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仏
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三
一

は
じ
め
に

敦
煌
莫
高
窟
蔵
経
洞
か
ら
ス
タ
イ
ン
が
将
来
し
現
在
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
国
立
博

物
館
と
大
英
博
物
館
に
分
割
分
蔵
さ
れ
て
い
る
「
絹
本
西
域
仏
菩
薩
図
像
集
」

（Ch.xxii.0023

）
は
、
イ
ン
ド
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
中
央
ア
ジ
ア
な
ど
に
お
け
る

著
名
な
仏
像
を
集
め
た
図
像
集
的
な
構
成
を
も
つ
作
品
と
し
て
知
ら
れ
る
。
朽

損
が
激
し
い
も
の
の
二
十
一
な
い
し
二
十
二
体
の
尊
像
が
残
っ
て
お
り
、
発
見

者
で
あ
る
ス
タ
イ
ン
を
は
じ
め
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
ソ
ー
パ
ー
、
ア
ー
サ
ー
・

ウ
ェ
イ
リ
ー
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
ド
、
ロ
デ
リ
ッ
ク
・
ウ
ィ
ッ
ト

フ
ィ
ー
ル
ド
、
榮
新
江
ら
が
尊
像
の
比
定
や
年
代
推
定
を
試
み
て
き
た
（
１
）。
筆
者

も
ま
た
、
か
ね
て
熟
覧
調
査
の
う
え
一
部
の
尊
像
に
関
す
る
指
摘
や
復
元
図
の

提
示
を
し
て
き
た
も
の
の
（
２
）、
こ
の
き
わ
め
て
特
異
な
構
成
と
内
容
を
も
っ
た
興

味
深
い
作
品
が
投
げ
か
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
は
、
い
ま
だ
ほ
と
ん
ど
解
明
さ

れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
描
か
れ
て
い
る
仏
菩
薩
像
は
ど
の
よ
う
な
尊
像

な
の
か
、
著
名
な
仏
像
を
集
成
し
た
と
す
れ
ば
何
を
ど
う
写
し
た
こ
と
に
な
る

の
か
、
そ
う
し
た
図
像
に
発
願
文
を
記
す
た
め
の
欄
を
付
し
て
一
幅
と
す
る
こ

と
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
人
の
ど
の
よ
う
な
信
仰
に
よ
る
も
の
な
の
か
。
す
で

に
提
唱
さ
れ
て
い
る
制
作
年
代
に
つ
い
て
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
こ
の
作
品
の
名
称
に
つ
い
て
も
本
稿
の
題
目
に
掲
げ
た

も
の
が
必
ず
し
も
妥
当
と
は
思
え
な
い
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
本
作
品
の
概
要
と
こ
れ
に
関
す
る
先
行
研
究
を
確

認
し
、
イ
ン
ド
と
英
国
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
断
片
の
図
像
や
傍
題
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
な
が
ら
、
尊
像
の
解
釈
を
中
心
に
私
見
を
述
べ
る
こ
と
で
作
品
研
究

の
着
手
点
と
し
た
い
。

一　

作
品
の
概
要

本
作
品
は
、
一
九
二
一
年
出
版
の
ス
タ
イ
ン
の
『
セ
リ
ン
デ
ィ
ア
』
で
初
め

て
紹
介
さ
れ
た
。
同
書
に
は
尊
像
が
上
下
四
段
に
並
ぶ
形
で
表
装
さ
れ
た
写
真

敦
煌
蔵
経
洞
将
来
「
絹
本
西
域
仏
菩
薩
図
像
集
」
の
初
歩
的
考
察

│
│ 

ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
国
立
博
物
館
所
蔵
断
片
の
い
く
つ
か
の
図
像
を
中
心
に

肥　

田　

路　

美



三
二

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
３
）。
そ
の
後
、
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
と
ロ
ン
ド
ン
と
の
間
で
ス
タ

イ
ン
収
集
品
の
分
割
が
行
わ
れ
た
際
に
、
両
館
に
分
蔵
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

比
較
的
ま
と
ま
っ
た
大
き
な
断
片
で
あ
る
ニ
ュ
ー
デ
リ
ー
の
分
（
以
下
、
デ

リ
ー
幅
）（
図
１
）
はStein450

、
細
か
な
断
片
か
ら
な
る
大
英
博
物
館
の
分

（
以
下
、大
英
幅
）（
図
２
）
はStein51

・58

と
編
号
さ
れ
て
い
る
。ま
た
ウ
ィ
ッ

ト
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
に
も
こ
の
作
品
の
一
部

と
思
わ
れ
る
断
片
が
あ
る
と
い
う
が
（
４
）、
筆
者
は
未
だ
確
認
の
機
会
を
得
て
い
な

い
。デ

リ
ー
幅
は
、
現
在
縦
約
一
五
〇
セ
ン
チ
、
幅
約
一
一
〇
セ
ン
チ
の
一
幅
に

表
装
さ
れ
て
お
り
、
十
一
体
の
尊
像
と
、
十
一
個
の
傍
題
欄
が
確
認
で
き
る
。

一
方
の
大
英
幅
は
、
か
つ
て
一
幅
に
表
装
さ
れ
て
い
た
時
点
（
５
）で
は
法
量
が
縦
五

八
・
五
セ
ン
チ
、
幅
四
四
・
〇
セ
ン
チ
で
あ
っ
た
が
、
現
在
は
断
片
ご
と
に
別
々

に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
尊
像
は
十
な
い
し
十
一
体
見
出
せ
、
こ
の
ほ
か
発
願
文

を
記
す
た
め
の
大
き
な
題
記
欄
の
あ
る
断
片
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
両
館
の

断
片
に
つ
い
て
復
元
を
試
み
た
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
れ
ば
、
当
初
の
全

体
の
法
量
は
、
絹
を
三
幅
半
剥
ぎ
合
わ
せ
た
縦
約
三
一
〇
セ
ン
チ
、
幅
約
二
〇

〇
セ
ン
チ
と
い
う
大
幅
と
推
測
さ
れ
る
（
６
）。

図
様
は
、
仏
説
法
図
に
代
表
さ
れ
る
、
主
尊
と
脇
侍
像
や
眷
属
像
か
ら
成
る

集
会
図
や
浄
土
図
、
説
話
図
と
は
異
な
り
、
各
々
個
性
的
な
姿
を
も
っ
た
如
来

像
や
菩
薩
像
を
整
然
と
縦
横
に
並
べ
た
も
の
で
、
平
安
・
鎌
倉
期
に
盛
行
し
た

図１　ニューデリー幅全図

図２　大英幅全図（旧状）
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三
三

白
描
図
像
集
に
も
似
た
構
成
で
あ
る
。
そ
こ
に
描
か
れ
た
尊
像
の
多
く
は
一
般

的
な
仏
菩
薩
の
形
式
と
は
か
な
り
異
な
り
、
と
り
わ
け
付
属
す
る
光
背
や
台
座

な
ど
の
荘
厳
具
に
は
見
慣
れ
ぬ
意
匠
が
目
に
つ
く
。
い
ず
れ
の
像
も
緊
張
感
を

も
っ
た
肥
痩
の
な
い
墨
線
で
光
背
・
台
座
を
含
め
て
よ
ど
み
な
く
精
緻
に
線
描

さ
れ
、
淡
彩
に
よ
る
彩
色
が
控
え
め
に
施
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
各
像
の
衣
襞
の
描
き
方
を
比
較
す
る
と
、
二
重
線
で
表
す
も
の
、
途

中
で
消
え
る
よ
う
に
描
く
も
の
、
や
や
太
い
線
と
細
い
線
を
ま
じ
え
る
も
の
、

均
質
な
線
を
等
間
隔
に
重
ね
る
も
の
と
、
尊
像
に
よ
っ
て
変
化
に
富
む
。
一
方
、

面
相
部
に
つ
い
て
は
下
顎
の
張
っ
た
四
角
い
輪
郭
、
緩
い
円
弧
状
の
髪
際
線
、

山
な
り
に
強
い
弧
を
え
が
く
眉
、
鼻
筋
を
二
本
線
で
表
し
小
鼻
が
張
っ
た
鼻
、

鼻
と
唇
が
ご
く
接
近
し
た
表
現
な
ど
、
如
来
と
菩
薩
の
違
い
を
超
え
て
ど
れ
も

た
い
へ
ん
良
く
似
て
お
り
、
一
人
の
手
に
な
る
と
見
て
間
違
い
な
い
。
衣
襞
は

描
き
分
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
顔
貌
に
つ
い
て
は
、
髭
や
白
毫
の
有
無
と

い
っ
た
図
像
上
の
特
徴
を
別
に
す
れ
ば
ほ
と
ん
ど
描
き
分
け
を
必
要
と
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
。

こ
の
ほ
か
、
一
部
の
像
の
周
囲
に
は
背
景
を
な
す
よ
う
に
岩
山
や
樹
葉
の
描

写
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
に
は
比
較
的
抑
揚
の
あ
る
描
線
と
や
や
粗
放
な
墨
彩
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
諸
像
の
間
の
余
白
に
は
、
淡
紅
色
の
花
冠
と
二
枚

の
葉
を
つ
け
た
花
文
が
点
々
と
描
か
れ
て
い
る
（
７
）。

作
品
の
名
称
は
、
ス
タ
イ
ン
は
単
に
「
仏
菩
薩
像
（Im

ages of Buddhas 

and Bodhisattvas

）」
と
す
る
が
、
松
本
榮
一
は
「
西
域
仏
菩
薩
図
像
集
」

と
よ
び
、
ソ
ー
パ
ー
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
、
ニ
ル
マ
ー
ラ
・
シ
ャ
ル
マ
ら

は
「
有
名
仏
像
（Fam
ous Buddhist Im

ages

）」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
小

野
勝
年
や
榮
新
江
は
「
釈
迦
瑞
像
図
」「
瑞
像
図
（
８
）」
と
い
う
、
含
み
を
持
た
せ

た
作
品
名
を
用
い
て
い
る
。
確
か
に
、
以
下
で
見
て
い
く
通
り
尊
像
に
付
さ
れ

た
題
記
に
は
「
瑞
像
」
と
い
う
呼
称
が
見
ら
れ
る
が
、
本
作
品
全
体
を
ど
う
呼

ぶ
べ
き
か
は
、
畢
竟
、
主
題
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
な
け
れ
ば
決
め
難

い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
仮
に
松
本
榮
一
に
従
っ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

二　

先
行
研
究
と
問
題
点

で
は
、
そ
れ
ら
諸
氏
の
本
作
品
に
つ
い
て
の
見
解
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
ス
タ
イ
ン
は
、
ギ
メ
美
術
館
の
ペ
ト
ル
ッ
シ
に
よ
る
傍
題
の
解
読
（
９
）を
受

け
て
、
本
作
は
イ
ン
ド
の
聖
地
の
尊
像
を
写
し
た
も
の
と
述
べ
、
淡
彩
に
よ
る

描
法
が
ホ
ー
タ
ン
（
于

）
の
壁
画
に
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
、
ま
た
画
絹
の

状
態
か
ら
比
較
的
早
い
年
代
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
松
本
榮
一
は

『
燉
煌
畫
の
研
究
』
に
お
い
て
、
双
身
仏
図
な
ど
特
殊
な
尊
像
図
を
取
り
上
げ

る
な
か
で
本
作
品
に
つ
い
て
言
及
し
、「
今
二
十
餘
の
佛
菩
薩
像
を
残
す
の
み

で
、
原
図
の
全
豹
を
知
り
難
い
が
、
現
存
部
に
は
各
尊
像
の
傍
に
記
入
文
字
の

遺
存
せ
る
も
の
あ
り
、
以
て
こ
れ
が
摩
伽
陀
・
迦
毘
羅
・
婆
羅

斯
鹿
野
苑
等

に
於
け
る
著
名
佛
像
の
模
寫
で
あ
る
事
が
判
明
す
る
。
然
か
も
そ
の
模
寫
た
る

や
尋
常
の
模
寫
で
は
な
く
、
極
め
て
正
確
な
ら
ん
事
を
期
し
た
る
も
の
ゝ
如
く
、

手
指
衣
端
の
末
に
至
る
ま
で
悉
く
そ
の
真
を
傳
え
ん
事
に
意
が
用
ひ
ら
れ
、
其

処
に
溢
る
ヽ
西
域
的
の
香
り
は
、
尋
常
一
様
の
手
段
を
以
て
し
て
得
ら
る
ゝ
も



三
四

の
で
は
な
く
、
必
ず
や
印
度
西
域
に
出
向
き
、
實
物
を
前
に
し
て
寫
し
取
り
た

る
も
の
が
稿
本
と
な
れ
る
に
相
違
な
い
。
但
し
、
圖
中
の
佛
像
臺
座
等
に
は
部

分
的
に
極
め
て
支
那
化
さ
れ
た
る
も
の
も
認
め
ら
れ
、
又
、
寫
し
頽
れ
と
も
見

ら
る
ゝ
個
所
も
あ
る
が
故
に
、
此
圖
は
恐
ら
く
前
記
王
玄
策
の
西
域
圖
巻
或
は

そ
の
類
品
よ
り
佛
像
の
部
分
を
抽
出
せ
し
も
の
ゝ
複
模
寫
か
と
思
は
れ
る
。」

と
い
い
、
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
「
唐
朝
中
期
よ
り
末
期
に
掛
け
て
の
製
作
」

と
み
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
個
々
の
像
の
同
定
だ
け
で
な
く
、
描
法
の
検
討
や
復

元
案
の
提
示
を
お
こ
な
っ
た
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
も
ま
た
、
イ
ン
ド
や
ホ
ー

タ
ン
、
甘
粛
地
方
な
ど
の
「
仏
教
の
聖
地
に
見
ら
れ
た
有
名
な
尊
像
を
描
い
た

も
の
で
、
仏
教
の
伝
播
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
絵
画
の
、
絹
絵
と
し
て
は

唯
一
の
遺
例
で
あ
り
、
仮
に
こ
れ
が
後
世
の
模
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
十
分

な
注
意
を
払
う
に
値
す
る
も
の
」
と
位
置
付
け
て
い
る
。ま
た
、行
脚
僧
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
た
各
地
の
瑞
像
の
記
録
を
目
的
と
し
た
絵
画
で
あ
る
と
も
述
べ
る
。

し
か
し
、
年
代
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
唇
を
構
成
す
る
の
に
十
世
紀
初
こ
ろ

の
作
で
は
三
本
の
線
を
用
い
る
の
に
対
し
て
五
本
で
構
成
し
立
体
感
を
表
出
し

て
い
る
点
や
、
肋
材
の
末
端
が
反
り
返
っ
た
ド
ー
ム
形
の
天
蓋
が
敦
煌
初
唐
窟

の
も
の
と
共
通
し
て
お
り
、
周
縁
の
垂
飾
の
形
が
後
代
の
敦
煌
画
で
は
も
っ
と

長
く
な
る
と
い
う
点
、
蓮
華
座
の
蓮
弁
の
表
現
な
ど
か
ら
「
敦
煌
将
来
の
他
の

殆
ど
の
絵
画
よ
り
も
早
期
の
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
「
七
世

紀
の
作
品
で
あ
ろ
う
と
の
確
信
は
高
ま
る
ば
か
り
で
、
少
な
く
と
も
八
世
紀
を

下
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
）
10
（

」
と
述
べ
る
。
ソ
ー
パ
ー
も
ま
た
、
こ
れ
を
「
イ

ン
ド
の
数
あ
る
聖
蹟
に
お
い
て
崇
拝
さ
れ
て
い
た
彫
像
の
模
写
を
意
図
し
た
も

の
」
と
し
、「
敦
煌
の
画
家
が
イ
ン
ド
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
つ
い
て
の
知
識
が
不

十
分
で
多
く
の
細
部
を
彼
自
身
の
土
地
の
伝
統
か
ら
借
り
て
き
て
作
っ
た
、
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
純
粋
に
で
た
ら
め
に
作
っ
た
も
の
で
も
な
い
。
必

ず
し
も
専
ら
イ
ン
ド
の
も
の
だ
け
を
意
図
し
た
の
で
は
な
い
が
、
実
際
忠
実
に

記
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
そ
れ
と
同
時
に
、
ホ
ー
タ
ン
と
の
関
係

性
の
強
さ
も
指
摘
し
、
ホ
ー
タ
ン
が
イ
ス
ラ
ム
か
ら
の
圧
迫
の
も
と
で
神
聖
な

守
護
者
た
ち
を
召
喚
し
た
こ
と
と
、
敦
煌
に
と
っ
て
イ
ン
ド
・
中
央
ア
ジ
ア
と

の
交
流
が
不
安
定
な
い
し
は
不
可
能
だ
っ
た
十
世
紀
に
ホ
ー
タ
ン
が
最
も
近
い

友
好
的
勢
力
だ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
作
品
の
背
景
に
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
た
。

張
廣
達
・
榮
新
江
も
同
様
に
、
敦
煌
遺
書
の
な
か
の
四
件
の
「
瑞
像
記
」
や

瑞
像
図
と
よ
ば
れ
る
壁
画
の
題
記
を
、
チ
ベ
ッ
ト
語
写
本
を
援
用
し
な
が
ら
分

析
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
と
九
、
十
世
紀
に
お
け
る
ホ
ー
タ
ン
の
内
憂
外
患
の

危
機
的
状
況
と
の
関
係
を
論
じ
、
そ
れ
ら
に
準
じ
る
本
作
品
も
ま
た
、
ホ
ー
タ

ン
に
と
っ
て
の
守
護
神
的
尊
像
群
を
描
い
た
も
の
と
解
釈
し
た
。
し
た
が
っ
て

制
作
年
代
に
つ
い
て
も
、
如
上
の
状
況
に
至
っ
た
九
世
紀
後
半
頃
か
ら
十
一
世

紀
初
の
間
と
推
測
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
瑞
像
記
と
仮
称
さ
れ
る
四
件
の
敦

煌
遺
書
と
は
、
ス
タ
イ
ン
将
来
の
二
一
一
三
号
（
唐
乾
寧
三
年
〈
八
九
六
〉
以

降
成
立
）
お
よ
び
五
六
五
九
号
、
ペ
リ
オ
将
来
の
三
〇
三
三
号
紙
背
文
書
お
よ

び
三
三
五
二
号
で
あ
る
。
ま
た
、
敦
煌
石
窟
に
見
ら
れ
る
瑞
像
図
に
は
、
吐
蕃

支
配
期
の
開
成
四
年
（
八
三
九
）
に
陰
嘉
政
が
修
造
し
た
莫
高
窟
第
二
三
一
、

二
三
七
窟
、
五
代
の
第
七
二
窟
の
西
壁
仏
龕
頂
支
輪
部
の
列
像
を
は
じ
め
、
晩
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三
五

唐
期
の
第
九
、
三
四
〇
窟
、
五
代
の
第
四
五
窟
な
ど
に
お
け
る
甬
道
天
井
部
左

右
縁
支
輪
部
の
例
、
さ
ら
に
主
室
側
壁
の
大
画
面
に
展
開
さ
せ
た
第
二
二
〇
窟

旧
南
壁
や
楡
林
窟
第
三
三
窟
南
壁
の
例
な
ど
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
や
西
域
の
仏
教
聖
蹟
に
祀

ら
れ
た
由
緒
あ
る
像
を
忠
実
に
記
録
し
た
も
の
と
す
る
松
本
榮
一
や
ソ
ー
パ
ー

の
解
釈
は
、
本
作
品
の
特
異
な
性
格
を
洞
察
し
た
指
摘
で
あ
る
し
、
そ
の
ソ
ー

パ
ー
や
榮
新
江
が
主
張
す
る
ホ
ー
タ
ン
の
政
治
的
、
社
会
的
状
況
と
の
関
係
性

は
、
本
作
品
を
理
解
す
る
上
で
確
か
に
最
も
重
要
な
鍵
に
違
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
筆
者
の
所
見
に
よ
れ
ば
、
本
作
品
に
は
更
に
も
う
数
段
の
捻
り
が
加

わ
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
本
作
は
イ
ン
ド
・
西
域
の
聖
蹟
の
尊
像
を
「
忠

実
に
」
記
録
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
作
は
西
域
南
道
の
仏
教
国
ホ
ー

タ
ン
の
固
有
の
状
況
だ
け
を
背
景
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
で
各
図

像
を
観
察
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本

稿
で
は
紙
幅
の
関
係
で
、
デ
リ
ー
幅
の
尊
像
の
な
か
か
ら
五
、
六
件
を
取
り
上

げ
る
こ
と
と
す
る
。

三　

デ
リ
ー
幅
各
像
の
検
討

デ
リ
ー
幅
お
よ
び
大
英
幅
に
残
存
す
る
尊
像
は
、
図
様
の
ご
く
一
部
分
し
か

残
し
て
い
な
い
も
の
も
含
め
る
と
、
全
部
で
二
十
二
件
）
11
（

を
数
え
る
（
便
宜
的
に

仮
の
復
元
案
図
３
に
Ａ
〜
Ｖ
の
記
号
を
振
る
）。
以
下
、
Ａ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
、

Ｇ
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
ぞ
れ
図
像
の
特
徴
を
確
認
し
、
関
連
す
る
文
献
や
作
品

を
挙
げ
つ
つ
気
付
い
た
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。

Ａ
（
図
４
）
デ
リ
ー
幅
の
上
段
向
か
っ
て
左
端
。
降
魔
触
地
印
を
結
び
、
左

足
を
上
に
結
跏
趺
坐
す
る
如
来
像
。
右
肩
を
露
出
し
た
偏
袒
右
肩
に
大
衣
を
ま

と
い
、
腰
を
引
き
し
ぼ
っ
た
体
躯
で
あ
る
。
宝
冠
、
胸
飾
、
腕
釧
を
つ
け
る
。

宝
冠
は
正
面
に
大
き
く
開
口
し
舌
を
見
せ
る
怪
人
の
顔
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
左

右
に
マ
カ
ラ
（
摩
竭
魚
）
が
口
を
あ
け
、
口
中
か
ら
房
飾
り
を
垂
ら
し
た
特
異

な
形
で
あ
る
。
両
耳
の
後
ろ
に
も
房
飾
り
を
垂
ら
す
。
胸
飾
は
板
状
で
大
き
い
。

ま
た
、
腹
に
締
め
た
帯
も
装
飾
的
で
、
両
膝
頭
に
は
房
飾
り
の
つ
い
た
花
文
形

の
装
飾
を
各
五
つ
あ
ら
わ
す
。
光
背
は
宝
珠
形
の
頭
光
と
円
形
の
身
光
か
ら
な

る
。
頭
光
の
外
周
に
は
小
さ
な
炎
形
を
め
ぐ
ら
せ
る
が
、
身
光
は
外
周
に
房
飾

り
を
垂
ら
し
た
花
文
形
を
並
べ
る
珍
し
い
意
匠
で
あ
る
。
台
座
は
平
板
を
重
ね

た
よ
う
な
岩
座
で
、
上
框
に
当
た
る
部
分
を
肩
で
支
え
る
か
の
よ
う
に
、
口
髭

を
は
や
し
胸
飾
を
つ
け
た
人
物
二
体
が
上
体
を
覗
か
せ
て
い
る
。
彩
色
は
、
大

衣
を
淡
朱
色
、
胸
飾
と
宝
冠
の
怪
獣
装
飾
は
淡
い
褐
色
と
す
る
が
、
台
座
は
や

や
粗
放
な
墨
隈
を
施
し
て
岩
ら
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

坐
仏
の
向
か
っ
て
右
上
に
六
行
に
罫
線
を
引
い
た
色
紙
型
が
あ
り
、
文
字
が

残
る
。「

□
□
□
摩
伽
陁
國
放
／
光
瑞
像
圖
賛
曰　

／
此
圖
形
令
儀
顔
／
首
絡

以
明
珠
餝
以
美
／
璧
方
座
稜
層
圓
光
／
□
□
瞻
仰
尊
顔
功
徳
」（
□
は
文
字

が
あ
る
が
字
画
不
明
）

（
□
□
□
マ
ガ
ダ
国
の
放
光
瑞
像
。
図
賛
に
曰
く
、
こ
の
図
形
、
顔
首
を

儀
せ
し
む
。
絡
め
る
に
明
珠
を
以
て
し
、
飾
る
に
美
璧
を
以
て
す
。
方
座
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図３　「西域仏菩薩図像集」各断片（ウィットフィールドの論述に従った復原案に図示）
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三
七

は
稜
層
（
角
張
っ
て
い
る
）、
円
光
は
□
□
。
尊
顔
を
仰
ぎ
み
れ
ば
功
徳

あ
り
。）

さ
て
、
こ
の
像
に
つ
い
て
ス
タ
イ
ン
は
「
怪
物
の
つ
い
た
宝
冠
は
降
魔
成
道

の
時
の
魔
王
軍
を
象
徴
し
て
い
る
」
と
い
い
）
12
（

、
ソ
ー
パ
ー
も
、
い
ま
だ
菩
薩
の

衣
を
着
て
い
る
成
道
の
瞬
間
の
釈
迦
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
を
釈
迦
成
道
の
聖

地
ボ
ー
ド
ガ
ヤ
の
降
魔
成
道
像
に
当
て
た
）
13
（

。
ウ
ェ
イ
リ
ー
、
ロ
ー
ラ
ン
ド
も
ま

た
マ
ガ
ダ
国
の
金
剛
座
に
坐
し
放
光
す
る
像
だ
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
像
と
同
じ
図
像
的
特
徴
を
も
ち
、
同
じ
よ
う
に
「
中
天
竺
摩

伽
陁
國
放
光
瑞
像
」
と
い
う
傍
題
を
も
っ
た
作
例
が
、
莫
高
窟
第
二
三
七
窟
西

壁
龕
頂
に
見
ら
れ
る
（
図
５
）。
龕
頂
の
支
輪
部
四
面
に
並
列
し
た
都
合
三
十

七
体
の
瑞
像
の
う
ち
東
坡
の
南
端
に
描
か
れ
た
坐
像
が
そ
れ
で
、
降
魔
触
地
印

の
手
勢
は
も
と
よ
り
人
頭
の
載
る
宝
冠
、
偏
袒
右
肩
の
着
衣
と
大
振
り
な
花
文

形
の
胸
飾
、
二
体
の
人
物
の
上
半
身
が
覗
く
岩
座
は
、
本
絹
本
画
と
全
く
共
通

し
て
お
り
、
結
跏
趺
坐
す
る
脚
の
重
ね
方
が
左
右
逆
な
の
を
除
け
ば
、
同
じ
像

を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
三
七
窟
と
ほ

ぼ
同
様
の
構
成
に
な
る
第
二
三
一
窟
西
壁
龕
頂
の
当
該
像
（
図
６
）
は
、
や
は

り
同
文
の
傍
題
を
伴
う
も
の
の
、
着
衣
法
や
装
身
具
の
意
匠
が
異
な
る
ば
か
り

か
何
よ
り
も
降
魔
触
地
印
で
は
な
く
説
法
印
に
似
た
手
勢
で
、
全
く
別
の
図
像

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
台
座
だ
け
は
本
絹
本
画
や
第
二

三
七
窟
例
と
同
じ
く
二
人
物
が
覗
く
怪
異
な
岩
座
を
描
い
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
こ
の
ほ
か
傍
題
は
見
え
な
い
も
の
の
同
種
の
像
と
考
え
ら
れ
る
例
が

楡
林
窟
第
三
三
窟
南
壁
に
も
見
出
せ
る
が
、
決
め
手
は
や
は
り
こ
の
怪
異
な
岩

座
の
形
式
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
摩
伽
陀
國
放
光
瑞
像
」
に
不
可
欠
な
図
像
要

図４　デリー幅 A像

図５　莫高窟第237窟西壁龕頂
 「中天竺摩伽陁國放光瑞像」
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素
が
こ
の
特
徴
的
な
岩
座
で
あ
り
、
傍
題
の
な
か
で
「
方
座
稜
層
」
と
特
に
言

及
し
て
い
る
の
も
そ
う
し
た
事
情
を
う
か
が
わ
せ
る
。

マ
ガ
ダ
国
の
降
魔
触
地
印
像
で
あ
る
か
ら
に
は
こ
の
盤
状
の
岩
座
は
金
剛
座

と
解
す
る
の
が
自
然
で
、
そ
う
で
あ
れ
ば
上
体
だ
け
見
せ
る
二
人
物
は
、
降
魔

成
道
に
際
し
て
釈
迦
の
過
去
世
の
善
業
を
証
言
す
べ
く
大
地
か
ら
踊
出
し
た
地

神
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
実
際
に
グ
プ
タ
朝
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
や
ポ
ス
ト
・
グ
プ
タ

に
お
け
る
降
魔
成
道
像
、
あ
る
い
は
そ
の
図
像
の
影
響
を
受
け
た
中
国
の
降
魔

触
地
印
像
の
台
座
下
に
は
、
し
ば
し
ば
半
身
像
で
表
さ
れ
た
地
神
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
半
身
踊
出
し
た
地
神
は
説
話
で
は
一
体
だ
け
で
あ
る
こ
と
）
14
（

が
本
図
像

と
は
矛
盾
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
九
世
紀
の
莫
高
窟
に
描
か
れ
た
こ
れ
ら
の
「
摩
伽
陁
國
放
光
瑞

像
」
に
つ
い
て
、
そ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
原
像
を
探
っ
た
孫
修
身
は
、『
大
唐

西
域
記
』
の
摩
伽
陀
国
条
に
み
え
る
菩
提
樹
西
大
精
舎
中
の
鍮
石
仏
像
で
あ
る

と
す
る
）
15
（

。
同
書
巻
八
に
次
の
一
文
が
あ
る
。

菩
提
樹
西
不
遠
。
大
精
舍
中
有
鍮
石
佛
像
。
飾
以
奇
珍
東
面
而
立
。
前
有

青
石
奇
文
異
采
。
是
昔
如
來
初
成
正
覺
。
梵
王
起
七
寶
堂
。
帝
釋
建
七
寶

座
。
佛
於
其
上
七
日
思
惟
。
放
異
光
明
照
菩
提
樹
。
去
聖
悠
遠
寶
變
爲
石
。

察
す
る
に
孫
氏
は
こ
こ
に
言
う
「
飾
以
奇
珍
」
を
、
如
来
像
に
も
か
か
わ
ら
ず

派
手
に
厳
身
し
た
本
像
の
姿
と
捉
え
、
七
宝
座
を
本
像
の
特
異
な
岩
座
に
結
び

付
け
、
異
光
を
放
っ
て
菩
提
樹
を
照
ら
す
と
い
う
霊
異
を
「
放
光
瑞
像
」
と
い

う
題
記
に
結
び
付
け
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
く
だ
ん
の
鍮
石
仏
像
は
「
東

面
し
て
立
つ
」
と
あ
る
か
ら
坐
形
で
あ
る
本
像
に
は
当
た
ら
な
い
。

け
れ
ど
も
孫
修
身
は
、
岩
座
の
二
人
物
に
関
し
て
は
重
要
な
指
摘
を
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
同
じ
く
『
大
唐
西
域
記
』
菩
提
樹
伽
藍
の
金
剛
座
の
く
だ
り

に
み
え
る
、
仏
の
涅
槃
後
に
諸
国
の
君
王
が
二
体
の
観
音
菩
薩
像
を
金
剛
座
の

南
北
の
界
の
標
示
と
し
て
安
置
し
た
が
、
玄
奘
が
こ
の
地
に
到
っ
た
時
は
南
隅

の
観
音
像
は
す
で
に
胸
ま
で
埋
没
し
て
お
り
、
こ
れ
は
仏
法
滅
亡
が
遠
く
な
い

こ
と
の
兆
し
と
言
わ
れ
た
、
と
い
う
故
事
に
よ
る
と
い
う
）
16
（

。
図
７
は
『
大
慈
恩

寺
三
蔵
法
師
伝
』
を
絵
巻
に
し
た
藤
田
美
術
館
所
蔵
「
玄
奘
三
蔵
絵
」
の
第
五

巻
、
玄
奘
が
ボ
ー
ド
ガ
ヤ
の
菩
提
樹
と
金
剛
座
に
詣
で
た
場
面
で
あ
る
が
、
中

世
の
日
本
人
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
、
胸
ま
で
地
中
に
没
し
た
二
体

の
観
音
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
連
の
「
摩
伽
陁
國
放
光
瑞
像
」
の
特
異
な
岩

座
の
二
人
物
は
、
孫
修
身
の
指
摘
の
通
り
す
で
に
半
ば
ま
で
埋
没
し
た
観
音
菩

薩
像
に
違
い
な
い
。

注
意
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
岩
座
の
表
現
が
実
際
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
像
の
台
座

図６　莫高窟第231窟西壁龕頂
 「中天竺摩伽陁國放光瑞像」
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三
九

に
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
参
考
例
と
し
て
、
莫
高
窟
二
三
七

窟
の
瑞
像
図
中
の
「
中
天
竺
波
羅
奈
國
鹿
野
院
中
瑞
像
」
と
い
う
傍
題
を
も
つ

図
像
を
見
て
み
よ
う

（
図
８
）。
傍
題
は
明

ら
か
に
釈
迦
初
説
法

の
聖
地
で
あ
る
鹿
野

苑
（
サ
ー
ル
ナ
ー

ト
）
の
初
転
法
輪
像

で
あ
る
こ
と
を
謳
っ

て
お
り
、
像
容
は
全

く
中
国
風
で
あ
る
も

の
の
確
か
に
説
法
印

を
示
す
結
跏
趺
坐
像

で
あ
る
が
、
何
と

い
っ
て
も
目
に
つ
く

の
は
、
須
弥
座
の
前

方
に
描
か
れ
た
正
面
形
蓮
華
中
の
仏
足
跡
で
あ
る
。
鹿
野
苑
の
遺
跡
に
仏
足
跡

が
あ
っ
た
こ
と
は
玄
奘
の
記
録
に
は
見
え
な
い
が
、
奈
良
薬
師
寺
の
仏
足
石
の

右
側
面
に
刻
ま
れ
た
銘
文
に
、「
大
唐
使
人
王
玄
策
向
中
天
竺
鹿
／
野
薗
中
轉

法
輪
處
因
見
／
跡
得
轉
寫
搭
是
第
一
本
」
と
あ
り
、
唐
か
ら
イ
ン
ド
に
遣
わ
さ

れ
た
王
玄
策
が
鹿
野
苑
で
仏
足
跡
を
転
写
し
た
も
の
が
薬
師
寺
仏
足
跡
図
の
本

と
な
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
王
玄
策
が
訪
れ
た
七
世
紀
当

時
の
鹿
野
苑
は
根
本
初
転
法
輪
像
―
―
『
大
唐
西
域
記
』
巻
七
に
よ
れ
ば
鍮
石

製
の
等
身
像
で
あ
っ
た
）
17
（

―
―
の
ほ
か
に
、
仏
足
跡
の
遺
物
で
も
知
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
第
二
三
七
窟
の
仏
坐
像
の
台
座
部
に
描
か
れ
た
仏
足

跡
は
実
際
の
仏
像
に
付
属
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
像
の
あ
る
聖
地
す
な
わ

ち
鹿
野
苑
を
暗
示
す
る
表
現
な
の
で
あ
る
。　

同
様
に
、
観
音
の
胸
像
が
付
い
た
岩
座
も
ま
た
、
成
道
処
ボ
ー
ド
ガ
ヤ
を
暗

示
す
る
記
号
的
な
表
現
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
ボ
ー
ド
ガ
ヤ
を
象

徴
す
る
の
に
敢
え
て
こ
の
図
像
を
用
い
た
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
本
像
に
は
入
末

法
へ
の
危
機
意
識
が
投
影
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ｃ
（
図
９
）
デ
リ
ー
幅
の
上
段
右
端
。
降
魔
触
地
印
を
結
び
、
右
足
を
上
に

結
跏
趺
坐
す
る
如
来
像
。
左
端
は
欠
損
す
る
。
右
肩
を
露
出
し
た
偏
袒
右
肩
に

大
衣
を
ま
と
い
、
組
ん
だ
両
足
の
前
に
衣
裾
が
襞
を
つ
く
る
。
頭
髪
部
は
欠
損

す
る
が
上
方
に
宝
冠
の
上
部
が
残
り
、
こ
め
か
み
の
両
側
に
も
、
冠
繒
の
翻
り

を
表
し
た
も
の
か
三
日
月
形
を
え
が
く
）
18
（

。
ケ
ー
プ
の
よ
う
な
大
き
な
胸
飾
を
つ

け
、
両
肩
上
に
蓮
華
宝
珠
を
あ
ら
わ
す
。
円
筒
形
の
臂
釧
を
つ
け
る
。
台
座
は

図７　藤田美術館「玄奘三蔵絵」第５巻（部分）
図８　莫高窟第237窟西壁

龕頂「鹿野院中瑞像」



四
〇

格
狭
間
を
も
つ
礼
盤
の
よ
う
で
明
ら
か
に
中
国
風
な
調
度
で
あ
る
。
光
背
は
二

重
円
相
で
そ
れ
ぞ
れ
周
縁
に
火
焔
を
め
ぐ
ら
す
。
彩
色
は
大
衣
を
朱
色
、
胸

飾
・
臂
釧
は
現
状
褐
色
を
呈
す
。
本
像
の
描
か
れ
た
断
片
は
、
現
状
で
は
下
方

の
如
来
立
像
と
画
絹
が
連
続
し
て
い
る
よ
う
に
表
装
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は

完
全
に
他
か
ら
遊
離
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
絹
本
画
全
体
の
な
か
で
本
像

が
当
初
ど
こ
に
配
置
さ
れ
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
Ｃ
像
と
前
掲
の
Ａ
像
は
、
と
も
に
偏
袒
右
肩
の
降
魔
触
地
印
坐
像
と
い

う
同
様
の
形
式
で
あ
る
が
、
足
の
組
み
方
が
異
な
る
な
ど
の
図
像
上
の
相
違
だ

け
で
な
く
、
た
と
え
ば
露
出
し
た
右
肘
内
側
の
線
や
、
手
首
・
足
首
の
括
れ
線
、

光
背
周
縁
の
火
炎
形
と
い
っ
た
、
本
来
共
通
し
て
し
か
る
べ
き
細
部
の
描
き
方

が
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
像
は
別
々
の
粉
本
に
基
づ

い
て
い
て
、
本
絹
本
画
の
画
家
が
そ
れ
ぞ
れ
の
粉
本
を
た
い
へ
ん
忠
実
に
写
し

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

本
像
が
い
か
な
る
像
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
ス
タ
イ
ン
は
カ
ピ
ラ
国
す
な

わ
ち
釈
迦
の
故
国
カ
ピ
ラ
バ
ス
ト
ゥ
の
銀
像
で
あ
る
と
す
る
が
、
こ
れ
は
Ｄ
像

の
向
か
っ
て
左
側
の
傍
題

「
迦
毘
羅
衛
國
銀
瑞
像
圖
賛
曰　
　

／
・
・
・
□
□
真
容
□
□
□
□
□
□

□
□
／
□
□
□
□
□
・
・
・
像
則
功
徳
」（
ス
ペ
ー
ス
は
空
格
、
□
は
字
画
不

明
、・
・
は
墨
書
の
痕
跡
の
み
で
文
字
数
不
明
）

を
本
像
に
付
属
す
る
も
の
と
誤
っ
た
た
め
で
あ
り
、
本
像
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

本
絹
本
画
と
多
く
の
尊
像
が
共
通
す
る
莫
高
窟
第
二
三
七
、
二
三
一
窟
西
壁

龕
頂
瑞
像
図
に
は
、
本
像
と
同
様
の
図
像
―
―
印
相
・
坐
勢
・
着
衣
形
式
だ
け

で
な
く
右
腕
の
円
筒
形
の
臂
釧
や
、
礼
盤
形
の
台
座
も
共
通
す
る
―
―
が
あ
り
、

特
に
二
三
一
窟
の
例
に
は
左
上
に
次
の
傍
題
が
認
め
ら
れ
る
。

「
業
力
自
遠
牽
将
来
業
自
／
近
牽
将
去
非
山
非
海
非
石
中
」

こ
れ
は
瑞
像
図
の
題
記
と
し
て
は
た
い
へ
ん
奇
妙
な
文
言
で
あ
る
。
一
般
に
、

第
二
三
七
窟
や
二
三
一
窟
の
例
を
は
じ
め
と
す
る
瑞
像
図
の
題
記
に
は
二
通
り

の
形
式
が
あ
る
。
一
つ
は
前
掲
の
「
摩
伽
陁
國
放
光
瑞
像
」「
迦
毘
羅
衛
國
銀

瑞
像
」
の
よ
う
に
、
特
定
の
尊
像
の
名
称
を
「
〇
〇
像
」
と
記
す
も
の
。
も
う

一
つ
は
「
仏
従
天
降
下
其
檀
像
及
仰
礼
拝
時
」
の
よ
う
に
、
動
き
の
あ
る
説
話

的
な
構
図
で
瑞
像
を
描
く
場
合
に
「
〇
〇
時
」
と
記
す
も
の
で
あ
る
。
本
題
記

は
そ
の
ど
ち
ら
に
も
当
た
ら
な
い
。

実
は
こ
の
句
は
、
隋
の
天
竺
三
蔵
闍
那
崛
多
訳
の
『
仏
本
行
集
経
』
卷
第
五

二
「
説
法
儀
式
品
下
」
の
末
尾
の
偈
頌
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。「
説
法
儀
式

図９　デリー幅 C像



敦
煌
蔵
経
洞
将
来
「
絹
本
西
域
仏
菩
薩
図
像
集
」
の
初
歩
的
考
察

四
一

品
」
は
、
釈
迦
の
諸
弟
子
の
列
伝
を
収
録
し
た
同
経
第
三
部
の
中
に
あ
り
な
が

ら
、
諸
弟
子
列
伝
と
は
ま
っ
た
く
異
色
の
説
話
を
載
せ
る
）
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。
長
文
に
わ
た
る
が

要
約
す
る
と
、

あ
る
比
丘
が
長
上
の
許
可
な
く
勝
手
に
外
遊
し
、
盗
賊
に
遭
っ
て
命
か
ら
が

ら
逃
げ
帰
っ
た
。
そ
こ
で
釈
迦
は
彼
を
叱
責
し
、
古
に
慈
者
と
い
う
商
人
が
大

海
へ
出
て
財
宝
を
求
め
た
故
事
を
説
い
た
。
慈
者
は
仲
間
と
と
も
に
出
航
す
る

こ
と
に
な
り
、
母
親
に
許
し
を
乞
う
た
が
反
対
さ
れ
た
。
そ
こ
で
慈
者
は
怒
っ

て
母
親
を
殴
り
つ
け
、
そ
の
ま
ま
海
へ
向
っ
た
。
し
か
し
一
行
は
難
破
し
、
慈

者
だ
け
が
な
ん
と
か
渚
へ
辿
り
着
い
た
。
さ
迷
う
う
ち
に
銀
の
城
に
到
り
さ
ら

に
金
、
頗
梨
、
琉
璃
の
城
々
を
巡
っ
て
歓
楽
を
尽
く
し
た
が
、
や
が
て
鉄
の
城

が
現
れ
た
。
こ
の
城
で
は
一
転
し
て
夜
叉
に
灼
熱
の
鉄
輪
を
頭
に
被
せ
ら
れ
大

苦
を
受
け
た
。
こ
の
慈
者
と
は
釈
迦
の
前
身
で
あ
り
、
母
親
の
許
し
を
得
ず
に

暴
力
を
振
っ
て
ま
で
航
海
へ
出
た
罪
に
よ
り
、
六
万
年
も
鉄
輪
の
責
苦
に
遭
っ

た
の
だ
と
い
う
。

経
文
に
よ
る
と
、
釈
迦
は
こ
の
説
話
を
語
っ
た
最
後
に
、
長
上
や
親
に
対
す

る
不
敬
不
孝
の
罪
を
諌
め
、
次
の
偈
頌
を
以
て
業
の
力
は
免
れ
な
い
と
い
う
こ

と
を
説
い
た
。
す
な
わ
ち
、

「
若
有
知
識
與
彼
利
彼
乃
返
更
與
其
禍
、
彼
則
後
受
如
是
殃
猶
如
慈
者
懷

瞋
恨
、
不
應
與
惡
反
與
惡
不
應
與
罪
更
與
罪
、
彼
則
後
受
如
是
殃
猶
如
慈

者
懷
瞋
恨
、
若
興
慈
心
反
覓
便
於
恩
徳
處
不
報
恩
、
彼
則
後
受
如
是
殃
猶

如
慈
者
懷
瞋
恨
、
業
力
從
遠
牽
將
來
業
力
自
近
牽
將
去
、
業
力
將
人
處
處

經
隨
其
作
業
受
苦
樂
、
非
地
非
空
非
海
中
亦
非
山
間
巖
石
裏
、
一
切
無
有

地
方
處
能
使
脱
之
不
受
業
」

傍
題
の
文
言
は
、
語
順
や
字
句
が
若
干
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
傍
線
部

に
当
た
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
降
魔
触
地
印
の
如
来
像
に
こ
う
し
た
内
容
の
傍
題
を
付
し
た
の
は
如

何
な
る
こ
と
か
。「
〇
〇
像
」「
〇
〇
時
」
と
い
う
瑞
像
の
傍
題
の
定
型
か
ら
外

れ
て
偈
頌
の
一
節
の
み
を
抄
出
し
た
こ
の
文
言
は
、
描
か
れ
た
像
自
体
を
説
明

す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
善
悪
の
行
為
が
因
果
の
道
理
に
よ
っ
て
必
ず
未

来
の
苦
楽
の
結
果
を
導
く
と
い
う
業
（karm

an

）
を
一
切
作
ら
な
い
こ
と
こ

そ
が
、
究
極
の
理
想
た
る
解
脱
の
道
で
あ
る
こ
と
は
、
煩
悩
を
滅
し
全
て
の
業

を
絶
ち
切
っ
た
降
魔
成
道
の
姿
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
偈
頌

の
傍
題
は
降
魔
触
地
印
を
結
ん
だ
本
像
に
こ
そ
相
応
し
い
。

第
二
三
七
窟
や
二
三
一
窟
の
龕
頂
支
輪
部
に
さ
ま
ざ
ま
な
瑞
像
を
配
列
す
る

に
あ
た
っ
て
、
四
隅
に
必
然
的
に
生
じ
る
三
角
形
の
ス
ペ
ー
ス
を
ど
う
処
理
す

る
か
は
、
画
工
に
と
っ
て
工
夫
の
し
ど
こ
ろ
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
東
坡
の
左
右
両

端
の
変
形
ス
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
像
を
配
置
す
る
た
め
に

「
摩
伽
陁
國
放
光
瑞
像
」
と
同
様
な
降
魔
触
地
印
像
を
描
い
て
一
対
に
し
た
わ

け
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
本
像
に
は
特
定
の
モ
デ
ル
が
無
か
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
絹
本
画
の
Ａ
像
と
は
肘
や
足
首
の
括
れ
線
の
よ
う

な
些
末
な
箇
所
に
つ
い
て
も
明
瞭
な
描
き
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

や
は
り
こ
の
Ｃ
像
固
有
の
粉
本
の
存
在
が
否
定
で
き
な
い
。
降
魔
触
地
印
を
結

ん
で
結
跏
趺
坐
し
、
し
か
も
装
身
具
を
つ
け
た
如
来
坐
像
は
、
中
国
で
は
七
世

紀
後
半
か
ら
八
世
紀
に
か
け
て
た
い
へ
ん
流
行
し
た
。
礼
盤
形
の
台
座
の
格
狭



四
二

間
意
匠
も
中
国
由
来
で
あ
る
た
め
、
唐
の
内
地
に
実
在
し
た
像
が
モ
デ
ル
と
さ

れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
な
お
、
莫
高
窟
の
仏
龕
支
輪
部
で
左
右
両
端
に
配
置

さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
、
Ａ
像
と
Ｃ
像
は
こ
の
絹
本
画
で
も
左
右
対
称
的
な

位
置
に
描
か
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

Ｄ
（
図
10
）
デ
リ
ー
幅
の
中
段
左
端
上
部
。
Ａ
像
の
下
方
に
配
置
さ
れ
た
Ｄ
、

Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ
は
、
い
ず
れ
も
法
量
が
小
さ
い
。
胸
前
で
説
法
印
を
結
び
、
右
足

を
上
に
し
て
い
わ
ゆ
る
グ
プ
タ
式
背
障
の
あ
る
獅
子
座
に
結
跏
趺
坐
す
る
。
頭

髪
部
は
欠
損
し
て
い
る
。
説
法
印
の
手
勢
は
、
右
手
は
掌
、
左
手
は
甲
を
正
面

に
向
け
た
形
と
す
る
。
袈
裟
を
偏
袒
右
肩
に
ま
と
っ
て
右
肩
を
露
出
し
、
衣
裾

は
組
ん
だ
両
足
の
前
で
弧
状
に
垂
れ
る
。
台
座
は
方
形
の
須
弥
座
で
、
正
面
に

大
き
く
半
月
形
に
布
を
垂
ら
し
、
そ
の
両
側
に
や
や
外
側
を
向
い
て
立
つ
一
対

の
獅
子
を
配
す
。
如
来
像
に
比
し
て
大
き
な
背
障
に
は
、
湧
雲
の
よ
う
な
大
き

な
尾
と
猛
禽
の
よ
う
な
湾
曲
し
た
嘴
、
細
い
翼
を
も
つ
山
羊
に
似
た
獣
が
後
脚

で
立
つ
意
匠
を
両
側
に
あ
ら
わ
し
、
背
障
上
部
左
右
に
は
、
払
子
を
持
つ
一
対

の
人
物
の
上
半
身
を
配
す
る
。
如
来
像
の
頭
光
は
三
重
の
圏
円
で
成
り
、
内
区

に
大
き
な
連
珠
を
つ
ら
ね
る
。
頭
上
に
は
縁
に
び
っ
し
り
と
小
鐸
を
下
げ
た
天

蓋
を
あ
ら
わ
す
。
彩
色
は
如
来
の
肉
身
、
着
衣
、
頭
光
、
背
障
上
部
の
払
子
を

持
つ
人
物
に
淡
い
黄
色
を
賦
す
ほ
か
、
背
障
や
台
座
に
掛
か
る
布
に
は
部
分
的

に
朱
色
や
暗
紅
色
を
用
い
て
い
る
。

像
の
向
か
っ
て
左
側
に
三
行
の
罫
線
の
あ
る
短
冊
形
が
あ
り
、
前
掲
の
「
迦

毘
羅
衛
國
銀
瑞
像
圖
賛
曰
（
略
）」
の
傍
題
が
読
め
る
。
Ｄ
像
と
こ
の
傍
題
欄

は
画
絹
が
連
続
し
て
お
り
、
本
像
の
説
明
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、

銀
瑞
像
と
い
い
な
が
ら
本
像
は
肉
身
部
も
着
衣
も
黄
色
で
彩
色
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
迦
毘
羅
衛
国
（
カ
ピ
ラ
バ
ス
ト
ゥ
）
の
銀
像
な
る
仏
像
に
つ
い
て
は
、

『
大
唐
西
域
記
』
巻
六
の
劫
比
羅
伐
窣
堵
国
条
を
は
じ
め
と
す
る
文
献
に
記
録

が
見
出
せ
な
い
。
ち
な
み
に
『
大
唐
西
域
記
』
に
登
場
す
る
銀
製
の
像
に
は
、

迦
畢
試
国
（
カ
ピ
シ
）
で
歳
ご
と
に
造
っ
た
と
い
う
高
一
丈
八
尺
の
銀
仏
像
）
20
（

、

ボ
ー
ド
ガ
ヤ
大
精
舎
外
門
の
左
右
龕
室
に
観
音
像
と
と
も
に
安
置
さ
れ
た
高
十

余
尺
の
白
銀
造
慈
氏
菩
薩
像
）
21
（

が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
本
像
と
は
無
関
係
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
像
の
モ
デ
ル
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

特
徴
的
な
台
座
や
背
障
の
表
現
を
手
掛
か
り
に
も
う
少
し
追
究
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
本
像
に
み
ら
れ
る
後
脚
で
立
ち
あ
が
る
獣
や
、
マ
カ
ラ
、
象
な
ど
を
あ

図10　デリー幅 D像
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し
ら
っ
た
グ
プ
タ
式
背
障
（
中
国
で
は
六
拏
具
椅
靠
と
よ
ば
れ
る
）
は
、
七
世

紀
以
降
の
中
国
や
日
本
で
も
仏
倚
坐
像
、
仏
坐
像
の
台
座
装
飾
と
し
て
し
ば
し

ば
採
用
さ
れ
た
が
、
発
生
は
南
イ
ン
ド
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）
22
（

。
秋
山
光
文
に
よ

れ
ば
、
二
世
紀
後
半
か
ら
三
世
紀
初
に
か
け
て
の
ア
マ
ラ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
の
仏

伝
浮
彫
に
、
山
羊
ま
た
は
鷲
の
頭
と
獅
子
の
胴
体
を
も
つ
ヴ
ィ
ヤ
ー
ラ
カ
が
後

脚
で
立
つ
姿
や
、
マ
カ
ラ
の
意
匠
を
施
し
た
椅
子
の
背
凭
れ
や
肘
掛
が
登
場
し
、

三
世
紀
後
半
頃
に
は
ほ
ぼ
定
型
化
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
続
く
西
イ
ン

ド
の
後
期
石
窟
で
は
、
本
尊
の
如
来
像
に
こ
う
し
た
怪
獣
装
飾
の
つ
い
た
背
障

が
具
わ
る
形
式
が
盛
行
し
、
象
や
人
物
な
ど
付
属
的
モ
チ
ー
フ
を
付
加
し
た
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
豊
富
に
生
ま
れ
た
が
、そ
れ
に
比
し
て
、マ
ト
ゥ
ラ
ー
、サ
ー

ル
ナ
ー
ト
な
ど
北
イ
ン
ド
で
は
、
最
も
単
純
な
マ
カ
ラ
と
ヴ
ィ
ヤ
ー
ラ
カ
の
組

み
合
わ
せ
に
よ
る
例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
と
い
う
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
本
Ｄ
像
の
背
障
を
見
る
と
、
左
右
側
の
立
ち
あ
が
る
獣
に

は
、
湾
曲
し
た
嘴
や
前
脚
の
付
け
根
か
ら
生
え
た
退
化
し
た
翼
が
表
さ
れ
て
お

り
、
い
さ
さ
か
弱
々
し
い
が
イ
ン
ド
以
来
の
ヴ
ィ
ヤ
ー
ラ
カ
で
あ
る
。
し
か
し
、

通
例
で
は
背
凭
れ
上
框
の
左
右
端
に
あ
し
ら
わ
れ
る
マ
カ
ラ
が
見
ら
れ
な
い
点

は
、
本
像
の
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
台
座
正
面
に
布
を
舌
状
に

垂
ら
し
そ
の
両
側
に
獅
子
を
配
す
る
特
徴
は
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
の
造

営
に
よ
る
エ
ロ
ー
ラ
石
窟
の
第
十
二
窟
な
ど
に
散
見
で
き
る
。
ま
た
、
背
障
の

左
右
上
部
に
払
子
を
持
つ
二
人
の
侍
者
を
配
す
る
構
成
は
、
た
と
え
ば
ア
ジ
ャ

ン
タ
ー
石
窟
第
七
窟
仏
殿
本
尊
像
の
左
右
脇
侍
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
高
く
髻

を
結
い
背
障
の
背
後
か
ら
上
半
身
を
覗
か
せ
て
片
手
に
払
子
を
執
る
姿
も
共
通

す
る
。
こ
の
よ
う
に
西
イ
ン
ド
の
石
窟
に
お
け
る
図
像
と
の
共
通
性
か
ら
、
Ｄ

像
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
原
像
は
西
イ
ン
ド
地
域
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
想
定
で
き
よ
う
。

Ｅ
（
図
11
）
デ
リ
ー
幅
の
中
段
左
端
下
部
。
通
肩
に
大
衣
を
ま
と
い
、
右
手

は
膝
に
伏
せ
、
左
手
は
胸
前
で
施
無
畏
印
を
示
し
た
如
来
坐
像
。
右
足
を
上
に

し
て
坐
す
。
頭
髪
部
は
欠
失
す
る
。
着
衣
の
裾
は
台
座
の
前
面
に
垂
れ
掛
か
り
、

裾
は
細
か
く
波
打
つ
形
と
す
る
。
ま
た
、
衣
文
線
は
、
他
像
に
お
け
る
よ
う
な

鉄
線
描
に
は
よ
ら
ず
、
先
が
細
く
消
え
る
よ
う
な
引
き
方
で
表
し
て
い
る
。
台図11　デリー幅 E像
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座
は
方
形
の
須
弥
座
で
、
広
い
下
框
の
周
囲
に
仰
蓮
・
反
花
を
め
ぐ
ら
せ
る
形

式
で
あ
る
が
、
上
框
と
束
腰
部
分
は
見
え
な
い
。
か
わ
り
に
、
縁
に
フ
リ
ン
ジ

の
あ
る
布
が
正
面
に
半
円
形
に
垂
れ
る
さ
ま
と
、
そ
の
左
右
に
正
面
を
向
い
て

蹲
る
一
対
の
獅
子
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
光
背
は
円
形
の
頭
光
の
一
部
の
み
残

る
。
三
重
の
圏
帯
の
う
ち
外
側
部
分
は
欠
損
。
彩
色
は
肉
身
・
着
衣
と
も
淡
黄

色
、
獅
子
は
白
、
台
座
に
垂
れ
た
布
の
フ
リ
ン
ジ
を
朱
、
台
座
下
部
の
各
蓮
弁

の
中
心
に
淡
赤
色
の
花
弁
形
を
彩
画
す
る
。
像
の
左
側
に
三
行
の
罫
線
の
あ
る

短
冊
形
が
あ
る
が
、
文
字
は
読
み
取
れ
な
い
。

本
像
の
よ
う
に
衣
裾
を
左
右
非
対
称
に
波
打
た
せ
な
が
ら
台
座
前
面
に
大
き

く
懸
け
る
表
現
は
、
イ
ン
ド
内
地
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
石
彫
像
に
は
見
ら
れ
ず
、

ス
ト
ゥ
ッ
コ
（
漆
喰
）
像
に
例
が
あ
る
。
本
像
の
衣
文
線
が
末
端
で
擦
れ
て
消

え
る
よ
う
な
描
線
で
表
さ
れ
る
点
も
、
柔
ら
か
で
自
然
な
立
体
的
衣
襞
の
表
現

が
特
徴
の
ハ
ッ
ダ
の
如
来
像
に
例
を
見
る
よ
う
な
ス
ト
ゥ
ッ
コ
像
に
通
じ
る
。

た
と
え
ば
、
ハ
ッ
ダ
の
タ
ペ
・
シ
ョ
ト
ル
大
僧
院
第
五

－

一
号
壁
龕
（
図
12
）

は
、
近
年
の
戦
乱
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
五
世
紀
キ
ダ
ー
ラ
・
ク
シ
ャ
ン
時
代

頃
の
傑
作
で
あ
る
が
、
こ
の
主
尊
の
釈
迦
説
法
像
の
須
弥
座
に
垂
れ
る
衣
裾
が
、

正
面
で
は
Ｕ
字
形
を
な
し
そ
の
左
右
で
は
や
や
煩
い
ほ
ど
流
麗
に
波
打
つ
さ
ま

を
、
仮
に
ぎ
こ
ち
な
く
絵
画
に
写
し
た
と
し
た
ら
、
本
Ｅ
像
の
衣
裾
の
表
現
が

得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
Ｅ
像
は
こ
う
し
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
後
期
の
ス
ト
ゥ
ッ
コ
像
を

モ
デ
ル
と
し
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

Ｆ
（
図
13
）
デ
リ
ー
幅
の
中
段
、
左
か
ら
二
番
目
上
部
。
通
肩
に
大
衣
を
ま

と
い
、
両
手
は
腹
前
に
置
き
、
右
足
を
上
に
し
て
趺
坐
す
る
。
両
手
先
は
欠
損

す
る
が
定
印
で
あ
ろ
う
。
頭
髪
部
も
欠
損
す
る
が
、
輪
郭
か
ら
螺
髪
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
い
ず
れ
の
像
も
頭
髪
に
当図13　デリー幅 Fおよび G 図12　タペ・ショトル大僧院5-1号龕主尊（破壊前）
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た
る
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
の
は
、
頭
髪
部
に
用
い
ら
れ
た
紺
青
系
の
色
料
に

絹
繊
維
を
傷
め
る
性
質
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

光
背
は
、
下
端
が
腰
ま
で
達
す
る
巨
大
な
円
形
の
頭
光
で
、
四
重
の
圏
円
の

外
周
に
細
か
な
火
炎
を
め
ぐ
ら
す
。
台
座
は
二
段
葺
の
反
花
座
で
、
膝
張
よ
り

も
狭
い
蓮
肉
部
が
高
く
立
ち
あ
が
る
。
巨
大
な
光
背
に
比
し
て
台
座
が
小
さ
す

ぎ
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
こ
と
か
ら
、
欠
損
し
た
下
方
に
さ
ら
に
台
座
下
部
が
あ
っ

た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
従
来
別
個
の
尊
像
と
見
な
さ
れ
て
き
た

下
方
の
Ｇ
こ
そ
が
、
本
像
の
台
座
の
下
部
を
構
成
す
る
も
の
と
推
測
さ
れ
よ
う
。

本
像
の
左
右
下
方
に
は
一
対
の
脇
侍
菩
薩
が
配
さ
れ
て
お
り
、
左
脇
侍
は
大

部
分
を
欠
失
す
る
が
、
右
脇
侍
は
頭
部
を
左
に
傾
け
腰
を
左
方
に
捻
っ
た
三
曲

の
体
勢
で
、
左
足
一
本
だ
け
で
立
ち
、
右
足
は
膝
を
強
く
屈
し
て
左
太
腿
に
足

を
載
せ
る
姿
で
あ
る
。
ま
た
、
右
手
は
垂
ら
し
、
左
手
は
屈
臂
し
て
左
胸
前
に

挙
げ
る
。
頭
髪
部
は
欠
損
す
る
が
宝
髻
を
結
う
よ
う
で
、
上
体
は
裸
形
で
胸
飾

の
み
つ
け
、
肉
付
き
良
く
胸
や
腹
の
括
れ
を
あ
ら
わ
す
。
裙
を
つ
け
両
肩
か
ら

天
衣
を
ゆ
る
や
か
に
垂
ら
し
て
い
る
。
こ
の
菩
薩
像
の
右
肩
背
後
に
、
衣
内
で

定
印
を
結
ん
で
蓮
華
座
に
坐
す
小
化
仏
が
見
え
る
が
、
そ
の
蓮
華
座
に
は
細
長

い
茎
が
あ
り
、
下
方
の
大
き
な
渦
巻
形
か
ら
伸
び
出
た
形
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

現
状
で
Ｇ
に
属
す
る
よ
う
に
Ｇ
の
左
上
部
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
る
淡
赤
色
と

白
色
が
賦
さ
れ
た
二
段
葺
反
花
の
断
片
に
も
、
こ
の
渦
巻
形
の
一
部
が
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
反
花
は
実
は
上
記
の
Ｆ
の
右
脇
侍
菩
薩
像
の
台
座
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
反
花
の
断
片
が
、
Ｇ
の
右
上
部
に
も
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
も
ま
た
大
部
分
が
欠
失
し
た
Ｆ
の
左
脇
侍
の
台
座
に
違
い
な
か
ろ
う
。

本
像
の
向
か
っ
て
左
上
に
横
長
の
色
紙
型
が
あ
り
、
九
行
に
罫
が
引
か
れ
て

い
る
が
、
文
字
は
ほ
ぼ
剥
落
し
て
い
る
。
ま
た
、
向
か
っ
て
右
上
に
は
鈎
型
の

色
紙
型
が
あ
り
七
行
の
罫
が
み
え
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
文
字
は
確
認
で
き
な
い
。

Ｇ
（
前
掲
図
13
）
デ
リ
ー
幅
の
中
段
、
左
か
ら
二
番
目
下
部
。
中
国
風
の
格

狭
間
の
あ
る
低
い
方
形
須
弥
壇
の
上
に
、
鼓
の
よ
う
に
腰
が
強
く
括
れ
た
も
の

が
載
り
、
そ
の
上
に
は
三
つ
の
象
頭
が
そ
れ
ぞ
れ
正
面
向
き
、
左
右
向
き
に
表

さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
正
面
向
き
の
象
に
跨
っ
た
よ
う
に
一
人
物
の
上
半
身
が
見

え
る
奇
妙
な
図
様
で
あ
る
。
人
物
は
頭
髪
部
が
欠
損
す
る
た
め
、
如
来
な
の
か

俗
形
な
の
か
は
不
分
明
だ
が
、
光
背
は
つ
け
な
い
。
面
相
部
の
描
き
方
は
他
の

仏
菩
薩
像
と
共
通
し
、
身
色
は
、
上
半
身
（
着
衣
の
有
無
は
不
明
）
も
含
め
て

黄
色
く
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
両
手
は
下
ろ
す
が
、
左
手
は
や
や
外
側
に
開
く
様

子
で
あ
る
。
三
つ
の
象
頭
は
、
各
々
鼻
を
高
く
も
た
げ
口
を
大
き
く
開
く
。
左

右
の
象
の
口
中
か
ら
は
蓮
茎
が
伸
び
、
そ
れ
ぞ
れ
反
花
上
に
禅
定
の
化
仏
を
の

せ
る
。
茎
や
反
花
の
彩
色
が
、
上
述
の
Ｆ
の
脇
侍
の
台
座
に
似
て
い
る
こ
と
は

注
意
さ
れ
、
Ｆ
と
Ｇ
が
一
連
の
図
像
で
あ
る
可
能
性
は
ま
す
ま
す
大
き
い
。
鼓

形
の
束
部
は
、
括
れ
た
腰
に
当
た
る
部
分
に
帯
状
の
も
の
が
巻
か
れ
、
そ
の
左

右
に
一
対
の
人
物
が
腰
か
ら
上
を
現
し
て
い
る
。
髷
を
結
い
上
体
は
裸
形
で
あ

る
。中
国
風
の
風
貌
で
あ
る
が
、お
そ
ら
く
須
弥
山
に
巻
き
つ
い
た
龍
王
（
ナ
ー

ガ
）
夫
妻
の
図
像
で
あ
ろ
う
。
鼓
形
は
赤
色
と
緑
色
で
幾
何
学
的
に
塗
り
分
け

ら
れ
て
い
る
。
須
弥
壇
の
上
面
左
右
端
に
も
一
対
の
人
物
が
跪
坐
し
、
内
側
を

向
い
て
合
掌
す
る
。
左
方
の
人
物
は
過
半
を
欠
失
す
る
が
、
右
方
は
大
き
な
髷

を
結
い
、
赤
色
の
裳
を
つ
け
る
。



四
六

こ
の
Ｆ
と
Ｇ
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
者
は
こ
ぞ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個

の
尊
像
の
も
の
と
み
な
し
て
き
た
が
、
ウ
ェ
イ
リ
ー
だ
け
は
両
者
を
一
具
と
考

え
た
よ
う
で
、
図
像
の
主
題
を
釈
迦
が
王
舎
城
で
酔
象
を
調
伏
し
た
場
面
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ソ
ー
パ
ー
は
、
本
絹
本
画
に
は
仏
伝
的
図
像

は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
説
は
疑
問
で
あ
る
と
退
け
た
。
仏
伝

の
酔
象
調
伏
と
は
、『
仏
所
行
讃
』
第
二
一
守
財
酔
象
調
伏
品
や
『
根
本
説
一

切
有
部
毘
奈
耶
破
僧
事
』
巻
十
八
に
み
え
る
説
話
で
、
仏
敵
の
提
婆
達
（
未
生

怨
王
、
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
）
が
釈
迦
を
害
そ
う
と
し
て
、
守
財
（
護
財
）
と
い

う
名
の
凶
暴
な
大
象
に
酒
を
飲
ま
せ
王
舎
城
に
托
鉢
に
来
た

釈
迦
に
け
し
か
け
て
襲
わ
せ
た
が
、
釈
迦
の
威
力
の
前
に
象

は
恭
順
し
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
ウ
ェ
イ
リ
ー
は
Ｇ
の
象
頭

を
狂
象
守
財
と
解
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
象
頭
が
三
つ
描
か

れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
以
て
し
て
も
こ
の
比
定
は
当
た
ら
な

い
。仏

坐
像
の
台
座
に
三
頭
の
象
を
あ
ら
わ
し
た
作
例
に
、
ス

ワ
ー
ト
出
土
青
銅
製
仏
説
法
像
が
あ
る
）
23
（

。
八
世
紀
頃
の
作
と

さ
れ
、
須
弥
座
の
前
に
三
象
が
正
面
を
向
い
て
立
ち
横
一
列

に
並
ん
だ
珍
し
い
意
匠
で
あ
る
。
一
般
に
象
に
託
さ
れ
た
象

徴
的
意
味
は
多
岐
に
及
び
、
象
が
身
近
な
存
在
で
あ
る
イ
ン

ド
世
界
に
お
い
て
は
な
お
さ
ら
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
で
あ
っ
た

が
、
前
に
触
れ
た
グ
プ
タ
式
背
障
が
マ
カ
ラ
、
ヴ
ィ
ヤ
ー
ラ

カ
と
と
も
に
象
を
あ
ら
わ
す
例
が
多
い
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
天

上
、
虚
空
、
大
地
と
い
う
宇
宙
の
三
要
素
を
象
徴
し
て
い
る
と
す
る
解
釈
が
あ

る
）
24
（

。
象
が
揺
る
ぎ
な
い
神
聖
な
大
地
の
表
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ブ
ッ
ダ
の
台

座
に
も
相
応
し
い
）
25
（

。

管
見
の
限
り
で
は
、
蓮
華
座
下
の
三
頭
の
象
も
含
め
て
絹
本
画
の
Ｆ
・
Ｇ
の

図
像
に
最
も
近
い
作
例
は
、
カ
ラ
チ
国
立
博
物
館
所
蔵
ガ
ン
ダ
ー
ラ
・
マ
ル

ダ
ー
ン
出
土
仏
坐
像
（
図
14
）
で
あ
る
。
禅
定
印
を
結
ん
で
蓮
華
座
に
結
跏
趺

坐
す
る
ブ
ッ
ダ
の
両
側
に
、
立
像
の
化
仏
が
四
体
ず
つ
（
左
側
の
二
体
は
欠
失
）

放
射
状
に
表
さ
れ
た
特
異
な
図
像
で
、
釈
迦
が
禅
定
三
昧
に
入
っ
て
大
光
明
を図14　マルダーン出土仏坐像
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放
ち
、
そ
の
光
が
化
し
て
多
く
の
蓮
華
と
な
り
そ
こ
に
化
仏
が
現
れ
る
と
い
う

大
神
変
を
表
現
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
）
26
（

。

ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
こ
の
石
彫
像
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
が
釈
迦
の
坐
す
蓮
華
座

で
あ
る
。
Ｆ
像
の
反
花
座
と
も
共
通
す
る
、
膝
張
よ
り
狭
い
蓮
肉
部
を
高
く
立

ち
上
げ
た
形
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
蓮
華
座
に
広
く
認
め
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
が
、

珍
し
い
の
は
、
蓮
華
下
の
左
右
に
そ
れ
ぞ
れ
地
に
臥
せ
た
側
面
形
の
象
の
頭
部

と
前
脚
が
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
象
は
頭
に
環
状
の
飾
り
を
つ
け
牙
を

も
ち
、
鼻
を
も
た
げ
て
蓮
華
の
茎
を
絡
め
持
つ
。
そ
の
蓮
華
を
座
と
し
て
頭
光

を
負
っ
た
供
養
菩
薩
が
跪
坐
し
、
中
央
に
向
い
て
合
掌
礼
拝
し
て
い
る
。
ま
た
、

釈
迦
の
蓮
華
座
の
正
面
に
は
縦
長
方
形
の

孔
が
作
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は

別
材
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

孔
周
囲
の
浮
彫
の
形
状
か

ら
み
る
と
、
失
わ
れ
た
別
材
は
、
正
面
形
の
鼻
を
も
た
げ
た
象
頭
と
左
右
前
脚

だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
つ
ま
り
、
Ｇ
に
見
ら
れ
る
三
つ
の
象
頭
と
左
右
の
象
の

口
中
か
ら
伸
び
た
蓮
華
に
坐
す
供
養
人
物
が
、
ま
さ
に
こ
の
石
像
の
図
像
と
共

通
す
る
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
特
異
な
台
座
に
結
跏
趺
坐
す
る
ブ
ッ
ダ
は
、
Ｆ
像
も
マ
ル
ダ
ー
ン

出
土
像
も
同
じ
よ
う
に
首
元
を
詰
め
た
通
肩
式
に
袈
裟
を
ま
と
い
禅
定
印
を
結

ぶ
。
た
だ
、
マ
ル
ダ
ー
ン
像
を
最
も
特
徴
づ
け
る
放
射
状
に
並
ん
だ
化
仏
の
か

わ
り
に
、
Ｆ
像
は
巨
大
な
円
相
光
を
負
っ
て
い
る
。
円
相
の
中
心
点
は
ブ
ッ
ダ

の
眉
間
に
当
た
り
、
ち
ょ
う
ど
円
形
の
頭
光
を
そ
の
ま
ま
拡
大
し
た
よ
う
な
形

で
あ
る
。
大
き
な
円
形
の
挙
身
光
で
あ
れ
ば
同
じ
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
域
に
お
い
て

も
し
ば
し
ば
散
見
で
き
、
た
と
え
ば
カ
ー
ピ
シ
ー
の
シ
ョ
ト
ラ
ク
出
土
双
神
変

像
の
左
右
脇
に
表
さ
れ
た
小
坐
仏
な
ど
に
例
が
あ
る
が
、
Ｆ
像
の
よ
う
な
光
背

は
ほ
と
ん
ど
管
見
に
触
れ
な
い
。
よ
う
や
く
見
つ
け
た
の
が
図
15
の
西
域
南
道

の
ホ
ー
タ
ン
の
ヨ
ッ
ト
カ
ン
か
ら
出
土
し
た
と
い
う
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
国
立
博

物
館
所
蔵
の
銅
製
小
坐
仏
で
、
こ
れ
も
ま
た
通
肩
式
着
衣
の
禅
定
印
坐
仏
で
あ

る
の
は
興
味
深
い
。

た
だ
、
こ
の
巨
大
な
円
相
光
の
表
現
は
、
放
射
状
に
化
仏
を
出
現
さ
せ
た
マ

ル
ダ
ー
ン
出
土
像
の
図
像
と
も
無
関
係
と
い
う
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
の
前
に
、
Ｆ
像
の
台
座
下
部
に
当
た
る
Ｇ
の
図
像
を
も
う
少
し
見
て
み
よ
う
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｇ
に
み
え
る
三
色
に
塗
り
分
け
ら
れ
た
鼓
形
の
図
像

は
、
敦
煌
画
に
お
け
る
須
弥
山
の
典
型
的
な
表
現
で
あ
り
、
そ
の
括
れ
た
腰
に

巻
か
れ
た
帯
と
左
右
一
対
の
小
人
物
は
、
須
弥
山
に
巻
き
つ
い
た
二
龍
王
に
違

い
な
い
。
た
と
え
ば
、
莫
高
窟
第
三
六
一
窟
に
は
中
唐
期
に
描
か
れ
た
千
臂
千

鉢
文
殊
菩
薩
像
が
か
な
り
保
存
の
良
い
状
態
で
残
っ
て
お
り
（
図
16
）、
文
殊

菩
薩
が
結
跏
趺
坐

す
る
須
弥
山
と
二

龍
王
難
陀
・
跋
難

陀
の
図
像
が
絹
本

画
の
Ｇ
と
よ
く
一

致
し
て
い
る
。
千

臂
千
鉢
文
殊
像
の

壁
画
で
は
、
須
弥

山
の
下
に
広
が
る

図15　ヨットカン出土銅製小坐仏



四
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円
盤
形
の
大
海
に
左
右
一
対
の
阿
修
羅
と
そ
れ
に
従
う
怒
髪
の
夜
叉
が
描
か
れ
、

膝
ま
で
海
水
に
浸
か
っ
た
姿
で
合
掌
し
て
い
る
。
一
方
の
Ｇ
に
お
い
て
は
、
鼓

形
の
須
弥
山
の
下
に
据
え
ら
れ
た
須
弥
座
上
面
に
左
右
一
対
の
小
人
物
が
跪
坐

し
、
内
側
を
向
い
て
合
掌
し
て
お
り
、
こ
れ
が
壁
画
の
阿
修
羅
像
ら
と
対
応
す

る
図
像
で
あ
ろ
う
。

敦
煌
に
お
け
る
須
弥
山
の
図
像
は
他
の
主
題
の
壁
画
に
も
登
場
す
る
が
、
こ

こ
で
千
臂
千
鉢
文
殊
像
図
を
例
に
挙
げ
た
の
は
、
須
弥
山
上
の
蓮
華
座
に
結
跏

趺
坐
す
る
主
尊
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
Ｆ
像
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
千
臂
千
鉢
文
殊
の
場
合
、
眉
間
を
中
心
点
と
す
る
大
き
な
円
形
を

え
が
く
の
は
そ
れ
ぞ
れ
に
鉢
を
持
っ
た
千
本
の
手
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が

巨
大
な
光
背
を
形
成
し
て
お
り
、
ち
ょ
う
ど
Ｆ
像
に
お
け
る
光
背
と
同
様
な
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

文
殊
菩
薩
の
特
殊
な
密
教
的
展
開
で
あ
る
千
臂
千
鉢
文
殊
は
、
不
空
訳
と
伝

え
る
『
大
乗
瑜
伽
金
剛
性
海
曼
殊
室
利
千
臂
千
鉢
大
教
王
経
』
十
巻
を
典
拠
と

し
て
お
り
）
27
（

、
巻
第
一
お
よ
び
第
五
に
蓮
華
蔵
世
界
海
に
お
い
て
文
殊
菩
薩
が
千

臂
と
千
鉢
を
現
出
さ
せ
た
こ
と
が
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
巻
第
一
で
は
、
釈
迦

が
摩
醯
首
羅
天
王
宮
で
の
金
剛
性
海
蓮
華
蔵
会
に
お
い
て
毘
盧
遮
那
如
来
と
共

に
在
っ
て
こ
の
経
を
説
い
た
と
こ
ろ
、
大
聖
曼
殊
室
利
菩
薩
が
金
色
身
を
現
じ
、

身
上
か
ら
千
臂
千
手
の
千
鉢
を
出
し
、
鉢
中
か
ら
千
釈
迦
を
顕
現
さ
せ
、
そ
の

千
釈
迦
が
ま
た
千
百
億
の
化
釈
迦
を
現
出
さ
せ
た
と
い
う
）
28
（

。
こ
の
経
文
の
と
お

り
、
莫
高
窟
第
三
六
一
窟
の
壁
画
例
で
は
一
々
の
手
の
緑
色
の
鉢
に
鼓
型
で
や

は
り
三
色
に
塗
り
分
け
ら
れ
た
須
弥
山
に
坐
す
化
仏
が
描
か
れ
て
お
り
、
重
々

無
尽
で
壮
大
な
華
厳
的
宇
宙
が
文
殊
菩
薩
の
身
体
を
借
り
て
神
秘
的
か
つ
劇
的

に
表
出
さ
れ
て
い
る
。

無
論
、
絹
本
画
の
Ｆ
・
Ｇ
像
が
直
ち
に
千
臂
千
鉢
文
殊
と
結
び
つ
く
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
蓮
華
蔵
世
界
海
の
須
弥
山
上
に
住
す
る
宇
宙
主
的
な
仏
を

あ
ら
わ
す
に
際
し
て
用
い
ら
れ
る
図
像
的
特
徴
が
、
莫
高
窟
の
千
臂
千
鉢
文
殊

に
も
絹
本
画
の
当
該
像
に
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
看
過
し
難
い
。

そ
う
な
る
と
、
三
頭
の
象
の
図
像
が
Ｆ
像
と
共
通
す
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
・
マ
ル

図16　莫高窟第361窟千臂千鉢文殊菩薩像
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四
九

ダ
ー
ン
出
土
像
が
、
禅
定
三
昧
に
入
っ
て
大
光
明
を
放
ち
、
そ
の
光
が
化
し
て

多
く
の
蓮
華
と
な
り
そ
こ
に
化
仏
が
現
れ
る
と
い
う
釈
迦
の
大
神
変
を
表
現
し

て
い
る
と
さ
れ
る
こ
と
と
も
、
一
脈
通
じ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
絹
本
画
の

Ｆ
・
Ｇ
像
も
大
神
変
を
な
す
宇
宙
主
的
な
ブ
ッ
ダ
像
を
モ
デ
ル
と
し
た
も
の
と

推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
デ
リ
ー
幅
か
ら
六
件
五
尊
を
取
り
上
げ
て
詳
し
く
見
て
き
た
。
大
英

幅
の
分
を
合
わ
せ
る
と
全
部
で
二
十
一
な
い
し
二
尊
あ
る
中
で
、
紙
幅
の
関
係

で
よ
う
や
く
四
分
の
一
ほ
ど
を
取
り
上
げ
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
点

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
先
行
研
究
の
章
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
絹
本
画
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
解
釈
は
、
仏
教
聖
蹟
に
実
際

に
祀
ら
れ
た
由
緒
あ
る
像
を
忠
実
に
記
録
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
特
に
西

域
南
道
の
ホ
ー
タ
ン
の
守
護
神
的
な
仏
教
像
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
以
上
の
六
件
だ
け
を
見
て
も
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
Ａ

の
台
座
は
実
像
で
は
あ
り
得
ず
、
説
話
に
基
づ
く
図
像
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
Ｃ
は
お
そ
ら
く
唐
の
内
地
、
Ｄ
は
西
イ
ン
ド
、
Ｅ
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
ス

ト
ゥ
コ
像
に
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
原
像
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
、
ホ
ー
タ
ン
に

は
な
か
な
か
結
び
つ
か
な
い
。
た
だ
、
最
後
に
取
り
上
げ
た
Ｆ
・
Ｇ
に
つ
い
て

は
、
華
厳
教
学
の
拠
点
で
あ
っ
た
ホ
ー
タ
ン
仏
教
と
の
関
係
性
が
浮
か
び
上
が

る
。
関
連
作
品
と
し
て
挙
げ
た
千
臂
千
鉢
文
殊
像
を
長
安
の
大
慈
恩
寺
の
塔
に

描
い
た
の
が
ホ
ー
タ
ン
王
族
出
身
の
尉
遅
乙
僧
で
あ
っ
た
）
29
（

こ
と
な
ど
も
、
参
考

に
値
し
よ
う
。

残
る
十
数
尊
に
つ
い
て
の
検
討
は
も
と
よ
り
、
特
に
今
回
敢
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３
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述
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。
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収
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５
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⑧
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７
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れ
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