
東
大
寺
法
華
堂

の
伝

日
光

・
月
光
菩
薩
像

毛

ロ禾

久

、

は

じ

め

に

二
、
法
華
堂

の
諸
像

東
大
寺
法
華
堂
に
安
置
さ
れ
る
伝
日
光

・
月
光
菩
薩
像
は
、
天
平
時
代
の
彫
刻

の
な
か
で
も
屈
指
の
優
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
何
の
像
か
不
明
で

あ
り
、
寺
家
で
は
こ
れ
を
仮
に
日
光
菩
薩

・
月
光
菩
薩
と
称
し
て
現
在
に
至

っ
て

い
る
状
態
で
あ
る
。

名
無
し
の
像
と
は
、
美
術
的
な
価
値
か
ら
言

っ
て
も
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
り
、

微
力
な
が
ら
私
も
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
長
年
の
間
関
心
を
持
ち
続

け
て
来
た
。
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
中
国
の
資
料

の
な
か
よ
り
た
ま
た
ま
こ
の

問
題
に
ヒ
ン
ト
を
あ
た
え
る
も
の
を
見
出

し
、
そ
れ
に
よ
る
私
見
の

一
端
を
簡
略

(
1
)

な
執
筆
文
の
な
か
に
触
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
に

つ
い
て
の
ま
と
ま

っ
た
研
究
は
、
ま
だ
ま
と
も
に
と
り
あ
げ

た
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ
こ
に
若
干
の
紙
面
を
借
り
て
短
文
を
発
表
し
、
改
め
て

識
者
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

周
知
の
よ
う
に
、
法
華
堂
に
は
伝
日
光

・
月
光
像
を
含
め
て
十
四
躯
の
天
平
彫

刻
が
伝
存
し
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
塑
像
五
幅
と
乾
漆
像
九
輻
と
に
分
か
れ
る
。

ま
ず
伝
日
光

・
月
光
像
を
と
り
あ
げ
る
と
、
と
も
に
塑
造
、
等
身
大
よ
り
少
し

愚

醗

郵
診 鼠

図1東 大寺伝日光像
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大
き
い
立
像
で
あ
り
、
前
者
二
〇
七

・
二

㎝
、
後
者
二
〇
四

・
八

㎝
の
高
さ
と
な

っ
て
い
る
。
当
初
は
全
体
を
美
し
く
彩
色
し
て
い
た
ら
し
い
が
、
い
ま
は
剥
落
が

甚
し
い
。

さ
て
、
両
像
は
素
材
な
ら
び
に
形
相
の
上
か
ら
い

っ
て
も
、
表
現
の
特
色
か
ら

考
え
て
も
、
も
と
も
と

一
具
像
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ま
も

不
空
羅
索
観
音
像
を
本
尊
と
し
て
安
置
す

る
八
角
仏
壇
の
上
に
、
あ
た
か
も
左
右

の
両
脇
侍
の
よ
う
な
格
好
で
配
置
さ
れ
て
い
る
。

法
華
堂
に
は
、
そ
の
ほ
か
の
塑
像
と
し

て
執
金
剛
神
立
像
の
名
品
が
あ
る
。
こ

れ
は
東
大
寺
の
草
創
期
に
奈
良
東
山
に
建

て
ら
れ
て
い
た
金
鐘
寺
の
重
要
な
尊
像

で
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
り
、
東
大
寺
塑
像
群
の
う
ち
で
最
も
古
い
像
と
考
え
て
大

過
な
い
で
あ
ろ
う
。
彫
刻
の
系
統
と
し
て
は
次
に
述
べ
る
東
大
寺
戒
壇
院
四
天
王

像
な
ら
び
に
法
華
堂
伝
日
光

・
月
光
像
と
同
類
で
あ
る
が
、
時
期
的
に
は
そ
れ
に

先
行
す
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
か
。

な
お
ま
た
吉
祥
天
と
弁
財
天
の
両
立
像
が
、
塑
造
で
、
大
破
し
な
が
ら
も
厨
子

の
な
か
に
残
存
し
て
い
る
。
こ
の
破
損
像
二
躯
は
構
造
や
表
現
な
ど
か
ら
見
て

一

具
の
も
の
だ

っ
た
と
見
な
さ
れ
る
。

以
上
に
あ
げ
た
諸
像
の
ほ
か
に
、
法
華
堂
の
塑
像
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
が
戒

壇
院
に
伝
存
す
る
塑
造
四
天
王
立
像
で
あ
る
。
と
く
に
広
目
天
と
多
聞
天
の
両
像

が
怒
り
の
表
情
を
示
し
な
が
ら
、
悠
久
の
か
な
た
を
凝
視
す
る
か
の
よ
う
な
深
く

静
か
な
眼
差
を
向
け
る
の
は
、
伝
日
光

・
月
光
像
の
思
索
的
な
相
好
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
の
法
華
堂
と
戒
壇
院
の
塑
像
に
は
、
が
ん
ら

い
密
接
な
関
係
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

戒
壇
院
の
四
天
王
像
が
最
初
ど
こ
に
安
置
さ
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
は
む
つ

(2
)

(3
)

か
し
い
。
堀
池
春
峰
氏
や
山
本
栄
吾
氏
な
ど
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
四
天
王
像

は
も
と
大
仏
殿
回
廊
の
西
に
あ

っ
た
中
門
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
の
を
、
亨
保
十

七
年

(
一
七
三
二
)
戒
壇
院
建
立
の
際
に
修
理
移
座
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

像
は
実
は
寺
門
よ
り
下
賜
さ
れ
た
も
の
で
、
東
大
寺
ほ
ん
ら
い
の
像
で
は
な
か

っ

た
こ
と
も
あ
り
得
る
。
も
し
こ
の
よ
う
な
推
察
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
四
天
王

像
と
同
系
の
伝
日
光

・
月
光
像
も
ま
た
、
必
ず
し
も
当
初
か
ら
法
華
堂
に
あ

っ
た

も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

さ
ら
に
吉
祥
天

・
弁
財
天
両
像
が

一
具
と
し
て
の
製
作
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述

べ
た
と
お
り

で
あ
る
。
両
尊
を
含
む

一
具
像
と
し
て
天
平
時
代
に
行
わ
れ
た
法
儀

8



は
吉
祥
悔
過
で
あ
り
、
そ
れ
は
釈
迦
如
来

の
左
に
吉
祥
天

(功
徳
天
)
を
配
し
て

本
尊
と
し
、
な
お
も
し
余
裕
が
あ
れ
ば
、

釈
迦
の
右
に
弁
財
天
お
よ
び
四
天
王
を

置
く
こ
と
も
あ
る

(階
灌
頂

『
国
清
百
録
』
第

一
所
収

「金
光
明
幟
法
」
、
宋
遵

式

『
金
光
明
俄
法
補
助
儀
」
)(d)
現
存
す
る
士
。祥
天

●
弁
財
天
像
は
・
こ
の
よ
う

な

一
具
像
を
構
成
す
る
二
体
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
法
華
堂
と
は
別
の
堂
に
安
置
さ

れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
総
じ
て
顔
付
は
豊
満
な
な
か
に
も
清
楚
な
品
位
を
失
わ

ず
、
そ
の
点
お
だ
や
か
な
表
情
の
伝
日
光

・
月
光
菩
薩
像
な
ど
の
造
形
と
は
や
や

異
な
る
も
の
が
あ
る
。

以
上
は
法
華
堂
と
戒
壇
院
の
塑
像
九
輻

に

つ
い
て
、
伝
日
光

・
月
光
像
を
中
心

に
関
係
事
項
を
概
観
し
て
み
た
。
そ
の
結

果
、
執
金
剛
神
像
を
除
く
八
輻
す
べ
て

が
法
華
堂
当
初

の
像
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
た
だ
執
金
剛
神
像

の
み
は
、
そ
の
か
な
り
信
懸
性
の
あ
る
由
緒
か
ら
考
え
て
も
、
初
期
金
鐘
寺
と
関

係
深
い
像
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

次
に
乾
漆
像
の
方
は
法
華
堂
に
安
置
す
る
九
躯
が
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
の
内
訳

は
本
尊
不
空
羅
索
観
音
像

一
躯
、
梵
天

・
帝
釈
天
像
二
躯
、
四
天
王
像
四
輻
、
金

剛
力
士
像
二
輻
と
な
る
。
い
ず
れ
も
体
内
空
洞
の
乾
漆
像
で
あ
り
、
多
少
の
異
論

は
あ
る
に
せ
よ
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
、
同
系
の
作
家
に
よ

っ
て
造
立
さ
れ
た
と
見

る
の
が
無
難
で
あ
る
。
従

っ
て
法
華
堂
は
本
尊
以
下
か
な
り
大
き
な
乾
漆
立
像
九

輻
を
安
置
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
が
当
初
か
ら
の
状
態
で
あ

っ
た
か
ど

う
か
な
お
問
題
は
残
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
伝

日
光

・
月
光
像

の
尊
名
と
性
格

両
像
の
尊
名
に

つ
い
て
は
、
現
在

一
般
に
日
光

・
月
光
と
呼
ば
れ
る
の
が
普
通

の
よ
う
で
あ
る
。
国
宝
の
指
定
名
称
も

「
禦

晶

灘

立
像
」
と
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
こ
の
名
称
は
、
元
禄
十
年

(
一
六
九
七
)
こ
ろ
に
成

っ
た
と
考
え
ら

れ
る

『
東
大
寺
諸
伽
藍
略
録
』
に

「
日
光
月
光
、
各
御
長
六
尺
九
寸
立
像
、
土
躯
、

同

(行
基
)
作
」
と
記
載
さ
れ
て
い
て
、
近
世
前
期
あ
た
り
に
す
で
に
使
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
安
永
三
年

(
一
七
七
四
)
刊
行
の

『
奈
良
名
所
記
」

に
も

「
脇
士
日
光
月
光
」
の
記
事
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
伝
承
が
現
在
ま
で
続
い

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
日
光

・
月
光
と
は
、
が
ん
ら
い
薬
師
如
来

の
脇
侍
菩
薩
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
こ
に
出
て
来
る
の
は
不
審
で
も
あ

る
。伝

日
光

・
月
光
像
に
関
し
て
は
、
も
う

一
つ
こ
れ
を
梵
天

・
帝
釈
天
と
呼
ぶ
説

(
5
)

が
明
治
時
代
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
最
初
の
主
張
者
は
黒
川
真
頼
で
あ
り
、
続
い

て
高
山
樗
牛

・
岡
倉
天
心

・
和
辻
哲
郎
な
ど
の
美
術
家
が
こ
れ
に
同
調
し
て
い
る
。

お
そ
ら
く
大
袖
の
衣
を
ま
と

っ
て
沓
を
は
き
、
頭
髪
を
き
れ
い
に
結
い
あ
げ
て
立

っ
伝
日
光

・
月
光
像
の
姿
が
、
何
と
な
く
梵
天

・
帝
釈
天
に
似
て
い
て
、
こ
の
よ

う
な
説
を
生
む
に
至

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
二

つ
の
尊
名
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
首
肯
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
そ
こ
で
私
は
別
の
観
点
か
ら
こ
の
問
題
に
懊
を
入
れ
て
、
ほ
ん
ら
い
ど
の

よ
う
な
性
格
の
像
で
あ

っ
た
か
を
、
ま
ず
探
究
し
て
み
た
い
。
最
初
に
両
像
の
形

9



相
に

つ
い
て
記
述
し
て
お
け
ば
、
南
面
す
る
法
華
堂
本
尊
の
左
右
に
立

っ
像
は
、

東
が
日
光
菩
薩
、
西
が
月
光
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

伝
日
光
像
は
菩
薩
風
の
顔
付
で
、
停
立
合
掌
す
る
。
頭
髪
を
束
状
に
し
て
頂
上

に
結

い
あ
げ
、
菊
花
形
の
飾
り
を
刻
ん
だ
冠
帯
を
頭
部
に
巻
く
。
耳
朶
に
孔
を
貫

す
る
。
着
衣
は
左
前
に
合
わ
せ
、
筒
袖
の
下
衣
に
大
袖
の
寛
衣
を
ま
と
い
、
帯
を

締
め
、
袈
裟
を
左
肩
か
ら
か
け
る
。
足
に
沓
を
は
く
。

伝
月
光
像
も
大
略
こ
れ
に
類
似
す
る
と

こ
ろ
が
多
い
が
、
た
だ
袈
裟
を
か
け
な

い
の
は
大
き
な
違
い
と
言
え
よ
う
。
そ
の
ほ
か
伝
月
光
像
独
特
の
も
の
と
し
て
、

腰
に
巻
い
た
紐
が
正
面
に
お
い
て
美
し
く
結
ん
で
垂
れ
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
胸
腹

部
中
央
に
帯

・
菊
花
形

・
襟
の
縁
ど
り
な
ど
に
よ
る
気
の
き
い
た
意
匠
が
あ
ら
わ

図3東 大寺伝日光像上半身

図4東 大寺伝月光像上半身

 

さ
れ
て
い
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
伝
日
光

・
月
光
像
の
い
わ
ば
図
像
的
な
分
析
を
試
み
た
結
果
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
箇
条
的
に
記
し
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
な
二
項
に
な
る
と
思
う
。

ω
す
で
に
記
し
た
よ
う
に
、
両
像
は

一
具
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も

両
手
合
掌

の
姿
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
中
心
的
な
像
が
あ

っ
て
、
そ
れ
に
対
し

て
両
像
が
左
右
に
分
か
れ
て
合
掌
礼
拝
す
る
姿
が
想
像
さ
れ
る
。

②
し
か
し
こ
の
場
合
、
左
右
の
両
像
は
と
も
に
菩
薩
風
の

一
般
的
な
顔
付
で
あ

る
が
、
服
装
の
方
は
、
伝
日
光
像
が
袈
裟
で
体
を
被
う
の
に
対
し
て
、
伝
月
光
像

の
方
は
袈
裟
が
無
く
、
簡
略
な
が
ら
か
な
り
洗
練
さ
れ
た
服
飾
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
点
、

こ
の
両
像
は

一
般
の
仏
菩
薩
と
は
多
少
性
格
を
異
に
し
て
、
比
較
的
自
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一

由
な
造
形
が
許
さ
れ
て
い
た
面
も
あ

っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
見
て
来
て
も
、
両
像
の
尊
名
を
推
定
す
る
こ
と
は
依
然
と

し
て
困
難
と
言
う
ほ
か
な
い
が
、
像
の
性
格
に
つ
い
て
は
朧
気
な
が
ら
理
解
で
き

る
点
も
出
て
来
た
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
疑
問
を
解
く
べ
き
他
の
作
品
資
料

の
有

無
を
中
心
に
、
も
う
少
し
探
究
の
輪
を
広
げ
て
み
よ
う
。

四
、
縁
覚
像

の
提
唱

関
係
資
料
と
し
て
ま
ず
と
り
あ
げ
ら
れ
る
も
の
が
、
金
剛
峯
寺
に
伝
存
す
る
木

造
諸
尊
仏
寵

(枕
本
尊
)

一
基
で
あ
る
。

こ
れ
は
空
海
が
唐
よ
り
請
来
し
た
も
の

と
信
じ
ら
れ
、
白
檀
製
で
、
高
さ
二
三

・
一
㎝
の
小
寵
像
で
あ
る
。
そ
の
構
造
は
、

頭
部
を
丸
く
削

っ
た
八
角
筒
形
を
前
後
に
二
等
分
し
、
そ
の

一
つ
を
さ
ら
に
二
等

分
し
て
、
こ
れ
ら
三
材
の
内
側
に
諸
尊
を
細
か
く
彫
刻
し
、
蝶
番
に
よ

っ
て
三
材

を
連
結
す
る
。
三
寵
は
開
閉
自
在
と
な
る
。

ま
ず
中
寵
は
、
仏
坐
像
を
中
心
と
し
、

そ
の
左
右
に
脇
侍
菩
薩
が
立

っ
て
三
尊

を
形
成
す
る
。
後
に
僧
形
の
声
聞
が
三
体
ず

つ
分
か
れ
て
左
右
に
立
ち
、
さ
ら
に

い
ち
ば
ん
奥
に
左
右

一
体
ず

つ
立

つ
の
が
、
い
わ
ゆ
る
縁
覚
像
で
あ
ろ
う
。
そ
の

ほ
か
下
方
に
金
剛
力
士

・
香
櫨

・
獅
子

・
楽
天
そ
の
他
の
付
属
的
な
彫
刻
が
配
さ

れ
る
。

左
寵
は
半
跡
形
の
菩
薩
を
中
心
に
、
脇
侍
菩
薩
二
体
と
声
聞
二
体
を
左
右
に
分

け
て
立
て
る
。
残
り
の
左
右
に

一
体
ず

つ
立

つ
の
が
縁
覚
ら
し
く
も
見
え
る
が
、

峯 寒 拶

忘 豊

ll登

鱒錨
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し
か
し
中
寵
あ
る
い
は
右
寵
の
そ
れ
と
比

べ
る
と
、
す
こ
し
異
形
の
よ
う
に
も
見

え
る
。
こ
の
点
は
次
に
中

・
左
右
の
三
寵
を

一
括
し
て
記
述
す
る
。
な
お
下
方
に

付
属
的
な
香
櫨

・
礼
拝
者

・
獅
子

・
鬼
形
な
ど
を
配
置
す
る
。

右
寵
は
半
跣
形
の
中
尊
菩
薩

・
二
体
の
脇
侍
菩
薩

・
二
体
の
声
聞
が
左
寵
と
ほ

ぼ
同
類

の
も
の
で
あ
る
。
残
り
の
二
体
は
、
左
寵
の
二
体
よ
り
も
、
む
し
ろ
中
寵

の
縁
覚
と
推
定
さ
れ
る
二
像
に
近
似
す
る
。
こ
の
右
寵
に
も
左
寵
と
類
似
の
付
属

的
な
彫
刻
が
施
さ
れ
る
。
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こ
の
三
寵
は
言
う
ま
で
も
な
く
仏
あ
る

い
は
菩
薩
の
浄
土
を
旦
ハ体
的
に
あ
ら
わ

し
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
中
尊

(仏
か
菩
薩
)

・
脇
侍
菩
薩

・
縁
覚

・
声
聞
そ
の

他
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
主
要
構
成
像
は
、
合
計
す
れ
ば
中
籠
が
十

一
体
、
左
右
両
寵
が
そ
れ
ぞ
れ
七
体
と
な

る
。
す
な
わ
ち
総
計
二
十
五
体
の
よ
く

ま
と
ま

っ
た
群
像
と
言
え
よ
う
。

さ
て
私
た
ち
が
こ
こ
で
最
も
関
心
を
持

つ
の
が
、
や
や
聞
き
馴
れ
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
縁
覚
と
称
す
る
像
で
あ
る
。
縁
覚
と
は
、
が
ん
ら
い
十
二
因
縁
を
観

察
し
て
迷
い
を
断
ち
、
理
を
悟
る
こ
と
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
人
の
能
力
に
応
じ
て

悟
り
に
導
く
こ
と
を
教
え
、
こ
れ
を
菩
薩

・
縁
覚

・
声
聞
の
三
乗
に
応
じ
た
教
え

と
言
う
。
す
な
わ
ち
縁
覚
は
菩
薩
と
声
聞
と
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
と
見
ら
れ

そ
れ
は
像
形
の
上
に
も
自
ら
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
籠
像
に
あ
ら
わ
れ
る
縁
覚
に
つ
い
て
特
徴
を
指
摘
す
る
と
、
ほ

ぼ
次
の
よ
う
に
な
る
。

ω
こ
れ
ま
で
の
叙
述
で
分
か
る
よ
う
に
、
中
籠
と
右
籠
の
像
は
ま
ず
縁
覚
像
と

見
な
し
て
間
違
い
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
姿
は
合
掌
形
で
、
敬
度
な
仏

徒
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

②
相
好
は
温
雅
で
あ
り
、
頭
上
に
螺
旋
状
の
髪
を
束
ね
て
い
る
の
が
異
風
で
あ

る
。
な
お
こ
れ
に
関
し
て

一
言
す
れ
ば
、
宝
髪
の
み
螺
旋
状
髪
と
し
、
地
髪
を
素

地
と
す
る
例
は
古
く
イ
ン
ド

・
マ
ト
ウ
ラ
派
の
像
に
あ
り
、
ま
た
中
国
の
魏
塑
と

(
6
)

言
わ
れ
る
麦
積
山
石
窟

(六
四
号

・
九
〇
号
)
そ
の
他
に
も
見
出
さ
れ
る
。
そ
の

ほ
か
、
宝
髪
を
螺
旋
状
に
束
ね
上
げ
る
と
と
も
に
、
地
髪

に
縦
線

を
刻

む
も
の

図6金 剛峯寺寵像縁覚図図7麦 積山90号 像図
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(
一
二

一
号
)
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
バ
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
生
み
出
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

③
寵
像

の
着
衣
は

一
部
し
か
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
両
肩
を
被
う
、

袖
の
広
い
寛
衣
で
あ

っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
の
参
考
と
な
る
も
の
が
麦
積
山
石

窟
に
も
あ
り
、
例
え
ば
上
記
の
六
四
号

・
九
〇
号

・
一
二

一
号
な
ど
の
諸
像
の
よ

う
に
縁
覚
系
の
頭
髪
を
示
す
像
は
、
ゆ

っ
た
り
と
し
た
通
肩
の
寛
衣
を
ま
と

っ
て

い
る
。
な
お
ま
た
、
こ
れ
ら
の
像
は
身
体
に
何
の
装
飾
も

つ
け
な
い
の
が
特
色
で

あ
り
、
菩
薩
と
声
聞
の
間
に
あ

っ
て
、
ひ
た
す
ら
仏
道
に
精
進
す
る
い
わ
ゆ
る
縁

覚
の
真
姿
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
見
た
い
。

傾
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
左
寵
に
お
い
て
縁
覚
の
い
る
べ
き
場
所
に
上
記

の
よ
う
な
縁
覚
像
が
無
く
て
、
そ
の
代
り

に
菩
薩
風
の
像
が
左
右
に
配
置
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
両
像
の
姿
は
上
方

へ
硫

っ
た
頭
髪
を
中
ほ

ど
で
結
び
、
胸
飾
と
天
衣
を

つ
け
、
両
手
合
掌
す
る

(た
だ
し
左
側
の
像
は
手
先

を
欠
失
す
る
か
)
。
こ
の
姿
は
縁
覚
と
い
う
よ
り
は
菩
薩
に
近
い
。
し
か
し
菩
薩

と
す
れ
ば
、
こ
の
左
寵
に
の
み
縁
覚
が
無
い
の
は
不
審
で
も
あ
る
。
強
い
て
言
う

な
ら
ば
、縁
覚
の
性
格
が
菩
薩
や
声
聞
な
ど
と
比
べ
て
、
多
少
明
確
を
欠
く
点
が
あ

っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
果
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
縁
覚
表
現

が
あ

っ
て
も
お
か
し
く
な
い
し
、
こ
れ
を
あ
え
て
菩
薩
風
の
縁
覚
像
と
呼
ぶ
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
縁
覚
像
に

つ
い
て
は
必
ず
し
も
厳
格
な
儀
軌

的
規
制
が
あ

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

縁
覚
像
の
特
徴
は
大
略
以
上
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
中
国
で
は
東
魏

・
北

斉

・
階
の
こ
ろ
に
七
尊
像
が
盛
行
し
た
が
、
こ
れ
は

一
般
に
中
尊

・
両
脇
侍
菩
薩

(7
)

・
両
縁
覚

・
両
声
聞
の
七
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
金
剛
峯
寺
の
籠
像
は
石
窟

寺
内
部
を
小
さ
く
模
し
た
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
左
右
両
側
の
群
像
が
そ
れ
ぞ
れ
七

体

一
旦
ハと
な

っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
上
記
七
尊
像
と
同
類
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
か
ら
言

っ
て
も
、
先
に
問
題
と
し
た
左
寵
の
菩
薩
風
の
像
は
縁
覚
と
見
な

す
べ
き
も
の
に
相
違
な
い
。
な
お
中
心
と
な
る
中
寵
で
は
、
声
聞
四
体
が
増
え
て

に
ぎ
や
か
な
十

一
体
の
群
像
に
な

っ
て
い
る
。

最
後
に
も
と
に
戻

っ
て
、
法
華
堂
伝
日
光

・
月
光
像
の
正
体
と
尊
名
に
つ
い
て

結
論
を
出
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ

ば
、
両
像
は
比
較
的
簡
素
な
寛
衣
を
ま
と
い
、
沓
を
は
い
て
合
掌
す
る
姿
で
、
い

わ
ば
俗
体

の
敬
度
な
求
道
者
と
し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
両
者

一
具
像
で
は
あ
る

が
、
袈
裟
は

一
方
だ
け
が
か
け
る
と
い
う
、
か
な
り
自
由
な
造
形
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
他
の
縁
覚
像
と
比
べ
れ
ば
、
伝
日
光

・
月
光
像
に
は
縁
覚
像
と
し
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て
の
要
素
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
だ
縁
覚
像
に
多
く
見
ら
れ
る
螺

旋
状
の
頭
髪
が
両
像
に
無
い
の
は
、
作
者
が
現
存
像
の
よ
う
な
束
状
に
結

っ
た
頭

髪
の
方
を
ふ
さ
わ
し
い
と
見
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
こ
の
種
の
造
形
に
お

け
る
日
本
化
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
伝
日
光

・
月
光
像

の
静
安

典
雅
な

つ
く
り
は
日
本
人
好
み
で
あ
り
、
当
初
は
こ
れ
が
縁
覚
像
と
し
て
群
像
表

現
の
重
要
な

一
翼
を
に
な

っ
て
い
た
に
違

い
な
い
。
法
華
堂
の
伝
日
光

・
月
光
像

は
、
ほ
ん
ら
い
縁
覚
像
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

上
記
の
よ
う
な
七
尊
像
の
な
か
に
含
ま
れ
る
縁
覚
像
は
、
金
剛
峯
寺

の
亀
像
が

伝
来
の
確
実
な
古
作
で
あ
り
、
小
品
と
は

い
え
、
依
拠
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
中

国
に
お
い
て
は
、
占
く
か
ら
仏
像
を
三
尊

・
五
尊

・
ヒ
尊
そ
の
他
の
に
ぎ
や
か
な

群
像
形
式
で
安
置
す
る
こ
と
が
流
行
し
、

そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
作
例
は
石
窟
寺
院
や

寵
像

・
碑
像
な
ど
に
数
多
く
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
も
、
密
教
弘
通
以
前
に

お
い
て
、
人
陸
の
影
響
を
受
け
て
群
像
を

つ
く
る
こ
と
が
あ
り
、
寺
院
の
資
財
帳

や
古
記
録
な
ど
に
そ
の

一
端
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
も
あ
る
。
伝
日
光

・
月
光
像

が
推
測
ど
お
り
縁
覚
像
で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
す
ば
ら
し
い
両
像
を
含
む
群

像
が
、
あ
る
時
期
に
、
ど
こ
か
の
し
か
る

べ
き
堂
内
に
安
置
さ
れ
て
、
霊
妙
な
仏

国
浄
土
を
現
出
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(3

)

(
4

)

(
5

)

(
6

)

(
7

)

山
本
栄
吾

「東
大
寺
戒

壇
院

四
天
王
像

の
前
所
在
」

(
『
大
和
文
化
研
究
』
五
ー
六
)

昭
和
三
十
五
年
。

町
田
甲

一

「
占
祥
悔
過

の
法
儀

と
東
大
寺

塑
像
群

に
関
す

る
試
論
」

(
『
芸
術
学
会

研
究
紀
要
」

1
)
昭
和

、
.十
九
年

。

黒
川
真
頼

[
東
大
寺
法
華
堂
仏
像
考
証

L

(
『国
華
」

一
五
七

・
一
五
九

・
一
六
〇
)

明
治
三
f
六
年
。

文
化
部
社
会
文
化
事
業
管

理
局

『
麦
積
山
石
窟
」

(
一
九
五
四

北
京
)
。

水

野
清

一
・
長
広
敏
雄

『
響
堂
山
石
窟
」

(昭
和
レ

ニ
年

東
方
文
化
学
院
京
都
研

究

所
)
。
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(
1
)
毛
利

久

『
天
平
彫
刻
」

(
昭
和
四
十
五
年

小
学
館
)
。

(
2
)
東
大
寺

『東
人
寺
」

(
昭
和

二
十
年

京
都
印
書
館
)
。


