
地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
致

-
　
四
川
地
域
の
造
像
例
と
霊
験
説
話
　
-

一

　

は

じ

め

に

北
宋
の
常
謹
が
端
洪
二
年
(
九
八
九
)
に
撰
述
し
た
『
地
蔵
菩
薩
像
霊
験
記
』

に
は
'
地
蔵
菩
薩
の
画
像
や
彫
像
に
ま
つ
わ
る
感
応
故
事
や
不
可
思
議
な
功
徳

譜
が
三
十
二
則
収
録
さ
れ
て
い
る
が
､
そ
の
冒
頭
の
　
｢
梁
朝
善
寂
寺
善
一
地
蔵
放

光
之
記
｣
は
､
梁
代
の
画
家
張
僧
舘
が
措
い
た
地
蔵
菩
薩
と
観
音
菩
薩
の
壁
画

に
ま
つ
わ
る
記
事
で
あ
る
｡
舞
台
と
な
っ
た
漠
州
善
寂
寺
は
､
四
川
の
徳
陽
-

成
都
の
北
方
六
十
キ
ロ
に
あ
る
地
方
都
市
の
寺
院
で
'
並
列
し
て
描
か
れ
た
と

み
ら
れ
る
両
菩
薩
像
は
､
度
々
放
光
の
奇
瑞
を
あ
ら
わ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
功
徳

を
垂
れ
､
｢
放
光
菩
薩
｣
と
称
さ
れ
た
と
い
う
｡

中
国
に
お
け
る
地
蔵
菩
薩
像
の
造
像
の
始
ま
-
は
､
現
存
作
品
に
よ
る
限
-

で
は
初
唐
の
七
世
紀
後
半
と
み
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
､
玄
英
に
よ
る
『
大
乗
大
集

地
蔵
菩
薩
十
輪
経
』
､
実
叉
難
陀
に
よ
る
『
地
蔵
菩
薩
本
願
経
』
の
訳
出
に
よ
-
､

地
蔵
信
仰
の
核
と
な
る
地
蔵
菩
薩
の
功
徳
-
す
な
わ
ち
､
釈
迦
入
滅
か
ら
弥
勘

仏
出
生
ま
で
の
無
仏
の
世
に
住
し
て
六
道
衆
生
を
解
脱
せ
し
め
'
特
に
地
獄
か

地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
放

肥
　
田
　
路
　
美

ら
の
救
済
を
本
願
と
す
る
と
い
う
大
悲
が
説
か
れ
た
の
と
時
期
を
同
じ
く
し
て

い
る
こ
と
か
ら
､
概
ね
実
情
に
即
し
た
年
代
観
と
い
え
よ
う
｡
し
た
が
っ
て
'

徳
陽
善
寂
寺
の
張
僧
額
画
の
説
話
は
､
年
代
の
点
か
ら
み
て
も
牽
強
付
会
の
説

に
は
違
い
な
い
が
､
た
わ
い
の
な
い
霊
験
説
話
で
あ
っ
て
も
読
み
方
に
よ
っ
て

は
有
用
な
資
料
た
-
得
る
｡
な
ぜ
四
川
な
の
か
｡
ま
た
な
ぜ
張
僧
覇
な
の
か
｡

実
際
に
地
蔵
菩
薩
と
観
音
菩
薩
を
一
対
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
作
例
は
､
唐
宋

時
代
の
石
窟
摩
崖
道
像
や
絵
画
作
品
の
な
か
に
散
見
さ
れ
る
｡
両
尊
を
組
み
合

わ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
経
典
上
の
根
拠
は
希
薄
で
あ
る
が
､
双
方
と
も
諸
難

救
済
､
現
世
利
益
の
性
格
を
共
通
し
て
有
す
る
こ
と
が
､
一
対
化
の
主
因
と

な
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
両
菩
薩
は
'
阿
弥
陀
如
来
や
薬
師
如
来
を
中
尊
と
し
て
左

右
脇
侍
を
構
成
し
た
-
､
時
に
仏
轟
や
窟
口
の
左
右
両
袖
に
配
置
さ
れ
た
-
す

る
と
と
も
に
､
し
ば
し
ば
同
一
の
仏
嘉
や
画
幅
に
並
列
さ
せ
た
形
式
で
あ
ら
わ

さ
れ
た
(
本
稿
で
は
こ
れ
を
地
蔵
･
観
音
並
列
像
と
仮
称
す
る
)
｡
こ
れ
は
､
た

と
え
ば
文
殊
と
普
賢
の
一
対
像
と
は
大
い
に
異
な
る
あ
-
か
た
で
あ
る
｡

そ
う
し
た
地
蔵
･
観
音
並
列
像
は
､
中
原
の
龍
門
石
窟
や
響
堂
山
石
窟
､
敦

燈
莫
高
窟
の
壁
画
や
蔵
経
洞
請
来
絹
本
画
に
も
見
出
せ
る
が
､
と
-
わ
け
四
川

九
九



地
域
の
摩
崖
造
像
に
お
い
て
は
作
例
が
頻
出
す
る
｡
漠
州
徳
陽
善
寂
寺
壁
画
の

霊
験
記
は
､
四
川
で
の
地
蔵
･
観
音
並
列
像
の
か
よ
う
な
盛
行
と
呼
応
す
る
よ

う
に
成
立
し
た
も
の
と
推
測
で
き
る
｡
筆
者
の
関
心
も
､
唐
宋
時
代
の
四
川
地

域
で
仏
教
信
仰
と
造
像
活
動
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
､
ま
た
そ
れ
は
中
原

や
敦
塩
の
動
向
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
'
こ
の
図
像
を

付
け
石
と
し
て
探
る
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
本
稿
は
､
そ
の
た
め
の
資
料
の
洗
い
出

し
と
若
干
の
分
析
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
｡

二
　
大
足
北
山
仏
湾
に
お
け
る
地
蔵
･
観
音
並
列
像

四
川
地
域
　
(
本
稿
で
は
重
慶
市
を
含
む
四
川
盆
地
の
範
囲
を
指
す
こ
と
と
す

る
)
　
に
お
い
て
石
窟
や
摩
崖
道
像
の
所
在
す
る
県
は
五
十
六
県
あ
-
､
そ
の
う(

-
)

ち
十
箇
以
上
の
窟
や
仏
轟
の
あ
る
遺
跡
は
実
に
三
百
箇
所
近
-
に
及
ぶ
と
い
う
｡

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
広
元
(
千
仏
崖
'
皇
沢
寺
)
､
巴
中
(
南
島
'
北
畠
､
西
轟

仏
爺
湾
､
西
金
流
杯
池
､
水
寧
寺
)
'
梓
撞
　
(
臥
龍
山
'
西
金
寺
)
､
綿
陽
(
碧

水
寺
)
'
祁
煉
(
石
筆
山
'
花
置
寺
､
盤
陀
寺
､
鶴
林
寺
'
天
宮
寺
)
'
蒲
江

(
飛
仙
閤
'
仏
ホ
湾
､
白
岩
寺
､
看
灯
山
)
､
丹
稜
(
鄭
山
､
劉
畷
)
'
爽
江
(
千

仏
岩
､
牛
仙
寺
)
､
楽
山
(
凌
雲
寺
)
'
資
中
(
重
龍
山
､
西
岩
)
'
内
江
(
束
林

寺
､
朔
龍
山
､
聖
水
寺
)
'
安
岳
(
臥
仏
院
､
千
仏
塞
､
円
覚
洞
'
毘
慮
洞
､
華

厳
洞
､
玄
妙
観
)
､
大
足
　
(
北
山
仏
湾
､
南
山
､
石
門
山
､
宝
頂
山
)
､
忠
県
龍

灘
河
仏
産
を
調
査
し
て
き
た
｡
四
川
の
石
窟
摩
崖
の
総
数
か
ら
す
れ
ば
一
部
に

過
ぎ
な
い
が
､
駅
西
省
に
近
い
四
川
盆
地
北
部
地
区
､
成
都
の
近
傍
に
あ
た
る

一
〇
〇

西
部
地
区
'
さ
ら
に
大
足
に
代
表
さ
れ
る
東
部
地
区
に
か
け
て
ほ
ぼ
満
遍
な
く

踏
査
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
｡
そ
の
結
果
'
予
想
通
-
地
蔵
菩
薩
の
図
像

を
広
い
範
囲
で
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
が
､
そ
れ
と
同
時
に
'
地
域
的
な
偏
差

も
確
認
し
得
た
｡

風
化
や
破
損
の
進
ん
だ
窟
嘉
に
お
い
て
は
､
像
種
の
同
定
は
容
易
で
は
な
い
｡

実
際
､
尊
像
が
二
体
並
列
し
た
姦
像
は
た
い
へ
ん
多
い
の
で
あ
る
が
､
地
蔵
･

観
音
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
造
像
銘
を
伴
う
作
例
は
稀
少
で
あ
-
､
同
定
の

た
め
に
は
い
-
つ
か
の
図
像
的
特
徴
を
指
標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
四
川

盆
地
東
部
に
あ
る
大
足
北
山
仏
湾
は
､
四
川
地
域
の
石
窟
摩
崖
の
う
ち
で
最
も

地
蔵
･
観
音
並
列
像
の
豊
富
な
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
保
存
し
て
お
-
､
図
像
同

定
の
た
め
の
指
標
を
得
る
の
に
有
効
な
遺
跡
で
あ
る
｡
附
表
は
､
そ
の
よ
う
に

し
て
得
ら
れ
た
指
標
を
も
と
に
上
記
調
査
地
に
お
い
て
筆
者
が
実
見
し
た
地

蔵
･
観
音
並
列
像
の
作
例
に
加
え
､
胡
文
和
の
　
『
四
川
道
教
儒
教
石
窟
芸
術
』
､

(
2
)

雷
玉
華
ほ
か
に
よ
る
『
広
元
石
窟
』
『
巴
中
石
窟
』
な
ど
の
各
石
窟
摩
崖
に
関
す

(
3
)

る
著
作
や
報
告
書
'
張
総
『
地
蔵
信
仰
研
究
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
氏
の
地
蔵

菩
薩
関
係
の
論
著
か
ら
抽
出
し
た
作
例
を
集
成
し
た
結
果
で
あ
る
｡
遺
漏
や
見

誤
-
も
あ
ろ
う
が
､
四
川
の
各
地
区
に
お
け
る
お
よ
そ
の
傾
向
性
は
把
握
し
得

る
と
考
え
る
｡
以
下
で
は
ま
ず
大
足
北
山
仏
湾
に
お
い
て
同
図
像
の
種
々
の
様

態
を
観
察
し
､
順
次
西
部
'
北
部
へ
と
辿
-
な
が
ら
各
地
区
の
状
況
の
比
較
を

行
う
こ
と
と
す
る
｡

(
4
)

一
九
八
五
年
刊
『
大
足
石
刻
内
容
総
録
』
　
に
よ
れ
ば
､
北
山
仏
湾
の
仝
二
百

九
十
箇
壷
の
う
ち
､
地
蔵
･
観
音
並
列
像
を
主
題
と
す
る
も
の
は
十
五
箇
金
あ



-
､
そ
の
ほ
か
既
に
風
化
､
破
損
し
て
像
容
の
不
明
な
二
像
並
列
轟
の
う
ち
の

多
く
が
地
蔵
･
観
音
の
二
菩
薩
像
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
｡
こ
れ
ら
十
五
箇

轟
の
図
像
に
つ
い
て
､
附
表
の
-
-
｣
に
そ
れ
ぞ
れ
地
蔵
像
･
観
音
像
の
形
式

を
略
記
し
､
怠
内
に
特
筆
す
べ
き
付
属
的
モ
テ
ィ
1
7
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
を

挙
げ
た
｡
こ
こ
で
は
主
要
な
作
例
の
み
概
観
し
て
お
き
た
い
｡

第
五
八
号
轟
(
図
1
)
　
　
両
尊
を
と
も
に
天
蓋
下
の
蓮
華
座
に
鉄
坐
す
る
形

式
で
あ
ら
わ
し
た
保
存
の
良
い
轟
で
､
轟
外
左
右
に
刻
ま
れ
た
乾
寧
三
年
(
八

九
六
)
　
の
銘
文
は
､
亡
き
｢
何
七
娘
｣
　
の
　
｢
早
生
西
方
受
諸
快
楽
｣
を
願
っ
て

｢
政
苦
観
音
菩
薩
地
蔵
菩
薩
一
轟
｣
を
造
っ
た
旨
を
明
記
し
て
お
-
､
尊
名
と
像

容
を
対
照
で
き
る
貴
重
な
作
例
で
あ
る
｡
造
像
主
は
昌
州
刺
史
王
宗
靖
-
葦
君

靖
の
後
継
｡
前
萄
王
建
の
猶
子
-
と
'
亡
者
の
婿
に
あ
た
る
節
度
左
押
衛
趨
師

情
と
記
す
｡
左
尊
は
頭
部
を
欠
失
し
て
い
る
が
､
僧
砥
支
の
上
に
胸
飾
を
つ
け

^ふ山_･叫.仙〟一.,.

大足北山仏湾第58号姦Ill

地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
致

l

i

-

き

き

を

亡

き

巨

/

A

(

袈
裟
を
双
領
下
垂
に
ま
と
っ
た
地

蔵
像
-
但
し
頭
部
の
破
損
痕
か
ら

は
､
円
頂
で
あ
っ
た
か
否
か
は
不

分
明
-
で
､
両
手
首
か
ら
先
を
欠

失
す
る
が
､
上
腹
部
辺
で
左
手
に

載
せ
た
持
物
　
(
痕
跡
の
み
)
　
に
右

手
を
上
か
ら
添
え
る
よ
う
な
姿
で

あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
｡

右
尊
は
宝
冠
を
戴
き
冠
給
を
垂

ら
し
条
吊
､
胸
飾
､
理
路
を
つ
け

た
観
音
像
で
､
両
手
と
も
肘
以
下
を
欠
失
す
る
が
'
屈
腎
し
て
胸
前
に
や
る
形

で
あ
っ
た
ら
し
い
｡
持
物
の
有
無
は
不
明
で
あ
る
｡
光
背
は
双
方
と
も
火
焔
文

を
外
縁
部
に
あ
ら
わ
し
た
宝
珠
形
頭
光
と
身
光
を
負
う
が
､
両
尊
の
間
の
観
音

の
蓮
華
座
あ
た
-
か
ら
雲
気
が
立
ち
昇
-
､
渦
巻
い
た
雲
頭
の
上
に
合
掌
し
て

(
手
先
は
表
内
に
隠
す
)
　
脆
坐
し
た
俗
形
の
女
子
像
が
正
面
向
き
に
浮
彫
さ
れ

て
お
-
､
亡
女
の
往
生
の
さ
ま
を
表
わ
す
｡
さ
ら
に
並
列
像
の
左
右
に
は
持
物

を
捧
げ
て
上
方
か
ら
飛
来
し
姦
ロ
に
向
か
う
乗
雲
の
菩
薩
を
配
す
る
｡

こ
の
第
五
八
号
轟
の
左
側
の
五
二
号
轟
と
五
三
号
轟
は
､
地
蔵
･
観
音
を
両

脇
侍
と
し
た
阿
弥
陀
三
尊
で
あ
る
こ
と
が
銘
文
に
よ
り
明
ら
か
で
､
参
考
資
料

と
な
る
｡
五
八
号
食
間
笠
の
翌
乾
寧
四
年
の
紀
年
銘
を
も
つ
五
二
号
金
で
は
､

説
法
印
の
阿
弥
陀
坐
像
の
左
に
地
蔵
､
右
に
観
音
　
(
銘
文
で
は
　
｢
救
苦
観
音
菩

薩
｣
と
称
す
)
　
の
立
像
を
配
す
｡
地
蔵
は
円
頂
で
袈
裟
の
内
に
胸
飾
を
つ
け
'

左
手
に
大
振
-
な
宝
珠
を
載
せ
右
手
を
上
に
添
え
て
胸
前
で
奉
持
し
た
形
で
､

五
八
号
鳥
も
同
形
式
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
｡
観
音
は
右
手
を
屈
腎
し
　
(
手
先

欠
失
)
､
左
手
を
垂
下
し
て
水
瓶
を
執
る
｡
一
方
､
第
五
三
号
壷
は
約
二
十
年
下

る
前
萄
永
平
五
年
(
九
一
五
)
　
の
紀
年
が
あ
る
が
'
様
式
は
前
の
二
鳥
と
ほ
と

ん
ど
差
異
が
な
い
｡
走
印
阿
弥
陀
坐
像
の
右
脇
侍
の
観
音
立
像
も
､
手
勢
を
左

右
逆
に
す
る
　
(
垂
下
し
た
右
手
に
は
楊
柳
枝
を
執
る
か
)
　
以
外
は
五
二
号
轟
に

大
変
類
似
す
る
｡
地
蔵
立
像
は
円
頂
で
､
耳
采
に
垂
飾
の
あ
る
環
を
飾
り
(
戟

音
も
同
様
の
耳
飾
を
つ
け
る
)
､
袈
裟
の
内
に
胸
飾
を
つ
け
'
左
手
を
屈
腎
(
辛

首
欠
)
､
右
手
を
垂
下
す
る
｡
右
手
先
は
風
化
し
て
不
分
明
な
が
ら
持
物
を
執
る

よ
う
で
あ
る
が
､
宝
珠
で
は
な
い
｡

I O I



第
一
一
七
号
金
　
　
双
方
頭
部
を
欠
失
す
る
が
'
左
に
袈
裟
裳
の
地
蔵
'
右
に

天
衣
と
環
格
を
つ
け
た
観
音
が
愈
床
に
蓮
茎
を
浮
彫
し
た
踏
み
割
り
蓮
華
に
立

つ
｡
両
尊
と
も
両
前
膳
を
欠
失
す
る
が
､
外
側
の
手
は
屈
腎
し
､
内
側
の
手
を

垂
下
す
る
形
｡
上
方
に
一
天
蓋
を
半
肉
彫
L
t
　
宝
珠
を
差
し
出
す
二
体
の
飛
天

を
浮
彫
す
る
｡
左
右
壁
に
は
俗
人
群
像
を
各
三
段
に
あ
ら
わ
す
｡

第
二
二
号
轟
　
　
保
存
の
良
い
末
代
の
轟
で
'
左
に
地
蔵
､
右
に
観
音
を
そ

れ
ぞ
れ
内
側
の
足
を
踏
み
下
げ
た
半
蜘
倍
坐
像
で
あ
ら
わ
す
｡
円
頂
の
地
蔵
は

左
手
を
腹
前
に
置
い
て
宝
珠
を
載
せ
'
右
手
は
胸
前
で
印
を
結
ぶ
｡
左
手
の
宝

珠
か
ら
は
光
が
リ
ボ
ン
状
に
立
ち
昇
る
｡
観
音
は
両
手
で
湾
曲
す
る
柄
状
の
持

物
を
握
る
.
『
内
容
総
録
』
で
は
如
意
と
す
る
が
､
後
述
の
第
二
四
言
号
や
二
七

五
号
轟
の
例
と
同
様
の
蓮
茎
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
地
蔵
側
の
左
壁
に
は
錫

杖
を
執
っ
た
僧
形
人
物
と
子
供
を
連
れ
た
男
性
供
養
者
､
観
音
側
に
は
女
性
俗

形
人
物
と
子
供
連
れ
の
女
性
保
養
者
を
配
す
る
｡

第
一
七
二
号
愈
　
　
左
に
地
蔵
､
右
に
観
音
を
配
す
｡
双
方
と
も
方
形
台
座
に

恰
坐
ま
た
は
半
伽
倍
坐
す
る
が
､
風
化
の
た
め
不
分
明
｡
地
蔵
は
被
帽
形
で
左

手
は
腹
前
で
宝
珠
を
載
せ
､
右
手
に
長
柄
の
錫
杖
を
執
る
｡
観
音
は
頭
頂
部
を

欠
失
す
る
が
宝
馨
の
痕
跡
は
な
-
､
両
家
か
ら
肩
へ
巾
を
垂
ら
す
被
帽
形
の
如

き
姿
と
し
､
菩
薩
裳
で
は
な
-
僧
砥
支
と
袈
裟
を
ま
と
う
よ
う
で
あ
る
｡
こ
れ

は
後
掲
の
第
二
四
一
号
食
の
観
音
の
服
制
に
類
似
す
る
｡
手
勢
お
よ
び
持
物
に

つ
い
て
は
'
『
内
容
給
録
』
で
は
両
手
で
浄
瓶
を
捧
げ
る
と
し
て
い
る
が
､
腹
前

に
置
い
た
左
手
に
鉢
を
載
せ
､
右
手
を
そ
の
上
に
か
ざ
し
て
何
か
を
注
ぎ
込
む

よ
う
な
仕
草
を
あ
ら
わ
す
(
図
2
)
｡
観
音
の
こ
う
し
た
形
式
は
､
附
表
に
見
る

V". -

It弓

大足北山仏湾第172号姦

観音像部分

一
〇
二

よ
う
に
伶
坐
ま
た
は
半
凱
倍

坐
の
観
音
像
の
定
型
と
言
っ

て
よ
-
､
い
ず
れ
の
作
例
も

摩
滅
し
て
不
分
明
な
が
ら
､

後
の
南
宋
張
思
恭
の
筆
に
な

る
京
都
虞
山
寺
蔵
阿
弥
陀
三

尊
像
の
脇
侍
菩
薩
な
ど
に
明

瞭
な
例
が
見
ら
れ
る
､
右
手

に
執
っ
た
楊
柳
枝
の
先
を
左

手
の
宝
鉢
の
浄
水
に
浸
す
仕

草
と
解
釈
し
て
誤
-
な
か
ろ
う
｡
両
尊
の
上
方
に
は
蓮
華
上
の
小
坐
仏
を
六
体

(
左
壁
前
方
が
破
損
し
て
い
る
た
め
当
初
は
七
体
で
あ
っ
た
可
能
性
が
大
き
い
)

配
し
､
左
右
に
も
小
菩
薩
二
体
を
あ
ら
わ
す
｡
こ
れ
ら
の
蓮
華
の
茎
は
両
尊
の

間
か
ら
立
ち
上
が
る
形
式
で
'
次
の
第
l
八
七
､
1
九
l
号
轟
と
共
通
し
た
図

像
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
き
た
い
｡

第
一
八
七
号
愈
(
図
3
)
　
　
左
の
宣
字
座
に
地
蔵
､
右
の
蓮
華
座
に
観
音
を
､

そ
れ
ぞ
れ
内
側
の
足
を
踏
み
下
げ
た
半
蜘
倍
坐
像
と
し
て
並
列
｡
ど
ち
ら
も
頭

部
が
破
損
し
休
部
の
風
化
も
進
む
が
､
地
蔵
は
被
帽
形
で
左
手
は
腹
前
に
や
-
､

右
手
で
錫
杖
を
執
る
｡
観
音
は
両
手
は
破
損
､
宝
冠
と
環
猪
の
痕
跡
が
あ
る
｡

両
尊
は
光
背
の
形
式
が
明
瞭
に
異
な
-
'
地
蔵
は
二
重
円
相
､
観
音
は
外
縁
部

を
火
焔
文
と
し
た
宝
珠
形
頭
光
と
身
光
を
負
う
｡
両
尊
の
台
座
の
間
に
置
か
れ

た
大
振
-
な
宝
瓶
か
ら
蓮
茎
が
十
本
立
ち
上
が
-
'
そ
れ
ぞ
れ
の
小
蓮
華
上
に
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計
十
体
の
坐
形
像
を
さ

ま
ざ
ま
な
手
勢
で
あ
ら

わ
す
｡
十
体
の
う
ち
七

体
は
両
菩
薩
の
光
背
の

上
方
に
横
一
列
に
並
び
'

い
ず
れ
も
袈
裟
を
ま

と
っ
た
如
来
像
と
し
､

残
る
三
体
は
下
方
に
位

置
す
る
｡
さ
ら
に
こ
れ

ら
の
背
後
に
は
樹
葉
を

浅
浮
彫
す
る
｡

第
一
九
一
号
轟
　
　
第

一
八
七
号
轟
と
背
景
に

至
る
ま
で
殆
ど
同
形
式

で
､
地
蔵
が
僧
砥
支
の

下
に
線
条
の
み
の
簡
素

な
胸
館
を
つ
け
る
こ
と
､

観
音
が
腹
前
に
置
い
た

左
手
に
鉢
を
載
せ
､
右

手
を
そ
の
上
に
か
ざ
し

た
形
で
あ
る
こ
と
､
両

足
を
受
け
る
小
蓮
華
が

地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
放

轟
床
か
ら
茎
を
伸
ば
す
形
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
､
あ
ら
た
に
確
認
で
き
る
｡
と

-
わ
け
'
小
蓮
華
上
の
計
十
体
の
坐
像
の
う
ち
下
方
に
位
置
す
る
三
体
は
'
風

化
し
て
不
分
明
な
が
ら
如
来
で
は
な
-
菩
薩
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
七
仏
を

付
属
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
た
後
述
の
内
江
､
資
中
､
爽
江
の
作
例
と
の
共
通
性
が

:ca

注
目
さ
れ
る
｡

第
二
四
一
号
轟
　
(
図
4
)
　
　
晩
唐
期
に
開
整
さ
れ
た
巨
大
な
西
方
浄
土
轟
で

あ
る
第
二
四
五
号
轟
の
怠
口
左
側
の
小
高
の
ひ
と
つ
で
､
左
に
観
音
立
像
'
右

に
地
蔵
半
蜘
惜
坐
像
を
あ
ら
わ
す
｡
地
蔵
は
被
帽
形
で
､
右
足
を
踏
み
下
げ
て

宣
字
座
に
坐
し
､
左
手
は
腹
前
に
置
い
て
持
物
(
破
損
す
る
が
宝
珠
か
)
　
を
載

せ
､
右
手
で
長
柄
の
錫
杖
を
執
る
｡
光
背
は
二
重
円
相
を
浅
浮
彫
す
る
｡
観
音

も
ま
た
両
馨
か
ら
肩
へ
布
を
垂
ら
し
た
被
帽
形
の
如
き
姿
と
し
､
宝
撃
を
結
う

よ
う
に
は
見
え
な
い
｡
菩
薩
装
で
は
な
-
僧
砥
支
と
袈
裟
を
ま
と
い
理
路
を
つ

け
'
両
手
で
蓮
茎
を
持
っ
て
蓮
華
上
に
立
つ
｡
光
背
は
確
認
し
辛
い
｡
像
高
を

ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
並
列
像
で
は
あ
る
が
両
尊
の
図
像
は
こ
の
よ
う
に
大
き
-
異

な
-
､
地
蔵
菩
薩
に
の
み
台
座
横
に
長
幡
を
奉
拝
す
る
小
侍
者
を
配
す
る
｡

第
二
五
三
号
轟
　
　
保
存
の
良
好
な
中
規
模
畠
で
'
禽
外
左
に
威
平
四
年
　
(
一

〇
〇
一
)
　
の
銘
文
が
あ
る
｡
左
に
地
蔵
､
右
に
観
音
の
並
立
像
を
配
す
る
｡
地

蔵
は
円
頂
で
や
や
鉢
の
張
っ
た
若
相
に
あ
ら
わ
し
､
耳
譜
､
胸
飾
を
つ
け
る
｡

左
手
を
肩
前
に
挙
げ
'
右
手
は
垂
下
す
る
が
両
手
先
を
欠
尖
し
持
物
は
不
明

(
錫
杖
を
執
っ
た
形
跡
は
な
い
)
｡
観
音
は
宝
冠
､
天
衣
を
つ
け
､
左
手
を
垂
下

し
て
胴
が
丸
く
短
頚
の
水
瓶
を
挟
み
持
ち
､
右
手
は
屈
腎
(
手
先
欠
失
｡
『
内
容

総
録
』
で
は
楊
柳
を
執
る
と
す
る
)
｡
両
尊
と
も
外
縁
部
を
火
焔
文
と
し
た
宝
珠

一
〇
三



形
頭
光
を
負
う
｡
上
方
に
二
五
蓋
を
あ
ら
わ
し
､
左
右
壁
に
は
司
官
を
従
え
た

十
王
が
そ
れ
ぞ
れ
一
乗
の
雲
に
乗
る
さ
ま
を
羊
肉
彫
す
る
｡

以
上
の
よ
う
に
北
山
仏
湾
の
作
例
を
通
覧
す
る
と
'
像
の
体
勢
だ
け
に
限
っ

て
も
共
に
立
像
と
す
る
も
の
(
附
表
番
号
2
､
3
､
8
､
1

0
､
11
､
13
､
15
)
､

扶
坐
す
る
も
の
(
-
)
､
倍
坐
す
る
も
の
(
L
O
O
-
)
､
片
脚
を
踏
み
下
げ
た
半
伽

倍
坐
(
叙
相
坐
)
と
す
る
も
の
(
4
､
6
､
7
)
の
ほ
か
､
第
二
四
一
号
嘉
の

よ
う
に
両
像
を
仝
-
異
な
る
体
勢
で
表
わ
す
例
が
あ
り
､
図
像
形
式
は
固
定
し

て
い
な
い
｡
加
え
て
服
制
や
持
物
に
及
ぶ
と
多
様
性
は
な
お
際
立
ち
'
本
来
は

独
立
し
た
菩
薩
像
を
た
ま
た
ま
同
1
轟
内
に
並
列
し
た
結
果
で
あ
る
と
解
せ
な

-
は
な
い
｡
し
か
し
そ
の
一
方
で
､
両
尊
の
間
か
ら
立
ち
上
が
る
蓮
華
上
の
七

仏
を
付
属
さ
せ
た
5
､
6
､
7
の
よ
う
に
､
付
属
的
モ
テ
ィ
ー
フ
を
含
め
て
地

蔵
･
観
音
並
列
像
が
特
徴
あ
る
ひ
と
つ
の
図
像
形
式
を
成
立
さ
せ
た
例
が
見
ら

れ
る
の
は
興
味
深
い
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'
大
足
北
山
仏
湾
に
は
四
川
地
域
の
地

蔵
･
観
音
並
列
像
の
類
型
が
ほ
ぼ
全
て
揃
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
､
『
内
容
総
録
』
で
は
第
五
八
､
二
四
一
号
嘉

を
晩
唐
'
第
八
二
､
l
九
一
､
二
二
l
､
二
四
八
､
二
七
七
号
轟
を
五
代
と
し
､

過
半
数
を
占
め
る
こ
の
残
-
を
宋
代
の
開
整
と
し
て
い
る
｡
ほ
と
ん
ど
同
じ
形

式
で
あ
る
一
八
七
号
嘉
を
宋
代
t
l
九
1
号
嘉
を
五
代
に
比
定
し
て
い
る
こ
と

な
ど
､
根
拠
が
明
確
で
は
な
-
再
検
討
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
点
も
あ
る
が
､

ほ
ぼ
仝
作
例
が
十
世
紀
-
晩
唐
末
か
ら
五
代
､
北
宋
初
期
-
の
造
像
で
あ
る
と

見
て
大
過
な
-
､
乾
寧
三
年
(
八
九
六
)
と
威
平
四
年
(
一
〇
〇
1
)
の
紀
年

銘
は
､
お
よ
そ
北
山
で
の
地
蔵
･
観
音
並
列
像
の
始
ま
-
と
終
息
の
時
期
を
物

語
っ
て
い
よ
う
｡

三
　
四
川
各
地
区
に
お
け
る
地
蔵
･
観
音
並
列
像
の
様
態

安
岳

安
岳
石
刻
の
代
表
的
な
遺
跡
で
あ
る
前
掲
の
各
調
査
地
に
お
い
て
は
'
管
見

の
限
-
地
蔵
･
観
音
並
列
像
と
明
確
に
わ
か
る
例
は
認
め
ら
れ
ず
'
ま
た
二
尊

を
並
列
さ
せ
た
姦
自
体
が
ご
-
少
な
い
傾
向
に
あ
る
｡
千
仏
塞
摩
崖
に
お
い
て

は
､
数
体
の
立
像
を
並
列
す
る
形
式
の
浅
い
金
が
散
見
さ
れ
'
そ
の
中
に
地

蔵
･
観
音
の
二
尊
を
含
む
可
能
性
が
あ
る
｡
た
と
え
ば
千
手
観
音
を
含
む
五
立

像
が
並
列
し
た
第
四
七
号
愈
　
(
編
号
は
現
地
で
の
表
示
に
よ
る
)
　
で
は
'
い
ず

れ
も
頭
部
を
欠
失
す
る
が
､
中
央
に
袈
裟
を
通
肩
に
ま
と
い
両
手
を
胸
前
に
や

る
如
来
像
'
そ
の
左
に
比
丘
形
､
右
に
菩
薩
形
を
配
し
て
お
-
､
阿
弥
陀
･
地

蔵
･
観
音
で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
｡
臥
仏
院
摩
崖
に
お
い
て
は
､
四
立
像
並

列
轟
　
(
第
三
四
号
轟
)
　
が
あ
-
､
風
化
が
甚
大
で
は
あ
る
が
右
か
ら
二
休
日
に

錫
杖
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
地
蔵
･
観
音
を
中
心
と
し
た
構
成
で
あ
る
可

(
6
)

能
性
が
あ
る
｡

内
江

安
岳
と
は
異
な
り
､
調
査
し
た
三
遺
跡
と
も
小
規
模
な
も
の
な
が
ら
二
尊
並

列
嘉
が
多
い
｡
東
林
寺
摩
崖
'
聖
水
寺
大
悲
殿
の
仏
嘉
は
後
世
の
重
修
や
補
彩



が
甚
だ
し
く
､
期
龍
山
摩
崖
で
は
風
化
破
損
が
目
立
つ
も
の
の
､
大
足
北
山
の

作
例
の
図
像
か
ら
推
測
す
る
と
､
二
尊
並
列
轟
の
大
半
が
地
蔵
･
観
音
像
と
見

ら
れ
､
な
か
で
も
例
が
多
い
の
が
'
両
尊
と
も
に
倍
坐
像
と
す
る
形
式
で
あ
る
｡

地
蔵
は
腹
前
で
左
手
に
宝
珠
を
載
せ
る
形
式
が
ほ
ぼ
定
型
で
あ
る
｡
風
化
の
た

め
に
明
言
は
し
難
い
が
錫
杖
を
認
め
な
い
例
が
少
な
-
な
い
｡
観
音
は
腹
前
の

左
手
に
鉢
を
持
ち
､
右
手
を
上
に
か
ざ
す
形
式
が
繰
-
返
し
見
ら
れ
る
｡
朔
龍

山
摩
崖
の
広
明
元
年
(
八
八
〇
)
　
銘
の
刻
文
下
方
に
あ
る
浅
い
方
形
単
口
轟
の

両
尊
は
､
こ
う
し
た
一
例
で
あ
る
｡
こ
の
轟
で
は
観
音
の
左
側
に
長
幡
を
持
つ

菩
薩
立
像
を
配
し
て
い
る
｡
翻
龍
山
摩
崖
に
は
､
両
尊
並
立
像
も
一
例
見
ら
れ
､

垂
下
し
た
左
手
で
水
瓶
を
執
る
観
音
菩
薩
を
左
側
に
､
胸
前
に
て
両
手
で
宝
珠

を
も
つ
地
蔵
を
右
側
に
表
わ
す
｡
こ
の
轟
で
は
地
蔵
は
円
頂
で
あ
る
が
'
ほ
と

ん
ど
の
作
例
で
は
頭
部
を
破
損
し
円
頂
か
被
帽
形
か
を
確
か
め
ら
れ
な
い
｡
聖

水
寺
の
境
内
北
端
の
摩
崖
に
は
'
庇
状
に
迫
-
出
し
て
手
前
の
堂
字
に
接
し
た

部
位
に
､
大
足
北
山
第
一
八
七
号
や
一
九
1
号
轟
と
同
様
な
図
像
の
小
轟
が
見

ら
れ
る
｡
地
蔵
の
錫
杖
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
､
両
尊
が
そ
れ
ぞ
れ
宝
珠
と

宝
鉢
を
腹
前
に
置
く
点
､
半
加
俸
坐
の
体
勢
'
両
尊
で
異
な
る
光
背
の
形
式
､

中
間
か
ら
立
ち
上
が
る
蓮
茎
の
束
と
七
体
の
小
坐
仏
な
ど
の
特
徴
的
な
図
像
は
'

i
s

北
山
の
作
例
に
近
似
す
る
｡
造
像
年
代
は
晩
唐
か
ら
五
代
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
｡

で
あ
る
が
､
倍
坐
の
並
列
像
と
す
る
例
や
､
地
蔵
を
半
伽
倍
坐
､
観
音
を
並
脚

の
倍
坐
と
す
る
例
も
少
な
-
な
い
｡
地
蔵
は
立
像
で
あ
れ
ば
両
手
ま
た
は
左
手

で
､
坐
像
で
あ
れ
ば
左
手
を
腹
前
に
置
い
て
宝
珠
を
持
つ
形
式
を
定
型
と
L
t

右
手
は
錫
杖
を
と
る
場
合
と
た
だ
膝
に
伏
せ
置
-
場
合
が
あ
る
｡
観
音
は
左
手

で
鉢
を
持
ち
'
右
手
を
上
に
か
ざ
す
形
式
が
最
も
一
般
的
で
あ
る
｡

図
5
は
御
河
港
東
側
の
一
姦
で
あ
る
が
､
左
側
に
観
音
'
右
側
に
地
蔵
を
並

列
し
､
周
囲
に
同
根
連
枝
の
蓮
華
上
の
小
坐
仏
を
計
七
体
配
し
て
い
る
｡
両
尊

と
も
脚
部
に
縦
の
衣
装
線
を
刻
み
､
観
音
は
環
路
が
両
膝
下
で
そ
れ
ぞ
れ
U
字

に
掛
か
る
さ
ま
を
'
地
蔵
は
袈
裟
の
裾
が
垂
れ
る
さ
ま
を
浅
い
浮
彫
で
表
わ
す

早
-
方
は
'
前
掲
の
内
江
の
語
例
と
共
通
し
､
や
は
-
晩
唐
か
ら
五
代
の
造
像

と
見
ら
れ
る
｡
す
ぐ
近
-
の
第
三
五
号
姦
　
(
毘
沙
門
天
王
像
及
び
等
属
)
　
内
の

碑
刻
に
｢
唐
天
成
四
年
(
九
二
九
)
｣
の
紀
年
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
､
裏
付
け
ら

資
中

量
龍
山
(
北
岩
)
と
西
岩
(
御
河
港
)
摩
崖
を
調
査
し
た
が
､
格
に
後
者
に

:ra:

お
け
る
地
蔵
･
観
音
並
列
像
の
集
中
は
顕
著
で
あ
る
｡
形
式
の
主
流
は
並
立
像

地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
致

図5　資中西岩摩崖　地蔵観音並列像



れ
よ
う
｡
こ
の
作
例
で
は
七
体
の
仏
は
蓮
華
上
に
坐
す
が
､
蓮
華
に
坐
す
七
仏

を
さ
ら
に
乗
雲
の
形
式
で
表
わ
し
た
例
が
第
二
九
号
轟
で
あ
る
(
図
6
)
｡
破
損

の
多
い
愈
で
あ
る
が
､
錫
杖
を
持
つ
地
蔵
と
､
両
脚
間
に
飾
帯
を
垂
ら
し
理
格

と
天
衣
を
繁
華
に
つ
け
た
観
音
を
左
右
に
並
立
さ
せ
､
七
仏
の
う
ち
二
体
を
地

蔵
の
左
側
に
､
五
体
を
観
音
の
右
側
に
浮
彫
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
観
音
の
側

に
幌
頭
ら
し
い
破
損
痕
の
あ
る
人
物
立
像
､
地
蔵
の
側
に
は
長
く
な
び
い
た
幡

の
竿
を
両
手
で
握
る
人
物
を
配
す
る
｡

こ
れ
に
関
連
し
て
､
西
岩
第
二
l
号
嘉
に
言
及
し
た
い
(
図
7
)
｡
二
言
号
露

は
阿
弥
陀
立
像
の
大
鹿
で
あ
る
第
二
〇
号
轟
の
石
壁
に
あ
-
､
近
年
の
重
修
に

よ
る
改
作
と
分
厚
い
彩
色
で
原
状
を
甚
だ
し
-
損
な
っ
て
い
る
が
､
本
来
は
蓮

華
座
に
扶
坐
す
る
走
印
阿
弥
陀
像
の
左
に
観
音
　
(
脚
部
の
衣
装
と
環
格
は
前
掲

作
例
と
同
様
)
､
右
に
宝
珠
と
錫
杖
を
持
つ
地
蔵
を
脇
侍
と
し
､
上
方
に
横
一
列

に
連
な
る
蓮
華
上
の
七
坐
仏
と
飛
天
を
､
左
側
轟
口
寄
-
に
菩
薩
立
像
､
右
側

に
隣
頭
の
人
物
を
配
し
た
も
の
で
あ
る
｡
菩
薩
立
像
は
現
状
で
は
蓮
茎
を
抱
え

持
つ
が
'
そ
の
上
方
に
や
は
り
幡
が
長
-
な
び
-
さ
ま
が
確
認
で
き
る
｡
こ
の

轟
が
貴
重
な
の
は
愈
外
上
部
に
左
行
の
造
像
銘
が
遣
る
こ
と
で
､
｢
園
子
黄
祖

要
奉
為
圃
雷
何
氏
/
両
胸
蘭
造
阿
弥
陀
悌
観
音
/
地
蔵
引
路
菩
薩
七
備
共
l
姦

/
用
侶
資
□
口
識
早
生
/
(
以
下
二
行
あ
る
も
故
意
に
削
ら
れ
て
読
め
ず
)
｣
と

E
3

刻
す
｡こ

こ
に
見
え
る
　
｢
引
路
菩
薩
｣
と
は
､
幡
を
特
徴
的
な
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
I
と

す
る
一
連
の
敦
塩
画
へ
の
関
心
か
ら
､
尊
格
や
信
仰
に
つ
い
て
早
-
か
ら
論
議

の
的
と
な
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡
独
立
し
た
尊
格
と
せ
ず
観
音
の
異
名
と
す

図6　資中西岩摩崖第29号姦

図7　資中西岩摩崖第21号姦

(S)

る
説
､
地
蔵
の
異
名
と
す
る
説
も
並
び
行
わ
れ
て
き
た
が
､
亡
者
を
浄
土
へ
導

-
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に
疑
点
は
な
い
｡
こ
の
第
二
一
号
轟
で
は
明
ら
か
に
地
蔵
､

観
音
両
菩
薩
よ
-
も
下
位
に
あ
る
一
菩
薩
と
し
て
造
像
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
が
観
音
の
傍
ら
に
配
置
さ
れ
て
い
る
の
は
､
機
能
や
信
仰
の
上
で
観
音
と

の
関
係
性
が
よ
-
強
い
こ
と
を
意
味
し
､
翻
っ
て
地
蔵
側
を
見
れ
ば
､
引
路
菩

薩
に
対
応
す
る
位
置
に
あ
る
幌
頭
の
人
物
が
間
羅
王
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き

よ
う
｡
こ
の
道
像
銘
に
列
記
さ
れ
た
阿
弥
陀
仏
､
観
音
菩
薩
､
地
蔵
菩
薩
､
引

路
菩
薩
､
七
仏
は
､
い
ず
れ
も
亡
者
の
冥
福
の
た
め
に
は
た
ら
-
も
の
と
し
て

信
仰
さ
れ
造
像
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
こ
こ
に
い
う
｢
七
仏
｣
と
は
､
北

山
仏
湾
の
三
箇
轟
を
は
じ
め
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
伴
い
な
が
ら
繰
-
返
し
登
場

す
る
七
坐
仏
を
指
す
も
の
に
違
い
な
い
｡
七
坐
仏
を
付
帯
し
た
こ
う
し
た
図
像



形
式
に
つ
い
て
は
'
こ
れ
ま
で
問
題
に
さ
れ
て
い
な
い
｡
七
密
に
関
連
す
る
可

能
性
が
あ
ろ
う
が
､
後
考
に
侯
ち
た
い
｡

爽
江

管
見
の
限
-
で
は
千
仏
岩
に
十
件
､
牛
仙
寺
摩
崖
に
二
件
の
地
蔵
･
観
音
並

列
像
が
見
出
せ
る
ほ
か
､
如
来
像
の
両
脇
侍
と
し
て
造
立
さ
れ
た
例
も
少
な
か

ら
ず
見
ら
れ
る
｡
作
例
の
ほ
と
ん
ど
が
立
像
で
､
地
蔵
像
は
円
頂
に
作
り
､
片

辛
(
左
手
で
あ
る
場
合
が
多
い
)
　
で
宝
珠
を
持
ち
'
も
う
片
手
は
垂
下
さ
せ
て

心
葉
形
の
環
状
持
物
や
数
珠
､
あ
る
い
は
小
宝
珠
を
持
つ
形
式
で
'
錫
杖
を
執

る
例
は
稀
で
あ
る
｡
観
音
像
は
垂
下
し
た
手
に
水
瓶
を
執
-
'
も
う
片
手
は
屈

腎
し
て
楊
柳
枝
を
執
る
形
を
定
型
と
す
る
｡

図
8
は
千
仏
岩
第
二
1
五
号
轟
で
あ
る
｡
両
尊
は
こ
の
定
型
を
示
し
て
お
り
､

(
l
l
)

左
側
の
地
蔵
は
垂
下
し
た
右
手
に
環
状
持
物
を
執
る
｡
こ
の
轟
も
ま
た
両
尊
間

に
小
蓮
華
上
の
坐
仏
を
七

げ
て
雲
に
乗
-
愈
口
へ
向
か
う
供
養
菩
薩
と
'
俗
形
の
小
立
像
を
あ
ら
わ
す

(
左
壁
は
破
損
風
化
し
て
不
明
)
｡
こ
の
俗
形
像
は
合
掌
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､

資
中
西
岩
の
例
と
は
異
な
-
'
特
定
の
尊
像
で
は
な
-
造
像
対
象
者
か
発
願
者

を
あ
ら
わ
し
た
可
能
性
が
大
き
い
だ
ろ
う
｡

図8　爽江千仏署第125号寵

体
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で

あ
る
が
'
四
川
地
方
で
盛

ん
に
愛
好
さ
れ
た
同
根
連

枝
の
蓮
華
の
モ
テ
ィ
1
7

が
正
壁
の
中
央
を
占
め
'

む
し
ろ
両
菩
薩
の
方
が
従

属
的
な
印
象
す
ら
あ
る
｡

右
側
壁
に
は
､
供
物
を
捧

丹
棲

鄭
山
摩
崖
､
劉
畷
摩
崖
は
盛
唐
後
半
の
天
宝
期
か
ら
晩
唐
の
初
め
頃
ま
で
に

開
整
さ
れ
た
｡
仏
産
の
規
模
は
小
さ
-
と
も
如
来
像
を
中
心
に
比
丘
､
菩
薩
､

天
王
､
力
士
へ
　
八
部
衆
等
を
整
然
と
揃
え
た
轟
を
主
体
と
し
た
摩
崖
で
あ
る
た

め
､
地
蔵
･
観
音
並
列
像
は
比
蕨
的
少
な
-
'
簡
素
な
構
成
の
並
立
像
と
し
て

作
ら
れ
て
い
る
O
胡
文
和
氏
は
鄭
山
第
四
㌧
　
二
四
､
三
三
､
五
五
号
怠
､
劉
塀

第
一
四
号
轟
を
挙
げ
る
が
､
現
地
で
は
編
号
を
特
定
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
｡

地
蔵
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
円
頂
で
錫
杖
は
持
た
ず
'
片
手
を
胸
前
に
挙
げ
､
も

う
片
手
を
体
側
に
垂
下
す
る
｡
持
物
の
形
は
確
認
し
に
く
い
が
少
な
-
と
も
左

右
ど
ち
ら
か
に
宝
珠
を
持
つ
も
の
と
見
ら
れ
る
｡
観
音
の
持
物
は
水
瓶
と
楊
柳

枝
を
基
本
と
す
る
｡

地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
放

蒲
江

蒲
江
県
内
十
四
箇
所
に
散
在
す
る
摩
崖
遺
跡
を
代
表
す
る
飛
仙
閣
摩
崖
は
､

武
則
天
時
代
に
造
像
が
開
始
さ
れ
て
作
ゆ
き
の
優
れ
た
大
型
の
仏
嘉
が
開
か
れ
､

読
-
開
元
･
天
宝
期
に
小
型
轟
が
盛
ん
に
作
ら
れ
た
後
､
後
菊
の
明
徳
年
間
に

再
び
開
撃
が
活
発
化
し
た
｡
計
百
余
件
の
仏
轟
の
う
ち
'
地
蔵
･
観
音
並
列
像

一
〇
七



と
断
定
で
き
る
作
例
は
第
三
八
号
轟
の
一
例
の
み
で
あ
る
が
､
並
立
し
た
両
尊

は
像
高
二
五
セ
ン
チ
あ
-
'
比
較
的
小
規
模
な
姦
像
の
多
い
四
川
各
地
の
地

蔵
･
観
音
並
列
像
の
な
か
で
は
､
目
立
っ
た
大
き
さ
で
あ
る
｡
し
か
し
､
地
蔵

を
円
頂
に
作
る
こ
と
'
そ
れ
ぞ
れ
内
側
の
手
を
垂
下
し
て
地
蔵
は
宝
珠
を
､
観

音
は
水
瓶
を
持
つ
こ
と
　
(
両
尊
と
も
屈
腎
し
た
外
側
の
手
に
つ
い
て
は
風
化
の

た
め
持
物
は
不
分
明
)
　
は
､
先
の
丹
稜
と
同
様
の
定
型
を
出
な
い
｡

こ
の
晶
は
左
隣
の
第
三
七
号
姦
'
第
三
六
号
姦
と
と
も
に
三
姦
同
時
期
に
計

画
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
'
飛
仙
閤
摩
崖
の
中
で
も
主
要
な
規
模
の
姦
で
あ
る
が
､

造
営
年
代
に
つ
い
て
は
､
盛
唐
時
代
と
す
る
説
､
八
世
紀
末
と
す
る
説
､
三
六

号
轟
下
方
に
残
る
｢
明
徳
二
年
｣
　
の
刻
字
に
従
っ
て
後
萄
時
代
と
す
る
説
な
ど

見
解
が
分
か
れ
て
い
る
｡
私
見
で
は
､
向
か
い
側
の
崖
に
あ
る
威
通
四
年
(
八

六
三
)
　
銘
の
二
仏
並
坐
轟
と
作
風
が
近
い
こ
と
か
ら
こ
れ
も
ま
た
晩
唐
の
作
と

号
･
÷
c
<
"

図9　祁峰盤陀寺摩崖第1号轟附爵

火
焔
と
お
ぼ
し
い
鋸
歯
文
の
上
に
あ
ら
わ
さ
れ
､

一
方
の
観
音
像
の
下
方
に
は

邦
峰

蒲
江
と
と
も
に
県
内
の
悉
皆
調
査
を
実
施
し
た
祁
峰
に
お
い
て
も
､
地
蔵
･

観
音
並
列
像
は
意
外
に
件
数
が
無
い
O
そ
う
し
た
中
で
､
こ
の
図
像
に
こ
め
ら

れ
た
意
味
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
興
味
深
い
作
例
が
､
盤
陀
寺
摩
崖
第

(2)

l
号
姦
右
壁
の
附
轟
に
見
出
せ
る
(
図
9
)
｡
怠
内
左
側
に
地
蔵
､
右
に
観
音
を

双
方
半
加
俸
坐
形
で
並
列
す
る
が
､
両
尊
の
下
方
に
は
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
な
図
像
の

浮
彫
が
施
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
地
蔵
菩
薩
の
下
方
に
は
人
頭
ら
し
さ
も

の
が
浮
か
ぶ
地
獄
の
大
釜
と
､
何
も
の
か
を
振
-
上
げ
る
獄
卒
ら
し
き
者
が
､

雲
に
乗
っ
て
右
方
へ
去
る
四
人
の
合
掌
す
る
姿
が
あ
る
｡
地
獄
を
脱
し
浄
土
へ

向
か
う
往
生
者
に
違
い
な
-
､
振
-
仰
い
で
観
音
を
拝
み
､
ま
た
脆
坐
し
て
左

方
の
地
蔵
を
拝
む
様
子
で
あ
る
｡
ま
さ
し
-
地
獄
か
ら
の
救
済
を
地
蔵
菩
薩
に

期
待
し
､
浄
土
往
生
へ
の
引
導
を
観
音
菩
薩
に
期
待
し
た
こ
と
が
端
的
に
わ
か

る
作
品
で
あ
る
｡

こ
の
小
鳥
に
は
銘
文
は
な
い
が
､
こ
の
轟
が
付
属
す
る
盤
陀
寺
第
一
号
轟
は

像
高
三
五
四
セ
ン
チ
に
達
す
る
阿
弥
陀
三
尊
像
を
彫
出
し
た
大
仏
壷
で
あ
-
､

愈
口
右
壁
の
紀
年
銘
に
よ
-
元
和
十
五
年
(
八
二
〇
)
｢
此
郡
自
鶴
寺
法
師
利
安

井
諸
大
徳
及
子
女
等
｣
　
の
結
線
に
よ
-
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡
白
鶴
寺

と
は
'
印
州
　
(
印
峠
･
蒲
江
)
　
の
中
心
臨
印
に
帽
の
頃
創
建
さ
れ
､
唐
中
期
に



は
こ
の
地
の
信
仰
活
動
の
拠
点
と
な
っ
て
い
た
寺
院
で
､
盤
陀
寺
摩
崖
と
は
二

(
1
3
)

キ
ロ
と
離
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
地
蔵
･
観
音
並
列
轟
の
図
像
形
式
は
､
附
表
で

見
る
よ
う
に
立
像
が
主
流
の
西
部
地
区
に
あ
っ
て
は
異
色
で
あ
る
が
､
様
式
は

同
摩
崖
の
主
要
轟
に
近
い
こ
と
か
ら
､
元
和
十
五
年
か
ら
さ
ほ
ど
隔
た
ら
な
い

中
唐
末
頃
､
や
は
-
白
鶴
寺
を
拠
点
と
す
る
僧
俗
が
関
与
し
た
造
像
と
推
測
し

て
よ
か
ろ
う
｡

綿
陽
､
梓
蓮

管
見
の
限
-
で
は
作
例
を
見
出
せ
な
い
｡

広
元

千
仏
崖
に
第
九
一
､
二
二
二
附
禽
一
号
'
二
七
〇
､
五
二
一
附
姦
三
五
号
､

図10　広元千仏崖第512号姦附愈35号

地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
放

五
七
六
､
六
一
四
､
八
〇
六
附
姦
二
八
号
轟
の
七
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
､
雷

(
3
)

玉
章
･
王
剣
平
氏
が
報
告
し
て
い
る
.
な
か
で
も
第
五
l
二
号
轟
(
大
雲
古
洞
)

如
来
立
像
北
側
の
左
壁
洞
口
寄
-
に
あ
る
附
姦
三
五
号
轟
は
'
両
菩
薩
の
尊
名

と
紀
年
を
明
記
し
た
造
像
銘
が
あ
-
貴
重
で
あ
る
(
図
1

0
)
｡
浅
い
轟
内
に
並
立

す
る
両
尊
は
と
も
に
蓮
華
座
に
立
ち
､
頭
部
は
破
損
し
て
い
る
が
､
左
像
は
袈

裟
を
着
け
胸
元
に
頚
飾
を
見
せ
た
円
頂
の
比
丘
形
､
右
像
は
宝
撃
を
結
い
天
衣

と
理
路
を
飾
っ
た
菩
薩
形
で
あ
る
｡
姦
外
右
側
の
銘
文
は
｢
天
宝
十
五
載
五
月

十
五
日
-
-
/
□
功
徳
-
天
-
/
比
丘
僧
康
行
奉
-
批
敬
造
ロ
/
□
観
世
音
菩

5
順
E

薩
一
姫
地
蔵
菩
薩
一
姫
｣
と
読
め
る
｡
附
表
に
挙
げ
た
と
お
-
'
紀
年
銘
を
も

つ
作
例
は
全
調
査
地
区
の
う
ち
わ
ず
か
六
件
し
か
確
認
で
き
て
い
な
い
が
､
天

宝
十
五
戟
(
七
五
六
)
は
最
も
早
い
｡
雷
玉
華
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
､
二
二
二

号
附
轟
と
八
〇
六
号
附
轟
の
二
例
も
盛
唐
期
の
作
と
見
ら
れ
､
さ
ら
に
五
七
六

号
食
に
つ
い
て
は
武
周
時
代
に
遡
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
｡
い
ず
れ
も
本
例

と
は
左
右
が
入
れ
替
わ
っ
た
だ
け
で
'
ほ
ぼ
同
様
の
図
像
形
式
で
あ
る
｡

巴
中

南
島
の
崖
而
下
層
に
位
置
す
る
第
八
十
号
轟
に
並
立
像
が
あ
る
｡
像
高
約
五

〇
セ
ン
チ
の
両
尊
は
大
き
な
頭
部
と
ず
ん
ぐ
-
し
た
短
躯
を
特
徴
と
し
'
形
式

化
し
た
印
象
は
あ
る
が
､
轟
外
左
側
に
乾
元
二
年
(
七
五
九
)
　
の
刻
記
が
あ
り
､

お
よ
そ
こ
の
時
期
の
造
像
と
見
ら
れ
る
｡
地
蔵
菩
薩
は
両
手
と
も
手
先
を
欠
失

す
る
が
､
広
元
千
仏
崖
の
諸
例
と
同
様
に
両
手
に
宝
珠
を
持
つ
形
式
で
あ
っ
た

と
推
測
さ
れ
る
｡
ま
た
'
地
蔵
の
光
背
を
円
光
と
し
､
観
音
を
宝
珠
形
頭
光
と

一
〇
九



種類を特定できない持物は?､確認不能または不分明な項は空欄とした

観音菩薩像 特徴的な付属モティー7 筆者実見/ 典拠

配置 体勢 服制 左手 ■持物 右手 ●持物 光背 台座

右 ;>;f 菩薩装 欠 欠 宝珠形頭光 ●身光 サisM > 雲上の亡者､ 乗雲供養菩薩 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下 ■水瓶 胸辺 * ft !蝣;蝣 i 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下 ●欠 胸辺 蓮華座 俗人群像､ 天蓋 筆者実見

右 半伽 (左踏下) 菩薩装 両手で蓮茎 伽 意か) 二重円相 万座 執錫の僧形､ 俗女形､ 子連れ男女 筆者実見

右 借坐か半跡 袈裟か 腹前 ■鉢 鉢上にかざす 宣字座 同根蓮華上七坐仏 M O i

右 半伽 (左踏下) 菩薩装 腹前 ●欠 欠 工蝣'A .-'t七､ 斗十 宣字庭 同根蓮華上七生仏､ 三坐像､ 樹葉 筆者実見

右 半伽 (左踏下) 菩薩装 腹前 ●鉢 鉢上にかざす 宝珠形頭光､ 身光 宣字座 同根蓮華上七坐仏､ 三坐像､ 樹棄 筆者実見

左 立 菩薩装 垂下 ■欠 胸辺にやる - 筆者実見

左 立 袈裟か 両手で蓮茎 蓮華座 右に持幡人物 筆者実見

右 立 菩薩装 腹前 ●? 持物にかざす 頭光 蓮華座 【 筆者実見

右 立 菩薩装 胸辺 ●? 胸辺にやる 宝珠形頭光 lid ! - 筆者実見

右 俸坐 菩薩装 ー蝣'i ff.'蝣 鉢上にかざす 宝珠形頭光 宣字座 - 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下 ■水瓶 胸辺にやる 宝珠形東光 蓮華庄 乗雲の十王など十二束の雲 筆者実見

左 倍坐 菩薩装 両手で蓮茎 蝣i'-W r: 宣字塵 】 筆者実見

右 立 ｣ fr K 両手で数珠 - 筆者実見

坐 白衣観音､ 七仏､ 飛天 『四川道教儒教石窟芸捌

7 ' 立 菩薩装 垂下■? if I- 宝珠形頭光 蓮華座 ¶ 筆者実見

右 怜坐 菩薩装 両手で蓮茎 宣字座 - 筆者実見

左 立 菩薩装 垂下 ■水瓶 句r;11ー∵ 宝珠形頭光 蓮華座 i
筆者実見

左 伶坐 蝣2 -S .R 腹前 ■鉢か 持物にかざす 宝珠形頭光､ 身光 方座 左に持幡菩薩 筆者実見

左 倍坐 菩薩装 腹前■? 屈腎 挙身光 万座 - 筆者実見

右 恰坐 菩薩装 腹前●鉢 鉢上にかざす 宣字座 小坐仏五体 (当初七仏か) 筆者実見

右 半凱 (左踏下) 腹前●鉢か 持物にかざす 宝珠形頭光､ 身光 宣字座 同根蓮華上七坐仏 筆者実見

左 立 菩薩装 欠 胸辺にやる 宝珠形頭光､ 身光 ォ* V. - 筆者実見

右 立 菩薩装 胸辺で持物 屈腎■欠 宝珠形頭光 - 筆者実見

右 立 菩薩装 欠 胸辺にやる 宝珠形頭光 蓮華座 七坐仏､ 持幡菩薩､ 隣頭人物 筆者実見

左 僚坐 菩薩装 腹前 一鉢 鉢上にかざす 二重円相か 蓮華座 - 筆者実見

左 3 1' 菩薩装 腹前●持物 胸辺にやる 円光 蓮華座 同根蓮華上七坐仏 十七-t 'i

右 立 菩薩装 屈腎 屈腎 宝珠形頭光 - 筆者実見

右 立 菩薩装 胸辺にやる 欠 宝珠形頭光 - 筆者実見

右 鉄坐 菩薩装 腹前にやる 屈腎 宝珠形頭光､ 身光 蓮華座 】 筆者実見

r 立 菩薩装 合掌 (後刻) - 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下●水瓶 屈腎 (後刻) 円光 蓮華座 - 千首i;'i

右 立 菩薩装 屈腎●楊柳 垂下■水瓶 - 筆者実見

右 立 菩薩装 11 v 蝣蝣' 屈腎 ■欠 宝珠形頭光 * * '蝣蝣蝣 - 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下■水瓶 屈腎 ■楊柳か 宝珠形頭光 蓮華座 - 筆者実見

右 立 & ォ ｣ 垂下■水瓶 胸前 ●楊柳 宝珠形東光 蓮華座 同根蓮華上七坐仏 i-t K .

左 立 菩薩装 胸辺にやる 垂下 ■水瓶か 宝珠形頭光 蓮華座 - 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下■水瓶 屈腎●楊柳か 宝珠形頭光 蓮華座 ｢ 筆者実見

右 立 l"蝣�"*｣ "蝣｣ 垂下■欠 屈腎●欠 宝珠形頭光 * ァ'蝣蝣蝣 - 筆者実見

r 立 ;蝣蝣蝣-i i'- 垂下●欠 屈腎●欠 蓮華座 ｣ 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下一欠 屈腎 ●欠 宝珠形頭光か 蓮華座 ▼ 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下●欠 屈腎 ■? 宝珠形頭光 - 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下■水瓶 屈腎 ●? 宝珠形頭光 蓮華座 - 筆者実見

左 半伽 (左踏下) 菩薩装 屈腎 欠 - 筆者実見

左 立 riT^ ;" 屈腎 垂下 円座 ｣ 筆者実見

右 半伽 (右踏下 菩薩装 腹前●鉢 屈腎■楊柳か 宝珠形頭光､ 身光 蓮華座 地獄の釜､ 獄卒､ 来賓人物 筆者実見

右 立 菩薩装 垂下ー欠 屈腎●欠 蓮華座 - 筆者実見

右 立 蓮華座 『広元石窟』

左 立 蓮華庭 r∴ ': n -i!.

■ - :∴ u llSi.j

左 立 蓮華座 『広元石創

右 立 円座 J .'.T 十割

■ ■ 立 蓮華座 l'.v :.ii

左 立 菩薩装 欠 垂下■水瓶 ■宝珠形頭光 S ft :j, - 筆者実見



附表　四川地域の地蔵観音並列像作例

地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
致

一

一

一

�"y,,; 県名 摩崖遺跡名 窟姦編号 紀年銘
地蔵菩薩像

配置 体勢 円頂/ 被帽 装身具 左手●持物 右手 ●持物 光背 台座

1 大足 北山仏湾 58 乾季3 896 左 族坐 欠 胸飾 胸辺●欠 胸辺 ●欠 宝珠形頭光､ 身光 蓮華座

2 大足 北山仏湾 82 -
左 立 蝣̂R 胸辺■宝珠 錫杖 蓮華座

3 大足 北山仏湾 ト丁 i 左 立 欠 胸飾 や:i.七 垂下 -欠 蓮華座

4 大足 北山仏湾 L'l -
左 半蜘 (右踏下) 円頂 腹前■宝珠 胸辺で印か C l'l'H 万座

5 大足 北山仏湾 172 - 左 恰坐か半凱 被帽 腺前■宝珠 錫杖 宣字座

Ll 大足 北山仏湾 is; - 左 半蜘 (右踏下) 被帽 腹前●欠 錫杖 ∴�"f-i'is; -1."+-

7 大足 t llr .A l-.M - 左 半蜘 (右踏下) 被帽 胸飾 腹前■欠 ,;サ蝣'蝣'蝣' 二重円相 宣字座

8 大足 t i¥¥::,A ニー - 右 立 被帽 胸飾 胸辺 錫杖

Is! 大足 北山仏湾 241 - 右 羊助ロ(右踏下) ;t fl 腹前■宝珠 錫杖 二重円相 宣字座

い 大足 北山仏湾 244 - 左 立 被帽 腹前■宝珠 錫杖 円光 蓮華座

ll 大足 北山仏湾 248 【 左 立 被帽 屈腎●欠 錫杖 宝珠形頚光 蓮華座

12 大足 北山仏湾 249 - 蝣1 半蜘 (左踏下) 被帽 腹前■? 錫杖 円光 宣字座

13 大足 北山仏湾 253 成平 1001) 左 立 円頂 胸飾 屈腎■欠 垂下 ■欠 宝珠形頭光 蓮華座

14 大足 北山仏湾 275 - 右 半伽 (右踏下) 被帽 腹前,宝珠 錫杖 二重円相 宣字塵

15 大足 北山仏湾 277 - 左 立 被帽 腹前●? 錫杖 -

二n 安岳 庵堂寺 L"天成4 929) 坐 -

: 内江 東林寺 - 左 五 (後補) 胸前で両手で宝珠 宝珠形頭光 蓮華座

18 内江 i tiiu - 左 倍坐 被帽 錫杖 欠 宣字座

19 内江 朔龍山
-

右 立 円頂 胸前で両手で宝珠 宝珠形頭光 蓮華座

'V 内江 朔龍山 広明元 880 石 恰坐 円頂 腹前 -宝珠 膝に置くか 挙身光 方座

∴ 内江 iij立山 - 右 倍坐 円頂 胸飾 腹前 ●宝珠 屈腎 ●欠 挙身光 万座

22 内江 聖水寺 - 左 恰坐■ (後補) 腹前 ■宝珠 膝に置く 宣字座

23 内江 聖水寺 - 左 半伽 (右踏下 欠 腹前 ▲欠 屈腎 円光 宣字座

24 内江 聖水寺 - 右 立 欠 胸前で両手で持物 宝珠形頭光､ 身光 薄やl.¥

25 ~:ri 西岩 】 左 立 欠 胸前で両手で宝珠 円光 -

二rl 資中 西岩 29 【 左 立 欠 胸飾 十''i蝣.蝣;二十1 錫杖 宝珠形譲光 蓮華座

27 資中 西岩 - 右 怜坐 欠 腹前 ■宝珠 膝に置く 二重円相 蓮華座

28 資中 西岩 - 右 伶坐 欠 腹前 ●持物 膝に置く 円光 宣字座

29 資中 西岩 - 左 立 欠 胸飾 胸辺にやる 欠 宝珠形頭光 -

30 資中 西岩 - 左 立 被帽 :vw 胸辺にやる 錫杖 宝珠形頭光 -

31 �"'�"�"[1 重龍山 - 左 扶坐 円頂 蝣.liヰ 膝に置く 宝珠形頭光､ 身光 ォi?-t

32 資中 重龍山 6 - 右 立 被帽 胸辺にやる 錫杖 -

33 �"t蝣蝣蝣千仏岩 3 ▼ 左 立 欠 胸飾 胸辺 (後刻 it ;蝣蝣 円光 ,jiTV ¥f

34 爽江 ' I.'.;' - 右 立 円頂 垂下 ■宝珠 屈腎 ■? 蓮華座

35 .!,蝣' 千仏岩 38 - 左 立 欠 胸飾 屈腎 ■? 垂下 ▲宝環 宝珠形頭光 蓮華座

36 爽江 千仏岩 108 -
左 立 ■ i'n 胸前 ■宝珠 垂下 ●持物 宝珠形頭光 蓮華座

37 爽江 '蝣'一蝣L' : : 】 左 立 n :n 胸前 ■? 垂下か宝環 蓮華座

38 爽江 f-':.P 二巾 - 右 立 円頂 垂下 ●欠 胸前 ■宝珠 宝珠形頭光 蓮華塵

39 爽江 千仏岩 - 左 立 円頂 屈腎 ●欠 垂下 ●宝珠 円光 -

40 丹棟 *}L 4 - 左 立 欠 蝣rf'.'ij 蝣七 垂下 ●欠 円光 蓮華座

41 丹棲 <�"�"I.. 24 - 右 立 欠 欠 錫杖 蝣t :;>ア

42 丹棲 鄭山 33 】 左 立 欠 屈腎 一欠 垂下 一欠 円光 蓮華座

43 丹横 1 l== - 左 立 被帽 腹前 ●宝珠 上に添える 宝珠形頭光

44 蒲江 飛仙閤 38 - 左 立 i- |;i 胸飾 屈腎■払子か 垂下 ■宝珠 iTi-t 巾十 蓮華座

45 蒲江 白岩寺 4 - 右 ~'-f - I.:?-';† (風化) ^ ':蝣!' ' 錫杖か 宣字座

｣い 蒲江 :..]蝣,ォ 19 - 右 立 円頂 欠 欠 円座

LlT 祁昧 盤陀寺 1附畠 - 左 半蜘 (左踏下) 円頂 胸飾 竹'l' 蝣. 腹前 ●宝珠 宝珠形頭光､ 身光 蓮華座

48 広元 |-;:.'! 512附35 天宝15 756 左 立 欠 胸飾 屈腎 , ? :i一蝣蝣'' i 'S v

49 広元 千仏崖 91 - 左 ■立 蓮華座

50 広元 f 蝣.> (蝣�" 2 13肘1 - 右 垂下 ■宝珠 屈腎 ■宝珠 蓮華座

51 広元 千仏崖 : 日 -
右 If 蝣蝣 屈腎

52 広元 千仏崖 う丁い - 右 立 円頂 垂下 ■宝珠 屈腎 ■宝珠 蓮華庭

53 広元 千仏崖 614 - 左 立 蝣.(] 屈腎 垂下 円座

54 広元 千仏崖 806附28 - 立 円頂 垂下 ■宝珠 屈腎 ●宝珠 蓮華座

55 巴中 s t 80 乾元2 759 蝣1 立 円頂 胸飾 腹前 ■欠 屈腎 ■欠 円光 ]=* :=



し
て
双
方
で
変
化
を
設
け
る
や
-
方
は
､
盆
地
西
部
か
ら
東
部
の
大
足
に
至
る

ま
で
原
則
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

以
上
､
附
表
と
併
せ
て
四
川
各
県
に
お
け
る
地
蔵
･
観
音
並
列
像
の
造
像
状

況
を
見
て
き
た
が
､
地
理
的
､
時
代
的
な
様
態
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
総
括

で
き
よ
う
｡

一
､
当
図
像
の
造
像
は
'
お
よ
そ
四
川
盆
地
北
部
か
ら
西
部
へ
､
そ
し
て
東
部

へ
と
推
移
し
た
｡
す
な
わ
ち
､
北
部
の
広
元
､
巴
中
地
区
で
は
主
に
八
世
紀

前
後
よ
-
盛
唐
時
代
に
か
け
て
制
作
さ
れ
､
西
部
の
祁
峠
､
蒲
江
'
丹
稜
､

爽
江
で
は
中
唐
か
ら
晩
唐
の
時
期
､
東
よ
り
の
資
中
､
内
江
で
は
晩
唐
か
ら

五
代
に
か
け
て
の
時
期
が
中
心
で
あ
り
､
大
足
に
お
い
て
は
晩
唐
末
に
開
始

さ
れ
て
五
代
か
ら
北
宋
時
代
に
か
け
相
次
い
で
造
像
さ
れ
た
｡

一
､
流
行
の
状
況
を
見
る
と
､
北
部
お
よ
び
西
部
で
は
む
し
ろ
低
調
で
あ
る
が
､

資
中
､
内
江
か
ら
大
足
に
か
け
て
は
盛
行
し
た
｡
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
､
晩

唐
以
降
北
未
に
至
る
十
世
紀
が
流
行
期
の
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
｡

こ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
'
大
足
に
近
い
安
岳
で
の
作
例
の
乏
し
さ
に
つ
い
て

は
説
明
し
難
い
の
で
あ
る
が
'
か
わ
-
に
地
蔵
十
王
図
が
散
見
さ
れ
る
こ
と

は
注
意
し
て
よ
い
｡

二
　
そ
う
し
た
時
間
的
､
地
理
的
推
移
と
と
も
に
､
図
像
も
ま
た
変
化
し
た
｡

主
に
盛
唐
･
中
唐
期
の
北
部
か
ら
西
部
の
作
例
で
は
両
尊
を
立
像
と
す
る
の

が
主
流
で
あ
っ
た
が
'
晩
唐
･
五
代
の
作
が
中
心
の
資
中
､
内
江
に
お
い
て

は
伶
坐
像
な
い
し
は
半
凱
倍
坐
像
と
す
る
作
例
が
目
立
っ
て
増
加
す
る
｡
地

一

一

二

蔵
菩
薩
に
つ
い
て
は
､
宝
珠
を
執
る
点
は
地
区
や
時
代
に
限
ら
ず
ほ
ぼ
固
定

し
て
い
る
が
､
立
像
･
円
頂
か
ら
伶
坐
･
被
帽
形
へ
と
流
行
が
移
-
'
そ
れ

と
と
も
に
錫
杖
を
執
る
形
式
が
定
型
化
し
た
｡
そ
の
結
果
､
晩
唐
か
ら
は
被

帽
形
で
錫
杖
を
執
る
地
蔵
倦
坐
像
と
､
左
手
で
鉢
を
持
ち
右
手
の
楊
柳
を
添

え
る
観
音
伶
坐
像
の
並
列
が
､
最
も
一
般
的
に
な
る
｡

一
㌧
　
四
川
地
域
の
石
窟
摩
崖
の
う
ち
で
年
代
的
に
最
後
に
位
置
す
る
大
足
に
お

い
て
は
､
上
記
の
定
型
的
形
式
を
主
流
と
す
る
ほ
か
､
そ
れ
ま
で
の
各
地
各

時
期
に
行
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
図
像
形
式
が
い
わ
ば
集
積
し
た
か
た
ち
で
一

堂
に
見
ら
れ
る
｡
発
願
者
や
彫
工
が
豊
富
な
図
像
メ
ニ
ュ
ー
の
な
か
か
ら
自

由
に
選
択
し
た
こ
と
が
伺
え
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
先
に
も
述
べ
た
通
-
､
地
蔵
･
観
音
並
列
像
の
図
像
形
式
の
こ

う
し
た
豊
富
さ
は
､
そ
も
そ
も
は
そ
れ
ぞ
れ
の
菩
薩
の
多
様
な
像
形
式
が
も
た

ら
し
た
結
果
と
言
え
る
が
'
一
方
で
､
爽
江
､
資
中
､
内
江
､
大
足
で
見
出
せ

る
七
坐
仏
を
付
属
さ
せ
た
一
連
の
作
例
は
､
地
蔵
･
観
音
並
列
像
が
特
徴
あ
る

(S)

ひ
と
つ
の
固
有
の
図
像
形
式
を
成
立
さ
せ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ

に
は
た
だ
人
気
の
あ
る
両
尊
を
寄
せ
併
せ
た
に
と
ど
ま
ら
な
い
､
並
列
像
な
ら

で
は
の
信
仰
的
意
味
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
ま
た
､
被
帽
形
で
錫
杖
を
執
る

い
わ
ゆ
る
被
帽
地
蔵
像
と
持
鉢
･
楊
柳
手
の
観
音
倍
坐
像
の
組
み
合
わ
せ
が
'

両
尊
並
列
像
の
ひ
と
つ
の
定
型
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
､
図
像
形
式
に
寵

め
ら
れ
た
信
仰
的
意
味
が
検
討
さ
れ
て
よ
い
｡
こ
れ
ら
の
問
題
は
畢
寛
､
観
音

よ
-
も
む
し
ろ
地
蔵
に
対
す
る
信
仰
の
展
開
-
現
世
利
益
を
も
た
ら
す
ほ
と
け

と
し
て
の
信
仰
か
ら
､
地
獄
か
ら
の
救
済
者
と
し
て
の
信
仰
へ
の
展
開
-
に
関



わ
る
も
の
で
､
七
仏
の
付
属
や
､
持
鉢
･
楊
柳
手
の
観
音
と
の
組
み
合
わ
せ
の

定
型
化
は
'
地
蔵
信
仰
の
文
脈
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ

で
は
､
地
蔵
菩
薩
像
の
霊
験
を
集
成
し
た
　
『
地
蔵
菩
薩
像
霊
験
記
』
　
の
巻
頭
に

載
る
　
｢
梁
朝
善
寂
寺
董
地
蔵
放
光
之
記
｣
は
､
い
ず
れ
の
時
点
の
い
か
な
る
状

況
を
反
映
し
た
資
料
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡

三
　
徳
陽
善
寂
寺
壁
画
の
霊
験
記

(S)

｢
梁
朝
善
寂
寺
宝
地
蔵
放
光
之
記
｣
は
以
下
の
六
段
か
ら
成
っ
て
い
る
｡

①
　
梁
朝
漠
州
徳
陽
斯
善
寂
寺
東
廊
上
張
僧
額
服
誠
稽
讐
董
地
蔵
菩
薩
井
観
音

各
1
躯
｡
状
若
僧
貌
｡
欽
披
而
坐
｡
時
人
轄
樽
｡
異
光
換
費
｡

②
　
至
麟
徳
元
年
｡
寺
僧
轄
敬
｡
歎
(
欲
)
異
於
常
｡
是
以
将
楯
親
(
後
絹
就
)

壁
上
｡
散
(
模
写
)
　
将
供
養
｡
鷺
光
無
異
｡
時
人
展
轄
模
宕
甚
衆
｡

③
　
至
麟
徳
三
年
王
　
(
玉
)
記
赴
任
資
州
別
史
｡
常
(
普
)
以
横
幕
｡
精
誠
供

養
｡
同
行
船
有
十
膿
(
隻
)
｡
忽
遇
風
(
悪
風
)
頓
起
｡
九
膿
没
溺
｡
遭
此

波
涛
｡
唯
王
　
(
玉
)
　
記
船
吏
(
吏
)
無
恐
怖
｡
将
知
菩
薩
弘
大
慈
悲
｡
有

如
是
威
力
蔦
｡

④
　
至
垂
洪
三
(
二
)
年
天
后
聞
之
｡
勅
令
董
人
横
幕
｡
放
光
如
前
｡
於
同
(
内
)

道
場
供
養
｡

⑤
　
至
干
大
暦
元
年
｡
賓
毒
寺
大
徳
｡
於
道
場
中
見
光
異
相
｡
寓
表
間
奏
｡
帝

乃
度
心
頂
穫
讃
歎
其
光
｡
菩
薩
硯
光
時
国
常
(
普
)
　
安
泰
｡

⑥
　
復
有
商
人
妻
｡
妊
娠
経
二
十
八
月
不
産
｡
忽
陪
光
明
｡
便
模
寓
｡
一
心
馨

地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
放

願
於
菩
薩
｡
雷
夜
便
生
1
男
｡
相
好
端
厳
｡
而
見
者
歓
喜
｡
挙
世
鋸
放
光

菩
薩
夫
｡
(
括
弧
内
は
直
前
の
字
に
つ
い
て
の
別
本
の
表
記
｡
注
1
7
参
照
)

こ
の
霊
験
像
の
像
容
を
説
明
し
て
い
る
の
が
①
の
｢
状
若
僧
貌
｡
欽
披
而
坐
｣

で
あ
る
が
､
文
意
は
明
瞭
で
は
な
い
｡
｢
飲
披
｣
の
二
文
字
は
読
解
で
き
ず
'
比

丘
形
で
坐
像
で
あ
っ
た
こ
と
だ
け
が
わ
か
る
が
､
こ
の
語
句
は
地
蔵
像
に
つ
い

て
述
べ
る
も
の
と
も
両
像
共
に
係
る
も
の
と
も
解
釈
で
き
'
従
来
後
者
の
解
釈
'

す
な
わ
ち
地
蔵
の
み
な
ら
ず
観
音
も
ま
た
比
丘
形
で
画
か
れ
た
と
い
う
意
味
に

読
ま
れ
て
い
る
｡
こ
の
霊
験
説
話
は
日
本
へ
も
早
-
か
ら
伝
わ
り
､
『
阿
婆
縛

抄
』
巻
第
二
三
｢
放
光
｣
条
に
｢
放
光
菩
薩
記
｣
と
し
て
ほ
ぼ
同
文
が
収
録

さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
長
宴
撰
述
の
　
『
四
十
帖
決
』
を
引
用
付
記
し
て
　
｢
帖

云
､
其
菩
薩
像
､
両
比
丘
像
也
｡
而
不
知
何
レ
カ
地
蔵
何
力
観
音
-
｣
､
す
な
わ

ち
双
方
比
丘
形
で
い
ず
れ
が
地
蔵
か
観
音
か
区
別
が
つ
か
な
い
と
記
し
て
い
る
｡

と
す
れ
ば
､
北
山
仏
湾
第
二
四
言
号
食
の
よ
う
に
､
観
音
を
菩
薩
装
で
は
な
く

僧
衣
を
ま
と
う
姿
と
す
る
形
式
の
こ
と
か
と
も
思
え
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
地

蔵
･
観
音
並
列
像
の
図
像
的
特
徴
は
､
前
章
で
績
々
見
て
き
た
と
お
-
両
者
を

明
瞭
に
区
別
し
て
表
わ
す
こ
と
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
-
､
比
丘
形
･
菩
薩
形
の

別
の
み
な
ら
ず
､
1
万
を
宝
珠
形
頭
光
と
し
他
方
を
円
光
と
し
た
-
､
こ
の
第

二
四
一
号
轟
の
よ
う
に
坐
像
と
立
像
を
以
っ
て
一
組
と
す
る
こ
と
さ
え
行
わ
れ

て
き
た
｡
こ
の
件
-
は
､
地
蔵
像
に
つ
い
て
の
説
明
と
解
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
｡

こ
の
壁
画
が
南
朝
梁
の
画
家
で
あ
る
張
僧
額
の
筆
と
称
さ
れ
た
の
は
､
冒
頭

で
述
べ
た
通
-
付
会
の
説
に
違
い
な
い
｡
し
か
し
『
南
史
』
武
陵
王
紀
伝
に
よ

れ
ば
､
張
僧
額
は
､
武
帝
最
晩
年
の
太
清
初
　
(
五
四
七
)
　
に
勅
命
で
局
に
至
-
､

f
　
二
二



益
州
別
史
で
あ
っ
た
第
八
皇
子
粛
紀
の
肖
像
を
画
い
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
お
-
'

あ
な
が
ち
当
地
と
縁
の
な
い
画
家
で
は
な
か
っ
た
｡
周
知
の
通
-
彼
は
'
顧
憧

之
､
陸
探
徴
'
呉
道
玄
と
並
び
称
さ
れ
て
き
た
が
､
そ
う
し
た
評
価
は
初
唐
以

降
に
急
激
に
高
ま
っ
た
も
の
で
あ
-
､
と
-
わ
け
名
人
伝
説
と
も
い
う
べ
き
神

秘
的
逸
話
が
目
立
っ
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
､
盛
唐
末
乃
至
中
唐
以

降
の
こ
と
で
あ
る
｡
筆
者
は
嘗
て
そ
の
間
の
事
情
や
背
景
に
つ
い
て
論
じ
た
こ

(2)

と
が
あ
-
､
詳
し
-
は
そ
の
旧
稿
に
譲
る
が
､
張
僧
額
の
再
評
価
と
一
連
の
伝

説
的
逸
話
の
成
立
は
､
唐
王
朝
に
お
い
て
　
｢
国
朝
第
一
｣
　
の
　
｢
画
聖
｣
と
し
て

絶
対
視
さ
れ
る
に
至
る
呉
道
玄
の
評
価
の
確
立
と
'
表
裏
一
体
の
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
る
｡
徳
陽
善
寂
寺
の
地
蔵
･
観
音
並
列
像
の
霊
験
譜
に
張
僧
額
を
登
場

さ
せ
た
に
つ
い
て
も
､
張
僧
舘
の
生
ま
れ
変
わ
-
と
言
わ
れ
た
呉
道
玄
へ
向
け

た
意
識
を
無
視
で
き
な
い
｡
す
な
わ
ち
'
こ
の
図
像
の
由
緒
を
古
-
梁
代
ま
で

遡
ら
せ
て
喧
伝
し
た
か
っ
た
だ
け
で
は
な
-
､
唐
朝
の
都
-
長
安
･
洛
陽
-
を

活
躍
の
場
と
し
た
呉
道
玄
と
は
異
な
-
､
あ
-
ま
で
江
南
と
四
川
で
活
躍
し
た

張
僧
鯨
を
引
き
合
い
に
出
し
て
､
長
安
･
洛
陽
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
と
い
う

こ
の
萄
地
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
喧
伝
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
｡

さ
ら
に
'
④
⑤
で
は
唐
の
歴
代
皇
帝
の
う
ち
で
特
に
仏
教
信
仰
が
篤
か
っ
た

則
夫
武
后
と
代
宗
を
引
き
合
い
に
出
し
､
皇
帝
ま
で
も
が
当
像
に
関
心
を
寄
せ

敬
慶
に
供
養
し
た
様
子
を
述
べ
る
｡
こ
う
し
た
語
-
方
に
よ
る
権
威
付
け
は
中

国
の
仏
教
霊
験
記
の
常
套
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
も
ま
た
地
元
の
四
川
の
仏
像
が

中
央
で
も
尊
崇
さ
れ
た
と
い
う
体
裁
に
な
っ
て
い
る
｡
た
わ
い
な
い
文
辞
の
な

か
に
､
地
元
四
川
の
自
負
と
中
原
の
主
都
へ
の
対
抗
意
識
が
見
え
隠
れ
し
て
い

一
t
四

る
印
象
を
拭
え
な
い
｡

さ
て
､
こ
の
地
蔵
･
観
音
並
列
像
の
利
益
は
③
⑥
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
ま

ず
水
難
の
救
済
で
あ
る
｡
壁
画
が
あ
っ
た
と
い
う
徳
陽
と
王
記
が
赴
任
す
る
資

州
　
(
現
在
の
資
中
)
　
は
と
も
に
柁
江
沿
い
に
位
置
す
る
の
で
､
柁
江
を
下
る
船

旅
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
｡
柁
江
の
岸
辺
に
ほ
ど
近
い
資
中
西
岩
摩
崖
に
地
蔵
･

観
音
並
列
像
が
集
中
的
に
残
っ
て
い
る
状
況
は
'
前
章
に
述
べ
た
通
-
で
あ
り
､

こ
の
霊
験
記
の
背
景
に
実
際
の
信
仰
と
造
像
の
流
行
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
｡

さ
ら
に
､
安
産
に
験
が
あ
る
と
い
う
｡
二
十
八
箇
月
の
末
の
出
産
と
は
何
と

も
荒
唐
無
稽
で
あ
る
が
､
『
覚
禅
紗
』
巻
第
三
九
聖
観
音
之
上
に
｢
唐
開
元
寺
堂

壁
｡
観
音
地
蔵
二
体
相
並
槍
之
｡
世
人
名
放
光
菩
薩
｡
婦
人
皆
蒙
平
産
云
々
｣

と
い
う
記
述
が
あ
り
､
開
元
寺
が
設
け
ら
れ
た
唐
代
後
半
期
に
は
こ
の
図
像
が

放
光
菩
薩
の
名
の
下
に
流
行
し
､
安
産
祈
願
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
様
子
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
｡
地
蔵
･
観
音
並
列
像
と
安
産
の
利
益
に
つ
い
て
は
'
両
菩

薩
を
そ
れ
ぞ
れ
地
と
天
に
配
し
て
　
｢
天
地
感
応
-
陰
陽
和
合
の
霊
能
に
基
づ
く

こ
と
で
､
放
光
と
い
う
の
も
ま
た
そ
う
い
う
和
合
の
際
の
発
光
現
象
｣
　
で
あ
る

(2)

と
論
じ
た
小
林
太
市
郎
氏
の
説
が
注
目
さ
れ
､
〓
疋
の
説
得
力
を
も
つ
も
の
と

思
わ
れ
る
が
､
い
ず
れ
に
せ
よ
き
わ
め
て
民
衆
的
な
信
仰
の
あ
-
方
で
あ
る
｡

ま
た
､
⑤
で
は
放
光
の
霊
験
が
国
の
安
泰
を
保
障
す
る
と
い
う
護
国
的
利
益
を

(
2
0
)

述
べ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
｡

水
難
救
済
､
安
産
､
護
国
の
功
徳
と
は
､
『
法
華
経
』
観
音
普
門
品
や
『
地
蔵

十
輪
経
』
　
に
説
か
れ
る
現
世
的
利
益
に
他
な
ら
な
い
が
､
こ
こ
に
六
道
抜
苦
'



地
獄
か
ら
の
救
済
や
浄
土
往
生
の
利
益
が
盛
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
は
意
外
の

感
が
あ
る
｡
『
地
蔵
菩
薩
像
霊
験
記
』
　
に
は
徳
陽
善
寂
寺
壁
画
の
ほ
か
に
も
地

蔵
･
観
音
並
列
像
の
霊
験
が
収
録
さ
れ
て
お
-
､
第
三
十
｢
顕
徳
寺
釈
道
真
造

地
蔵
像
感
応
記
｣
　
で
は
こ
の
二
菩
薩
像
を
造
る
と
三
悪
道
が
空
に
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
大
山
府
君
ら
の
　
｢
憂
悩
｣
が
語
ら
れ
､
第
三
二
　
｢
台
州
陳
健
為
父
母

造
地
蔵
像
感
通
記
｣
で
は
二
菩
薩
像
を
造
っ
た
　
(
地
蔵
像
･
観
音
像
を
そ
れ
ぞ

れ
父
と
母
の
た
め
に
充
て
た
よ
う
で
あ
る
)
　
功
徳
に
よ
-
､
閤
羅
王
に
長
寿
を

約
さ
れ
て
冥
府
か
ら
蘇
生
し
た
話
が
載
る
｡
文
中
の
叙
述
に
よ
れ
ば
前
者
が
隆

興
年
中
(
二
六
三
)
､
後
者
が
乾
徳
四
年
(
九
六
六
)
の
こ
と
｡
地
蔵
･
観
音

両
菩
薩
に
こ
う
し
た
地
獄
か
ら
の
救
済
と
浄
土
へ
の
引
導
を
託
す
る
信
仰
が
大

流
行
す
る
の
は
､
冥
界
十
王
信
仰
を
阿
弥
陀
浄
土
信
仰
と
結
び
つ
け
た
法
要
を

広
め
た
､
沙
門
蔵
川
の
功
績
に
帰
せ
ら
れ
る
｡
蔵
川
は
成
都
の
巨
利
大
聖
慈
寺

に
止
住
し
､
法
照
の
五
会
念
仏
教
に
傾
倒
し
た
浄
土
教
者
で
あ
っ
た
が
､
『
地
獄

十
王
経
』
に
讃
文
を
付
加
し
た
『
仏
説
預
修
十
王
生
七
経
』
を
撰
述
し
た
の
が
､

唐
末
乃
至
は
前
萄
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
に
比
し
て
､
善
寂
寺
壁
画
の
説

話
は
､
地
獄
政
苦
へ
重
点
が
移
る
以
前
の
現
世
利
益
を
期
待
す
る
地
蔵
菩
薩
信

仰
を
反
映
し
て
い
る
｡
十
世
紀
末
に
常
謹
が
採
録
し
た
こ
の
説
話
は
､
1
股
に

張
僧
額
へ
の
付
会
が
顕
著
に
な
る
の
が
中
唐
以
降
で
あ
る
こ
と
を
も
併
せ
考
え

る
と
'
九
世
紀
頃
の
四
川
に
お
い
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
｡

四
　
お
わ
り
に

尊
像
を
二
体
並
列
す
る
図
像
形
式
の
出
現
は
'
法
華
経
信
仰
を
象
徴
す
る
釈

迦
多
宝
並
坐
像
の
造
形
化
を
契
機
と
し
た
と
推
測
さ
れ
る
が
'
い
ず
れ
に
せ
よ

造
像
に
際
し
て
は
'
作
善
に
よ
る
功
徳
が
独
尊
像
を
造
る
よ
り
も
大
き
い
と
い

う
期
待
と
と
も
に
､
二
体
と
す
る
こ
と
で
尊
像
の
威
徳
力
が
倍
加
増
幅
す
る
と

考
え
ら
れ
た
に
ち
が
い
な
い
｡
地
蔵
と
観
音
の
場
合
'
と
も
に
現
世
の
諸
難
救

済
の
利
益
が
期
待
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
-
､
か
た
や
出
家
修
道
者
の
姿
､
か
た

や
世
俗
的
貴
人
の
姿
で
あ
ら
わ
さ
れ
､
地
と
天
､
陰
と
陽
に
配
さ
れ
る
な
ど
相

互
補
完
的
ま
た
二
而
一
的
な
対
偶
で
あ
る
こ
と
が
'
た
と
え
ば
安
産
の
利
益
を

も
た
ら
す
放
光
菩
薩
と
し
て
の
信
仰
を
生
み
､
さ
ら
に
は
､
悪
道
か
ら
の
救
済

と
浄
土
へ
の
引
導
と
い
う
一
種
の
連
携
プ
レ
ー
が
期
待
さ
れ
て
'
大
衆
の
心
を

掴
ん
だ
の
で
あ
っ
た
｡
こ
う
し
た
信
仰
の
あ
-
方
の
多
様
性
､
重
層
性
が
､
地

蔵
･
観
音
並
列
像
の
図
像
の
豊
富
さ
､
複
雑
さ
を
生
ん
で
い
る
｡
中
原
や
敦
煙

(｣)

の
状
況
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
が
､
他
地
域
に
比

し
て
と
-
わ
け
郷
土
的
な
説
話
や
信
仰
'
そ
れ
を
背
景
と
し
た
造
像
活
動
が
観

察
で
き
る
の
が
､
四
川
地
域
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡

地
蔵
･
観
音
並
列
像
資
料
致

注

(
-
)
　
胡
文
和
『
四
川
道
教
悌
敦
石
窟
芸
術
』
　
(
四
川
人
民
出
版
社
'
一
九
九
四
年
)
一
頁
｡

(
2
)
　
雷
玉
章
･
王
剣
平
『
広
元
石
窟
』
(
広
元
皇
津
寺
博
物
館
･
成
都
市
文
物
考
古
研
究
所
､

巴
萄
書
杜
'
二
〇
〇
二
年
)
ー
雷
玉
華
･
程
崇
勘
『
巴
中
石
窟
』
　
(
巴
中
市
文
管
所
･
成

I
 
I
 
w



都
市
文
物
考
古
研
究
所
､
巴
萄
書
社
'
二
〇
〇
三
年
)

(
3
)
　
張
総
『
地
蔵
信
仰
研
究
』
　
(
北
京
　
宗
教
文
化
出
版
社
'
二
〇
〇
三
年
)

(
4
)
　
劉
長
久
'
胡
文
和
､
李
永
勉
『
大
足
石
刻
内
容
給
録
』
(
四
川
省
社
会
科
学
院
出
版
社
､

t
九
八
五
年
)

(
5
)
　
張
総
氏
は
十
体
の
小
仏
像
と
見
て
､
十
王
の
形
象
と
の
関
係
の
有
無
は
考
察
の
価
値

あ
-
と
注
記
し
て
い
る
O
張
総
前
掲
書
l
八
七
頁
o

(
6
)
　
張
総
氏
は
観
音
'
地
蔵
､
日
光
､
月
光
四
菩
薩
像
と
す
る
｡
張
総
前
掲
書
一
九
四
頁
｡

(
7
)
　
聖
水
寺
大
悲
殿
内
の
摩
崖
道
像
に
は
ー
千
手
観
音
の
右
側
の
三
尊
轟
に
乾
季
三
午

(
八
九
六
)
銘
の
造
像
記
が
あ
り
'
当
該
麿
崖
遺
跡
の
お
よ
そ
の
造
営
年
代
が
わ
か
る
｡

(
8
)
　
胡
文
和
氏
は
第
二
､
五
､
一
七
㌧
一
九
､
二
九
､
三
三
㌧
　
四
三
ー
四
六
､
六
七
､
八

三
､
八
四
､
八
七
､
九
二
号
嘉
の
十
三
箇
轟
を
列
挙
し
て
い
る
｡
但
し
､
現
地
で
は
編

号
は
不
分
明
で
あ
る
上
､
西
側
の
羅
漢
洞
内
は
泉
水
が
満
ち
て
お
-
大
半
の
嘉
は
水
没

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
o

(
9
)
　
胡
文
和
前
掲
書
四
九
頁
に
翻
刻
が
あ
る
が
､
筆
者
と
は
若
干
相
違
す
る
｡
特
に
胡
氏

は
｢
引
路
王
菩
薩
｣
と
記
す
が
'
実
見
の
限
-
で
は
｢
王
｣
　
の
刻
字
は
見
え
な
い
｡

(
S
)
　
引
路
菩
薩
に
関
す
る
主
な
研
究
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
｡
坂
本
善
隆
｢
引
路
菩
薩
信

仰
と
地
蔵
十
王
信
仰
｣
(
『
東
方
学
報
』
京
都
一
､
一
九
三
一
年
｡
『
塚
本
善
隆
著
作
集
第

七
巻
　
浄
土
宗
史
･
美
術
篇
』
大
乗
出
版
社
t
 
l
九
七
五
年
所
収
)
､
松
本
集
一
『
敦
塩

画
の
研
究
　
図
像
篇
』
　
(
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
､
一
九
三
七
年
)

(
;
=
:
)
　
張
総
氏
は
持
物
を
浄
瓶
と
す
る
　
(
張
総
前
掲
書
二
百
頁
)
　
が
'
第
二
指
と
第
五
指
を

伸
ば
し
第
三
㌧
　
四
指
を
屈
し
て
垂
下
し
た
形
は
､
南
北
朝
時
代
以
来
環
状
持
物
の
持
ち

方
と
し
て
定
型
的
な
表
現
で
あ
-
'
同
じ
爽
江
千
仏
岩
屋
第
三
八
号
轟
に
明
ら
か
に
心

葉
形
環
状
持
物
を
執
る
例
が
あ
る
｡

(
2
)
　
外
姦
高
五
〇
セ
ン
チ
､
幅
四
四
セ
ン
チ
､
奥
行
一
〇
セ
ン
チ
､
像
高
二
四
セ
ン
チ
｡

(
"
)
　
唐
代
中
期
に
お
け
る
印
州
の
信
仰
状
況
に
つ
い
て
は
ー
肥
田
路
美
｢
四
川
省
印
峡
花

置
寺
摩
崖
の
千
仏
姦
-
触
地
印
如
来
像
の
意
味
を
中
心
に
1
｣
　
(
『
奈
良
美
術
研
究
』
三

号
'
早
稲
田
大
学
奈
良
美
術
研
究
所
ー
二
〇
〇
五
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(
1
)
　
雷
玉
華
･
王
剣
平
注
2
前
掲
書
一
二
九
頁
t
 
l
三
四
頁
表
三
｡

l l六

(
｣
)
　
注
2
前
掲
書
五
八
頁
｡

(
1
6
)
　
敦
塩
一
六
六
窟
東
壁
南
側
の
盛
唐
期
の
地
蔵
観
音
並
列
像
に
､
両
尊
の
間
に
差
し
出

さ
れ
た
地
蔵
の
右
手
指
先
か
ら
雲
気
が
立
ち
昇
-
'
頭
上
で
広
が
っ
た
雲
上
に
横
一
列

に
七
体
の
坐
仏
を
表
わ
し
た
例
が
あ
り
､
四
川
地
域
と
教
壇
と
の
関
係
性
を
考
え
る
上

で
も
注
目
さ
れ
る
｡
浅
井
和
春
｢
平
安
前
期
地
蔵
菩
薩
像
の
研
究
｣
　
(
『
東
京
国
立
博
物

館
紀
要
』
　
二
二
号
､
1
九
八
七
年
)
　
挿
図
3
参
照
O

(
S
)
　
『
F
t
i
続
蔵
経
』
第
1
四
九
冊
所
収
｡
同
記
事
は
非
濁
の
『
三
宝
感
応
要
略
録
』
巻
下
第

三
十
に
も
収
録
さ
れ
て
お
-
,
字
句
の
違
い
に
つ
い
て
は
引
用
文
中
の
括
弧
に
挙
げ
た
｡

(
3
)
　
肥
田
路
美
｢
張
僧
孫
の
画
業
と
伝
説
1
時
に
唐
時
代
に
お
け
る
評
述
の
あ
り
方
を
め

ぐ
っ
て
｣
　
(
『
東
洋
美
術
史
論
叢
』
吉
村
怜
博
士
古
稀
記
念
会
､
雄
山
閣
出
版
､
一
九
九

九
年
)

(
2
)
　
小
林
太
市
郎
｢
唐
代
の
救
苦
観
音
｣
　
(
『
小
林
太
市
郎
著
作
集
第
七
巻
　
仏
教
嚢
術
の

研
究
』
淡
交
社
､
一
九
七
四
年
)
､
同
｢
童
子
経
法
及
び
童
子
経
里
奈
羅
｣
(
『
密
教
研
究
』

四
八
号
)
｡

I
c
m
;
　
や
や
唐
突
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
'
皇
帝
権
に
よ
る
廃
仏
を
想
定
し
て
加
え

た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
｡

(
｣
)
　
中
原
'
敦
塩
の
地
蔵
･
観
音
並
列
像
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
､
肥
田
路
美
｢
関
干
四

川
地
区
的
観
音
地
蔵
並
列
像
｣
(
『
大
足
石
刻
国
際
学
術
研
討
会
論
文
忙
編
(
二
)
』
所
収
､

二
〇
〇
五
年
)
参
照
｡

(
付
記
)
　
本
稿
に
関
す
る
現
地
調
査
に
当
た
っ
て
は
､
大
足
石
刻
博
物
館
黍
方
銀
副
館
長
I

資
中
市
文
物
管
理
所
李
建
初
所
長
'
内
江
市
文
物
管
理
所
万
立
新
所
長
､
同
高
暁
賓
所
長
､

祁
峡
市
文
物
管
理
所
胡
立
嘉
所
長
､
蒲
江
県
文
物
管
理
所
夏
曙
所
長
､
成
都
市
文
物
考
古
研

究
所
雷
玉
章
女
史
ら
よ
-
特
段
の
ご
高
配
を
戴
い
た
｡
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い
｡

本
稿
に
掲
載
し
た
図
版
は
い
ず
れ
も
筆
者
撮
影
に
よ
る
｡

本
稿
は
ー
文
部
科
学
省
二
〇
〇
五
年
度
オ
ー
プ
ン
･
リ
サ
ー
チ
･
セ
ン
タ
ー
整
備
事
業
特

別
研
究
費
助
成
に
よ
る
｢
日
本
文
化
の
源
流
に
関
す
る
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
｣
　
の
研
究

成
果
の
1
部
で
あ
る
O


