
笠
置
曼
茶
羅
の
性
格

中

島

博

大
和
文
華
館
に
所
藏
さ
れ
る

「笠
置
曼
茶
羅
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
諸
先
學
の

論
考
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
に
捺
り
な
が
ら
入

っ
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
つ

こ
の
圖
の
制
作
時
期
お
よ
び
事
情
に
關
し

て
、
足
立
康
氏
の
説
が
あ
る
(「笠
置
寺

彌
勒
像
と
笠
置
曼
茶
羅
」
『
日
本
彫
刻
史

の
研
究
』
所
収
)。
足
立
氏
の
考

へ
で
は
、

こ
の
圖
は
元
弘
元
年

(
=
ニ
コ
ニ

)
に
元
弘

の
兵
齪
で
笠
置
寺
が
焼
亡
し
て
後
に
、

想
像
的
に
描
か
れ
た
も
の
と
な
る
。
氏
の
議
論
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
第

一
に
建

築
物
に
關
し
て
、
圖
の
下
方
に
描
か
れ
た
、
懸
造
の
非
常
に
横
長
の
建
築
が
禮
堂

ら
し
く
は
見
え
ず
、
規
模
も
小
さ
す
ぎ
て
、
元
弘
の
折
の
こ
と
を
『
笠
置
寺
縁
起
』

(
『大
日
本
佛
教
全
書
』
第
百
十
八
巻

寺
誌
叢
書
第
二
)
が
記
す
中
に
、
「魔
風

し
き
り
に
吹
て
、
本
た
う
の
猛
火
本
尊
に
覆
け
れ
は
、
石
像
焼
隔
て
、
化
人
刻
彫

の
尊
容
も
埋
没
せ
り
」
と
あ
る
様
な
事
態
は
起
り
さ
う
に
な
い
か
ら
、
こ
の
圖
の

禮
堂
は
實
窺
で
な
い
と
す
る
。
そ
れ
に
封
し
て
矢
代
幸
雄
氏
が
批
判
し
て
ゐ
る

(
「
笠
置
曼
茶
羅
」

『大
和
文
華
』
第
二
號

「
歎
美
抄

二
」
の
う
ち
)。
圖
の
様

な
建
築
が
炎
上
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
火
に
弱

い
花
商
岩
が
損
焼
を
受
け
る
こ
と

は
、
實
地
踏
査
が
直
ち
に
納
得
せ
し
む
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
圖
に
お
け
る
建
築

物
が
や
、
比
例
を
小
さ
く
描
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と

矢
代
氏
は
述
べ
る
。
笠
置
寺
の
禮
堂
は
、
ζ
の
寺
に
隠
棲
し
た
解
脱
上
人
貞
慶
が
、

建
仁
三
年

(
一
二
〇
三
)
に
勧
進
し
て
修
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
勧
進
状
に
よ
れ

ば
そ
の
修
造
計
画
は
、

(
一
)
地
形
の
都
合
上
石
佛
に
近
接
し
て
ゐ
た
も
の
を
、

一
丈
饒
基
を
移
し
て
後
退
さ
せ
る
こ
と

(そ
れ
は
即
ち
懸
造
の
構
造
と
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
)
、
(二
)
槍
を
五
六
尺
上
げ
る
こ
と
、

(
三
)
軒
廊
の
間
数
を
加

へ

て
、
以
て
樂
所
と
な
す
こ
と
、

(四
)
母
屋
の

一
方
を
経
藏

・
舞
曲
の
塁

・
聴
聞

所
に
宛
て
る
こ
と

(
こ
れ
は
母
屋
正
面
の
間
数
が
か
な
り
多
い
こ
と
を
示
す
)
、

以
上
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は

一
々
圖
の
下
方
の
建
築
の
特
色
に

一
致
し
、
そ
れ
が
貞

慶
修
造
の
禮
堂
を
描
窺
す
る
に
相
違
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。
な
ほ
、
圖
に
お
い
て

も
う

一
つ
の
目
立

つ
建
築
で
あ
る
十
三
重
塔
に
關
し
て
は
、
堀
池
春
峰
氏
が
圖
の

制
作
期
に
指
標
を
與
へ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
ゐ
る

(
「笠
置
寺
と
笠
置
曼

祭
羅
に
つ
い
て
の

一
試
論
」

『
佛
教
藝
術
』
第
十
八
號
)
。
堀
池
氏
は
、
貞
慶
の

後
継
者
宗
性
が
文
鷹
元
年

(
一
二
六
〇
)
頃

(氏
は
寛
元
と
し
て
い
る
が
誤
り
で

あ
ら
う
)
に
塔
を
修
復
し
て
以
後
の
状
態
を
窮
す
も
の
で
あ
る
と
見
倣
し
て
ゐ
る
。

し
か
し
そ
の
議
論
が
氏
の
誤

っ
た
観
察
、
即
ち
塔
の
屋
根
が
檜
皮
葺
で
あ
る
と
見

た
こ
と
に
基
い
て
ゐ
る
以
上
、
斥
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
圖
の
塔
の
屋
根
は
緑
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色
に
塗
ら
れ
、
禮
堂
等
が
檜
皮
葺
を
表
は
す
と
き
の
通
例
通
り
茶
色
に
塗
ら
れ
て

ゐ
る
の
と
異
な
る
し
、
ま
た
明
ら
か
に
屋
根
瓦
を
表
は
す
墨
線
も
認
め
ら
れ
る
(成

瀬
不
二
雄
氏

の
示
教
に
よ
る
)
。
貞
慶
建
立
時

の
瓦
葺
の
形
式
を
も
含
め
、
細
部

に
到
る
ま
で
克
明
で
曖
味
さ
の
な
い
こ
の
十
三
重
塔
と
描
窮
は
、
禮
堂
と
同
様
に

恐
ら
く
現
實
の
観
察
に
裏
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
思
は
せ
る
。
禮
堂

と
十
三
重
塔
に
加

へ
て
、
塔
の
背
後
の
岩
陰
に
見
え
る
、
禮
堂
と
類
似
し
た
構
造

の
建
築
、
ま
た
更
に
そ
の
背
後
の
岩
陰

に
の
ぞ
く
、
入
母
屋
造
の
建
築
も
、
そ
れ

ら
が
何
で
あ
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
綿
密
な
描
窺
は
現
實
感
に
富
む
も

の
で
あ
る
。

こ
の
圖
の
實
窺
性
を
足
立
氏
が
疑
ふ
も
う

一
つ
の
理
由
は
、
石
佛
の
像
容
に
關

す
る
も
の
で
あ
る
。
氏
の
説
く
と
こ
ろ
で
は
、

「
笠
置
曼
茶
羅
」
の
彌
勒
像
は
、

特
に
衣
文
線
と
蓮
華
座
の
形
式
に
お
い
て
、
康
和
三
年

(
一
一
〇

一
)
頃
編
纂
さ

れ
た

「彌
勒
菩
薩
董
像
集
」
収
載
の
圖
像

と
相
違
し
、
そ
し
て

一
方
で
笠
置
彌
勒

像
を
承
元
三
年

(
一
二
〇
九
)
に
後
鳥
羽
上
皇
御
願
に
よ

っ
て
摸
刻
し
た
、
大
野

寺
磨
崖
彌
勒
像
に
相
似
し
て
ゐ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

「笠
置
曼
祭
羅
」
は
元
弘
の

罹
災
後
に
大
野
寺
像
を
材
料
に
描
か
れ
た

の
で
あ

っ
て
、
笠
置
寺
像
の
實
際
を
傳

へ
て
は
ゐ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
じ
、

「彌
勒
菩
薩
董
像
集
」
の
圖
像
が
、
た

と
ひ
最
古
で
あ
る
に
し
て
も
、
諸
本
中
最
も
笠
置
寺
像
の
眞
を
窮
す
も
の
で
あ
る

こ
と
の
保
謹
は
な
く
、
む
し
ろ
例

へ
ば

「畳
禅
抄
」
の
圖
は
、
笠
置
寺
像
を
そ
の

自
然
環
境
と
共
に
情
景
的
に
捉

へ
る
圖
像

の
唯

一
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
方

に
信
頼
が
置
け
る
と
い
う
観
方
も
で
き
よ
う
。
ま
た
足
立
氏
が
、
大
野
寺
像
は
衣

文
線
や
蓮
華
座
の
形
式
と
い
っ
た
基
本
的
な
嵩
に
お
い
て
、
時
代
の
好
尚
に
從

っ

て
大
き
い
変
更
が
加

へ
ら
れ
た
と
考

へ
る
の
も
、

一
般
に
霊
像
の
摸
刻

に
際
し
て

圖
像
的
な
忠
實
さ
が
心
掛
け
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
思

へ
ば
、
賛
成
し
難
い
と
こ
ろ

側
-

で
あ
る
。

一畳
禅
抄
」
の
圖
に
し
て
も
、
極
め
て
略
筆
に
な
り
、
注
に
圖
の
誤
り

が
記
さ
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
で
、
印
象
的
な
描
窺
で
あ
る
か
ら
詳
細
に
わ
た

っ
て
参
考

た
り
得
な
い
。
結
局
圖
像
で
は
な
く
、
實
際
に
笠
置
寺
像
と
同
じ
磨
崖
佛
と
し
て
遺

さ
れ
た
大
野
寺
像
が
、
最
も
正
確
に
笠
置
寺
像
を
窮
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。
な
ほ
、
笠
置
寺
像
の
摸
刻
と
し
て
は
も
う

一
つ
、
文
永
十

一
年

(
一

二
七
四
)
の
刻
銘
を
有
す
る
(久
野
健
氏
『石
佛
』ブ
ッ
ク
・
オ
ブ
・ブ
ッ
ク
ス

日
本

の
美
術

三
十
六
)
相
楽
郡
加
茂
町
の
ミ
ロ
ク
辻
の
彌
勒
佛
像
が
あ
る
。
笠
置
寺

の
岩
面
に
残
る
の
と
同
じ
、
二
重
墨
身
光
背
の
彫
り
凹
め
の
中
に
、
線
刻
さ
れ
た

等
身
の
像
で
あ
り
、
大
工
末
行

の
名
も
刻
さ
れ
た
本
格
的
な
作
で
あ
る
。
そ
の
像

容
は
大
野
寺
像
に
近
似
す
る
が
、
例

へ
ば
衣

の
膝
前
に
垂
れ
た
部
分
の
衣
文
が
、

あ
た
か
も
天
衣
を
廻
ら
し
た
か
の
様
な
不
自
然
な
表
現
と
な
っ
て
を
り
、
明
ら
か

に
圖
様

の
崩
れ
が
生
じ
て
ゐ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
從

っ
て
こ
の
ミ
ロ
ク
辻

像
の
蓮
華
座
が
大
野
寺
像
の
様
な
踏
割
形
式
で
な
い
こ
と
も
、
窮
し
誤
り
か
ま
た

は
光
背

の
枠
に
制
約
さ
れ
て
下
端
で
省
略
さ
れ
た
と
見
倣
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

「笠
置
曼
祭
羅
」
の
彌
勒
像
は
、
笠
置
寺
像
の
忠
實
な
模
刻
と
考

へ
ら
れ
る
大
野

寺
像
の
像
容
に
最
も
近
似
し
て
ゐ
る
。
こ
の
匙
で
も

「笠
置
曼
奈
羅
」
の
實
窮
性

が
認
め
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
「笠
置
曼
祭
羅
」
が
笠
置
寺
の
實
況
を
描
窺
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
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認
し
た
。
勿
論
こ
れ
に
よ

っ
て
、「
笠
置
曼
奈
羅
」
の
製
作
時
期
が
幾
分
か
で
も
明

ら
か
に
さ
れ
得
る
課
で
は
な
い
。
實
窺

で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
強
調
す
る
の
は
、

た
ゾ
こ
の
圖
が
空
想
的
な
産
物

で
は
な
く
、
現
實
を
踏
ま

へ
て
成
立
し
て
ゐ
る
こ

と
に
注
意
す
る
の
で
あ
る
。

矢
代
氏
の
場
合
も
、
「笠
置
曼
奈
羅
」
が
元
弘
の
罹
災
以
前
の
實
景
描
窺

で
あ
る

こ
と
を
詳
細
に
論
じ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
輩
に
年
代
判
定
の
興
味
に
よ
る
の
で
な

く
、
こ
の
圖
の
藝
術
的
債
値
の
問
題
に
關
は

っ
て
ゐ
る
。
氏
の
こ
と
ば
を
引
用
す

る
。
「社
地
寺
域
を
描
窩
す
る
曼
茶
羅
の
う
ち
、
も
し
も
そ
の
場
所
の
景
観
が
異
常

に
見
事
で
あ

っ
て
、
そ
れ
自
身
の
美
的
感
銘
を
深
く
與

へ
る
場
合
に
は
、
さ
う
い

ふ
曼
奈
羅
豊
は
、
自
ら
宗
教
思
想
よ
り
も
、
自
然
よ
り
の
美
的
感
銘
に
よ
り
多
く

引
張
ら
れ
て
製
作
さ
れ
、
換
言
す
れ
ば
、

よ
り
多
く
純
粋
風
景
書
に
近
づ

い
て
、

近
代
的
意
義
を
持

っ
の
で
あ
る
。」
氏
は
そ
の
様
な
圖
の
代
表
作
と
し
て
、「
那
智
瀧

圖
」
と
こ
の

「笠
置
曼
祭
羅
」
を
墨
げ
る
。
い
は
ゆ
る
宮
曼
奈
羅
に
お
け
る
自
然

描
窺
を
重
視
す
る
立
場

(そ
の
不
當
性
に

つ
い
て
は
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
稿

「宮
曼
祭
羅
の
成
立
と
焚
展
」

『美
術
史
』
第
百
二
冊
)
に
似
て
ゐ
る
が
、
神
秘

主
義
的
解
繹
に
傾
か
ぬ
貼
に
特
色
が
あ
る
。
し
か
し
氏
が

「笠
置
曼
祭
羅
」
の
題

材
が
寺
院
で
あ
る
こ
と
を
重
視
せ
ず
に
、
輩
な
る
山
水
景
観
と
同
等
に
扱

っ
て
ゐ

る
の
は
疑
問
に
思
は
れ
る
。
「巖
石
も
、
樹
木
も
、
草
花
も
、
建
物
も
、
参
詣
人
も
、

何
れ
も
公
平
な
る
冷
静
な
る
眼
を
以

っ
て
見
ら
れ
、
注
意
深
く
理
解
さ
れ
、
そ
こ

に
あ
る
が
ま

＼
に
描
罵
さ
れ
て
ゐ
る
。
本

尊
の
石
佛
す
ら
も
、
特
に
こ
れ
に
神
秘

感
を
加

へ
て
信
仰
的
に
働
き
か
け
さ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
は
見
ら
れ
な
い
。」
こ
の

様

に
氏
は
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
圖
が
や
は
り
純
粋
風
景
書
で
は
な
く
宗
教

壼
で
あ
る
な
ら
ば
、
観
嵩
は
自
ら
そ
れ
に
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
極
端
に
い
へ
ば

一
木

一
草
に
到
る
ま
で
、
何
ら
か
の
宗
教
的
意
味
を
附
與
さ

れ
て
ゐ
は
し
な
い
か
と
慎
重
に
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

っ
て
、
そ
の
様
な

過
程

に
お
い
て
、
純
粋
風
景
書
と
し
て
は
不
合
理
な
表
現
も
し
ば
し
ば
見
出
だ
さ

れ
、
そ
れ
ら
が
重
要
な
宗
教
的
意
味
を
荷

っ
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
て

「笠
置
曼
茶
羅
」
は
、
笠
置
寺
の
立
地
す
る
自
然
景
観
を
ど
の
様
に
表
現

し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
現
實

に
笠
置
山
の
山
頂
附
近
は
、
巨
岩
が
重
畳
す
る
奇

観
を
呈
し
、
行
場
と
し
て
知
ら
れ
て
ゐ
る
。
た
し
か
に
そ
の
景
観
そ
の
も
の
は
、

自
然
の
脅
威
を
感
じ
さ
せ
、
巨
岩
を
見
上
げ
る
と
き
そ
の
神
々
し
さ
に
打
た
れ
る

こ
と
も
あ
ら
う
。
中
で
も
顕
著
に
切
り
立

つ
た
岩
肌
に
彌
勒
像
は
刻
ま
れ
た
の
で

あ

っ
た
。
こ
の
彌
勒
石
は
、
圖
に
お
い
て
種
々
の
樹
木
に
と
り
囲
ま
れ
、
林
中
に

孤
立
す
る
屏
風
状
の
岩
で
あ
る
か
の
様
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
。
實
際
に
は
こ
の
岩

は
背
後
の
山
に
績
い
て
を
り
、
後
か
ら
押
し
出
さ
れ
の
し
か
か

っ
て
來
る
様
な
勢

が
、
岩

の
巨
大
な
印
象
を
強
め
る
要
因
と
な

っ
て
ゐ
る
の
に
、
圖
で
は
そ
の
感
畳

が
失
は
れ
て
ゐ
る
。
岩
そ
の
も
の
の
存
在
感
よ
り
も
、
そ
の
表
面
に
刻
ま
れ
た
佛

像
の
方
に
重
嵩
を
置
い
た
表
現
と
な

っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
實
景
に
お
い
て
、
彌

勒
石
の
向

っ
て
左
に
は
殆
ん
ど
攣
ら
ぬ
巨
大
さ
で
文
殊
石

・
薬
師
石
が
相
接
し
て

連
な

っ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
彫
刻
の
施
さ
れ
た
形
跡
が
な
く
、
岩
そ
の
も
の

を
そ
の
様
に
稻
し
て
信
仰
し
た
様
で
あ
る
。
圖
で
は
彌
勒
石
の
左
に
樹
木
数
本
の
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並
ぶ
間
隙
が
あ
り
、
そ
の
手
前
に
十
三
重
塔
、
そ
の
左
後
方
に
彌
勒
石
の
半
分
位

の
高
さ
の
岩
が
見
え
て
を
り
、
そ
れ
が
文

殊
石
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
岩

裾

に
あ
る
建
築
と
の
關
係
で
は
、
か
な
り

の
巨
岩
と
し
て
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
け
れ

ど
も
、
彌
勒
石

に
は
比
す

べ
く
も
な
く
小
さ
く
描
か
れ
、
塔
の
陰
に
身
を
ひ
そ

め
る
か
の
様
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
の
更

に
左
に
描
か
る
べ
き
薬
師
石
は
認
め
ら

れ
な
い
。
こ
の
様
に
、
笠
置
寺
を
め
ぐ
る
自
然
景
、
特
に
彌
勒
石
を
は
じ
め
と
す

る
巨
岩
の
並
び
立

つ
雄
大
な
景
観
は
、
こ
の
圖
に
お
い
て
十
分
に
表
現
さ
れ
て
ゐ

る
と
言
ひ
難
い
。
こ
の
圖
の
空
間
は
、
人
工
の
構
築
物
、
即
ち
彌
勒
石
の
根
元
の

左
右

一
杯
に
築
か
れ
た
木
造
須
彌
壇
、
そ

の
左
に
そ
び
え
る
十
三
重
塔
、
前
面
を

区
切
る
禮
堂
な
ど
に
よ

っ
て
整
然
と
組
み
立
て
ら
れ
て
を
り
、
自
然
景
は
鯨
地
に

從
属
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、「
笠
置
曼
奈
羅
」
の
自
然
景
観
以
外
の
要
素
を
、
改
め
て
仔
細
に

検
討
す
る
と
し
よ
う
。
ま
つ
彌
勒
佛
像
で
あ
る
が
、
衣
の
左
袖
端
及
び
裾
、
ま
た

右
足
の
踏
む
蓮
華
が
、
岩
面
に
彫
り
凹
め

ら
れ
た
學
身
光
背
の
枠
を
少
々
は
み
出

し
て
ゐ
る
嵩
、
線
刻
像
の
描
窺
と
し
て
は
適
當
で
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
光

背
の
み
が
平
滑
に
残
る
彌
勒
石
の
現
状
や
、
ま
た
笠
置
寺
像
の
摸
刻
で
あ
る
大
野

寺
像
及
び
ミ

ロ
ク
辻
像
が
全
く
の
線
刻
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
笠
置
寺
像
は
線

刻
で
あ

っ
た
こ
と
が
確
實

と
思
は
れ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、「
笠
置
曼
祭
羅
」
の
彌
勒

佛
像
は
、
少
く
と
も
そ
の

一
部
が
岩
面
か
ら
突
出
し
た
状
態
に
描
か
れ
て
ゐ
る
。

佛
像
の
肉
身
や
衣
文

の
線
は
、
は

っ
き
り
し
た
肥
痩
を
こ
そ
有
し
な
い
が
、
柔
か

く
流
動
感
に
富
ん
で
を
り
、
固
い
岩
面
に
刻
ま
れ
た
も
の
と
は
感
じ
さ
せ
ず
、
む

し
ろ
佛
像
を
生
き
て
活
動
し
て
ゐ
る
も
の
と
し
て
描
き
出
し
て
ゐ
る
様
で
あ
る
。

勿
論
こ
の
効
果
に
は
、
簡
略
な
が
ら
適
確
に
施
さ
れ
た
像
の
彩
色
も
與

っ
て
力
が

あ
る
。

こ
の
生
動
的
な
佛
像
は
、
そ
の
向

っ
て
左
下
を
向
く
視
線
に
よ

っ
て
指
示
さ
れ

る
通
り
に
、
圖
の
左
下
部
に
位
置
す
る
参
詣
者
と
呼
鷹
し
て
ゐ
る
。
圖
が
彌
勒
像

を
本
尊
と
す
る
笠
置
寺
の
中
心
部
の

一
郭
を
描
く
も
の
の
、
そ
れ
が
や

＼
右

へ
寄

っ
て
、
左
方
に
郭
外
が
多
め
に
書
面
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
山
外
か
ら

の
参
詣
者
を
特
に
描
き
込
む
た
め
の
配
慮
と
考

へ
ら
れ
る
。
白
い
著
衣
の
婦
人
は

笠
を
冠

っ
た
ま
ま
で
、
い
ま
ま
さ
に
山
を
登
り
來

っ
た
態
で
あ
る
。
笠
を
手
に
取

っ
た
折
烏
帽
子
の
男
子
は
從
者
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
二
人
の
参
詣
者
、
殊
に
婦
人

は
念
珠
を
手
に
合
掌
し
て
、
佛
像
を
仰
ぎ
見
て
ゐ
る
。
な
ほ
、
こ
の
圖
に
描
か
れ

た
も
う

一
人
の
人
物
と
し
て
、
彌
勒
像
の
前
庭
に
僧
侶
が
、
胸
よ
り
上
の
み
を
禮

堂
の
屋
根
越
し
に
見
せ
て
立

っ
て
ゐ
る
の
も
見
落
と
せ
な
い
。
彼
も
ま
た
合
掌
し

て
佛
像
を
仰
い
で
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
僧
侶
は
、
た
し
か
に
見
落
と
さ
れ
か
ね
ぬ

様
な
目
立
た
ぬ
配
置
の
さ
れ
方

で
あ
り
、
左
方
の
参
詣
者
に
比
す
れ
ば
重
要
度
が

や

＼
低
い
存
在
と
い
は
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
の
意
味
を
考
へ
て
み
る
と
、
参
詣
者

の
信
仰
が
個
人
的
に
形
成
さ
れ
た
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
笠
置
寺
の
住
僧
に
よ

っ
て
指
導
さ
れ
る
、

一
般
性
を
も

っ
た
信
仰
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
僧
侶
が

描
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
彌
勒
佛
像
が
こ
の
寺
の

本
尊
で
あ
り
な
が
ら
圖
の
中
央
に
描
か
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
そ
れ
自
腔
が
主
題
で
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は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
佛
像
と
参
詣
者
と
を
結
ぶ
線
が
、
圖
の
中
央
部
を
斜
め
に

貫
い
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
佛
像
と
参
詣
者
と
の
關
係
、
換
言
す
れ
ば
こ
の
佛

像
に
封
す
る
信
仰
の
あ
り
方
が
、
こ
の
圖

の
主
題
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ
る
。

こ
の
彌
勒
像
は
、
な
に
よ
り
も
如
來
形

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
繹
迦
か
ら
附
囑
さ

れ
た
法
衣
を
捧
げ
る
摩
詞
迦
葉
が
脇
侍
の

一
つ
と
し
て
添

へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
に

よ

っ
て
も
明
ら
か
な
様
に
、
繹
迦
滅
し
て
よ
り
五
十
六
億
七
千
萬
年
後
に
、
兜
率

天
よ
り
下
生
し
て
佛
と
な

っ
た
姿
に
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
。
當
然
こ
こ
で
の
信
仰
と

し
て
ま
つ
考

へ
ら
れ
る
の
は
、
彌
勒
如
來

の
龍
華
樹
下
の
説
法
に
値
遇
す
る
こ
と

で
あ
る
。
「興
福
寺
別
當
次
第
」
の
前
法
務
大
僧
正
雅
縁
の
項
中
で
、
大
野
寺
像
に

つ
い
て
、
「木
像
檜
像
者
錐
相
好
嚴
、
恨
之
非
不
朽
、
至
石
像
者
殆
可
至
遠
龍
花
三

會
之
期
」
と
、
そ
の
不
朽
性
を
賞
讃
す
る
と
き
、
「雛
不
如
笠
置
霊
像
」
と
附
言
す

る
形
で
、
大
野
寺
像
の
本
と
な

っ
た
笠
置
寺
像
が
、
彌
勒
下
生
の
時
ま
で
存
績
す

る
に
相
違
な
い
こ
と
が
述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
「笠
置
曼
奈
羅
」
は
、
彌
靱
像
が
必
ず

し
も
磨
崖
線
刻
像
を
正
確
に
描
窺
せ
ず
、
生
動
性
を
附
與
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
勘

案
す
れ
ば
、
ま
さ
に
笠
置
寺
像
が
龍
華
三
會
の
期
に
到

っ
た
と
い
ふ
幻
想
を
、
控

へ
目
な
表
現
な
が
ら
描
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
幻
想
は
か
す
か
な
も

の
で
あ

っ
て
、
笠
置
寺
の
現
實
相
を
見
失

ふ
程
に
没
頭
し
て
彌
勒
下
生
の
光
景
を

描

い
て
は
ゐ
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

笠
置
寺
の
彌
勒
像
は
、
た
し
か
に
下
生

の
像
と
し
て
表
は
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
単

に
下
生
信
仰
の
封
象
と
な

っ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
上
生
信
仰
の
方
が
強

く
、
下
生
は
上
生
に
伴
ふ
も
の
と
副
次
的

に
考

へ
ら
れ
て
ゐ
た
様
で
あ
る
。
兜
率

上
生
信
仰
は
、
易
行
を
強
調
す
る
極
楽
往
生
信
仰
の
隆
盛
に
つ
れ
て
民
間
で
は
衰

退
し
て
し
ま

っ
た
が
、
貴
族
層
に
お
い
て
は
自
力
作
善
的
な
諸
行
往
生
思
想
と
し

て
存
績
し
て
ゐ
た
。
法
然
に
代
表
さ
れ
る
鎌
倉
新
佛
教
に
封
抗
す
る
南
都
の
曹
佛

教
は
、
こ
の
兜
率
上
生
信
仰
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る

(速
水
侑

『彌
勒
信
仰
1

も
う

一
っ
の
浄
土
信
仰
i
』
日
本
人
の
行
動
と
思
想

十
二
)
。
解
脱
上
人
貞
慶

は
、
明
恵
上
人
高
辮
と
並
ん
で
奮
佛
教
側
の
代
表
者
で
あ
り
、
特
に
隠
棲
の
地
で

あ
る
笠
置
寺
を
復
興
し
た
功
績
が
認
め
ら
れ
る
。
す
で
に
鰯
れ
た
様
に
、「
笠
置
曼

奈
羅
」
に
も
描
か
れ
る
十
三
重
塔
は
貞
慶
の
建
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
彌
勒

像
の
前
の
禮
堂
の
改
造
も
彼
の
仕
事
で
あ
る
。
貞
慶
の
後
縫
者
で
あ
る
東
大
寺
の

宗
性
が
編
纂
し
た

『彌
勒
如
來
感
慮
抄
』
の
第

一
巻
は
、
貞
慶
の
遺
稿
集
と
な

っ

て
ゐ
る
。
そ
こ
に
収
め
ら
れ
た
諸
々
の
願
文
や
講

式
等
に
、
貞
慶
の
彌
勒
信
仰
が

述

べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
み
つ
か
ら
熱
心
な
兜
率
願
生
者

で
あ
り
、
兜
率
上
生
信
仰

を
普
及
さ
せ
る
た
め
の
捺
嵩
と
し
て
笠
置
寺
を
整
備
す
る
こ
と
に
も
努
め
た
貞
慶

の
情
熱
が
ど
の
文
章
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
従

っ
て
笠
置
寺
の
彌
勒
像
は
、
如
來
形

で
あ
り
な
が
ら
上
生
信
仰

の
封
象
と
し
て
見
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
が
確
實
で
あ
る
。

笠
置
寺
像
の
摸
刻
で
あ
る
ミ

ロ
ク
辻
像
の
刻
銘
に
も
、
「爲
慈
父
上
生
」
の

一
句
が

見
出
だ
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
建
暦
二
年

(
一
一
二

二
)
に
運
慶
に
よ
っ
て
再
興
な

っ
た
、
興
福
寺
北
圓
堂
の
彌
勒
佛
坐
像
の
願
文
に
は
、
「當
來
下
生
之
時
、
奉
拝
見

此
像
」
と
共
に
、
「往
生
知
足
天
」
の
願
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
春
日
山
の
瀧
坂
道
に

あ
る
通
稻

「
朝
日
観
音
」
は
、
彌
勒
と
考

へ
ら
れ
る
如
來
形
立
像
で
あ
る
が
、
文

永
二
年
(
一
二
六
五
)
と
あ
る
刻
銘
に
は
、
「上
生
内
院
」
の

一
句
が
含
ま
れ
る
。
正
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安
二
年

(
=
二
〇
〇
)
の
作
で
あ
る
、
相
樂
郡
和
束
渓

の
磨
崖
彌
勒
佛
立
像
の
刻

銘
に
も
、「往

生
佛
國
」
の
た
め
に
彫
ら
れ

た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。

つ
ま
り
鎌
倉
時

代
の
南
都
に
お
い
て
は
、
如
來
形
に
よ
る
彌
勒
像
造
顕
が
普
通
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
そ
こ
に
籠
あ
ら
れ
た
信
仰
は
、
上
生

に
重
鮎
の
置
か
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
と

解
さ
れ
る
。

よ
っ
て

「笠
置
曼
奈
羅
」
の
場
合
も
、
た
し
か
に
F
生
時
の
光
景
を

幻
想
と
し
て
描
く

一
面
が
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
遇
々
描
窺
封
象
の
石

佛
が
下
生
像

で
あ
る
こ
と
の
明
瞭
な
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
生
じ
た
こ
と
で
、
表

現
は
抑

へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
圖
に
は
そ
れ
と
並
ん
で
、
ま
た
は
よ
り
重
要
な
要

素
と
し
て
、
上
生
信
仰
の
表
現
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
可
能
性
が
十
分
に
考

へ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

改
め
て

「
笠
置
曼
茶
羅
」
の
構
成
を
見

る
に
、
佛
像
と
参
詣
者
と
の
呼
慮
關
係

が
圖
の
軸
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
は
間
違
ひ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
両
者
を
結
ぶ
線

の
中
間
に
あ
る
も
の
が
目
立

つ
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
三
重

塔
は
石
佛
よ
り
も
大
き
く
、
よ
り
鮮
か
に
彩
色
さ
れ
て
ゐ
る
。
佛
前
の
燈
籠
や
草

花
も
、
黙
景
と
言
ひ
去
る
の
は
は
ゴ
か
ら
れ
る
だ
け
の
強
さ
を
備

へ
て
ゐ
る
。
圖

の
中
央
部
に
あ

っ
て
、
自
然
景
に
埋
没
す

る
こ
と
な
く
存
在
し
て
ゐ
る
、
こ
れ
ら

様

々
の
も
の
に
よ
る
構
成
の
中
に
、
こ
の
圖
の
表
現
内
容
は
探
ら
る
べ
き
で
あ
ら

う
。個

々
の
要
素
の
う
ち
先
づ
十
三
重
塔
は
、
彌
勒
信
仰
の
母
胎
を
な
す
繹
迦
信
仰

に
基
い
て
建
立
さ
れ
た
、
重
要
な
存
在
で
あ
る
。
塔
内
に
は
佛
舎
利
及
び

一
尺
六

寸
の
繹
迦
如
來
像
が
安
置
さ
れ
て
ゐ
た
。
建
久
九
年

(
一
一
九
八
)
に
貞
慶
に
よ

り
建
立
さ
れ
て
後
、
文
鷹
元
年

(
一
二
六
〇
)
に
は
宗
性
に
よ
り
若
干
の
修
理
が

行
は
れ
た
。
文
鷹
元
年
五
月
卜
五
日
附
の

『
彌
勒
如
來
感
磨
抄
』
巻
五
奥
書
に
、

四
月
十
五
日
當
山
に
入

っ
て
よ
り
、

『感
磨
抄
』
を
完
成
す
る
と
併
せ
て
、

「十

三
重
寳
塔
壇
場
」
に
修
復
を
加

へ
た
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
も
解
る
様
に
、
彌
勒
信

仰
と
不
可
分
の
關
係
に
あ
る
。
比
較
的
小
規
模
の
塔
で
も
あ
る
の
で
、
常
に
手
入

れ
が
行
は
れ
て
、
圖
に
表
は
さ
れ
る
様
な
鮮
麗
な
姿
を
維
持
し
て
ゐ
た
こ
と
と
思

は
れ
る
。

禮
堂
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
燭
れ
た
が
、
懸
造
の
形
式
と
間
数
の
多
さ
が
印

象
的

で
あ
る
。
十
三
重
塔
に
接
す
る
位
置
か
ら
鉤
の
手
に
折
れ
て
、
壼
面
下
部
に

大
き
く
立
ち
現
は
れ
、
塔
と
同
様
に
細
部
ま
で
綿
密
に
描
窺
さ
れ
る
。

な
ほ
壼
面
左
方
に
あ
る
二

っ
の
建
築
は
、
十
三
重
塔
や
禮
堂
の
顕
著
さ
と
は
異

な
り
、
岩
陰
に
半
ば
隠
れ
、
風
景
に
融
け
込
む
様
に
配
慮
さ
れ
て
ゐ
る
。
用
途
の

不
明
な
こ
れ
ら
建
築
は
、
表
は
さ
れ
方
か
ら
見
て
、
十
三
重
塔
等
ほ
ど
重
要
な
存

在
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
。

佛
前

の
岩
塊
上
に
は
、
金
属
製
と
見
え
る
燈
籠
が
立

っ
て
ゐ
る
。
人
物
の
三
倍

も
あ
ら
う
か
と
い
ふ
大
き
さ
で
、
複
雑
な
形
態
を
入
念
に
描
き
、
彩
色
は
黒
変
し

て
ゐ
る
が
銀
か
と
思
は
れ
る
。
現
在
も
そ
の
位
置
の
岩
の
上
面
に
据
ゑ
附
け
の
跡

と
思
は
れ
る
大
き
い
圓
形
の
彫
り
凹
め
が
残

っ
て
ゐ
る
が
、
佛
前
に
お
け
る
顕
著

な
設
備
で
あ
る
。

燈
籠
の
立

つ
岩

の
周
邊
に
咲
く
花
の
う
ち
、
塔
に
近
い
位
置
に
あ
る
赤
い
も
の
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は
薔
薇

で
あ
る
。
大
輪
の
花
は
秋
草
な
ど

に
な
い
豊
麗
さ
を
備

へ
、
外
來
文
化
の

香
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
古
代
の
や
ま
と
絵

に
は
薔
薇
は
見
ら
れ
ず
、
こ
こ
に
描
か

れ
た
様
な
形
の
も
の
は
、
延
慶
二
年

(
=
二
〇
九
)
の
作

で
あ
る

「春

日
権
現
験

記
縮

」
の
第
五
巻
第
二
段
、
繁
榮
し
た
俊
盛
卿
邸
の
庭
前
に
見
出
だ
さ
れ
る
。
燈

籠
の
岩

の
右
裾
に
咲
く
二
種
の
花
の
う
ち
、
色
の
淡
い
方
は
何
で
あ
る
か
判
定
し

難

い
が
、
も
う

一
っ
の
鮮
か
な
赤
に
白
い
縁
取
の
あ
る
花
は
、
何
と
称
す
べ
き
か

解
ら
ぬ
な
が
ら
、
宗
教
的
な
雰
園
氣
を
醸

し
出
す
花
で
あ
る
。
例

へ
ば
保
延
二
年

(
一
一
三
六
)
の
作
と
さ
れ
る

「爾
部
大
纒
感
得
圖
」
(藤
田
美
術
館
)
の
内

「南

天
鐵
塔
相
承
圖
」
に
は
、
秋
草
も
見
ら
れ
る
山
水

の
中

の
最
前
景
に
、
こ
の
花
が

大
き
め
に
描
か
れ
、
山
中
の
獅
子
と
共
に
天
竺
の
香
り
を
董
に
與

へ
て
ゐ
る
。
そ

の
他
、「
十
六
羅
漢
圖
」
(東
京
國
立
博
物
館

)、
「大
佛
頂
曼
茶
羅
」
(日
野
原
家
)
、

「普
賢
菩
薩
像
」
(東
京
國
立
博
物
館
)
等
、
平
安
時
代

の
種
々
の
佛
壼
に
荘
厳
の

花
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
十
四
世
紀
初
頭
の
作
と
考

へ
ら
れ
る

「
法
相
宗
秘

事
絵
詞
」
(藤
田
美
術
館
)
に
お
い
て
も
、

多
種
類

の
花
が
全
巻
に
表
は
さ
れ
る
中

で
、
こ
の
花
は
第

一
巻
第
二
段
の
佛
堂
の
前
に
盛
ら
れ
た
供
華
、
ま
た
第
四
巻
第

一

段

の
石
窟
佛
の
前
の
散
華
と
し
て
見
出
だ

さ
れ
、
宗
教
的
な
花
と
い
ふ
感
畳
が
受

け
縫
が
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
解
る
。
「笠
置
曼
奈
羅
」
の
彌
勒
石
と
塔
と
の
間
の
土
披

上
に
は

一
面
に
青
草
が
生
え
て
を
り
、
そ
れ
が
景
観
の
中
に
し

っ
く
り
と
融
け
込

ん
で
ゐ
る
の
に
封
し
て
、
佛
前
の
赤
く
ま
た
人
物
よ
り
大
き
ぐ
さ

へ
あ
る
三
種
の

花
は
、
殊
更
目
立

っ
存
在
で
あ
り
、
単
に
景
親
的
要
素
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
は

な
く
、
佛
に
捧
げ
ら
れ
た
供
華
と
い
ふ
意
味
を
有
し
て
ゐ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。彌

勒
像
は
、
圖
の
構
成
上
は
塔
な
ど
と
同
列
に
も
見
ら
れ
得
る
の
で
、
こ
こ
に

並
べ
て
論
じ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
美
し
く
彩
色
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
問
題

と
し
た
い
。
塔
に
比

べ
て
沈
ん
だ
色
調
は
、
石
の
質
感
を
適
確
に
表
は
し
、
賦
彩

の
簡
略
さ
は
、
線
描

の
効
果
を
損
は
ぬ
賢
明
な
処
置
で
あ
る
。
こ
の
彩
色
は
像
を

格
調
高
く
荘
厳
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

「沙
石
集
』
巻
二
の

「地
藏

菩
薩
種
々
利
益
事
」
の
中
に
、
「
笠
置
ノ
彌
勒

ハ
、
色
ド
リ
奉
リ
テ
後
、
霊
験
ナ
シ

ト
云

ヘ
リ
」
と
あ
る
が
、
「笠
置
曼
茶
羅
」
が
霊
験
の
失
せ
た
彌
勒
像
を
表
現
し
て

た
や
す

ゐ
る
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
。

『
沙
石
集
』
は
、
「輻
ク
破
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
即
ち
安
易

に
佛
像
を
修
理
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
の
例
と
し
て
、
笠
置
寺
彌
勒
像
を

畢
げ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
笠
置
寺
像
に
關
す
る
こ
の
説
は
、
既
に
平
安
時
代
末

期
の

『本
朝
世
紀
』
に
載

っ
て
を
り
、

『沙
石
集
』
の
著
者
無
住
は
言
ひ
習
は
さ

れ
た
例
と
し
て
そ
れ
を
無
批
判
に
學
げ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
ら
う
。
實
際
に
は
笠

置
寺
像
の
彩
色
は
、
「笠
置
曼
茶
羅
」
に
描
か
れ
て
ゐ
る
様
な
良
い
彩
色
で
あ

っ
て
、

盛
ん
に
信
仰
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、「
霊
験
ナ
シ
」
と
い
ふ
批
評
は
あ

た
ら
ず
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
「笠
置
曼
茶
羅
」
は
、
彌
勒
像
を
美
し
く
造
顯
さ
れ

た
も
の
と
し
て
、
肯
定
的
に
表
現
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

以
上
取
り
上
げ
た
諸
要
素
は
、
い
つ
れ
も
景
観
に
紛
れ
る
こ
と
な
く
顯
著
な
存

在
を
示
し
て
を
り
、
圖
の
中
央
部
に
人
工
的
な
匂
ひ
の
強
い
空
間
を
密
度
高
く
構

成
し
て
ゐ
る
。
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と
こ
ろ
で
兜
率
上
生
信
仰
が
極
楽
往
生
信
仰
と
相
違
す
る
鮎
は
、
何
よ
り
も
自

力
作
善
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
阿
彌
陀

の
名
號
を
た
ゴ
唱

へ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

來
迎
を
得
て
西
方
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
ふ
、
易
行
性
を
強
調
し

て
民
衆
の
間
に
信
仰
を
獲
得
し
た
の
が
、
鎌
倉
新
佛
教
の
阿
彌
陀
浄
土
教
で
あ
る

の
に
封
し
、
魯
佛
教
が
彌
勒
浄
土

へ
の
往
生
、
即
ち
兜
率
天

へ
の
上
生
を
説
く
理

由
の

一
つ
は
、
そ
の
た
め
に
は
持
戒
や
作
善
と
い
っ
た
宗
教
的
行
為
の
蓄
積
が
必

要
で
あ
る
と
い
ふ
、
上
生
思
想
の
も

つ
高
潔
性
に
あ
る
と
思
は
れ
る
。

兜
率
上
生
に
與
る
た
め
の
要
因
、
い
は

ゆ
る
上
生
因
は
、
「佛
説
観
彌
勒
菩
薩
上

生
兜
率
天
経
」
(略
し
て

「上
生
経
」
)
に
、

「精
勤
修
諸
功
徳
、
威
儀
不
飲
、
掃

塔
塗
地
、
以
衆
名
香
妙
花
供
養
、
行
衆
三
昧
、
深
入
正
受
、
讃
請
経
典
」
、

「
繋

念
念
佛
形
像
、
構
彌
勒
名
」
、
ま
た

「造
立
形
像
、
香
花
衣
服
絶
蓋
橦
幡
、
禮
拝

繋
念
」
と
説
か
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
上
生
因

は
貞
慶
の
文
章
に
も
し
ば
し
は
言
及
さ

れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
が
最
も
強
調
さ
れ
敷
術
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、「
彌
勒
値
遇
奉
唱

敬
白
文
」
(
『
彌
勒
如
來
感
鷹
抄
』
第

一
所
収
)
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
文
章
は
、

「可
奉
値
遇
彌
勒
佛
事
」
の
標
題
の
下
に
、
二
種
に
分
け
て
記
さ
れ
る
。
そ
の

一

は

「
三
會
値
遇
業
」
で
、
五
戒
、
三
師
、

一
聡
で
あ
る
と

「
庭
胎
纒
」
の
説
を
簡

単
に
引
き
、

「
此
外
有
種
々
業
、
如
下
生

経
等
」
と
附
言
す
る
。
こ
の

「下
生
経
」

(
「
佛
説
彌
勒
下
生
経
」
他
)
に
説
か
れ
る

「種
々
業
」
こ
そ
は
、
次
に

「兜
率

天
生
因
」
と
し
て
詳
述
さ
れ
る
諸
業
に
類
似
の
も
の
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
ら
は

「兜

率
天
生
因
」
と
し
て
の
み
強
調
さ
れ
、
「
三
會
値
遇
業
」
と
し
て
の
性
格
が
閑
却
さ

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
下
生
信
仰
よ
り
も
上
生
信
仰
の
方
が
優
勢
で
あ
る
こ
と
が

こ
こ
に
も
表
は
れ
て
ゐ
る
。
さ
て

「三
會
値
遇
業
」
と
並
ぶ
の
は
、

「
兜
率
天
生

因
」
で
あ
り
、
こ
ち
ら
の
方
に
力
嵩
が
置
か
れ
て
ゐ
る
の
は
、
単
に
量
的
に
も
明

ら
か
で
あ
る
。
要
貼
の
み
抜
き
出
し
て
み
る
。

一
、
修
諸
功
徳
。
二
、
威
儀
不
飲

(諸
戒
行
也
)
。
三
、
掃
塔
塗
地
。
四
、
名
香
妙
華
供
養
。
五
、
行
衆
三
昧

(念

佛
三
昧
、
或
眞
言
行
法
等
)
。
六
、
讃
調
経
典

(書
窺
等
行
亦
橘
之
)
。
七
、
構

名
。
八
、
造
立
形
像

(絵
圖
等
亦
同
)
。
九
、
供
養

(香
華
衣
服
糟
蓋
橦
幡
已
上

六
種
定
燈
明
已
亦
有
之
)
。
十
、
禮
拝
。
十

一
、
繋
念
。
以
上
の
諸
業
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
は
勿
論

「上
生
経
」
に
依
篠
し
て
説
か
れ
て
ゐ
る
。

先
に
見
た
、
「笠
置
曼
祭
羅
」
の
諸
構
成
要
素
は
、
こ
れ
ら

「兜
率
天
生
因
」
の

諸
項
目
に
該
當
す
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
美
麗
な
十
三
重
塔
は
、
三
の
掃
塔
。

霊
妙
な
花
は
、
四
の
妙
華
供
養
。
美
し
く
彩
色
さ
れ
た
彌
勒
像
は
、
八
の
造
立
形

像
。
佛
前
の
燈
籠
は
、
九
の
燈
明
供
養
。
な
ほ
、
九
に
お
い
て
燈
明
が
供
養
に
加

へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
「上
生
経
」
で
は
な
く
、
「佛
説
彌
勒
大
成
佛
経
」
中
に
三
會

値
遇
の
た
め
の
行
と
し
て

「以
妓
樂
幡
蓋
華
香
燈
明
供
養
於
佛
」
と
説
か
れ
る
と

こ
ろ
に
基
く
の
で
あ
ら
う
。
上
生
中
心
の
彌
勒
信
仰
を
有
し
て
ゐ
た
貞
慶
は
、
そ

の
燈
明
を
上
生
因
の
方
に
取
り
込
ん
だ

の
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
う
し
な
け
れ
は
な

ら
な
か

っ
た
理
由
の

一
端
は
、
笠
置
寺

の
彌
勒
像
の
前
の
岩
上
に
荘
麗
な
燈
籠
が

立

っ
て
ゐ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
は
れ
る
。

「
笠
置
曼
茶
羅
」
の
構
成
要
素
と

「兜

率
天
生
因
」
と
の
封
鷹
を
更
に
探
る
な
ら
は
、
圖
の
下
部
を
大
き
く
占
め
る
禮
堂

は
、
十
の
禮
拝
の
場
所
で
あ
る
が
、
禮
堂
の

一
部
が
経
藏
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ

る
黙
で
、
六
の
経
典
に
關
は
る
も
の
で
も
あ
る
。
参
詣
者
と
僧
と
が
共
に
念
珠
を
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手
に
合
掌
し
て
彌
勒
像
を
仰
い
で
ゐ
る
姿
も
、
十
の
禮
拝
に
あ
た
る
し
、
ま
た
七

の
稻
名
あ
る
ひ
は
十

一
の
繋
念
を
も
兼
ね

て
ゐ
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
様
に
、

「笠

置
曼
奈
羅
」
の
中
に
は
、
上
生
因
と
し
て
説
か
れ
る
諸
業
が
周
到
に
描
き
込
ま
れ

て
ゐ
る
こ
と
が
解
る
。

「
彌
勒
値
遇
奉
唱
敬
白
文
」
の
末
尾
に
こ
の
様
な

一
節
が
あ
る
。
「今
以
愚
心
、

泣
勧
結
縁
、
伏
願
六
事
十
行
之
中
、
多
少

随
機
、
取
捨
任
意
、
或
以
已
前
所
作

一

切
諸
行
、
至
誠
廻
向
」
す
な
は
ち
こ
の
敬
白
文
は
、

一
般

の
彌
勒
信
仰
の
衆
を
封

象
に
、
修
業
を
旦
ハ髄
的
に
指
導
す
る
た
め
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
信
者
を
し
て

そ
の
修
業
に
向
か
は
し
め
る
原
動
力
と
な

る
の
は
、
無
論
彌
勒

へ
の
蹄
依
で
あ
り
、

そ
れ
を
説
く
も
の
は

「彌
勒
講
式
」
で
あ

る
。
こ
れ
ら
敬
白
文
と
講
式
と
は
、
彌

勒
信
仰
の
形
式
と
精
神
の
雨
面
を
表
は
す
も
の
と
し
て

一
髄

で
あ
る
と
言

へ
よ
う
。

恐
ら
く
彌
勒
講
衆
に
と

っ
て
は
、
講
式
と
共
に
こ
の
敬
白
文
も
ま
た
、
深
く
心
に

掛
か
る
も
の
で
あ

っ
た
と
思
は
れ
る
。

ミ
ロ
ク
辻
の
彌
勒
佛
像
の
刻
銘

「願
以
此
功
徳
、
普
及
於

一
切
、
我
等
與
衆
生
、

皆
共
成
佛
道
」
は
、
貞
慶
作
の

「彌
勒
講
式
」

(笠
置
寺
藏
貞
慶
自
筆
本
、

『
彌

勒
如
來
感
鷹
抄
』
第

一
所
収
)
の
末
尾
近
く
に
あ

っ
て
、
全
燈
を
締
め
く
く
る
句

そ
の
も
の
を
採
用
し
て
ゐ
る
。
こ
の
句
は

「彌
勒
講
式
」
の
み
な
ら
ず
、
や
は
り

貞
慶
作
で
あ
る

「地
藏
講
式
」

(笠
置
寺
藏
自
筆
本
)
や
、

「観
音
講
式
」
、
ま

た
高
辮
作
の

「四
座
講
式
」
中

の

「遺
跡
講
式
」
と

「舎
利
講
式
」
な
ど
に
も
、

同
様
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
も

の
で
、
講
式

の
末
文
の
形
式
と
し
て
印
象
さ
れ
る
。

笠
置
寺
像
の
摸
刻
で
あ
る
ミ
ロ
ク
辻
像
に
附
さ
れ
た
銘
文
が

「
彌
勒
講
式
」
に
由

來
す
る
こ
と
か
ら
、
ミ
ロ
ク
辻
像
の
造
管
環
境
を
、
加
茂
か
ら
遠
か
ら
ぬ
笠
置
寺

を
中
心
と
す
る
彌
勒
講
と
想
定
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
な
い
と
思
は
れ
る
。
そ
れ

に
つ
い
て
参
考
と
な
る
例
に
箱
根
の
多
田
満
仲
墓
と
傳
へ
る
寳
簾
印
塔
が
あ
る
。

(大
岡
實

「
箱
根
二
子
山
麓
の
石
塔
」

『壷
説
』
第
十
二
號
)
造
螢
の
由
緒
や
永

仁
四
年

(
一
二
九
六
)
の
年
記
、
多
く
の
結
縁
衆
、
大
和
國
所
生
の
大
工
の
名
な

ど
、
大
量
の
刻
銘

の
中
に
、「
願
以
此
功
徳
、
普
及

一
切
、
我
等
與
衆
生
、
皆
共
成

佛
道
」
の

一
句
が
含
ま
れ
る
。

「
於
」

一
字
が
脱
落
し
た
様
で
あ
る
が
、
先
掲
の

も
の
と
同
文
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
箱
根
の

一
群
の
石
佛
や
石
塔
は
、
こ
の
寳
簾
印

塔
と
前
後
す
る
時
期
に
地
藏
講
衆
に
よ

っ
て
造
螢
さ
れ
た
と
考

へ
ら
れ
る
が
、
講

式
の
慣
用
句
が
刻
銘
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
嵩
で
、
ミ
ロ
ク
辻
像
と
事
情
が
共
通
す

る
も
の
で
あ
ら
う
。

ミ
ロ
ク
辻
像
の
背
景
に
彌
勒
講
が
考
へ
ら
れ
る
と
き
、
更
に
想
像
を
廻
ら
せ
る

な
ら
ば
、
笠
置
寺
像
の
摸
窺
を
本
尊
壷
と
し
て
、
笠
置
寺
以
外
の
場
所

で
彌
勒
講

が
催
さ
れ
る
こ
と
も
有
り
得
る
わ
け
で
あ
ら
う
。
そ
こ
に

「
笠
置
曼
奈
羅
」
が
位

置
づ
け
ら
れ
る
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
圖
に
向
ふ
と
き
、
講
衆
は
彼
の
敷
地
に

ゐ
る
と
同
じ
感
覧
を
も

っ
て
彌
勒

へ
の
蹄
依
を
致
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
嵩
で

は
、
同
じ
頃
に
盛
行
し
た

制宮
曼
祭
羅
」
と
軌
を

一
に
し
て
ゐ
る
。
し
か
し

「笠

置
曼
奈
羅
」
の
場
合
、
た
ゴ
に
禮
拝
封
象
で
あ
る
に
留
ま
ら
ぬ
黙
に
特
色
が
あ
る
。

彌
勒
像
を
中
心
に
圖
を
構
成
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
像
を
と
り
ま
く
人
工
的
環

境
の
表
現
に
カ
を
注
い
で
ゐ
る
こ
の
圖
は
、

「彌
勒
値
遇
奉
唱
敬
白
文
」
に
基
い
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て
檜

解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
人
々
は
上
生
因
た
る
べ
き
諸

諸
の
善
業
を
こ
の
圖
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
種
々
の
説
話
書

が
布
教
に
効
果
を
墨
げ
て
ゐ
た
時
代
の
潮
流
と
無
縁
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
圖
の

内
容
は
、
高
僧
の
傳
記
や
社
寺
の
縁
起
な
ど
で
な
く
、
信
者
自
身
の
行
爲
の
指
標

で
あ
る
か
ら
、
よ
り
切
實

で
あ
る
。
本
來
旦
ハ髄
性
を
要
求
す
る
こ
の
主
題
は
、
笠

置
寺
境
内
の
現
實
の
相
に
即
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
十
全
な
表
現
を
得
た
と
言
ふ

べ
き
で
あ
ら
う
。
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