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リ

…　

y
要
約
“
　
中
国
の
仏
像
が
イ
ン
ド
に
も
と
づ
い
て
み
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
か
ン
ダ
…
ラ
様
式
の
仏
像
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
度
つ
た
　
…

ハ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ん

一
　
は
っ
た
ら
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
が
つ
づ
く
と
い
ふ
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
イ
ン
ド
と
中
圏
と
の
交
解
は
、
宗
教
の
宣
布
、
求
道
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
経
　
…

㎝
済
的
に
も
た
え
ず
あ
・
た
か
ら
・
た
び
た
び
そ
の
影
響
を
か
　
む
ぞ
・
そ
の
麓
ち
が
・
た
形
式
の
源
流
と
な
・
た
・
と
と
も
に
・
両
者
姦
じ
た
共
逓

ハ　

ﾌ
傾
向
を
も
っ
た
こ
と
は
、
大
き
く
人
類
史
の
存
在
を
暗
示
す
る
も
の
が
あ
る
。

∴
》
　
：
ー
ー
ー
、
～
〆
－
　
「
．
　
：
　
　
：
　
：
’
；
　
’
　
ド
：
’
：
：
一
；
一
；
：
：
’
〔
一
～
’
！
’
♪
ー
ー
2
♪
｝
ー
ー
’
ー
ー
ノ
ー
ー
～
一
♪
－
一
　
～
ー
ー
ー
概
ー
ー
で
ノ
～
ー
ー
～
ζ
ー
ー
～
ー
ー
で
～
ー
ー
～
身
｝
ー
ー
ー
ー
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
い
程
度
に
お
ち
つ
い
て
み
る
。
竜
う
イ
ン
ド
と
の
関
係
を
と
り
あ

　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
て
も
よ
い
時
期
だ
と
お
も
ふ
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
だ
充
分
に
資
料
が

　
中
国
の
仏
像
が
い
つ
、
ど
う
は
じ
ま
っ
た
か
を
論
ず
る
に
は
、
ど

う
し
て
も
、
そ
の
源
流
で
あ
る
イ
ン
ド
と
の
関
係
を
の
べ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
か
つ
て
、
わ
た
く
し
は
「
中
点
の
仏
像
の
は
じ
ま
り
」

　
　
　
　
①

と
い
ふ
文
章
を
か
い
た
が
、
つ
ひ
、
こ
の
こ
と
に
は
ふ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
中
圏
の
仏
像
す
ら
わ
か
ら
ぬ
段
階
に
、
な
ほ
さ
ら
わ
か
ら
な

い
イ
ン
ド
の
仏
像
問
題
を
も
ち
だ
し
て
は
、
こ
と
が
ら
を
混
乱
に
み

ち
び
く
と
お
も
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
は
ち
が
ふ
。
中

国
の
仏
像
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
初
期
の
状
態
は
、
だ
い
た
い
異
論
の

そ
ろ
っ
て
み
る
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
が
、
ひ
と
と
ほ
り
の
推
測
を

く
は
へ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
を
機
会
に
大
方
の
叱

正
を
え
た
い
と
も
か
ん
が
へ
て
み
る
。

　
さ
い
わ
ひ
、
『
史
林
』
の
編
者
が
た
く
み
に
督
促
さ
れ
る
の
で
、

パ
キ
ス
タ
ン
旅
行
を
ま
へ
に
し
た
勿
女
た
る
さ
い
で
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
と
に
か
く
、
一
気
に
か
く
こ
と
に
し
た
。

①
『
仏
教
芸
術
』
七
、
火
阪
一
九
五
〇
年
刊
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中
国
に
お
い
て
最
初
に
あ
ら
は
れ
た
仏
像
が
ど
れ
だ
と
は
、
な
か

な
か
い
へ
な
い
け
れ
ど
竜
、
文
献
の
う
へ
で
は
桓
帝
（
一
四
六
－
一
六

七
）
濯
龍
富
中
の
浮
図
（
仏
）
像
が
も
っ
と
竜
古
い
。
イ
ン
ド
、
．
パ
キ

ス
タ
ン
で
も
、
ク
シ
ャ
ン
朝
岡
ニ
シ
ュ
カ
王
い
ぜ
ん
の
仏
像
は
わ
か

っ
て
み
な
い
。
カ
ニ
シ
ュ
漏
斗
の
即
位
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば

　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

一
二
八
年
、
ギ
ル
シ
ュ
マ
ソ
に
よ
れ
ば
一
四
四
年
、
ま
だ
定
説
は
な

い
け
れ
ど
も
、
二
世
紀
の
な
か
ご
ろ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
ほ
ぼ
お
ち

つ
き
つ
つ
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
世
紀
の
は
じ
め
、
あ
る
ひ
は
一

世
紀
の
お
は
り
に
、
仏
像
の
開
始
を
お
く
の
が
常
識
で
あ
る
。
し
て

み
る
と
、
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
砂
面
の
仏
像
と
い
ふ
も

の
は
、
ず
る
ぷ
ん
と
古
い
も
の
だ
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
時
代
の
仏
像
は
、
さ
い
わ
ひ
、
ペ
シ
ャ
ヴ
ァ
ル
の

シ
ャ
ー
ジ
！
キ
・
デ
ー
リ
か
ら
で
た
カ
ニ
シ
ュ
天
王
の
舎
利
容
器
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
っ
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
み
る
。
蓋
の
う
へ
に
一
体
の
坐
仏
（
第
一

図
）
胴
の
ま
は
り
に
三
体
の
坐
仏
（
第
二
図
）
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

つ
に
同
出
の
独
立
像
（
第
五
図
）
が
あ
る
。
こ
れ
も
銅
製
の
坐
仏
で
、

方
欧
（
方
形
の
台
座
）
が
つ
い
て
み
る
ら
し
い
。
こ
の
坐
仏
と
蓋
上
の

坐
仏
は
右
手
を
あ
げ
、
左
手
で
衣
端
を
に
ぎ
っ
て
み
る
。
い
は
ば
施

無
畏
の
印
相
で
あ
る
が
、
そ
の
他
は
ま
へ
で
手
を
あ
は
せ
た
禅
定
形

の
印
相
で
あ
る
。
両
肩
を
お
ほ
ふ
通
肩
。
衣
文
は
あ
さ
い
が
、
衣
裳

は
お
も
い
。
頭
髪
は
か
ん
た
ん
に
併
行
直
線
で
あ
ら
は
し
て
み
る
。

　
カ
ニ
シ
ュ
カ
時
代
の
仏
像
は
、
こ
の
ほ
か
、
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
の
貨

銭
に
も
あ
ら
は
さ
れ
て
み
る
。
た
っ
た
像
と
す
わ
っ
た
像
と
が
あ
る
。

す
わ
っ
た
像
に
は
挙
手
と
虚
血
と
の
二
種
類
が
あ
る
ら
し
い
。
ま
た

虚
血
の
う
へ
に
す
わ
っ
て
み
る
。
立
像
は
右
手
を
あ
げ
、
左
手
で
衣

端
を
に
ぎ
っ
て
み
る
や
う
で
あ
る
。
す
ん
な
り
し
た
た
ち
す
が
た
で
、

ま
る
い
頭
光
の
ほ
か
に
、
小
判
形
の
挙
身
光
を
も
つ
も
の
が
あ
る
。

濯
耀
宮
の
仏
像
は
、
こ
れ
ら
カ
ニ
シ
ュ
カ
王
の
写
像
に
似
た
も
の
と

想
像
し
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
ク
シ
ャ
ン
朝
の
カ
ニ
シ
ュ
カ
　
土
は
、
マ
ウ
ル
や
朝
の
ア
シ
ョ
カ
王

（
前
二
三
七
こ
ろ
）
に
お
と
ら
ず
、
仏
教
の
寛
布
に
力
の
あ
っ
た
王
で

あ
　
る
。
そ
の
悟
…
丁
丁
を
北
回
風
邦
に
、
中
国
へ
の
伝
聴
廻
も
さ
か
ん
に
な
り
、

訳
経
も
は
じ
ま
り
、
寺
も
で
き
、
仏
像
も
つ
く
ら
れ
る
や
う
に
な
っ

た
の
で
あ
ら
う
。
中
国
で
は
、
い
ま
二
つ
の
仏
像
が
つ
た
は
っ
て
、

こ
の
情
勢
を
反
映
し
て
い
る
。

　
ひ
と
つ
は
四
川
省
楽
頭
県
砂
型
崖
の
崖
墓
の
壁
に
彫
り
こ
ま
れ
た
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5．ヵニシュカ塔出土青銅坐仏6．四川省楽山県麻浩崖浮彫坐仏

坐
仏
（
第
六
図
）
、
他
は
四
川
省
彰
山
県
の
隠
匿
か
ら
で
た
灰
陶

の
揺
銭
樹
座
の
坐
仏
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
崖
墓
が
、
一
般
に
漢

末
三
国
初
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
仏
像
も
、
ま
つ
二
〇
〇
年
前

後
と
み
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
い
つ
れ
も
右
手
を
あ
げ
、
左
手
で
衣
端
を
に
ぎ
っ
て
み
る
や

う
で
あ
る
が
、
後
者
の
方
は
わ
か
り
に
く
い
。
通
肩
、
刻
線
の

ひ
だ
、
衣
裳
は
お
も
い
。
後
者
の
頭
光
を
も
た
ぬ
の
が
気
に
な

る
が
、
頭
髪
は
併
行
直
線
で
あ
ら
は
さ
れ
、
肉
髪
が
ち
ゃ
ん
と

つ
い
て
み
る
。
さ
う
い
う
点
か
ら
も
、
た
し
か
に
カ
ニ
シ
ュ
露

坐
仏
な
ど
と
の
関
係
が
か
ん
が
へ
ら
れ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
表
現
さ
れ
た
趣
は
い
さ
さ
か
ち
が
ふ
。
こ

の
方
は
い
た
っ
て
泥
く
さ
く
、
粗
漏
で
、
あ
ち
ら
は
体
格
も
成

熟
し
、
容
姿
に
も
風
格
が
あ
る
。

　
①
回
ζ
ρ
『
。
。
冨
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ミ
6
ρ
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q
①
H
り
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3

　
二
〇
〇
年
前
後
は
ク
シ
ャ
ン
朝
の
最
盛
期
、
仏
像
の
製
作
も
、
そ

の
頂
点
に
達
し
て
み
た
。
イ
ン
ダ
ス
河
域
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
派
も
、
ヤ

ム
ナ
河
域
の
マ
ト
ゥ
ラ
派
も
、
さ
か
ん
に
石
像
の
製
作
に
し
た
が
っ

て
み
た
。
し
か
し
、
中
国
に
将
来
さ
れ
、
直
接
、
製
作
の
紛
本
に
な

っ
た
も
の
は
、
も
っ
と
小
さ
い
銅
像
の
や
う
な
も
の
だ
っ
た
ら
う
と

お
も
ふ
。
と
こ
ろ
が
、
さ
う
い
ふ
も
の
は
、
か
へ
っ
て
イ
ン
ド
、
パ

キ
ス
タ
ン
に
は
す
く
な
い
。
か
ら
う
じ
て
あ
げ
ら
れ
る
も
の
は
タ
キ

シ
ラ
出
土
の
二
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
ひ
と
つ
は
ジ
ョ
ー
リ
ア
ン
僧
院
の
第
二
十
一
房
か
ら
で
た
も
の

畷．：

二

三
ち
為

懸
濁
灘
．
備

、
湊
再

臨叢縢1纐
璽鳳鏡の坐仏

駕

（
第
三
図
）
で
、
A
八

手
の
坐
仏
で
あ
る
。

小
さ
い
円
光
が
あ

り
、
顔
が
大
き
く

て
ま
る
い
。
も
う

ひ
と
つ
は
チ
ル
・

ト
ー
。
フ
B
の
僧
院

F
の
第
十
八
房
よ

り
で
た
菩
薩
の
坐

②像
（
第
四
図
）
で
あ

る
。
こ
れ
竜
大
き

な
、
ま
る
い
顔
、

手
に
水
瓶
を
も
つ

か
ら
マ
イ
ト
レ
ヤ

（
弥
勒
）
で
あ
ら
う

か
。
ど
ち
ら
も
一

〇
セ
ン
チ
に
た
り

ぬ
小
像
で
あ
る
。

僧
房
内
の
発
掘
だ

と
い
ふ
か
ら
、
僧

侶
の
念
持
仏
で
あ

毒　
羅
：
謎

　　　　8．神獣鏡の二仏

つ
た
か
と
お
も
ふ
。
発
掘
者
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
る
と
五
世
紀
の
製
作

と
い
ふ
。
な
る
ほ
ど
、
カ
ニ
シ
ュ
カ
の
諸
仏
に
く
ら
べ
る
と
、
は
る

か
に
手
ぎ
わ
が
よ
く
、
表
現
が
こ
ま
や
か
で
あ
る
。

　
五
世
紀
に
も
な
る
と
、
こ
の
種
の
坐
仏
は
、
基
壇
そ
の
他
に
列
像

と
し
て
、
石
や
ス
ト
ゥ
コ
で
無
数
に
つ
く
ら
れ
て
る
る
。
し
か
し
、

163　（685）



多
量
生
産
の
小
面
で
あ
る
た
め
か
、
そ
れ
ら
の
あ
ひ
だ
を
区
別
す
る

形
式
上
の
差
違
は
い
た
っ
て
す
く
な
い
。
時
代
の
前
後
を
判
定
す
る

こ
と
は
、
ま
こ
と
に
む
つ
か
し
い
の
で
あ
る
。

　
中
央
ア
ジ
ア
で
も
、
こ
の
種
の
小
島
は
ま
ま
み
ら
れ
る
が
、
中
国

で
も
五
世
紀
ま
で
は
、
よ
く
似
た
形
式
の
小
像
が
お
こ
な
は
れ
て
み

た
。
そ
の
う
ち
三
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
例
と
し
て
、
つ
ぎ
の
数
種
が

か
ぞ
へ
ら
れ
る
。
た
と
へ
ば
壷
露
塵
に
あ
ら
は
さ
れ
た
坐
像
（
七
図
）

お
よ
び
三
角
縁
神
獣
鏡
に
あ
ら
は
さ
れ
た
坐
像
（
第
八
図
）
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
み
な
禅
定
合
手
の
坐
仏
で
あ
る
。
肉
讐
を
も
ち
、
円
光
を

い
た
だ
き
、
蓮
座
を
も
っ
て
み
る
。
漢
鏡
の
編
年
か
ら
い
っ
て
、
三

世
紀
の
作
と
お
も
は
れ
る
。

　
ま
た
、
古
越
磁
に
あ
ら
は
さ
れ
た
坐
仏
（
第
九
図
）
も
あ
る
。
合

手
形
で
、
肉
髪
が
あ
り
、
併
行
線
の
衣
文
を
も
つ
。
円
光
が
あ
り
、

し
か
も
直
話
が
あ
る
。
古
越
磁
の
年
代
は
三
世
紀
か
ら
五
、
六
世
紀

に
お
よ
ぶ
が
、
こ
の
九
巌
窟
の
例
は
三
、
四
世
紀
、
こ
と
に
神
詣
と

よ
ば
れ
る
装
飾
壷
は
、
た
し
か
に
呉
の
永
安
三
年
（
二
六
〇
）
の
文
字

を
も
つ
も
の
が
あ
る
。

　
こ
れ
ら
が
、
さ
き
の
四
川
省
の
坐
像
な
ど
よ
り
あ
た
ら
し
い
も
の

か
ど
う
か
。
な
ほ
確
信
を
も
て
な
い
け
れ
ど
も
、
総
門
、
面
桶
の
年

9．古越磁の坐仏

代
観
、
鏡
岩
、
越

磁
の
年
代
観
か
ら

す
る
と
、
若
干
お

く
れ
て
み
る
や
う

に
お
も
へ
る
。
そ

れ
に
も
う
ひ
と
つ

か
ん
が
へ
ら
れ
る

こ
と
は
、
星
座
で

あ
る
。
ガ
ソ
ダ
ー

．
ラ
、
マ
ト
ゥ
ラ
で

は
、
藁
座
は
特
殊

な
説
法
仏
に
お
い

て
の
み
あ
ら
は
れ

る
。
こ
の
特
殊
な

説
法
仏
の
形
式
が
、
い
っ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
か
あ
き
ら
か
で
な
い

が
、
後
出
の
形
式
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
う
た
が
へ
な
い
。
例
の
カ
ニ

シ
ュ
カ
大
塔
の
基
壇
で
も
、
蓮
座
の
坐
仏
ス
ト
ゥ
コ
が
な
ら
ん
で
み

る
部
分
は
、
あ
き
ら
か
に
後
代
の
重
器
で
、
け
っ
し
て
当
初
の
し
ろ

　
　
　
　
　
③

竜
の
で
ぽ
な
い
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
竜
、
マ
ト
ゥ
ラ
で
も
、
古
い
と
こ
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ろ
は
方
朕
（
方
形
基
壇
）
、
あ
る
ひ
は
獅
子
座
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
、
コ
ー
タ
ソ
な
ど
の
中
央
ア
ジ
ア
で
は
、
若
干
時
代

も
く
だ
る
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
性
霊
は
、
み
な
蓮
座
乃
至
蓮
華

と
結
合
し
て
み
る
。
あ
る
ひ
は
、
さ
う
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
、
直
接
に

中
国
へ
は
こ
ば
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

①
臼
’
自
舘
浄
銑
ゴ
き
§
”
唱
●
①
O
①
●

②
　
旨
寓
四
曲
げ
ρ
　
叫
き
ミ
こ
や
①
O
①
．

③
口
霞
σ
q
語
磐
①
望
き
ミ
こ
や
鵠
①
・

4

　
こ
の
三
世
紀
に
あ
ら
は
れ
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
式
の
仏
坐
像
は
、
し
だ

い
に
定
型
化
し
、
中
国
化
し
た
。
さ
う
し
て
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
初

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

頭
に
お
こ
な
は
れ
た
、
い
は
ゆ
る
古
式
仏
の
坐
像
を
の
こ
し
た
わ
け

で
あ
る
。
こ
れ
は
階
段
式
の
衣
文
に
な
り
、
面
貌
も
か
は
っ
て
み
る
。

だ
が
、
こ
れ
に
は
か
な
ら
ず
左
右
に
獅
子
を
そ
な
へ
た
獅
子
座
を
も

ち
ひ
て
み
る
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
伝
統
が
、
な
ほ
つ
よ
い
と
い
は
な
け

10．三原出土金銅菩薩到

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
河
北
石
家

荘
出
土
の
青
銅
小
腰
に
は
青
銅
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

傘
蓋
を
と
も
な
っ
て
み
た
。
こ
れ

は
桓
帝
の
仏
像
に
華
麗
を
ま
う
け

た
や
う
に
、
青
銅
で
傘
蓋
を
つ
く

っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
の
仏
像
で

は
、
同
質
の
材
料
に
よ
る
傘
蓋
を

．
と
も
な
っ
た
屯
の
は
一
般
に
み
な

い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
ガ
ン
ダ
ー
ラ

の
伝
統
を
つ
た
へ
る
も
の
と
お
も

は
れ
る
。
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東
京
芸
術
大
学
に
は
、
こ
の
形
式
の
坐
仏
で
、
左
右
の
獅
子
と
と

も
に
大
き
な
光
背
を
も
ち
、
そ
の
光
背
に
浮
彫
の
飛
天
を
と
り
つ
け

た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
シ
滋
ト
ラ
ク
か
ら
繊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

る
石
仏
に
よ
く
似
て
い
る
。
シ
風
ト
ラ
ク
像
と
特
別
の
関
係
が
あ
る

の
か
も
知
れ
な
い
。

　
な
お
こ
の
と
き
、
ガ
ソ
ダ
；
う
の
菩
薩
像
を
、
も
っ
と
も
忠
実
に

う
つ
し
た
も
の
と
し
て
、
陳
西
省
三
原
県
出
土
の
金
銅
菩
薩
像
（
第

一
〇
麟
）
が
あ
げ
ら
れ
る
。
　
こ
れ
は
｛
蓮
実
の
・
り
へ
に
た
っ
た
韮
悶
藤
高
隊

で
あ
る
。
左
手
に
水
瓶
を
も
っ
て
み
る
の
で
、
ふ
つ
う
弥
勒
と
い
は

れ
る
が
、
は
た
し
て
弥
勒
か
ど
う
か
は
決
定
で
き
な
い
。
豊
富
な
鳥

路
を
つ
け
、
重
厚
な
衣
裳
を
ま
と
ひ
、
サ
ン
ダ
ル
を
は
い
た
す
が
た

は
、
ま
っ
た
く
ガ
ン
ダ
ー
ラ
像
で
あ
る
。
さ
う
か
と
い
っ
て
、
こ
れ

を
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
、
い
ま
っ
た
は
る
石
像
な
ど
に
く
ら
べ
て
み
る
と
、

か
な
り
ち
が
ふ
と
こ
ろ
も
あ
る
。
も
っ
と
も
よ
く
似
た
の
は
カ
ラ
チ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

国
立
博
物
館
に
あ
る
菩
薩
像
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
サ
ン
ダ
ル
の
点
で
、

ま
た
衣
文
の
点
で
、
ま
た
面
貌
の
点
で
、
け
っ
し
て
お
な
じ
と
は
い

へ
な
い
の
で
あ
る
。
金
銅
像
の
面
貌
は
、
そ
れ
だ
け
で
中
央
ア
ジ
ア

的
と
い
は
れ
る
ほ
ど
の
門
顔
で
あ
る
。
衣
文
は
ガ
ソ
ダ
ー
ク
に
竜
と

づ
き
な
が
ら
、
そ
の
さ
ば
き
に
あ
い
ま
い
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
サ
ン

ダ
ル
も
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
・
も
の
ほ
ど
、
中
・
央
の
緒
…
が
な
が
く
な
い
。

要
す
る
に
、
中
央
ア
ジ
ア
を
へ
て
つ
た
は
っ
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
様
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
う
し
て
、
こ
の
伝
統
は
、
益
虫
太
平
真
魚
四
年
・
（
四
四
三
）
の
金

　
　
　
⑤

銅
仏
立
像
を
は
じ
め
と
し
て
、
雲
岡
様
式
の
諸
尊
像
に
脈
々
と
し
て

つ
た
は
っ
て
み
る
。
中
国
で
き
だ
と
い
ふ
こ
と
は
、
か
な
ら
ず
し
亀

断
定
で
き
な
い
が
、
か
う
い
ふ
伝
統
の
存
在
を
お
も
へ
ば
、
中
国
製

と
解
し
た
方
が
よ
ゆ
適
切
か
と
お
竜
ふ
。
中
国
製
だ
と
す
れ
ば
三
〇

〇
年
前
後
の
年
代
が
妥
当
で
あ
ら
う
。
ク
シ
ャ
ン
王
朝
が
衰
退
期
に

は
い
抄
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
造
像
も
、
や
う
や
く
変
化
し
つ
つ
あ
る
と

き
で
あ
る
。

①
水
野
「
中
纐
の
予
冷
』
東
京
一
九
六
〇
年
刊
、
閣
版
九
一

②
「
評
家
庄
市
北
宋
村
清
理
了
粥
隠
子
墓
」
（
糧
文
物
』
一
九
五
九
ノ
｝
）

　
北
京
一
九
振
九
年
表
紙
裏

③
い
累
①
窪
㌫
“
い
ぎ
鱈
ミ
§
（
ソ
貞
O
》
甥
鋭
×
）
℃
震
腕
6
島
”
霞
ω
篇
ρ
目
。

④
鐸
ぎ
σ
q
ぎ
霊
”
○
§
§
ミ
§
騨
鼠
ミ
§
㌧
幕
裳
§
．
累
①
妻
く
。
誉
ら
鵯
－

瓢
ρ
卜
⊃
㊤
ρ

⑤
水
野
浩
　
、
購
簿
、
図
版
九
四
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5

　
四
世
紀
、
五
世
紀
に
お
け
る
敦

燈
、
白
岡
の
諸
像
で
は
、
も
は
や
、

は
っ
き
り
と
し
た
中
国
様
式
が
確

立
し
て
み
る
。
仏
教
伝
来
い
ら
い

三
百
年
の
歴
史
に
趨
れ
た
も
の
で

あ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
の
基
本
に

な
っ
た
形
式
は
、
い
ふ
ま
で
も
な

く
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
仏
像
で
あ
る
。

釈
迦
、
弥
勒
、
本
生
、
仏
伝
を
主

と
し
た
造
園
で
、
立
像
、
坐
像
の

ほ
か
に
交
脚
像
も
あ
る
。
衣
文
、

婆
略
｝
、
宝
冠
の
形
式
に
も
、
ガ
ン

ダ
ー
ラ
像
か
ら
の
伝
統
が
た
も
た

れ
て
み
る
。

　
イ
ン
ダ
ス
河
の
西
で
は
、
四
、

五
世
紀
に
も
、
ま
だ
ガ
ン
ダ
ー
ラ

様
式
が
ひ
き
つ
づ
き
お
こ
な
は
れ

11．グプ二仏立像12。雲岡第十八洞仏立像
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て
る
た
。
法
顕
（
四
〇
〇
一
閥
一
六
）
や
宋
雲
（
五
一
八
一
五
二
一
）
は
、

そ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
そ
の
ス
ワ
ト
を
旅
行
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
ヤ
ム
ナ
、
ガ
ン
ジ
ス
の
流
域
に
は
、
三
二
〇
年
か
ら
グ
プ
タ
朝

が
は
じ
ま
り
、
グ
ブ
タ
糠
式
と
よ
ば
れ
る
薄
衣
の
仏
像
が
お
こ
な
は

れ
て
ゐ
、
た
。
そ
の
グ
プ
タ
様
式
（
第
｝
｝
図
）
が
い
つ
か
・
り
中
国
に
は

い
っ
た
か
。
そ
れ
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
雲
影
様
式
に
若

干
の
影
響
を
あ
た
へ
た
こ
と
は
、
か
つ
て
松
本
文
三
郎
先
生
が
と
か

れ
た
ご
と
く
で
あ
る
。
五
世
紀
、
と
く
に
太
安
以
後
（
四
五
五
1
）
の

北
谷
像
（
第
一
二
園
）
に
み
ら
れ
る
薄
衣
が
そ
れ
で
あ
る
。
曹
衣
出
水

と
い
は
れ
る
や
う
に
、
身
体
に
ぴ
っ
た
り
密
着
し
た
う
す
い
衣
文
で

あ
る
。
螺
髪
も
、
ま
た
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
の
仏
像
に
あ
ら
は
れ
て
く

る
。　

雲
岡
様
式
か
ら
龍
門
様
式
へ
の
展
開
は
、
ま
っ
た
く
中
富
化
、
い

な
、
漢
代
へ
の
復
帰
で
あ
っ
た
。
漢
族
と
い
ふ
立
場
に
た
て
ば
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
斉
周
様
式
へ
の
展
開
と
な

る
と
、
ま
た
、
そ
れ
の
反
動
と
い
へ
よ
う
か
。
　
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム

の
追
求
と
と
も
に
、
人
体
の
写
実
に
注
意
が
む
け
ら
れ
る
。
漢
族
精

神
か
わ
の
解
放
と
い
へ
な
い
こ
と
は
な
い
．
、
さ
う
し
て
丸
味
の
あ
る

人
体
の
表
現
が
、
急
速
に
進
展
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
や
は

砂
イ
ン
ド
の
グ
プ
タ
彫
刻
が
遠
心
識
…
さ
れ
て
み
る
と
お
も
ふ
。
も
ち
ろ

ん
、
中
国
の
龍
門
様
式
か
ら
斉
周
様
式
へ
の
展
開
は
、
中
圏
独
自
の

内
的
欲
求
に
よ
っ
た
竜
の
で
あ
ら
う
。
そ
の
こ
と
は
、
け
っ
し
て
う

た
が
ふ
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
屯
か
か
は
ら
ず
、
ひ

じ
ゃ
う
に
密
接
し
た
関
係
に
あ
っ
た
グ
プ
タ
像
が
、
そ
の
動
向
に
関

与
し
た
と
い
ふ
こ
と
屯
推
察
す
べ
き
だ
と
お
も
ふ
。
斉
周
期
の
肉
つ

き
ゆ
た
か
な
造
像
に
は
、
往
女
頸
の
三
道
が
あ
ら
は
さ
れ
て
み
る
。

三
道
は
あ
き
ら
か
に
グ
プ
タ
像
の
発
明
で
、
肉
体
の
や
は
ら
か
さ
を

表
現
し
よ
う
と
し
た
一
工
夫
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ゆ
た
か
な
、
し
か

も
や
は
ら
か
い
肉
体
と
い
ふ
ご
、
と
が
音
心
識
に
の
ぼ
っ
て
み
る
。
晴
、

初
唐
か
ら
流
行
す
る
腰
を
ひ
ね
っ
た
菩
薩
像
を
竜
あ
は
せ
か
ん
が
へ

る
べ
き
で
あ
ら
う
。
し
な
や
か
な
姿
態
の
か
ず
か
ず
は
、
グ
プ
タ
像

の
な
か
に
、
い
く
ら
で
も
み
い
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
斉
周
期
の
仏
像
で
か
ん
が
へ
ら
れ
る
の
は
、
そ
の

頭
光
の
豪
華
な
装
飾
（
第
二
鳳
國
）
で
あ
る
。
同
心
円
、
唐
草
文
が
あ

り
、
そ
の
唐
草
文
の
豊
饒
さ
は
、
グ
プ
タ
仏
の
頭
光
を
想
起
せ
し
め

る
に
充
分
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
斉
周
の
彫
翔
家
は
、
グ
プ
タ
像
の

豪
華
な
頭
光
を
脳
裏
に
う
か
べ
て
み
た
こ
と
と
お
も
熾
れ
る
。

　
そ
れ
か
ら
斉
周
期
の
お
は
り
に
な
る
と
、
薄
衣
が
ぴ
っ
た
り
身
に
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毒
言
∵

．．

�
ｮ
「

13．北斉菩薩坐像14．北斉薄衣仏立像

つ
い
て
衣
文
を
し
め
さ
な
い
像
（
第
一
四
図
）
も
あ
ら
は

れ
た
。
こ
れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
普
遍
的
な
も
の
で
は

な
い
。
一
部
分
に
み
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
、

あ
き
ら
か
に
グ
プ
タ
像
か
ら
で
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
晴
代
を
通
じ
、
初
唐
永
徽
年
間
（
六
五
〇
一
六
五
五
）

ま
で
は
確
実
に
つ
づ
い
て
み
る
（
第
一
五
図
）
。

6

　
唐
代
の
様
式
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
み
る
や
う
に
豊
満

型
で
あ
る
。
豊
満
型
で
あ
る
と
と
も
に
柔
軟
型
で
あ
る
。

晴
代
の
姿
態
は
一
時
硬
直
し
た
が
、
唐
綴
に
な
る
と
、

ま
た
柔
軟
さ
を
と
り
も
ど
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
ま
す

ま
す
人
体
の
写
実
に
忠
実
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
、

だ
れ
し
も
知
っ
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
グ
プ
タ

像
の
豊
満
さ
、
柔
軟
さ
と
ど
こ
ま
で
関
係
が
あ
る
の
か
、

な
い
の
か
。
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
い
へ
な
い
が
、
し

か
し
、
グ
プ
タ
様
式
の
仏
菩
薩
像
が
、
た
へ
ざ
る
接
触

の
う
ち
に
、
漸
次
、
中
国
人
を
感
化
し
た
も
の
と
す
る

方
が
自
然
で
あ
る
。
も
と
よ
り
中
国
の
美
術
は
、
斉
周
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15．龍門唐永徽年間仏僑坐像

諭
す
る
必
要
は
な
い
。
お
よ
そ
、
歴
史
の
発
展
に
は
、

可
能
性
を
包
蔵
し
て
み
る
。
自
主
的
、
独
自
な
展
開
と
い
っ
て
も
、

外
的
な
感
化
を
排
除
す
る
竜
の
で
は
な
い
。
と
く
に
こ
の
時
代
は
、

中
国
と
イ
ン
ド
と
の
交
渉
が
密
接
で
あ
り
、
玄
舞
を
は
じ
め
、
王
玄

策
、
義
浄
な
ど
が
イ
ン
ド
の
仏
教
美
術
を
多
量
に
将
来
し
た
し
、
そ

の
他
の
僧
侶
た
ち
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
仏
教
文
化
を
紹
介
し
た
の
で
あ

っ
た
。
　
マ
ガ
タ
国
金
剛
予
選
の
宝
冠
弥
勒
様
は
、
貞
観
二
十
二
年

（
六
四
八
）
帰
朝
の
王
重
量
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
が
、
　
龍
門
石

様
式
か
ら
陥

を
へ
て
、
唐

様
式
へ
独
自

の
展
開
を
し

た
の
で
あ
る

が
、
そ
れ
に

し
て
竜
、
外

部
か
ら
イ
ン

ド
の
影
響
が

大
い
に
あ
っ

た
こ
と
を
否

さ
ま
ざ
ま
の

窟
で
は
、
や
や
お
く
れ
て
盛
唐
の
揺
鼓
台
諸
経
の
宝
冠
坐
仏
と
し
て

あ
ら
は
れ
て
み
る
。

　
中
国
の
唐
様
式
と
、
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
グ
プ
タ
、
乃
至
パ

ー
ラ
様
式
と
の
あ
ひ
だ
に
、
根
本
的
な
ち
が
ひ
の
あ
る
こ
と
は
、
事

実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
仏
教
芸
術
の
動
向
と
し
て
は
、

ま
た
共
通
な
も
の
の
あ
る
こ
と
も
み
の
が
し
が
た
い
で
あ
ら
う
。

　
柔
軟
な
姿
態
が
、
と
く
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
の
は
、
山
西
省
天
龍

山
石
窟
の
盛
唐
鼠
舞
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
人
体
の
豊
満
、
柔
軟
よ
り

す
す
ん
で
、
い
ち
じ
る
し
く
官
能
的
に
な
っ
て
み
る
。
そ
の
菩
薩
像

に
は
、
も
と
よ
り
イ
ン
ド
ほ
ど
の
し
な
や
か
さ
、
官
能
性
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
中
国
の
菩
薩
像
と
し
て
は
、
か
つ
て
み
な
い
し
、
ま
た

三
代
で
も
ほ
か
で
は
み
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
と
く
に

注
意
さ
れ
て
よ
か
ら
う
。

　
さ
う
し
て
、
中
晩
唐
か
ら
五
代
、
宋
に
い
た
る
と
、
そ
れ
が
人
間

的
、
世
俗
的
な
う
つ
く
し
さ
を
増
大
し
て
く
る
。
観
音
像
は
女
性
化

す
る
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
、
パ
キ
ス
タ
ン
に
お
け
る
パ
ー
ラ
期
、
つ
ま

り
仏
教
の
末
期
、
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
の
勃
興
期
で
あ
る
。
そ
の
趣
味
傾
向

に
、
ま
た
共
通
の
も
の
が
み
い
だ
さ
れ
る
。
事
実
、
歴
史
上
の
交
流

関
係
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、
よ
く
研
究
さ
れ
て
る
な
い
が
、
九
、
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国仏像の源流（水野）

十
世
紀
に
お
け
る
仏
教
や
ヒ
ソ
ド
ゥ
教
の
像
に
は
、
唐
代
の
造
面
に

よ
く
似
た
も
の
が
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
時
代
は
多
少
あ
い
ま
い
で
あ

る
が
、
ス
ワ
ト
の
シ
ャ
コ
レ
の
浮
彫
摩
崖
仏
坐
像
や
、
ま
た
ヒ
ソ
ド

ゥ
の
白
石
ド
ゥ
ル
が
像
は
、
と
き
に
唐
末
、
宋
代
の
乱
書
と
ま
ち
が

ふ
ほ
ど
、
近
似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

7

　
こ
の
や
う
に
み
て
く
る
と
、
中
国
の
仏
教
芸
術
、
と
く
に
仏
像
彫

刻
に
た
い
し
て
は
、
た
え
ず
イ
ン
ド
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
渉

16．天龍山菩薩像

式
へ
の
発
展
に
は
、

展
開
と
、
大
ざ
っ
ぱ
な
併
行
関
係
が
あ
る
こ
と
も
み
と
め
ら
れ
る
。

そ
れ
は
大
き
く
い
へ
ば
人
類
史
の
必
然
的
な
な
が
れ
で
あ
っ
た
と
と

も
に
、
ま
た
多
分
に
そ
れ
を
刺
戟
し
た
歴
史
上
の
交
流
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

わ
か
る
。
な
に
し
ろ
、
仏
教
そ
の
も
の
が
イ
ン
ド

に
根
源
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
の
仏
教
徒
が
、

イ
ン
ド
に
多
大
の
関
心
を
よ
せ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
、
そ
こ
か
ら
摂
取
し
よ
う
と
つ
と
め
た
こ
と
は

当
然
で
あ
ら
う
。
仏
像
彫
刻
も
例
外
で
は
な
い
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
中
国
は
中

国
と
し
て
独
自
の
仏
教
を
う
み
だ
し
た
ご
と
く
、

独
自
の
仏
教
芸
術
を
発
展
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
し

か
も
、
独
自
な
展
開
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
原
始

的
な
ガ
ン
ダ
ー
ラ
様
式
か
ら
、
成
熟
し
た
唐
綴
様

　
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
グ
プ
タ
、
パ
ー
ラ
様
式
へ
の
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the　first　areas　of　lran　to　be　developed．

　　In　ancient　tiines　Rey，　the　capital　of　the　Seljuq　Turks，　fiourished

at　the　center　of　this　area．　Bue　as　a　result　of　the　invasion　of’

Mongol　armies，　the　capital　at　Rey　was　abandonned　and　Tehran

cleveloped　until　the　Safavi　Dynasty　built　a　fortified　wall　around

it．　lt　was　later　made　the　capital　of　the　Qajar　Dynagey　and　be－

cagse　of　the　expansion　of　the　city　area　the　old　Safavi　wall　was・

done　away　with　and　a　new　fortified　wall　built　on　an　octagonal

plan　after　the　model　of　the　wall　of　Paris．

　　The　development　of　Tehran　as　a　modern　city，　however，　is　the

result　of　modernizatioR　during　the　reign　of　the　pr’esene　Shah，．

Reza　of　the　Pahlavi　Dynasty．　Tehran　is　now　secQnd　only　to・

Cairo　among　the　large　cities　of　the　Middle　East　with　a　popula－

tion　of　about　1，600，000．　lt　is　a　relatively　nonproductive．　city　in－

dulging　in　typical　consumption　patterns．　One　cannot　see　any’

satellite　cities　developing　around　it，　and　the　disparity　between

city　and　surroundings　is　conspicuous．　Even　within　the　city，　reflec一・

ting　the　social　structure，　there　is　a　vivid　contrast　between　modern

thoreughfares　and　streets　of　slums　Lmtouchecl　by　modernization．

The　Origins　of　Chinese　Buddhist　Statuary

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　Seiicki　Mizuno

　It　is　well　knowR　that　Chinese　Buddhist　statuary　hacl　its　origins・

in　lndia．　Chinese　images　were　of　the　Gandhara　style．　But　though

this　style　was　transrnitted　to　China，　it　was　not　to　continue　in　its・

original　form．　Relations　b．etween　lndia　and　China　did　not　con－

sist　of　religious　missions　and　pilgrimages　alone，　but　also　included

frequent　economic　exchange，　with　its　infiuence　acting，　on　occasion，，

as　a　source　of　changing　forms　of　imagery．　The　fact　that　through

such　relations　between　the　two　countries　certain　tendencies　were・

shared、　betweeB　them　is　indicative　of　the　ex圭stence　of　a　ge照ine

history　of　the　human　race．
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