
知
恩
寺
所
蔵
重
要
文
化
財
善
導
大
師
像
に
つ
い
て

は
じ
め
に

一
人
の
僧
侶
が
右
斜
め
半
身
を
見
せ
つ
つ
露
台
上
に
立
ち
、
虚
空
を
仰
い
で

静
か
に
合
掌
し
て
い
る
（
図
1
）
。
背
景
は
や
や
沈
ん
だ
青
色
で
塗
り
込
め
、

遠
山
文
と
梅
花
文
を
散
ら
す
袈
裟
や
、
大
理
石
模
様
を
あ
し
ら
う
七
宝
の
宝
地

知恩寺所蔵重要文化財善導大師像について

も
基
調
は
青
で
、
僧
侶
の
淡
蔽
色
の
肉
身
と
、
内
衣
の
一
種
で
あ
る
金
色
の
僧

祇
支
と
を
一
際
鮮
や
か
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
。
画
面
の
四
周
に
は
、
こ

れ
も
ま
た
青
地
の
描
表
具
を
廻
ら
せ
る
が
、
宝
相
華
唐
草
文
様
を
あ
し
ら
う

上
下
の
縁
の
う
ち
、
上
側
中
央
に
は
大
き
な
色
紙
型
を
二
枚
並
べ
、

以
下
の

讃
文
を
記
し
て
、
こ
の
僧
侶
が
唐
代
浄
土
教
の
大
家
善
導
和
尚
（
六
二
二

1

六
八
二

で
あ
る
こ
と
を
一
示
す
。

「
唐
善
導
和
尚
真
像
／
四
明
惇
法
比
丘
曇
省
讃
／
善
導
念
悌

悌
従
口
出
／
信

人
人
具
足
／
歓
必
善
導

妙
厳
純
熟
／
心

者
皆
見

知
非
幻
術
／
是
心
是
悌

池
水
静

例
月
垂
願
／
業
風
起
波

生
働
法
廻
／
紹
興
辛
巳
二
月
一
日
」

高

由

香

里

間

四
明
す
な
わ
ち
中
国
寧
波
の
比
丘
曇
省
が
、
南
宋
の
紹
興
辛
巳
（
一
一
六
一
）

に
撰
述
し
た
と
す
る
こ
の
讃
文
に
、
「
善
導
が
念
仏
を
唱
え
る
と
、

口
か
ら
仏

が
出
現
す
る
。
信
者
た
ち
は
皆
そ
れ
を
見
た
の
で
あ
る
か
ら
、
幻
術
な
ど
で
は

な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
画
面
上
部
右
側
、
善
導
の
視
線
の

先
に
は
僅
か
な
が
ら
金
泥
が
残
っ
て
い
て
、
制
作
当
初
は
、
舟
形
光
背
を
負
つ

て
蓮
華
座
に
乗
る
五
体
の
化
仏
が
、
虚
空
に
漂
っ
て
い
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。

こ
う
し
た
図
様
の
知
恩
寺
所
蔵
重
要
文
化
財
善
導
大
師
像
は
、
明
治
三
十
三

年
に
は
旧
法
に
よ
り
国
宝
に
指
定
さ
れ
、
『
園
華
』
を
は
じ
め
図
版
解
説
類
に

は
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
る
も
の
の
、
遺
例
に
即
し
た
美
術
史
学
的
考
察
を
試
み

た
論
文
は
未
だ
見
当
た
ら
な
い
）
O

そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
私
は
先
年
、
広
島
大

学
安
嶋
研
究
室
が
実
施
し
た
本
図
の
詳
細
な
調
査
に
研
究
員
と
し
て
参
加
を
許

さ
れ
、
透
過
軟
X
線
・
赤
外
線
・
顕
微
写
真
等
と
い
っ
た
光
画
像
計
測
法
に
よ

り
得
ら
れ
た
資
料
の
分
析
を
も
担
当
で
き
た
の
で
、
こ
こ
に
そ
の
検
討
結
果
を

報
告
し
、
併
せ
て
日
中
絵
画
史
上
な
ら
び
に
浄
土
宗
史
上
に
お
け
る
知
恩
寺
本
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の
意
義
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

現
状

本
図
は
、
実
測
で
縦
一
四
コ
了
二
四
・
七
二
）
、
横
五
五
・
一
（
一
・
八
二
）
佃
（
尺
）

の
一
枚
絹
か
ら
な
る
著
色
画
で
あ
る
。
善
導
の
頭
頂
部
か
ら
左
足
底
ま
で
の
像

高
は
八
九
・
コ
一
仰
で
、
図
版
で
見
る
よ
り
も
意
外
と
大
き
な
作
品
で
あ
る
こ
と

に
も
驚
か
さ
れ
る
が
、
像
高
が
ほ
ぼ
三
尺
を
示
す
の
も
、
後
述
の
よ
う
に
甚
だ

興
味
深
い
。

画
絹
の
組
成
は
、

一
平
方
佃
内
の
平
均
で
経
三
五
本
、
緯
二
七
越
、
こ
れ
ら

の
交
点
で
あ
る
組
織
点
は
九
四
五
点
を
数
え
る
。
組
織
点
九

O
O点
台
の
画
絹

は
、
早
く
は
乾
元
元
年
（
一
三

O
二）

の
軸
木
銘
を
有
す
る
金
剛
寺
所
蔵
重
要

文
化
財
如
意
輪
観
音
像
の
九
一

O
点
や
、
十
四
世
紀
第
二
四
半
期
の
金
戒
光
明

寺
所
蔵
重
要
文
化
財
地
獄
極
楽
園
扉
風
の
九
八
六
点
、
降
っ
て
は
応
永
年
間

（
二
二
九
四

1
一
四
三
八
）
頃
に
お
け
る
園
城
寺
所
蔵
重
要
文
化
財
焔
魔
天
量

茶
羅
の
九
ゴ
一
六
点
を
挙
げ
得
る
な
ど
、
鎌
倉
後
期
か
ら
室
町
初
期
に
か
け
て
の

使
用
例
が
散
見
さ
れ
る
。

一
方
本
図
の
現
状
は
、
虚
空
の
化
仏
の
他
、
裳
裾
や
描
表
具
の
切
金
文
様
も

大
分
薄
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
地
の
顔
料
の
表
層
が
剥
落
し
た
た

め
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
画
絹
自
体
の
露
出
が
さ
ほ
ど
顕
著
で
な
い
の
は
、
群

青
の
賦
彩
が
極
め
て
厚
塗
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
同
様
に
袈
裟
の

条
部
は
、
粗
い
粒
子
で
濃
い
緑
青
地
を
掠
え
て
い
た
も
の
が
、
文
様
の
上
塗
り

で
保
護
さ
れ
た
箇
所
を
除
い
て
剥
落
し
て
い
る
。
ま
た
、
向
か
っ
て
左
辺
に
は
、

上
部
か
ら
ほ
ぼ
等
間
隔
に
大
き
な
画
絹
の
損
傷
が
五
つ
あ
る
が
、
画
面
の
中
央

付
近
で
唐
突
に
終
わ
っ
て
お
り
、
本
図
が
巻
か
れ
た
状
態
を
想
定
し
て
も
何
が

原
因
で
あ
る
の
か
俄
に
は
判
じ
難
い
。
こ
の
損
傷
部
分
の
補
絹
に
、
群
青
を
補
つ

て
い
る
の
も
珍
し
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
以
外
の
保
存
状
態
は
概
し
て
良
好
で
、

特
に
印
象
を
損
な
う
補
筆
や
補
彩
が
無
い
の
は
幸
い
で
あ
る
。

表
現
と
技
法

2 

善
導
の
肉
身
は
、
ま
ず
若
干
の
抑
揚
あ
る
太
め
の
墨
線
で
下
描
き
し
た
後
、

鉛
系
白
色
顔
料
に
朱
を
僅
か
に
混
ぜ
た
淡
紅
色
を
画
絹
の
表
裏
か
ら
塗
っ
て
い

る
。
如
何
に
も
血
色
の
良
い
明
る
い
肌
色
で
あ
る
が
、
透
過
X
線
写
真
に
よ
れ

ば
裏
彩
色
を
か
な
り
厚
く
施
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
下
描
き
が
消
え
て
し
ま

う
ほ
ど
絹
表
か
ら
も
た
っ
ぷ
り
と
こ
れ
を
載
せ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
裏

彩
色
を
併
用
す
る
場
合
、
絹
表
か
ら
は
全
く
塗
ら
な
い
か
、
も
し
く
は
糸
が
染

ま
る
程
度
に
抑
え
る
の
が
む
し
ろ
一
般
的
な
技
法
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
彩
色
方

法
は
か
な
り
特
徴
的
と
ヨ
一
守
え
よ
う
。

次
に
、
輪
郭
や
目
鼻
立
ち
等
を
淡
墨
線
で
描
き
起
こ
し
、
こ
れ
に
沿
っ
て
地
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3 

図4 害警導火飾像（部分）宝地文様 赤外線写真
知怒寺

← 5自1 善導大師像金関知恩寺
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色
と
あ
ま
り
見
分
け
が
つ
か
な
い
ほ
ど
う
っ
す
ら
と
朱
具
の
量
を
入
れ
る
。
ほ

ん
の
り
と
し
た
彩
色
の
微
妙
な
変
化
に
よ
っ
て
肉
身
の
凹
凸
を
表
現
す
る
技
法

は
、
例
え
ば
十
二
世
紀
中
葉
の
仁
和
寺
所
蔵
国
宝
孔
雀
明
王
像
や
、
三
二

0

1
三
0
年
代
の
二
尊
院
所
蔵
重
要
文
化
財
浄
土
五
祖
像
な
ど
、
南
宋
仏
画
に
類

例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
前
者
の
肉
身
は
、
鉛
系
白
色
顔
料
の

厚
い
裏
彩
色
に
加
え
、
絹
表
か
ら
は
そ
れ
を
淡
く
施
し
、
さ
ら
に
藤
黄
の
濃
淡

で
最
取
り
、
肌
色
が
載
っ
て
薄
れ
た
下
描
き
に
合
わ
せ
て
朱
具
で
描
き
起
こ
す

の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
も
白
色
の
用
法
は
同
様
で
、
絹
表
の
そ
れ
に
は
濃
淡

の
藤
黄
や
牒
脂
類
を
か
け
、
薄
れ
た
下
描
き
の
墨
線
を
そ
の
ま
ま
仕
上
げ
と
し

て
活
か
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
南
宋
仏
画
に
は
、
描
く
対
象
を
線
で
は
な
く
、
微
妙
な
色
合
い

の
変
化
に
よ
っ
て
浮
か
び
あ
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
い
。
そ
の
点
で
は
、

本
図
の
善
導
も
多
少
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
ろ
う

が
、
南
宋
で
は
色
彩
の
重
ね
塗
り
に
よ
る
繊
細
な
グ
ラ
デ

1
シ
ヨ
ン
に
よ
っ
て

立
体
感
を
醸
し
出
す
の
に
対
し
て
、
単
純
に
具
色
を
塗
っ
て
し
ま
う
本
図
に
は
、

も
と
よ
り
そ
の
効
果
は
求
め
難
い
。

さ
ら
に
問
題
な
の
は
描
き
起
こ
し
の
墨
線
の
有
様
で
、
入
念
な
賦
彩
を
全
て

終
え
た
後
に
、
わ
ざ
わ
ざ
淡
墨
線
を
用
い
て
仕
上
げ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
控

え
目
な
線
描
と
い
う
結
果
は
同
じ
で
も
、
肌
色
を
重
ね
た
必
然
と
し
て
薄
れ
る

南
宋
様
式
と
は
技
法
が
決
定
的
に
異
な
る
。
本
図
は
従
来
、
曇
省
の
讃
文
に
引

か
れ
て
か
請
来
原
本
の
忠
実
な
模
写
と
説
か
れ
る
が
、
こ
う
し
た
表
現
が
上
辺

の
模
倣
に
留
ま
っ
て
い
る
限
り
、
南
宋
仏
画
を
直
接
の
親
本
は
お
ろ
か
、
祖
本

と
す
ら
し
て
い
な
い
可
能
性
を
検
討
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
善
導
の
肉
身
線
に
は
、
あ
る
程
度
の
太
さ
を
維
持
し
て
均

一
に
引
こ
う
と
す
る
意
識
が
強
く
働
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
肖
像
画
よ
り

も
、
理
想
型
を
追
求
す
る
尊
像
画
の
範
障
に
納
ま
る
性
質
を
有
し
て
い
る
も
の

の
、
画
面
に
対
し
て
筆
先
を
垂
直
に
立
て
る
の
で
は
な
く
、
起
筆
の
時
点
か
ら

す
で
に
側
筆
を
押
し
付
け
て
、
屈
曲
の
度
合
い
に
合
わ
せ
て
手
首
を
捻
り
な
が

ら
引
い
て
い
く
。
お
よ
そ
尊
像
画
ら
し
か
ら
ぬ
描
法
で
あ
り
、
か
と
言
っ
て
絵

巻
物
な
ど
に
も
類
例
を
見
出
し
得
ぬ
、
非
常
に
特
殊
な
線
質
を
示
し
て
い
る
。

そ
の
由
縁
に
関
す
る
疑
問
は
一
先
ず
措
く
と
し
て
、
続
け
て
面
貌
表
現
を
見
て

お
こ
、
っ
。

4 

両
眼
は
、
ま
ず
黒
眼
全
体
に
ベ
ン
ガ
ラ
を
施
し
、
そ
の
輪
郭
と
瞳
孔
に
濃
墨

を
置
い
て
虹
彩
に
だ
け
ベ
ン
ガ
ラ
を
残
す
。
次
に
、
白
眼
に
絹
表
か
ら
厚
く
鉛

系
白
色
顔
料
を
塗
る
が
、
こ
の
際
黒
眼
と
の
境
界
を
更
な
る
白
線
で
整
形
し
て

い
る
。
彩
色
の
段
階
で
輪
郭
を
な
ぞ
り
、
形
状
を
整
え
る
の
は
本
図
の
画
家
の

癖
で
あ
る
ら
し
く
、

X
線
写
真
に
よ
れ
ば
上
下
の
歯
や
衣
服
、
欄
干
の
縁
な
ど
、

随
所
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
目
尻
と
目
頭
に
は
膝
脂

や
蘇
芳
の
よ
う
な
赤
紫
色
の
有
機
色
料
を
差
し
て
充
血
を
表
わ
し
、
最
後
に
上

下
の
険
を
濃
墨
線
で
仕
上
げ
る
が
、
特
に
上
験
の
そ
れ
は
二
重
に
引
き
重
ね
て

太
く
持
え
て
い
る
。

口
唇
は
歯
を
避
け
て
全
体
に
朱
を
彩
る
が
、
上
唇
の
下
縁
の
み
を
淡
く
量
か



し
、
喉
の
奥
に
は
淡
墨
で
影
を
付
け
る
。
し
か
し
、
歯
は
と
言
え
ば
上
下
と
も

白
で
一
文
字
に
塗
り
、
各
先
端
側
の
輪
郭
と
歯
同
士
の
境
界
に
墨
線
を
入
れ
る

の
み
で
、
極
め
て
機
械
的
で
あ
る
が
故
に
ま
る
で
入
れ
歯
の
よ
う
な
趣
を
呈
し

て
い
る
。
こ
う
し
た
平
板
な
表
現
も
ま
た
、
本
図
の
至
る
所
に
窺
わ
れ
る
特
徴

の
一
つ
で
あ
る
。

両
眉
は
、
う
っ
す
ら
と
淡
墨
を
掃
い
た
上
に
太
細
二
種
類
の
墨
線
と
白
線
と

を
重
ね
、
白
髪
混
じ
り
の
様
子
を
表
す
。
目
尻
の
先
に
畳
む
小
織
や
、
小
鼻
の

上
か
ら
刻
む
頬
肉
の
鍛
線
も
ま
た
、
老
相
を
一
不
す
要
素
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

う
し
た
簸
の
原
因
と
な
る
は
ず
の
肉
の
弛
み
が
全
く
描
か
れ
な
い
た
め
、
血
色

の
良
い
肌
艶
ば
か
り
が
目
立
つ
違
和
感
は
、
如
何
と
も
拭
い
難
い
。
こ
の
独
特

の
印
象
は
、
例
え
ば
前
述
の
二
尊
院
本
の
善
導
像
と
比
較
す
る
と
一
層
明
ら
か

に
感
取
さ
れ
る
。

知思寺所蔵重要文化財善導大師像について

ま
た
、
二
尊
院
本
の
場
合
に
は
眉
に
下
地
の
淡
墨
面
が
な
く
、
淡
墨
線
の
毛

筋
に
濃
墨
線
の
そ
れ
を
描
き
足
す
方
法
を
採
る
が
、
こ
の
相
違
は
古
く
円
珍
の

録
外
請
来
図
像
で
あ
る
大
中
九
年
（
八
五
五
）

の
園
城
寺
所
蔵
国
宝
五
部
心
観

の
完
本
と
、
こ
れ
を
平
安
時
代
後
期
に
我
が
国
で
模
写
し
た
前
欠
本
と
に
も
見

出
さ
れ
、
中
国
と
日
本
と
の
現
実
性
の
具
現
化
に
対
す
る
姿
勢
は
時
代
を
問
わ

ず
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
判
じ
ら
れ
て
面
白
い
。

一
方
、
色
味
と
し
て
は
目
立
た
な
い
が
、
鼻
と
耳
は
大
き
い
こ
と
で
各
々
の

存
在
感
を
強
調
し
て
い
る
。
特
に
耳
は
、
ま
る
で
頭
部
側
面
か
ら
見
た
と
こ
ろ

を
そ
の
ま
ま
貼
り
付
け
た
よ
う
で
、
後
頭
部
の
輪
郭
か
ら
大
分
食
み
出
し
て
い

る
上
に
、
内
耳
の
様
子
を
も
露
わ
に
見
せ
て
い
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
下
描
き

で
は
耳
殻
内
側
上
部
か
ら
入
り
込
む
線
が
一
不
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
描
き

起
こ
し
で
は
こ
れ
を
無
視
し
て
縦
の
蛇
行
線
に
変
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
耳

殻
下
側
の
厚
み
を
意
図
し
た
の
で
あ
ろ
う
耳
采
の
短
い
弧
線
も
、
耳
殻
外
側
と

気
脈
が
通
じ
て
い
な
い
た
め
に
甚
だ
中
途
半
端
な
描
写
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

し、。
さ
ら
に
、
こ
の
耳
の
角
度
も
問
題
と
な
ろ
う
。
本
来
、
人
の
耳
を
横
か
ら
見

た
場
合
、
頂
部
か
ら
耳
采
へ
降
り
る
ほ
ど
、
顔
面
と
の
間
隔
が
窄
ま
る
角
度
に

付
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
図
の
善
導
の
耳
は
、
む
し
ろ
顎
か
ら
遠
離
る
よ

う
に
聞
い
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
逆
に
こ
の
耳
の
角
度
か

ら
類
推
す
れ
ば
、
善
導
の
顔
面
は
ほ
ぼ
垂
直
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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同
様
の
指
摘
は
、
首
の
長
さ
と
角
度
に
つ
い
て
も
言
い
得
る
。
顎
を
上
げ
て

虚
空
を
見
つ
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
後
頭
部
が
背
中
に
近
接
し
て
後
ろ
の
首
筋

は
隠
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
本
図
の
善
導
は
こ
れ
を
残
す
分
、
余
計
に

喉
頚
が
伸
び
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
ま
し
て
喉
仏
も
無
く
、
取
っ
て
付
け
た
よ

う
な
円
筒
形
と
化
し
て
い
る
。
肌
着
や
内
衣
の
襟
に
も
、
自
然
な
胸
の
起
伏
を

感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
膨
ら
み
が
無
い
の
で
、
そ
の
印
象
が
余
計
に
増
長
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
造
形
上
の
破
綻
は
、

一
体
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
後
述
の
よ
う
に
そ
の
解
明
は
、
本
図
成
立
事
情
の
考
察
に
あ
た
っ
て
重

要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

加
え
る
に
、
合
掌
す
る
手
指
も
作
り
物
の
よ
う
に
一
扇
平
で
、
赤
外
線
写
真
に
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現
れ
た
指
の
下
描
き
は
親
指
を
除
い
て
五
本
あ
る
も
の
を
、
仕
上
げ
の
段
階
で

修
正
し
て
い
る
。
両
手
全
体
の
輪
郭
に
組
厳
は
無
い
の
で
、
単
純
な
不
注
意
と

も
取
れ
る
が
脈
に
落
ち
な
い
。
両
手
に
掛
け
た
長
い
数
珠
は
、
鉛
系
白
色
顔
料

を
有
機
色
料
で
染
め
た
淡
い
紫
色
だ
け
で
彩
っ
て
い
る
。
光
の
反
射
を
示
す
白

点
や
、
手
や
衣
服
の
起
伏
に
併
せ
た
屈
曲
も
無
い
た
め
、
球
体
と
し
て
の
立
体

感
に
乏
し
い
憾
み
が
遺
る
。
同
じ
く
両
手
首
は
、
白
色
の
肌
着
と
濃
紺
色
の
内

衣
を
重
ね
た
袖
先
か
ら
出
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
筒
状
で
あ
る
は
ず
の
挟
が
鋭

く
V
字
型
に
折
れ
返
さ
れ
て
い
て
、
大
分
固
い
印
象
を
受
け
る
。

こ
こ
で
、
善
導
の
衣
裳
に
目
を
移
し
て
み
よ
う
。
善
導
は
、
ま
ず
肌
着
と
内

衣
、
お
よ
び
金
色
の
袖
の
長
い
僧
祇
支
を
順
に
羽
織
り
、
濃
紺
色
の
裳
を
穿
い

て
か
ら
袈
裟
を
纏
っ
て
い
る
。
袈
裟
の
裾
は
、
背
中
か
ら
左
肩
に
掛
け
て
胸
前

に
廻
す
紐
、
あ
る
い
は
合
掌
手
に
隠
れ
て
い
る
態
の
紐
の
先
に
結
ん
だ
環
で
吊

り
、
余
り
を
右
腕
に
掛
け
る
。
最
後
に
右
肩
の
袈
裟
を
は
ず
し
て
偏
祖
右
肩
と

し
、
僧
祇
支
の
右
袖
を
引
き
出
す
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
衣
裳
全
て
の
輪
郭

と
簸
に
は
、
太
目
の
切
金
を
置
い
て
い
る
。

そ
の
彩
色
法
は
さ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
く
、
白
色
、
金
色
、
濃
紺
色
の
三
色
を

基
調
と
す
る
が
、

X
線
写
真
に
よ
れ
ば
い
ず
れ
も
画
絹
の
表
裏
に
極
め
て
厚
く

施
し
て
い
る
。

ま
ず
、
肌
着
の
表
裏
、
内
衣
・
僧
祇
支
・
裳
の
各
裏
、
沓
の
一
部
に
は
、
鉛

系
白
色
顔
料
だ
け
を
塗
る
。
ま
た
、
と
り
わ
け
長
く
垂
ら
し
た
金
色
の
僧
祇
支

に
は
、
淡
い
樫
色
と
し
た
丹
具
地
に
切
金
文
様
を
あ
し
ら
う
。
そ
の
地
文
様
は
、

斜
め
格
子
文
と
目
繋
ぎ
文
を
組
み
合
わ
せ
た
い
わ
ゆ
る
変
わ
り
目
繋
ぎ
丈
で
、

そ
こ
に
団
花
丈
を
規
則
的
に
配
す
る
が
、
そ
れ
が
小
振
り
で
数
も
多
い
と
こ
ろ

に
特
徴
が
あ
る
。
団
花
文
自
体
も
、
二
重
の
輪
郭
を
持
つ
円
の
中
心
に
原
則
と

し
て
一
つ
の
宝
相
華
を
据
え
、
周
囲
に
同
じ
宝
相
華
を
鎖
状
に
繋
げ
た
環
を
作

り
、
隙
間
を
一
一
一
一
一
枚
の
葉
の
モ
テ
ィ

l
フ
で
埋
め
る
と
い
う
、
珍
し
い
意
匠
で

あ
る
（
図
3
）。

日
本
の
古
い
仏
画
に
普
通
に
見
ら
れ
る
団
花
文
は
、
円
の
中
央
に
真
上
か
ら

み
た
花
を
一
輪
置
き
、
そ
の
上
下
左
右
に
真
横
か
ら
見
た
花
を
添
え
、
残
る
斜

め
の
四
方
向
に
は
花
や
蔓
草
な
ど
を
宛
っ
て
、
整
然
と
対
称
的
か
っ
平
面
的
な

文
様
を
形
成
す
る
。
こ
れ
が
南
宋
画
で
は
、
典
型
例
が
登
場
す
る
二
尊
院
本
の

場
合
の
よ
う
に
、
各
々
の
花
を
少
し
斜
め
に
傾
け
る
こ
と
で
奥
行
き
を
表
し
、
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球
の
中
心
で
絡
み
合
っ
た
茎
が
表
面
に
伸
び
て
開
花
し
た
よ
う
な
、
あ
る
い
は

ち
ょ
う
ど
花
を
あ
し
ら
う
手
鞠
の
如
き
立
体
感
に
富
む
団
花
丈
と
す
る
。
こ
の

よ
う
に
日
本
で
も
南
宋
で
も
、
二
次
元
的
か
三
次
元
的
か
の
違
い
こ
そ
あ
る
が
、

基
本
的
な
構
成
は
中
心
か
ら
外
側
へ
と
広
が
っ
て
い
く
の
に
対
し
、
本
図
の
よ

う
に
ル

l
プ
状
を
意
識
し
た
団
花
文
は
、
管
見
の
限
り
類
例
が
な
い
。

僧
祇
支
の
縁
に
は
蓮
華
唐
草
文
を
飾
る
が
、
細
長
く
尖
っ
た
、
蓮
弁
と
も
唐

草
の
葉
と
も
取
り
得
る
モ
テ
ィ

l
フ
を
幾
枚
も
蔓
草
か
ら
生
や
し
た
り
、
横
か

ら
見
た
大
振
り
の
蓮
華
の
形
に
ま
と
め
た
り
し
て
い
る
。
ま
と
め
る
際
に
、
中

央
の
膏
に
擬
し
た
一
枚
の
上
部
を
、
左
右
か
ら
伸
び
る
二
枚
で
蟹
の
鉄
の
よ
う

に
覆
う
の
が
殊
更
に
興
味
を
惹
く
。



ち
な
み
に
僧
祇
支
の
右
袖
裏
は
、
全
身
を
斜
め
左
に
振
る
状
態
で
は
隠
れ
て

し
ま
う
は
ず
で
あ
る
が
、
挟
を
大
き
く
聞
い
て
内
側
の
衣
摺
線
ま
で
表
し
て
い

る
。
背
面
へ
と
回
り
込
む
袈
裟
の
裾
裏
も
、
下
か
ら
覗
き
込
ま
な
い
限
り
は
見

え
な
い
箇
所
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
以
外
の
内
衣
、
裳
、
袈
裟
の
表
裏
、
沓
の
主
要
部
に
は
、
地
色
と
し

て
一
様
に
群
青
を
用
い
る
。
袈
裟
の
条
部
の
色
調
が
異
な
る
の
は
、
こ
の
地
色

の
上
か
ら
さ
ら
に
緑
青
を
斑
に
施
し
て
寒
色
系
の
グ
ラ
デ
l
シ
ヨ
ン
を
捺
え
て

い
た
も
の
を
、
経
年
と
と
も
に
そ
の
緑
青
の
剥
落
が
進
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
条
部
に
は
、
金
泥
で
遠
山
文
、
白
色
で
五
弁
の
梅
花
文
を
散
ら
し
、
梅
花

文
の
周
り
に
は
刺
し
子
の
表
現
と
見
な
し
得
る
白
点
を
巡
ら
し
て
い
る
。
幾
筋

も
の
細
長
く
伸
び
る
線
で
起
伏
を
表
す
遠
山
文
も
、
刺
し
子
様
の
同
心
円
状
の

白
点
も
、
南
宋
の
陸
信
忠
筆
と
さ
れ
る
相
国
寺
所
蔵
重
要
文
化
財
十
六
羅
漢
中

知恩寺所蔵重要文化財善導大師像について

に
同
様
の
例
が
認
め
ら
れ
る
が
、
梅
花
丈
は
中
国
の
現
存
遺
例
に
は
見
当
た
ら

ず
、
今
の
と
こ
ろ
仏
画
で
は
、
明
王
院
所
蔵
重
要
文
化
財
不
動
明
王
二
童
子
像

（
赤
不
動
尊
）
に
お
け
る
中
尊
条
吊
の
類
例
を
挙
げ
得
る
に
過
ぎ
な
い
。
柳
津

孝
氏
は
赤
不
動
尊
の
梅
花
文
を
後
補
と
す
る
折
、
断
定
の
決
め
手
は
無
く
、
む

し
ろ
彼
図
の
制
作
年
代
そ
の
も
の
が
南
北
朝
時
代
に
下
降
を
検
討
す
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

ま
た
、
袈
裟
の
葉
部
は
表
面
に
淡
く
ベ
ン
ガ
ラ
を
掃
い
て
紫
色
と
し
て
か
ら
、

僧
祇
支
の
縁
と
同
じ
蓮
華
唐
草
文
を
切
金
で
あ
し
ら
い
、
袈
裟
の
裏
は
、
群
青

地
の
全
体
に
緑
青
一
色
を
重
ね
て
い
る
。

裳
は
、
現
状
で
は
群
青
の
地
色
以
外
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
が
、
切
金
に
よ
る

雷
文
繋
ぎ
を
全
面
に
施
し
て
い
た
こ
と
が
、
所
々
の
痕
跡
か
ら
推
測
で
き
る
。

縁
に
は
恐
ら
く
、
僧
祇
支
の
縁
や
袈
裟
の
葉
部
と
同
じ
意
匠
の
蓮
華
唐
十
早
文
を

廻
ら
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
裳
に
比
し
て
袈
裟
の
葉
部
の
切
金
文
様
の
残

り
が
良
好
な
の
は
、
群
青
表
層
の
剥
落
を
ベ
ン
ガ
ラ
の
層
が
抑
え
る
役
割
を
果

た
し
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
規
則
的
に
畳
む
裳
裾
の
襲
に
膨
ら
み
が

全
く
無
く
、
壁
同
士
を
密
着
さ
せ
て
い
る
の
は
、

一
例
を
挙
げ
れ
ば
園
城
寺
所

蔵
国
宝
智
証
大
師
座
像
（
中
尊
大
師
）
に
典
型
を
見
る
如
く
、
絵
画
遺
例
よ
り

も
彫
刻
に
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
表
現
と
言
え
る
。

衣
服
の
彩
色
法
に
お
け
る
単
純
な
原
則
は
、
実
は
本
図
全
体
に
及
ん
で
い
る
。

例
え
ば
大
理
石
模
様
の
碍
を
敷
き
詰
め
た
宝
地
は
、
袈
裟
の
条
部
と
同
様
に
画

7 

絹
の
表
裏
か
ら
群
青
を
塗
り
、
絹
表
か
ら
適
宜
縁
青
を
載
せ
、
墨
線
と
白
線
で

流
水
と
も
雲
と
も
つ
か
ぬ
文
様
を
描
い
て
金
泥
で
畳
か
す
（
図
4
）
。
縁
石
の

青
色
は
、
下
か
ら
白
群
、
白
色
を
混
ぜ
た
群
青
、
群
青
の
順
で
塗
り
重
ね
る
鱈

綱
様
彩
色
で
、
白
群
帯
中
央
に
は
白
線
を
引
く
。
交
互
に
置
く
緑
色
も
こ
れ
に

準
じ
る
が
、

い
ず
れ
も
上
層
の
濃
い
部
分
の
剥
落
に
よ
り
、
現
状
で
は
明
る
い

印
象
を
得
る
の
で
あ
る
。

そ
の
上
に
立
て
る
欄
干
の
金
色
部
分
は
、
僧
祇
支
と
同
様
に
表
面
を
金
泥
で

仕
上
げ
て
輪
郭
に
切
金
を
施
す
が
、
下
地
は
丹
具
で
は
な
く
鉛
系
白
色
顔
料
で

作
る
。
擬
宝
珠
は
独
鈷
杵
の
根
に
緑
青
で
蓮
華
を
あ
し
ら
い
、
華
脈
等
を
や
は

り
切
金
で
飾
っ
て
い
る
。
変
わ
っ
た
意
匠
で
は
あ
る
が
、
南
宋
画
と
さ
れ
る
誓
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願
寺
所
蔵
地
蔵
十
王
図
に
も
登
場
し
、
こ
れ
も
大
陸
の
影
響
と
三
守
え
る
か
も
知

れ
な
い
。
欄
干
の
上
段
は
虚
空
を
透
か
し
、
下
段
は
緑
青
に
よ
る
羽
目
板
で
塞

ぎ
、
そ
の
縁
を
鉛
系
の
白
色
と
朱
で
紅
白
に
塗
り
分
け
る
。
上
段
の
華
奪
な
蕨

手
状
装
飾
の
繋
が
り
具
合
も
不
合
理
で
、
欄
干
全
体
と
善
導
と
の
大
き
さ
に
も

整
合
性
が
無
い
。
要
す
る
に
、
善
導
が
そ
こ
に
立
つ
現
実
性
と
は
遊
離
し
た
象

徴
的
な
背
景
で
あ
っ
て
、
芝
居
の
書
割
の
知
き
平
面
性
を
も
勘
案
す
れ
ば
、
本

図
の
制
作
時
に
殊
更
付
け
加
え
ら
れ
た
要
素
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
い
。

最
後
に
、
本
図
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
虚
空
に
目
を
向
け
て
み
よ
う
。

虚
空
は
濃
紺
一
色
と
し
、

ほ
の
か
な
淡
桃
色
の
肉
身
を
絢
澗
豪
華
な
衣
裳
で
包

む
善
導
を
、

一
際
効
果
的
に
演
出
し
て
い
る
。
そ
の
日
中
か
ら
出
現
し
た
化
仏

を
彩
る
金
色
は
現
在
ほ
と
ん
ど
剥
落
し
去
り
、
辛
う
じ
て
五
体
と
い
う
数
と
、

舟
形
光
背
や
蓮
華
座
の
輪
郭
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
度
の
調
査
で
赤
外
線
写
真
を
撮
影
し
た
と
こ
ろ
、
群
青
の
厚

い
彩
色
を
透
過
し
て
下
描
き
の
墨
線
が
明
瞭
に
観
察
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
善
導
の
口
付
近
か
ら
一
筋
の
長
い
屈
曲
線
を
伸
ば
し
、
基
本
的
に
は
下
段

に
二
体
、
上
段
に
コ
一
体
の
外
郭
だ
け
を
簡
略
に
表
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
極
め

て
注
目
に
値
す
る
の
は
先
頭
の
一
体
で
、
こ
れ
に
の
み
、
剃
髪
し
た
比
丘
形
が

胸
前
で
扶
手
を
袖
内
に
隠
し
、
振
り
返
り
つ
つ
座
す
姿
が
は
っ
き
り
と
描
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る

（図
2
）
。
恐
ら
く
、
他
の
四
体
は
通
常
の
如
来
形
の
化
仏

で
仕
上
げ
れ
ば
良
く
、
煩
現
を
嫌
っ
て
下
描
き
を
省
略
し
た
の
に
対
し
、
特
殊

な
先
頭
の
一
体
は
間
違
い
な
く
姿
を
変
え
る
べ
く
、
あ
ら
か
じ
め
施
主
の
要
請

が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
描
表
具
は
す
べ
て
虚
空
と
同
じ
群
青
地
で
、
画
面
四
周
に
巾
三
分
か

ら
四
分
程
度
の
一
文
字
と
柱
と
を
切
金
の
輪
郭
で
示
し
て
天
地
を
付
す
。
縦
巾

は
天
が
五
寸
四
分
、
地
が
一
寸
程
度
で
あ
る
が
、
後
世
の
修
理
で
切
り
詰
め
ら

れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
制
作
当
初
は
も
う
少
し
広
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

天
地
に
あ
し
ら
う
切
金
文
様
は
い
わ
ゆ
る
宝
相
華
唐
草
で
、
花
弁
や
唐
草
を
緑

青
で
彩
る
。
鈴
蘭
の
花
の
よ
う
に
膨
れ
た
薬
は
、
前
述
の
二
尊
院
本
に
お
け
る

曇
驚
の
椅
子
の
装
飾
や
、

一二

O
O年
前
後
の
石
山
寺
所
蔵
重
要
文
化
財
仏
浬

繋
図
を
飾
る
描
表
具
な
ど
に
も
認
め
ら
れ
る
モ
テ
ィ

l
フ
で
あ
る
が
、
本
図
の

薬
は
一
際
大
き
い
上
に
、
凹
ん
だ
部
分
に
は
切
金
線
を
横
に
渡
し
、
ま
る
で
巾

着
袋
を
縛
っ
た
か
の
よ
う
な
形
状
と
し
て
い
る
点
に
は
、
形
式
化
の
進
行
が
窺

8 

わ
れ
る
。
こ
の
天
に
阪
め
込
ん
だ
体
裁
の
色
紙
形
は
、
向
か
っ
て
右
を
鉛
系
の

白
色
一
色
、
左
を
朱
具
で
塗
り
込
め
、
所
々
に
金
泥
で
霞
の
よ
う
な
量
か
し
を

入
れ
、
切
金
を
も
っ
て
界
線
を
廻
ら
せ
て
い
る
。

半
金
色
像
の
系
譜

と
こ
ろ
で
、
本
図
の
図
様
上
の
特
徴
の
一
つ
に
「
半
金
色
」
を
挙
げ
得
る
が
、

浄
土
宗
に
は
伝
統
的
に
下
半
身
を
金
色
と
す
る
、

い
わ
ゆ
る
「
夢
の
善
導
」
像

が
あ
る
。
先
学
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
本
図
と
そ
れ
と
の
関
連
が
取
り
沙
汰
さ
れ



て
き
た
が
、
未
だ
明
確
な
結
論
に
達
し
て
い
な
い
憾
み
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で

触
れ
て
お
き
た
い
。

す
な
わ
ち
、
知
恩
院
所
蔵
国
宝
『
法
然
上
人
絵
伝
』
（
四
十
八
巻
伝
、
勅
修
御
伝
）

巻
七
詞
書
に
「
上
人
あ
る
夜
夢
見
ら
く
」
と
し
て
、

①
「
雲
の
中
よ
り
一
人
の
僧
出
て
、
上
人
の
／
所
に
き
た
り
住
す
。
そ
の
さ
ま
、

腰
よ
り
し
も
は
／
金
色
に
し
て
、
こ
し
よ
り
か
み
は
墨
染
な
り
。
（
中
略
）
我

は
是
善
導
／
な
り
、
と
。
（
中
略
）
汝
専
修
念
仏
を
ひ
ろ
む
る
こ
と
貴
か
ゆ
へ

に
／
来
れ
る
な
り
、
と
の
給
と
み
て
夢
さ
め
ぬ
。
画
／
工
乗
台
に
お
ほ
せ
て
、

ゆ
め
に
み
る
と
こ
ろ
を
／
図
せ
し
む
。
世
間
に
流
布
し
て
夢
の
善
導
／
と
い
へ

る
、
こ
れ
な
り
」
（
句
読
点
筆
者
、
以
下
同
様
）
。

と
あ
り
、
続
く
絵
に
は
、
五
色
の
雲
に
乗
っ
て
法
然
と
対
面
す
る
善
導
像
を
現

し
て
い
る
。
そ
の
姿
こ
そ
半
金
色
の
「
夢
の
善
導
」
と
称
さ
れ
る
も
の
で
、
ま

知恩寺所蔵重要文化財善導大師像について

ず
金
泥
を
全
体
に
掃
き
、
腰
か
ら
上
に
の
み
淡
墨
を
重
ね
て
い
る
ら
し
い
。

通
説
に
よ
れ
ば
「
四
十
八
巻
伝
』
は
、
後
伏
見
上
皇
が
比
叡
山
功
徳
院
の
舜

昌
法
印
に
勅
し
、
徳
治
二
年
（
二
二

O
七
）
か
ら
十
年
余
を
か
け
て
制
作
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
遥
か
に
降
る
忍
徴
（
？

1
一
七
一
一
）
撰
『
勅

修
吉
水
円
光
大
師
御
伝
縁
起
」

の
記
述
に
基
づ
い
て
お
り
、
甚
だ
心
許
な
い
。

に
も
拘
ら
ず
、
宗
門
に
お
い
て
は
こ
れ
を
永
く
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
聖
典
の
よ
う

に
扱
っ
て
い
る
の
で
、
中
に
は
矛
盾
や
誤
解
が
生
じ
る
場
合
も
あ
る
よ
う
で
あ

る
例
え
ば
前
に
も
触
れ
た
裏
辻
氏
（
註
（
1
）
⑥
）

は
、
こ
の
説
話
の
裏
付
け

と
し
て
、
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
第
十
六
章
に
見
ら
れ
る
、
「
願
わ
く
は
夢
の
中

に
於
い
て
、
上
の
如
き
の
所
願
の
一
切
の
境
界
諸
相
を
見
る
こ
と
を
得
む
。
（
中

略
）
毎
夜
夢
中
に
常
に
一
の
僧
有
っ
て
、
来
っ
て
玄
義
科
文
を
指
し
授
く
」
と

い
う
件
を
掲
げ
、
こ
れ
が
法
然
の
夢
中
に
善
導
が
出
現
し
た
述
懐
で
あ
る
と
言

い
倣
す
。

と
こ
ろ
が
、
確
か
に
『
選
択
集
』
は
法
然
自
身
の
撰
述
と
し
て
唯
一
確
実
な

文
献
で
は
あ
る
が
、
「
此
の
『
観
経
」
に
要
義
を
出
だ
し
て
、
古
今
を
楕
定
せ

む
と
欲
す
」
と
あ
る
如
く
、
該
当
の
箇
所
は
善
導
が
『
観
無
量
寿
経
疏
』

の
撰

述
に
際
し
て
遭
遇
し
た
奇
瑞
を
、
そ
の
巻
四
奥
書
か
ら
引
用
し
た
に
過
ぎ
ず
、

法
然
は
、
「
僧
と
は
恐
ら
く
は
、
是
れ
弥
陀
の
応
現
な
り
。
し
か
れ
ば
謂
う
べ
し
。

此
の
『
疏
』
は
是
れ
弥
陀
の
伝
説
な
り
。
何
に
況
ん
や
大
唐
に
相
伝
え
て
云
わ

9 

く
、
善
導
は
是
れ
弥
陀
の
化
身
な
り
。
し
か
れ
ば
謂
う
べ
し
。
又
此
の
文
は
是

れ
弥
陀
の
直
説
な
り
」
と
続
け
て
、
『
観
経
疏
』
を
阿
弥
陀
如
来
の
説
く
経
典

と
も
見
倣
し
、
さ
ら
に
「
本
地
を
討
ぬ
れ
ば
、
四
十
八
願
の
法
王
な
り
。
（
中
略
）

垂
迩
を
訪
ら
え
ば
、
専
修
念
仏
の
導
師
な
り
」
と
し
て
、
善
導
と
阿
弥
陀
と
が

本
地
垂
遮
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
『
選
択
集
』

の
記
事
を
「
夢
の
善
導
」
に
結
び
付
け
る
の
は
、

「
四
十
八
巻
伝
』
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
の
牽
強
付
会
と
断
ぜ
ざ
る

を
得
な
い
が
、
そ
の
後
の
徳
永
弘
道
氏
（
註
（
1
）
⑩
）

や
竹
内
尚
次
氏
（
註

（1
）
⑪
）
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
一
切
の
先
入
観

を
捨
て
て
、
関
連
の
説
話
を
あ
ら
た
め
て
見
直
し
て
み
た
い
。
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ま
ず
文
献
上
で
は
、
成
立
の
上
限
を
三
井
寺
の
明
王
院
僧
正
公
胤
一
不
寂
の
建

保
四
年
（
一
一
二
六
）
と
さ
れ
て
い
る
次
の
二
件
が
あ
る
。

②
『
醍
醐
本
法
然
上
人
伝
」

「
奉
値
生
身
善
導
。
従
隣
下
者
金
色
也
。
従
腰
上
者
如
常
人
。
」

③
『
源
空
上
人
私
日
記
』
（
『
西
方
指
南
抄
』
中
末
所
収
）

「
暫
伏
寝
之
処
、
示
夢
想
。
（
中
略
）
子
時
登
高
山
、
忽
奔
生
身
之
善
導
。

自
御
腰
下
者
金
色
也
。
自
御
腰
上
者
如
常
」

こ
れ
ら
に
加
え
て
、
現
存
す
る
絵
伝
関
係
の
詞
書
と
し
て
、
次
の
五
件
を
挙

げ
得
る
。

④
『
本
朝
祖
師
伝
記
絵
詞
」
（
四
巻
伝
、
伝
法
絵
）
善
導
寺
所
蔵
、
四
巻

「
唐
善
導
和
尚
、
も
す
そ
／
よ
り
し
も
は
阿
弥
陀
如
来
／
の
御
装
束
に
て
現

し
て
、
／
さ
ま
さ
ま
の
／
こ
と
を
と
き
／
て
を
し
へ
／
給
け
る
o
」
巻

⑤
『
法
然
上
人
伝
絵
詞
」
（
九
巻
伝
、
琳
阿
本
）
妙
定
院
所
蔵
、
九
巻

「
善
導
和
尚
、
も
／
の
す
そ
よ
り
し
も
は
金
色
に
て
現
し
て
の
給
は
く
、
（
中

略
）
わ
れ
愛
に
き
た
る
。
善
導
す
な
は
ち
／
わ
れ
な
り
。
」
巻
五

⑥
「
拾
遺
古
徳
伝
絵
』
常
福
寺
所
蔵
、
九
巻

「
上
は
墨
染
、

下
は
金
色
の
／
衣
服
也
。
予
問
て
云
。
是
為
誰
僧
。
答
云
。

我
是
善
導
也
。
専
修
／
念
悌
の
法
を
ひ
ろ
め
ん
と
す
。
故
に
其
謹
と
な
ら
ん
か

／
た
め
に
き
た
れ
る
也
、
と
云
々
。
善
導
は
則
弥
陀
の
化
身
／
な
れ
は
、
詳
票

の
義
備
意
に
協
け
り
と
よ
ろ
こ
ひ
た
／
ま
ふ
。
」
巻

⑦
『
法
然
聖
人
絵
』
（
弘
願
本
、
黒
谷
上
人
絵
）
諸
家
分
蔵
、
四
巻

「
雲
の
中
に
僧
あ
り
。
上
は
墨
染
、
下
は
金
色
の
衣
服
な
り
o
」

⑧
『
法
然
上
人
伝
』
増
上
寺
所
蔵
、
二
巻

「
善
導
和
尚
、
御
／
こ
し
よ
り
し
も
は
金
色
に
て
、
夜
な
夜
な
／
き
た
り
た

ま
ひ
て
の
り
を
と
き
給
を
、
／
画
師
に
あ
つ
ら
へ
て
、
影
像
を
、
つ
つ
し
／
と
、

め
給
け
り
o
」
下
巻

こ
れ
ら
を
一
瞥
す
る
と
、

一
様
に
善
導
の
上
半
身
と
下
半
身
と
を
墨
染
と
金

色
と
に
分
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
注
意
深
く
読
む
と
以
下
の
よ
う
な

分
類
が
可
能
で
あ
る
。

ま
ず
上
下
の
区
切
り
方
で
、

A
裳
裾
、

B
上
下
、

C
腰
の
三
種
、
次
に
何
が

異
な
る
の
か
で
、

c
金
色
の
三
種
に
着
目
す
る
と
、
各
丈

a
装
束
、

b
衣
服
、

章
は
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
に
分
け
ら
れ
る
。
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A 
a 

④ 

A 
c 

⑤ 

B
b
c
⑥
・
⑦

c 
c 

①
・
②
・
③
・
⑧

こ
れ
を
実
際
の
人
物
像
に
当
て
蔽
め
た
場
合
、
逸
早
く
合
理
的
に
解
釈
で
き

る
の
は
、
裳
裾
が
阿
弥
陀
の
装
束
と
す
る
④
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
あ
る
ま
い
。

阿
弥
陀
の
裳
は
金
色
で
あ
る
か
ら
⑤
も
こ
れ
に
準
じ
、
仮
に
上
半
身
に
墨
染
の

袈
裟
、
下
半
身
に
金
色
の
阿
弥
陀
の
裳
を
穿
く
と
考
え
れ
ば
、
⑥
⑦
も
十
分
可

能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
腰
を
分
岐
点
に
上
下
を
違
え
る
①
②
⑥
⑧
は
現

実
に
は
あ
り
得
な
い
状
態
で
あ
り
、
従
っ
て
内
容
的
に
最
も
成
立
の
遅
れ
る
表



現
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
れ
ば
こ
そ
、
高
僧
の
感
得
し
た
「
夢
の
善
導
」

で
あ
る
と
主
張
さ
れ
れ
ば
一
言
も
無
い
が
、
現
に
合
理
的
な
表
現
が
他
に
行
わ

れ
て
い
る
以
上
、
右
の
結
果
を
等
閑
視
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
。

す
る
と
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
夢
の
善
導
」
像
と
知
恩
寺
本
と
の

関
係
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
再
度
、
本
図
の
僧
祇
支
を
思
い
起
こ
し
て
み
た
い
。

そ
の
団
花
文
は
、

一
般
的
な
相
称
性
を
重
視
し
た
意
匠
と
異
な
り
、
宝
相
華
を

ル
ー
プ
状
に
繋
げ
た
珍
し
い
型
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
構
成
要
素
を
円

か
ら
取
り
出
し
て
直
線
的
に
伸
ば
す
と
、
例
え
ば
嘉
元
元
年
（
二
二
O
二
一
）
頃

の
制
作
と
さ
れ
る
高
福
寺
所
蔵
重
要
文
化
財
二
河
白
道
図
の
阿
弥
陀
釈
迦
二
尊

ゃ
、
十
四
世
紀
第
二
四
半
期
の
知
恩
院
所
蔵
国
宝
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
来
迎
図

（
早
来
迎
図
）
の
中
尊
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
皆
金
色
の
如
来
が
纏
う
袈
裟
葉
部
の

意
匠
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
の
地
を
飾
る
変
わ
り
目

知恵、寺所蔵重要文化財善導大師像について

繋
ぎ
文
も
ま
た
、
頻
繁
に
こ
の
種
の
如
来
袈
裟
条
部
に
使
用
さ
れ
る
文
様
で
あ

り
、
さ
ら
に
は
、
縁
に
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
蟹
の
鉄
様
の
蓮
華
形
も
、
現
存
遺

例
は
十
六
世
紀
第
一
四
半
期
と
降
る
が
、
金
戒
光
明
寺
所
蔵
重
要
文
化
財
山
越

阿
弥
陀
図
扉
風
の
中
尊
袈
裟
葉
部
に
見
出
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
知
恩
寺
本
善
導
像
の
僧
祇
支
は
、
皆
金
色
の
袈
裟
を
元
に
作
ら

れ
た
、
文
字
通
り
「
阿
弥
陀
如
来
の
御
装
束
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し

こ
の
装
束
を
言
葉
で
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
上
は
遠
山
袈
裟
、
「
下
は
金
色

の
衣
服
也
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
三
次
元
的
観
点
に
立
て
ば
、
衣
裳
の
上
下
を

上
着
と
下
着
に
分
別
す
る
も
何
ら
不
思
議
で
は
無
い
。
従
っ
て
、
右
の
記
述
の

う
ち
最
も
原
初
的
な
の
は
、
巻
九
に
「
元
亨
三
歳
（
一
三
三
三
）
発
亥
十
一
月

十
二
日
／
奉
園
董
之
／
願
主
穆
正
空
」
の
奥
書
を
持
つ
⑥
と
、
同
じ
浄
土
真
宗

系
統
に
属
す
る
⑦
と
判
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
絵
巻
物
に
お
け
る
絵
の
段
の
様

式
は
到
底
そ
こ
ま
で
湖
り
得
な
い
と
し
て
も
、
詞
書
内
容
の
成
立
時
期
ま
で
を

も
疑
う
根
拠
は
現
在
の
時
点
で
は
特
に
無
い
。

画
像
を
言
葉
で
説
明
す
る
の
と
、
そ
の
一
言
葉
に
基
づ
い
て
画
像
を
描
く
の
と

で
は
、
意
味
合
い
が
ま
る
で
異
な
る
。
前
述
し
た
団
花
文
の
よ
う
に
、
画
像
に

三
次
元
的
表
現
を
込
め
る
の
は
極
め
て
中
国
的
発
想
で
あ
り
、
日
本
で
は
、
画

像
を
見
て
重
ね
着
の
上
下
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
衣
服
の
上
下
と
い

う
言
葉
を
聞
い
て
奥
行
き
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
は
む
し
ろ
稀
で
あ
ろ
う
。
そ

う
し
て
次
第
に
暖
昧
と
な
っ
た
上
下
の
意
味
が
、
平
面
に
お
け
る
そ
れ
に
変
容

11 

す
る
過
程
で
「
下
」
が
裳
と
さ
れ
、
仕
舞
に
は
短
絡
的
に
腰
で
二
分
す
る
に
至
つ

た
。
知
恩
寺
本
の
図
様
こ
そ
、
「
夢
の
善
導
」
説
話
を
芽
吹
か
せ
る
種
子
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

制
作
の
背
景

通
説
に
よ
れ
ば
知
恩
寺
本
は
、
南
宋
画
を
直
接
の
原
本
と
し
て
こ
れ
を
忠
実

に
写
し
、
そ
の
際
「
夢
の
善
導
」
の
意
味
付
け
を
行
う
た
め
に
半
金
色
と
し
た
、

鎌
倉
時
代
の
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
章
に
お
い
て
検
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証
し
た
よ
う
に
、
知
恩
寺
本
の
半
金
色
の
在
り
方
も
ま
た
中
国
的
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
こ
れ
も
第
二
章
で
詳
細
に
観
察
し
た
よ
う
に
、
本
図
の
表
現
・
技
法

上
の
諸
特
徴
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
南
宋
画
は
勿
論
、
原
本
と
す
る
絵
画
遺
例

の
存
在
を
す
ら
否
定
す
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、

こ
の
矛
盾
の
解
明
に
一
つ
の
仮
説
を
提
示
し
つ
つ
、
本
図
制
作
の
背
景
に
つ
い

て
考
察
し
た
い
。
こ
こ
で
、
様
式
上
の
特
徴
を
一
通
り
概
括
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
善
導
の
頭
部
は
、
後
頭
部
下
の
首
筋
の
見
え
方
や
喉
頚
の
長
さ
か
ら
勘

案
す
れ
ば
、
本
来
は
垂
直
に
立
て
る
、

つ
ま
り
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
く
態
で
あ
っ

た
も
の
を
、
本
図
の
画
家
が
敢
え
て
虚
空
を
振
り
仰
ぐ
姿
に
持
ち
上
げ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
判
じ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
顔
面
に
対
す
る
耳
の
角
度
か
ら
も
証

し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
内
耳
全
体
を
見
せ
る
耳
、
内
側
を
広
く
表
す

僧
祇
支
の
右
袖
、
下
方
か
ら
覗
き
込
む
袈
裟
の
裾
な
ど
、
個
々
の
部
分
だ
け
を

取
り
上
げ
れ
ば
さ
ほ
ど
の
違
和
感
は
無
い
も
の
の
、

一
歩
引
い
て
像
全
体
を
挑

め
る
時
に
は
甚
だ
不
自
然
で
、
整
合
性
の
乏
し
い
描
写
が
散
見
さ
れ
た
。
善
導

と
欄
干
の
大
き
さ
の
不
均
衡
も
同
様
で
あ
る
。
も
し
、
本
図
が
請
来
画
、
も
し

く
は
日
本
に
お
け
る
そ
の
模
本
を
親
本
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
た
と
え
多
少
の

写
し
崩
れ
を
考
慮
し
て
も
、
か
よ
う
な
統
一
感
の
欠
如
は
生
じ
な
か
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

ま
た
、
衣
裳
に
お
け
る
独
特
の
質
感
も
特
筆
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、
胸
厚

に
頓
着
せ
ず
直
線
的
に
合
わ
せ
た
襟
を
は
じ
め
、

V
字
型
に
折
り
返
す
挟
、
鋭

角
に
尖
ら
す
袈
裟
の
角
に
加
え
、
襲
同
士
を
密
着
さ
せ
て
し
ま
う
裳
裾
な
ど
、

総
じ
て
布
吊
と
は
思
え
な
い
程
の
硬
直
感
と
重
量
感
を
有
し
て
い
る
の
で
あ

る
さ
ら
に
本
図
に
は
、

一
般
的
な
仏
画
と
は
異
質
の
技
法
が
見
受
け
ら
れ
た
。

例
え
ば
、
小
手
先
の
捻
り
で
太
さ
を
均
そ
う
と
す
る
運
筆
ゃ
、
裏
彩
色
を
併
用

し
な
が
ら
絹
表
か
ら
も
厚
く
施
す
彩
色
、
画
像
の
大
き
さ
に
比
し
て
パ
リ
エ

l

シ
ヨ
ン
の
少
な
い
色
遣
い
、
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
殊
性
に
鑑
み

れ
ば
、
高
価
な
群
青
を
惜
し
気
も
な
く
使
用
す
る
割
に
、
本
図
の
画
家
は
こ
の

種
の
造
形
に
あ
ま
り
慣
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
さ
え
抱
か

ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
本
図
は
、
通
常
の
画
像
と
は
か
な
り
様
子
が
違
う
た
め
、
制
作

年
代
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
他
の
現
存
遺
例
と
比
較
す
る
べ
き
要
素
が
ほ
と

12 

ん
ど
無
い
。
し
か
し
、
辛
う
じ
て
宝
地
の
文
様
を
描
き
出
す
自
由
な
線
描
に
、

そ
の
時
代
性
が
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
（
図
4
）
。
す
な
わ
ち
、
運
筆
に
は

勢
い
が
あ
り
、
比
較
的
長
い
線
も
柔
ら
か
き
を
保
ち
つ
つ
縦
横
無
尽
に
走
ら
せ

て
い
る
。
前
述
の
金
戒
光
明
寺
本
地
獄
極
楽
園
扉
風
な
ど
に
散
見
さ
れ
る
、
筆

先
だ
け
を
使
っ
た
短
い
極
細
線
は
未
だ
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
線
質
は
む
し
ろ
、

高
福
寺
本
の
水
河
に
お
け
る
波
の
線
と
よ
く
共
通
す
る
こ
と
か
ら
、
本
国
は
こ

れ
に
ほ
ど
近
い
十
四
世
紀
初
頭
に
置
く
の
が
最
も
蓋
然
性
が
高
い
と
思
わ
れ

る。
そ
の
一
方
で
「
夢
の
善
導
」
は
、
知
思
寺
本
の
図
様
を
基
に
制
作
さ
れ
た
説

話
と
見
倣
さ
れ
る
。
絵
伝
類
で
は
半
金
色
の
有
様
を
等
し
並
に
二
次
元
的
上
下



知思寺所蔵重要文化財善導大師像について
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で
分
け
る
が
、
詞
書
の
文
章
表
現
に
着
目
す
れ
ば
、
本
来
は
衣
裳
を
身
に
着
け

る
重
な
り
と
し
て
の
上
下
を
表
し
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
、
聖
衆
来
迎
寺
所
蔵
善
導
大
師
立
像
（
図
5
）

あ
る
。
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、
像
高
四
五
・
六
叩

（
一
・
五

O
尺
）
と
や
や
小

振
り
な
が
ら
も
、
微
妙
な
起
伏
を
見
事
に
捉
え
た
端
正
な
面
立
ち
は
一
見
し
て

意
思
の
力
に
満
ち
溢
れ
、
重
ね
た
衣
裳
の
下
に
も
充
実
し
た
肉
の
厚
み
を
実
感

さ
せ
る
優
品
で
、
鼻
孔
ば
か
り
か
耳
孔
ま
で
穿
っ
て
い
た
り
、
尖
っ
た
爪
を
持

つ
両
親
指
が
き
っ
く
余
指
を
押
し
て
合
掌
手
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
り
と
、
随
所

に
写
実
味
に
富
ん
だ
造
形
が
際
立
つ
。
胸
元
の
下
着
や
左
版
下
の
袈
裟
に
顕
著

な
よ
う
に
、
深
い
彫
り
痕
を
残
し
つ
つ
鋭
く
エ
ッ
ジ
を
立
て
た
衣
文
、
敢
え
て

覗
き
込
ま
な
け
れ
ば
見
え
な
い
よ
う
な
、
袖
口
の
奥
や
胴
部
側
の
袖
に
ま
で
丁

寧
に
施
し
た
彩
色
、
台
座
か
ら
足
を
抜
か
な
い
限
り
気
付
か
れ
も
し
な
い
、
裳

の
内
側
に
隠
れ
た
下
着
の
裾
な
ど
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
あ
り
な
が
ら
自
然
な
彫

技
の
数
々
は
、
こ
れ
が
南
宋
か
ら
の
請
来
像
で
あ
る
可
能
性
を
十
分
に
示
唆
し

て
い
る
。

表
面
の
文
様
は
、
僧
祇
支
縁
の
花
文
、
裳
の
海
波
文
と
そ
の
縁
の
花
文
入
り

亀
甲
繋
ぎ
文
、
袈
裟
の
三
重
円
文
に
重
ね
ら
れ
た
斜
線
等
に
補
筆
・
補
彩
の
存

在
が
惜
し
ま
れ
る
が
、
僧
祇
支
の
宝
相
華
唐
草
文
は
当
初
で
、
軽
い
タ
ッ
チ
で

リ
ズ
ミ
カ
ル
に
描
写
さ
れ
る
花
葉
の
先
端
は
一
枚
、
ず
つ
裏
側
に
巻
き
込
ん
で
い

て
、
そ
れ
ら
の
有
機
的
な
絡
み
合
い
が
巧
み
に
三
次
元
的
効
果
を
生
み
出
し
て

お
り
、
前
述
の
二
尊
院
本
を
訪
仰
と
さ
せ
る
。

し
か
も
特
に
興
味
深
い
の
は
、
三
重
円
文
の
中
こ
そ
三
弁
宝
珠
で
は
あ
る
が
、

こ
の
木
像
も
ま
た
知
恩
寺
本
と
同
様
に
、
輝
き
あ
る
金
箔
の
地
に
濃
い
金
泥
で

で

文
様
を
表
す
金
色
の
僧
祇
支
の
上
に
、
群
青
地
に
梅
花
文
を
散
ら
し
て
見
事
な

点
綴
を
廻
ら
す
袈
裟
を
纏
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
両
像
の
最
大
の
相

違
は
、
木
像
の
面
貌
や
体
格
が
明
ら
か
に
壮
年
で
あ
る
点
に
求
め
ら
れ
よ
う
。

知
恩
寺
本
と
同
じ
く
十
四
世
紀
初
頭
に
遡
る
善
導
の
彫
像
に
は
、
他
に
知
恩

院
所
蔵
重
要
文
化
財
善
導
大
師
立
像
（
図
6
）
と
、
筑
後
山
本
の
善
導
寺
（
久

留
米
市
）
所
蔵
重
要
文
化
財
善
導
大
師
坐
像
（
図
7
）
と
が
あ
る
。
こ
の
両
像

も
僧
祇
支
を
金
泥
、
袈
裟
を
群
青
で
彩
っ
て
お
り
、
剥
落
の
た
め
不
明
な
後
者

に
比
し
て
、
前
者
の
袈
裟
に
は
明
ら
か
に
刺
し
子
を
伴
う
梅
花
文
が
あ
し
ら
わ

れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
両
像
と
も
聞
い
た
口
中
に
小
さ
な
穴
が
あ
っ

14 

て
、
飛
び
出
し
た
化
仏
を
支
え
る
細
い
棒
を
差
し
込
ん
で
い
た
こ
と
は
容
易
に

想
像
で
き
る
し
、
前
者
の
像
高
は
実
測
し
て
い
な
い
が
、
後
者
の
一
頭
頂
部
か
ら

像
底
ま
で
が
ち
ょ
う
ど
九

0
・
一
佃
と
ほ
ぼ
ゴ
一
尺
を
一
不
す
こ
と
も
、
善
導
が
阿

弥
陀
の
化
身
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
表
す
と
い
う
、
知
恩
寺
本
と
同
じ
意
図

を
含
ん
で
い
る
証
左
と
な
ろ
う
。

そ
こ
で
、
知
恩
寺
本
と
こ
の
両
像
の
面
貌
表
現
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
こ

に
共
通
す
る
大
き
な
特
徴
に
気
付
か
さ
れ
る
。
先
に
、
知
恩
寺
本
の
面
貌
が
幾

本
も
の
鍍
線
や
白
髪
に
よ
っ
て
老
相
を
呈
し
な
が
ら
、
ど
こ
に
も
肉
の
弛
み
の

表
現
が
無
い
こ
と
を
訪
っ
た
が
、
そ
れ
と
全
く
同
質
の
困
惑
を
筑
後
善
導
寺
像

に
も
覚
え
る
の
で
あ
る
。
知
恩
寺
像
に
至
っ
て
は
、
頬
に
深
い
簸
を
刻
む
も
の



の
目
元
に
は
何
も
入
れ
て
い
な
い
。
眼
嵩
を
や
や
凹
ま
せ
る
の
は
年
齢
に
関
係

無
く
人
相
の
常
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
頬
の
織
さ
え
除
け
ば
、
む
し
ろ
壮
年
の

肉
付
き
と
Z

コ
ヲ
ん
る
。
画
像
と
彫
像
、
立
像
と
座
像
と
い
っ
た
違
い
こ
そ
あ
れ
、

制
作
年
代
や
内
包
す
る
意
図
に
加
え
、
面
貌
表
現
に
お
け
る
独
特
の
印
象
ま
で

も
が
相
似
す
る
点
で
、
こ
の
三
像
の
制
作
に
は
同
じ
土
壌
を
想
像
せ
し
め
る
の

で
あ
る
。

大
胆
な
仮
説
か
も
知
れ
な
い
が
、
右
に
見
た
聖
衆
来
迎
寺
像
こ
そ
、
三
像
に

共
通
す
る
「
南
宋
の
原
本
」
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

-/J、
知
恩
寺
本
の
制
作
に
あ
た
り
、
立
体
像
を
使
っ
て
個
々
の
部
分
を
観
察
し
た

た
め
、
全
体
と
し
て
見
る
と
、
視
点
の
異
な
る
パ

l
ツ
を
組
み
合
わ
せ
た
よ
う

な
不
統
一
な
造
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
衣
裳
に
顕
著
な

知恩寺所蔵重要文化財善導大師像について

硬
質
感
や
重
量
感
も
、
彫
像
の
質
感
か
ら
の
影
響
と
考
え
れ
ば
首
肯
さ
れ
る
。

ま
た
一
尺
五
寸
の
小
像
を
、
阿
弥
陀
の
身
長
と
さ
れ
る
三
尺
に
ま
で
倍
増
し
た

が
故
に
、
画
像
で
は
密
度
が
薄
く
間
延
び
し
た
印
象
を
露
わ
し
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
造
形
上
の
欠
点
は
、
画
家
に
明
瞭
な
人
体
の
イ
メ
ー
ジ

が
確
立
し
て
い
れ
ば
、
十
分
に
補
え
る
範
囲
に
あ
る
。
と
す
れ
ば
本
図
の
画
家

は
、
普
段
か
ら
人
物
像
や
尊
像
に
は
あ
ま
り
携
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
彩
色
法
の
特
徴
が
絹
本
に
も
不
慣
れ
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
想
定
さ
れ
る
の
は
、
木
仏
師
の
工
房
に
所
属

し
て
彫
像
の
表
面
を
専
門
に
仕
上
げ
て
い
た
画
家
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
画
像

に
し
て
は
、
切
金
が
大
分
粗
い
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
知
恩
寺

本
、
知
思
院
像
、
筑
後
善
導
寺
像
が
、
同
一
工
房
の
制
作
で
あ
る
可
能
性
も
考

え
ら
れ
る
。

特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
内
耳
の
表
現
で
、
赤
外
線
写
真
に
見
ら
れ
る
知
恩
寺

本
の
下
描
き
が
耳
殻
内
側
上
辺
か
ら
入
り
込
む
一
般
的
な
形
で
あ
っ
た
も
の

を
、
仕
上
げ
で
は
縦
の
蛇
行
線
に
変
え
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
。
そ

し
て
、
後
者
の
形
こ
そ
聖
衆
来
迎
寺
像
の
内
耳
の
形
に
一
致
す
る
の
で
あ
り
、

知
恩
寺
本
の
耳
采
に
あ
る
短
い
弧
線
も
聖
衆
来
迎
寺
像
の
分
厚
い
耳
采
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
と
考
え
れ
ば
納
得
が
い
く
。

こ
こ
で
試
み
に
三
像
の
鍛
を
取
り
除
い
て
み
れ
ば
、
聖
衆
来
迎
寺
像
を
街
御
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と
さ
せ
る
若
々
し
い
面
貌
が
現
れ
る
の
も
、
単
な
る
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。

筑
前
福
岡
の
善
導
寺
所
蔵
善
導
大
師
立
像
（
図
8
）
は
像
高
三

0
・一

m。

九
九
尺
）

の
愛
ら
し
い
像
で
、
時
代
は
降
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
袈
裟
の
梅
花

文
と
刺
し
子
の
他
、
長
い
喉
首
な
ど
の
特
徴
か
ら
知
恩
寺
本
を
原
本
と
す
る
彫

像
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
面
貌
が
、
童
子
を
す
ら
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
若
さ
に

満
ち
て
い
る
こ
と
も
、
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
。
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お
わ
り
に

宋
戒
珠
撰
『
浄
土
往
生
伝
』
善
導
項
に
は
、
「
導
乃
白
念
阿
禰
陀
悌
。
如
是

一
聾
。
則
有
一
道
光
明
。
従
其
口
出
。
或
其
十
撃
至
子
百
撃
。
光
亦
如
之
」
と

あ
り
、
こ
れ
を
知
っ
た
唐
高
宗
が
光
明
の
寺
号
の
勅
額
を
賜
っ
た
と
い
う
。
こ

の
時
点
で
口
か
ら
出
る
の
は
、
「
化
仏
」
で
は
な
く
「
光
明
」
に
留
ま
っ
て
い

る
の
に
対
し
、
善
導
に
並
び
日
本
で
浄
土
五
祖
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
少
康
項

に
は
、
「
衆
見
一
偽
従
其
口
出
。
連
唱
十
撃
則
有
十
悌
」
と
明
言
さ
れ
て
い
て
、

「
化
仏
」
を
出
す
の
は
少
康
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
れ
が
本
図
の
曇

省
讃
に
至
り
、
漸
く
善
導
と
化
仏
と
が
結
び
付
く
の
で
あ
る
が
、
『
浄
土
往
生
伝
』

に
少
康
は
「
後
善
導
」
と
も
呼
ば
れ
た
と
も
あ
り
、
次
第
に
両
者
の
説
話
が
混

同
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
し
ろ
比
丘
形
の
化
仏
に
つ

い
て
は
、
文
献
上
に
も
造
像
遺
例
に
も
類
が
無
く
、
本
図
独
自
の
図
様
と
見
て

差
し
支
え
な
い
。
そ
し
て
、
善
導
大
師
の
口
中
か
ら
生
ま
れ
る
比
丘
と
言
え
ば
、

法
然
房
源
空
（
一
二
三
二

1
一
一
一
一
一
一
）
と
し
か
考
え
ら
れ
ま
い
。

す
で
に
論
じ
る
機
会
を
持
っ
た
よ
う
に
、
師
資
相
承
に
関
す
る
禅
家
の
論
難

等
に
対
抗
し
て
血
脈
を
確
定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
浄
土
宗
は
、
有
力
な
檀
越

で
あ
る
筑
後
在
国
司
押
領
使
草
野
氏
を
通
じ
て
南
宋
の
浄
土
五
祖
像
を
入
手

し
、
二
尊
院
に
伝
え
た
。
そ
れ
に
は
、
建
久
十
年
か
ら
元
久
元
年
（
一
一
九
九

ー
一
二

O
四）

の
六
年
間
を
法
然
の
元
で
過
ご
し
、
後
に
浄
土
宗
鎮
西
派
の
祖

と
慕
わ
れ
る
聖
光
一
房
弁
長
（
一
二
ハ
二

1
一
二
三
八
）
と
、
二
尊
院
に
寄
寓
し

て
い
た
湛
空
（
？

1
一
二
五
三
）

の
関
与
が
想
定
さ
れ
る
。

同
じ
よ
う
な
状
況
は
、
聖
衆
来
迎
寺
像
に
つ
い
て
も
想
定
可
能
で
あ
ろ
う
。

草
野
永
平
（
？

1
一
二
二
四
）

の
帰
依
に
よ
っ
て
筑
後
善
導
寺
を
開
い
た
弁
長

は
、
筑
前
善
導
寺
の
開
基
と
も
さ
れ
、
面
白
い
こ
と
に
両
寺
は
そ
の
本
尊
に
つ

い
て
の
寺
伝
を
共
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
と
い

う
か
な
り
後
世
の
奥
書
を
有
す
る
が
、
両
寺
を
通
じ
て
文
献
上
最
古
の
縁
起
は
、

筑
前
善
導
寺
の
『
蓮
門
精
舎
旧
詞
」

で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
建
暦
年
中
（
一
一
一
一

一
1
一
四
）
、
中
国
か
ら
帰
帆
の

船
に
便
乗
し
た
一
僧
が
博
多
に
着
岸
す
る
や
木
像
と
化
し
て
松
原
に
降
っ
た
。

そ
の
頃
、
豊
前
彦
山
で
念
仏
勤
行
中
で
あ
っ
た
弁
長
は
善
導
が
博
多
に
来
着
す

る
霊
夢
を
感
じ
、
駆
け
付
け
て
松
原
の
樹
下
に
こ
の
木
像
を
見
出
し
、
記
っ
た

の
で
あ
る
と
い
う
。
建
暦
二
年
は
法
然
の
没
年
に
符
合
し
て
作
為
的
の
よ
う
で
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も
あ
る
が
、

二
尊
院
本
と
聖
衆
来
迎
寺
像
の
文
様
の
み
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、

彫
像
と
い
う
描
き
辛
い
下
地
に
も
拘
ら
ず
、
線
描
同
士
の
有
機
的
繋
が
り
に
全

く
破
綻
の
無
い
後
者
が
制
作
年
代
も
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
時
期
的

に
は
理
解
で
き
る
。
む
し
ろ
、
聖
衆
来
迎
寺
像
が
元
来
善
導
像
で
あ
っ
た
か
否

か
の
方
が
確
証
に
乏
し
い
が
、

弁
長
の
入
手
時
点
で
は
間
違
い
な
く
善
導
像
に

決
し
た
こ
と
も
窺
わ
れ
よ
う
。
こ
う
し
て
「
南
宋
の
善
導
像
」
も
ま
た
鎮
西
派

に
よ
っ
て
請
来
さ
れ
、
ど
ち
ら
か
の
善
導
寺
に
安
置
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

知
恩
寺
本
の
制
作
さ
れ
た
十
四
世
紀
第
一
四
半
期
、
良
忠
と
そ
の
弟
子
良

空
（

7
1
一
二
九
七
）

の
流
れ
を
も
汲
む
如
空
（
如
一
国
師
、

二
ヱ
ハ
三
1



一
） 

は
、
恐
ら
く
師
の
道
意
（
？

1
一一二

O
四）

の
入
滅
を
契
機
に
知

恩
寺
を
一
旦
離
れ
、
大
谷
墓
堂
を
知
思
院
と
し
て
再
興
す
る
一
方
、
純
粋
な
紫

野
門
徒
智
真
（

7
1
一
三
二
二
）
の
跡
を
継
い
で
知
恩
寺
第
六
世
に
返
り
咲
く
。

こ
こ
に
鎮
西
派
は
、
漸
く
二
つ
の
大
き
な
拠
点
を
手
に
入
れ
る
の
で
あ
れ
例
。

造
仏
の
伝
統
を
持
た
な
い
が
故
に
一
流
の
画
家
と
の
接
点
が
無
い
も
の
の
、

輸
入
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
高
価
な
群
青
を
惜
し
気
も
な
く
使
用
で
き
る
経
済

的
裏
付
け
を
有
す
る
点
で
、
本
図
に
は
鎮
西
派
、
特
に
如
空
の
関
与
が
窺
わ
れ

る
。
時
期
的
に
知
思
院
像
や
筑
後
善
導
寺
像
も
し
か
り
で
あ
る
が
、
知
恩
寺
本

だ
け
が
画
像
と
さ
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
賀
茂
の
河
原
屋
に
始
ま
る
同
寺
が
、
ま

だ
浄
土
宗
寺
院
と
し
て
の
堂
舎
の
体
裁
を
調
え
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
あ
る

ま
い
か
。
彫
像
は
、
不
要
な
時
は
小
さ
く
収
納
し
て
お
け
る
画
像
と
異
な
っ
て
、

常
設
す
る
聖
な
る
空
間
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

知恩寺所蔵重要文化財善導大師像について

聖
衆
来
迎
寺
像
を
基
に
阿
弥
陀
如
来
の
装
束
で
あ
る
金
色
の
僧
祇
支
を
長
く

伸
ば
し
、
化
仏
法
然
と
対
面
さ
せ
た
知
恩
寺
本
は
、
曇
省
の
讃
を
付
加
す
る
こ

と
で
、
紛
れ
も
無
い
「
南
宋
の
善
導
像
」
と
化
し
た
。
そ
の
時
点
で
浄
土
宗
教

団
に
と
っ
て
の
聖
衆
来
迎
寺
像
は
、
む
し
ろ
無
用
の
存
在
と
な
っ
た
こ
と
が
十

分
に
推
察
で
き
る
。

幾
多
の
法
難
を
乗
り
越
え
て
愈
々
教
団
と
し
て
の
独
自
性
を
発
揮
し
始
め
た

こ
の
時
期
、
知
恩
寺
本
は

『
選
択
集
」
に
、
「
大
唐
に
相
伝
え
て
云
わ
く
、
善

導
は
是
れ
弥
陀
の
化
身
な
り
」
と
称
揚
さ
れ
る
善
導
大
師
の
念
仏
が
、
虚
空
に

放
た
れ
る
や
阿
弥
陀
の
化
仏
と
変
じ
、
さ
ら
に
は
法
然
と
化
し
て
善
導
と
向
き

合
う
様
子
を
一
幅
の
画
中
に
納
め
、
善
導
H
阿
弥
陀
H
法
然
と
い
う
確
固
た
る

結
び
付
き
を
顕
示
し
て
浄
土
宗
の
正
当
性
を
高
ら
か
に
一
菰
い
上
げ
た
金
字
塔
と

し
て
、
重
要
な
存
在
意
義
を
主
張
し
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

註（1
）
本
図
に
関
す
る
主
な
論
考
及
び
図
版
解
説
等
は
以
下
の
通
り
。
な
お
、
【

は
論
文
中
で
提
示
さ
れ
た
制
作
年
代
。

①
蹄
鞍
子
「
知
恩
寺
の
善
導
大
師
重
像
」
（
『
図
華
』
第
二
九
編
第
六
船
、
園
華
社
、

一
九
一
九
年
六
月
）
【
鎌
倉
中
期
｝
、
②
「
善
導
大
師
像
」
（
『
日
本
圃
賓
全
集
』
第

五
一
輯
、
日
本
圃
賓
全
集
刊
行
舎
、
一
九
三
二
年
八
月
）
｛
鎌
倉
中
期
｝
、
③
「
図

版
解
説
善
導
大
師
像
」
（
『
日
本
の
仏
教
を
築
い
た
人
び
と
ー
そ
の
肖
像
と
書
｜
』

奈
良
国
立
博
物
館
、
一
九
八
一
年
四
月
）
【
鎌
倉
時
代
（
十
三
世
紀
）
】
、
④
若
杉
準

治
「
作
品
解
説
善
導
大
師
像
」
（
『
法
然
上
人
八
百
回
忌
特
別
展
覧
会
「
法
然

生
涯
と
美
術
」
』
京
都
国
立
博
物
館
編
集
－
N
H
K
、
N
H
K
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
、

京
都
新
聞
社
発
行
、
二
O
一
一
年
一
一
一
月
）
｛
鎌
倉
時
代
十
三
世
紀
】
。

ま
た
、
本
図
に
言
及
す
る
主
な
論
考
及
び
図
版
解
説
等
は
以
下
の
通
り
。

⑤
井
川
定
慶
「
善
導
大
師
の
生
涯
と
其
重
像
孜
」
（
『
東
洋
美
術
』
第
九
競
、
東
洋

美
術
研
究
曾
編
集
・
飛
鳥
園
発
行
、
一
九
三
二
年
四
月
）
【
鎌
倉
中
期
】
、
⑥
裏
辻

憲
道
「
善
導
大
師
像
の
一
考
察
」
（
『
仰
教
義
術
』
六
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
O

年
二
月
）
【
鎌
倉
初
期
｝
、
⑦
小
林
太
市
郎
「
高
僧
崇
拝
と
肖
像
の
義
術
｜
陪
唐
古
同

僧
像
序
論
｜
（
『
偽
教
委
術
』
二
三
、
毎
日
新
聞
社
、
一
九
五
四
年
十
二
月
）
【
鎌

倉
期
】
、
⑧
裏
辻
憲
道
「
法
然
上
人
と
重
源
上
人
（
績
善
導
大
師
像
の
一
考
祭
）
」
（
『
偽

教
文
化
研
究
』
第
十
抜
、
偽
教
文
化
研
究
所
、
一
九
六
一
年
三
月
）
【
明
記
せ
ず
】
、

⑨
岡
崎
譲
治
『
日
本
の
美
術
第
四
三
号
浄
土
教
両
』
（
至
文
堂
、
一
九
六
九
年

十
二
月
）
｛
鎌
倉
時
代
｝
、
⑩
徳
永
弘
道
「
新
発
見
・
法
然
上
人
の
「
夢
の
善
導
像
」
」

（
『
義
術
新
潮
』
第
二
四
巻
第
八
号
、
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
八
月
）
【
明
記
せ

ず
】
、
⑪
竹
内
尚
次
「
続
・
浄
土
教
の
肖
像
画
小
稿
」
（
『
M
U
S
E
U
M
』
N
o

二
七
八
、
東
京
国
立
博
物
館
、
一
九
七
四
年
五
月
）
【
十
三
世
紀
後
半
】
、
⑫
伊
東

史
朗
「
善
導
大
師
の
肖
像
」
（
『
善
導
大
師
研
究
』
山
喜
一
成
仏
書
林
、
一
九
八
O
年 内

17 



華術研究第 24号 2011

三
月
）
【
鎌
倉
中
期
】
、
⑬
成
田
俊
治
「
善
導
大
師
像
に
つ
い
て
の
二
・
三
の
問
題

｜
特
に
半
金
色
像
を
中
心
に
｜
」
（
『
偽
教
文
化
研
究
』
第
三
八
号
、
浄
土
宗
教
学

院
、
一
九
九
三
一
年
九
月
）
【
鎌
倉
時
代
初
期
】
、
⑭
梶
谷
亮
治
『
日
本
の
美
術
第

三
八
八
号
僧
侶
の
肖
像
』
（
至
文
堂
、
一
九
九
八
年
九
月
）
【
鎌
倉
時
代
】

0

こ
の
他
、
善
導
大
師
像
に
関
す
る
主
な
論
考
は
以
下
の
通
り
。

⑮
坪
井
俊
英
「
停
法
に
お
け
る
半
金
色
善
導
像
の
形
成
」
（
「
偽
教
大
学
研
究
紀
要
』

第
三
六
披
、
倒
教
大
準
撃
舎
、
一
九
五
九
年
三
月
）
、
⑮
阿
川
文
正
「
各
種
法
然
上

人
伝
に
あ
ら
わ
れ
た
善
導
大
師
」
（
⑫
所
収
文
献
に
同
じ
て
⑫
石
田
一
良
『
浄
土

教
美
術
文
化
史
学
的
研
究
序
論
』
（
特
に
第
二
章
法
然
教
美
術
｜
半
金
色
善
導

像
｜
）
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年
三
月
）
。

（2
）
金
剛
寺
本
と
園
城
寺
本
に
つ
い
て
は
、
安
嶋
紀
昭
「
金
色
不
動
明
王
画
像
の
研

究
｜
根
本
像
と
受
殊
院
本
｜
」
（
「
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
」
第
二
九
号
、
東
京
国

立
博
物
館
、
一
九
九
四
年
三
月
）
参
照
。

（3
）
金
戒
光
明
寺
本
に
つ
い
て
は
、
高
間
由
香
里
「
金
戒
光
明
寺
所
蔵
山
越
阿
弥
陀

図
及
び
地
獄
極
楽
図
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協
会
年
報
」
第
五
号
、

中
国
四
国
歴
史
学
地
理
学
協
会
、
二

O
O九
年
三
月
）
参
照
。

（4
）
高
間
由
香
里
「
仁
和
寺
所
蔵
孔
雀
明
王
像
に
つ
い
て
」
（
『
密
教
図
像
学
会
第

一
一
九
回
学
術
大
会
」
梗
概
集
、
密
教
図
像
学
会
、
二

O
O九
年
十
二
月
）
参
照
。

（5
）
高
間
由
香
里
「
浄
土
宗
に
お
け
る
中
国
仏
画
の
受
容
」
（
『
史
学
研
究
』
第

二
六
七
号
、
広
島
史
学
研
究
会
、
二

O
一
O
年
三
月
）
参
照
。

（6
）
柳
津
孝
「
赤
不
動
」
（
高
田
修
・
柳
津
孝
『
ブ
ッ
ク
・
オ
ブ
・
ブ
ッ
ク
ス
日
本
の

美
術
9

仏
画
』
、
小
学
館
、
一
九
七
四
年
七
月
）
参
照
。

（7
）
安
嶋
紀
昭
「
蔦
福
寺
所
蔵
二
河
白
道
図
に
つ
い
て
」
（
『
偽
教
文
化
研
究
』
第

四
七
・
四
八
号
、
浄
土
宗
教
学
院
、
二

O
O
四
年
三
月
）
参
照
。

（8
）
高
間
由
香
里
「
知
恩
院
所
蔵
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
来
迎
図
（
通
称
「
早
来
迎
図
」
）

に
つ
い
て
」
（
『
史
学
研
究
』
第
二
七
一
号
、
広
島
史
学
研
究
会
、
二

O
一
一
年
六
月
）

参
照
。

（9
）
八
尋
和
泉
「
博
多
善
導
寺
H
そ
の
由
緒
と
草
創
の
こ
ろ
H
」
（
『
九
州
の
寺
社

シ
リ
ー
ズ
4
筑
前
博
多
善
導
寺
目
録
』
九
州
歴
史
資
料
館
編
集
、
善
導
寺
発
行
、

一
九
八
O
年
三
月
）
参
照
。

（
m）
知
恩
寺
及
び
浄
土
宗
の
歴
史
に
関
す
る
参
考
文
献
は
以
下
の
通
り
。

①
伊
藤
祐
晃
『
浄
土
宗
史
の
研
究
』
（
図
書
刊
行
会
二
九
八
四
年
五
月
）
、
②
「
百
万

遍
知
恩
寺
誌
要
」
（
「
浄
土
宗
全
書
』
第
二
十
巻
、
山
喜
房
偽
書
林
、
一
九
七
一
年

八
月
）
、
③
「
浄
土
宗
史
」
（
同
前
）

0

な
お
、
本
稿
掲
載
の
図
版
の
う
ち
、
図
6
は
『
法
然
生
涯
と
美
術
』
（
註
（
1
）
④
所

収
文
献
に
同
じ
）
か
ら
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
他
は
、
安
嶋
研
究
室
撮

影
に
よ
り
ま
す
。

附
記

本
論
文
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
四
日
開
催
の
広
島
芸
術
学
会
第

二
十
四
回
大
会
（
広
島
県
立
美
術
館
会
場
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
内
容
に

加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
筑
後
善
導
寺
像
、
聖
衆
来
迎
寺
像
の
検
証
に
あ

た
り
、
就
実
大
学
教
授
土
井
通
弘
先
生
に
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
、
広
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烏
大
学
大
学
院
教
授
安
嶋
紀
昭
先
生
に
は
、
調
査
か
ら
執
筆
に
至
る
ま
で
懇
切

に
ご
指
導
頂
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
心
よ
り
厚
く
御
礼
申
・
し
上
げ
ま
す
。

（
た
か
ま
・
ゆ
か
り
／
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
特
任
助
教
）




