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点
創
期
神
宮
サ
の
神
像
に

つ
い
て

展
し
、
八
世
紀
中
葉
以
降
に
は
、

人

文

研

究

第
四
五
巻

大
阪
市
立
大
学
文
学
部
紀
要

第
十
分
冊

一
九
九
三
年
十
二
月

一
般
農
民
層
は
「
農
業
共
同
体
」
の
紐
帯
で
あ
っ
た

律
令
体
制
下
、
八
世
紀
初
頭
以
来
、
地
方
農
村
に
お
い
て
、
私
出
挙
と
営
田
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
た
富
梨
層
の
経
済
的
活
動
が
発

一
般
殷
民
層
が
自
ら
の
小
農
経
営
を
再
生
産
し
て
い
た
場
で
あ
る
「
農
業
共
同
体
」
を
解
体
さ
せ
は

じ
め
る
に
い
た
っ
た
。
富
呆
層
が
「
農
業
共
同
体
」
を
解
体
さ
せ
は
じ
め
る
と
、

神
々
を
、
も
は
や
豊
か
な
稔
り
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
た
だ
災
害

・
飢
饉
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
感

ぜ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
富
栞
屑
の
私
的
経
済
活
動
に
抗
議
し
て
「
牒
業
共
同
体
」
に
再
結
集
し
よ
う
と

す
る

一
般
農
民
層
の
動
向
は
、
八
世
紀
未
以
来
展
開
さ
れ
た
律
令
政
府
の
律
令
制
再
建
政
策
1
1
富
袋
層
抑
圧
政
策
に
か
ら
め
と
ら
れ
て

い
っ
た
。
以
卜
の
よ
う
な
新
し
い
社
会
情
勢
の
な
か
で
、
か
っ
て
は
首
長
船
と
し
て
氏
寺
の
建
設

・
維
持
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
そ
い
で

い
た
地
Jjいり
家
族
は
、
八
但
紀
後
平
期
以
降
、
地
ガ
人
社
に
神
宮
r
J
を
建
設
す
る
こ
と
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
そ
そ
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

草
創
期
神
宮
寺
の
神
像
に
つ
い
て

河

音

ヒ
K
]

ム
日
2

平
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帰
依
せ
ん
と
欲
す
。

,‘
 

i
 

し
e
．

つ

も

ん

っ

つ

し

外
に
整
聞
の
形
を
現
は
す
。
…
…
時
の
人
欽
み
貴
び
美
め
て
菩
薩
と
称
う
。

神
宮
寺
の
文
献
上
の
初
見
は
天
平
神
護
二
年
（
七
六
六
）

指
迎
の
も
と
に
富
豪
層
の
財
力
を
結
集
し
て
建
設
さ
れ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て

『
日
本
霊
異
記
」

の
伊
勢
太
神
宮
寺
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
地
方
大
社
の
神
宮
寺
は
、

そ
の

神
が
僧
侶
に
託
宣
を
た
れ
自
ら
の
神
身
と
し
て
の
苦
悩
を
う

っ
た
え
て
仏
法
に
よ
る
救
済
を
も
と
め
た
の
で
、
託
宣
を
う
け
た
僧
侶
の

そ
の
過
程
を
も
っ
と
よ
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
伊
勢
国
多
度
神
宮
寺
の
場

合
、
多
度
神
社
の
近
辺
に
満
願
禅
師
な
る
僧
侶
が
阿
弥
陀
仏
を
本
尊
と
す
る
「
道
場
」
を
い
と
な
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
天
平
宝
字
七
年

（
七
六
三
）
十
二
月
二

0
日
、
多
度
大
神
が
次
の
よ
う
な
託
宣
を
た
れ
た
。

吾
は
多
度
神
な
り
。
吾
久
却
を
経
て
、
重
き
罪
業
を
作
し
、
神
道
の
報
を
受
く
。
今
翼
く
は
永
く
神
身
を
離
れ
ん
が
為
に
、

三
宝
に

そ
こ
で
満
願
禅
師
は
神
坐
山
の
南
辺
に
小
堂
を
建
て
、
「
神
御
像
」
を
造
っ
て
、
こ
れ
を
「
多
度
大
菩
薩
」
と
称
し
た
と
い
う
。

多
度
大
菩
薩
の
神
像
は
ど
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
て
、
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
七
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

す
が
た

内
に
菩
薩
の
儀
を
密
に
し

草
創
期
神
宮
寺
の
神
像
に
つ
い
て

そ

し
て
伊
勢
国
多
度
郡
主
帳
水
取
月
足
が
鐘
を
鋳
造
し
、
美
濃
国
近
士
縣
主
新
磨
が
三
重
塔
を
建
て
た
と
い
う
。
草
創
期
神
宮
寺
関
係
史

料
の
な
か
で
、
神
像
の
造
像
を
明
記
し
た
史
料
は
、
こ
の
多
度
神
宮
寺
伽
藍
起
資
賎
帳
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
多
度
大
神
II

こ
の
時
期
の
多
度
大
菩
薩
と
い
う
表
現
は
、
八
幡
大
菩
薩
と
い
う
表
現
と
同
じ
よ
う
に
、
多
度
神
に
対
す
る
仏
教
的
尊
称
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
行
基
は
八
世
紀
後
葉
に
は
す
で
に
行
基
菩
薩
と
称
せ
ら
れ
て
い
た

多
度
大
菩
薩

・
八
幡
大
菩
薩
と
い
う
表
現
は
、
こ
う
い
っ
た
菩
薩
の
用
法
の
神
へ
の
適
用
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
て
あ
ろ
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草
創
期
神
宮
寺
の
神
像
に
つ
い
て

さ
れ
て
い
て
、

う
。
し
た
が
っ
て
多
度
大
菩
薩
と
い
う
表
現
か
ら
そ
の
神
像
が
菩
薩
形
神
像
で
あ
っ
た
と
考
え
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
多
度

神
宮
寺
に
は
、
弥
勤
菩
薩
像
・
観
世
音
菩
薩
像
・
得
大
勢
至
菩
薩
像
・
脇
侍
菩
薩
二
体
と
い
っ
た
仏
像
群
が
安
置
さ
れ
て
い
っ
た
が
、

こ
れ
ら
の
仏
像
群
の
中
に
多
度
大
神
1
1
多
度
大
菩
薩
の
神
像
の
姿
を
求
め
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
八
幡
神
1
1
八
幡
大
菩
薩
が
僧
形
八
幡
神
像
と
い
う
姿
で
造
像
さ
れ
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
多
度
神
1
1
多

度
大
菩
薩
も
仏
に
救
済
を
も
と
め
る
僧
形
坐
像
神
像
の
姿
で
造
像
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
僧
形
神
像
に
は
僧
形
坐
像

岡
直
己
氏
は
、
八
・
九
世
紀
に
造
像
さ
れ
、

立
像
神
像
は
全
て
堂
々
た
る
一
メ
ー
ト
ル
半
に
も
及
ぶ
大
き
な
像
ば
か
り
で
あ
り
、

小
さ
な
像
ば
か
り
だ
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
仏
に
救
済
を
も
と
め
て
い
る
姿
を
表
現
し
た
像
と
し
て
は
小
さ
な
僧
形
坐
像
神
像

が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
多
度
神
1
1
多
度
大
菩
薩
の
神
像
を
想
像
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
遺
品
を
さ
が
す
と
、
わ
た
し
は

斎
藤
望
氏
が
紹
介
さ
れ
た
滋
賀
県
本
隆
寺
所
蔵
の
僧
形
男
神
坐
像
（
写
真
l
)
が
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

現
在
こ
の
像
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
の
本
隆
寺
境
内
に
あ
る
地
蔵
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
る
が
、
両
手
を
棋
手
す
る
そ
の
像
容
は
明
ら

か
に
地
蔵
菩
薩
像
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
像
は
元
来
本
隆
寺
に
伝
来
し
た
像
で
は
な
く
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
に
際
し
て
荒
神

山
神
社
神
宮
寺
奥
山
寺
か
ら
本
隆
寺
に
移
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
像
は
、
九
世
紀
に
造
像
さ
れ
た
僧
形
坐
像
神
像
と
推
定

一
木
造
で
像
高
は
三
0
•

三
セ
ン
チ
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
供
手
の
姿
は
現
在
ま
で
の
迫
品
の
な
か
で
は
特
異
な
も
の

で
あ
る
が
、
斎
藤
氏
は
把
笏
の
僧
形
神
像
と
し
て
造
像
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
神
身
で
あ
り
な
が
ら
僧
体
と
な
っ

て
仏
の
救
済
を
も
と
め
る
姿
を
表
し
た
像
と
し
て
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。

神
像
の
外
に
僧
形
立
像
神
像
も
あ
り
え
た
。

一
方
僧
形
坐
像
神
像
は
全
て
半
メ

ー
ト
ル
以
下
の

の
ち
に
地
蔵
菩
薩
像
と
し
て
伝
来
さ
れ
て
き
た
一
木
造
彫
刻
の
ほ
と
ん
ど
は
、
本
来
僧

⑦
 

形
立
像
神
像
と
し
て
造
像
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
現
在
に
伝
来
し
て
い
る
僧
形

(939) 





華
創
期
神
宮
寺
の
神
像
に
つ
い
て

多
度
大
神
に
功
徳
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ヨ

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
僧
形
坐
像
神
像
は
本
来
礼
拝
の
対
象
と
し
て
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、

僧
体
と
な
っ
て
仏
に
救
済
を
も
と
め
る
神
像
の
前
に
は
如
来
像
と
し
て
の
仏
像
が
置
か
れ
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
神
が
僧
体
と
な
っ
て
仏
（
如
来
像
）
に
自
ら
の
苦
悩
を
う
っ
た
え
、
仏
法
に
よ
る
救
済
を
も
と
め
る
場
面
ー
神
像
と
仏
像
が
相

対
し
て
い
る
は
場
面
ー
が
つ
く
り
だ
さ
れ
、
人
々
は
そ
の
場
面
を
横
か
ら
み
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
面
を
み
て
い
る
民
衆
に
神
宮
寺
を
造
立
し
た
僧
侶
が
こ
の
よ
う
な
宗
教
劇
の
し
だ
い
を
解
き
き
か
せ
た
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
僧
形
坐
像
神
像
は
礼
拝
の
対
象
と
し
て
造
像
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
宗
教
劇
の
道
具

立
て
と
し
て
造
像
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
後
に
礼
拝
の
対
象
と
な
っ
た
僧
形
八
幡
神
像
（
写
真
2
)
も
二
女
神
を
し
た
が
え
た
形
で
元
来
同
様
の
機
能
を
果
た
し

そ
れ
で
は
、
僧
形
神
像
の
も
う

―
つ
の

タ
イ
プ
で
あ
る
大
ぶ
り
の
僧
形
立
像
神
像
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
法
隆
寺
に

あ
る
JL柑
紀
の

一
木
造
地
蔵
菩
薩
像
（
写
貞
3
)
は
、
本
来
大
三
輪
神
社
の
神
宮
寺
大
御
輪
寺
に
あ
っ
た
も
の
が
明
治
初
年
の
神
仏
分

離
の
時
に
法
隆
寺
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

神
像
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
像
は
像
高

一
七
一
＾
・
七
セ

ン
チ
も
あ
る
大
き
な
像
で
、
明
ら
か
に
小
ぶ
り
の
像
形
坐
像
神
像

1
0世
紀
以
降
地
蔵
菩
薩
立
像
と
し
て
伝
来
し
た
も
の
で
あ
る
が
二
輪
神
の
僧
形
立
像

と
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
僧
形
立
像
神
像
の
性
格
を
考
え
に
あ
た
っ
て
、
多
度
神
宮
年
伽
藍
縁
起
資
財

帳
の
僧
法
教
の
願
文
に
注
目
し
て
、
義
江
彰
火
氏
が
次
の
よ
う
に
論
心
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

一
切
の
神
々
は
失
な
わ
れ
た
威
光
を
回
復

・
増
益
す
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
璽
要
で

(941) 







以
き
た
い
。

あ
る
。
多
度
大
神
を
大
菩
銚
と
し
、
仏
教
に
帰
依
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
来
そ
の
配
下
に
あ
っ
た
神
々
の
行
詰
り
が
打
開
さ
れ
、

そ
の
威
光
が
阿
復

・
増
益
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
神
の
配
ド
の
神
々
即
ち
村
々
の
神
々
を
中
心
と
す
る
社
会
的
底
辺
の
神
々
が

当
時
多
度
大
神
と
同
じ
よ
う
な
共
同
体
村
落
の
存
亡
に
か
か
わ
る
危
機
を
迎
え
、
罪
業
感
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て

い
る
。

私
は
、
仏
法
の
救
済
に
よ
っ
て
威
光
を
回
復
し
た
多
度
大
神
の
姿
こ
そ
大
ぶ
り
の
僧
形
立
像
神
像
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
q

し

た
が
っ
て
大
ぶ
り
の
僧
形
立
像
神
像
は
、
あ
ら
た
め
て
礼
拝
の
対
象
と
し
て
造
像
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考

え
て
く
れ
ば
、
大
三
輪
神
社
神
宮
寺
大
御
輪
寺
に
は
僧
形
立
像
神
像
と
と
も
に
小
ぶ
り
の
僧
形
坐
像
神
像
も
そ
な
わ
っ
て
い
た
し
、
ま

た
多
度
神
宮
寺
に
も
僧
形
坐
像
神
像
と
と
も
に
大
ぶ
り
の
僧
形
吃
像
神
像
も
そ
な
わ
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
僧
形
立
像
神
像
は
、
前
述
し
た
僧
形
坐
像
神
像
と
仏
像
（
如
来
像
）
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
安
置
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
僧
形
坐
像
神
像
と
仏
像
（
如
来
像
）
は
相
対
す
る
形
に
安
置
さ
れ
て
い
て
、
人
々
は

そ
れ
を
横
か
ら
眺
め
る
形
を
想
定
し
た
が
、
仏
法
の
救
済
に
よ
っ
て
威
光
を
回
復
し
た
大
ぶ
り
の
僧
形
立
像
神
像
は
仏
像
の
横
に
閥
か

れ
—

僧
形
坐
像
神
像
の
反
対
側
ー
人
々
に
対
面
す
る
形
で
安
置
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

な
お
、
多
度
神
宮
寺
伽
藍
起
賓
財
帳
に
は
、
如
来
像

・
菩
薩
像
群
は
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
神
像
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
神
宮
寺
と
い
う
仏
教
寺
院
の
認
像
と
し
て
は
仏
像
群
の
み
を
明
記
す
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
お

、
推
定
に
推
定
を
重
ね
て
き
た
が
、
本
稿
の
目
的
は
、
草
創
期
神
宮
寺
に
か
か
わ
る
文
献
史
料
と
迫
物
と
し
て
伝
来
し
て
い
る

神
像
群
と
の
関
係
を
合
理
的
に
理
解
す
る
た
め
の
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

草
創
期
神
宮
寺
の
神
像
に

つ
い
て

ノ'¥.
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①
 

草
創
期
神
宮
寺
の
神
像
に
つ
い
て

拙
稿
「
王
土
思
想
と
神
仏
習
合
」
（
『
中
世
封
建
社
会
の
首
都
と
農
村
」
、
東
大
出
版
会
、

富
梨
的
大
経
営
に
の
み
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
と
感
ぜ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

門
脇
禎
二
「
天
長
期
の
政
治
的
位
囮
」
（
「
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
」
七
）
。

地
方
大
社
は
、
首
長
制
的
支
配
下
の
村
々
の
神
祇
信
仰
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
義
江
彰
夫
「
日
本
に
お
け
る
神
仏
習
合
形
成
の
社

「続
日
本
紀
」
天
平
神
護
二
年
七
月
二
三
日
條
゜

延
暦
二
0
年
十
二
月
十
六
日
多
度
神
宮
寺
伽
藍
縁
起
資
財
帳
、
村
山
龍
平
氏
所
蔵
文
菖
。
（
「
平
安
遺
文
」
二

0
号）。

「続
日
本
紀
」
天
平
勝
宝
元
年
二
月
二
日
條
は
「
時
人
号
日
行
基
菩
薩
」
と
記
し
て
い
る
。

一
九
六
六
年
）

斎
藤
望
「
彦
雨
7
本
隆
寺
の
僧
形
神
像
」
（
「
仏
教
芸
術
」

一
九
九
一
年
）

五
セ
ン
チ
）
（
写
真
4
)
。
菩
薩
形
坐
像
神
像
（
像
高
五

一
・
四
セ
ン
チ
）
（
写
真
5
)

な
お
こ
の
文

ブ1

こ
の
よ
う
な
神
像
の
機
能
を
理
解
す
る
上
で
、
十
二
世
紀
に
像
造
さ
れ
た
香
川
県
池
田
町
（
小
豆
島
）
長
勝
寺
所
蔵
の
僧
形
坐
像
神
像
（
像
高
四

の
あ
り
方
は
興
味
深
い
。
こ
れ
ら
三
体
の
セ
ッ
ト
の
神
像
群
は
、
本
来
は
池
田
八
幡
宮
の
本
地
仏
（
r-
体
セ
ッ
ト
）
と
し
て
伝
米
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
明
治
初
年
の
神
仏
分
離
の
際
に
長
勝
寺
に
移
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
体
の
神
像
は
、
卜
ご
世
紀
本
地
垂
跡
思
想
の
形
成
期
に
、
神
が

僧
か
ら
秤
薩

・
如
米
に
転
身
し
て
ゆ
く
過
程
を
形
象
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
過
程
を
解
く
僧
侶
に
よ
る
語
り
が
と
も
な
っ

⑦
岡
直
己
「
僧
形
神
像
考
」
（
「
神
像
彫
刻
の
研
究
J

判
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
註
⑩
参
照
。

会
的
考
察
」
（
「
中
国
ー
社
会
と
文
化
」
七
号
）
参
照
。

註

一
九
八
号
、

・
如
来
形
坐
像
神
像
（
像
品
五
―

•
四
セ
ン
チ

）
（
写
貞6
)

の
史
料
批

一
九
八
四
年
）
。
し
た
が
っ
て
神
の
豊
か
な
め
ぐ
み
は
、

(945) 









⑫ ⑪ ⑩ 

草
創
期
神
宮
寺
の
神
像
に
つ
い
て

の
薬
師
如
来
像
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

附
の
利
害
に
そ
っ
た
密
教
僧
自
身
で
あ
っ
た
。

前
掲

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
僧
形
神
像
は
草
創
期
神
宮
寺
の
僧
形
神
像
を
模
倣
し
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
三
体
の
神
像

は
全
て
供
手
し
て
お
り
、
把
笏
の
あ
と
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
本
文
の
本
隆
寺
蔵
僧
形
坐
像
神
像
の
姿
が
特
殊
な
も
の
で
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
（
京
都
国
立
博
物
館
編

「神
道
美
術
ー
神
々
の
美
と
そ
の
展
開
ー」

前
掲
、
岡
直
己

「僧
形
神
像
考
」。
松
島
健

「地
蔵
菩
薩
像
」
（
一
九
八
六
年
）
。

一
九
七
六
年
）
。

義
江
彰
夫

「
日
本
に
お
け
る
神
仏
習
合
形
成
の
社
会
史
的
考
察
」。
な
お
義
江
氏
の
論
文
に
お
い
て
神
々
が
罪
業
意
識
を
も
つ
と
表
現
し

て
い
る
箇
所
は
舌
足
ら
ず
な
表
現
で
あ
っ
て
威
信
を
失
っ
た
神
が
罪
業
意
識
を
も
っ
て
い
る
か
の
う
よ
う
に
位
置
づ
け
た
の
は
、
あ
く
ま
で
富
栞

仏
像
（
如
来
像
）
と
し
て
は

「薬
師
仏
木
像
壱
躯
」
の
み
が
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
僧
形
坐
像
神
像
が
仏
教
に
よ
る
救
済
を
も
と
め
た
の
は
こ

(949) 


