫
刻
史
の
研
究
)
吉
川
弘
文
館
。

・
上
野
照
夫
著

「
弥
勒
像

の
図
艨
学
的
考
察
」
(塚
本
善
隆
博
士
頌
寿
記
念
仏
教
史
学

論
集
)

一
九
六

一
年
。

・
水
野
清

一
著

「
半
跏
思
惟
像
に
つ
い
て
」
(中
国

の
仏
教
美
術
)

一
九
六
八
年
、
平

凡
社
。

・
水
野
清

一
著

「
倚
座
菩
薩
像
に
つ
い
て
」
(中
国

の
仏
教
美
術
)

}
九
六
八
年
、
平

凡
社
。
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・
長
広
敏
雄
著

「
雲
岡
と
竜
門
」
。

・
石
田
尚
豊
著

「
飛
鳥

・
白
鳳
時
代
の
小
金
銅
仏
」
(「
法
隆
寺
小
金
銅
仏
」
奈
良

の
寺

シ
リ
ー
ズ
七
)
。

一
九
七
四
年
。
岩
波
書
店
。

・
井
上
秀
雄
著

「
古
代
朝
鮮
」
(
N
H
K
ブ

ッ
ク
ス
一
七
二
)
日
本
放
送
出
版
協
会
。

・
宇
野
茂
樹
著

「
近
江
路
の
彫
像
」
雄
山
閣
。

・
藤
田
経
世
編

「
校
刊
美
術
史
料
」
(寺
院
編
上
巻
)
中
央
公
論
美
術
出
版
。

・
大
日
本
仏
教
全
書

(史
伝
部
第
六
二
・
七

一
巻
。
寺
誌
部
八
三

・
八
四

・
八
五
巻
)

・
「
日
本
書
紀
下
巻
」
(日
本
古
典
文
学
大
系
六
七
)
岩
波
書
店
。

・
東
京
国
立
博
物
館
編

「
法
隆
寺
献
納
宝
物
目
録
」
定
期
刊
行
物

.
展
示
会
目
録
。

・
水
野
清

一
著

「
飛
鳥

・
白
鳳
仏
の
系
譜
」
(
「仏
教
芸
術
四
」
東
京
)。

・
藤
沢

一
夫
著

「
鹿
深
百
済
将
来
弥
勒
石
像
説
」
(「
史
迹
と
美
衛

一
七
七
」
京
都

.
一

九
四
七
年
)
。

・
松
原
三
郎
著

「
飛
鳥
白
鳳
仏
と
朝
鮮
三
国
期
の
仏
像
」
(「美
術
史
六
八
」
東
京

.
一

九
六
八
年
)
。

・
藪
田
嘉

一
郎
著

「
丙
寅
年
高
屋
大
夫
造
像
記
考
釈
」
(「美
術
研
究

一
四
八
」
東
京

・

一
九
四
八
年
)
。

・
田
中
嗣
人
著

「
八
世
紀
前
半
に
於
け
る
聖
徳
太
子
信
仰
の
実
態
」
(古
代
研
究
十

一
・

奈
良

・
一
九
七
七
年
)
。

・
井
上
正
著

「
中
宮
寺
半
跏
思
惟
像
に
つ
い
て
」
(国
華

。
一
九
)
。

・
飛
鳥
資
料
館
編

「
飛
鳥

・
白
鳳
の
在
銘
金
銅
仏
」

一
九
七
六
年
。

・
奈
良
国
立
博
物
館
編

「
日
本
仏
教
の
源
流
」

一
九
七
八
年
。

・

「川
原
寺
裏
山
出
土
の
墫
仏
と
塑
像
」

一
九
七
六
年
、
飛
鳥
古
京
顕
彰
会
。

・
東
京
国
立
博
物
館
編

「
韓
国
美
術
五
千
年
展
」

一
九
七
六
年
。

・
藪
田
嘉

一
郎
著

「
銘
刻
小
考
」
(
「史
迹
と
美
血

一
七

一
」
京
都

・
一
九
六
六
年
)

・
毛
利
久
著

「白
鳳
彫
刻
の
新
羅
的
要
素
」
(新
羅
と
飛
鳥

・
白
鳳
の
仏
教

文

化
)
吉

川
弘
文
館

・
小
林
剛
著

「太
秦
広
隆
寺
の
弥
勒
菩
薩
像
に
つ
い
て
」
(史
迹
と
美
術

一
七
六
)
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