
法
隆
寺
献
納
金
銅
仏

丙
寅
年
銘
菩
薩
半
珈
像

に

つ
い
て

高

橋

平

明

、

は

じ

め

に

現
在
、
東
京
国
立
博
物
館
法
隆
寺
宝
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
法
隆
寺
献
納
金
銅
仏

は
、
七
世
紀
を
中
心
と
し
て
そ
の
前
後

の
時
代
に
わ
た
り
制
作
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ

る
小
金
銅
仏
の

一
大

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
著
名
で
あ
る
。

こ
の
小
金
銅
仏
群
は
、
四
十
八
体
仏
な
ど
と
も
呼
ば
れ
、
日
本
仏
教
美
術
史
上

に
い
う
と
こ
ろ
の
飛
鳥
-
白
鳳
期
の
仏
像
彫
刻
を
考
え
る
上
で
、
質

・
量
と
も
に

第

一
級
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
五
十
体
を
超
え
る
遺
像

の
な
か
に
は
、

い
く

つ
か
の
在
銘
像
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
制
作
年
代
を
、

刻
ま
れ
た
干
支
か
ら
推
定
で
き
る
像
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
列
品
番
号

一
五
六
号
像

が
あ
る
。

こ
の
像
は

「
丙
寅
」
の
刻
銘
を
も
ち
、
そ
の
形
姿
は
菩
薩
形
で
し
か
も
左
足
を

踏
み
下
げ
る
半
跡
に
つ
く
る
と
こ
ろ
か
ら
、

一
般
に

「丙
寅
年
銘
菩
薩
半
跡
像
」

(以
下
、
丙
寅
銘
像
と
略
す
。
図
版

一
・
二
)
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

と

こ
ろ
で
、
日
本
史
上

で
は
、
「大
化
」
(
西
暦
六
四
五
～
六
四
九
)
が
は
じ

め
て
の
年
号
と
い
わ
れ
、
こ
れ
よ
り
以
前
は
も
と
よ
り
、
八
世
紀
の
初
頭
ま
で
も

年
次
は
干
支
の
み
を
も

っ
て
記
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
仏
像
の
造
像
銘
な
ど

も
例
外
で
は
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
六
〇
年
ご
と
に
同
じ
干
支
が
巡

っ
て
く
る

こ
と
と
な
り
、
ほ
か
に
年
次
を
確
定
で
き
る
も
の
が
な
い
場
合
に
は
、
推
定
さ
れ

る
年
次
も
前
後
に
六
〇
年
ず

つ
動
く
可
能
性
を
も

つ
こ
と
に
な
る
。

丙
寅
銘
像
の

「丙
寅
」
年
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
推
定
さ
れ
る
造
像
年
は
、
推

古
天
皇
十
四
年

(六
〇
六
)
に
あ
て
る
説
と
、

こ
れ
よ
り
干
支

一
巡
く
り
下
げ
た

天
智
天
皇
五
年

(六
六
六
)
に
比
定
す
る
説
と
が
あ

っ
て
未
だ
に
定
説
を
み
な
い
。

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
後
説

の
場
合

で
あ
ろ
う
。
七
世
紀
の
中
～
後
期
は
、

日
本
仏
教
美
術
史
上
に
い
う

「白
鳳
」
時
代
で
あ
り
、
そ
の
美
術
史
的
な
内
容
お

(
1

)

よ
び
そ
れ
に
伴
う

「
飛
鳥
」
時
代
と
の
時
代
区
分
が
検
討
さ
れ
る
と
き
に
、
本
像

が
し
ば
し
ば
そ
の
基
準
的
作
例
の
ひ
と

つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
最
近

の
白
鳳
時
代
区
分
論
は
、
そ
の
上
限
を
天
智
天
皇
九
年

(六
七
〇
)

(
2
)

よ
り
も
遡
ら
せ
て
論
ず
る
傾
向
が
強
く
、
本
像
を
六
六
六
年
の
制
作
と
す
る
論
者
と
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は
白
鳳
時
代
の
美
術
史
的
時
代
観
に
関
し
て
、
か
な
り
の
く
い
違
い
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
、
六
〇
六
年
の
造
像
と
し
て
も
飛
鳥
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
然
、

止
利
仏
師
系
の
作
風
と
の
関
係
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
飛
鳥
-
白
鳳
期
に
お
け
る

本
像
の
位
置
付
け
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
常
に
外
来
様
式
を
受
容
す

る
立
場
に
あ

っ
て
、
新
た
に
流
入
す
る
様
式
と
、
先
に
伝
わ
っ
た
彫
刻
様
式
の
自

律
的
な
展
開
と
が
、
複
雑
に
交
錯
す
る
わ
が
国
当
代
彫
刻
の
系
譜
的
な
解
明
に
も

つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
中
国
文
化
の
伝
達
役
を
努
め
な
が
ら
、
自
国
の

文
化
を
も
独
自
に
発
展
さ
せ
た
古
代
朝
鮮

の
二
国
、
百
済
と
古
新
羅
の
仏
像
彫
刻

の
影
響
に
も
注
意
し
た
い
。

酒

、

像
容

と
尊
名

に

つ
い
て

本
像
は
、
金
銅
仏
の
名
の
と
お
り
、
銅
造
鍍
金
。
台
座
か
ら
頭
部

・
宝
冠
ま
で

一
鋳
す
る
。
台
座
内
部
は
空
洞
で
あ
る
が
、
体
部
は
ム
ク
。
全
体
に
ス
が
少
な
く

(
3
)

銅

の
厚
み
も
あ
り
、
鋳
造
技
術
は
高
い
と
評
価
さ
れ
る
。

宣
字
形
の
台
座
に
坐
し
、
右
足
を
屈
し
左
足
を
踏
み
下
げ
る
半
蜘
と
し
て
右
手

を
頬
に
よ
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
半
跡
思
惟
の
形
姿
を
と
る
。

頭
部
に
は
正
面
お
よ
び
両
耳
上
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
頭
飾
を
戴
き
、
髪
を
結

っ

て
表
現
さ
れ
る
。
上
半
身
は
裸
形
に
つ
く
り
、
腎
釧

・
腕
釧
お
よ
び
胸
飾
を
あ
ら

わ
す
が
、
こ
れ
は
背
面
に
も
着
し
て
い
る
。
三
道
は
み
え
な
い
。
下
身
の
裳
は
宣

字
座
の
正
面
お
よ
び
左
右
面
に
も
垂
れ
、
腰
部
か
ら
左
右
両
側
に
垂
凧
具
を

つ
け

る
な
ど
、
通
例
の
半
珈
思
惟
像
の
図
像
形
式
に
従
う
。
た
だ
し
、
台
座
が
方
形
の

宣
字
座

で
あ
る
例
は
少
な
く
、
い
わ
ゆ
る
裳
懸
座
風
の
お
も
む
き
を
み
せ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
お
く
。

本
像

の
よ
う
に
、
「半
珈
思
惟
」
す
る
形
姿
の
菩
薩
像
は
、
弥
勒
菩
薩
を
あ
ら

わ
し
た
も
の
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
上
代

で
は
、
「半
蹴
思
惟
」
の
図
像
形
式
を
有
す
る
像
は

「菩
薩
」

一
般
に
通
じ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
弥
勒
を
必
ず
し
も
特
定
的
に
示
し
た
も
の
で
は

な
い
と
す
る
鶉

ポ
喰

ま
た
中
国
の
半
惣

惟
像
の
場
負

北
魏
か
ら
陪
に
か

け
て
盛
ん
に
造
像
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
悉
達
太
子
思
惟
像
と
し

(
5

)

て
考

え

ら
れ

て

い

た

と

す

る
説

も

あ

る
。

(
6

)

『過
去
現
在
因
果
経
』
に
よ
れ
ば
、

太
了
今
在
閻
浮
樹
下
、
時
王
即
便
與
諸
群
臣
、
往
彼
樹
所
、
未
至
之
問
、
遥

見
太
子
端

坐
思
惟
、
又
見
彼
樹
曲
蔭
其
躯
深
生
奇
特

と
あ
り
、
こ
こ
に
い
う
太
子
と
は
出
家
前
の
悉
達
太
子
の
こ
と
で
あ
り
、
「端
坐

思
惟
」
と
は
半
珈
し
て
思
惟
す
る
さ
ま
を
い
う
も
の
ら
し
い
。

望
月
信
成
氏
に
よ
れ
ば
、
悉
達
太
子
が
や
が
て
悟
り
を
開
き
釈
迦
仏
と
な
る
こ

と
と
、
菩
薩
と
し
て
修
行
す
る
弥
勒
が
仏
と
な
る
こ
と
と
は
、
前
者
が
過
去
の
修

行
者
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
弥
勒
が
現
在
あ
る
い
は
将
来
の
修
行
者
で
あ
る
こ
と

の
相
違
に
す
ぎ
ず
、
性
格
的
に
は
よ
く
似
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
半
珈
思
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惟
像
は
、
悉
達
太
子
像
で
も
あ
り
か

つ
ま
た
弥
勒
菩
薩
像
で
も
あ
り
え
る
と
さ
れ

(
7

)

た
。
ま
た
田
村
圓
澄
氏
は
、
出
家
前
の
姿
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
点

で
信
仰
上
は
悉

達
太
子
と
弥
勒
は
近
似
的
に
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
半
跡
思
惟
像
を
悉
達
太
子

(
8

)

と
弥
勒
と
に
区
別
し
て
考
え
る
こ
と
は
む
し
ろ
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

つ
ま
り
、
「
半
蹴
思
惟
」
の
図
像
的
形
式
に
関
す
る
限
り
、
両
者
間
の
差
異
を

見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

こ
こ
で
、
日
本

へ
の
弥
勒
菩
薩
像

の
伝
来

に
つ
い
て
み
る
と
、

『
日
本
書
紀
』

敏
達
天
皇
十
三
年

(五
八
四
)
条

に
、
百
済
か
ら
鹿
深
臣
に
よ

っ
て

「弥
勒
石
像

一
躯
」
が
招
来
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
れ
は

「半
跡
思
惟
」
の
図
像
に
従

っ
た

(9
)

も

の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
「半
跡
思
惟
」

の
図
像

形
式
が
、
日
本
仏
教

の
草
創
期

に
す

で

(10
)

に
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
弥
勒
菩
薩
像
と
し
て

「半
跡
思
惟
」
の
形
姿
に
造
像
さ
れ
た
こ
と
が

銘
文
に
よ
り
明
ら
か
な
も
の
は
、
大
阪
野
中
寺
に
伝
わ
る
菩
薩
像

(図
版
四
上
)

で
あ
る
。
こ
の
像
に
も

「丙
寅
」
の
干
支
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
日
付
の
干
支
か
ら

(
11

)

天
智
天
皇
五
年

(六
六
六
)
を
動
か
し
え
な
い
。
丙
寅
銘
像
を
六
〇
六
年
の
造
像

(
12

)

と
み
る
美
術
史
家
の
多
く
は
、

こ
の
野
中
寺
像
と
の
比
較
に
よ

っ
て
六
六
六
年
造

(13
)

像
を
疑
問
視
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
丙
寅
銘
像
は
悉
達
太
子
像
を
、
そ
し
て
野
中
寺
像
は
弥
勒
菩
薩
像

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
し
て
同
年
の
造
像
と
み
る
解
釈
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
半
跡
思
惟
形

の
弥
勒
菩
薩
と
悉
達
太
子
と
を
区
別
す

る
の
は
図
像
学
的
に
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
両
像
の
間
に
は
、
尊
名

な
ど
の
違
い
と
い
う
域
を
超
え
た
、
本
質
的
に
異
な

っ
た
表
現
様
式
が
み
ら
れ
る

と
私
は
考
え
る
。

つ
ま
り
、
尊
名
や
図
像
以
外
の
要
因
に
帰
し
て
そ
の
表
現
様
式

の
違
い
を
解
す
る
べ
き
だ
と
思
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
両
像
に
み
え
る
表
現
様
式
の
質
的
な
相
違
を
、
ま
ず
年
代
差
に

起
因
す
る
も
の
と
し
て
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
丙
寅
銘
像
の
六
〇
六
年
造
像
を
主

張
で
き
る
文
献
的
な
手
掛
り
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
銘
文

よ
り
み
た
造
像
年
代

こ
の
像
の
銘
文
は
、
台
座
最
下
の
椎
の
う
ち
、
踏
蓮
を
の
せ
て
突
出
す
る
椎
の

正
面
付
け
根
の
あ
た
り
か
ら
、
向
か

っ
て
左
側
に
か
け
て
、
文
字
を
横
に
寝
か
せ

て
縦
書
に
し
、
正
面
部
分
に
十
四
字
、
左
側
面
部
分
に
二
〇
字
、
合
計
三
四
字
を

刻
み

つ
け
る
も
の
で
あ
る
。

い
ま
そ
の
全
文
を
記
せ
ば
次
の
と
お
り
と
な
る
。

歳
次
丙
寅
年
正
月
生
十
八
日
記
高
屋

大
夫
為
分
韓
婦
夫
人
名
阿
麻
古
願
南
頂
礼
作
奏
也

ま
た
、
こ
の
銘
文
の
大
意
を
考
え
れ
ば
、
「丙
寅

の
年

一
月
十
八
日
記
す
。
高

屋
大
夫
が
、
死
別
し
た
朝
鮮
人

で
名
を
阿
麻
古
と
い
う
夫
人
の
た
め
を
願

っ
て
造

像
し
た
。
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

野
中
寺
像
の
六
六
六
年
造
立
が
確
定
的
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
以
上
、
丙
寅
銘
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像
が
六
〇
六
年
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
同
年
の
造
像

で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
歴
史
学
的
に
し
か
も
積
極
的
に
本
像
を
と
り
あ

(
14

)

げ
て
六
六
六
年
像
を
主
張
し
た
の
は
、
藪

田
嘉

一
郎
氏
で
あ

っ
た
。

藪
田
氏
が
注
目
し
根
拠
と
さ
れ
た
の
は
、
「
高
屋
大
夫
」
と
み
え
る
と

こ
ろ
の

「大
夫
」
な
る
語
で
あ

っ
た
。
氏
の
主
張
を
引
用
す
れ
ば
、

大
夫
は
タ
イ
ホ
と
よ
ん
だ
や
う
で
あ
る
が
、
和
訓
は
マ
ヘ
ツ
ギ
ミ
、
音
便

で
マ
チ
ギ
ミ

・
マ
ウ
チ
ギ
ミ
と

つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。

マ
ヘ
ツ
ギ
ミ
な
る
語

は
、
天
皇

の
御
前
に
奉
仕
す
る
者

の
義
で
、
古
い
称
呼
と
思
は
れ
る
が
、

こ
れ
を
大
夫
に
当

て
た
の
は
、
わ
が
国
に
官
吏
制
度
が
確
立
し
て
か
ら
の

こ
と
で
は
な
い
か
と
考

へ
ら
れ
る
。

1
中

略
1

わ
が
官
位
制
度
は
文
武
天
皇
の
大
宝
年
に
到

っ
て
創
始
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
此
が
初
め
て
制
度
化
さ
れ
た
の
は
大
化
の
改
新
に
よ
る
と
考

へ
ら

れ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
、
「丙
寅
」
を
天
智
天
皇
五
年

(六
六
六
)

に
結
論
さ
れ
た
。

つ
い
で
、

こ
の

「大
夫
」
に
注
目
し
て
重
要
な
発
言
を
さ
れ
た
の
は
日
本
古
代

(15
)

史
家
の
関
晃
氏

で
あ
る
。
日
本
古
代
史

で
は
、
『
日
本
書
紀
」
に
載
せ
る
大
化
改

新

の
詔
の
信
愚
性
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
関
氏
の
研
究
は
改
新
の
詔
第

一
条

に

「価
賜
食
封
大
夫
以
上
、
各
有
差
」
と
み
え
る

「
大
夫
」
の
実
態
を
探
ろ
う
と
し

た
も
の
で
、
同
時
代
史
料
と
し
て
と
り
あ
げ
た
の
が
本
像
の
銘
文

で
あ

っ
た
。

一
方
、
『
日
本
書
紀
』
推
古
天
皇
紀
、
好
明
天
皇
紀
、
孝
徳
天
皇
紀
な
ど
に
み

え
る

「大
夫
」
を
称
す
る
人
々
は
、
い
ず
れ
も
当
時
の
朝
廷
の
有
力
者
ば
か
り
で

あ
る
。
そ
こ
で
百
歩
譲

っ
て
推
古
朝
に
も

「大
夫
」
な
る

「官
制
上
の
地
位
」
が

成
立
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
臣
連
制
の
最
上
位
を
占
め
る
氏
族
に
し
か
許

さ
れ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
た
。

こ
こ
で
、
「高
屋
大
夫
」
が

『新
撰
姓
氏
録
」
河
内
国
神
別
条
に
み
え
る

「高

屋
連
」
の
氏
人
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
当
時
あ
ま
り
有
力
な
氏
族

で
あ

っ
た
と

も
お
も
わ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
本
銘
文
に
み
え
る

「
丙
寅
」
年
が
推
古
朝
で
は
早

す
ぎ
る
感
が
あ
る
と
し
、
「大
夫
」
な
る
語
の
意
味
す
る
地
位
が
も
う
少
し
下
位

の
貴
族
に
ま
で
あ
て
ら
れ
た
時
代
と
し
て
は
、
天
智
朝
の
ほ
う
が
妥
当
性
は
高
い
、

と
い
わ
れ
る
。

推
古
朝
に

「
高
屋
大
夫
」
を
称
し
た
人
物
が
存
し
な
か

っ
た
と
も
断
言
で
き
な

い
が
、
六
六
六
年
説
を
主
張
す
る
美
術
史
家
は
、
自
説
の
有
力
な
根
拠
と
し
て
い

る
。し

か
し
な
が
ら
、
最
近

の
日
本
古
代
史
、
と
く
に
律
令
官
制
な
ど
の
研
究
に
よ

る
と
、
推
占
朝
に
お
け
る
官
制
、
す
な
わ
ち
冠
位
十
二
階
制
定

(六
〇
三
年
)
の

検
討
に
あ
た
っ
て
、
推
古
朝
の

「大
夫
」
な
る
地
位
を
後
世

の
官
位
の
五
位
以
上

に
相
当
す
る

「冠
位
」
で
あ
る
と
推
定
し
な
が
ら
も
、
官
位
制
11
冠
位
制
が
整
備

に
と
り
か
か

っ
た
ば
か
り
の
こ
の
時
期
に
は
、
「大
夫
」
は
の
ち
の
公
卿
の
よ
う

な
官
職
で
は
な
く
、
有
力
豪
族
を
漠
然
と
さ
す

「臣
連
」
の
語
に
近
い
も
の
で
あ

(16
)

る
と
す
る
説
も
提
出
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
関
氏
の
論
考
の
域
に
と
ど
ま
ら
な

い
よ
う
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
銘
文

の
訓
読

に
あ
た

っ
て
藪
田
氏
は
、
側
面
部
分
の
銘
文

「大
夫

為
分
韓
婦
夫
人
」
の

「分
」
を

「
わ
か
れ

に
し
」
と
訓
み
、
発
願
者
を

コ
局
屋
大

夫
」
、
供
養
者
を

「韓
婦
夫
人
」
と
し
た
。
そ
し
て
こ
の
銘
文
が

「
他
撰
」

で
あ

る
た
め
に

「大
夫
」

の

「尊
称
」
に
対
応
し
て

「夫
人
」
の

「尊
称
」
が
用
い
ら

(17
)

れ
て
い
る
と
さ
れ
た
。

私
は
、

こ
の

「大
夫
」
も

「夫
人
」
も
貴
人

一
般
に
対
す
る

「尊
称
」
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
た
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
意
し
た
い
。

藪
田
氏
は

「大
夫
」
が
官
制

の
施
行

に
と
も
な

っ
て
称
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

と
結
論
さ
れ
る
に
と
ど
ま

っ
た
が
、
関
氏
以
降
、
推
古
朝
に
お
い
て
も

「大
夫
」

は
存
在
し
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
れ
が
、
「官
制
上
の

一
地
位
」

で
あ

る
の
か
否
か
は
議
論

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
官
制

へ
の
組

込
み
と
い
う
動
き
の
第

一
歩
が
、
冠
位
十

二
階
の
制
定
に
あ
る
ら
し
い
と
い
う
指

(18
)

摘
を
考
慮
す
る
と
、
「大
夫
」
な
る
語
が

一
般
に
貴
人
、
す
な
わ
ち
広
く
臣
連
等

を
意
味
し
た
よ
う
な
時
代
は
、
「大
夫
」

が
す
で
に

「
官
制
」

の

一
地
位
」

へ
と

確
立
さ
れ
て
い
く
過
程
上

に
あ

っ
た
天
智
天
皇
五
年

(六
六
六
)
よ
り
も
、
推
古

天
皇
十
四
年

(六
〇
六
)
の
ほ
う
が
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う

の
で
あ
る
。

造
像
銘
中

の
人
名

に
尊
称
が

つ
く
の
は
、
ま
ず
第

一
に
他
撰
に
か
か
る
た
め
だ

ろ
う
が
、
「願
南
元
頂
礼
作
奏
也
」
と
あ

る
よ
う
に
、
追
善
供
養
を
意
味
す
る
文

(19
)

言

で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
関
氏
の
論
考
に
拠

っ
て
い
た
六
六
六
年
造
像
説
も
、

に
わ
か
に
揺
ら
ぐ
こ
と
な
し
と
は
な
ら
な
い
と
思
う
。
銘
文
の
解
釈
か
ら
も
推
古

朝
で
の
造
像
を
主
張

で
き
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

な
お
、
丙
寅
銘
像
像
の
銘
文
を
追
刻

で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ

っ
た
が
、
刻

(20
)

ま
れ
た
字
画
の
内
部
に
も
鍍
金
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
、
し
た
が

っ
て
追

刻
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
。

四
、
類
例
像
と
の
比
較

に
よ
る
考
察

こ
れ
よ
り
、
丙
寅
銘
像

の
表
現
様
式

の
考
察
に
入
る
こ
と
と
し
た
い
。
幸
い
に

も
六
〇
六
年
、
六
六
六
年
い
ず
れ
の
説
に
お
い
て
も
、
そ
の
周
辺
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
類
例
像
に
は
恵
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
諸
像
と
の
比
較
に
よ

っ
て
丙
寅
銘
像

の
様
式
系
譜
を
検
討
す
る
。

(
一
)
六
〇
六
年
造
像
と
み
る
と
き
の
新
し
い
要
素

本
像
を
推
古
天
皇
十
四
年

(六
〇
六
)
の
制
作
と
す
る
と
き
、

こ
の
時
期
と
し

て
は
新
し
い
と
思
わ
れ
る
造
形
上
の
要
素
は
、
き
わ
め
て
わ
ず
か
し
か
な
い
と
思

わ
れ
る
。

い
ま
、
推
古
天
皇
十
四
年
当
時
と
は
、
日
本
仏
教
美
術
史
上
に
い
う
飛
鳥
時
代

で
あ
る
。
こ
の
年

『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
、
飛
鳥
大
仏
の
完
成
を
み
た
の
で
あ

り
、
ま
た
当
代
の
代
表
作
で
あ
る
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像

(図
版
三
)
は
、
本

像
よ
り
お
く
れ
る
こ
と
十
数
年
と
い
う
時
期

(六
二
一二
年
造
像
)
に
あ
た
る
。
そ
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し
て
、

こ
の
飛
鳥
大
仏
お
よ
び
釈
迦
三
尊
像
の
作
者
が
鞍
作
首
止
利
仏
師
と
さ
れ

る
の
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。

そ
の
飛
鳥
時
代
の
仏
像
彫
刻
は
、
こ
の
止
利
仏
師
の

一
派
が
中
心
的
役
割
を
果

た
し
て
い
た
と
さ
れ
、
時
代
様
式
と
し
て
当
代
の
主
流
を
占
め
て
い
た
と
い
わ
れ

る
。
止
利

の
作
風
に
指
導
さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
る
諸
像
を
み
る
と
、
服
制
を
は
じ

め
と
す
る
図
像
的
な
も
の
が
き
わ
め
て
よ
く
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
着
衣
や

宝
冠
の
形
式
な
ど
に
は

「止
利
式
」
と
い
え
る
ほ
ど
近
似
し
た
も
の
を
見
い
出
す

(21
)

こ
と
が
で
き
、
「
止
利
工
房
」
の
存
在
も
説
か
れ
て
い
る
。

こ
の
止
利
様
に
し
た
が

っ
た

一
連
の
諸
像
の
う
ち
、
半
跡
思
惟
の
図
像
形
式
を

も

つ
も
の
が
や
は
り
法
隆
寺
献
納
金
銅
仏
中
に
み
ら
れ
る
。
列
品
番
号

一
五
五
号

像

(図
版
四
下
)
が
そ
れ
で
あ
る
。
七
世
紀
前
半
頃
の
作
風
を
伝
え
て
い
る
と
み

て
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
丙
寅
銘
像
を
六
六
六
年
の
造
像
と
考
え
る
論
者
は
、
こ

の
像
と
の
比
較
を
重
視
す
る
。

ま
ず
服
制
に
注
目
し
た
い
。

一
五
五
号

像
で
は
、
「寛
衣
」
と
呼
ば
れ
る
中
国

式
L
衣
を
着
す
る
の
に
対
し
て
、
丙
寅
銘
像
で
は
上
半
身
を
裸
形
に
あ
ら
わ
れ
る

点
。長

袖
の
上
衣
を
着
し
て
半
跡
す
る
形
姿

は
、
『
別
尊
雑
記
』
に
み
え
る
大
阪

四

天
正
寺
旧
本
尊
の
図
像
と
も
よ
く
似
た
も

の
で
、
「止
利
式
菩
薩
半
珈
像
」
と
い

え
る
も
の
で
あ
る
。
丙
寅
銘
像
が
そ
の
形
制
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
は
、
卜
分
に
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ぎ
に

一
五
五
号
像
は
頭
部
に
大
き
な
山
形
の
宝
冠
を
戴
く
。
こ
れ
は

「三
山

冠
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
同
形
式
の
宝
冠
は
い
ず
れ
も
止
利
系
の
作
風
を
説
か
れ

る
も
の
に
共
通
し
て
い
る
。

法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
の
両
脇
侍
菩
薩
像

(図
版
三
)

法
隆
寺
戊
子
年
銘
釈
迦
脇
侍
像
の
左
脇
侍
菩
薩
像

(「戊
了
」
は
推
古
天
皇

の
.二
六
年
11
六
、
一八
と
い
わ
れ
る
。
戊
子
年
銘
像
と
略
す
。)

法
隆
寺
夢
殿
救
世
観
音
像
の
透
彫
り
宝
冠

(図
版
五
上
)

法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
の
透
彫
り
宝
冠

(図
版
五
下
、
白
雅
元
年
11
六
五

〇
頃

の
造
立
と
い
わ
れ
る
。)

こ
う
し
た
宝
冠
形
式

に
対
し
て
、
丙
寅
銘
像

で
は
い
わ
ゆ
る

「三
面
宝
冠
」
を

戴
く
。

こ
の
形
式
が
日
本

に
お
い
て
は
七
世
紀
も
後
半
に
な

っ
て
多
く
用
い
ら
れ

て
い
る
と
す
る
こ
と
か
ら
、
六
〇
六
年
造
像
と
す
る
と
き
に
は
新
し
い
要
素
と
い

(22
)

わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
丙
寅
銘
像

の
宝
冠
は
、
三
面
宝
冠
の
形
式
に
従

っ
て
は
い
る
も

の
の
、
意
匠
表
現
と
い
い
、
技
法
と
い
い
、
七
世
紀
後
半
に
通
有
の
も
の
と
も
異

(23
)

な
り
、
他
に
類
例
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
。
「
三
面
宝
冠
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

本
節
の
最
後
で
も
う

一
度
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

つ
い
で
胸
飾
の
形
が
あ
る
。

一
五
五
号
像
で
は
、
平
板
状
に
あ
ら
わ
さ
れ
、
V

字
形
の
先
端
を
持

つ
。
こ
れ
も
止
利
式
菩
薩
像
で
は
よ
く
踏
襲
さ
れ
て
お
り
、
止

利
様
式
の
最
晩
年
に
位
置
付
け
ら
れ
、
そ
の
様
式
の
変
容
を
説
か
れ
る

「辛
亥
年

銘
観
音
菩
薩
立
像
」
(法
隆
寺
献
納
金
銅
仏

一
六
五
号
、
「
辛
亥
」
は
白
雅
二
年
11

六
五

一
と
い
わ
れ
る
、
図
版
六
下
)
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
、
丙
寅
銘
像
の
胸
飾
は
こ
れ
と
は
全
く
異
な

っ
て
お
り
、
花
弁
を

一

枚
ず

つ
横
に
連
ね
た
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
連
な
る
珠
玉
の
さ
ま
を
タ
ガ
ネ
の
打

痕
に
よ

っ
て
表
現
し
た
も
の
か
と
も
み
ら
れ
て
、
止
利
式
に
は
な
い
タ
ガ
ネ
技
法

と
し
て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
両
肩
上
お
よ
び
正

・
背
面
の
中
央
に
は

花
型
文
様
を

つ
け
、
垂
下
す
る
飾
り
を
も
表
出
し
て
い
て
像
表
面
の
装
飾
に
も
関

心
が
ふ
り
む
け
ら
れ
て
い
る
か
に
思
え
る
。
こ
う
し
た
表
現
手
法
に
限

っ
て
い
え

ば
、
各
種

の
タ
ガ
ネ
技
法
や
半
戴
九
曜
文
な
ど
に
よ
り
装
飾
性
を
増
す
白
鳳
期

の

金
銅
仏

に
通
じ
る
と
も
い
え
よ
う
。

つ
い
で
髪
と
垂
髪
の
分
析

へ
と
移
り
た
い
。

一
五
五
号
像

で
は
髪
が
み
ら
れ
な

い
の
に
対
し
て
、
丙
寅
銘
像
の
頭
頂
部
に
は
、
単
髪
が
結
わ
れ
て
表
わ
さ
れ
る
こ

と
も
従
来
か
ら
造
形
ヒ
の
新
し
い
要
素
と

し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

一
五
五
号
像
お
よ
び
法
隆
寺
に
伝
わ
る
止
利
式
菩
薩
立
像

(図
版
六
卜
)
に
も
髪
が
み
え
な
い
の
は
、
止
利

一
派
の
鋳
造
技
法
と
関
係
が
深

い
も
の
と
推
測
さ
れ
、
鋳
造
時
に
中
型
を
支
持
す
る
鉄
芯
が
頭
頂
部
を
貫
き
、
鋳

造
後
こ
れ
を
引
き
抜
い
た
ま
ま
と
し
、
髪

を
盛
り
あ
げ
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か

(24
)

と
想
像
さ
れ
る
。

一
方
、
垂
髪
の
表
現

で
は
、

一
五
五
号
像
は
左
右
に
束
ね
た
髪
を
垂
ら
し
、
い

わ
ゆ
る

「蕨
手
」
状
に

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
止
利
式
の
菩
薩
像
に
通
有
の

も
の
で
、
飛
鳥
時
代
仏
像

の
特
徴

の
ひ
と

つ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ

一
五
五
号
像

の
も
の
は
、
か
な
り
形
式
化
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
。
止
利
系
以
外
の
像
で
、

こ
れ
が
知
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
制
作
が
六
世
紀
に
遡
る
か
と
い
わ
れ
る
法
隆
寺
献

納
金
銅
仏

一
五
八
号
像

(図
版
七
右
下
)
ま
た
中
宮
寺
に
伝
わ
る
菩
薩
半
蹴
像
な

ど
で
あ
る
。
丙
寅
銘
像

で
は
、
束
ね
た
髪
を
両
肩
に
房
状
に
流
し
て
あ
ら
わ
し
、

蕨
手
状
の
巻
き
毛
を

つ
く
ら
な
い
。
ゆ
え
に
、
造
像
年
代
は
七
世
紀
の
後
半
に
く

だ
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。

以
上
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
諸
部
分
に
わ
た
り
六
〇
六
年
造
像
と
考
え
ら
れ
る

新
し
い
要
素
と
は
、
着
衣

・
宝
冠
と
い
い
、
髪
や
蕨
手
状
垂
髪
の
有
無
と
い
い
、

主
と
し
て
図
像
的
な
形
式
の
違
い
か
ら
説
か
れ
て
い
て
、
彫
刻
の
質

に
か
か
わ
る

も
の
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
服
制
な
ど
の
形
式
的
問
題
で

「
止
利
式
」
か
ら
は
ず
れ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
飛
鳥
様
式
に
も
列
な
ら
な
い
の

は
問
題
が
あ
ろ
う
。
前
章
で
も
み
た
よ
う
に
、
丙
寅
銘
像
が
六
〇
六
年
造
像
の
可

能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
像
を
止
利

一
派
の
系
列
と
は
別
個

の
そ
れ
に
属
す
る
と
い
う
見
方
も
生
じ
て
く
る
。
当
代
の
主
流
た
る
止
利
系
に
対

し
て
、
そ
の
傍
系
を
想
定
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
造
形
様
式
と
し

て
は
飛
鳥
様
式
の
枠
内
に
留
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
そ
の
止
利
様
式
に
代
表
さ
れ
る
飛
鳥
彫
刻
の
造
形
様
式
と
は
い
か
な
る
も

の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

飛
鳥
彫
刻
は
、
日
本

に
お
け
る
本
格
的
彫
刻
の
第

一
段
階
に
あ
た
り
、
従
来
よ

(
25

)

り
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
ず

「正
画
性
の
強
調
」
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は

換
言
す
れ
ば

「
側
面
」

へ
の
関
心
が
薄
い
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現
実

の

「量
」

と
し
て
の

「
奥
行
」
と
い
う
次
元
を
本
来
的
に
有
し
て
い
る

「
彫
刻
」
と
い
う
表

現
形
式

で
は
、
立
体
性
の
呈
示
が
不
十
分
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
概
念
的
な
造
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形
あ
る
い
は
非
写
実
が
半
ば
必
然
的
な
結

果
と
な
る
。

止
利
仏
師
の
代
表
作
と
し
て
知
ら
れ
る
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
に
つ
い
て
み

れ
ば
、
ひ
と

つ
の
光
背
内
に
.・.体

の
仏
像

を
収
め
る

コ

光
..一尊
」
の
構
成
自
体

が
、
観
者
の
視
点
を
求
心
的
に
強
く
ひ
き

つ
け
る
。
台
座
前
縁

に
裳
を
長
く
垂
ら

し
て
安
定
感
の
あ
る
中
尊
と
左
右
対
称
に
直
立
し
て
動
き
の
な
い
両
脇
侍
像
と
は
、

緊
密
に
連
絡
し
た

一
個
の

「塊
」
と
し
て
視
野
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て

い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
像
を

一
体
の
も
の
と
し
て
視
覚

の
う
ち
に

捉
え
る
に
は
、
、、、尊
像
の
真
正
面
で
、
し
か
も
あ
る
程
度
の
距
離
を
も

っ
て
観
者

は
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
位
置
か
ら
釈
迦
三
尊
像
を
み
る
と
き
、
像
表
面
の
凹
凸
の
印
象
は

弱
め
ら
れ
、
そ
の
か
わ
り
に
同

一
平
面
上

に
展
開
す
る
各
部
分
の
輪
郭
線
の
み
が

知
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
い
わ
ば
、
立
体
感
の
消
失
で
あ

っ
て
、
二
次
元
化
さ

れ
た
世
界
が
現
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
効
果
が
成
立
す
る
以
L
、
奥

行

へ
の
関
心
は
不
必
要
な
こ
と
が
r
解
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
正
面
か
ら
は
目
の

届
か
ぬ
背
面
部
分
は
造
作
さ
れ
て
も
意
味
を
も
た
な
い
。

法
隆
寺
釈
迦

、、尊
像
に
お
い
て
は
、
中

尊

・
両
脇
侍
と
も
に
腕
の
立
体
的
な
存

在
感
が
な
い
。
屈
す
る
腕
の
奥
行
量
は
表

現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
よ
く
、

体
部
か
ら
す
ぐ
に
手
首
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。
ま
た
よ
く

知
ら
れ
た
事
実
と
し
て
は
、
中
尊
の
背
面

に
あ
た
る
後
頭
部

の
螺
髪
や
後
背
部
の

着
衣
な
ど
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、
両
脇
侍
像
に
い
た

っ
て
は
ち
ょ
う
ど
体
側
線
か

ら
正
面
に
あ
た
る
部
分
だ
け
を
鋳
造
し
て
い
て
、
能
面
の
よ
う
な
形
状
に
造
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
く
法
隆
寺
夢
殿
と
救
世
観
音
像
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
側
面
か
ら
み
る
と
腹

部
を
突
き
出
し
て
猫
背
で
あ
る
。
像
の
厚
み
は
正
面
観
か
ら
す
る
印
象
に
比
べ
る

と
す
こ
ぶ
る
薄
く
、
異
常
な
痩
身
が
造
形
の
具
体
性
の
乏
し
さ
を
露
呈
し
て
い
る
。

こ
の
像
の
造
形
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
こ
と
ご
と
く
正
面

へ
と
傾
注
さ
れ
た
か
に

見
え
、
奥
行
方
向

へ
の

「量
」
の
獲
得
に
は
ふ
り
向
け
ら
れ
な
か

っ
た
に
違
い
な

い
。そ

の
か
わ
り
像
の
正
面
部
分
の
構
成
は
、
あ
た
か
も
絵
画
的
と
な
る
。

つ
ま
り
、

異
な

っ
た
距
離

に
あ
る
も
の
、
遠
近
関
係
を
同

一
の
平
面
に
表
現
し
よ
う
と
す
る

た
め
で
あ
る
。
そ
の
点
、
裸
形

で
な
く
上
衣
を
着
し
た
り
、
「品
字
」

の
衣
文
を

も

つ
裳
を
前
縁
に
長
く
垂
ら
す
な
ど
の
図
像
は
、
こ
う
し
た
表
現
に
は
格
好
の
も

の
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
二
次
元
的
な
表
現
に
最
も
苦
心
の
さ
ま
を
み

る
の
は
、
「
魚
の
ヒ
レ
状
」
と
形
容
さ
れ
る
垂
下
す
る
天
衣
で
あ

っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

飛
鳥
彫
刻
に
お
い
て
は
、
彫
刻
の
み
に
許
さ
れ
て
い
る
現
実

の
立
体
性
、
こ
と

に
奥
行
次
元
の
量
の
も

つ
効
果
を
有
効
に
使
え
な
か

っ
た
た
め
に
、
表
現
さ
れ
た

対
象
は
非
現
実
的
で
あ

っ
て
写
実
表
現
を
こ
な
し
き
れ
て
い
な
い
。

一
語
で
い
え

ば
、
「
平
面
的
な
彫
刻
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
右
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
飛
鳥
様
式
に
、
丙
寅
銘
像
を
位
置
づ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
像
が
半
珈
思
惟
の
形
姿
に
つ
く
ら
れ
る
た
め
に
、
み
か
け
の
上
で
は
奥
行
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の
量
を
有
す
る
か
に
思
え
る
が
、
仮
に
こ
の
像
が
立
像
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
場

合
を
想
像
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
量
感

の
印
象

に
乏
し
く
、
立
体
性
を
指
向
し
た
積

極
的
な
彫
刻
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
丙
寅
銘
像
の
モ
デ

リ
ン
グ
の
特
質
は
、
野
中
寺
像
と
の
比
較

に
よ
り
い
っ
そ
う
明
瞭
と
な
る
は
ず
で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
次
節
に
詳
述
す
る
。

こ
こ
で
は
最
後
に
、
飛
鳥
彫
刻
の

「平

面
性
」
が
時
代
の
推
移
と
と
も
に

「立
体
性
」
の
把
握

へ
と
向
か
う
過
程
を
、
宝

冠
の
形
式
と
技
法
と
の
面
か
ら
あ
と
づ
け

て
み
た
い
。

止
利
式
菩
薩
像

の
宝
冠
が
三
山
冠
と
呼
ば
れ
る
形
式
で
あ
る
こ
と
は
前
に
指
摘

し
た
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
夢
殿
救
世
観
音
像
の
宝
冠

(図
版
五
上
)
で
あ

る
。
こ
の
像
は
木
造

で
あ
り
宝
冠
は
別
製

と
な
る
が
、
「透
彫
り
」
技
法
に
よ

っ

て
い
る
。
ほ
ぼ
同
様

の
も
の
に
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
の
宝
冠
が
あ

っ
て
、
い
ず

れ
も
唐
草
文
系

の
意
匠
を
巧
み
に
連
接
し

て
装
飾
さ
れ
る
。
こ
の
二
例
は
共
に
ほ

ぼ
等
身
大
像

で
あ
り
、
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
の
両
脇
侍
像
の
宝
冠
な
ど
止
利

式
菩
薩
の
戴
く
宝
冠
の

「
実
物
大
モ
デ
ル
」
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
に
み
る

「透
彫
り
」
と
は
平
板
を
切
り
抜
い
て
つ
く
る
も
の

で
、
全
く
二
次
元
的
な
意
匠
構
成
と
表
現
を
持

つ
こ
と
に
留
意
し
た
い
。

透
彫
り
宝
冠
が
金
銅
仏
に
お
い
て
表
現

さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、

一

五
五
号
菩
薩
半
跣
像
や
法
隆
寺
止
利
式
菩
薩
立
像

(図
版
六
L
)
の
宝
冠
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
三
山
冠
の
形
式
に
従
い
な
が
ら
、
宝
冠
の

「面
」
を
タ
ガ
ネ
に
よ

っ
て

「線
彫
り
」
に
し
、
そ
の
刻
線
に
よ
っ
て
意
匠
を
形
ど
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点

で
二
次
元
的
な
造
形
表
現
に
通
じ
る
も
の
が
見
出
せ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
は
七

世
紀
の
前
半
ご
ろ
の
表
現
技
法
で
あ
る
。
戊
子
年
銘
像
の
宝
冠
に
も
同
じ
形
式

・

技
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
線
と
面
と
に
よ

っ
て
表
現
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

同
じ
止
利
系
の
菩
薩
立
像
で
も
白
維
二
年

(六
五

一
)
の
造
像
と
し
て
知
ら
れ
る

辛
亥
銘
像
の
宝
冠
中
に
阿
弥
陀
如
来

の
化
仏
を
あ
ら
わ
す
輪

)
ワ」
れ
の
み
を
タ
ガ

ネ
で
線
彫
り
し
て
お
り
、
他
の
部
分
は

ロ
ウ
型
の
段
階
で
あ
ら
か
じ
め
彫
刻
し
て

(27
)

あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
七
世
紀
の
中
ご
ろ
に

「平
面
的
」
な
彫
刻
と

「半
肉
彫
り
」

と
い
う
奥
行
を
も

っ
た
彫
刻

の
共
存
を
知
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
が

つ
い
で
六
五
八
年
頃

の
制
作
と
い
わ
れ
る
大
阪
観
心
寺
の
観
音
菩
薩
立

像

(図
版
七
上
)

で
は
、
化
仏
を
は
じ
め
頭
飾
全
体
が

ロ
ウ
型
の
段
階
か
ら
彫
出

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
そ
の
意
匠
も
花
型
文
風
と

な
り
、
正
面
と
左
右
両
耳
上
に
独
立
す
る
。
私
は
、
こ
の

「花
型
文
意
匠
の
三
面

宝
冠
」

こ
そ
白
鳳
期

の
宝
冠
形
式
で
あ
る
と
考
え
た
い
。

宝
冠
形
式
の
流
れ
は
、
こ
の
あ
と
六
六
六
年
の
造
立
が
知
ら
れ
る
野
中
寺
像
の

宝
冠

へ
と
発
展
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
右
の
と
お
り
宝
冠
の
造
形
で
も
二
次
元
的

な
も
の
か
ら
立
体
的
な
も
の
へ
と
い
う
動
き
が
み
ら
れ
、
飛
鳥
彫
刻
か
ら
白
鳳
彫

刻

へ
の
展
開
に
歩
調
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
思
う
。

こ
こ
で
丙
寅
銘
像
の
宝
冠
を
検
討
す
る
と
、
三
面
に
頭
飾
を
有
す
る
と
は
い
え
、

そ
の
い
ず
れ
の
意
匠
も
七
世
紀
後
半
の
作
例
に
み
ら
れ
る
花
型
文
で
は
な
い
。
タ

ガ
ネ
に
よ
る

「線
彫
り
」
で
あ

っ
て

「平
面
的
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
こ
の
こ
と
は
丙
寅
銘
像
が
飛
鳥
彫
刻
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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(二
)
六
六
六
年
造
像
と
す
る
と
き
の
占
い
要
素

丙
寅
銘
像
の
最
も
大
き
な
特
色
は
、
そ
の
き
わ
め
て
細
い
体
部
に
細
い
腕
を
組

み
合
わ
せ
、
し
か
も
そ
の
体
部
に
は
不
釣
合
い
に
大
き
な
頭
部
を
持

つ
モ
デ
リ
ン

グ

で
あ
る
。
こ
と
に
強
く
し
ぼ
ら
れ
た
腰

は
特
異
な
印
象
さ
え
与
え
る
も
の
で
あ

る
。一

方
、
大
阪
野
中
寺
に
伝
わ
る
弥
勒
菩
薩
像
で
は
、
こ
う
し
た
造
形
と
は
全
く

対
照
的
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
も

っ
て
い
る
。
裸
形
の
L
半
身
と
い
い
、
両
腕
と

い
い
、
豊
か
に
肉
を
も

っ
て
肥
満
し
、
ふ
く
よ
か
な
肉
身
の
量
感
表
現
に
成
功
し

て
い
る
。

こ
れ
は
丙
寅
銘
像
に
お
い
て
は
実
現
さ
れ
な
か

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
各
部
分

に
わ
た

っ
て
造
形
の
具
体
化
が
押
し
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で

も
、
野
中
寺
像
が
ま
さ

っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
図
像
的
な
形
式
に
関
し

て
は
、
両
像
と
も
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
部
分
の
造

作
を
詳
細
に
み
て
い
く
と
、
い
ず
れ
も
丙
寅
銘
像
の
ほ
う
が
抽
象
的
で
あ
ら
わ
さ

れ
て
い
る
の
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
は
野
中
寺
像
と
丙
寅
銘
像
と

の
彫
刻
の
本
質
的
な
差
を
考
え
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。

ま
ず
野
中
寺
像

の
宝
冠
は
、
花
型
の
意
匠
を
中
心
に
し
技
法
的
に
も
半
肉
彫
り

し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述

の
と
お
り
、
こ
の
よ
う
な
三
面
宝
冠
こ
そ
七
世
紀
後
半

の
宝
冠
を
代
表
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
宝
冠
に
比
べ
る
と
丙
寅
銘

像
の
宝
冠
は
意
匠
的
に
も
技
法
的

に
も
単
純
で
あ
る
。
こ
の
像
に
野
中
寺
像
の
よ

う
な
宝
冠
が
想
像

で
き
な
い
の
は
、
丙
寅
銘
像
が
作
品
と
し
て
自
己
完
結
的
で
あ

り
彫
刻
の
質
と
し
て
異
な
る
も
の
を
受
け

つ
け
な
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
目
の
形
が
あ
る
。
丙
寅
銘
像
で
は
上
瞼
と
ド
瞼
の
線
が
円
弧
を
な
し
、

い
わ
ゆ
る
杏
仁
様
に
近
い
。
刻
線
の
効
果
に
よ

っ
て
目
を
表
現
し
て
お
り
、
概
念

的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
大
き
く
切
長
に
つ
く
る
目
は
面
相
に
独
特
な
明
る
さ

を
与
・え
て
い
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「
ア
ル
カ
イ

ッ
ク
ス
マ
イ
ル
」
に
通
じ
る

と
も
み
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
野
中
寺
像

で
は
眼
球
に
よ
る
上
瞼
の
盛
り
上
が

る
さ
ま
を
実
際
に
モ
デ
リ
ン
グ
し
、
奥
行
量
を
与
え
る
こ
と
で
写
実
的
な
表
現
に

成
功
し
て
い
る
。

こ
こ
に
も
平
面
的
な
彫
刻
か
ら
立
体
的
な
彫
刻

へ
の
移
行
が
み

ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
目
は
、
野
中
寺
像
の
表
情
に
ひ
た
す
ら
沈
思
冥
想
す
る
弥
勒

菩
薩
の
現
実
的
な
雰
囲
気
を
伝
え
て
い
る
。

つ
い
で
耳
と
垂
髪

に
つ
い
て
比
較
し
て
み
た
い
。
野
中
寺
像
で
は
、
外
耳
輪
を

大
き
く
ふ
く
ら
ま
せ
な
が
ら
、
耳
朶
を
強
く
し
ぼ
っ
て
円
筒
に
近
く
造
形
さ
れ
て

い
る
。
し
か
も
こ
の
耳
朶
が
頭
部
と
は
離
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
た
い
。
肩
に
か
か
る
垂
髪
は
房
状
に
つ
く
ら
れ
、
実
際
の
造
形
に
あ

っ
て
は
厚

み
の
量
を
獲
得
し
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
丙
寅
銘
像

で
は
耳
朶
の
表
現
の
仕
方
が
全
く
違

っ
て
い
る
。
外

耳
輪
か
ら
強
く
し
ぼ
ら
ず
幅
広

の
ま
ま
、
船
底
形
の
耳
朶
を

つ
く

っ
て
い
る
。
し

か
も
野
中
寺
像
の
よ
う
に
頭
部
か
ら
独
立
し
な
い
。
内
耳
輪

(耳
郭
)
も
き
わ
あ

(28
)

て
簡
素
に
つ
く
り
写
実
的
な
差
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
垂
髪
の
盛
り
上
げ
も
控
え

め
で
あ
る
。
冠
紐
は
こ
の
上
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
が
、
タ
ガ
ネ
の
刻
線
に
よ
る
の
み

(29
)

で
垂
髪
と
の
厚
み
の
違
い
は
な
い
に
等
し
い
。
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野
中
寺
像

の
冠
紐
は
像
と
は
別
製
の
銅
板
で
あ
り
、
花
型
に
よ

っ
て
カ
シ
メ
止

(30
)

め
る
と
い
う
手

の
込
ん
だ
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
全
高
わ
ず
か
に
三
十
セ
ン
チ
ほ

ど
の
小
像

で
も
、
実
物
大
像
を
忠
実
に
縮
小
し
よ
う
と
い
う
作
品
製
作
上
の
意
図

が
知
ら
れ
る
と
と
も
に
、
実
際
に
そ
れ
を
可
能
に
し
た
技
術
の
向
上
に
も
留
意
す

る
べ
き
で
あ
る
。

写
実

へ
の
指
向
と
そ
の
実
現
度
に
み

る
両
像
の
差
は
、
手
の
造
形
に
も
あ
ら
わ

れ
て
い
る
。
丙
寅
銘
像
の
場
合
、
最
も
美
し
い
の
は
腕
か
ら
胸
に
か
け
て
の
モ
デ

リ
ン
グ
で
は
な
い
か
と
思
う
。
銅
の
鋳
肌
を
活
か
し
た
質
感
の
表
出
に
も
成
功
し

て
お
り
、
前
腎
後
腎
の
バ
ラ
ン
ス
も
良
好

で
あ

っ
て
、
細
い
体
部
と
の
絶
妙
な
組

合
せ
は
こ
の
像
に
独
特
な
情
緒
を
与
え
て
い
る
。
腕
と
か
肩
と
い
う
よ
う
な
単
純

な
輪
郭
の
構
成
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
適
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
造
形
と
い
う
印
象

が
強
い
。
と
こ
ろ
が
、
手
首
か
ら
先
の
や
や
複
雑
と
な
る
部
分

で
は
、
あ
ま
り
に

抽
象
化

・
単
純
化
さ
れ
す
ぎ
て
お
り
、
仕
上
げ
も
丁
寧
と
は
い
い
が
た
い
こ
と
か

(31
)

ら
、

一
転
し
て
古
拙
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
で
も
野
中
寺
像

の
手
指
の
表

現
は
全
く
写
実
的
で
あ
る
。

一
節
ご
と
の
筋
目
ま
で
刻
み
、
ま
る
味
を
帯
び
て
奥

行
量
を
も
ち
、
た
い
へ
ん
具
体
的
な
造

形
を
呈
示
し
て
い
る
。

丙
寅
年
銘
像
の
抽
象
的
な
表
現
は
、

屈
す
る
右
足
と
腹
前
部
と
に
み
え
る
裳
の

折
れ
方
が
単
純
な
平
行
線

で
あ
る
こ
と

に
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
と
お
り
各
部
分
を
と
り
あ
げ

て
比
較
す
る
と
、
野
中
寺
像
の
彫
刻
に
具

体
性
を
感
じ
る
の
は
、
対
象

の
モ
デ
リ

ン
グ
を
確
か
な
も
の
に
し
、
造
形
上
の
実

際
の
奥
行
量
を
獲
得
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
丙
寅
銘
像
の
彫
刻

が
平
面
的

・
二
次
元
的
な
世
界
に
と
ど
ま

っ
た
の
に
対
し
、
七
世
紀
後
半
の
彫
刻

(32
)

る
味
を
帯
び
て
立
体
的
な
表
現
を
展
開
し
は
じ
め
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と

は
、
素
材

へ
の
取
り
組
み
方
11
実
製
作

の
面
か
ら
み
れ
ば
、
野
中
寺
像
は
い
っ
そ

う
積
極
的
な
彫
塑
作
業
を
受
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
対
象
の
具
体
化
を
め
ざ
す

「写
実
彫
刻
」

へ
の
前
進
と
理
解
さ
れ
る
。

し
か
も
丙
寅
銘
像
の
故
意
に
彫
り
刻
む
こ
と
を
控
え
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る

彫
刻
表
現
か
ら
、
対
象
を
よ
り
具
体
的
に
、
現
実
に
近
づ
け
て
呈
示
し
よ
う
と
す

る
野
中
寺
像

の
彫
刻

へ
の
進
展
こ
そ
、
日
本
上
代
の
仏
像
彫
刻
に
お
い
て
は
、
飛

鳥
彫
刻
か
ら
白
鳳
彫
刻
、
さ
ら
に
は
天
平
彫
刻

へ
と
展
開
す
る
最
も
大
き
な
変
化

で
あ

っ
た
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
国
の
影
刻
様
式
に
同
様
な
動

き
が
あ
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
仏
像
彫
刻
が
た
え
ず
影
響
を
受
け
て
き
た
こ
と
か

(33
)

ら
し
て
、
あ
ま
り
に
も
明
白
で
あ
ろ
う
。

抽
象
性
を
脱
却
し
て
写
実
を
指
向
す
る
造
形
上
の
動
き
が
、
当
代
に
お
い
て
は

歴
史
的
な
進
展
で
も
あ

っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
六
六
六
年
造
像
と
な
る
野
中
寺

像
の
彫
刻
表
現
は
新
様
な
の
で
あ
り
、
丙
寅
銘
像
の
そ
れ
に
比
べ
て
進
ん
だ
も
の

と
い
う
結
論
に
達
す
る
。
し
た
が

っ
て
丙
寅
銘
像
を
六
六
六
年
の
造
像
と
考
え
る

と
き
に
感
じ
ら
れ
る
古
拙
さ
は
、
六
〇
年

の
時
間
的
隔
た
り
に
あ
る
と
し
て
理
解

さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
章
に
も
述

べ
た
よ
う
に
丙
寅
銘
像
が
止
利
様
式
、
特
に
そ
の
図

像
的
な
形
式
か
ら
は
ず
れ
る
た
あ
に
飛
鳥
彫
刻
に
は
該
当
し
な
い
と
す
る
問
題
を

考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
飛
鳥
彫
刻

の
範
疇

で
主
流
を
形
成
し
た
の
が
止
利
様
で
あ
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る

と

し

て
、

傍

流

と

し

て

の
非

止

利

様

と

い

っ
た
系

譜

を
探

る

こ
と

は

で
き

な

い

も

の
だ

ろ

う

か

。

そ

の
壬
・
掛

り

は

「
半

跡

思

惟

」

と

い

う
図

像

形

式

に

あ

る

よ

う

に
思

わ

れ

る

。

五
、
非
止
利
様
式
と
し
て
の
丙
寅
銘
像
の
系
譜

の
問
題

丙
寅
銘
像

の
様
式
的
源
流
と
し
て
、
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
蔵
と
な
る
金
銅
菩

薩
半
珈
像

(以
ド
、
韓
国
中
央
博
像
と
略
す
、
図
版
七
左
ド
)
を
指
摘
さ
れ
る
の

は
松
原
三
郎
氏
で
あ
る
。

方
形

の
台
座
を
お
お
う
衣
の
ひ
だ
も
同
じ
だ
が
、
止
身
裸
で
細
い
腕
、
同

じ
一、.面
頭
飾
を
附
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
頭
部
に
止
め
金
が
残

っ
て
い
る

こ
と
で
明
自

で
あ
る
。

こ
と
三
国
時
代
の
半
珈
思
惟
像
は
、

一
応
、
中
国

の
北
朝
代
に
様
式
基
準
を
求
め
る
と
東
魏
初
期
初
期
様
に
比
定
さ
れ
る
点
、

製
作
年
代
は
五
七
〇
～
五
八
〇
年
代
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
中
国
の
北
朝
様

に
通
ず
る
痩
身
細
面

の
造
像
な
が
ら

一
面
、
北
朝
様
で
は
理
解
さ
れ
な
い

ま
る
味
や
情
緒
性
も
感
じ
ら
れ
る

の
は
、
或
い
は
北
朝
鮮
と
は
異
な
る
系

譜
す
な
わ
ち
、
南
朝
様
の
影
響
に
よ
る
百
済
の
特
色
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

と
述

べ
ら
れ
、
丙
寅
銘
像

の
造
像
年
代

に

つ
い
て
は
、
「
百
済
金
銅
像
を
基
準

に

す
れ
ば
、
彼
我
の
年
代
差
を
約

、.レ
年
考
え
て
、
六
〇
六
年
と
す
べ
き
だ
と
思
う
」

(34
)

と

い

わ

れ

る
。

痩

身

を

意

識

し

て

「
細

い
体

部

に
細

い
腕

」

を
組

み

合

わ

せ

た
造

形

は

、

韓

国

中
央
博
像
が
丙
寅
銘
像
の
祖
形
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
感
じ
さ
せ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
丙
寅
銘
像
で
は
頭
部
が
体
部
に
比

べ
て
過
大
と
も
い
え
る
こ

と
、
顔
の
表
情
に
は
独
特
な
明
る
さ
の
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
は
大
き
な
違
い
と
い

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
銅
の
鋳
肌
を
活
か
し
た
体
表
の
質
感
表
現
や
前
腎
後
胃
の
バ

ラ
ン
ス
の
良
さ
な
ど
に
は
、
丙
寅
銘
像
に
よ
り
進
ん
だ
も
の
を
感
じ
る
。
韓
国
中

央
博
像
と
丙
寅
銘
像
と
の
中
間
に
あ
り
、
造
形
的
に
影
響
を
与
え
た
作
品
が
存
在

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
丙
寅
銘
像
が
よ
り
直
接
的
に
造
像
の
手
本
と
し
た
の
は
、
「痩
身
細
面
」

を
特
色
と
し
て
七
世
紀
前
半
ま
で
に
日
本

へ
伝
え
ら
れ
て
い
た
、
い
わ
ゆ
る

「渡

来
系
」
の
菩
薩
半
珈
像
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

こ
の
造
像
例
は
、
明
ら
か
に
止
利
の
系
譜
と
は
異
な
る
も
の
で
、
長
野
観
松
院

に
伝
わ
る
菩
薩
半
珈
像

(図
版
八
右
上
)
を
最
古
と
し
て
、
奈
良
神
野
寺
像

(図

版
八
右
ド
)
を
経
て
、
七
世
紀
中
ご
ろ
に
は
和
歌
山
極
楽
寺
像

(図
版
八
左
下
)

へ
と
続
く
も
の
で
あ
る
。
観
松
院
像
は
六
世
紀
末
に
遡
る
か
と
も
み
ら
れ
、
ま
た

朝
鮮
半
島
で
の
製
作
も
説
か
れ
る
が
、
神
野
寺
像
や
極
楽
寺
像
な
ど
は
、
顔
の
表

情
と
い
い
、
屈
す
る
右
足
の
裳
の
翻
る
さ
ま
と
い
い
、
観
松
院
像
ほ
ど
の
厳
し
さ

や
鋭
さ
が
な
い
。
お
そ
ら
く
観
松
院
像
な
ど
を
模
し
た
日
本

で
の
造
像
に
よ
っ
て

(35
)

変
容
し
、
原
形
式
か
ら
乖
離
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
系
譜
の
朝
鮮
半
島
で
の
遺
例
と
し
て
は
、
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
蔵
の
も
う

一
体
の
金
銅
菩
薩
半
跡
像

(図
版
八
左
上
、
旧
徳
壽
宮
小
像
と
略
す
)
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
像
は
韓
国
中
央
博
像
よ
り
も
さ
ら
に
表
情
が
柔
和
と
な
り
、
「痩
身
細
面
」
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の
モ
デ
リ
ン
グ
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
各
部
分
の
造
形
L
の
把
握
は
確
か
と
な

り
旦
ハ体
化
の
方
向

へ
一
歩
進
ん
だ
も
の
だ
と
い
え
る
。
観
松
院
像
以
ド
な
ど
に
図

(36
)

像
的
形
式
も
よ
く
A
口致
し
、
六
世
紀
最
末
年
ご
ろ
の
造
像
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

像
と
韓
国
中
央
博
像
と

の
中
間
あ
た
り

に
、
法
隆
寺
献
納
金
銅
仏

一
五
八
号
像

(図
版
七
右
下
)
を
置
く
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
韓
国
中
央
博
像
以
下

に

一
連

の
小
型
半
跡
像

の
系
譜
が
知
ら
れ
る

わ
け
だ
が
、
韓
国
中
央
博
像
も
旧
徳
壽

宮
小
像
も
百
済

で
の
造
像
を
説
か
れ
る
の

は
大
変
興
味
深
い
。
百
済
系

の
金
銅
仏

の
作
例
と
し
て
半
跡
形
式
以
外
の
も
の
を

あ
げ
る
と
す
れ
ば
、
法
隆
寺
献
納
金
銅
仏

一
四

二
号
の

一
光
三
尊
像
の
両
脇
侍
菩

薩
像

(図
版
九
右
上
)
あ
る
い
は
奈
良
法
起
寺
に
伝
わ
る
菩
薩
立
像
な
ど
が
知
ら

れ
る
。

い
ず
れ
も
穏
や
か
な
顔
貌
を
も
ち
、
細
い
体
部
に
細
い
腕
を
組
み
合
わ
せ

て
い
る
が
、
頭
部
と
体
部
は
バ
ラ
ン
ス
良
く
釣
り
合
い
、
全
体
を
破
綻
な
く
ま
と

め
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
感
じ
強
い
。

『
日
本
書
紀
』
敏
達
天
皇
レ
ご
、年

(五
八

四
)
条
に
記
さ
れ
る

「弥
勒
石
像

一
躯
」
が
鹿
深
臣
に
よ
っ
て
百
済
か
ら
招
来
さ

れ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
う
る
し
、
観
松
院
像
が
小
像
で
あ
る
こ
と
か
ら
舶
載
も
想

像
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
丙
寅
銘
像
の

つ
く
ら
れ
た
六
〇
六
年
の
前
後

に
こ
う
し

た
百
済
系
の
小
型
半
蹴
像
が
日
本

に
伝

え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
も
高

く
、
特

に

「細
い
体
部
に
細
い
腕
」
を
組
み
合
わ
せ
た
丙
寅
銘
像
の
造
形
に
限

っ
て
み
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
半
跡
像
か
ら
学
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
丙
寅
銘
像
は

「痩
身
」

で
は
あ
る
が

「細
面
」
で
は
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
体
部
に
比
し
て
頭
部
が
過
大

で
あ
る
こ
と
、
そ
の
表
情
も
穏
や
か
と
い
う

よ
り
は
細
部
に
こ
だ
わ
ら
ぬ
、
あ
る
種
の
お
お
ら
か
さ
が
み
え
る
こ
と
、
あ
る
い

は
銅

の
鋳
肌
を
活
か
し
た
な
め
ら
か
な
肉
身
表
現
と
い
っ
た
点
で
は
、
こ
れ
ら
百

済
系

の
造
形
様
式
の
影
響
だ
け
を
み
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
ろ
う
。

(37
)

丙
寅
銘
像
が
古
代
朝
鮮
の
仏
像
彫
刻
と
深
い

つ
な
が
り
を
持

つ
こ
と
は
、
「止

利
式
半
跡
像
」
と
は
違

っ
た

「半
珈
思
惟
」
の
形
姿
か
ら
も
う
か
が
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
七
世
紀
の
古
代
朝
鮮
半
島
、
わ
け
て
も
新
羅
で
の
半
跡
思
惟
像

の
信
仰
事
情
が
注
意
さ
れ
よ
う
。

(38
)

田
村
圓
澄
氏
は
百
済
に
お
る
弥
勒
の
信
仰
が

「小
像
を
中
心
に
し
た
個
人
的
な

も
の
」
で
あ
り
、
ま
た
伽
藍
の
本
尊
と
さ
れ
る
大
像
の
場
合

に
は
、
「
菩
薩
」

で

は
な
く
成
道
し
た

「仏
」

で
あ

っ
た
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
新
羅
の

場
合
に
は
、
「半
蹴
思
惟
」
す
る
形
姿
を

「下
生
す
る
弥
勒
」
と
し
、
下
生
そ
の

こ
と
に
信
仰
上

の
意
味
を
見
出
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
菩
薩
と
し
て
の
弥
勒
は

「国
家

の
救
世
者
」
と
考
え
ら
れ
、
鎮
護
国
家
的
な
仏
教
と
し
て
社
会
的
な
ひ
ろ

が
り
を
も

っ
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
特
に
三
国
時
代
か
ら
朝
鮮
半
島
の
統

一
に
い
た
る
混
乱
期
に
あ

っ
て
新
羅
軍
事
力
の
中
核
を
な
し
た

「花
郎
集
団
」
が

ド
生
し
た
弥
勒
を
宗
教
的
な
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
お
り
、
こ
の
花
郎
は
下
生
し
た

弥
勒
菩
薩
と
し
て
民
衆
か
ら
仰
が
れ
、
国
家
に
豊
楽
安
穏
を
も
た
ら
す
こ
と
を
期

待
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な

「国
家
的
な
規
模
」
で
信
仰
の
厚
か

っ
た
弥
勒

菩
薩
は
、
仏
殿
本
尊
と
し
て
の
大
像
で
も

「半
跡
思
惟
」
の
形
姿
に
造
顕
さ
れ
た

(39
)

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
新
羅

で
の
弥
勒
半
跡
思
惟
像

の
厚

い
信
仰
は
、
飛
鳥
時
代
の
わ
が
国
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に
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
京
都
広
隆
寺
の

「宝
冠
弥
勒
」
と
呼
ば
れ
る
半
珈
思
惟
像

(図
版
九
右
下
)
が
そ
れ
を
物
語

っ
て
い
る
。
こ
の
像
は
、
『
日
本
書
紀
』
推
古
天

(40
)

皇
ご
二

年

(六
二
三
)
条

に
記
さ
れ
る
新

羅
奉
献
像
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
も

と
も
と
は
乾
漆
が
か
け
ら
れ
現
在
目
に
す
る
の
は
、
そ
の
下
地
に
あ
た
る
わ
け
だ

が
、
造
形
様
式
の
系
譜
を
同
じ
く
す
る
像

は
朝
鮮
半
島
に
も
存
在
す
る
。
韓
国
国

立
中
央
博
物
館
蔵
と
な
る
大
型

の
金
銅
菩
薩
半
跣
像

(図
版
九
左
ド
、
旧
徳
寿
宮

大
像
と
略
す
)
で
あ
る
。

こ
の
.
一像
が
ほ
ぼ
同
じ
造
形
様
式
に
従
う
の
は
明
ら
か

で
、
止
利
様
式
に
み
え
る
厳
格
な
表
現
も
な
く
、
ま
た
奥
行
量
を
え
て
ま
る
味
を
帯

び
た
表
現
と
い
う
点
で
は
百
済
系
小
像
以
上
に
進
ん
だ
立
体
表
現
に
巧
み
で
あ
る
。

図
像
的
形
式
も
よ
く
似
て
お
り
、
非
常
に
親
し
い
関
係
の
あ
る
こ
と
は
い
う
を
ま
た

な
い
。
広
隆
寺
像
が
推
占
天
皇
三

一
年

(六
.
一.、.)
前
後

の
造
像
と
な
れ
ば
、
法

隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
が
止
利
仏
師
に
よ

っ
て
造
顕
さ
れ
た
時
期

に
あ
た
り
、
し

か
も

「新
羅
伝
来
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
非
止
利
系
の
第
二
の
流
れ
と
い
え
よ

う
。
旧
徳
寿
宮
大
像
で
は
広
隆
寺
像
以
加

に
ま
る
味
を
帯
び
、
立
体
感

の
表
出
に

成
功
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
実
際
の
彫
刻

に
お
け
る
奥
行
次
元
の
量
も
獲
得
し
て

い
る
。
た
と
え
ば
頬
の
ふ
く
ら
み
は
、
日
本

・
韓
国
い
ず
れ
の
当
代
作
品
に
し
て

も
稀
な
も
の
で
、
量
感
表
現
の
巧
み
さ
を
象
徴
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
体
表
の
質
感
表
現
に
も
、
金
銅
仏

の
鋳
肌
を
活
か
し
た
柔
ら
か
さ
が
感
じ

(41
)

ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
当
代
古
新
羅
彫
刻
の
特
徴
で
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
丙

寅
銘
像
が
百
済
系
小
型
半
跡
像
に
み
る

「細
い
体
部
に
細
い
腕
」
を
組
み
合
わ
せ

た
モ
デ
リ
ン
グ
を
手
本
に
し
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
だ
が
、
「
半
珈
思
惟
」
の

図
像
的
形
式
を
も
つ
こ
と
も
合
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
古
新
羅
系
彫
刻

の

影
響
も
当
然
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

従
来
よ
り
、
百
済
と
の
交
流
は
仏
教
文
化
史
的
に
多
く
説
か
れ
て
き
た
が
、
新

羅
の
及
ぼ
し
た
影
響
に
関
す
る
研
究
は
比
較
的
近
年
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿

で
は

占
新
羅
の
影
響
を
、
そ
の
弥
勒
11
半
珈
思
惟
像
と
す
る
信
仰
事
情
か
ら
も
推
定
し

た
の
は
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
古
新
羅
彫
刻

の
実
体
は
い

ま
ひ
と

つ
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
現
状
に
も
よ

っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
影
響

の
蓋
然
性
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
ろ
う
。
百
済
の
作
風
を
先
学
が
指
摘
し
て
き
た

の
と
同
じ
よ
う
に
、
将
来
的
に
は
古
新
羅
の
そ
れ
も
丙
寅
銘
像
な
ど
か
ら
引
き
出

せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

六
、
結

び

丙
寅
銘
像
の
造
形
様
式
は
、
日
本
上
代
の
彫
刻
史
に
お
い
て
ひ
と
り
特
異
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
推
古
天
皇

一
四
年

(六
〇
六
)
の
造
像
と
み
て
飛
鳥
彫
刻
に
編
入
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
そ
の

飛
鳥
彫
刻

の
概
念
と
は
、

い
ま
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
よ
う
に
止
利
様
式
の
み
な

の
で
は
な
く
、

こ
れ
と
は
系
譜
を
別
に
す
る
流
れ
の
あ

っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る

と
思
う
。
止
利
様
式
以
外

の
系
列
を
認
め
る
こ
と
は
、
日
本
上
代
の
彫
刻
様
式
に

大
き
く
負

っ
て
い
た
と
は
い
え
、
実
作
品
に
お
い
て
は
、
中
国
様
式

つ
ま
り
は
百

済
や
新
羅
と
い
っ
た
独
自

の
作
風
に
、
あ
る
い
は
中
国
様
式
で
も
新
旧
の
様
式
、
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南
朝
と
北
朝
の
様
式
な
ど
様
々
な
要
因

に
よ

っ
て
織
り
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
も

つ
な
が
る
と
考
え
る
。

こ
う
し
た
複
数
の
表
現
様
式
が
混
然
と
交
錯
し
な

が
ら
存
在
し
て
い
た
の
が
飛
鳥
彫
刻

の
実

相
な
の
で
あ
り
、
法
隆
寺
を
中
心
と
し

た
遺
像

の
上
か
ら
時
代
様
式
と
考
え
ら
れ

て
い
る
の
が
止
利
様
式
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
そ
し
て
輻
較
す
る
こ
れ
ら
の
影
響
は
、
日
本
に
お
け
る

「古
典
的
彫
刻

の
完
成
」
す
な
わ
ち
写
実
表
現

へ
の
究
極
的
な
到
達
を
示
す
天
平
彫
刻

へ
と
発
展

的
に
推
移
し
て
ゆ
く
過
程
の
な
か
で
、
ま
ず
中
国
南
朝
様
式
が
消
え
、
七
世
紀
中

ご
ろ
に
百
済
の
滅
亡
と
と
も
に
そ
の
影
響
が
、

つ
い
で
中
国
北
朝

(北
斉

・
北
周

・

階
)

の
様
式
が
と
い
う
よ
う
に
次
々
と
影
を
ひ
そ
め
て
い
き
、
初
唐
お
よ
び
統

一

新
羅
の
作
風
が
白
鳳
彫
刻
を
指
導
し
、
天
平
彫
刻
の
写
実
的
に
完
成
し
た
作
風
を

盛
唐
様
式
が
生
み
だ
し
た
こ
と

へ
と
結
実
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

白
鳳
な
る
時
代
に
つ
い
て
は
、
長
期
に
区
分
す
る
に
せ
よ
、
短
期

に
区
分
す
る

に
せ
よ
、
お
よ
そ
七
世
紀
の
最
後
の
四
半
世
紀
を
初
唐
様
式

の
指
導
下

に
あ

っ
た

と
考
え
、
七

一
〇
年
の
前
後
で
天
平
時
代

と
す
る
点

で
は
大
方

の

一
致
を
み
て
い

る
。
し
た
が

っ
て
、
時
代
区
分
問
題
は
白
鳳
期

の
上
限
が
六
七
〇
年
ご
ろ
か
ら
ど

れ
だ
け
遡
れ
る
か
を
追
求
す
る
の
が
正
当

の
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
う
し
た
拡
大

は
中
国
北
斉

・
北
周

・
階
様
と
い

っ
た
旧
様
を
ひ
く
作
品
の
多
く
も
ま
た
こ
の
時

(
42

)

期
に
ズ

レ
込
む
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。

し
か
し
、
新
旧
あ
る
い
は
自
他

の
様
式

の
多
様
性
を
こ
の
よ
う
な
白
鳳
時
代
に

お
い
て
認
め
る
と
し
て
も
、
丙
寅
年
銘
像

の
も

つ
様
式
に
つ
い
て
は

「す
で
に
唐

様
式
も
現
わ
れ
よ
う
と
す
る
後
者

の
年
代

(六
六
六
年
)
は
遅
す
ぎ
る
き
ら
い
が

(43
)

あ
る
」
と
い
う
毛
利

久
氏
の
指
摘
が
正
鵠
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
丙
寅
銘

像
は
推
古
天
皇

一
四
年

(六
〇
六
)
の
造
像
で
あ
り
飛
鳥
彫
刻
に
お
け
る

「非
止

利
様
式
」
の
ひ
と

つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
作
例
だ
と
思
わ
れ
る
。

(
一
九
八
七

・
十
二
了

昭
和
五
九
年
度
文
化
財
学
科
卒
業
)

註

(1
)
飛
鳥
時
代
と
白
鳳
時
代

の
時
代
区
分

に

つ
い
て
は
、
大
化
改
新

目
六
四
五
年
を
も

っ

て
ほ
ぼ
七
世
紀
後
半
全
体
を
白
鳳
時
代
と
す

る
説
と
、
天
智
天
皇
九
年

(
六
七
〇
)
を

も

っ
て
区
分
す

る
説
と
が
あ

る
。
前
説

に
あ

っ
て
は
多
様
な
彫
刻
様
式

の
展
開
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
、
壬
申

の
乱

H
六
七

二
年
頃
ま

で
を
白
鳳
前
期
と
し

て
扱

い
、
後
説

で

は
こ
の
期
間
を
飛
鳥
後
期

と
し
て
扱

う
。
特

に
後
説

で
は
中
国
初
唐
様
式
が
白
鳳
様
式

を
指
導

し
た
時
代

と
考

え
て
い
る
。

町

田
甲

一

「上
代
彫
刻
史
上

に
お
け
る
様
式

時
期
区
分

の
問
題
」

(『
仏
教
芸
術
』
三

八

・
三
九
、

一
九
五
九

年
。

の
ち

『上

代
彫
刻
史

の
研
究
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、

一

九
七
〇
年
)

毛
利

久

「白
鳳
彫
刻

の
新
羅
的
要
素
」
(
田
村
圓
澄

・
洪
淳

和
編

『新
羅
と
飛
鳥

・

白
鳳

の
仏
教
文
化
」
所
収
、

一
九
七
五
年
、
吉
川
弘
文
館
)

の
ち

『仏

像
東
漸
」

に
第

三
章
と
し

て
再
収
録

(法
蔵
館
、

一
九
八
三
年
)

久
野

健

『
飛
鳥
白
鳳
天
平
仏
」
「
第

二
章
白
鳳
時
代
」

(法
蔵
館
、

一
九
八
四
年
)

(
2
)
特

に
、
中
国
初
唐
様
式

の
投
影
を
白
鳳
様
式

に
み
る
説

に
あ

っ
て
は
、
初
唐
様
式

の

流
入
が
六
七
〇
年

よ
り
も
遡

る
と
説

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

大
橋

一
章

「川
原
寺

の
造
仏

と
白
鳳
彫
刻

の
上
限

に

つ
い
て
」

(『
仏
教
芸
術
』

一
二

八
、

一
九
八
〇
年
)
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(3
)
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

飛
鳥
資
料
館

編

『
飛
鳥
白
鳳

の
在
銘
金
銅
仏
」

(同
朋
舎
、

一
九
七
ヒ
年
)

に
よ
る
所
見

で
あ
る
。

ま
た
同
書

に
よ
る
法
量
は
次

の
と
お

り
。

総
高

四

一
・
五

㎝

像
高

(頭
頂
～
左
足
下
)

.、」八

・
五

㎝

(4
)
内
藤
藤

一
郎

「
夢
殿
秘
仏
と
中
宮
寺
本
尊
」

(
『東
洋
美
術
」

四
～
六

・
八
、

一
九
三

〇

・
.、。
一
年
)

(
5
)
水
野
清

一

「
半
蜘
思
惟
像

に

つ
い
て
」

(『
東
洋
史
研
究
』

五
-

四
、

一
九
四
〇
年

の

ち

『
中
国

の
仏
教
美
術
」
所
収
、
平
凡
社
、

一
九
六
八
年
)

(
6
)

『
大
正
新
脩
大
蔵
経
」
第
三
巻

六

二
九
。
な
お
絵
因
果
経

の
該
当
部
分

に
も
、
悉

達
太
r
は
半
跡
思
惟

の
姿

に
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。

(
7
)
望
月
信
成

『
日
本
卜
代

の
彫
刻
」
「
第
.、一章
飛
鳥
時
代
」

(創
元
社
、

一
九

四
三
年
)

(
8
)
田
村

圓
澄

「
半
跡
思
惟
像

の
諸
問
題
」

(田
村

圓
澄

・
黄

壽
永
編

『
半
珈
思

惟

の
研

究
」
所

収
、
占

川
弘
文

館
、

一
九
八
五
年
)

望
月
氏

の
註

7
論
考
が
半
跡
思
惟
像
が
翅
頭
末
城
時
代

の
出
家

学
道
直
前

の
姿

を
あ

ら
わ
す
も

の
と
し
、

こ
の

「
出
家
前

の
姿
」
と

い
う
点

で
悉
達
太
r

の
出
家
直
前

の
場

合

に
通
じ
る
も

の
で
あ

る
と
結
論
さ
れ

て
い
る
。

(
9
)
藤
澤

一
夫

「鹿

深
臣

百
済
将

来
弥
勒

石
像
説
」

(
『史

　
と
美

術
」

一
七
七
、

一
九
四

七
年
)

(
10
)
半
跣
思
惟
像

の
展
開
を

イ

ン
ド
か
ら
日
本

に
お
よ
ぶ
広

い
視

野

で
言

及
さ
れ
た
も

の

に
、
毛
利

久

「
半
跡
思
惟
像

の
系
譜
」

(『
大
和

の
古
寺

・
一
・
中
宮
寺
法
輪
寺
法
起

寺
』
所
収
、

一
九
七
九
年
、
岩
波
書
店
)
「
半

珈
思
惟
像

と

そ
の
周
辺
」
註

8
田
村

・

黄
氏
編
前
掲
書
所
収

の
論
考
が

あ
る
。

(
11
)

こ
の
銘
文

は
台
座
下
椎
右
側

か
ら
背
面
を
通

っ
て
左
側
面
ま

で
、

二
字
ず

つ
三

一
行

に
わ
た

っ
て
刻
ま
れ
る
。

丙
寅

年

四

月
人

旧
八

日
癸

卯
開

記
栢

寺
智

識
之

等
詣

中
宮

天
皇

大
御

身
勢

坐
之

時
誓

願
之

奉
弥

勒
御

像
也

友
等

人
数

一
百

十
八
是
依

六
道

四
生

人
等

此
教

可
相

之
也

こ
の

「
四
月
大

旧
八

日
」
が

「
癸
卯
」

に
あ
た
る
年
は
、
六
六
六
年

よ
り
他

に
な
く
し

た
が

っ
て
ほ
ぼ
誤
り
な
く
、

こ
の
年

の
造
像
と
し

て
お
さ
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

(12
)
六
〇
六
年
説
を
主
張
す
る
人

に
L
原
昭

一
、
佐
藤
昭
夫
、

田
中
義
恭
、
町
田
甲

一
、

毛
利

久
、
松
原
三
郎
、
望
月
信
成
な
ど

の
各
氏

が
あ
る
。

ま
た
六
六
六
年
説
を
と
る

人
に
は
久
野

健
、
小
林

剛
、
野
間
清
六
、
福
山
敏
男
、
源

豊
宗
、
藪
田
嘉

一
郎
、

鷲

塚
泰
光

な
ど

の
各
氏
が
あ
る
。

(
13
)
福
山
敏

男
氏

の
論
考

に
よ
れ
ば
、
丙
寅
銘
像

は
橘
寺
か
ら
法
隆
寺

に
移
管
さ
れ
た
小

金
銅
仏

の
う
ち
の

一
体

に
あ
た
り
、
鎌
倉
時
代
頃

に
は
法
隆
寺
側

の
記
録

に
よ
れ
ば
如

意
観
音
、

ま
た
橘
寺
側

の
記
録

に
よ
れ
ば
弥
勒
菩
薩
と
し

て
記
さ
れ
る
も

の
の
よ
う
で

あ

る
。

福
山
敏
男

「
橘
寺

の
造
立
と

そ
の
伽
藍
配
置
」

(『
日
本
建
築
史

研
究
』
所
収
、
墨
水

書
房
、

一
九
六
七
年
)

(14
)
藪
田
嘉

一
郎

「
丙
寅
年
高
屋
大
夫
造
像
記
考
釈
」
(
『
美
術

研
究
」

一
四
八
、

一
九

四

八
年
)

(
15
)
関

晃

「
大
化
前
後

の
大
夫

に

つ
い
て
」
(
『
山
梨
人
学
学
芸
学
部
研
究
報
告
』
十
、

一
九
六
四
年
)

(
16
)
武
光

誠

『
日
本
古

代
国
家
と
律
令
制
』

「
第

一
章

冠
位
制

の
展
開

と
位
階
制

の
成

立

」

(吉
川

弘
文
館
、

一
九
八

四
年

)

(
17
)

こ
れ
は
、
福
山
氏

が
註
13
前
掲
論
文

に
お
い
て

「高
屋
大
夫
」
と
自
ら
尊
称
を
用
い

る
の
は
不
自
然

と
し

「分
」

を

「高
屋
大
夫

の
分
と
し

て
」
と
訓
み
、
発
願
者

を
韓
婦

夫
人
と

し
た
こ
と

へ
の
藪

田
氏

の
批
判

に
よ
る
。
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(18
)
註

16
武
光
氏
前
掲
論
考
。

(
19
)

「大
夫
」
同
様

に

「夫
人
」

な
る
語
も
、
令
制
が
施
行
さ
れ

て
か
ら

は

「
妃
」
「
嫡
」

な
ど
の
語

と
と
も

に
女
性

の

「
官
制
的
な
地
位
」
を
示
す
も

の
と
し

て
規
定

さ
れ

て
お

り
、
特

に

「夫

人
」
は
天
皇

の
め
と

っ
た
臣
下

の
女
性
と

い
う
意
味
を
も
ち
容
易

に
名

乗

り
う
る
も

の
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。

お
そ
ら
く
は

「大
夫
」

と
似

た
よ
う

な
経
緯

を
た
ど

っ
た

の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

(
20
)
註
3
前
掲
書

に
よ
る
。

(
21
)

町
田
甲

一

『
日
本
古

代
彫
刻
史

概
説
」

「
第

三
章

飛
鳥
時

代
」

(中
央

公
論
美
術

出

版
、

一
九
七

四
年
)

上
原
昭

一

『
飛
鳥

・
白
鳳
彫
刻
」

二

一
、
至
文

堂
、

一
九
六
八
年
)
な
ど
。

(22
)
主
と
し

て
久
野

健
氏

に
よ
る
。

久
野

健

「飛
鳥
白
鳳

天
平
時

代

の
半
跡
像
」
註
8
田
村

・
黄
氏
編
前
掲
書
所
収
。

(
23
)

こ
れ
に
近

似
す
る
も

の
と
し

て
は
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵

旧
小
倉

コ
レ
ク
シ

ョ
ン
の

四
腎
菩
薩
立

像

(
尊
名
不
明
)

の
戴
く
宝
冠
を
知

る
程
度

で
あ

る
。

そ
の
像

は
、
高
句

麗
像

と

い
い
、
あ
る

い
は
統

一
新
羅
像
と
も

い
わ

れ

一
致

し
な

い
。

(図
版

九
左
上

)

浅

井
和

春

「
寄
贈

小
倉

コ
レ
ク

シ

ョ
ン
所

収
、

朝
鮮

三
国

の
仏

像

に

つ
い

て
」

(
『
ミ

ュ
ー
ジ

ア
ム
」
三
七

二
、

一
九
八

二
年
)

松
原
三
郎

『
韓
国
金
銅
仏
研
究
」

(吉
川

弘
文
館

、

一
九

八
五
年
)
図

版

一
〇

七
解

説
。
ち
な

み
に
同
書

に
よ
れ
ば
像
高

は

一
三

・
八

㎝
。

(24
)
鉄
芯
を
引
き
抜

い
た
穴

を
塞

ぐ
際

に
髪

を
表
現
し
な
か

っ
た

の
は
、
大
き
な
宝
冠

の

た
め

に
隠

れ
て
み
え
な
い

こ
と

に
な
る
か
ら

で
あ

っ
て
、
後

に
記
す
よ
う

に
飛
鳥
彫
刻

の
正
面
観
重
視

の
結

果
、

像

の
背
面

に
あ
た
る
部
分

の
造
作
を
省
略
す

る
の
と
同

じ
手

法

で
は
な
い
か
と
思
う
。

(
25
)
主

と
し

て
町
田
甲

一
氏
な
ど

に
よ

る
。
註

21
町

田
氏
前
掲
書

な
ど
。

(
26
)
化
仏
を
あ

ら
わ
す
最
古

の
例

と
い
わ
れ
る
。

(
27
)

ロ
ウ
型

の
段
階

で
、
ど
の
程
度
ま

で
彫
刻

を
ほ
ど
こ
し
て
い
た
の
か
と

い
う
問
題
は
、

法
隆
寺
献
納
金
銅
仏

列
品
番

号

一
八
〇
号
像

(
図
版

一
〇
左
上
)

の
例
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
観
音
像

は
、

何
ら
か

の
事
情

の
た
め

に
そ

の
製
作

を
中
断

さ
れ
た
ま
ま
現
在

に
伝

わ
る
も

の
で
あ
る
。
頭
部

に
み
え
る
花
型
文
は

タ
ガ
ネ

に
よ

っ
て
整
形

さ
れ
た
も

の
で

あ
る

の
に
対
し

て
、
胸
飾
部
分

は
鋳
上
が
り

の
ま
ま
未
整
形

の
段

階
を
示

し
て
い
る
と

考
え
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
像
と

ほ
ぼ
同

一
の
作
者

の
手

に
な
る
も
の
と
思

わ
れ

る
大
阪
金
剛
寺

の
観
音
菩
薩
立
像

(図
版

一
〇
右
上
)
を
み
れ
ば
、

一
八
〇
号
像

の
完

成
し

た
状
態
を
知

る
こ
と

が
で
き

よ
う
。

(
28
)
本
像

で
は
左
右

の
耳
朶

の
形

が
著

し
く
異

な
る
が
、

こ
れ

は
右
耳
朶
前
縁
部
分
が
欠

け
る
た
め
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
は
鋳
造
時

の
湯
ま
わ
り
不
良

に
原
因
す

る
も

の
と
考
え

ら
れ
る
。

(
29
)
像

の
肉
盛

り
が
鋳
造

に
際
し

て
得
ら
れ
な
か

っ
た
部
分
を

タ
ガ
ネ
の
刻
線

に
よ

っ
て

あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分

に
腰
か
ら
垂
れ
る
凧
飾

が
あ
る
。
向
か

っ
て

右
側
面

の
リ
ボ

ン
状

の
飾
り
は
タ
ガ
ネ
に
よ

っ
て
刻
線
が

つ
け
ら
れ

て
い
る

の
に
対

し
、

左
側
面

の
も

の
は
手

つ
か
ず

で
あ

る
が
、

こ
の
差

は
銅

の
肉
厚

に
関
係
す
る
か
も
し
れ

な

い
。

(
30
)
註

3
前
掲
書

の
解
説

に
よ
る
。

(
31
)

「古
拙

さ
」

と
い
う
点

に

つ
い

て
上
原

昭

一
氏

は
註

21
前
掲
書

「
弥
勒
菩
薩
像

の
周

辺
」

で
以
下

よ
う
に
述

べ
ら
れ
る
。

「
野
中

寺
像
を

は
じ
め
と
し
、

白
鳳
期

の
遺

像
と

目

さ
れ
る
諸
作
品

の
三
面
頭
飾

を
し
ら

べ
る
と
、
い
か
に
も
素
朴

な
こ
の
像

の
表
現
形

式

に
は
省
略
化

で
は
な
い
初
発
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
1
中
略
ー

こ
の
像

は
単

に
古
様
を

と
ど
め

て
い
る
と

い

っ
た
様
式

で
は
な
く
、

そ
れ
自
身

の
も

つ
初
発
性

を
示
す
作
風
だ

と

い
え
よ
う
。
」
と
さ
れ
推
古
天
皇

一
四
年

(六

〇
六
)

の
造
像

お
よ
び
止

利
と

は
別
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派

の
工
房

の
製
作

と
を
主
張
さ
れ
る
。

(
32
)

野
中
寺
像

と
同
年

の
製

作
を
L
張
さ
れ

る
野
間
清
六
氏

は
次

の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

「推
占

天
皇

一
四
年

に
お
く
論
者
も
あ
る
。

そ
れ

は
こ
の
像

に
は

一
見
す

る
と
、

非
常

に
占
様

な
稚
拙
感

が
あ
る
た
め

で
あ
る
が
、
よ
く
見
れ
ば

そ
れ

は
稚
拙
な
も

の
で

は
な
く
、
止
利
派

の
整
然

と
し
た
造
型
を
通
過
し
、
む
し
ろ
そ
れ

へ
の
反
動
と
し

て
、

自
由

な
柔
軟

さ
を
求

め
た
新

し
さ
を
示
し

て
い
る

の
で
あ
る
。
形
式

の
上

に
は
異
な

る

も

の
あ

っ
て
も
野
中
芋

の
弥
勒
菩

薩
像
と

の
間

に
は
、
感
覚

に
お

い
て

一
脈
通
ず

る
も

の
が
存
在
す

る
。
」

『
飛
鳥

・
白
鳳

・
天
平

の
美
術
」

「
四
白
鳳
と

い
う
時
代
」
、
至
文
堂
、

一
九
六
六
年
)

し
か

し
な

が
ら
野
間
氏

の
い
わ
れ
る

「止

利
派

の
整
然
さ
」

に
対
す
る

「
反
動
」
と
し

て
の

「
自
由
な
柔
軟

さ
」
を
求

め
た
彫
刻

と

い
う

の
は
、
た
と
え
ば
兵
庫
鶴
林
寺

の
観

音
菩
薩
立
像

に
み
え
る
柔

か
な
姿
勢

の
表

現

に
こ
そ
あ
た
る
も

の
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た

野
中
寺
像
と

の
間

に

「感
覚

に
お
い

て

一
脈

通
ず
る
も

の
」
と
は
、
丙
寅
銘
像

の
作
風

を
変
容
さ

せ
て
七
世
紀
後
半
頃

に
造
像
年
代

の
降

る

で
あ
ろ
う
法

隆
寺

献
納
金
銅
仏
列

品
番
号

一
六

一
号
像

に
み
ら
れ

る
も
の
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
33
)
註
1
毛
利
氏
前
掲
論
文
お

よ
び
註

21
町
田
氏
前
掲
書
。
野
中
寺
像

の
彫
刻
は
、
肥
満

気
味

の
肉
身
が
体
節
ご
と

に
組

み
合

わ
さ
れ
る
感

が
あ
り
、

こ
れ
は
中
国

階
代

の
様
式

に
従
う
も

の
と

い
わ
れ

る
。
右
前
掲
書
な

ど
で
は
、
階
様
式

の
造
形
表
現

に

「
ブ

ロ
ッ

ク
を
重
ね
た
よ
う
な
」
と

い
う
記
述
を

み
る
。

こ
の
様
式

に
よ
る
半
跡
像

の
例

と
し

て

は
法
隆
寺
献
納
金
銅
仏
列
品
番
号

一
六
三
号
と

一
六

四
号

の
相
似
像

(図
版

一
〇
右
下
)

が
知
ら
れ
る
。

(
34
)
松
原
三
郎

「
飛
鳥
白
鳳
仏
源
流
考

・
一
」

(『
国
華
」
九

三

一
、

一
九
七

一
年
)

ま
た

同
氏
は

『
韓
国
金
銅
仏
研
究
」
図
版

一
五

の
本
像
解
説

に
お
い
て

「
様
式
上
、
百
済

の

六
世
紀
代

に
遡
り
得
る
半
跡
像
」

の
可
能
性
が
考
慮

さ
れ

る
作
品

と
い
わ
れ
、
百
済

で

の
造
像

を
強

調
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
同
書

に
よ
る
と
本
像

の
全
高

は
二
八

・
五

㎝
。

(
35
)
松
原

三
郎

・
田
辺
三
郎
助

『小
金
銅
仏
』

(東
京
美
術
、

一
九
七
〇
年
)
図
版
解
説
、

久

野

健

『占

代
小
金

銅
仏
」

(小

学
館
、

一
九

八
二
年
)
、

同
氏
註

22
前
掲

論
文
。

な
お
、
法
量

は
次

の
と
お
り
。

観
松
院
像

三
〇

・
○

㎝

神
野
寺
像

一
六

・
七

㎝

極
楽
寺
像

.
ゴ
∵

五

㎝

ま
た
、
対
馬
浄
林
寺

に
伝

わ
る
下
身
だ
け

の
像
も
お
そ
ら
く
は
同
例

で
あ
ろ
う
。

大
西
修
也

「
対
馬
浄
林
寺

の
銅
造
半
跡
像

に

つ
い
て
」
註
8
前
掲
書
所
収
論
文

お
よ
び

「
百
済
半
跡
像

の
系
譜

に

つ
い
て
」

(『
仏
教
芸
術
』

一
五
八
、

一
九
八
五
年
)

(36
)
松
原
氏
註

23
前
掲
書
図
版

一
四
解
説

に
よ
れ
ば

「
温
和
な
容
貌

や
穏

や
か
な
体
躯

の

つ
く
り

こ
そ
百
済
造
像
と
比
定
す

る
根
拠

と
な

ろ
う
。
」

と
述

べ
ら
れ

て
い
る
。

(37
)
銘
文
中

に
み
え

る

「
韓
婦
夫
人
」

の

「
韓

1ー
カ

ラ
」
が
朝
鮮
半
島

か
ら
の
渡
来
人
と

の
関
係
を
推
測
さ
せ

る
か
ら

の
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
像
を
渡
来
仏
と
考
え

る
説
は
お

こ
な
わ
れ
ず
、
国
内

で
の
造
像
が

一
般
に
説
か
れ
る
。

佐
藤
昭
夫
氏
も
本
像

に
朝
鮮
半
島

の
強

い
影
響
を

み
る

ひ
と

り

で
あ

っ
て
、

「韓

邦

夫
人

で
あ
る
阿
麻
古

の
た
め

に
、
高
屋

の
大
夫

が
、
朝
鮮

の
帰
化
人
系
仏
師
を
え
ら
ん

だ
と
す

る
推
測

も
可
能
な

の

で
は
な

か
ろ
う
か
。
」

と
い
わ
れ

る
。

(
佐
藤
昭
夫

『
法

隆
寺
献
納
金

銅
仏
」
、

講
談
社
、

一
九
七
五
年
)

こ
こ
で

「
韓
邦
夫
人
」

の

「
邦
」

に
は
問
題

が
残

る
。
「
韓
邦
」

は

「
カ

ラ
ク

ニ
」

と
訓
め
る
わ
け

で
、
註
14
藪
田
氏
論
文
を
う
け
た
も

の
と
思
わ

れ
る
が
、
「
邦
」
と

み

る
か

「婦

」
と
み
る
か
は
意
見

の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
と
思
う
。
図
版

一
〇
左
下

は
問
題

の
字
画
。

(
38
)
田
村

圓
澄

『古

代
朝
鮮
仏

教
と

日
本
仏

教
」
「
四
半
珈
像
と
弥
勒

信
仰
」

(
一
九

八

一54一



○
年
、

吉
川
弘
文
館
)
お
よ
び

「
新
羅

の
弥
勒
信

仰
」

(
田
村
圓
澄

・
秦
高
隻
編

『
新

羅
と
日
本

古
代
文
化
』
所
収
、
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八

一
年
、

の
ち

田
村
圓
澄

『
日
本

仏
教
史
』

第
四
巻

に
再
収
録
、
法
蔵
館
、

一
九
八
三
年
)

(
39
)

註

38
前
掲
論
考
。

田
村

氏
は
兜
率

天

に
到

っ
て
弥
勒

の
説
法

を
聴

き

た
い
と
願

う

「上
生
信

仰
」

の
対
象
像
は

「
交
脚
碕
坐
像
」

の
弥
勒

で
あ

っ
た
ろ
う
と
し
、
兜
率
天

か
ら
下
生

し
た
弥
勒

に
救
わ
れ
る

こ
と
を
願
う

「
下
生
信
仰
」

の
対
象
と
な

っ
た
の
が

「半
蹴

思
惟
像
」

で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
と
さ
れ

て
い
る
。

(
40
)

毛
利

久

「広

隆
寺

の
本
尊
と
移
建
問
題
」

(『
史
迩
と
美
術
」

一
八
九
、

一
九

四
八

年

)

(
41
)

毛
利

久

「
広
隆
寺
宝
冠
弥
勒
像
と
新
羅
様
式

の
流
入
」

(『
白
初
洪
胆
博
士
還
暦
紀

念
史

学
論

叢
』

所
収
、
蛍
雪
出
版
社
、

一
九
七
七
年
)

お
よ
び

「
三
国
彫
刻

と
飛
鳥
彫

刻

」
(
田
村
圓
澄

・
黄
壽
永
編

『
百
済
文
化
と

飛
鳥
文
化

」
所
収
、

吉
川
弘
文

館
、

一

九

七
八
年

)
両
論
文
は
註
1
前
掲
書

に
第

二

・
四
章
と
し

て
再
収
録
。

(
42
)
鷲

塚
泰

光

『
金
銅
仏
」
「
白
鳳
時
代

の
金
銅
仏

」

(
『
口
本

の
美
術

」

二
五

一
、
至
文

堂

、

一
九
八
七
年
)

(
43
)
註
41

「
三
国
彫
刻
と
飛
鳥
彫
刻
」

一55一



図
版

丙寅年銘a半 珈像(法 階 献納金銅仏156号)



図
版

丙寅年銘菩薩半珈像(法 隆寺献納金銅仏156号)



図
版
=

法隆寺 金堂釈迦三尊像(左 下:中 尊 右下:右 脇侍菩 薩)



し
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蛮1:蓉

＼ 、,1鱗

慰 ＼三嘗

上:野 中寺 弥勒菩薩半跣像 下:法 隆寺献納金銅仏155号

図
版
四



図
版
五

法隆寺

法隆寺 金堂四天王像 広目天



法隆寺 止利式菩薩像

図
版
六

辛亥年銘観音菩薩立像(法 隆寺献納金銅仏165号)



図
版
七

韓国 菩薩半珈像(韓 国中央博像)

観心寺
観音菩薩立像

法隆寺献納金銅仏158号



轟瞭

図
版
八

左上:韓 国 菩薩半跡像(旧 徳壽宮小像)
左下:極 楽寺 菩薩半蜘像

右上:観 松院 菩薩半助ロ像
右下:神 野寺 菩薩半珈像



図
版
九

っタぐ

か

継 響磐
、メ

ヘ ミゑ 　 ユ

蜥轟1
議 競 轟_.

左上:四 腎菩 薩立像(旧 小倉 コレクシ ョン)

左下:韓 国 菩薩半珈像(旧 徳壽宮大像)

擦

右上 法隆寺献納金銅仏143号
右下 広隆寺 菩薩半珈像(宝 冠弥勒)



難
灘

㍉≦積β㌃さ

甘 浄 、∫

s

図
版

一
〇

蟻
;

尊

毒

象縁

左上 法隆寺献納金銅仏180号

左下 丙寅銘像銘文 中の 「婦」 「邦」字

右上 金剛寺 観音菩薩立像
右下 法隆寺献納金銅仏164号


