
朝
鮮
三
国
時
代
の
弥
勒
浄
土
磨
崖
像

毛

利

久

、
朝
鮮
三
国
時
代
の
弥
勒
信
仰
と
造
像

弥
勒
と
称
す
る
も
の
に
は
菩
薩
と
如
来

の
二
つ
が
含
ま
れ
て
い
る
。
弥
勒
菩
薩

は
現
在
兜
率
天
に
住
ん
で
修
業
に
は
げ
ん
で
い
る
が
、
遠
い
未
来
、
釈
尊
入
滅
後

五
十
六
億
七
千
万
年
に
達
す
る
と
、
人
間
世
界
の
閻
浮
提
に
降
下
し
て
、
龍
華
樹

下
で
仏
と
し
て
三
度
の
説
法
を
行
い
、
人

々
を
救
済
す
る
.
前
者
を
兜
率
上
生
、

後
者
を
弥
勒
下
生
と
い
い
、
こ
の
よ
う
な

二
つ
の
性
格
が
弥
勒
を
菩
薩
と
如
来
と

に
分
け
る
こ
と
に
も
な
る
。

三
国
時
代
に
お
け
る
弥
勒
信
仰
は
あ
ま
り
明
確
で
な
い
。
た
だ
中
国
で
は
北
魏

時
代
を
中
心
と
し
て
弥
勒
信
仰
は
釈
迦
信
仰
に
次
い
で
隆
盛
で
あ

っ
た
の
で
、
三

国
で
も
同
様
な
風
潮
で
あ

っ
た
と
推
察
す

る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
若
干
の
事
例
を

拾
え
ば
、
高
句
麗
平
原
王

=
二
年

(五
七

一
)
に
比
定
さ
れ
る

「景
四
年
辛
卯
」

の
造
像
銘
を
有
す
る
銅
造
阿
弥
陀
三
尊
立
像
は
、
無
量
寿
像
を

つ
く
る
こ
と
に
よ

っ
て
亡
師
父
母
が
弥
勒
に
値
遇
す
る
こ
と

を
願
う
も
の
で
、
当
時
に
お
け
る
素
朴

な
弥
勒
信
仰
の
実
態
が
察
せ
ら
れ
る
。
敏
達
天
皇

=
二
年

(五
八
四
)
に
鹿
深
臣

が
弥
勒
石
像

一
輻
を
百
済
か
ら
も
た
ら
し
た
こ
と
は
著
名
な
事
実
で
あ
り
、
ま
た

益
山
に
壮
大
な
遺
跡
の
あ
る
弥
勒
寺
も
百
済
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
と
く
に
新
羅
に
お
い
て
弥
勒
と
花
郎
の
結
び

つ
き
が
顕
著
で
あ

っ
た
こ
と
は

特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
羅
六
世
紀
中
頃
の
真
興
王
時
代
に
成
立
し
た
戦
士
的

な
青
年
貴
族
の
集
団
を
花
郎
と
呼
ん
だ
が
、
彼
等
は
団
結
の
あ
か
し
に
弥
勒
の
下

生
信
仰
を
採
用
し
、
花
郎
は
弥
勒
の
化
身
と
ま
で
い
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
新

羅
国
家
の
発
展
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
花
郎
を
通
じ
て
弥
勒
信
仰
が
全
土
に
広

ま

っ
て
行

っ
た
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

弥
勒
信
仰
を
背
景
と
し
て
弥
勒
像
の
造
立
が
盛
ん
で
あ

っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ

る
が
、
で
は
ど
の
よ
う
な
像
が

つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
二
つ
あ
る
。
第

一
は
蓮
花
寺
の
戊
寅
年

(新
羅
文
武
王

一
八
年

〔六

(-
)

七
八
〕
)
銘
四
面
石
像

の
よ
う
に
半
蹴
思
惟
像
と
し
て
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
、
こ

(2
)

れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
菩
薩
形
で
あ
る
。
第
二
は
慶
州
南
山
三
花
嶺
出
土
の
石
像

の
よ
う
に
如
来
碕
像
と
し
て
つ
く

っ
た
も
の
で
あ
る
。
如
来
形
に
は
そ
の
他

一
般

的
な
坐
像
お
よ
び
立
像

の
場
合
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
の
う

ち
で
遺
存
す
る
数
が
多
く
、
形
相
で
も
特
色
の
あ
る
も
の
は
半
跡
思
惟
像
で
あ
る

こ
と
に
異
論
な
か
ろ
う
。
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こ
こ
で
中
国
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
南
北
朝
時
代
に
は
菩
薩
交
脚
像
を
弥

勒
と
称
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
半
跳
思
惟
形
の
菩
薩
像
を
弥
勒
に
当
て
る
こ
と

も
あ

っ
た
。
さ
ら
に
階

・
唐
の
間
に
な
る
と
、
弥
勒
如
来
を
碕
像
と
し
て
あ
ら
わ

す
こ
と
が
少
な
く
な
か

っ
た
。
そ
の
点
で
中
国
と
三
国
と
を
比
較
す
る
と
、
三
国

で
は
交
脚
像
の
作
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
碕
像
を
も

っ
て
弥
勒
を
あ
ら
わ
す

例
も
少
な
い
。
三
国
に
お
い
て
弥
勒
菩
薩
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
は
半
蹴
思
惟
像

が
最
も
多
か

っ
た
と
見
る
べ
き
で
、
こ
こ
に
中
国
と
三
国
と
の
大
き
な
違

い
が
あ

る
。
で
は
日
本
で
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、

三
国
の
場
合
と
ほ
ぼ
似
通

っ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
半
跣
思
惟
像
の
親
し
み
や
す
く
優
美
な
形
相
が
、
三
国

時
代
の
人
々
と
同
様
、
日
本
人
の
心
を
も

深
く
と
ら
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ

こ
こ
で
念
を
押
し
て
お
き
た
い
の
は
、
三
国
で
も
日
本
で
も
半
肋
思
惟
像
の
す
べ

て
が
弥
勒
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

そ
の
他
、
悉
達
太
子

(後
の
釈
迦
)
像

に
も
こ
の
姿
の
も
の
が
あ
り
、
ま
た
特
定

の
尊
名
を
つ
け
な
い
、
い
わ
ば
厳
飾
的

な
性
格
の
半
肋
思
惟
像
も
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
半
蹴
思
惟
像
に
は
か
な
り
複
雑
な
要
素
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る

が
、
本
稿
で
は
、
三
国
引
い
て
は
日
本
の
半
蹴
思
惟
像
の
本
質
を
知
る
た
め
に
、

一
つ
の
推
論
を
立
て
て
み
た
。
取
扱
う
対
象
は
、
半
蹴
思
惟
像
を
群
像
の
な
か
に

あ
ら
わ
す
三
国
時
代
の
磨
崖
像
三

つ
で
あ
り
、
主
と
し
て
図
像
学
的
な
方
法
を
用

い
た
ア
ブ

。
ー
チ
に
よ

っ
て
弥
勒
浄
土
美
術
の

一
面
に
触
れ
て
み
た
聡

二
、
月
城
磨
崖
像

こ
の
磨
崖
像
は
慶
尚
北
道
月
城
郡
西
面
に
あ
り
、
断
石
山
神
仙
寺
磨
崖
像
あ
る

い
は
上
人
巌
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

一
九
六
九
年
か
ら
東
国
大
学
校
教
授
黄

寿
永
氏
に
よ
っ
て
本
格
的
な
調
査
研
究
が
行
わ
れ
、
そ
の
学
問
的
な
価
値
が
次
第

に
認
識
さ
れ
る
に
至

っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
限
り
で
あ
る
。

磨
崖
像
の
あ
る
現
地
は
、
海
抜
約
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
中
で
、
そ
こ
に
到
達

す
る
た
め
に
は
、
険
阻
な
山
道
を
喘
ぎ
な
が
ら
登

っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私

が
九
州
大
学
教
授
田
村
圓
澄
氏

・
奈
良
国
立
博
物
館
考
古
室
長
稲
垣
晋
也
氏
と
い

っ
し
ょ
に
こ
の
苦
行
を
果
た
し
た
の
は
、

一
九
七
六
年
九
月

一
五
日
の
こ
と
で
あ

(4
)

っ
た
。
い
ま
黄
氏
の
研
究
成
果
を
主
な
拠
所
と
し
、
そ
れ
に
私
た
ち
の
現
地
に
お

け
る
わ
ず
か
な
知
見
を
加
え
て
、
こ
の
月
城
磨
崖
像
の
概
要
を
記
し
て
み
た
い
。

断
石
山
頂
の
真
下
に
、
四

つ
の
天
然
の
巨
岩
が
コ
の
字
形
に
立

っ
て
い
る
.
す

な
わ
ち
、
北
側
に
東
西
に
並
ぶ
二
石
、
東
側
と
南
側
に
そ
れ
ぞ
れ

一
石
が
立
ち
、

西
側
に
は
石
が
見
当
ら
ず
開
か
れ
て
い
る
。
四
石
に
よ

っ
て
取
囲
ま
れ
た
空
間
は

長
方
形
の
石
室

(縦
約

一
八
メ
ー
ト
ル
、
横
約
三
メ
ー
ト
ル
)
を
形
成
し
て
お
り
、

問
題
と
す
る
磨
崖
像
は
こ
の
内
部
岩
面
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
石
室

へ
の
出
入
は
開

か
れ
た
西
側
か
ら
で
あ

っ
た
と
見
て
よ
い
。
な
お
石
室
周
辺
の
発
掘
調
査
に
よ
れ

ば
、
四
岩
の
上
に
木
造
瓦
葺
き
の
屋
蓋
が
あ

っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
の
は
特
記
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
長
方
形
の
石
室
は
、
西
側
か
ら
見
れ
ば
前
室
と
後
室
と
に
分
け
て
諸
像
を
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彫
出
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

後
室
は
、
東
寄
り
の
北
石
、
東
石
、
南

石
の
三
岩
か
ら
成
る
。
ま
ず
北
石
に
は

南
面
す
る
巨
大
な
如
来
立
像

(総
高
約
六
メ
ー
ト
ル
)
を
肉
厚
に
彫
る
。
通
肩
の

法
衣
を
着
け
て
直
立
し
、
左
手
与
願
、
右

手
施
無
畏
の
印
を
示
す
。
顔
は
ま
る
く
、

素
朴
で
あ
る
。
次
に
東
石
に
は
西
面
す
る
菩
薩
立
像

(総
高
約
三
メ
ー
ト
ル
)
を

彫
出
す
る
。
左
手
を
胸
に
近
付
け
、
右
手

に
宝
瓶
を
持

つ
。
南
石
に
は
北
面
す
る

菩
薩
立
像

(総
高
約
ニ
メ
ー
ト
ル
)
を
彫
る
が
、
磨
滅
す
る
の
は
惜
し
い
。
両
手

謙
軸署

`き倉

'

.磁
!ン・鵡 ㌦

月 域 磨 崖 像 図(後 室)図1

は
前
像
の
左
右
を
反
対
に
し
た
よ
う
な
格
好
に
な
る
が
、
宝
瓶
は
持

っ
て
い
な
い
。

こ
の
菩
薩
立
像

の
右
側
に
、
毎
行

一
九
字
、
二
〇
行
に
も
及
ぶ
銘
文
が
刻
ま
れ

て
い
る
。
長

い
年
月
の
経
過
に
よ
る
磨
損
の
た
め
に
判
読
で
き
な
い
文
字
も
多
い

が
、
そ
れ
に
し
て
も

「
慶
州
上
人
巌
造
像
銘
記
」
と
題
し
、
伽
藍
を
創
建
し
て
神

仙
寺
と
名
づ
け
、

「弥
勒
石
像

一
区
高
三
丈
菩
薩
二
区
」
を
つ
く

っ
た
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
る
。
寺
名
の
神
仙
は
弥
勒
仙
花
の
意
で
あ
り
、
弥
勒
を
本
尊
と
し
て

い
た
こ
と
は
疑
い
な

い
。
事
実
、
上
記
の
弥
勒
三
尊
像
を
つ
く

っ
た
と
い
う
の
は
、

ま
さ
し
く
こ
の
寺
の
本
尊
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
室
の
巨
大
な
如

来
立
像
と
二
躯
の
菩
薩
立
像
が
こ
れ
に
当
る
こ
と
も
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
に
前
室
に
移

っ
て
述

べ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
は
南
面
す
る
西
寄
り
の
北
石
に月 域 磨 崖 像 図(前 室)図2
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ヒ
体
の
像
を
上
下
二
段
に
分
け
て
刻
出
す

る
。
上
段

に
は
四
体
が
横

一
列
に
並
ん

で
い
る
。
東
か
ら
西

へ
と
見
る
に
、
ま
ず
第

一
に
左
脚
踏
下
げ

の
半
跡
思
惟
像

(総
高

一
.
一
〇
メ
ー
ト
ル
)
が
ほ
ぼ
正
面
向
き
に
刻
ま
れ
る
。
次
は
如
来
立
像

(総
高

一
・
一
六
メ
ー
ト
ル
)
で
、
偏
祖
右
肩
の
法
衣
を
着
し
、
正
面
向
き
に
両

手
を
屈
腎
す
る
が
、
と
く
に
左
手
は
後
室
の
方
を
指
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の

繕

'
、凝

蓄
伽

魅

囎
譜

ノ

'
5

多

・

:滅 蟹 憩

月 域 磨 崖 像(右 端 半助ロ思惟像)図3

は
注
目
さ
れ
る
。
次
は
両
肩
に
天
衣
を
か
け
た
菩
薩
立
像

(総
高

一
・
〇
ニ
メ
ー

ト
ル
)
、
さ
ら
に
そ
の
次
は
偏
祖
右
肩
の
如
来
立
像

(総
高

一
・
〇
六
メ
ー
ト
ル
)

で
あ
り
、
と
も

に
正
面
を
向
き
、
左
手
で
後
室
の
方
向
を
指
し
て
い
る
点
は
上
記

如
来
立
像
に
近
似
す
る
。

前
室
の
上
掲
四
像

の
下
段
に
、
な
お
三
体
の
像
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
上
段
の
半
跡
思
惟
像

の
下
方
に
俗
体
の
男
子
立
像
二
体
が
あ
る
。
と
も
に
鳥
帽

r
の
よ
う
な
冠
を
か
ぶ
り
、
着
服
は
士
下
に
分
か
れ
、
下
方
の
袴
は
大
き
く
ふ
く

ら
む
。
見
逃
せ
な
い
の
は
、
二
体
と
も
後
室
の
方

へ
向
く
側
面
像
と
し
て
あ
ら
わ

し
、
し
か
も
手
に
何
か
供
物
ら
し
い
も
の
を
持
ち
、
や
や
大
き
い
像

(高
さ

一
・

二
三
メ
ー
ト
ル
)
が
前
に
、
他
か
従
者
の
よ
う
に
そ
の
後
に
侍
る
点
で
あ
る
。
最

後
の

一
体
は
、
こ
の
北
石
の
最
下
方
中
ほ
ど
に
刻
出
す
る
小
さ
い
如
来
立
像

(総

高
○

・
五
八
メ
ー
ト
ル
)
で
、
偏
祖
右
肩
、
正
面
を
向
く
。

さ
て
上
記
の
前
室
磨
崖
像
七
体
を
全
体
的
に
見
る
と
、
そ
れ
ら
は
無
作
意
に
彫

刻
さ
れ
た
も
の
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
と
く
に
上
段
の
如
来
像
二
体
と
菩
薩

像

一
体
が
い
ず
れ
も
後
室
の
方

へ
招
じ
る
よ
う
に
左
手
を
指
し
て
い
る
点
、
あ
る

い
は
下
段
の
俗
体
男
子
二
人
が
供
物
の
よ
う
な
も
の
を
捧
げ
て
、
う
や
う
や
し
く

後
室
の
方
向

へ
歩
む
姿
な
ど
か
ら
推
察
す
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
後
室
の
本
尊

で
あ
る
弥
勒
三
尊
像
を
意
識
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
も
う

一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
半
跳
思
惟
像
が
上
段
の
後
室

寄
り
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
半
胸
思
惟
像
は
兜

率
天
で
上
生
修
業
中
の
弥
勒
菩
薩
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
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後
室
の
主
尊
と
な
る
弥
勒
は
す
で
に
下
生

し
て
人
間
救
済
に
当
る
如
来
で
あ
り
、

同
じ
弥
勒
と
い
っ
て
も
、
性
格

・
形
相
に
大
き
な
差
違
が
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
い

え
ば
、
後
室
に
巨
大
な
弥
勒
如
来
立
像
が
出
現
す
る
手
前
に
、
半
蹴
思
惟
形
の
弥

勒
菩
薩
像
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
理
に
か
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、

仏
菩
薩
や
信
者
な
ど
が
、
弥
勒
下
生
の
龍
華
三
会

へ
向

っ
て
ひ
た
す
ら
祈
念
し
て

い
る
の
も
、
よ
く
理
解
で
き
る
。
前
室
に
お
い
て
、
仏
菩
薩
が
後
室
の
方
向
を
指

し
た
り
、
俗
体
男
子
が
お
そ
ら
く
後
室
の
弥
勒
三
尊
像
に
向

っ
て
供
養
す
る
の
を

見
れ
ば
、
磨
崖
像
参
拝
者
の
足
も
自
ず
か
ら
後
室

へ
と
運
ば
れ
る
に
違
い
な
い
。

が
ん
ら
い
仏
教
に
お
い
て
説
明
的
な
図
絵
構
成
は
仏
伝
図
、
仏
伝
彫
刻
な
ど
に
お

い
て
多
用
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
の
磨
崖
像
も
そ
の
系
統
と
無
縁
な
も
の
と
は
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
月
城
磨
崖
像
は
、
前
室
に
釈
迦
滅
後
五
十
六
億
七
千
万
年

の
間
、
兜
率
天
に
上
生
修
業
す
る
弥
勒
菩
薩
と
、
そ
の
弥
勒
が
閻
浮
提
に
下
生
し

て
行
う
龍
華
三
会
の
説
法
に

一
日
も
早
く
値
遇
し
よ
う
と
熱
望
す
る
仏
菩
薩
を
は

じ
め
と
し
て
衆
生
に
至
る
人
々
の
姿
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
を
受
け
て
、
後
室
は
人

間
世
界
と
し
て
の
閻
浮
提

に
舞
台
が
変
り
、
そ
こ
に
下
生
し
た
弥
勒
如
来
と
両
脇

侍
菩
薩
が
、
見
る
か
ら
に
頼
も
し
い
巨
大
な
姿
で
化
度
の
説
法
を
行
う
と
こ
ろ
と

な
る
。
ま
さ
し
く
、
弥
勒
の
上
生
と
下
生
を
背
景
と
す
る
荘
大
な
ド
ラ
マ
が
、
わ

ず
か
計

一
〇
像
に
集
約
し
て
彫
刻
さ
れ
た
磨
崖
像
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言

す
れ
ば
、
以
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
な
有
機
的
相
関
関
係
を
持

つ
、
い
わ
ば
弥
勒

浄
土
磨
崖
像
で
あ

っ
た
、
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

で
は
こ
の
磨
崖
像

の
製
作
年
代
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
黄
寿
永
氏
は
こ
れ
に
つ

い
て

「
こ
の
半
跡
像
は
、
正
面
観
を
堅
持
し
つ
つ
彫
法
と
各
部
の
様
式
が
古
拙
で
、

単
調
な
が
ら
も
相
好
と
両
手
指
の
表
現
や
、
半
蜘
形
式
と
薄
花
座
の
様
式
か
ら
見

て
、
新
羅
の
作
品
と
し
て
は
、
そ
の
年
代
が
最
も
高
古
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
8(5

)

と
述
べ
、
古
新
羅
末
期
の
六
〇
〇
年
頃
に
造
成
さ
れ
た
こ
と
を
推
定
さ
れ
て
い
る
。

私
も
六
世
紀
後
半
な
い
し
は
七
世
紀
初
め
と
す
る
の
が
妥
当
な
見
解
と
考
え
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
山
中
を
新
羅
の
名
将
金
庚
信
の
練
武
の
遺
跡
と
伝
え
て
、
断
石

山
と
呼
ん
で
い
る
の
も
、
年
代
的
に
矛
盾
し
な
い
点
か
ら

一
考
す
る
価
値
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。

三
、
中
原
磨
崖
像

一九
七
八
年
、
檀
国
大
学
校
教
授
鄭
永
錦
氏
そ
の
他
の
人
々
に
よ
っ
て
発
見
調
査

さ
れ
た
中
原
磨
崖
像
は
、
忠
清
北
道
中
原
郡
可
金
面
鳳
鳳
里
の
仏
肩
山
中
腹
に
遺

(6
)

存
す
る
も
の
で
あ
る
。
幸
い
田
村
圓
澄
氏
と
私
は
、
翌

一
九
七
九
年
四
月
五
日
に
、

黄
寿
永

・
鄭
永
鏑
両
氏
の
案
内
を
い
た
だ
い
て
こ
の
磨
崖
像
を
実
査
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
道
も
な
い
よ
う
な
崖
を
よ
じ
登

っ
て
磨
崖
像
の
前
に
出
る
と
、
東
面
す

る
眼
下
に
視
野
が
広
が
り
、
南
漢
江
の
流
れ
が
望
見
さ
れ
る
。
眺
望
絶
佳
と
称
し

て
よ
い
場
所
で
あ
る
。

磨
崖
像
は
左
右
二
群
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
向

っ
て
右
の
方
か
ら
述
べ
れ
ば
、

こ
こ
に
は
六
体
の
像
が
彫
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
主
尊
と
な
る
も
の
は
、
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中 原 磨 崖 像(右 側の拓本)図4

 

い
ち
ば
ん
大
き
く
高
く
あ
ら
わ
さ
れ
た
半

蹴
思
惟
像
と
見
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。

す
な
わ
ち
総
高

一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
正
面
向
き
の
菩
薩
像
で
あ
り
、
左
足
を
踏
下

げ
、
右
足
を
曲
げ
て
そ
の
足
首
北
左
手
を
添
え
、
右
手
の
指
を
頬
に
近
付
け
る
姿

と
な
る
。
な
お
足
下
に
は
有
茎
の
蓮
華
座

が
見
ら
れ
る
よ
う
だ
が
、
他
の
菩
薩
立

像
も
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か

(た
だ
し
、
上
半
身
の
み
を
あ
ら
わ
す

一

体
に
つ
い
て
は
不
詳
)
。

半
蹴
思
惟
像
に
従
う
五
体

の
菩
薩
立
像
を
、
向

っ
て
右
の
方
か
ら
見
て
行
く
こ

と
に
し
よ
う
。
ま
ず
最
初
は
半
跡
思
惟
像

の
向

っ
て
右
に
立
ち
、
主
尊
の
肩
あ
た

り
ま
で
の
菩
薩
像
で
、
右
手

に
花
を
持

つ
。
主
尊
の
次
に
上
半
身
を
見
せ
る
像
は
、

手
前
の
像
の
た
め
下
が
か
く
れ
、
手
付
な
ど
も
不
明
で
あ
る
。
そ
の
上
、
体
形
が

や
や
小
さ
く
、
位
置
が
上
方

に
な

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
も
、
多
少
の
遠
近

感
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
方
に
は
少
し
大
き
く
三
体
の
菩
薩
像

が
横
に
立
ち
並
ぶ
。
上
記
最
初
の
菩
薩
像
と
同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
り
、
向

っ
て
右
か
ら
、
手
付
不
明
の
像
、
垂
下
す
る
右
手
に
何
か
を
持

つ
像
、
両
手
を
屈

腎
し
て
左
手
に
宝
珠
、
右
手
に
花
を
持

つ
像
を
刻
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
主

倶 舎 曼 茶 羅 図図5
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尊
を
取
巻
く
諸
菩
薩
を
示
そ
う
と
し
た
と
も
見
ら
れ
る
。

以
上
が
向

っ
て
右
の
岩
面
に
彫
刻
さ
れ
た
六
体
の
像
す

べ
て
で
あ
る
が
、
こ
の

群
像
が
何
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
は
、
さ
ま
で
む

つ
か
し
い
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。

群
像

の
中
心
と
な
る
の
が
半
跡
思
惟
像
で
あ
り
、
他
の
五
体
の
菩
薩
立
像
が
こ
れ

を
讃
仰
し
て
取
巻
く
様
子
を
あ
ら
わ
す
も

の
と
す
れ
ば
、
古
風
を
伝
え
る
囲
邊
形

中 原 磨 崖 像(左 側の拓本)図6

式
の
諸
像
安
置
法
を
と

っ
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
。
こ
の
形
式
の
群
像
は
す
で
に

唐
土
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
、
例
え
ば
敦
爆
石
窟
や
龍
門

・
天
龍
山
な
ど
の

石
窟
寺
院
に
そ
の
例
が
あ
り
、
ま
た
朝
鮮
に
お
い
て
も
仏
国
寺
石
窟
庵
の
場
合
が

そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
央
の
釈
迦
如
来
像
を
取
囲
む
よ
う
に
十
大
弟
子
や
諸
菩

薩

・
諸
天
な
ど
の
像
を
彫
刻
し
て
い
る
。
巳
本
で
は
奈
良
時
代
に
盛
行
し
た
よ
う

で
あ
り
、
興
福
寺
西
金
堂
の
安
置
仏
像
が
釈
迦
如
来
像
を
中
心
と
し
て
囲
遠
す
る

も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
、
古
記
録
や
古
図
な
ど
に
よ

っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の

ほ
か
、
法
隆
寺
金
堂
壁
画

・
勧
修
寺
釈
迦
説
法
図
繍
帳

・
東
大
寺
倶
舎
曼
祭
羅
図

(7
)

な
ど
に
も
囲
邊
形
式
の
諸
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
と
す
る
中
原
磨
崖
像

も
、
数
が
少
な
く
て
比
較
的
簡
略
な
群
像
表
現
で
は
あ
る
が
、
上
生
時
代
の
弥
勒

菩
薩
半
蹴
思
惟
像
を
囲
邊
す
る
諸
菩
薩
が
讃
仰
し
、
ひ
た
す
ら
龍
華
三
会
を
欣
求

す
る
有
様
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
に
向

っ
て
左
方
の
磨
崖
像
に
眼
を
移
す
こ
と
に
す
る
。
こ
ち
ら
の
方
は
前
者

よ
り
も
岩
面
小
さ
く
、
そ
こ
に
彫
ら
れ
た
像
も
二
体
に
す
ぎ
な
い
。
ま
ず
向

っ
て

右
の
如
来
坐
像
は
高
さ
○

・
八
三
メ
ー
ト
ル

(た
だ
し
下
部
欠
損
)
で
、
通
肩
の

法
衣
を
つ
け
、
左
手
与
願
印
、
右
手
施
無
畏
印
を
示
す
正
面
向
き
の
像
で
あ
る
。

そ
の
向

っ
て
左
側
に
小
さ
い
供
養
菩
薩
像
が
刻
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
如
来
像
の

方

へ
向
く
側
面
像
で
、
右
膝
を
つ
き
、
左
膝
を
立
て
、
両
手
で
花
ら
し
い
も
の
を

捧
げ
る
。
右
腰
に
環
を
通
し
た
飾
帯
が
長
く
垂
れ
て
い
る
の
が
印
象
的
で
あ
る
。

こ
の
二
体
の
像
が
あ
ら
わ
す
も
の
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
解
釈
し
に
く
い
が
、
上

記
の
半
蹴
思
惟
像
の

一
群
と
結
び

つ
け
て
考
え
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
分
か

っ
て
来
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る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
前

の
群
像
が
上
生
時
代
の
弥
勒
と
諸
菩
薩

を
あ
ら
わ
す
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
下
生
成
道
を
達
し
た
後
の
弥
勒
と
そ
の
供
養
讃

仰
菩
薩
を
象
徴
的
に
刻
ん
だ
も
の
と
解
す
る
の
が
、
い
ち
ば
ん
自
然
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
左
右
両
岩
の
像
は
別
々
の
も
の
で
な
く
、
本
来
密
接
不
離
の
関
係
に
あ

る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
月
城
磨
崖
像

に
お
い
て
も
、
前

室
と
後
室
と
の
間
に
同
様
の
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
を
、
こ
こ
に
改
め
て
想
起
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
日
本

の
場
合
で
も
、
興
福
寺
中
金
堂

の
な
か
に
は
、
下

生
相

(養
老
五
年

〔ヒ
一
=

〕
藤
原
不
比
等
の

一
周
忌
に
造
立
)
と
上
生
相

(下

生
相
よ
り
後
の
も
の
だ
が
、
縁
起
は
明
ら
か
で
な
い
)
の
二
種
の
弥
勒
浄
土
変
像

(8
)

が
安
置
さ
れ
て
い
た
例
か
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
上
生
像
と
、下
生
像
を

一
具
と
し

て
考
え
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
時
の

一
般
的
な
通
念
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
背
景
と
し
て
、
月
城
や
中
原

の
磨
崖
像
も
で
き
あ
が

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

中
原
磨
崖
像
の
製
作
期
は
三
国
時
代
六
〇
〇
年
あ
た
り
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

が
ん
ら
い
こ
の
地
域
は
高
句
麗

・
百
済

・
新
羅
の
勢
力
が
入
り
乱
れ
た
と
こ
ろ
で

あ

っ
て
、
仏
像
な
ど
も
国
別
に
分
け
る
こ
と
が
む

つ
か
し
い
。
こ
の
磨
崖
像
も
同

様
の
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
弥
勒
如
来
坐
像
の
面
容
を
見
る
と
、
楕
円
形
の
顔
で
、

鼻
が
細
く
、
両
眼
が
横

に
延
び
る
な
ど
の
特
色

に
、

ソ
ウ
ル
郊
外
の
三
陽
洞
か
ら

発
見
さ
れ
た
銅
造
観
音
菩
薩
立
像
の
そ
れ
に
近
い
も

の
を
感
じ
る
。
こ
の
像
は
古

新
羅
風
と
い
わ
れ
る
こ
と
を
参
考
ま
で
に
記
し
て
お
く
。

四
、
瑞
山
磨
崖
像

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
来
た
月
城
と
中
原
の
弥
勒
浄
土
磨
崖
像
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上

生
相
と
下
生
相
と
が
緊
密
な
関
係
で
表
現
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
土
ハ通
す
る
も
の
が

あ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
く
弥
勒
浄
土
磨
崖
像
と
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

若
干
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
が
百
済
の
地
に
の
こ

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
忠
清

南
道
瑞
山
郡
雲
山
面
龍
賢
里
に
あ
る
磨
崖
像
で
、
俗
に
印
岩
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
。

こ
の
磨
崖
像
は
道
路
か
ら
少
し
入

っ
た
岩
山
に
南
南
東
向
き
に
彫
ら
れ
、
す
で

に
早
く
か
ら
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
専
門
家
に
よ

っ
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
の
は

一
九
五
九
年
頃
か
ら
で
あ

っ
た
。
と
く
に
国
立
博
物
館
長
金
載
元
氏

(9
)

と
黄
寿
永
氏
に
よ

っ
て
現
地
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
概
報
が
発
表
さ
れ
て
か
ら
、

多
く
の
人
々
の
関
心
を
集
め
、
す
ぐ
れ
た
作
域
が
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
な
お
ま
た
、
そ
こ
に
彫
刻
さ
れ
た
特
殊
な
三
尊
形
式
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す

る
か
、
提
起
さ
れ
る
問
題
は
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
私
が
田
村
圓
澄

・
北
野

耕
平

(神
戸
商
船
大
学
教
授
)
両
氏
と
共
に
瑞
山
磨
崖
像
を
実
査
し
た
の
は

一
九

七
五
年

一
〇
月
四
日
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

さ
て
瑞
山
磨
崖
像
の
図
相
は
、
中
央
に
如
来
立
像
を
大
き
く
刻
出
し
、
左
に
菩

薩
半
跡
思
惟
像
、
右
に
菩
薩
立
像
を
そ
れ
ぞ
れ
や
や
小
さ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

後
者
の
両
像
は
形
姿
こ
そ
異
な
る
が
、
脇
侍
的
な
位
置
に
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当

で
あ
ろ
う
。
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ま
ず
中
央

の
如
来
像
か
ら
述
べ
て
行
こ
う
。
総
高
二

・
〇
八
メ
ー
ト
ル
、
通
肩

の
大
衣
を
着
け
、
左
右
両
腎
を
屈
し
、
左
手
は
第

一
・
二

・
三
指
を
伸
ば
し
、
他

の
二
指
を
曲
げ
、
右
手
は
全
指
を
伸
ば
し
、
正
面
を
向
い
て
反
花
座
の
上
に
立
つ
。

頭
部
の
後

に
は
宝
珠
形
の
光
背
が
刻
ま
れ
る
。
こ
れ
は
円
形
内
区
に
蓮
花
、
外
区

に
は
火
焔
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
上
部
に
三
体
の
化
仏
が
配
さ
れ
る
。
衣
文
な
ど
か

ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
左
右
相
称
風
の
と
こ
ろ
も
残
る
が
、
顔
は
ま
る
く
、
眼
を

大
き
く
見
開
い
て
、
口
も
と
に
徴
笑
を
た
た
え
る
。
こ
の
よ
う
な
大
き
な
眼
は
中

国
山
東
省
の
雲
門
山
石
窟
像

(階
時
代
)
に
も
見
出
さ
れ
て
い
て
、
両
者
の
関
係

を

一
考
し
て
み
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
光
背

の
刻
技
は
か
な
り
巧
緻
な
も
の

と
い
え
る
。

次
に
左
脇
侍

の
半
蹴
思
惟
像
は
こ
の
種
の
形
姿
と
し
て
は
典
型
的
な
も
の
で
、

総
高

一
・
六
六

メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
上
半
身
裸
形
で
、
左
足
を
踏
下
げ
、
屈
し
た

右
足
を
左
手
で
お
さ
え
、
右
手
の
指
を
頬
に
寄
せ
る
。
足
下
に
は
中
尊
と
同
じ
よ

う
な
反
花
座
を
踏
む
。
光
背
は
中
尊
の
そ
れ
に
類
す
る
宝
珠
形
で
あ
る
が
、
同
縁

の
火
焔
は
な
く
て
、
そ
の
代
り
に
円
形
の
圏
帯
部
を
つ
く

っ
て
い
る
。
頭
上
に
は

三
山
形
の
装
飾
的
な
宝
冠
を
い
た
だ
く
。
こ
の
像
も
柔
和
な
微
笑
を
浮
か
べ
、
彫

技
も
全
体
的
に
お
だ
や
か
で
あ
る
。

右
脇
侍
の
菩
薩
立
像
は
総
高

一
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
で
、
両
手
を
屈
腎
し
噛
正
面

に
お
い
て
掌
の
上
下

に
宝
珠
を
さ
し
は
さ
む
よ
う
に
し
て
捧
げ
る
。
形
姿
は
左
右

相
称
の
直
立
形
で
あ
り
、
面
相
は
他
の
二
像
と
同
様
に
微
笑
を
お
び
た
慈
顔
と
い

え
る
。
宝
冠
は
三
山
冠
の
形
式
を
と
る
。
台
座
が
反
花
座
で
あ
る
こ
と
は
他
の
二

像
と
同
様
で
あ
る
。
光
背
は
上
記
半
蹴
思
惟
像
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
り
、
両
像

が
脇
侍
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
両
像
の
大
き
さ
も
、
形
姿
に
違

い
が
あ
る
と
は
い
え
、
視
覚
的
に
不
自
然
は
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
磨
崖
像
が
三
尊

一
具
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
す
れ
ば
、
左
右
対
称
を
無
視
し

て
、
半
跡
思
惟
形
と
い
う
破
格
と
も
思
わ
れ
る
像
を
左
脇
に
配
し
た
こ
と
に
何
か

重
要
な
意
味
が
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
朝
鮮
で
は
半
蹴
思
惟
形
を
も

っ
て
弥
勒
菩
薩
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
多
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
主
尊
の
如
来

立
像
は
弥
勒
如
来
そ
の
も
の
と
見
る
の
が
最
も
適
切
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
に
見
て
来
た
と
こ
ろ
か
ら
い

っ
て
も
、
月
城

・
中
原
の
両
磨
崖
像
に
お
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い
て
、
如
来
形
と
半
㎞
思
惟
形
と
の
弥
勒
像
が
密
接
不
離
の
関
係
で
表
現
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
右
脇
の
菩
薩
立
像
も
弥
勒
に
随
侍

讃
仰
す
る
菩
薩
像
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
こ
の
三
尊
像
は
、

弥
勒
浄
土

の
主
役
三
体
を
象
徴
的
に

一
具
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば

群
像
形
式
を
と

っ
た
月
城

・
中
原
な
ど
の
磨
崖
像
を
簡
略
化
し
た
と
い
う
見
方
も

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味

で
、
瑞
山
磨
崖
像
を
弥
勒
浄
土
磨
崖
像

の

一
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
と
見
な
す
こ
と
も

不
当

で
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
製
作
年

代
は
七
世
紀
前
半

で
、
所
在
か
ら
い

っ
て
も
百
済
系
統

の
石
像
で
あ
る
が
、
よ
く

ま
と
ま

っ
た
彫
法

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
で
に
階
様

の
影
響
を
受
け
て
い
る
と

さ
れ
る
。五

、

む

す

び

以
上
簡
略

で
は
あ
る
が
、
朝
鮮
に
現
存
す
る
半
蹴
思
惟
像
を
伴
う
三

つ
の
磨
崖

像
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
が
何
を
あ
ら
わ
す
も
の
か
、
主
題
の
点
を
中
心
に
私
考

を
述

べ
て
来
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ら
の
磨
崖
像
が
弥
勒
信
仰
を
基
盤
と
し
て
い

る
こ
と
、
し
か
も
特
記
す

べ
き
は
、
上
生
信
仰
と
下
生
信
仰
と
を
密
接
に
結
び

つ

け
た
表
現
を
と

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
た
。
と
く
に
そ
れ
ら
の
造
形
的

な
表
現
は
三
者
三
様
で
あ

っ
て
、
月
城
磨
崖
像
が
構
図
的
に
説
明
風
あ
る
い
は
情

景
風
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
中
原
磨
崖
像
は
群
像
表
現
に

一
種
の
遠
近
法
と
囲
遠

形
式
を
と
り
い
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後

の
瑞
山
磨
崖
像
は
む
し
ろ
象
徴
的
な
要

素
の
方
が
強
く
な
り
、
主
尊
と
な
る
弥
勒
如
来
立
像
の
左
脇
に
弥
勒
菩
薩
半
蹴
思

惟
像
、
右
脇
に
随
侍
讃
仰
衆
を
代
表
す
る
菩
薩
立
像
を
対
称
的
に
配
置
し
て
、
三

尊
形
式
と
し
て
弥
勒
信
仰
の
実
態
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
百
済
や
新

羅
に
弥
勒
信
仰
が
盛
ん
で
あ

っ
た
た
め
に
、
そ
の
造
像
面
に
お
い
て
も
バ
ラ
エ
テ

ィ
に
富
み
、
興
味
あ
る
展
開
を
示
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
と
に
半
跡

思
惟
像
は
仏
教
美
術
史
全
体
の
上
で
ま
だ
究
明
の
余
地
を
多
く
残
す
も
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
も
、
こ
の
よ
う
な
弥
勒
浄
土
磨
崖
像
の
な
か
に
出
る
半
蹴
思
惟
像
か

ら
の
探
究
は
、
今
後
独
尊
像
と
並
ん
で

一
層
進
め
て
行
く
べ
き
分
野
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。

(
1

)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(
5
)

(
6
)

註
刻
銘

に

「
敬
造
阿
弥
陀
弥
口
口

口
」
と
あ
り
、
下

か
ら
三
字

目
が
勒
で
は
な
い
か

と
見
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
石
像
は
、
新
羅
善
徳
女
王

=
二
年

(六

四
四
)

に
造
立
さ
れ
た
生
義
寺
弥
勒

像

に
当

る
と
さ
れ

て
い
る
。

本

章
に
記
し
た

こ
と

の
詳
細
は
、
拙
稿

「
半

蹴
思
惟
像

の
系
譜
」

(
『
大
和

の
古

寺
』

一
所
収
、

一
九
八

二
年
、
岩
波
書
店
)

を
参
照
。

黄

寿
永

「
断
石
山
神
仙
寺
石
窟
磨
崖
像
」

(
『韓
国
仏
像

の
研
究
』
所
収
)

一
九

七

八
年
、
同
朋
舎

黄

寿
永

「
新
羅
半
蹴
思
惟
石
像
」

(同
上

)

鄭
永

鏑

「
中
原
鳳
鳳
里
磨
崖
半
蹴
像
み
.佛

・
菩
薩
群
」

(
『考
古
美
術
』

一
四
六

・
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9

一
四
七

)

一
九
八
〇
年

(
7
)

毛
利

久

「
奈
良
時
代

の
興
福
寺
と
造
像

」

(
『
奈
良

の
寺
』

一
一
所
収
)

一
九

七

六
年
、
岩
波

書
店

(
8
)

同

上

(
9
)

黄

寿
永

「
瑞
山
百
済
磨
崖
三
尊
仏
像
」

(
『韓

国
仏
像

の
研
究
』
所
収
)

一
九
七

八
年
、

同
朋
舎

(付

記
)

図

1

.
2
は
黄

寿

水
教
授
、
図

4

・
6
は
鄭

水
鏑
教

授

の
御
配
慮

に
よ
る
。
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