
仏

像

光

背

の
装

飾

文

様

-
特
に
法
隆
寺
夢
殿
観
音
像
に
つ
い
て
ー

村

松

ま

り

子

、

は

じ

め

に

六
世
紀
半
ば
に
百
済
か
ら
日
本

へ
仏
教
が
伝
え
ら
れ
る
と
、
当
時
の
貴
族
ら
は
、

非
常
な
熱
心
さ
で
そ
れ
に
飛
び

つ
い
て
い
き
、
様
々
な
仏
教
文
物
を
輸
入
し
た
り
、

ま
た
、
も
た
ら
さ
れ
た
そ
れ
ら
を
参
考

に
国
内
で
制
作
を
始
め
た
。

し
か
し
こ
の
仏
教
、
伝
え
た
の
は
百
済

で
あ

っ
た
が
、
そ
の
起
源
は
遥
か
遠
い

イ
ン
ド
で
あ
る
。
紀
元
前
五
世
紀
に
イ

ン
ド
に
お
い
て
発
祥
し
た
仏
教
が
、
中
央

ア
ジ
ア
を
経
て
、

一
世
紀
に
は
中
国
に
伝
来
し
、
さ
ら
に
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
に

か
け
て
朝
鮮
半
島

へ
普
及
、
そ
し
て
た
ど
り
着
い
た
の
が
日
本

で
あ

っ
た
。
し
た

が

っ
て
、
日
本

へ
伝
え
ら
れ
た
仏
教
と
そ
れ
に
伴
う
仏
教
文
化
は
、
そ
の
東
漸
の

過
程

に
お
い
て
、
既
に
各
地
で
様
々
な
影
響
を
受
け
、
変
化
を
遂
げ
て
き
た
も
の

で
あ

っ
た
の
だ
。
故
に
、
そ
の
後
、
日
本

に
お
い
て
造
ら
れ
た
作
品
に
は
、
当
然

そ
れ
ら
の
特
徴
が
色
濃
く
残
る
事
と
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
近
隣
諸
国
か
ら
、

あ
る
い
は
当
時
と
し
て
は
名
も
知
ら
ぬ
よ
う
な
遠
い
国
か
ら
の
影
響
の
下
に
花
開

い
た
文
化
が
、
飛
鳥
文
化
で
あ
る
。

私
は
こ
の
論
文
に
お
い
て
、
飛
鳥
文
化
を
代
表
す
る
作
品
の

一
つ
で
あ
る
、
法

隆
寺
夢
殿
観
音
菩
薩
立
像

(以
下
、
夢
殿
観
音
像
)
の
特
に
そ
の
光
背
に
つ
い
て

の
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
と
思
う
。
こ
の
光
背

一
つ
を
と

っ
て
み
て
も
、
い
く

つ

か
の
国
の
要
素
が
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
大
陸
文
化
の
日
本

へ
の
伝
播
を
考
え
る
上
で
の
、

一
つ
の
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
従

来
光
背
は
仏
像
研
究
の

一
部
、
あ
る
い
は
文
様
史
研
究
の
材
料
と
し
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
事
が
多
く
、
光
背
そ
の
も
の
を
主
体
と
し
て
論
じ
ら
れ
た
も
の
は
、
あ
ま

り
そ
の
例
を
見
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
と
い
う
思
想
と
結
び
付
い
て
い
る
光
背
を
、

文
様
の
構
成
、
様
式
の
変
化
の
み
で
語
る
事
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
は
、
何
ら
か
の
思
想
的
背
景
が
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
こ
で
は
、
光
背
が

一
体
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
、
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る

も
の
は
何
か
、
と
い
う
思
想
的
な
点
を
も
考
慮
し
た
上
で
、
そ
の
文
様
、
並
び
に

様
式
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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二
、
夢
殿
観
音
像

救
世
観
音
と
い
う
別
称
を
持

つ
、
こ
の
夢
殿
観
音
像

(図
版

一
)
は
、
明
治
十

七
年
に
フ
ェ
ノ
ロ
サ
に
よ

っ
て
開
扉
さ
れ
る
ま
で
、
何
世
紀
も
の
長
き
に
わ
た
り

法
隆
寺
に
秘
仏
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
在
で
も
、
そ
の
宝
冠

の
右
の
垂
飾
を
失

っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
保
存
状
態
は
極
め
て
良
好
で
あ
る
。

本
像
は
、
二
重
の
反
花
蓮
華
座

の
上

に
直
立
し
た
姿
勢
で
立
ち
、
本
体
部
は
台

座
蓮
肉
部
を
含
め
て
、

一
材

の
ク
ス
ノ
キ
よ
り
彫
出
さ
れ
、
漆
を
施
し
た
上
に
金

泊
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
頭

に
は
大
き
な
山
形
の
冠
を

つ
け
、
宝
珠
形
光
背
を
背

に
し
、
両
手
に
は
蓮
華
に
載
せ
た
火
焔
付

の
宝
珠
を
持

っ
て
い
る
。
像
身
は
細
長

く
、
丈
高
の
極
あ
て
ス
マ
ー
ト
な
長
身

の
像

で
、
上
半
身
に
は
僧
祇
支
を
左
肩
よ

り
右
脇
下
に
か
け
て
斜
め
に
ま
と
い
、
下
半
身
を
裾
で
つ
つ
ん
で
い
る
。

さ
て
、
本
像
の
最
も
顕
著
な
特
徴
は
、
左
右
に
大
き
く
広
が

っ
た
、
魚
の
鰭
状

の
天
衣
で
あ
る
。
像
の
両
肩
を
覆

い
、
膝
前

で
左
右
を
交
差
さ
せ
た
天
衣
を
両
腕

に
か
け
て
、
そ
の
あ
と
外
側

に
向
か
い
、

四
段

に
わ
た
る
広
が
り
を
持
た
せ
て
い

る
。
そ
の
天
衣
の
張
り
は

一
m
の
余

に
も
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
天
衣
を
平

面
的
に
広
げ
て
い
く
こ
と
は
、
蕨
手
状

の
垂
髪
と
と
も
に
、
像
の
正
面
観
を
著
し

く
強
調
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

(
1

)

こ
の
像
の
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
諸
説

あ
り
、
そ
の
正
確
な
と
こ
ろ
は
不
明
で

あ
る
。

一
般
的
に
は
飛
鳥
時
代
、
特
に
聖
徳
太
了
没
後

(推
古
三
十
年
、
六
二
二

(
2

)
(
3

)

年
後
)
と
さ
れ
て
い
る
が
、
太
子
生
前
の
作
と
す
る
説
も
あ
り
、
法
隆
寺
釈
迦
三

尊
像

の
制
作
に
先
ん
ず
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
も
あ
る
事
に
触
れ
て
お
く
。

同
様

に
、
作
風
の
と
ら
え
方
に
お
い
て
も
、

一
方

で
、
「本
像
を
釈
迦
三
尊
像

を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
止
利
派
の
仏
像
と
比
べ
る
と
、
の
び
や
か
さ
と
丈
高

(
4

)

さ
が
際
立

っ
て
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
肉
身
に
丸
み
や
柔
か
さ
が
加
わ
り
…
」

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
他
方

で
は
、
「
釈
迦
三
尊
像
は
銅
で
で
き
て
い

る
が
、
そ
れ
で
い
て
夢
殿
観
音
よ
り
も
や
わ
ら
か
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
に
対
し
、

(
5

)

夢
殿
観
音
は
日
本
ば
な
れ
の
し
た
厳
し
さ
に
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。
」
と
述

べ
ら

れ
て
い
る
。
印
象
と
い
う
も
の
は
個
人
の
感
じ
方
に
任
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
様
々

な
表
現
が
な
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
全
く
別
の
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
く
ら

い
に
複
雑
な
特
徴
を
、
こ
の
像
は
持
ち
A
口わ
せ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な

像
で
あ
る
た
め
、
そ
の
様
式
系
統
に
つ
い
て
も
意
見
が
多
い
。
従
来
の
北
魏
系
の
仏

(
6
)
(
7
)

像
で
あ
る
と
い
う
説
に
対
し
、
最
近
で
は
南
朝
様
の
関
与
を
指
摘
す
る
声
も
あ
る
。

(
8

)

し
か

し

、

そ
れ

に
対

す

る
反

論

も

ま

た
あ

り
、

現

在

に
お

い

て
も
定

説

を

み

な

い
。

三
、
光
背

に
見

え
る
特
徴

さ
て
、
次
に
こ
の
論
文

の
中
心
と
な
る
、
夢
殿
観
音
像
光
背

(図
版
ニ
ー
1
)

に
つ
い
て
話
を
進
め
よ
う
。

こ
の
光
背
は
、
い
わ
ゆ
る
宝
珠
形
光
背
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
、
頭
光
部
の
蓮
華
を
中
心
に
、
四

つ
の
同
心
円
帯
を
浮
彫
に
し
、
周
縁
部

に
は
焔
を
表
わ
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
像
後
頭
部
に
あ
け
ら
れ
た
四
角
の
柄
孔
に
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差
し
込
ん
だ
金
具
を
、
光
背
中
央
の
蓮
肉
部
に
付
け
ら
れ
た
金
具
に
差
し
込
む
事

に
よ
り
、
像
に
直
接
付
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
直
接
光
背
を
取
り
付
け

る
方
法
の
他
に
は
、
法
隆
寺
百
済
観
音
像

の
よ
う
に
、
竿
状

の
棒

に
よ

っ
て
像
の

背
後
に
下
か
ら
支
え
る
方
法
も
、
当
時
用

い
ら
れ
て
い
た
。

宝
珠
形
光
背
は
、
飛
鳥
時
代
の
仏
像
彫
刻

に
は
し
ば
し
ば
見
う
け
ら
れ
、
法
隆

寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
脇
侍
像
光
背

(図
版

ニ
ー
2

・
3
)
、
同
金
堂
薬
師
如
来
坐

像
光
背

(図
版
ニ
ー
4
)、
同
百
済
菩
薩
観
音
像
光
背

(図
版
ニ
ー
5
)
、
中
宮

寺
弥
勒
菩
薩
半
蹴
像
光
背

(図
版

ニ
ー
6
)、
及
び
四
十
八
体
仏
中
の
数
点
等
を

例
と
し
て
挙
げ
る
事
が
で
き
る
。
こ
の
宝
珠
形
光
背
は
、
円
光
に
比

べ
、
よ
り
動

き
を
表
現

で
き
、
軽
快
な
印
象
が
与
え
ら
れ
る
。
仏
像
の
起
源
の
地
で
あ
る
、
ガ

ン
ダ
ー
ラ
、
あ
る
い
は

マ
ト
ゥ
ラ
ー
地
方

の
光
背
が
、
単
な
る
円
光
だ

っ
た
事
か

ら
考
え
て
も
、
宝
珠
形
光
背
は
円
光
よ
り
も
進
歩
し
た
形

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
特
に
夢
殿
観
音
像
の
宝
珠
形
光
背

に
は
、
他

の
作
例

に
は
無
い
力
強

さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
こ
の
光
背
の
、
卵
形
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
、
弾
力
性

の
あ
る
カ
ー
ブ
か
ら
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
、
空
気
で
満
た
さ
れ
、
膨
ら
ん
だ
風
船

の
よ
う
に
、
そ
の
内
部
に
凝
縮
さ
れ
た

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

光
背
は
、
実
際
に
は
目
に
見
え
な
い
、
仏
像
の
持

つ
力
の
表
現
で
あ
る
。
本
来
そ

の
力
は
、
仏
像
よ
り
四
方
八
方

へ
と
発
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
造
形
表
現

の
上
で
は
、
光
背
と
い
う
形
の
内
に
収
あ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
限
り
あ
る

形
の
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た

エ
ネ
ル
ギ

ー
は
、
常
に
周
囲

へ
の
広
が
り
を
求
め
、

そ
し
て
、
あ
る

一
点
を
突
き
破
ろ
う
と
す

る
。
そ
の
あ
る

一
点
を
表
現
し
て
い
る

の
が
、
宝
珠
形
尖
端
部
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
光
背
の
シ
ル
エ
ッ
ト
の
カ
ー
ブ

が
、
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
の
弾
力
性
あ
る
楕
円
形
で
あ
る
事
は
、
そ
こ
に
内
在
す

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
が
い
か
に
大
き
い
か
を
示
す
と
と
も
に
、
尖
端

へ
の
力
の
付
加

の
大
き
い
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
鋭
い
尖
端
は
、
仏
像
か
ら
発
せ
ら

れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
無
限
の
上
昇
を
、
私
達
に
連
想
さ
せ
る
。
数
あ
る
宝
珠
形
光

背

の
中

で
、

こ
れ
ほ
ど
ま
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
凝
縮
を
感
じ
さ
せ
る
光
背
は
無
い
と

言
え
よ
う
。
他

の
作
例
は
総
じ
て
な
め
ら
か
で
、
な
で
肩
の
光
背
で
あ
り
、
夢
殿

　

　

観
音
像
光
背
の
よ
う
な
張
り
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
く
ら
夢
殿
観
音
像

の
光
背
が
、
力
強
く
、
表
現
に
優
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
例
え
ば
そ
れ
が
百
済

観
音
像
や
、
中
宮
寺
弥
勒
菩
薩
半
蹴
像
に
付
い
て
い
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
調
和

が
乱
れ
、
全
体
の
美
観
を
損
う
も
の
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
像
と
光
背
に
は
調
和

が
必
要
な
の
だ
。

で
は
、
夢
殿
観
音
像
の
場
合
、
調
和
と
い
う
点
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

(
9

)

本

像

の
光

背

は
、

縦

一

一

一

・
二

㎝
、

横

の
最

大

幅

、

八

六

・
八

㎝
で
あ

る
。

そ

れ

に
対

し

て
像

高

は

、

一
七

九

・
九

㎝
で
あ

り

、

光

背

の
占

め

る

割
合

は

か

な

り

大

き

い
。

こ

の
よ

う

な

大

き

い
光

背

を

背

負

う

と

、

重

心

が

上

に
偏

り

、

足

元

が

不
安

定

に
な

り

が

ち

で
あ

る
。

と

こ

ろ
が

こ

の
像

に

は
、

魚

の
鰭

状

の
天

衣

が

あ

り

、

そ

れ

が

左

右

に
大

き

く

広

が

っ
て

い

る

た
め

、

上

下

バ

ラ

ン
ス
が

保

た

れ

、

足

元

も

安

定

し

て
見

え

る

(第

一
図

a
)
。

も

し

こ

の
像

に
左

右

に
広

が

る
天

衣

が

無

か

っ
た

な

ら

、

光

背

が

重

く

な

り

す

ぎ

、

バ

ラ

ン

ス
が

崩

れ

、

不

安

定

な

印

象

が

与

え

ら

れ

よ

う

(第

一
図

b

)
。

像

高

の
半

分

以

上

の
も

の
大

き

さ

の
光
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ba

第1図 光背 と鰭状天衣のバ ランス

 

背

を
背

負

っ
て

い
な

が

ら

、

し

か

も

、

そ

の
形

が
力

強

く

、

エ
ネ

ル
ギ

ー

に
満

ち

て
い

よ

う

と

も

、

ア

ン

バ

ラ

ン

ス
を

感

じ

さ

せ

た

り
、

光

背

だ

け

が
像

か

ら
浮

い

て
し

ま

う
事

の
無

い
理

由

は

、

左

右

に
大

き

く

広

が

る
天

衣

に

あ

る

よ

う

だ
。

鰭

状

天
衣

と

こ

の
光

背

は

、

切

っ
て
も

切

れ

ぬ
関

係

に
あ

る
と

言

え

よ

う
。

仏

像

の

芸

術

性

を

語

る

に
お

い

て
、

光

背

と

像

の
調

和

は
重

要

な

ポ

イ

ン
ト

で
あ

る
。

こ

の
点

に
お

い

て
、

夢

殿
観

音

像

の
場
合

は
、

互

い

に
芸

術

性

を

高

め

合

う

よ
う

な

、

優

れ

た

調

和

を

持

っ
て

い
る

と

言

え

る
。

さ
て
次
に
、
こ
の
光
背
の
特
徴
と
し
て
、
中
心
部
の
蓮
華
文
の
占
め
る
割
合
が
、

他
の
作
例
と
比

べ
て
小
さ
い
事
を
挙
げ
よ
う
。
頭
光
の
直
径
を
長
と
し
た
場
合
、

(10
)

本
像
に
お
い
て
、
蓮
華
文
の
直
径
は
二

・
六
と
表
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
脇
侍
像
光
背

(図
版
ニ
ー
2

・
3
)
は
六

・
四
、
同
百
済
観

音
像
光
背

(図
版
ニ
ー
5
)
は
三

・
五
、
中
宮
寺
弥
勒
菩
薩
半
跡
像
光
背

(図
版

ニ
ー
6
)
は
四

・
九
と
表
わ
さ
れ
、
ど
れ
も
夢
殿
観
音
像
光
背
よ
り
か
な
り
大
き

(11
)

い
数
値
を
示
す
。

蓮
華
は
、
古
代
人
に
と

っ
て
最
高
神
と
し
て
崇
め
て
き
た
太
陽
の
象
徴
と
し
て
、

仏
教
美
術
に
用
い
ら
れ
る
以
前
か
ら
使
用
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
林
良

一

氏
は
、
「
(古
代
イ

ン
ド
の
聖
典

『
ア
タ
ル
タ

・
ヴ

ェ
ー
タ
』
に
お
い
て
は
)
宇
宙

万
有
の
創
造
的
展
開
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
太
初
の
原
水
た
る
水
波

の
背
に
浮
か

ぶ
蓮
華
が
、
造
物
主
に
関
連
す
る
象
徴
と
し
て
比
喩
的
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た

(
12
)

こ
と

は

確

か

で
あ

ろ
う

。
」

と
述

べ

て

い

る
。

蓮

華

は
宇

宙

創

造

に

お

い

て
、

そ

の
創

造

主

の
よ

う

な

象

徴

と

し

て
扱

わ

れ

て

い
た

の
だ

。

そ

れ

が
仏

教

思

想

の
下

で
は

光

明

の
象

徴

、

仏

の
象

徴

と

し

て
、

蓮

華

座

に
、

光
背

に
と
、

仏

像

を

荘

厳

す

る

様

々
な

も

の

に
用

い
ら

れ

る
事

と

な

っ
た

。

そ

し

て
、

仏

の
象

徴

で
あ

る
蓮

華

か

ら

発

せ

ら

れ

た

エ
ネ

ル
ギ

ー

は
、

パ

ル

メ

ッ
ト
文

へ
、
雲

気

文

へ
と
形

を

変

え

て
表

現

さ

れ

る
。

し

た

が

っ
て
、

蓮

華

自

体

は

小

さ

く

と

も
、

そ

こ
か

ら
生

ま

れ

た

パ

ル

メ

ッ
ト
文

、

雲

気

文

が

多

い
と

い
う

事

は

、
蓮

華

に
そ

れ

だ

け
大

き

な

力

が

あ

る

事

を

暗

示

す

る

こ
と

と

な

る
。

ま

た

、

こ
れ

ら

の
流

動

感

あ

る
文

様

部

分

に
、

広

い

ス

ペ

ー

ス
が

与

え

ら

れ

た

こ
と

に
よ

り

、
光

背

に

一
層

動

き

が

感

じ
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ら
れ
る
事
と
も
な

っ
た
。

さ
て
、
中
央

に
素
弁
蓮
華
を
配
す
と
、

そ
の
外
側
に
は
二
重
の
円
帯
、
さ
ら
に

六
個
の
S
字
形
雲
気
文
を
絡
ま
せ
た
環
状
文
帯
を
置
く
。
そ
し
て
そ
の
周
り
を
二

重
の
紐
に
挾
ま
れ
た
連
珠
文
帯
で
囲
み
、
頭
光
部
を
終
わ

っ
て
い
る
。
周
縁
部
は
、

頂
に
宝
塔
形
を
配
し
、
他
は
C
字
形
ま
た

は
S
字
形
雲
気
文
を
組
み
A
口
わ
せ
た
火

焔
で
埋
め
て
い
る
。
以
上
が
こ
の
光
背
の
構
成
で
あ
る
の
だ
が
、

こ
の
よ
う
に
光

背
を
何
区
に
も
区
切
る
と
い
う
例
は
、
他

に
あ
ま
り
無
い
。
し
い
て
言
え
ば
法
隆

寺
釈
迦
三
尊
像
舟
形
光
背

(図
版
七
1
1
)
が
、
中
心
よ
り
蓮
華
、
放
射
状
帯
、

同
心
円
帯
、
連
珠
文
帯
唐
草
文
帯
、
火
焔
文
と
い
う
構
成

で
あ
り
、
同
薬
師
如
来

坐
像
光
背

(図
版
ニ
ー
4
)
が
蓮
華
、
同
心
円
帯
、
放
射
状
帯
、
連
珠
文
帯
、
唐

草
文
帯
、
火
焔
文
と
い
う
構
成
で
、
光
背
を
い
く

つ
に
も
区
切

っ
て
い
る
例
と
言

え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
者
間
に
お
い
て
は
、
構
成
上
の
共
通
点
が
多
い
の

だ
が
、
夢
殿
観
音
像
光
背
と
比

べ
た
場
合
、

こ
ち
ら
に
は
放
射
状
帯
、
同
心
円
帯

が
無

い
な
ど
、
異
な
る
点
が
多
い
。
さ
ら
に
、
国
内

に
限
ら
ず
、
大
陸
、
半
島
の

遺
品
と
比
べ
て
も
、
こ
の
光
背
と
同
様
な
構
成
を
持

つ
も
の
は
見
あ
た
ら
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
大
陸
、
半
島
の
も
の
は
、
日
本

の
光
背
よ
り
も
、
そ
の
構
成
が

全
体
的
に
単
純
で
あ
る
事
が
言
え
る
。
蓮
華
を
中
心
と
し
て
そ
の
外
側
に
唐
草
文

帯
を
配
す
か
、
あ
る
い
は
そ
の
間
に
同
心
円
帯
も
し
く
は
放
射
状
帯
を
挾
ん
だ
だ

け
の
頭
光
を
持
ち
、
そ
の
周
囲

に
焔
を
表

現
し
た
雲
気
文
を
め
ぐ
ら
す
、
と
い
う

(13
)

形
式
が
多
い
。
こ
の
事
か
ら
し
て
も
、
日
本
の
光
背
は
、
大
陸
、
半
島
の
も
の
よ

り
、

一
段
と
発
展
、
複
雑
化
し
た
も
の
で
、
夢
殿
観
音
像
光
背
は
、
そ
の
中

で
も

頂
点
と
も
言
え
る
べ
き
、
傑
出
し
た
作
品
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
時
代
、
日
本
の
造
像
界
は
大
陸
、
半
島
か
ら
の
多
大
な
る
影
響

の
下
に
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
り
、
そ
の
源
流
は
、
日
本
以
外

の
ど
こ
か
に
見
出
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
光
背
の
構
成
の
中
心
を
成

し
て
い
る
S
字
形
雲
気
文
、
パ
ル
メ
ッ
ト
文
、
火
焔
文
に
つ
い
て
、
そ
の
源
流
を

た
ど

っ
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
、
S
字
形
雲
気
文
と
火
焔
文
は
、

一
括
し
て
雲
気
文

と
み
な
す
事
が
で
き
る
の
で
、

こ
の
光
背
を
、
パ
ル
メ
ッ
ト
文
と
雲
気
文
に
分
け

て
考
え
て
い
く
事
に
す
る
。

四
、
パ

ル
メ

ッ
ト
唐
草
文
帯

(
14

)

頭

光

部

の

最
外

周

を
装

飾

し

て

い

る

パ

ル

メ

ッ
ト
唐

草

文

帯

は

、

上

部

に
表

わ

さ

れ

た
小

さ

い
花

形

を

起

点

に
、

左

右

に
波

状

の
蔓

を

伸

ば

し

、

波

で
囲

ま

れ

る

内

外

八

つ
の
空

間

を

、

蔓

の
結

節

か

ら

分

か

れ

出

た

半

パ

ル

メ

ッ
ト

で
埋

め

た

も

の

で
あ

る

。

背

合

わ

せ

に
し

た

二

つ
の
半

パ

ル
メ

ッ
ト

の
間

に
は

、

三

葉

形

を

挾

み
、

そ

れ

が

両

側

か

ら

長

く

伸

び

た
葉

に

よ

っ
て
形

づ

く

ら

れ

た

団

扇

形

の
中

に

収

め

ら

れ

て

い
る

。

さ

て
、

こ

の

パ

ル

メ

ッ
ト
文

が

西

方

起

源

の
文

様

で
あ

る
事

は
言

う

ま

で
も

な

く

、

そ

の
源

を

た

ど

れ

ば

、

ギ

リ

シ

ア
、

ロ
ー

マ
、

さ
ら

に

は

エ
ジ

プ

ト

に
ま

で

(15
)

遡

る
事

が

で
き

る
。

そ
し

て

ア
ジ

ア

に
お

い

て

は
、

仏

教

美

術

の
植

物

文

と

し

て
、

古
代

イ

ン
ド
以
来

蓮

華
文

と
並

ん

で
、

最
も

広

ま

っ
た

文
様

と

な

っ
た
。

パ

ル
メ

ッ
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励齢巌へ

汁齢騎巳

C.半 ノ¥°ル メ ッ ト

輪 つ な ぎ 唐 草

第2図 半パルメ ッ トの模式図

ト
文

が
、

こ

の
よ

う

に
世

界

各

地

で
広

ま

っ
た

理
由

の

一
つ
に

は
、

リ
ズ

ミ

カ

ル

で
流

麗

な

構

成

に

よ

り

、

形

を

自

由

に
変

化

さ

せ

る
事

が

で
き

、

ど

の

よ
う

な

空

間

に
も

ぴ

っ
た

り

と
収

め

る

事

が

可
能

で
あ

っ
た
事

が
あ

る
。

し

た
が

っ
て
光

背

は
も

ち

ろ

ん
、

仏

寵

、

梁
、

柱

、

天
井

な

ど
、

あ

ら

ゆ

る
場

所

に
見

ら

れ

る

。

変
形

が
可

能

で
あ

れ
ば

、

そ

こ
に
何
種

類

か

の
異

な

る

系

統

が
派

生

し

て
く

る
。

中

国

北

魏

雲

岡

石

窟

に

あ

ら

わ

れ

た
数

種

の

パ

ル

メ

ッ
ト
文

に

つ
い

て
、

長
廣

敏

雄

氏

は
、

A

、

半

パ

ル

メ

ッ
ト
波

状

唐

草

(第

二
図

A

)

B

、

半

パ

ル

メ

ッ
ト
並

列

唐

草

(第

二
図

B

)

C

、

半

パ

ル

メ

ッ
ト
輪

つ
な

ぎ

唐

草

(
第

二

図

C

)

(16
×
17
)

の
三
種

に
大

別

し

て

い

る
。

こ

の
雲

岡

石

窟

は

、

西

暦

四

六

〇
年

、

文

成

帝

の
治

世

に
、

僧

曇

曜

の
発

議

に

よ

っ
て
開

か

れ

た

石
窟

で
、

四

九

三
年

の
洛

陽

遷

都

に

至

る

ま

で
、
盛

ん

な

造

像

活

動

が

行

わ

れ

た

。
時

代
的

に
は
、

南

北

朝

時

代

の
初

期

に

あ

た

り
、

中

国

に
お

い

て

パ

ル

メ

ッ
ト
文

が

最

も
顕

著

に
表

わ

さ
れ

て

い

る

石

窟

で
あ

る
。

夢

殿

観

音

像

光

背

の

パ

ル

メ

ッ
ト
文

を
、

こ

の
A
～

C

に
当

て

は
め

た

場

A
口
、

A

の
半

パ

ル
メ

ッ
ト
波

状

唐

草

に
属
す

る
。

こ
れ

は
、

波

状

の
茎

を

主
軸

と

し

て
、

そ

の
山

と

谷

に
半

パ

ル

メ

ッ
ト
を

交

互

に
配

し

た
も

の

で
、

雲

岡

石

窟

に
見

ら

れ

る

そ

の
典

型

的

な
形

が
、

第

2

図

A

に
示

し

た
も

の

で
あ

る
。

し

か

し

、

こ
れ

は

ま

だ

、

夢

殿

観

音

像

光

背

の
も

の
と

は
、

だ

い

ぶ
異

な

っ
て

い

る
。

雲

岡

石

窟

に
続

い

て
開

繋

が
始

ま

っ
た

の

が
、

龍

門

石

窟

で
あ

る
。

こ
れ

は

北
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魏
が
洛
陽

へ
遷
都
し
た
直
後
か
ら
開
か
れ
、
最
古
の
古
陽
洞
に
は
、
太
和
十
九
年

(四
九
五
)
の
紀
年
銘
が
あ
る
。
こ
の
龍
門
石
窟
に
見
ら
れ
る
パ
ル
メ
ッ
ト
文
も
、

前
述

の
三
系
統

に
当

て
は
め
る
事
が
で
き

る
。

と
こ
ろ
で
、
龍
門
石
窟
の
半
パ
ル
メ

ッ
ト
波
状
唐
草
に
、
夢
殿
観
音
像
光
背

の

パ
ル
メ
ッ
ト
文

の
源
流
を
み
る
と
い
う
こ
と
は
、
諸
先
学
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
そ
の
理
由

の

一
つ
に
、
半
パ
ル
メ

ッ
ト
の
葉
の

一
弁
が
長
く
伸
び
、
そ
の

先
端
が
茎
に
巻
き
付
い
て
団
扇
形
を
形
づ
く

っ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ

は
、
古
陽
洞
交
脚
菩
薩
像
光
背

(図
版
三
1
1
)
賓
陽
洞
本
尊
光
背
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
ど
ち
ら
の
パ
ル
メ
ッ
ト
文
も
、
雲
岡
石
窟
の
も
の
よ
り
茎

の
展
開
が
急
角
度

に
な
り
、
波
状
の
茎
の
山
と
谷
に
背
あ
わ
せ
四
葉
半
パ
ル
メ
ッ
ト
を
置
き
、
そ
の

葉
の
形
づ
く
る
団
扇
形
の
中
に
は
三
葉
形
を
包
み
込
む
と
い
う
形
式
と
も
併
せ
て
、

夢
殿
観
音
像
光
背
の
パ
ル
メ

ッ
ト
文
に
だ

い
ぶ
近
づ
い
た
も
の
と
言
え
る
。

同
様
な
特
徴
を
持

つ
半

パ
ル
メ
ッ
ト
波
状
唐
草

の
、
そ
の
他
の
例
と
し

て
、

敦
煙
莫
高
窟
第
四
三

一
窟
天
井

(図
版

三
ー
3
)

雲
岡
石
窟
第
十
二
洞

(第
三
図
)

湖
南
省
長
沙
劉
氏
墓

(第
四
図
)

北
魏
孝
昌
二
年

(五
二
六
)
候
剛
の
墓
誌
蓋

(第
五
図
)

輯
安
通
溝
四
神
塚

(図
版
三
1
5
)

江
西
遇
賢
里
大
墓

(図
版
三
1
4
)

(18
)

に
見
ら
れ
る
パ
ル
メ
ッ
ト
文
を
挙
げ
る
事
が
で
き
る
。
敦
煙
は
、
中
国
の
西
域
に

対
す
る
門
戸
で
あ
り
、
西
域
か
ら
の
直
接
的
影
響
が
色
濃
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
挙
げ
た
第
四
三

一
窟
天
井
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
国
漢
代

か
ら
の
伝
統
を
受
け
継
い
だ
よ
う
な
、
ぐ
ね
ぐ
ね
と
し
た
意
匠
の
文
様
も
描
か
れ

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
四
三

一
窟
が
開
墾
さ
れ
た
時
点
に
お
い
て
は
、
西

方
伝
来
の
パ
ル
メ
ッ
ト
文
に
も
、
中
国
か
ら
の
影
響
が
及
ん
で
い
る
事
が
推
測
で

き
る
。
大
き
く
巻
き
込
む
パ
ル
メ
ッ
ト
の
登
場
に
中
国
的
は
意
匠
の
関
与
が
あ

っ

た
事
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
次
に
雲
岡
石
窟
第
十
二
洞
の
パ
ル
メ
ッ
ト
文
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
形
と
し
て
は
他
の
も
の
に
比
べ
、
茎
の
巻
き
込
み
方
が
不
完
全
で
あ
る
。

し
か
し
、
初
期
窟
第
八
洞
の
も
の

(第
二
図
A
)
と
比
べ
た
な
ら
、
そ
の
曲
率
は

だ
い
ぶ
大
き
く
な

っ
て
お
り
、
夢
殿
観
音
像
光
背
の
パ
ル
メ
ッ
ト
文
に

一
歩
近
づ

(19
)

い

た
形

と

言

え

る
。

湖

南

省

長

沙

劉

氏

墓

の
博

に
描

か

れ

た

パ

ル

メ

ッ
ト
文

は
、

南

朝

の

パ

ル
メ

ッ
ト
文

を

示

す
数

少

な

い
遺

例

の

一
つ
で
あ

る
。

そ

こ

に

は
、

半

パ

ル

メ

ト

や
全

パ

ル
メ

ッ
ト

の
波

状

唐

草

の
他

に
、
十

二
弁

の
蓮

華

円

花

文

と

、

背

合

わ

せ
半

パ

ル

メ

ッ
ト

で
全

パ

ル

メ

ッ
ト
を

包

む

形

と

を
交

互

に
置

い

た
連

続

波

状

唐

草

が

見

ら

れ

る
。

そ

の
葉

に
は

、

南

朝

ら

し

い
風

に
吹

か

れ

て
い

る

よ

う

な
翻

り

が

見

ら

れ

る

。

こ
う

し

た

、

パ

ル

メ

ッ
ト

の
葉

を

翻

す

よ

う

な
描

写

は
、

(
20
)

河
南
省
郡
県
彩
色
画
像
博
墓
出
土
博

(図
版
五
)
に
も
見
る
事
が
で
き
、
流
れ
る

よ
う
な
フ
ォ
ル
ム
が
特
徴
の
南
朝
様
式
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
が
北
魏
孝
昌
二
年
候
剛
の
墓
誌
蓋

(第
五
図
)
に
表
わ
さ

れ
た
パ
ル
メ
ッ
ト
文
で
あ
る
。
こ
の
墓
誌
蓋
に
は
パ
ル
メ
ッ
ト
文
の
他
に
、
龍
を

形
ど

っ
た
雲
気
文
系
の
文
様
も
同
時
に
飾
ら
れ
、
C
字
形
が
龍
の
胴
と
思
わ
れ
る

S
字
形
に
絡
み
付
い
て
い
る
の
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
林
氏
は
、
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「
葉
の
先
端
が
茎
に
巻
き
付
く
形
式
は
、
北
朝
の
場
合

こ
う
し
た
雲
唐
草
の
C
字

形
の
旋
転
形
式
に
感
化
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
て

(21
)

い
る
。
ま
た
、
こ
の
パ
ル
メ

ッ
ト
唐
草
文

の
主
軸
は
、
弾
力
あ
る
曲
線
と
な

っ
て

お
り
、
動
物
的
な
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
純
粋
な
植
物
文
と
し
て

西
方
よ
り
伝
来
し
た
パ
ル
メ

ッ
ト
文
が
、
中
国
に
お
い
て
次
第
に
伝
統
の
雲
気
文

系
の
文
様
と
融
合
し
て
い

っ
た
事
を
示
し
て
い
る
。

高
句
麗
古
墳
壁
画
の

一
つ
、
輯
安

の
通
溝
四
神
塚
に
描
か
れ
た
半
パ
ル
メ

ッ
ト

波
状
唐
草

(図
版
三
1
5
)
も
、
主
軸
が
大
き
な
曲
線
を
描
き
、
そ
こ
に
弾
力
性

が
感
じ
ら
れ
る
。
と
同
時
に
、
龍
を
表
現
し
た
文
様
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
瘤
節
も

い
く

つ
か
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
、
主
軸
に
絡
み
付

い
た
葉
先
が
急
に
太
さ
を
増
し
、

C
字
形
に
巻
き
込
ん
で
い
る
点
は
、
北
魏
孝
昌
二
年
候
剛
墓
誌
蓋
に
も
見
ら
れ
る

と
こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
も
植
物
的
で
は
な

い
表
現
と
言
え
る
。
江
西

の
遇
賢
里
大
墓

に
見
ら
れ
る
半
パ
ル
メ
ッ
ト
波
状
唐
草

は

(図
版
三
1
4
)
は
、
通
溝
四
神
塚
の

も
の
よ
り
線
が
細
く
、
爽
や
か
な
印
象
を
受
け
る
が
、
そ
の
主
軸

に
は
瘤
節
の
名

残
と
も
思
わ
れ
る
若
芽
状
の
突
起
を
持

つ
。
パ
ル
メ

ッ
ト
の
葉
先
は
茎
に
巻
き
付

い
て
は
い
な
い
が
、

一
弁
が
長
く
伸
び
地
間
の
三
葉
形
を
包
み
込
ん
で
い
る
。
全

体
的
に
葉
茎
の
描
写
は
伸
び
や
か
で
、
風
に
翻
る
よ
う
な
動
き
を
持

つ
。

こ
れ
は
、

湖
南
省
長
沙
劉
氏
墓
や
河
南
省
郡
県
彩
色
画
像
博
墓

の
も
の
と
通
ず
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
南
朝
か
ら
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

パ
ル
メ
ッ
ト
以
外
の
飛
天
や
四
神
図

な
ど
も
、
風
に
翻
る
か
の
よ
う
な
軽

い
筆
致
で
描
か
れ
て
お
り
、
南
朝
様
を
う
か

が
わ
せ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
壁
画
と
、
夢
殿
観
音
像
光
背
の
パ
ル
メ
ッ
ト
文
を
比
べ

る
と
、
主
軸
の
曲
率
が
大
き
い
点
、
半
パ
ル
メ
ッ
ト
を
背
あ
わ
せ
に
し
、
そ
の
間

に
三
葉
形
を
包
み
込
む
点
、
主
軸
と
茎

の
分
か
れ
目
に
結
節
帯
を
持
ち
、
そ
こ
か

ら
芽
状
の
も
の
が
出

て
い
る
点
、
な
ど
の
土
ハ通
点
が
見
出
せ
る
。
こ
れ
ら
の
壁
画

は
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
前
半

に
か
け
て
描
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
ま

た
、
前
述
の
よ
う
な
共
通
性
も
多

い
こ
と
か
ら
、
日
本
と
中
国

の
問
に
お
い
て
文

様
様
式

の
変
化
を
た
ど
る
上
で
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

光
背
文
様
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
半
パ
ル
メ
ッ
ト
波
状
唐
草
で
、
夢
殿
観
音
像
の

も
の
と
共
通
性
を
持

つ
例
と
し
て
は
、
先
の
龍
門
の
例
の
他
に
、

天
平
二
年
銘

(五
三
五
)
三
尊
仏
立
像

(図
版
四
1
1
)

北
斉

仏
坐
像

(図
版
四
1
2
)

階

菩
坐
像

(図
版
四
1
3
)

な
ど
が
あ
り
、
あ
ま
り
古
い
時
代
の
も
の
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

は
す
べ
て
、
パ
ル
メ

ッ
ト
の
葉
先
が
茎
に
巻
き
付
く
形
式
の
も
の
で
、
夢
殿
観
音

像
光
背
の
よ
う
に
、
葉
が
茎
に
吸
収
同
化
さ
れ
て
し
ま
う
例
は
見
出
せ
な
か

っ
た
。

し
た
が

っ
て
こ
の
形
式
は
、
夢
殿
観
音
像
独
特
の
も
の
と
言
え
る
。
こ
の
形
式
を

用
い
る
事
に
よ
り
、
本
像

パ
ル
メ
ッ
ト
文
の
葉
先
が
形
成
す
る
団
扇
形
は
、
よ
り

明
瞭
と
な
り
、
パ
ル
メ
ッ
ト
文
全
体
に
、
リ
ズ
ム
感
を
与
え
る
事
と
な

っ
た
。
も

し
も
、

こ
の
パ
ル
メ
ッ
ト
の
葉
先
が
茎
に
同
化
す
る
事
無
く
、
他

の
例

の
よ
う
に

茎
に
巻
き
付

い
て
い
た
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
整
然
と
し
た
美
し
さ
は
得
ら
れ
ず
、

こ

の
光
背
に
お
い
て
は
む
し
ろ
煩
項
な
印
象
を
与
え
か
ね
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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第6図 夢殿観音像光背パ ルメ ット文お よび仮定図

(牌弟
六
図
)。

一
見
、
写
実
性
に
富
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
夢
殿
観
音
像
光
背
の
パ
ル
メ

ッ
ト

文

で
あ
る
が
、
半
円
に
近
い
曲
率
を
持

つ
主
軸
と
い
い
、
茎
に
同
化
す
る
葉
先
と

い
い
、
純
粋
な
植
物
文
と
は
違
う
要
素
が
、
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
た
。

五
、
雲
気
文
と
南
朝
文
化

古

代

中

国

に

は
、

万
物

は

「
気

」

か

ら
生

ず

る

と

い

う
考

え
方

が
あ

っ
た
。

紀

(22
)

元
前
二
世
紀
に
書
か
れ
た

「
准
南
子
」
は
既
に
、
混
沌
か
ら
虚
空
が
、
虚
空
か
ら

宇
宙
が
生
ま
れ
、
そ
の
宇
宙
が

「
気
」
を
生
じ
そ
こ
か
ら
や
が
て
は
天
地
が
分
離

(23
)

し
て
世
界
が
創
造
さ
れ
る
と
記
し
て
い
る
。
「気
」
こ
そ
が
万
物

の
根
源

で
あ
り
、

本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
内
在
し
て
い
る

エ
ネ

ル
ギ
!
、
ま
た
は
生
命
力
そ
の
も
の
が

「気
」
で
あ
り
、
こ
の
、
目
に
は
見
え
な

い

「気
」
を
い
か
に
表
現
す
る
か
が
当
時
の
人
々
に
と

っ
て
は
大
き
な
課
題
で
あ

っ

た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
の
下
に
生
ま
れ
た
の
が
雲
気
表
現
で
あ
る
。

つ
ま
り
雲
気
文
は

「気
」
を
形
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
次
な
る
も
の
へ
の
創
造

の

過
程
に
お
け
る

「気
」
の

一
瞬
を
と
ら
え
た
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
。

こ
の

よ
う
に
、
ま
だ
仏
教
思
想
が
中
国

へ
伝
え
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
古
代
中
国
思
想
の

中
に
あ

っ
た

「気
」
の
観
念
は
、
や
が
て
仏
教
思
想
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
雲
気
文

は
、
仏
の
持

つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
、
人
間
を
超
越
し
た
不
思
議
な
力
を
表
現
す
る
た

め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
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さ
て
、
こ
の
雲
気
表
現
が
、
夢
殿
観
音
像
光
背

に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

頭
光
部
に
、
S
字
形
雲
気
唐
草
文
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
六
個

の

S
字
形
を
絡
み
合
わ
せ
て
円
帯

に
配
置
で
き
る
よ
う
に
構
成
し
た
も
の
で
、
そ
れ

そ
れ
の
S
字
形
の
中
心
部
に
は
、

一
ま
わ
り
小
さ
い
S
字
形
が
、
交
差
す
る
よ
う

に
配
さ
れ
て
い
る
。
S
字
形
の
両
端
は
渦
を
巻
く
か
の
よ
う
に
大
き
く
巻
き
込
み
、

流
れ
出
し
そ
う
な
突
起
が
、
い
く

つ
か
認
め
ら
れ
る
。

第一種S字 形単 一文様

瑚畿/◎ 
父

安城洞大塚

第二種S字 形単一文様

天f地 神塚

安岳3号 墳

ノ

竜唐草連続文様

安岳3号 墳

亀甲塚

第8図 唐草文様の種類
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第一 種S字 形単一文様(網 部)
に変形C字 形が付 く

=

[
妙

第二種S字 形単一文様

(網部)

十

繍
形
斜

 

も

撫

第9図 夢殿観音像S字 形雲気文の構成

こ
の
S
字
形
雲
気
文
に
類
似
す
る
も
の
が
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
見
ら
れ
る
。

大
西
修
也
氏
は
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
現
わ
れ
た
雲
気
文
を
、

(
一
)
三
室
塚
、
安
城
洞
大
塚
に
み
る
、
第

一
種
S
字
形
単

一
文
様

(二
)
安
岳
三
号
墳
、
天
王
地
神
塚
に
み
る
、
第
二
種
S
字
形
単

一
文
様

(三
)
安
岳
三
号
墳
に
み
る
、
竜
唐
草
連
続
文
様

(四
)
亀
甲
塚
、
寵
神
塚
に
み
る
、
竜
唐
草
連
続
文
様

の
四
種
の
基
本
形
に
分
け

(第
八
図
)、
そ
の
他
の
雲
気
文
は
、
以
上
四
つ
の
影

響
下
で
、
分
解

・
復
合

・
反
復

・
合
成
な
ど
の
方
法
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
文
様
で

(24
)

あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
分
類
よ
り
、
夢
殿
観
音
像
光
背

の
S
字
形
雲
気
文
を
見
た
な
ら
、

(
一
)
と

(二
)
の
形
式
と
関
係
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
基
本
形

(
一
)

の
S
字
形
の
巻
き
込
み
部
分
に
付
く
、
二
個
の
変
形
C
字
形
の
し

っ
ぽ
が
伸
び
て

融
合
し
て
し
ま

っ
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
基
本
形

(
一
)
と

(
二
)
が
組
み
合
わ

さ
れ
た
場
合

(第
九
図
)
に
、
夢
殿
観
音
像
光
背
の
S
字
形
雲
気
文
と
か
な
り
似

通

っ
た
形
に
な
る
事
が
言
え
る
。
ま
た
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
作
例
に
は
、
瘤
節
形

が
見
ら
れ
る
が
、
夢
殿
観
音
像
光
背

の
S
字
形
雲
気
文
に
も
、
そ
の
痕
跡
が
認
あ

ら
れ
る
。
た
だ
、
高
句
麗
壁
画
の
も
の
の
よ
う
に
明
瞭
で
は
無
く
、
主
軸
か
ら
流

れ
出
そ
う
と
し
て
い
る
雲
の
よ
う
な
表
現
に
な

っ
て
い
る
。
ま
た
、
S
字
形
の
絡

み
方
に
つ
い
て
も
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
そ
の
先
例
を
見
る
事
が
で
き
る
。
安
岳

三
号
墳
に
お
い
て
、
人
物
図
の
上
に
描
か
れ
た
S
字
形
雲
気
文

(第

一
〇
図
)
が

そ
れ
で
、
夢
殿
観
音
像
光
背
の
S
字
形
雲
気
文
と
同
じ
よ
う
に
、
S
字
形

の
巻
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き
込
み
部
分
を
、
次
の
S
字
形
の
巻
き
込
み
に
絡
み
合
わ
せ
、

な
形
で
、
横
に
展
開
し
て
い
る
。

以
L
の
よ
う
に
、
高
句
麗
古
墳
壁
画

に
、

沼愈 綴《 奴 §

〆1瀬
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'
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第10図 安岳3号 墳 にみるS字 形 の絡 み

 

輪

つ
な

ぎ

の

よ
う

夢
殿
観
音
像
光
背
の
S
字
形
雲
気
文

の
源
流
と
も
言
え
る
文
様
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
文
様
は
、
高
句

麗
古
来
の
文
様
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
高
句
麗
は
、
朝
鮮
半
島
の
北
辺
に
位
置

し
、
大
陸
か
ら
の
文
物
を
朝
鮮
三
国
の
中
で
は
最
も
早
く
受
け
入
れ
、
こ
れ
を
土

着
化
し
た
国
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
例
示
し
た
安
岳
三
号
墳
は
、
最
も
古
い
高
句

麗
系
壁
画
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
遼
東
よ
り
高
句
麗
に
投
降
帰
順
し
、
西
暦
三
五

(25
)

七
年
に
没
し
た
武
将
の
墓
で
あ
る
と
い
う
事
か
ら
も
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
が
中
国

か
ら
の
多
大
な
る
影
響
の
下
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
事
が
言
え
る
。
三
五
七
年

と
言
え
ば
、
中
国
で
は
五
胡
卜
六
国
時
代
で
、
北
魏
の
成
立
に
は
ま
だ
だ
い
ぶ
時

間
が
あ
る
。
し
た
が

っ
て
こ
こ
に
流
れ
て
い
る
文
化
は
漢
代
文
化
を
受
け
継
い
だ

も
の
で
あ
ろ
う
。
高
句
麗
に
お
け
る
最
初
の
士
]墳
壁
画
は
間
違
い
な
く
中
国
か
ら

学
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
装
飾
文
様
も
、
中
国
の
そ
れ
を
模
し
た

も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、
安
岳
三
号
墳
の
よ
う
な

中
国
の
伝
統
を
持

っ
た
壁
画
を
模
し
な
が
ら
次
々
と
新
し
い
壁
画
を
描
い
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
安
岳
三
号
墳
の
造
ら
れ
た
四
世
紀
か
ら
、
七
世
紀
に
夢

殿
観
音
像
が
造
ら
れ
る
ま
で
に
は
、
三
世
紀
も
の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
の
間
に
様

式
の
高
句
麗
化
が
あ

っ
た
事
は
当
然
で
あ
る
が
、

一
方
、
中
国
か
ら
、
新
た
な
る

影
響
の
あ

っ
た
事
も
大
い
に
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
、
三
世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
描
か
れ
た
高
句
麗
古
墳
壁
画
を
見
た
時
、

そ
こ
に
二
つ
の
要
素
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の

一
つ
は
、
粘
着
質
で
弾
力
性
を
感
じ

さ
せ
る
要
素
、
も
う

一
つ
は
、
な
め
ら
か
で
流
れ
る
よ
う
な
印
象
を
感
じ
さ
せ
る

要
素
で
あ
る
。
例
え
ば
、
S
字
形
雲
気
文
で
言

っ
た
な
ら
、
安
岳
三
号
墳
や
天
王

一70一



(26
)

地

神

塚

の
も

の

(第

一
〇

図

、

図

版

四
1

4
)

は
、

力

強

く

、

ぐ

ね

ぐ

ね

と

し

た

(
27

)

曲
線
を
持

つ
前
者
で
、
薬
水
里
壁
画
古
墳
に
見
る
S
字
形
雲
気
文

(図
版
四
1
5
)

は
、
ま
る
で
空
中
を
飛
ん
で
い
る
か
の
よ
う
な
、
後
者
の
要
素
を
持

っ
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
要
素
は
、
S
字
形
雲
気
文

に
限
ら
ず
、
壁
画
に
描
か
れ
た
す
べ
て
の

絵
に
対
し
て
感
じ
ら
れ
、

一
つ
の
古
墳
内

に
両
方
の
要
素
が
見
ら
れ
る
事
も
多

い
。

壁
画
文
様
の
全
体
的
な
作
風
を
見
た
場
合
、
大
ま
か
に
と
ら
え
た
な
ら
ば
古
い
時

代
の
も
の
に
前
者

の
要
素
が
多
く
、
時
代
が
新
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
後
者
の
要

素
が
増
し
て
い
る
。
時
代
と
特
徴
か
ら
言

っ
て
、
前
者
は
中
国
漢
代
の
流
れ
を
汲

む
も
の
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
後

の
作
風
の
変
化
、

つ
ま
り
粘
り
気
の
あ

る
文
様
か
ら
、
な
め
ら
か
な
文
様

へ
の
移
行
の
過
程
で
影
響
を
与
え
た
の
は
、
南

朝
文
化

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

南
朝
と
は
、
建
康

(現
南
京
)
を
都
と
し
た
、
漢
族
正
統
の
六

つ
の
王
朝
、
呉
、

東
晋
、
宋
、
斉
、
梁
陳
を
指
す
。
こ
れ

ら
六

つ
の
王
朝
は
、
三

一
六
年
に
西
晋
が

滅
ん
だ
後
、
戦
乱
を
避
け
て
江
南
に
移

っ
た
中
原
の
貴
族
十
人
に
よ

っ
て
建
て
ら

れ
た
。

こ
こ
、
江
南
地
方
に
は
広
い
田
野

が
あ
り
、
倉
糧
事
情
も
華
北
に
比
べ
た

ら
良
好
で
、
穏
や
か
な
気
風
が
育
ま
れ

て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
貴
族
士

人
は
、
こ
の
豊
か
な
大
地
に
抱
か
れ
た
自

然
の
中
で
、
詩
を

つ
く
り
、
音
楽
を
奏

で
、
山
水
の
美
を
堪
能
し
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
生
ま
れ
た
芸
術
は
、
正
統
漢
民

族
の
流
れ
を
汲
み
な
が
ら
も
、
漢
代
と
は
異
な
る
、
自
由
で
お
お
ら
か
な
性
格
の

も
の
と
な

っ
て
い

っ
た
。
そ
の
性
格
の
特
徴
の

一
つ
が
風
に
翻
る
よ
う
な
の
び
や

か
な
表
現
と
し
て
現
わ
れ
た
の
だ
。

こ
こ
で
再
び
郵
県
彩
色
画
像
博
墓
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
こ
の
博
墓
か
ら
は
、

飛
仙
図
、
動
物
図
の
博
や
花
文
博
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
風
に

な
び
い
て
い
る
よ
う
な
、
な
め
ら
か
な
線
を
持

っ
て
い
る

(図
版
五
)。
飛
仙
図

で
は
衣
が
軽
や
か
に
風
に
舞

い
、
動
物
も
ま
る
で
風
に
流
れ
る
よ
う
で
、
そ
こ
に

は
抵
抗
感
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
す
べ
て
が
空
気
と

一
体
化
し
て
い
る
よ
う
な
描
写

で
あ
る
。
か
と
言

っ
て
、
そ
れ
ら
に
弱
々
し
さ
や
、
頼
り
無
さ
は
感
じ
ら
れ
ず
、

む
し
ろ
そ
こ
か
ら
は
、
躍
動
感
、
生
命
力
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
風
の
中
の
人
物
、

動
物
と
言
う
よ
り
は
、
そ
の
も
の
自
体
が
風
を
発
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
そ
れ
自

体
が
風
で
あ
る
と
で
も
言

っ
た
方
が
適
当
の
よ
う
で
あ
る
。
画
面
内
に
無
数
に
散

り
ば
め
ら
れ
た
飛
雲
も
、
そ
の
末
端
は
画
面
に
消
え
入
る
よ
う
に
な
め
ら
か
に
細

く
伸
び
、
画
面
内
の
風
を
よ
り
感
じ
さ
せ
て
い
る
。
線
の
強
弱
も
、
ま
る
で
筆
で

描
い
た
の
か
の
よ
う
に
柔
ら
か
い
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持

つ
南
朝
の
文
化
が
、
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
た
の
だ
。
特
に
、
六
世
紀
後
半
か
ら
七
世
紀
初
期
に
か
け
て
造
ら
れ
、
高
句

(28
)

(29
)

麗
古
墳
壁
画
に
お
い
て
は
後
期
に
属
す
る
と
言
え
る
、
遇
賢
里
大
墓
、
中
墓
、
内

(30
)

里

一
号
墳
、
真
披
里

一
号
墳

に
、
顕
著
に
そ
の
特
徴
を
見
る
事
が
で
き
る

(図
版

三
1
4
、
六
1
1
、
六
1
3
、
六
1
2
)。
高
句
麗
古
墳
壁
画
に
、
漢
代
の
流
れ

を
汲
む
文
様
と
し
て
登
場
し
た
S
字
形
雲
気
文
は
、
そ
の
後
南
朝
か
ら
の
影
響
を

受
け
る
事

に
よ
り
、
そ
の
形
を
次
第
に
な
め
ら
か
に
し
、

つ
い
に
は
、
遇
賢
里
中

墓

に
描
か
れ
た
よ
う
な
S
字
形

(図
版
六
1
4
)
の
登
場
を
み
る
事
に
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
夢
殿
観
音
像
光
背
に
話
を
戻
そ
う
。
こ
の
光
背
に
表
わ
さ
れ
た
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第11図 遇賢里中墓のS字 形雲気 文(上)

雲気文(下)の 相関図

と夢殿観音像光背S字 形

S
字
形
雲
気
文
を
作

風
の
上
か
ら
見
る
と
、

な
あ
ら
か
な
動
き
を

持

つ
点
、
S
字
形
に

付
随
し
た
数
個

の
C

字
形
が
、
し

っ
ぽ
を

長
く
伸
ば
し
、
風
に

な
び
く
表
現
を
と

っ

て
い
る
点
、
S
字
形

の
中
央
部
を
他
の
部

分
よ
り
細
く
表
わ
す

事
に
よ
り
、
両
側
に

引
か
れ
て
い
る
よ
う

な
伸
び
や
か
さ
を
感

じ
さ
せ
る
点
な
ど
、

南
朝
か
ら
の
影
響
を

思
わ
せ
る
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
ま
た
、

一
見
す
る
と
単
な
る
S
字
形
の
絡
ん
だ

文
様

に
思
わ
れ
る
が
、
前
述
の
遇
賢
里
中
墓
に
描
か
れ
た
S
字
形
文

(図
版
六
1

4
)
を
間
に
介
せ
ば
、
こ
の
S
字
形
が
動
物
を
表
現
し
て
い
る
事
を
推
測
す
る
の

(31
)

も
容
易

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仏
像
か
ら
発
せ
ら
れ
た

「気
」
が
龍

へ
変
成
す
る
過

程
を
と
ら
え
た
も
の
で
あ
る
と
も
言
え

よ
う
。
く
る
く
る
と
変
化
し
て
い
く
動
的

な

「
気

」

の
、

あ

る

一
瞬

を

と

ら

え
、

そ
れ

を

画

面

に
写

し

出

し

た

も

の
、

い
わ

ば
、

ア

ニ
メ
ー

シ

ョ
ン
動

画

の

一
枚

の
よ
う

な
も

の

で
あ

る
と

言

え

る
。

し
た

が

っ

て
、

こ

の
S

字

形

雲

気

文

が

、

も

し
本

当

に
動

い

て

い
た

な

ら

、

一
瞬

先

に
は

既

に
形

を

変

え

、

龍

と

な

っ
て
飛

び

出

し

て

い
る

は

ず

だ

。

次
に
、
夢
殿
観
音
像
光
背
の
、
も
う

一
つ
の
雲
気
文
で
あ
る
。
同
縁
部
の
火
焔

文
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
光
背
の
周
縁
部
に
火
焔
を
表
わ
し
た
例
は
日
本
、
大
陸
を
問
わ
ず
数
多

く
存
在
し
て
お
り
、
中
国
に
お
い
て
は
北
魏
頃
か
ら
、
光
背
に
火
焔
文
を
持

つ
仏

像
が
盛
ん
に
現
わ
れ
る
。

一
方
、
我
国
に
お
い
て
、
光
背

に
火
焔
文
を
持

つ
も
の

と
し
て
は
、
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
舟
形
光
背

(図
版
七
1
1
)
並
び
に
脇
侍
菩
薩

像
光
背

(図
版
ニ
ー
2

・
3
)
、
同
戊
子
年
銘
金
銅
像
光
背

(図
版
七
ー
2
)
、

同
金
堂
薬
師
如
来
坐
像
光
背

(図
版
ニ
ー
4
)
同
百
済
観
音
像
光
背

(図
版
二
i

5
)、
中
宮
寺
弥
勒
菩
薩
半
跡
像
光
背

(図
版
ニ
ー
6
)
、
四
十
八
体
仏
中

の
数

点
等
を
挙
げ
る
事
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
光
背
の
ど
の
火
焔
文
を
見
て

も
、
夢
殿
観
音
像
光
背
ほ
ど
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
は
無
い
。
夢
殿

観
音
像
光
背

の
火
焔
文
は
、
底
部
に
C
字
形
の
巻
き
込
み
を
持

つ
と
同
時
に
、
S

字
形
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
り
、
焔
の
燃
え
上
が
る
途
中
に
巻
き
返
し
を
持

っ
て

お
り
、
そ
の
た
め
焔
の
先
端
に
ま
で
緊
張
感
が
み
な
ぎ

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し

て
他

の
作
例
は
、
底
部
に
C
字
形
の
巻
き
込
み
を
持

っ
て
い
て
も
、
焔
の
燃
え
上

が

っ
て
い
く
様
は
ま
る
で
湯
気
が
昇

っ
て
い
く
か
の
よ
う
で
あ

っ
た
り
、
あ
る
い
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b.釈 迦三尊脇待

 

↓
a.夢 殿観音像

第12図 火焔文の移行想定 図(aか らbへ 。bは 実際に は隣の焔 と融合 して いるため、

この図のよ うな単 独の形 は呈 していない)

は
ま
た
、
底
部
の

巻
き
込
み
も
無
く
、

わ
か
め
の
よ
う
に

ゆ
ら
ゆ
ら
と
揺
れ

る
の
み
の
表
現
と

な

っ
て
い
る
。
戊

子
年
銘
光
背

(図

版
七
1
2
)
に
、

S
字
形
の
巻
き
返

し
が
あ
る
と
も
言

え
る
が
、
そ
れ
も

途
中
ま
で
で
、
や

は
り
L⊥
部
は
ゆ
ら

ゆ
ら
と
力
無
い
表

現
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
夢
観
音

像
光
背
で
は
、
焔

の
先
端
が
光
背
の

輪
郭
に
沿
い
、

一

点
に
集
中
し
て
い

く
形
を
示
す
が
、

他
の
例
で
は
、
焔

の
先
端
は
光
背

の
カ
ー
ブ
に
か
か
わ
ら
ず
垂
直
方
向

へ
伸
び
て

い
る
も
の
が
多
く
、
流
動
感
を
あ
ま
り
感
じ
さ
せ
な
い
。

ま
た
、
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
脇
侍
菩
薩
像
光
背
の
火
焔
文
の
底
部
の
C
字
形
巻

き
込
み
の
構
成
が
、
夢
殿
観
音
像
光
背

の
そ
れ
と
類
似
す
る
も
の
だ
と
い
う
指
摘

(32
)

も
あ
る
が
、
両
者

の
与
え
る
印
象

の
違
い
は
大
き
い
。
焔
の
端
々
ま
で
力
強
さ
と

緊
張
感
を
持

つ
夢
殿
観
音
像
の
火
焔
文
と
、
力
無
い
表
現
の
釈
迦
三
尊
像
脇
侍
像

の
火
焔
文
を
比

べ
た
時
、
両
者

の
与
え
る
印
象
の
違
い
は
大
き
い
。
そ
こ
に
は
相

違
点
の
み
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
第

一
二
図
の
よ
う
に
、
夢
殿

観
音
像
の
火
焔
文

の
基
本
的
構
成
の
み
を
残
し
て
、
次
第
に
線
を
省
略
、
全
体
的

に
簡
略
化
す
れ
ば
、
釈
迦
三
尊
像
脇
侍
像
の
火
焔
文
に
近
い
も
の
と
す
る
事
は
で

き
る
。
し
た
が

っ
て
、
火
焔
文

の
み
を
見
た
場
合
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
夢
殿
観
音

像
光
背
の
方

で
あ
り
、
そ
れ
を
便
化
し
た
も
の
が
釈
迦
三
尊
像
脇
侍
像
光
背
に

見
ら
れ
る
火
焔
文

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
を
す
ぐ
に
制
作
年
代
と

結
び
付
け
、
夢
殿
観
音
像
が
釈
迦
三
尊
像

に
先
ん
ず
る
も
の
だ
と
す
る
に
は
、

あ
ま
り
に
も
材
料
が
少
な
す
ぎ
る
。
も
し
、
こ
の
二
像
が
同
じ
止
利
派
の
作
で

あ
り
、

一
方
が

一
方
を
模
し
た
と
い
う
図
式
が
成
立
す
る
の
な
ら
、
夢
殿
観
音

像
の
制
作

の
方
が
早
か

っ
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
環
境
を
異
に
し
た
二
者

の
作
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
こ
に
原
作
、
模
作
の
関
係
は
成
立
せ
ず
、
し
た
が

っ

て
こ
れ
の
み
で
、
制
作
年
代
を
語
る
事
は
出
来
な
い
。
逆
に
、
夢
殿
観
音
像
の

制
作
年
代
を
、

一
般
的
に
支
持
の
多
い
、
太
子
没
後
か
ら
太
子

一
族
の
滅
亡
ま
で

の
間
と
す
る
な
ら
、
こ
の
像
は
釈
迦
三
尊
像
に
遅
れ
て
造
ら
れ
た
事
と
な
り
、
止
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利
派
の
作
で
は
無
い
事
が
言
え
る
。
し
た
が

っ
て
、
町
田
甲

一
氏
が
本
像
に
つ
い

て

「具
膿
的
な
様
式
上
の
特
徴
は
、
様
式
史
的

・
様
式
発
展
史
的
に
み
て
、
繹
迦

(33
)

三
尊
像
よ
り
も
古
い
も
の
と
は
解
し
難
い
」
と
述

べ
な
が
ら
、
止
利
派
の
作
で
あ

る
と
し
て
い
る
事
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。

と
こ
ろ
で
、
我
国
の
光
背
に
表
わ
さ
れ
た
火
焔
文
を
総
合
的
に
見
た
場
合
、
大

陸
の
も
の
に
比
べ
て
、
そ
の
表
現
が
柔
ら
か
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
初
め
て
光
背

に
火
焔
文
を
表
わ
し
た
北
魏
に
は
、
鋭

い
折
り
返
し
の
、
ま
る
で
突
き
刺
さ
る
よ

う
な
表
現
の
火
焔
が
見
ら
れ
る
。
太
和
元
年
銘

(四
七
七
)
金
銅
仏
坐
像

(図
版

八
1
1
)、
太
和
二
十
二
年
銘

(
四
九
八
)
金
銅
仏
立
像

(図
版
八
ー
2
)、
北

魏
金
銅
仏
坐
像

(図
版
七
ー
4
)、
な
ど
が
そ
の
典
型
と
言
え
る
。

こ
れ
ら
に
見

ら
れ
る
。
何
本
も
の
平
行
線
を
も

っ
て
焔

を
表
現
す
る
手
法
は
、
我
国
で
も
法
隆

寺
釈
迦
三
尊
像
光
背

(図
版
七
1
1
)、

戊
子
年
銘
金
銅
像
光
背

(
図
版
七
1

(34
)

2
)
、
四
十
八
体
仏
中
の

一
光
三
尊
仏
立
像
光
背

(図
版
七
ー
3
)
に
見
ら
れ
る

が
、
こ
れ
ら
に
北
魏

の
例

の
よ
う
な
鋭
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
北
魏
も
時
代
が
新

し
く
な
る
に

つ
れ
、
鋭

い
折
り
返
し
の
火
焔
文
は
次
第
に
減
り
龍
門
の
頃
に
な
る

と
、
な
め
ら
か
で
流
動
感
あ
る
表
現
の
火
焔
文
も
登
場
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
中

に
は
光
背
の
輪
郭
に
沿

っ
て
、
焔
の
先
端
が

一
点
に
集
中
し
て
い
く
も
の
も
多
く
、

そ
の
点
に
お
い
て
は
夢
殿
観
音
像
光
背
を
似
て
い
る
と
言
え
る
が
、
力
強
さ
、
流

動
感
に
お
い
て
は
、
夢
殿
観
音
像
光
背
の
火
焔
文
に
勝
る
も
の
を
見
な
い
。

と
こ
ろ
が
、

こ
の
火
焔
文
に
近
い
も
の
が
、
朝
鮮
三
国
時
代
の
百
済
に
位
置
す

る
扶
饒
窺
岩
面
よ
り
出
土
し
た
文
様
博
の
中
に
見
ら
れ
る
。
特
に
、
光
背
下
方
の
、

火
焔
の
し

っ
ぽ
が
ま
だ
伸
び
切

っ
て
い
な
い
部
分
の
文
様
と
、
唐
草
文
博

(図
版

八
1
3
)
を
比
較
し
た
な
ら
、
二
者
は
極
め
て
近
い
文
様
で
あ
る
事
が
言
え
る
。

ま
た
、
鳳
鳳
文
博

(図
版
八
ー
4
)
と
比
較
し
て
も
、
翼
の
長
く
流
れ
て
い
る
点
、

あ
る
い
は
翼
自
体
が
C
字
形
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
い
る
点
は
、
夢
殿
観
音
像

光
背
の
火
焔
文
と
似
て
い
る
。
さ
ら
に
、
翼
の
変
形
し
よ
う
と
し
て
い
る
雲
気
の

エ
ネ

ル
ギ
ー
あ
ふ
れ
る
躍
動
感
も
、
夢
殿
観
音
像
光
背
に
み
る
火
焔
表
現
と
共
通

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

当
時
、
百
済
は
日
本
と
の
交
流
が
盛
ん
で
あ
り
、
頻
繁
に
朝
貢
を
し
た
り
、
工

人
が
来
日
し
た
り
し
て
い
る
事
か
ら
判
断
す
る
と
、
百
済
の
様
式
が
直
接
日
本
に

伝
え
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議

で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

フ
ォ
ル
ム
を

持

つ
様
式
は
、
先
に
も
述

べ
た
よ
う
に
、
中
国
南
朝
の
特
徴
と
言
え
る
。
強
大
な

勢
力
を
持

っ
た
高
句
麗
に
よ
り
、
中
国
と
の
陸
路
交
通
を
断
た
れ
て
い
た
百
済
は
、

海
路
を
通
じ
て
中
国
南
朝
と
直
接
的
な
交
易
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
南
朝
の
美

術
様
式
が
盛
ん
に
導
入
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
公
州
で
は
南
京
で
発
見
さ

れ
た
博
と
ほ
と
ん
ど
同
形
の
博
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
事
を
裏
付
け
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
関
野
貞
氏
は

「
公
州
か
ら
発
見
さ
れ
た
博
が
、
南
京
出
土
の
者

と
殆
ん
ど
全
く
同
形
式

で
あ
る
の
は
、
百
済
が
南
朝
よ
り
工
人
を
聴
し
て
之
を
焼

(35
)

か
し
め
た
為

で
あ
ろ
う
。
」
と
述

べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
武
寧
王
陵
に
副
葬
さ
れ

て
い
た
⊥
器
の
中
に
は
、
百
済
の
土
器
は

一
点
も
見
当
た
ら
ず
、
い
ず
れ
も
中
国
、

特

に
南
朝
か
ら
の
舶
載
品
で
あ

っ
た
事
、
ま
た
、

こ
の
墓
の
型
式
自
体
、
中
国
の

(
36
)

江

南

地

方

に
見

ら

れ

る

も

の
と

い
う

事

か

ら

も
、

百

済

に

お

い

て
、

い
か

に
南

朝
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文
化
が
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か

る
。
ま
た
、
歴
史
上

の
事
実
と
し
て
聖

明
王
十
九
年

(五
四

一
)
に
百
済
は
梁
に
使
い
を
出
し
、
仏
教
文
物
を
輪
入
し
よ

(37
)

う
と
し
て
い
た
事
が

『三
国
史
記
』
に
記

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
梁
と

百
済
の
間
に
は
、
深
い
つ
な
が
り
が
あ

っ
た
事
が
わ
か
る
。

一
方
、
日
本
、
百
済
間
を
み
て
も
、
百
済
は
日
本

へ
仏
教
を
伝
え
た
国
で
あ
り
、

そ
の
後
も
、
欽
明
天
皇
六
年

(五
四
五
)
九
月

に
は
、
日
本
天
皇
の
た
め
に
丈
六

(38
)

仏
を
造

っ
た
事
や
、
同
十
三
年

(五
五
二
)
に
は
、
百
済
聖
明
王
が
釈
迦
仏
金
銅

像

一
躯

讐

若
モ

経
論
若
千
巻
を
献
じ
た
事
輪
)『
日
本
書
紀
」
に
記
さ
れ
て

い

る
。

さ
ら

に
、

飛

鳥

寺

造

立

に
際

し

て
も

、
寺

工

、

鐘

盤

博

十

、

瓦

博

士

、

画

(40
)

工

な

ど

が
百

済

よ

り
来

日
す

る

な
ど

、

盛

ん

に
仏

教

文

化

が
も

た

ら

さ

れ

て

い
る
。

し

た

が

っ
て
、

南

朝

、

梁

よ

り
百

済

へ
、

百

済

よ

り

日
本

へ
、

と

い
う

流

れ

を

経

て
文

物

が

移

入

さ

れ
.て

い

た
事

は
容

易

に
推

測

で
き

る

。

六
、
北
朝

の
中

の
南
朝
様
式

以
上
、
夢
殿
観
音
像
光
背

の
パ
ル
メ

ッ
ト
文
、
雲
気
文
の
源
流
を
た
ど
る
過
程

に
お
い
て
、
中
国
南
朝
と
高
句
麗
、
百
済
、
そ
し
て
日
本
の
つ
な
が
り
が
明
ら
か

と
な

っ
た
。
が
、
そ
れ
と
同
時

に
、
南
朝

は
当
時
の
北
朝
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
北
魏
は
北
方
遊
牧
民
で
あ

っ
た
鮮
卑
拓
抜
族
の
建

て
た

国
で
、
建
国
以
来
、
西
方
か
ら
の
仏
教
文
化
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
い
た
。
し

か
し
、
洛
陽
遷
都

の
頃
か
ら
の
漢
化
政
策

に
よ
り
、
彼
等
は
次
第
に
漢
民
族

へ
同

化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
際
に
、
彼
ら
が
注
目
し
た
の
が
、
漢
民
族
の
正
統
な
流
れ

を
汲
む
南
朝
文
化
で
あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。
北
魏
が
ま
だ
洛
陽
に
遷
都
す
る
前
に

開
整
さ
れ
た
雲
岡
石
窟
は
、
西
方
文
化
の
特
徴
が
色
濃
く
残

っ
て
い
る
。
こ
の
石

窟
を
造

っ
た
工
人
自
体
、
西
域
と
隣
接
す
る
涼
州
の
工
人

で
あ

っ
た
と
い
う
事
か

ら
も
、
こ
の
石
窟
が
西
方
系

で
あ
る
事
が
納
得
さ
せ
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
初
期
窟

に
見
ら
れ
る
パ
ル
メ

ッ
ト
文
、
あ
る
い
は
、
イ
ン
ド
的

・
ギ
リ
シ
ア
的
要
素
を
含

む
仏
像
か
ら
も
、
そ
の
西
方
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
が
、
洛
陽
遷
都
後
、
孝
文
帝
の
漢
化
政
策
と
時
を
等
し
く
造
ら
れ
た
龍
門

石
窟
に
な
る
と
、
雲
岡
石
窟
で
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
表
現
が
登
場
す
る
。
そ
の

一

(
41

)

つ
に
雲
の
表
現
が
あ
る
。
龍
門
に
お
い
て
は
、
そ
の
雲
に
天
女
が
乗
り
、
軽
や
か

に
舞

っ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が

(図
版
八
ー
5
)、
そ
の
天
衣
の

翻
る
様
や
、
雲

の
な
び
き
方
に
は
、
郡
県
彩
色
画
像
博
墓
の
そ
れ
と
共
通
す
る
も

の
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
龍
門
石
窟
が
開
か
れ
た
頃
に
は
、
既
に
北
朝
が
南
朝
文
化

を
取
り
入
れ
て
い
た
事
を
示
し
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
「
南
斉
の
帝

陵
に
描
か
れ
た
天
人
と
、
龍
門
の
天
人
と
は
瓜
二

つ
で
あ
る
。
」
と
い
う
、
吉
村

(
42
)

怜
氏

の
研
究
も
あ
り
、
龍
門
石
窟

へ
の
南
朝
様
式
の
関
与
を
裏
付
け
て
い
る
。

龍
門
石
窟
と
言
え
ば
、
夢
殿
観
音
像
光
背
の
パ
ル
メ
ッ
ト
文
の
源
流
が
見
ら
れ

る
と
言
わ
れ
て
い
る
所
で
あ
る
。
そ
こ
に
既
に
南
朝
か
ら
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と

い
う
事
は
、
こ
の
光
背
の
文
様
を
考
え
る
時
、
南
朝
か
ら
の
影
響
の
問
題
は
、
常

に
見
落
と
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
南
朝
文
化
を
無
視
し
て
は
、
こ
の
光
背
を
語
る

事
は
で
き
な
い
と
言
え
よ
う
。
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七
、
夢
殿
観
音
像
光
背

の
語

っ
た
も
の

西
方
伝
来
の
パ
ル
メ
ッ
ト
文
は
、
中
央

ア
ジ
ア
を
経
て
中
国
に
入
り
、
ま
ず
北

魏
雲
岡
石
窟
に
根
を
F
う
し
た
。
そ
れ
は
次
第
に
、
中
国
占
来
か
ら
の
文
様

で
あ

る
雲
気
文
の
影
響
を
受
け
、
植
物
的
で
は
無
い
動
き
、
例
え
ば
C
字
形
の
巻
き
込

み
や
、
弾
力
性
を
加
え
て
い
く
。
と
同
時

に
、
南
朝
文
化
の
特
徴
で
あ
る
、
な
め

ら
か
で
伸
び
や
か
な
、
風
に
翻
る
よ
う
な
動
き
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の
二

つ
の
要
素
は
、

一
見
対
立
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
同

一
の
文

様
内
に
融
合
さ
れ
、
新
た
な
特
徴
を
持

っ
た
文
様
を

つ
く
り
出
し
た
。
夢
殿
観
音

像
光
背
に
、
私
達
は
そ
の
融
A口
さ
れ
た
形
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
、
こ
の

光
背
を
語
る
に
あ
た

っ
て
、
西
方
伝
来
の
パ
ル
メ
ッ
ト
と
い
う
素
材
が
前
面
に
出

さ
れ
、
と
も
す
る
と
そ
の
事
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
に
弾
力
性
あ
る
雲

気
的
表
現
や
伸
び
や
か
さ
と
い
う
中
国
古
来
、
あ
る
い
は
南
朝
か
ら
の
影
響
の
あ

る
事
を
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ

っ
た
。
確
か
に
こ
の
パ
ル
メ
ッ
ト
は
、
私
達
が

遠
く
西
方
に
思

い
を
め
ぐ
ら
す
の
に
十
分
な
程
、
西
洋
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

し
か
し
、

こ
の
パ
ル
メ
ッ
ト
文
に
も
南
朝
様
式
の
関
与
の
あ
る
事
を
、
私
達
は
見

落
と
す
べ
き
で
は
な
い
。

一
方
、
夢
殿
観
音
像
光
背
に
表
わ
さ
れ
た
雲
気
文
に
も
、
漢
代
か
ら
の
流
れ
を

洗
練
し
た
南
朝
様
式
が
認
め
ら
れ
る
事
は
、
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

仏
を
具
象
化
し
、
仏
像
と
し
て
あ
ら
わ
す
事
は
、
西
方
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ

・
マ
ト
ゥ

ラ
ー
に
始
ま
り
、
西
域
を
経
て
中
国
に
伝
え
ら
れ
た
。
北
魏
を
建

て
た
鮮
卑
拓
抜

族
は
、
西
方
か
ら
の
仏
教
文
化
を
素
直
に
受
け
入
れ
、
ま
ず
雲
岡
に
大
石
窟
を
築

く
。
そ
れ
に
対
し
て
南
朝
は
、
西
域
経
由
で
も
た
ら
さ
れ
た
仏
教
文
化
を
独
自
に

消
化
し
、
中
国
化
す
る
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
に
洗
練
さ
を
加
え
て
い

っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
文
様
の
素
材
と
し
て
パ
ル
メ
ッ
ト
の
よ
う
な
形
は
受
け
継
が
れ
た
が
、

そ
の
作
風
は
、
西
域
や
北
魏
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
事
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
南
朝
文
化
に
注
目
し
た
北
魏
は
、
そ
れ
を
自
国
に
摂
取
す
る
事
に
努
め
た
。

そ
こ
に
龍
門
以
降
の
北
魏
文
化
が
成
り
立

っ
た
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
も
、
南
朝
文
化
は
盛
ん
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
日

本

へ
仏
教
を
伝
え
た
百
済
に
お
い
て
、
特
に
そ
れ
が
盛
ん
で
あ
っ
た
事
は
、
日
本

へ
南
朝
様
式
を
も
た
ら
す
事
と
も
な

っ
た
。

以
上
が
、
夢
殿
観
音
像
光
背
の
文
様
の
源
流
を
た
ど
る
上
で
見
ら
れ
た
、
文
化

の
流
れ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
論
文
に
お
い
て
私
は
、
光
背
と
い
う
も
の
に
あ
ら
わ
れ
た
文
様

の
意
義

に
つ
い
て
も
考
え
て
き
た
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
文
様
は
、
単
な
る
装
飾

と
し
て
の
文
様
で
は
無
く
、
「気
」
を
表
現
す
る
た
め
の
、
意
味
を
持

っ
た
文
様

で
あ

っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
た
だ
デ
ザ
イ
ン
と
し

て
と
美
し
さ
で
は
無
く
、
次
な
る
も
の
へ
変
成
し
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る
。
ほ

ん
の

一
瞬
後
に
は
、
既
に
今
の
形
で
は
無

い

「気
」
。
夢
殿
観
音
像
光
背
は
、

そ

の

一
瞬
を
見
事
に
と
ら
え
、
そ
し
て
そ
れ
を
力
強
く
、
流
麗
に
表
現
し
得
た
。
そ

の
形
、
文
様
の
構
成
と
い
う
芸
術
的
側
面
以
外
、
思
想
的
側
面
に
お
い
て
も
、
こ
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の
夢
殿
観
音
像
光
背
は
優
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

遠
く
西
方
に
起
源
を
持

つ
光
背
と
そ
こ
に
表
わ
さ
れ
た
文
様
は
、
西
域
、
中
国
、

朝
鮮
を
経
、
日
本

へ
伝
え
ら
れ
る
過
程
で
、
そ
の
土
地
の
思
想
、
美
術
様
式
を
包

含
、
洗
練
さ
を
加
え
、
そ
し
て
我
国
夢
殿
観
音
像
の
光
背
と
し
て
、
そ
の
姿
を
現

わ
し
た
。

こ
の
光
背
の
中
に
は
、
限
り
無
き
文
化
の
流
れ
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
と

言

っ
て
も
過
言

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
の
光
背
は
、
そ
の
文
化
の

流
れ
の
終
着
点

に
ふ
さ
わ
し
く
、
我
国
仏
像
光
背
の
頂
点
に
立

つ
も
の
と
な

っ
た

ば
か
り
か
、
中
国
、
朝
鮮
を
も
含
め
た
東
洋
美
術
史
的
視
野
に
お
い
て
も
、
傑
出

し
た
作
品
と
言
え
る
も
の
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。

(昭
和
六

一
年
度
文
化
財
学
科
卒
業
)

註

(1
)

『
奈
良
六
大
寺
大
観
」

法
隆
寺

四

夢
殿
観
音
像

の
解
説

(2
)
久
野

建

「法
隆
寺

夢
殿
観

音
像
と
百
済
観
音
」

(
昭
和

四
十

八
年
)

九
～
十

一
頁

(3
)
松
原

三
郎

「
飛
鳥
白

鳳
仏
源
流
考
」
(
国
華
九

三

一
～
昭
和

四
十
六
年

)

で
は

「
繹

迦
三
尊
像
よ
り
古

い
製
作

の
可
能
性

も
捨

て
得
な

い
と
思
う
。
」

と
述

べ
る

(4
)
註
1

に
同
じ

(5
)
註
2

に
同
じ

(6
)
註
3

三
十
三
～
三
十
五

(
7
)
久

野

建

「
飛
鳥
初

期

の
彫
刻

」

(月

刊
文
化
財

八
七
号

昭
和

四
十

五
年
)
十

五
頁

(8
)
町
田
甲

一

「
法
隆
寺

の
夢
殿
本
尊
救
世
観
音
立
像

と
金
堂
四
天
王
像

に

つ
い
て
上
」

(
国
華
九
九
〇
号
～
昭
和
五
十

一
年
)

(9
)

(
10
)

(
11
)

1
に
記
載

の
数
値

よ
り

『
奈
良
六
大
寺
大
観
」

『奈
良

古
寺
大

観
」

記
載
の
各
数
値
よ
り
算
出

(
12
)
林

良

一
(仏
教
美
術
装
飾
文
様

・
蓮
華

1
」

(仏
教

芸
術
九

八
号
昭
和

四
十

九
年
)

一
〇
七
頁

(
13
)
図
版

四
1
～

3
に
み
え
る
仏
像
光
背

も
こ
の
よ
う
な
例

で
あ

る

(
14
)
本
像
光
背
文
様

に

つ
い
て
は
、
特

に
指

示
の
な
い
限

り
第
十

二
図
を
参
照

さ
れ
た

い

(
15
)

そ
の
起
源

に

つ
い
て
は
、
伊
東
忠
太

「
飛
鳥
文
様

の
起

源

に
就

て
」

(考
古

学
雑
誌

一
ー
四

・
五

・
六
号

明
治
四
十

三
年
)
林

良

一
、
仏
教
美
術

の
装
飾
文
様
パ

ル
メ

ッ

ト
」

(仏
教
芸
術

一
〇
八
号
～

昭
和

五
十

一
年
)

に
詳
し

い

(
16
)
水
野
清

一
、
長
廣
敏
雄

『雲
岡
石
窟
』
第

六
巻

(
17
)
長
廣
敏
雄

「
北
魏
唐
草
文
様

の
二
、

三
に

つ
い
て
」

(
東
方
学
報

(
京
都
)

第
八
冊

昭
和

二
十
六
年
)

に
於

て
は
、
連
続
波
状

唐
草
文
様
、
半

パ

ル
メ

ッ
ト
連
続
文
様
、
連

弧
状
唐
草
文
様

の
名

で
分
類

し
て
い
る
。

(
18
)
北
涼
時
代
～
明
時
代

に
開
墾
。

こ
の
四
三

一
窟
は
北
魏
時
代

の
も
の
。

(
19
)
南
斉
時
代

(
20
)
中
国
河
南
省
西
部
、
郡

県
近
郊

の
学
庄

村

に
あ
る
南
朝

五
世
紀
頃

の
彩
色
博
墓

(
21
)
林

良

一

「仏
教
美
術

の
装
飾
文
様

パ
ル
メ

ッ
ト
2
」

(仏
教
芸
術

二

一
号
)
九
〇
頁
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(
22
)
准
南
王
劉
安

(
前

一
七

九
?
～
前

一
二
一二
年
)
監
輯
。
当
代

に
お
け

る
百
科
全
書

の

観
を
呈
す
。

(
23
)
井
上

正

「仏
教
美
術

に
お
け
る
植
物
表
現
」

(
24
)
大
西
修
也

「高
句
麗
古
墳
壁

画

に
み
る
雲
文

の
系
譜

」

」

(仏
教

芸
術

一
四
三
号

昭
和
五
1.
ヒ
年
)

(
25
)

『
韓
国
美
術
全
集
」

四

壁

画
所
収

金

元
龍

「
韓
国

の
古
墳
壁

画
」

(
昭
和

四

卜
九
年
)

(
26
)
平
安
南
道
股
山
郡

五
世
紀
頃

(
27
)
平
安
南
道
大
安
市

四
世
紀
末

～
五
世

紀
初
頃

(
28
)
平
安
南
道
江
西
郡

六
世
紀
～

レ」
世
紀

頃

(
29
)
平
譲
市

七
世
紀
頃

(
30
)
平
安
南
道
中
和
郡

七
世
紀
前
半

(
31
)
第

工

を
参
照

(
32
)
林

良

一

「火
焔
光
背
新
孝
」

(大

和
文
化
研

究
十
七
1

七

昭
和

四
十

四
年
)

(
33
)
註

8

卜
五
頁

よ
り

(
34
)
本
像

は
朝
鮮
か

ら
の
渡
来
仏

で
あ
る
と
す
る
説

も
あ
る

(
35
)
関
野

貞

「博

よ
り
見

た
る
百
済

と
支

那
南
朝
特

に
梁
と

の
文
化
関
係

」

(宝

雲
第

十
冊
)

二
卜

一
頁

(36
)
大
井

剛

「
武
寧
王
陵
」

(『
別

冊
太
陽
神
話

と
古
代
史

の
旅

昭
和
六
十

一
年

所

収
)

(37
)

『
三
国
史
記
」
巻

二
十
六

百
済
本

記
四
聖
王
十
九
年

「
王
遣
使
入
梁
朝
貢
。
兼
表
講
毛
詩
博
士
。
浬
藥
等
経
義
。
井

工
匠
書
師

参
。
從
之
。
」

同
じ
事
が
梁
側

で
は

『
梁
書
」
五
十

四
諸
夷
百
済

に
て

「
大
通
六
年
大
同
七
年
累

遣
使
献
方
物
井
請

浬
葉
等
経
義
毛
詩

博

士
、
井
工
匠

書
師
等
」

と
記
さ
れ
る

(
38
)

『
日
本
書

紀
」
巻

十
九

欽
明
天
皇
六
年
九
月
条

(
39
)

『
日
本
書
紀
」
巻

十
九

欽
明
天
皇
十

三
年
十
月
条

(
40
)

『
日
本
書
紀
」
巻

二
十

一

崇
竣
天
皇
元
年
条

(
41
)
吉
村

怜

「龍
門
北
魏
窟

に
お
け
る
天
人

誕
生

の
表

現
」

(美
術
史

六
九
号

昭
和

四
十

三
年
)

「
…
雲
岡

の
天
人

は
、

西
方

の
天

人

の
よ

う

に
天
衣

を
翻

し

な
が

ら
飛

ぶ
…
」

(
42
)
吉
村

怜

「南
北
朝
仏
像
様
式
史
論
」

(
国
華

一
〇
六
六
号

昭
和
五
十
八
年

)

参
考
資
料

(図
版
中

で
は
資
料

と
の
み
記
す
)

(
1
)

「
奈
良
古
寺
大
観
」
岩
波
書
店

昭
和
五
十

二
年

(2
)
水
野
清

一
、
長
廣
敏
雄

『龍
門
石
窟

の
研
究
」

(
同
朋
社
、

昭
和
十
六
年

)

(3
)
常
盤
大
定
、
関
野

貞

『中
国
文

化
史
蹟
』

(
法
蔵
館
、

昭
和
五
十
年

)

(
4
)

『
中
国
石
窟

敦
煙
莫

高
窟
」

(
平
凡
社

昭
和
五
十

八
年
)

(
5
)
水
野
清

一

『
中
国

の
彫
刻
』

(
日
本
経
済
新

聞
社

昭
和
三
十
五
年

)

(6
)

『
高
句
麗
古
墳
壁

画
』

(朝

鮮
画
報
社

昭
和
六
十

年
)

(7
)

『
郡
具
彩
色
画
象
縛
墓

』

(文
物

出
版
社

昭
和
三
十

五
年
)

(8
)
佐
藤
昭
夫

『
法
隆
寺
献
納

金
銅
仏
」

(
講
談
社

昭
和
五
十
年

)

(9
)
松
原
三
郎

『
増
訂

中
国
仏
教
彫
刻
史
研
究
」

(
吉
川
弘

文
館

昭
和

四
十

一
年
)

(10
)

『
世
界
美
術
全
集

」

(角

川
書
店

昭
和
四
十

三
年

)

(11
)

『
世
界
美
術
大

系
」

(講

談
社

昭
和
三
十
九
年

)

(
12
)
長
廣
敏
雄

『
雲
岡
石
窟

中
国
文
化
史
蹟
」

(
世
界
文
化

社

昭
和

五
十

一
年
)
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法隆寺夢殿観音像(註1よ り)
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1.郡 県彩色画像博墓 鳳鳳画像郡(註39よ り)
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4.遇 賢里中墓 玄室持送(註25よ り)
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2.法 隆 寺 戊子年銘金銅像光背(註1法 隆寺
二より)

4.北 魏 金銅仏坐像(資 料8よ り)

1.法 隆寺 釈迦三尊像(註1法 隆寺 よ り)
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3.一 光三尊仏立像(四 十八体仏 資料8よ り)



3.扶 饒窺岩面 出土唐草 博(資 料10よ り)

4.扶 飴窺岩面 出土鳳鳳 文増(資 料10よ り)

5.龍 門石窟 蓮華洞 天井飛天(資 料11よ り)

1.太 和元年銘 金銅仏坐像(資 料9よ り)
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2.太 和22年 銘 金銅仏立像(資 料9よ り)
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