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六
章

結
語

鼻
緒
履
物
の
種
類
と
形
態

鼻
緒
履
物
の
形
式
分
類

石
窟
寺
院
に
み
え
る
天
王
像
の
履
物

敬
善
寺
洞
の
造
営
と
天
王
図
像

敬
善
寺
洞
天
王
像
の
類
例
と
伝
播
状
況

敬
善
寺
洞
天
王
像
と
西
域
画
家
と
の
関
係

仏
像
の
服
制
は
地
域
性
や
時
代
様
式

が
反
映
し
て
い
る
の
で
、
図
像
の
源
流
や

伝
播
状
況
を
論
じ
る
上
で
大
き
な
手

が
か
り
と
な
る
。
本
稿

で
は
服
制

の
う
ち

「鼻
緒
履
物
」
を
取
り
上
げ
、
中
国
を
中
心
と
し
た
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
図

像
の
伝
播
に

つ
い
て
考
察
す
る
。

ま
ず
第

一
章
で
は
、
古
代
中
国
の
文
献
中
に
み
え
る
鼻
緒
履
物

「鮭
」
、
「展
」
、

「屑
」
に
つ
い
て
、
『釈
名
』
を
中
心

と
し
た
文
献
史
料
に
よ

っ
て
そ
れ
ら
の
形
態

を
確
認
す
る
。
「鮭
」
は
紐
を
し
ぼ
る

こ
と

で
固
定
す
る
わ
ら
ぐ

つ
の
よ
う
な
履

物
で
、
「展
」
は
お
そ
ら
く
下
駄
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
「屑
」
は
草
鮭

の
よ
う

な
も

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
実
物
例
に
比
定
で
き
る
。
「雁
」
は
文
献
中
に
し
ば
し
ば

「芒
屑
」
と
あ
り
、
南
朝

の
歴
史
書
や
南
方
地
方

の
記
載
に
登
場
す
る
履
物
で
あ

る
。
『新
唐
書
』
車
服
志
に

「そ
れ
芒
雇
は
水
郷
に
出
で
、
京
華

の
用
い
る
と
こ

ろ
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
芒
屑
は
中
原
の
履
物
で
は
な
く
南
方
の
水
郷

地
帯
で
用
い
ら
れ
た
履
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
副
葬
品
の
屑
を

つ
け
る
人
物

桶
の
出
土
例
は
す
べ
て
南
方
か
ら
の
も
の
で
、
中
原
に
お
け
る
伝
統
美
術
の
中
で

は
見
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
仏
教
図
像
中
に
表
さ
れ
た
作
例
で
は

い
く

つ
か
挙
げ
ら

れ
る
。

そ
こ
で
第
二
章

で
は
、
仏
教
図
像
中
に
み
え
る
鼻
緒
履
物
を
緒
穴
の
数
や
位
置

な
ど
に
従

っ
て
A
形
式
か
ら
E
形
式
の
五
形
式
に
分
類
し
、
形
式
ご
と
に
特
徴
や

形
態
を
詳
述
し
た
上
で
、
具
体
的
作
例
を
挙
げ
た
。
そ
の
結
果
、
A
形
式
は
ガ
ン

ダ
ー
ラ
仏
に
見
ら
れ
る
形
式
で
あ
り
、
現
在
の
東
南
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
で
も
同
形

式
の
鼻
緒
履
物
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
で
普

及
し
て
い
た
履
物
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
B
形
式
は

「属
」
で
あ
り
、
中
国

・

朝
鮮
半
島

・
日
本
な
ど
広

い
地
域
に
み
ら
れ
る
履
物
で
あ
る
。
C
形
式
と
D
形
式
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は
B
形
式
と
同
系
統
上
の
分
枝
的
な
関
係
で
あ
る
。
ま
た
、
E
形
式
は
文
献
中
に

い
う

「
鮭
」
で
あ
る
。
B
形
式
や
E
形
式

の
履
物
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
や
西
域
な
ど
、

中
国
以
外
の
地
域
で
見
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
は
中
国
独
自
の
鼻
緒
履
物

で
あ

る
と

い
え
る
。
そ
し
て
、
着
甲
の
天
王
像
が
身
に
つ
け
て
い
る
例
が
多

い
と
い
う

特
色
が
み
え
て
く
る
。

第
三
章
で
は
鼻
緒
履
物
を

つ
け
る
天
王
像
の
特
異
性
を
証
明
す
る
た
め
に
、
雲

山岡
石
窟
か
ら
龍
門
石
窟
に
至
る
ま
で
の
中
国
石
窟
寺
院
に
お
け
る
天
王
像

の
履
物

に
つ
い
て
述
べ
る
。
雲
山岡
石
窟

・
輩
県
石
窟
寺

・
麦
積
山
石
窟

・
柄
霊
寺
石
窟

.

敦
煙
莫
高
窟

に
表
さ
れ
る
神
将
像
は
す

べ
て
被
甲
履
物
を
つ
け
て
お
り
、
鼻
緒
履

物
を

つ
け
る
神
将
像
は

一
例
も
見
出
せ
な
か
っ
た
。
龍
門
石
窟
に
は
莫
大
な
数
の

天
王
像
が
造
像
さ
れ
て
い
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
鼻
緒
履
物
と
明
確
に
わ
か
る
像
は

敬
善
寺
洞
に
み
ら
れ
る

一
対
の
み
で
あ

る
。
宮
大
中
氏
は

『龍
門
石
窟
芸
術
』
の

な
か
で
、
「梁
文
雄
寵
」
、
コ
ニ
世
仏
舘
」
、
「賓
陽
北
洞
」

の
天
王
像
は
敬
善
寺
洞

像
と
同
じ
浮
彫
の
像
で
あ
り
、
鼻
緒
履
物
を
つ
け
る
と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
龍
門
石
窟
の
天
王
像

の
う
ち
鼻
緒
履
物
像
が
占
め
る
割
合
は

一
割

に
も
満
た

な
い
の
で
、
鼻
緒
履
物
を
つ
け
る
天
王
像
は
希
少
な
造
像
で
あ
る
と
い
え
る
。
敬

善
寺
洞
の
天
王
像
は
特
殊
な
図
像
で
あ

り
、
造
像
に
は
図
像
な
ど
何
ら
か
の
依
拠

す
る
も
の
が
あ

っ
た
に
違

い
な
い
。

第
四
章
で
は
敬
善
寺
洞
の
造
営
年
代

を
考
え
、
敬
善
寺
洞
天
王
像

の
制
作
年
代

を
割
り
出
し
た

い
。
敬
善
寺
洞
は

「敬
善
寺
石
像
銘
井
序
」
の
造
像
銘
に
よ
る
と
、

紀
国
太
妃
章
氏
に
よ

っ
て
造
営
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
年
銘
が
み
ら
れ
な

い

た
め
造
営
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
賓

陽
北
洞
外
の
永
徽
元
年

(六
五
〇
)
の

「
王

師
徳
等
造
像
寵
」
で
は
天
王
像
は
出
現
し
て
お
ら
ず
、
蓮
華
洞
外
の
龍
朔
二
年

(六
六
二
)
「偶
師
県
口
口
郎
楊
口
口
造
像
盧
舎
那
仏
寵
」
に
は
天
王
像
が
現
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
石
窟
に
お
け
る
天
王
像
の
出
現
と
流
行
は
龍
朔
元
年
前
後
に
求

め
ら
れ
る
。
ま
た
、
玄
　

の
帰
国
に
伴
い
、
玄
　
将
来
の
優
填
王
像
の
流
行
が
み

ら
れ
、
龍
門
石
窟
に
お
い
て
も
永
徽
六
年

(六
五
五
)
以
降
に
優
填
王
造
像
の
流

行
が
み
ら
れ
る
。
敬
善
寺
洞
天
王
像
も
西
域
か
ら
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
て
い
る

の
で
、
永
徽
末
年
以
降

の
制
作
で
あ
る
可
能
性
が
強

い
。
敬
善
寺
洞
の
如
来
や
菩

薩
像
な
ど
の
様
式
か
ら
み
る
と
、
麟
徳
二
年
以
前
に
造
営
さ
れ
た
無
年
記
洞
寵
よ

り
も
降
る
も
の
で
は
な
く
、
敬
善
寺
洞
の
造
営
年
代
は
永
徽
年
末
か
ら
麟
徳
二
年

ま
で
の
間
に
想
定
で
き
る
。

敬
善
寺
洞
天
王
像

の
特
徴
は
西
域
的
面
貌
で
あ
り
、
そ
の
服
制
は
唐
甲
制
に
基

づ
き
、
頭
部
は
三
面
に
円
形
飾
り
を
つ
け
る
天
冠
台
を

つ
け
て
束
髪
と
し
、
足
に

は
芒
屑
ら
し
き
鼻
緒
履
物
を

つ
け
て
い
る
。
龍
門
の
初
唐
窟
寵
に
は
浮
彫

の
天
王

像
が
目
立
ち
、
六
十
三
号
寵
、
賓
陽
北
洞
、
二
三
九
号
寵
、
三
世
仏
寵
、
梁
分
雄

寵
、
三
九
九
号
舘
な
ど
は
敬
善
寺
洞
天
王
像
と
同
じ
服
制
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

敬
善
寺
洞
天
王
像

の
よ
う
な
図
像
が
持
ち
込
ま
れ
た
後
、
龍
門
に
お
い
て
浮
彫
に

よ
る
天
王
像
の
造
像
が
盛
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

敬
善
寺
洞
天
王
像
の
ひ
と

つ
の
特
徴
は
、
大
刀
を
斜
め
に
か
か
げ
て
大
刀
の
先

端
に
片
手
を
添
え
る
立
ち
姿
で
あ
る
。
第
五
章
で
は
そ
の
類
例
を
検
証
す
る
こ
と

で
、
こ
の
図
像

の
流
通
と
伝
播
状
況
を
見
て
い
く
。
周
辺
地
域
に
は
こ
の
タ
イ
プ

の
天
王
像
と
同

一
図
像
が
存
在
し
て
お
り
、
大
雁
塔
石
門
な
ど
に
線
刻
さ
れ
て
お

り
長
安
の
造
像
に
類
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
図
像
は
長
安
を
起
点
と
し
て
広
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が
っ
て
い
っ
た
と

い
え
る
。
同
じ
図
像
は
韓
国

・
石
窟
庵
に
も
伝
わ

っ
て
お
り
、

石
窟
庵
持
国
天
像
と
敬
善
寺
洞
北
壁
天
王
像
と
を
並

べ
て
み
る
と
、
驚
く
ほ
ど
相

似
し
て
い
る
。
ま
た

「戒
壇
院
厨
子
扉
絵
」
多
聞
天
像
も
同
じ
ポ
ー
ズ
を
し
て
お

り
、
図
像
の
伝
播
は
日
本
に
ま
で
及
ん
だ
。
こ
の
ポ
ー
ズ
を
採
ら
な

い
が
同
様

の

服
制
と
鼻
緒
履
物
、
西
域
的
面
貌
を
表
す
天
王
像
は
、
同
じ
図
像
か
ら
派
生
し
た

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
思
わ
れ
、
こ
の
天
王
図
像
は
東
ア
ジ
ア
の
広
い
地
域
に
流
布

し
た
。
こ
れ
ら
は
す

べ
て
絵
画
的
な
線
刻
や
浮
彫

で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

図
像
の
抄
本
の
伝
播
が
想
定
さ
れ
る
。
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
中
頃
の
間
に
、

長
安
を
起
点
に
洛
陽
、
朝
鮮
半
島
、

日
本
、
ま
た
敦
煙

へ
伝
播
し
た
こ
と
が
現
存

す
る
作
品
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

敬
善
寺
洞
天
王
像
は
唐
甲
制
に
南
方
の
芒
屑
を
取
り
入
れ
、
西
域
的
面
貌
で
造

ら
れ
た
と

い
う
特
徴
が
あ
る
。
第
六
章
で
は
長
安

の
初
唐
造
像
に
お
い
て
、
西
域

か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
る
契
機
を
考
え
て
み
る
こ
と
で
、
こ
の
図
像

の
成
立
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
大
雁
塔
の
石
門
刻
画
に
み
え
る
西
域
的
な
天
王
像
で
思
い
出

さ
れ
る
の
が
、
『歴
代
名
画
記
』
の
記
載

に
あ
る
西
域
出
身

の
画
家

・
尉
遅
乙
僧

の
慈
恩
寺

に
お
け
る
業
績
で
あ
る
。
『
歴
代
名
画
記
』
の
筆
者
で
あ
る
張
彦
遠
は

尉
遅
乙
僧

の
画
に
つ
い
て
、
「
用
筆
は
緊
勤

に
し
て
、
鉄
を
屈
し
練
を
盤
す
る
が

如
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
筆
法

は
ダ
ン
ダ
ン
ウ
ィ
リ
ク
出
土
壁
画
片
な
ど

の

子
聞
国
の
遺
品
に
み
る
こ
と
が
で
き

、
大
雁
塔
門
の
石
刻
画
も
同
じ
く
尉
遅
派

の

画
家
に
よ
る
制
作
と
思
わ
れ
る
。
長
安
造
像
界
に
お

い
て
西
域

の
人
物
画
や
仏
画

と

い
え
ば
尉
遅
派
の
画
家

で
あ
り
、
大
雁
塔
門
の
天
王
像
と
同
じ
特
徴
を
も

つ
敬

善
寺
洞
天
王
像
も
尉
遅
画
を
も
と
に
造

ら
れ
た
可
能
性
が
強

い
。
西
域
画
家
に
よ

る
天
王
図
像
の
広
が
り
は
、
永
徽
年
間
に
玄
癸
将
来

の
優
填
王
像
が
流
行
し
た
の

と
同
時
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
天
王
図
像
は
長
安
で
流
行
し
て
、
紀
国
太

妃
章
氏
に
よ

っ
て
洛
陽
に
持
ち
込
ま
れ
た
。
章
氏
が
洛
陽
を
東
都
と
定
め
た
顕
慶

二
年

(六
五
七
)
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
敬
善
寺
洞
の
造
営
年
代
は
顕

慶
二
年
頃
に
設
定
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
天
王
像
が
履
く

「屑
」
は
江
南
や
湖
南
地
方
に
普
遍
て
い
た
履
物
で

あ
り
、
屑
を

つ
け
る
造
像
も
こ
こ
か
ら
は
じ
ま

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
屑
を
つ
け
る

天
王
像
で
も
最
も
早
い
時
期
の
例
は
、
龍
門
石
窟

・
敬
善
寺
洞
の
天
王
像
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
じ
天
王
図
像
は
朝
鮮
半
島
や
日
本
に
ま
で
伝
播
し
て
、
属
を

つ
け
る
天

王
像
は
す
べ
て
絵
画
的
な
浮
彫
で
造
像
さ
れ
た
。

敬
善
寺
洞
天
王
像
の
も
と
に
な

っ
た
図
像
は
尉
遅
派
の
画
家
に
よ
り
描
か
れ
た

と
思
わ
れ
、
そ
の
筆
法
に
干
聞
国
の
画
法
が
反
映
さ
れ
て
い
る
が
、
鎧
や
履
物
な

ど
の
服
制
は
中
国
的
で
あ
る
。
鮭
を
は
く
神
将
像
に
は
北
魏
期
の
例
が
あ
り
、
尉

遅
派
の
画
家
は
こ
の
よ
う
な
服
制
の
天
王
像
を
自
国
の
画
法
で
表
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
石
材
を
用

い
て
尉
遅
派
の

「用
筆
緊
勤
、
如
屈
鉄
盤
綜
」
を
再
現
す
る
た
め

に
は
線
的
な
浮
彫
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
図
像
が
主
に
線
刻
や
絵
画
で
表
さ

れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
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