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こ
れ
ま
で
本
紀
要
の
第
四
・
五
両
号
に
わ
た
っ
て
、
飛
鳥
時
代
か
ら
白
鳳
時

代
に
か
け
て
の
彫
刻
の
様
式
史
的
推
移
を
、
考
察
し
て
き
た
。
今
回
は
、
さ
ら

に
白
鳳
時
代
か
ら
天
平
時
代
へ
の
推
移
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

前
に
も
み
た
よ
う
に
、
半
蜘
思
惟
像
は
、
や
や
う
つ
む
き
か
げ
ん
の
姿
勢
で
、

考
え
ご
と
に
案
潜
す
る
姿
を
表
現
し
て
い
た
。
下
を
む
い
て
思
索
に
ふ
け
る
と

き
、
そ
こ
に
は
孤
独
が
あ
る
。
他
人
と
隔
絶
し
た
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
に

個
人
が
我
を
忘
れ
て
、
我
の
底
に
沈
潜
し
、
解
脱
し
、
絶
対
者
に
、
ま
た
は
絶

対
空
に
帰
一
す
る
。
あ
る
い
は
仏
に
帰
一
し
、
成
仏
す
る
境
地
で
あ
る
。

飛
鳥
白
鳳
時
代
人
は
、
仏
像
を
拝
し
視
て
、
そ
こ
に
象
徴
さ
れ
る
絶
対
の
個

人
、
孤
独
な
個
人
と
絶
対
者
と
の
対
立
を
、
ま
た
絶
対
者
の
ア
ガ
ペ
に
抱
摂
さ

れ
る
人
間
と
、
人
間
を
こ
え
た
仏
の
世
界
を
、
直
観
的
に
理
解
し
得
た
で
あ
ろ

う
か
。
飛
鳥
白
鳳
時
代
の
仏
師
の
ご
と
く
象
徴
的
に
崇
高
性
を
、
か
く
も
表
現

し
得
た
ほ
ど
の
人
々
な
ら
ば
、
理
解
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
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仏
像
は
須
弥
壇
の
上
に

1

つ
お
か
れ
て
い
て
も
、
こ
れ
を
拝
し
、
信
じ
、
み

る
人
と
の
間
に
は
、
魂
の
交
流
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
°
我
の
底
を
つ
き

ぬ
け
た
、
忘
我
の
境
地
に
お
け
る
対
話
の
成
立
が
、
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な

さ
て
、
仏
教
芸
術
に
は
、
儀
軌
で
定
ま
る
群
像
形
式
の
表
現
が
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
前
々
回
に
お
い
て
ふ
れ
た
よ
う
に
、
群
像
は
―
つ
の
ド
ラ
マ
の

凝
縮
し
た
姿
を
し
め
し
て
い
る
と
い
え
る
。
は
じ
め
に
基
準
作
と
し
て
、
と
り

あ
げ
た
法
隆
寺
釈
迦
一
＿
＿
尊
像
の
ご
と
き
も
、
本
尊
と
両
脇
侍
と
の
間
に
調
和
の

あ
る
統
一
が
み
ら
れ
た
。
も
し
脇
侍
が
一
体
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
物

足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
尊
よ
り
も
小
さ
く
、
両
脇
侍
を
ほ
ぽ
ひ
と
し
い
大
き

さ
で
、
阿
側
に
ッ
ソ
メ
ト
リ
カ
ル
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
調
和
が
と
れ
る
。
五

尊
形
式
で
も
同
様
で
あ
る
。
仏
教
芸
術
の
三
尊
形
式
に
は
い
ろ
い
ろ
な
組
合
せ

が
あ
る
。

釈
迦
仏
が
普
賢
、
文
殊
両
菩
薩
を
両
脇
に
従
が
え
、
薬
師
仏
が
日
光
、
月
光

両
菩
薩
を
、
阿
弥
陀
仏
が
観
音
、
勢
至
を
、
不
動
明
王
が
坤
迦
羅
、
制
多
迦
二

|
ー
群
像
形
式
と
憂
欝
性
の
表
現
を
中
心
と
し
て
1

横

田

健



を
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
。

童
子
を
し
た
が
え
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
仏
教
芸
術
と
い
え
る
か
ど
う
か

分
ら
な
い
が
、
役
行
者
が
前
鬼
、
後
鬼
を
し
た
が
え
て
い
る
の
も
、
三
尊
形
式

で
あ
る
。

そ
う
し
た
ほ
か
の
組
合
せ
と
し
て
は
五
大
明
王
や
五
大
虚
空
像
を
は
じ
め
仏

を
守
護
す
る
四
天
王
や
阿
伝
二
体
の
金
剛
力
士
が
あ
る
、
薬
師
を
十
二
神
将
が
、

阿
弥
陀
仏
を
二
十
五
菩
薩
が
か
こ
む
よ
う
に
多
数
の
群
像
が
と
り
か
こ
み
、
整

然
た
る
―
つ
の
コ
ス
モ
ス
を
形
成
す
る
。
お
よ
そ
曼
陀
羅
は
一
宇
宙
表
現
で
あ

る
。
日
本
人
が
仏
教
芸
術
に
接
し
て
、
こ
の
よ
う
な
群
像
形
式
を
は
じ
め
て
み

た
と
き
ど
の
よ
う
に
感
じ
、
受
け
と
め
た
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
に
も
群
像
形
式
の
表
現
が
、
そ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
が
、
私
は
古
墳
時

代
に
お
け
る
、
古
墳
上
の
埴
輪
も
群
像
だ
と
思
う
。
武
人
や
巫
女
、
鷹
狩
を
す

る
人
、
天
冠
や
帽
を
い
た
だ
＜
貴
人
風
の
人
、
踊
る
人
な
ど
の
人
物
と
家
や

蓋
轍
、
楯
、
靱
、
緊
、
太
刀
、
船
等
の
器
材
、
犬
、
鹿
、
猪
、
熊
、
馬
、
水
鳥

等
鳥
獣
の
埴
輪
が
整
然
と
な
ら
べ
ら
れ
て
い
た
。

埴
輪
群
が
死
後
の
世
界
を
擬
し
た
も
の
か
、
後
藤
守
一
博
士
説
の
ご
と
く
、

葬
儀
の
模
様
を
表
現
し
た
も
の
か
、
こ
こ
で
は
論
じ
な
い
が
、
私
は
後
藤
説
に

賛
成
す
る
。
さ
て
埴
輪
群
を
し
っ
て
い
る
日
本
古
代
人
に
は
仏
像
の
群
像
形
式

は
、
ど
の
よ
う
な
視
覚
的
、
美
的
に
と
ら
え
ら
れ
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
。

仏
像
群
は
超
越
者
の
世
界
を
表
現
し
た
も
の
で
、
埴
輪
の
よ
う
に
俗
的
世
界

古
代
日
本
人
は
神
々
の
世
界
に
つ
い
て
は
、
汎
神
論
的
な
思
想
を
も
ち
、
い

た
る
と
こ
ろ
に
神
々
の
存
在
を
考
え
て
い
た
。
記
紀
の
神
話
は
多
く
の
神
々
の

活
躍
を
か
た
り
、
多
神
論
的
で
あ
る
。
仏
教
の
仏
菩
薩
の
よ
う
に
多
数
の
超
越

者
の
世
界
を
受
け
い
れ
る
こ
と
は
容
易
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

む
ろ
ん
神
と
仏
と
の
間
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
仏
は
、
日
本
の
神
々
の

よ
う
に
愛
し
合
っ
た
り
、
結
婚
し
た
り
、
嫉
ん
だ
り
は
し
な
い
。
煩
悩
、
愛
執

を
解
脱
す
る
と
こ
ろ
に
仏
の
世
界
が
成
立
す
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
煩
悩
愛

執
の
世
界
は
本
生
諏
の
よ
う
に
、
前
世
の
世
界
に
お
い
て
の
み
語
ら
れ
る
が
、

そ
れ
ら
は
芸
術
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
少
く
、
法
隆
寺
玉
虫
厨
子
台
座
絵
や

過
去
現
在
因
果
経
な
ど
若
干
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

も
と
日
本
の
神
道
に
は
神
々
を
人
体
の
姿
で
表
現
す
る
芸
術
は
な
か
っ
た
。

神
像
彫
刻
は
平
安
初
期
に
い
た
り
、
仏
像
彫
刻
の
影
響
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
出

現
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
神
々
は
生
身
の
人
間
に
の
り
う
つ
り
、
顕
現
、

託
宣
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
々
に
も
ふ
れ
た
。

神
々
と
人
と
の
対
話
は
巫
を
通
し
て
行
わ
れ
た
。

こ
れ
に
反
し
て
仏
教
で
は
、
僧
侶
は
仏
が
の
り
う
つ
る
も
の
で
は
な
い
。
僧

侶
は
仏
の
境
地
で
あ
る
覚
者
に
い
た
る
べ
く
、
俗
界
を
棄
て
て
修
業
す
る
も
の

で
あ
り
、
仏
の
教
え
を
説
く
が
、
信
者
は
僧
を
通
し
て
仏
と
対
話
す
る
も
の
で

は
な
い
。
仏
は
本
来
、
各
信
者
の
心
の
中
に
成
就
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
で
は

仏
像
と
は
何
か
、
そ
れ
は
解
脱
し
た
覚
者
の
境
地
を
先
づ
実
現
し
た
釈
迦
像
で
、

さ
ら
に
は
教
義
的
に
つ
く
ら
れ
た
覚
者
と
し
て
の
諸
仏
を
象
徴
的
に
造
像
し
た

も
の
で
あ
る
。
信
者
が
そ
の
象
徴
形
式
を
通
じ
て
、
仏
の
本
質
を
視
覚
的
に
観

想
し
、
直
観
す
る
為
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
拝
者
は
仏
像
に
相
対
し
て
、
観
念
を

凝
ら
し
、
忘
我
の
境
に
お
い
て
、
こ
れ
に
帰
一
す
る
。
と
く
に
密
教
で
は
そ
う

四
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し
た
神
秘
主
義
的
な
性
格
を
強
く
持
つ
と
い
え
る
。
日
本
密
教
で
は
、
仏
と
礼

拝
者
と
の
対
話
と
で
も
い
え
そ
う
な
、
交
流
が
行
わ
れ
や
す
い
礼
拝
形
式
を
と

密
教
寺
院
が
深
い
山
嶽
の
中
に
建
造
さ
れ
た
こ
と
が
少
く
な
い
の
も
、
静
か

に
俗
界
を
絶
っ
て
観
念
禅
行
を
凝
ら
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
建
築
の
構
造
自

体
も
内
陣
と
外
陣
と
が
明
瞭
に
分
れ
て
い
て
、
閉
ざ
さ
れ
た
幽
暗
な
内
陣
に
お

い
て
、
う
す
ぐ
ら
い
燈
火
の
も
と
、
護
摩
の
煙
が
立
ち
こ
め
る
中
に
、
本
尊
と

相
対
し
、
神
秘
的
な
観
想
の
う
ち
に
合
一
の
境
地
に
達
す
る
、
こ
れ
は
飛
鳥
ー

ー
天
平
時
代
の
よ
う
に
、
堂
内
の
仏
像
を
明
る
い
堂
外
の
露
天
の
も
と
で
礼
拝

す
る
と
は
、
全
く
異
っ
た
性
格
を
も
つ
と
い
え
よ
う
。
密
教
で
は
と
く
に
異
相

の
群
像
形
式
の
仏
菩
薩
群
を
造
顕
し
て
、
礼
拝
す
る
ほ
か
、
ま
た
仏
菩
薩
像
の

官
能
的
な
表
現
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
の
官
能
性
が
神
秘
主
義
的
融
合
を
促
す
の

に
効
果
が
あ
る
こ
と
は
後
に
ふ
れ
た
い
と
思
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
密
教
は
日

本
の
群
像
形
式
の
芸
術
の
発
展
に
お
い
て
、
曼
陀
羅
と
い
う
諸
仏
菩
薩
の
整
然

た
る
体
系
的
表
現
、
宇
宙
的
統
一
の
表
現
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大

き
な
寄
与
を
な
し
と
げ
た
。

平
安
時
代
の
後
半
に
入
る
と
浄
土
信
仰
が
さ
か
ん
と
な
り
、
阿
弥
陀
像
の
造

顕
が
盛
行
し
た
。
群
像
形
式
も
阿
弥
陀
仏
と
観
音
、
勢
至
の
三
尊
形
式
の
ほ
か

に
、
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
来
迎
図
の
形
式
の
図
像
が
つ
く
ら
れ
る
。
さ
ら
に
注

意
す
べ
き
は
、
浄
土
信
仰
の
図
像
に
お
い
て
は
、
仏
菩
薩
と
礼
拝
者
、
信
者
と

の
対
話
、
交
流
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
仏
菩
薩
の
信
仰
に
く
ら
べ
て
、

造
形
芸
術
と
信
者
と
の
つ
な
が
り
が
密
接
と
な
っ
た
。
今
日
で
も
来
迎
図
の
阿

る。

四

為
と
し
て
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
唱
名
が
、
よ
り
重
要
な
、
効
果
的
な
往
生

の
た
め
の
業
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
盛
行
し
て
く
る
と
、
造
像

は
衰
退
す
る
。
観
念
の
阿
弥
陀
仏
に
対
し
て
唱
名
す
る
こ
と
が
、
す
す
み
、
た

だ
在
る
も
の
は
唱
名
の
み
と
い
う
極
端
に
い
た
る
と
、

ら
れ
、
造
形
芸
術
は
消
減
す
る
と
い
え
る
。
強
烈
な
行
為
の
宗
教
で
あ
る
浄
土

「
名
号
」
の
み
が
掲
げ

真
宗
に
お
い
て
は
、
ほ
ぽ
そ
う
し
た
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
題
目
を
と
な

え
る
行
を
重
ん
ず
る
日
蓮
宗
も
同
様
な
性
格
を
も
つ
宗
教
で
あ
る
。
浄
土
真
宗

や
日
蓮
宗
が
日
本
芸
術
史
上
、
大
き
な
寄
与
を
す
る
こ
と
が
少
い
の
は
、
そ
の

宗
教
的
本
質
の
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

端
的
な
叫
び
が
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
で
あ
る
。
美
的
な
仏
の
観
想
よ
り
も
、
行

弥
陀
の
手
に
五
色
の
糸
の
断
片
が
付
着
し
て
い
る
遺
存
例
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
こ
れ
は
本
尊
の
手
と
臨
終
の
往
生
者
と
の
手
と
を
五
色
の
糸
で
結
び
、

密
教
に
お
い
て
も
、
仏
菩
薩
図
の
群
像
図
に
花
を
投
げ
て
、
落
ち
あ
た
っ
た

と
こ
ろ
の
仏
菩
薩
と
結
縁
す
る
儀
式
が
あ
っ
て
、
信
者
が
群
像
形
式
芸
術
の
世

界
と
深
い
か
か
わ
り
あ
い
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
浄
土
信
仰
の
芸
術
の
方

が
、
も
っ
と
深
い
か
か
わ
り
あ
い
を
も
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

本
尊
阿
弥
陀
仏
の
造
像
形
式
を
み
て
も
、
平
等
院
凰
鳳
堂
の
阿
弥
陀
丈
六
像

を
は
じ
め
、
藤
原
時
代
の
阿
弥
陀
像
は
、
下
か
ら
仰
ぐ
礼
拝
者
の
視
線
と
合
う

よ
う
に
、
仏
の
眼
は
、
下
を
向
き
、
ふ
し
眼
か
げ
ん
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
救
済
者
と
し
て
の
阿
弥
陀
仏
を
意
識
し
、
仏
と
信
者
と
の
対
話
、

魂
の
交
流
が
製
作
者
の
設
計
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
対
話
の
言
葉
の
最
も

つ
な
い
だ
も
の
で
あ
る
。



五
菩
薩
来
迎
図
は
、

る。 り
、
乗
せ
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
し
め
し
て
い
る
。

本
題
の
群
像
形
式
芸
術
の
発
展
史
に
お
け
る
浄
土
教
芸
術
の
問
題
に
か
え
る
。

大
原
三
千
院
の
往
生
極
楽
院
の
阿
弥
陀
三
尊
像
の
本
尊
は
、
む
ろ
ん
、
そ
う

い
う
慈
悲
の
眼
を
信
者
に
下
に
向
け
る
風
に
つ
く
ら
れ
て
い
て
か
、
そ
の
脇
侍

の
観
音
像
は
ひ
ざ
ま
づ
い
て
、
蓮
台
を
さ
さ
げ
、
ま
さ
に
往
生
者
を
す
く
い
と

そ
こ
に
は
仏
、
菩
薩
と
信
者
、
往
生
欣
求
者
と
の
間
の
対
話
、
交
流
が
、
み

ご
と
に
成
立
し
て
い
る
芸
術
が
み
ら
れ
る
。
絵
画
で
い
え
ば
、
高
野
山
巡
寺
八

幡
講
所
蔵
の
[
•
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
来
迎
図
」
は
、
お
そ
ら
く
藤
原
中
期
、
摂

関
期
の
最
大
の
傑
作
で
あ
る
が
、
一
隅
に
往
生
者
の
姿
を
え
が
き
、
阿
弥
陀
仏

お
よ
び
二
十
五
菩
薩
と
の
間
に
緊
密
な
、
一
体
感
、
調
和
が
と
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
往
生
者
の
姿
は
、
あ
ま
り
に
も
小
さ
く
、
ゆ
る
や
か
に

白
雲
に
の
っ
て
舞
い
下
る
阿
弥
陀
二
十
五
菩
薩
の
壮
麗
、
偉
大
さ
は
圧
倒
的
で

あ
る
。
対
話
、
交
流
と
い
う
に
は
、
超
越
者
側
の
圧
俄
的
な
力
が
お
お
う
て
い

こ
れ
に
対
し
、
平
安
最
末
期
の
作
と
考
え
ら
れ
る
知
恩
院
蔵
の
阿
弥
陀
二
十

「
早
来
迎
」
と
称
せ
ら
れ
る
だ
け
あ
っ
て
、
仏
菩
薩
の
の

る
白
雲
は
急
角
度
を
な
し
て
抜
か
れ
、
は
や
い
ス
。
ヒ
ー
ド
で
舞
い
下
り
、
往
生

を
欣
求
す
る
願
望
の
激
し
さ
を
示
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
降
り
来
る
左
上

の
仏
菩
薩
群
と
右
下
部
の
拝
む
往
生
者
の
姿
は
、
高
野
山
の
図
に
く
ら
べ
る
と

相
対
的
に
大
き
く
、
仏
菩
薩
の
迎
え
の
急
速
と
、
往
生
者
の
欣
求
の
激
し
さ
と

の
間
に
、
昭
応
、
交
流
は
緊
密
で
、
調
和
が
と
れ
て
い
る
。

救
い
の
慈
愛
が
、

一
段
と
す
す
ん
だ
表
現
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

前
号
に
論
じ
た
よ
う
に
、
飛
鳥
様
式
の
諸
仏
像
で
は
、
基
準
作
と
し
た
法
隆

寺
金
堂
釈
迦
一
一
＿
尊
像
の
如
く
、
神
秘
的
な
眼
は
冷
や
か
に
、
遠
く
永
遠
の
彼
方

を
凝
視
し
、
下
か
ら
仰
ぐ
礼
拝
者
の
方
を
み
な
い
。
視
線
は
合
わ
な
い
の
で
あ

る
°
飛
鳥
時
代
人
は
超
越
者
を
、
か
か
る
も
の
と
し
て
み
た
。
ま
さ
に
超
越
者

の
超
越
的
な
相
で
あ
る
。
信
者
に
と
っ
て
、
仏
の
僅
か
に
開
か
れ
た
心
の
隙
は

仄
か
に
異
様
な
笑
で
あ
る
。

白
鳳
様
式
の
展
開
に
と
も
な
っ
て
、
仏
菩
薩
の
表
現
は
、

い
、
お
だ
や
か
な
温
顔
の
笑
み
を
う
か
べ
、
ふ
く
ら
ん
で
い
る
柔
か
な
線
の
増

加
は
、
み
る
も
の
の
心
の
接
近
を
ゆ
る
す
よ
う
に
な
っ
た
。
白
鳳
人
は
超
越
者

に
、
そ
う
し
た
、
乙
女
か
童
子
の
如
き
純
粋
な
気
高
さ
と
あ
た
た
か
な
柔
か
さ

を
希
求
し
た
の
で
あ
る
。

半
蜘
思
惟
像
の
や
や
下
を
む
い
て
思
索
し
て
い
る
姿
は
、
と
り
よ
う
に
よ
れ

ば
、
下
か
ら
拝
む
も
の
に
、
ひ
と
み
を
向
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。

孤
独
な
思
惟
像
よ
り
も
、
対
話
、
魂
の
交
流
を
、
も
っ
と
す
す
め
る
像
は
な

い
の
か
。

私
は
こ
こ
に
群
像
形
式
の
表
現
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
ま
ず
群
を
な
す
仏
像
、

菩
薩
、
天
部
像
の
間
に
語
り
あ
い
や
調
和
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

釈
迦
三
尊
像
と
か
、
五
尊
像
は
む
ろ
ん
群
像
で
あ
る
が
、
三
尊
が
全
部
正
面

を
む
い
て
い
る
よ
う
な
形
で
は
、
三
尊
の
間
に
話
し
あ
い
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
。

四
四

よ
り
あ
た
た
か



当
初
か
ら
建
築
や
、
壁
画
や
天
蓋
や
他
の
諸
像
と
の
調
和
を
設
計
に
入
れ
て
つ

る
美
を
追
究
す
る
こ
と
は
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

で
も
な
い
。

絵
画
で
は
法
隆
寺
金
堂
壁
画
の
大
壁
に
は
、
多
く
の
群
像
が
え
が
か
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
多
く
の
壁
面
の
多
数
の
仏
菩
薩
像
が
、
中
央
須
弥
壇
上

の
諸
彫
像
や
、
天
蓋
な
い
し
、
天
井
の
諸
像
と
あ
い
ま
っ
て
大
き
な
交
響
楽
を

形
成
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
金
堂
に
入
っ
た
看
者
を
し
て
、
仏
国
土
を
に
あ
る

が
ご
と
き
感
を
催
さ
せ
る
。
彫
刻
群
は
建
築
と
、
ま
た
建
築
群
、
寺
院
の
伽
藍

堂
塔
の
全
体
と
あ
い
ま
っ
て
、
壮
大
な
仏
国
土
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま

個
々
の
仏
像
の
細
部
に
表
現
さ
れ
た
芸
術
意
欲
や
美
的
感
覚
、
様
式
に
象
徴

さ
れ
た
宗
教
的
精
神
の
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
必
要
な
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
個
々
の
も
の
が
、
さ
ら
に
、
あ
い
寄
り
集
ま
り
、
醸
成
す

難
点
は
、
た
と
え
ば
、
法
隆
寺
金
堂
を
例
に
と
っ
て
も
、
全
部
の
諸
像
が
、

く
ら
れ
た
と
思
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
と
か
ら
入
れ
た
客
仏
が
存
在
す

る
。
東
大
寺
三
月
堂
の
ご
と
き
で
も
、
同
様
に
客
仏
が
少
く
な
い
。
大
き
な
問

題
の
解
決
を
始
め
か
ら
求
め
て
も
無
理
だ
か
ら
、
手
近
か
な
問
題
か
ら
入
ろ
う
。

東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
四
十
八
体
仏
中
に
麻
耶
夫
人
像
と
よ
ば
れ
る
高
さ
一

六
、
七

cm
の
小
像
が
あ
る
。
な
な
め
に
右
手
を
あ
げ
、
差
手
を
な
な
め
に
下
げ

て
い
る
。
両
手
と
も
長
い
袖
を
た
れ
て
い
る
。

有
名
な
の
は
、
右
手
の
袖
の
中
か
ら
、
合
掌
し
な
が
ら
釈
迦
が
誕
生
し
よ
う
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四
五

を
つ
き
出
し
て
、
掌
を
ひ
ろ
げ
て
、
脚
も
右
は
立
て
ひ
ざ
の
形
で
、
驚
き
と
讃

一
時
代
前
の
六
朝
仏
に
ち
か
い

と
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
と
お
り
と
お
も
う
。

と
し
て
、
上
半
身
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
珍
ら
し
い
、
奇
異
な
形
で
あ
る
。

夫
人
の
両
側
に
は
、
脆
い
た
三
人
の
釆
女
と
も
天
人
と
も
い
わ
れ
る
形
の
女

性
が
む
か
い
あ
っ
て
い
る
。
天
人
と
い
わ
れ
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
二
人

の
両
袖
も
裾
も
、
う
し
ろ
の
方
へ
勢
よ
く
、
跳
ね
か
え
る
よ
う
に
、
ひ
る
が
え

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

れ
ば
、
麻
耶
夫
人
の
双
昏
や
服
制
な
ど
は
中
国
風
で
、
釆
女
像
は
北
斉
の
佃
に

似
て
い
て
、
い
わ
ば
六
朝
風
と
い
わ
れ
、
七
世
紀
も
わ
り
に
早
い
こ
ろ
の
作
品

ま
た
美
術
出
版
社
版
『
日
本
の
彫
刻
』

II
「
飛
鳥
時
代
」
（
昭
和
二
七
年
）
の

解
説
で
水
沢
澄
夫
氏
は
、
こ
の
像
は
、
野
中
寺
の
弥
靭
思
惟
像
に
、
髪
や
衣
文

が
似
て
お
り
、

野
中
寺
像
は
台
座
銘
文
に
よ
り
天
智
五
年
（
六
六
六
）
に
つ
く

ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
た
だ
野
中
寺
像
は
初
唐
か
、
せ
い
ぜ
い
隋
の
影
響

を
う
け
て
い
る
の
に
対
し
、
麻
耶
夫
人
像
は
、

感
じ
が
す
る
と
さ
れ
た
。

年
代
観
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
麻
耶
夫
人
の
袖
か
ら
悉
達
太
子
が
出
誕
し
て

い
る
の
を
、
向
っ
て
左
側
釆
女
は
、
そ
り
か
え
る
よ
う
な
姿
勢
で
、
左
手
を
つ

き
出
し
て
、
掌
を
ひ
ろ
げ
、
右
膝
は
ひ
ざ
ま
づ
き
、
左
脚
は
立
て
ひ
ざ
で
、
顔

は
笑
み
を
う
か
べ
、
驚
き
と
讃
嘆
と
喜
ぴ
と
を
し
め
し
て
い
る
。

す
ぐ
向
っ
て
右
側
の
釆
女
は
ひ
ざ
ま
づ
い
て
恭
敬
の
姿
を
し
め
し
、
そ
の
右

外
側
の
釆
女
は
、
左
側
の
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
や
や
反
り
身
と
な
り
、
左
手

J

の
像
は
小
学
館
版
『
原
色
日
本
の
美
術
』

2
、

「
法
隆
寺
」
の
解
説
に
よ



密
な
構
成
が
、
よ
り
複
雑
な
感
情
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
で
き
た
。

麻
耶
夫
人
群
は
、
夫
人
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
女
た
ち
の
驚
き
と
讃
嘆
と
の
緊

ま
た
中
国
山
西
省
大
同
発
見
、
北
魏
時
代
の
司
馬
金
竜
夫
婦
墓
出
土
、
木
板
古
墳
時
代
の
埴
輪
で
は
、
こ
の
程
度
の
単
純
な
像
が
関
の
山
で
あ
っ
た
。

嘆
を
し
め
す

こ
う
し
て
四
体
が
渾
然
と
―
つ
の
劇
的
瞬
間
の
光
景
を
構
成
し
て
い
て
、
他

に
ほ
と
ん
ど
類
例
の
な
い
美
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
動
的
な
瞬
間
で
あ

り
、
半
蜘
思
惟
像
や
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
な
ど
の
静
的
な
像
と
は
、
ま
っ

た
＜
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。

袖
か
ら
の
誕
生
は
奇
異
で
、
そ
れ
だ
け
に
神
秘
的
で
あ
る
、
も
し
、
こ
の
袖

か
ら
の
誕
生
が
な
け
れ
ば
、
麻
耶
夫
人
は
、
勢
い
よ
く
、
手
を
あ
げ
て
舞
っ
て

い
る
姿
と
し
か
お
も
え
な
い
。

釆
女
た
ち
の
衣
の
袖
や
裾
が
う
し
ろ
の
方
へ
ひ
る
が
え
っ
て
い
る
こ
と
か

R
 

ら
、
た
だ
ち
に
連
想
さ
れ
る
の
は
、
伝
顧
位
之
筆
宋
代
模
本
「
洛
神
図
巻
」
中

に
必
妃
が
、
天
衣
の
「
ひ
れ
」
を
七
条
ば
か
り
と
裾
を
う
し
ろ
の
方
へ
な
び
か

せ
て
歩
ん
で
い
る
姿
で
あ
る
。
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

漆
画
、
第
二
段
に
え
が
か
れ
た
周
太
似
、
周
太
任
、
周
太
姜
や
最
下
段
の
漠
班

捷
抒
の
天
衣
の
後
方
へ
の
ひ
る
が
え
り
方
も
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
六
朝
時
代
に
流
行
し
た
画
法
で
、
わ
が
国
へ
も
、
そ
れ
が
伝
わ
っ

た
の
で
あ
る
。

「
洛
神
図
巻
」
は
全
体
と
し
て
非
常
に
神
秘
的
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
絵
で
あ
る
。

麻
耶
夫
人
群
像
は
袖
か
ら
の
出
誕
を
の
ぞ
け
ば
、
そ
れ
ほ
ど
神
秘
的
で
は
な

ぃ
°
舞
を
ま
ふ
か
と
錯
覚
を
お
こ
さ
せ
る
姿
態
は
、
み
る
も
の
に
、
む
し
ろ
親

し
み
を
お
ぼ
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
り
、
動
的
で
写
実
性
す
ら
あ
る
と
い
え
る
、

そ
れ
だ
け
に
時
代
的
に
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
飛
鳥
時
代
よ
り
も
、
白
鳳
時

代
の
基
準
作
に
近
い
様
式
を
も
つ
と
の
印
象
を
う
け
る
。

飛
鳥
時
代
様
式
の
彫
刻
は
、
神
秘
的
で
静
的
で
あ
り
、
か
た
く
、
ぎ
こ
ち
な

く
、
動
性
に
乏
し
く
、
親
し
み
に
く
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
本
像
の
よ
う

に
緊
密
な
調
和
の
と
れ
た
、
動
的
で
人
間
的
な
情
惑
を
も
り
こ
ん
だ
群
像
の
あ

る
こ
と
は
わ
が
国
の
芸
術
精
神
史
の
上
で
、
ふ
か
く
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

麻
耶
夫
人
の
姿
態
が
踊
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
連
想
さ
れ

る
の
は
東
京
国
立
博
物
館
蔵
、
群
馬
県
新
田
郡
尾
島
町
出
土
の
大
小
一
対
の

「
踊
る
埴
輪
」
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
埴
輪
は
、
と
も
に
左
手
を
あ
げ
て
、
左
肘
の
と
こ
ろ
ま
で
曲
げ
、

右
手
は
下
げ
て
、
右
肘
の
と
こ
ろ
で
曲
げ
て
い
る
の
で
、
踊
っ
て
い
る
こ
と
が

示
さ
れ
る
。
ま
た
口
は
丸
く
開
け
ら
れ
、
歌
っ
て
い
る
さ
ま
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
古
代
人
の
強
い
感
情
の
表
出
に
成
功
し
た
群
像
で
あ
ろ
う
、
し
か
し

舞
踊
埴
輪
は
人
間
的
な
地
上
的
感
情
を
表
出
し
て
い
る
が
、
麻
耶
夫
人
群
は

よ
り
神
秘
的
な
超
越
者
の
誕
生
に
対
す
る
信
仰
者
の
驚
嘆
と
畏
敬
と
歓
喜
と
が

あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
、
明
る
い
像
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
一
群
の
よ
う
な
小
像
は
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
に
安
置
さ
れ
ど

の
よ
う
に
拝
ま
れ
て
い
た
も
の
か
。
そ
れ
は
不
明
だ
が
、
そ
の
小
さ
さ
か
ら
い

っ
て
、
篤
信
の
最
高
級
貴
族
、
お
そ
ら
く
聖
徳
太
子
と
か
、
そ
れ
に
近
い
貴
族

な
い
し
高
級
僧
侶
の
持
仏
堂
、
室
内
の
仏
壇
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
、
個
人
的
に

四
六
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ま
た
、
そ
れ
が
大
陸
の
様
式
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

諸
像
に
は
ほ
と
ん
ど
他
に
例
を
み
な
い
。

し
た
人
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

千
仏
像
―
」
と
あ
り
、

漢
氏
系
の
渡
来
人
で
あ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
法
隆
寺
の
四
天
王
像
の
制
作
年
代
は
七
世
紀
中
葉
に
あ
る
こ
と
、

こ
れ
ら
の
四
天
王
像
は
邪
鬼
を
ふ
ま
え
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
動
き
の
な
い
、

邪
鬼
の
上
に
直
立
静
止
し
た
よ
う
な
姿
で
、
硬
直
し
た
稚
拙
の
印
象
を
あ
た
え

る
。
ま
し
て
四
体
が
群
像
と
し
て
、
な
ん
ら
か
本
尊
と
と
も
に
有
機
的
な
劇
的

関
連
の
あ
る
一
群
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
な
い
。
踏
み
つ
け
ら
れ
て
い

象
だ
け
は
、
じ
っ
と
な
が
め
て
い
る
と
、
じ
わ
じ
わ
と
し
み
こ
む
よ
う
に
伝
わ

っ
て
く
る
の
を
お
ぽ
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
像
は
、
飛
鳥
時
代
と
さ
れ
る

お
よ
そ
、
こ
の
よ
う
に
眉
根
を
寄
せ
て
、
竪
じ
わ
を
よ
せ
、
か
つ
眉
や
眼
の

両
端
を
つ
り
あ
げ
る
表
現
は
、
憂
欝
性
の
み
を
表
現
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
怒
り
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
。

こ
れ
は
次
の
天
平
時
代
に
属
す
る
像
と
考
え
ら
れ
る
像
だ
が
、
三
月
堂
の
執

大
化
改
新
前
後
に
活
躍

象
を
、

み
る
も
の
に
強
く
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。

な
し
て
下
が
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
群
像
と
し
て
、
法
隆
寺
金
堂
須
弥
壇
に
安
置
さ
れ
た
木
彫
の
四
天
王

像
の
一
群
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
こ
れ
ら
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
美
し
い
と

の
感
を
看
者
に
与
え
な
い
の
で
、
美
術
作
品
と
し
て
余
り
顧
ら
れ
な
か
っ
た
。

四
天
王
は
わ
が
飛
鳥
時
代
と
平
行
す
る
か
、
そ
れ
に
や
や
先
き
だ
っ
六
・
七
世

紀
の
半
島
諸
国
、
と
く
に
新
羅
に
お
い
て
は
護
国
神
と
し
て
厚
く
尊
崇
、
信
仰

さ
れ
、
日
本
も
そ
の
影
響
を
受
け
た
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
、
お
そ
ら
く
聖
徳

太
子
建
立
と
い
う
四
天
王
寺
が
、
四
天
王
を
本
尊
と
す
る
最
古
の
寺
だ
が
、
そ

の
当
時
の
像
は
今
見
得
な
い
。
法
隆
寺
金
堂
の
そ
れ
が
今
見
得
る
最
古
の
像
で

あ
る
。
そ
の
広
目
天
光
背
裏
面
に
「
山
口
大
口
費
上
而
次
木
開
二
人
作
」
と
あ

り
、
多
聞
天
光
背
に
「
薬
師
徳
保
上
而
鉄
師

I
弔
古
二
人
作
」
と
あ
り
、
山
口
大

ジ

テ

ヲ

ム

口
費
は
「
書
紀
」
白
雉
元
年
（
六
五

0
)是
歳
条
に
「
漠
山
口
直
大
口
奉
＞
詔
刻
ニ

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
四
天
王
の
表
情
に
憂
愁
の
か
げ
と
み
ら

れ
る
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
段
で
も
、

く
わ
し
く
説
く
が
、
四
天
王
の
い
ず
れ
も
の
両
方
の
眉
根
が
密
せ
ら
れ
、
眉
の

う
ち
ら
側
の
端
が
、
額
の
中
央
部
に
高
く
あ
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
両
眉
と
も
、

ま
た
外
方
へ
む
か
っ
て
山
形
の
弧
に
な
っ
て
あ
が
り
、
両
端
は
急
な
カ
ー
プ
を

両
眼
も
左
右
外
端
が
釣
り
あ
が
り
気
味
に
、
い
わ
ゆ
る
ス
ラ
ン
テ
ィ
ン
グ
な

切
れ
長
な
眼
に
表
現
さ
れ
て
い
て
、
い
か
に
も
モ
ソ
ゴ
ロ
イ
ド
的
な
眼
で
あ

る
。
こ
の
眉
と
眼
と
が
、
固
く
結
ば
れ
た
口
と
と
も
に
、
憂
愁
を
た
た
え
た
印

こ
の
四
天
王
像
は
動
き
が
な
く
、
凝
固
し
た
よ
う
に
直
立
し
て
い
る
像
で
、

芸
術
的
な
情
緒
的
感
銘
に
乏
し
い
が
、
こ
の
表
現
の
不
可
思
議
な
、
憂
欝
な
印

四

密
な
劇
的
対
応
関
係
が
乏
し
い
。

礼
拝
信
仰
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
か
、
考
え
ら
れ
な
い
。

四
七

モ
ラ
ス
な
顔
で
、
四
天
王
と
の
間
に
踏
む
も
の
と
踏
ま
れ
る
も
の
の
問
に
、
緊

る
邪
鬼
も
、
決
し
て
踏
ま
れ
た
も
の
ら
し
い
苦
悶
の
様
相
と
は
み
え
ず
、

ュー



こ
う
し
た
憤
怒
像
は
す
べ
て
同
様
で
あ
る
、

（
仁
王
二
体
）
も
一
体
（
阿
）
は
口
を
開
き
、

る
が
、
そ
の
丸
い
眼
の
開
き
方
、
つ
り
あ
が
っ
た
眉
の
上
や
頬
、
こ
め
か
み
の

筋
肉
の
隆
起
か
ら
、
あ
き
ら
か
に
憤
怒
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
つ
け
加
え
る
と
、
埴
輪
で
は
憤
怒
像
と
い
う
も
の
は
な
く
、
仏
教
芸
術

が
伝
来
し
て
、
は
じ
め
て
日
本
の
彫
刻
史
に
憤
怒
と
い
う
感
情
を
表
現
す
る
芸

術
と
そ
の
技
法
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
に
く
ら
べ
る
と
、
法
隆
寺
四
天
王
像
は
眉
の
上
や
頬
の
筋
肉
の
隆
起

の
表
現
が
乏
し
く
、
し
た
が
っ
て
憤
怒
の
印
象
よ
り
も
憂
欝
の
印
象
を
あ
た
え

る
の
だ
と
お
も
わ
れ
る
。

そ
の
点
で
、
い
く
ぶ
ん
似
て
い
る
の
は
、
天
平
時
代
の
中
期
な
い
し
、
後
期

に
入
る
か
と
考
え
ら
れ
る
、
東
大
寺
戒
壇
院
の
四
天
像
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
の
増
長
天
像
は
叫
ぶ
が
ご
と
く
口
を
開
い
て
い
る
が
、
他
の
多
聞

天
、
持
国
天
、
広
目
天
は
口
を
と
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
点
で
法
隆
寺
の
そ
れ
と

は
似
て
い
る
が
、
眉
上
隆
起
は
強
く
、
眉
根
を
寄
せ
た
眉
間
に
球
上
の
隆
起
を

つ
く
り
、
そ
の
徽
は
深
く
、
持
国
天
と
多
聞
天
の
か
た
く
結
ば
れ
た
口
は
へ
の

一
体
（
伝
）
は
口
を
閉
ぢ
て
い

法
隆
寺
中
門
の
金
剛
力
士
像

金
剛
神
像
は
眉
根
を
狭
く
寄
せ
、
眉
の
両
端
を
釣
り
あ
げ
、
頬
や
眉
の
上
の
筋

肉

を

隆

起

さ

せ

て

憤

怒

の

形

相

を

あ

ら

わ

し

て

い

る

。

．

こ
の
像
が
憤
怒
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
法
隆
寺
四
天
王
像

よ
り
も
、
も
っ
と
大
き
く
眼
を
見
ひ
ら
い
て
い
る
こ
と
の
ほ
か
に
、
口
を
大
き

く
開
い
て
、
雄
叫
ぴ
を
し
て
い
る
か
の
如
き
、
ま
た
口
に
従
っ
て
鼻
も
、
横
に

ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

字
状
に
大
き
く
ま
げ
ら
れ
て
、
怒
り
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
し
多
聞
天
と

広
目
天
と
は
眼
を
大
き
く
見
ひ
ら
か
ず
、
眉
の
外
端
を
つ
り
あ
げ
る
こ
と
は
少

く
、
細
目
に
ひ
ら
い
て
院
ん
で
い
る
表
情
は
、
凄
さ
が
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

に
、
憂
愁
の
か
げ
を
や
ど
し
て
い
る
。
と
く
に
広
目
天
は
口
を
へ
の
字
状
に
ま

げ
ず
、
横
一
文
字
に
結
ん
で
い
て
、
頬
の
筋
肉
の
隆
起
も
少
く
、
そ
れ
だ
け
に

憤
怒
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
悪
し
き
も
の
を
精
神
的
に
奥
ふ
か
い
と
こ
ろ

よ
り
、
院
み
す
え
、
考
え
ぶ
か
げ
な
憂
欝
の
か
げ
り
を
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
み
て
く
る
と
眉
根
を
寄
せ
る
こ
と
、
眉
の
外
端
を
つ
り
あ
げ
、
筋

肉
を
眉
の
上
や
頬
に
盛
り
あ
げ
る
こ
と
は
怒
り
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
が
、
眉

の
外
端
を
つ
り
あ
げ
ず
、
筋
肉
を
盛
り
あ
げ
な
け
れ
ば
、
む
し
ろ
憂
欝
の
表
情

を
印
象
づ
け
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
両
者
と
も
眉
根
を
寄
せ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
そ
し
て
飛
鳥
時
代

と
さ
れ
る
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
眉
根
を
寄
せ
る
像
が
、
次
第
の
白

鳳
な
い
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
次
ぐ
天
平
時
代
に
多
く
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
非
常
に
す
ぐ
れ
た
作
品
が
多
い
。
と
く
に
憂
欝
感
を
た
た
え
た
傑
作
と

し
か
し
、
そ
れ
に
入
る
前
に
ふ
れ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
時
代
的
に
一

時
代
前
の
白
鳳
極
末
か
天
平
極
初
期
に
属
す
る
法
隆
寺
の
「
泣
き
仏
」
の
俗
称

に
あ
る
同
寺
五
重
塔
の
塑
像
群
、
特
に
涅
槃
像
で
あ
る
°
眉
根
を
寄
せ
る
表
現

と
し
て
は
、
怒
り
と
憂
欝
の
ほ
か
に
悌
泣
が
あ
る
。

し
て
は
、
天
平
初
期
の
興
福
寺
蔵
の
十
大
弟
子
と
八
部
衆
が
あ
げ
ら
れ
る
。

四
八



白
鳳
天
平
芸
術
精
神
史
研
究
序
説
（
横
田
）

あ
る
。
怒
り
の
と
き
は
、
対
象
の
悪
を
憎
み
、
対
象
の
全
存
在
を
否
定
し
た
い

四
九

と
を
、
ま
た
群
像
形
式
と
し
て
、
入
滅
し
た
釈
迦
を
中
心
と
し
て
、
全
体
が
悲

隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』
に

一
具
涅
槃
像
土
、
一
具
弥
勒
仏
像
土

一
具
維
摩
詰
像
士
、
一
具
分
舎
利
仏
士

合
塔
本
婢
面
具
摂

右
和
銅
四
年
歳
次
辛
亥
、
寺
造
者

と
あ
り
、
和
銅
四
年
（
七
―
-
）
は
平
城
遷
都
の
翌
年
で
あ
る
か
ら
、
厳
密
に
遷

都
以
後
を
天
平
時
代
と
す
る
な
ら
ば
、
天
平
初
期
で
あ
る
。

く
、
数
年
以
上
か
か
っ
て
造
立
さ
れ
る
こ
と
は
普
通
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本

薬
師
寺
の
造
営
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
私
自
身
は
前
稿
で
も
の
べ
た
よ
う

に
、
概
ね
養
老
・
神
亀
ご
ろ
ま
で
を
白
鳳
時
代
と
考
え
、
天
平
元
年
（
七
二
九
）

以
後
を
天
平
時
代
に
規
定
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
塔
の
塑
像

さ
て
四
面
の
群
像
中
・
東
面
の
維
摩
居
士
と
文
殊
を
中
心
と
す
る
も
の
で

は
、
維
摩
像
の
眉
根
に
隆
起
し
た
球
上
の
肉
が
あ
り
、
今
、
問
題
と
し
て
い
る

表
情
に
近
い
が
、
眉
の
外
端
は
さ
が
り
眉
で
、

口
は
ひ
ら
き
穏
や
か
な
明
る
い

顔
で
、
憂
愁
性
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
眉
根
に
球
が
ふ
く
れ
て
い
る
の
は
、
思

お
よ
そ
眉
根
を
寄
せ
る
表
情
は
、
人
が
あ
る
考
え
、
あ
る
感
情
を
一
点
に
凝

集
し
て
思
い
つ
め
て
い
る
と
き
に
、
眉
問
に
徽
が
よ
り
、
肉
が
隆
起
す
る
の
で

念
を
凝
ら
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

入
滅
を
か
な
し
む
十
大
弟
子
を
は
じ
め
、
八
部
衆
や
侍
者
の
比
丘
ま
た
俗
人
の

を
白
鳳
末
期
の
基
準
作
と
し
た
い
。

し
か
し
、

塔
の
建
立
と
像
の
製
作
が
和
銅
四
年
と
は
明
確
に
規
定
し
が
た

、。し

法
隆
寺
五
重
塔
最
下
層
の
四
面
の
塑
像
群
の
年
代
は
、
天
平
十
九
年
の
『
法

五

で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
眉
根
を
寄
せ
る
の
を
み
た
だ
け
で
は
、

感
情
が
凝
集
す
る
。
そ
の
思
い
感
情
を
言
葉
や
叫
び
に
あ
ら
わ
す
と
き
、
口
を

開
い
た
表
情
と
な
る
。
全
身
の
感
情
が
身
ぶ
り
に
ま
で
表
現
さ
れ
る
と
、
三
月

堂
執
金
剛
神
が
右
手
で
金
剛
杵
を
ふ
り
あ
げ
た
り
、
中
門
の
金
剛
力
士
や
三
月

堂
の
金
剛
力
士
像
な
ど
が
手
を
ふ
り
あ
げ
た
り
、
武
器
を
あ
げ
て
構
え
を
す
る

像
と
な
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
惑
情
表

現
の
い
ず
れ
か
判
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
全
表
情
、
全
恣
態
を
み
ね
ば
な
ら
な

塔
南
面
、
弥
勒
像
は
問
題
な
く
、
西
面
の
分
舎
利
像
と
特
者
の
一
群
に
も
比

丘
形
の
あ
る
も
の
に
、
眉
間
に
タ
テ
徽
を
数
本
よ
せ
、
額
に
ョ
コ
徽
を
数
本
よ

せ
、
頬
に
も
タ
テ
徽
の
く
ぼ
み
を
よ
せ
て
、
半
泣
き
の
よ
う
に
み
え
る
像
が
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
も
眼
を
ほ
と
ん
ど
つ
ぶ
っ
て
い
て
、
な
に
か
思
念
を
凝
ら
し

て
い
る
姿
の
よ
う
で
あ
り
、
他
の
像
は
、

い
ず
れ
も
乎
静
な
顔
の
坐
像
ば
か
り

こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
北
面
の
沢
槃
像
群
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
釈
迦
の

泣
い
て
い
る
像
が
多
い
が
、
そ
の
少
か
ら
ち
ぬ
も
の
が
眉
を
寄
せ
、
口
を
大
き

く
開
い
て
、
泣
き
さ
け
ん
で
い
る
。
中
に
は
眼
も
口
を
閉
ぢ
て
泣
い
て
い
る
表

情
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
や
、
少
数
な
が
ら
瞑
想
的
な
姿
の
も
の
も
あ
る
。

と
に
か
く
日
本
の
芸
術
史
の
上
で
、
こ
の
よ
う
に
泣
い
て
い
る
表
情
を
あ
ら

わ
し
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
写
実
の
す
ぐ
れ
て
い
る
こ



つ
き
、
上
半
身
を
支
え
て
泣
く
も
の
、
ひ
ら
い
て
両
手
を
胸
ま
で
あ
げ
て
、
し

っ
た
。
こ
の
塔
の
塑
像
群
の
写
実
は
顔
の
表
情
の
み
な
ら
ず
、
身
体
ま
で
及
ん

し
み
の
感
情
で
調
和
の
と
れ
た
ま
と
ま
り
を
も
つ
劇
的
効
果
を
し
め
し
た
点
で

も
、
最
初
の
す
ぐ
れ
た
作
品
群
で
あ
る
。
人
は
他
人
の
泣
く
こ
と
に
よ
り
悲
哀

ま
り
を
も
つ
。

―
つ
の
ま
と

古
墳
に
た
て
ら
れ
た
埴
輪
は
、
お
そ
ら
く
死
者
を
弔
う
葬
儀
の
行
列
を
表
現

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
悲
し
み
の
表
情
を
あ
ら
わ
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
古
墳
時
代
の
日
本
人
に
は
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
す
だ
け
の
技
術
は
な
か

で
い
る
。
十
大
弟
子
の
中
に
は
胸
を
う
っ
て
泣
く
も
の
、
両
膝
に
両
手
を
強
く

ゃ
く
り
あ
げ
て
い
る
リ
ア
ル
な
姿
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
等
々
が
あ
げ
ら
れ
る
。

悲
し
み
、
と
く
に
自
己
の
も
っ
と
も
愛
す
る
者
を
失
っ
た
時
の
悲
哀
の
情
、

無
力
感
、
無
常
感
は
人
間
に
と
っ
て
宗
教
へ
の
帰
依
を
う
な
が
す
、
有
力
な
動

機
で
あ
る
。
死
の
兇
暴
な
、
強
大
な
破
壊
力
の
前
に
人
間
は
い
か
に
弱
く
、
は

か
な
い
存
在
で
あ
る
か
、
聖
徳
太
子
の
言
と
っ
た
え
ら
れ
る
「
世
間
虚
仮
」
の

感
を
人
に
感
ぜ
し
め
る
。
し
か
し
「
唯
仏
是
真
」
の
そ
の
仏
で
あ
る
釈
迦
の
現

身
が
死
去
し
た
こ
と
は
、
仏
法
の
本
質
を
傷
け
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、

素
朴
な
古
代
日
本
人
の
情
感
に
訴
え
る
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
涅
繁
像
の
中
に
は
八
部
衆
像
が
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
泣
い
て

い
る
像
も
一
、
二
あ
る
が
、
概
し
て
平
静
な
顔
で
端
座
す
る
か
、
瞑
想
す
る
か

の
よ
う
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
三
面
六
腎
の
阿
修
羅
や
五
部

浄
、
著
婆
大
臣
、
緊
那
羅
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
点
こ
と
ご
と
く
泣
い
て

の
情
を
誘
わ
れ
、
ま
た
一
層
つ
よ
め
ら
れ
る
。
群
像
は
ま
さ
に
、

い
る
。
そ
の
点
は
沙
喝
羅
像
、
五
部
浄
像
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
者
も

い
る
＋
大
弟
子
と
は
こ
と
な
る
。

こ
れ
と
比
較
す
べ
き
も
の
は
、
興
福
寺
の
八
部
衆
お
よ
び
十
大
弟
子
で
あ
る
。

興
福
寺
の
十
大
弟
子
と
八
部
衆
の
造
顕
年
代
は
い
つ
か
。
既
に
学
界
で
は
、

ほ
ぽ
一
致
し
て
、
こ
れ
ら
の
像
が
興
福
寺
の
西
金
堂
の
も
の
で
あ
り
、
西
金
堂

が
天
平
六
年
（
七
三
四
）
に
造
り
は
じ
め
ら
れ
た
の
で
、
そ
の
頃
の
も
の
と
考
え

①
 

ら
れ
て
い
る
。

⑥
 

す
な
わ
ち
天
平
六
年
五
月
一
日
の
「
造
仏
所
作
物
帳
」
に
は
大
夫
従
四
位
下

兼
催
造
監
勲
五
等
小
野
朝
臣
牛
養
と
大
属
正
八
位
下
勲
十
二
等
内
蔵
忌
寸
老
人

の
署
名
の
あ
る
文
書
に
、
建
築
と
像
の
作
者
木
工
猪
部
多
婆
理
、
仏
師
将
軍
万

福
、
画
工
秦
牛
養
、
装
演
椋
橋
部
小
滓
、
銅
工
穴
太
小
広
、
鈴
工
錦
部
足
梓
、

鉄
工
野
家
葦
人
、
近
江
紙
工
敢
石
部
勝
麻
呂
、
近
江
輔
櫨
エ
ニ
人
等
に
対
す
る

給
米
そ
の
他
の
記
事
が
あ
る
。
と
く
に
将
軍
万
福
こ
そ
は
、
そ
の
弟
子
た
ち
を

と
、
い
ず
れ
も
多
少
と
も
眉
根
を
よ
せ
た
憂
い
顔
に
み
え
る
。
と
く
に
多
く
の

人
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
阿
修
羅
像
は
三
面
六
冑
と
い
う
不
自
然
な
姿
で
あ
る
が
、

顔
は
少
年
の
よ
う
に
愛
ら
し
い
。
そ
の
少
年
ら
し
さ
は
、
眼
の
下
の
ふ
く
ら
み

や
ま
ぶ
た
の
ふ
く
ら
み
、
頬
の
し
ま
っ
た
、
か
す
か
な
ふ
く
ら
み
、
比
較
的
小

さ
な
口
と
、
鼻
梁
の
通
っ
た
小
ぶ
り
な
鼻
、
小
さ
な
下
顎
等
に
あ
ら
わ
さ
れ
て

さ
て
八
部
衆
は
、

そ
の
う
ち
迦
楼
羅
像
の
よ
う
に
鳥
面
の
も
の
を
の
ぞ
く

ひ
き
い
て
造
像
に
当
っ
た
仏
師
と
考
え
ら
れ
る
。

六

五
〇
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乾
閾
婆
像
も
少
年
ら
し
い
顔
で
あ
る
が
、
や
は
り
眉
根
を
よ
せ
、
両
眉
の
外

え
て
い
る
。

影
を
人
の
心
に
お
と
す
の
で
あ
る
。

眉
の
内
側
を
上
方
へ
吊
り
あ
げ
、
眉
間
の
中
央
に
、
球
状
の
ふ
く
ら
み
を
持
っ

て
い
る
と
こ
ろ
に
、
憂
い
の
お
も
か
げ
を
示
し
て
い
る
。

阿
修
羅
立
像
の
裸
の
六
本
の
手
の
う
ち
二
本
は
胸
の
と
こ
ろ
で
合
掌
し
て
い

る
が
、
他
の
四
本
は
両
側
へ
突
き
出
し
、
二
本
は
真
横
に
つ
き
出
し
、
胸
の
と

こ
ろ
で
90
度
に
ま
げ
て
、
両
掌
は
な
に
か
を
支
え
る
が
ご
と
く
で
あ
り
、
他
の

二
本
の
手
は
斜
め
下
45
度
に
張
り
出
し
、
肘
を
90
度
ま
げ
て
、
そ
の
六
本
の
手

の
プ
ロ
ボ
ー
ツ
ョ
ソ
が
静
か
に
立
つ
姿
態
と
わ
り
あ
い
よ
く
調
和
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
六
本
の
手
の
強
い
出
し
方
は
法
隆
寺
五
重
塔
涅
槃
像
に
侍
す
る
阿

修
羅
と
似
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
、
上
へ
あ
げ
た
二
本
の
手
の
前
拇
は
、

よ
り
外
へ
大
き
く
開
い
て
お
り
、
像
そ
の
も
の
が
坐
像
に
つ
く
ら
れ
、
ま
た
前

の
手
は
合
掌
し
て
お
ら
ず
、
顔
も
眉
根
を
よ
せ
ず
、
お
だ
や
か
で
平
静
な
顔
に

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
手
足
も
胴
体
の
ほ
っ
そ
り
し
て
い
る
点
も
少
年
ら
し

さ
を
、
よ
く
表
現
す
る
。
と
く
に
胸
で
合
掌
し
て
い
る
敬
虔
な
形
が
、
憂
い
を

か
す
か
に
浮
べ
た
少
年
ら
し
い
清
純
さ
と
あ
い
ま
ち
、
美
し
い
苦
悩
、
憂
愁
の

五
部
浄
の
方
は
、
同
じ
く
眉
の
内
側
を
吊
り
上
げ
て
い
る
が
、
何
か
を
見
上

げ
て
い
る
よ
う
な
上
眼
使
い
に
表
現
さ
れ
て
い
て
、
憂
い
と
も
と
れ
る
し
、
ま

た
、
少
年
が
遠
く
の
理
想
に
憧
れ
て
、
思
い
を
凝
ら
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え

る
。
こ
れ
も
法
隆
寺
五
重
塔
の
五
部
浄
が
坐
像
で
、
静
か
に
眼
を
つ
ぶ
っ
て
瞑

想
に
ふ
け
っ
て
い
て
、
眉
根
を
よ
せ
て
い
な
い
、
平
静
さ
と
異
る
印
象
を
あ
た

て
い
る
の
か
。

五

を
よ
せ
、
外
端
を
つ
り
上
げ
て
怒
っ
た
、
や
や
老
い
た
人
の
表
現
で
あ
る
。

鳩
槃
荼
像
も
眼
を
見
ひ
ら
き
、
頬
の
筋
肉
の
た
て
筋
が
隆
起
し
口
を
横
へ
張

い
る
が
、
瓜
二
つ
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
よ
く
似
て
い
る
。

端
を
つ
り
あ
げ
、
眼
を
つ
ぶ
っ
て
瞑
想
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
両
手
は
、

甲
冑
を
ま
と
う
と
は
い
え
、
細
く
く
び
れ
た
胴
の
あ
た
り
へ
、
わ
ず
か
に
差
し

出
し
、
な
に
げ
な
く
両
掌
を
上
へ
む
け
た
姿
は
実
に
写
実
的
で
あ
る
。
こ
れ
も

憂
い
と
も
い
え
、
ま
た
瞑
想
し
て
静
か
に
思
い
を
凝
ら
し
て
い
る
と
も
み
え
る

像
で
あ
る
。

緊
那
羅
像
も
、
眉
根
を
よ
せ
て
、
特
に
眉
間
の
た
て
じ
わ
が
一
＿
一
筋
つ
よ
く
隆

起
し
、
眉
の
外
端
の
吊
り
上
り
の
度
が
き
つ
く
、
眼
は
に
ら
み
据
え
て
い
る
よ

う
に
前
方
を
凝
視
し
て
い
て
、
欝
骨
を
高
く
表
現
し
て
い
る
の
で
、
憂
い
顔
と

い
う
よ
り
は
、
多
少
お
そ
ろ
し
い
顔
に
近
い
と
い
え
る
か
も
し
れ
ぬ
。

沙
喝
羅
像
も
五
部
浄
ほ
ど
見
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
遠
い
彼
方
を
見
つ
め
て

畢
婆
迦
羅
像
も
そ
の
点
よ
く
似
て
い
て
、
さ
ら
に
欝
骨
が
高
く
、
か
つ
横
ヘ

張
り
、
顎
髯
を
は
や
し
て
い
る
の
で
、
老
人
の
表
現
と
い
え
る
。

る
く
ら
い
に
開
い
て
、
叫
ん
で
い
る
姿
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
や
は
り
眉
根

こ
う
し
て
み
る
と
八
部
衆
は
必
ず
し
も
少
年
の
み
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な

く
、
老
幼
と
も
に
あ
る
が
、
眉
根
を
よ
せ
て
憂
い
、
あ
る
い
は
怒
り
、
あ
る
い

は
瞑
想
す
る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
顔
貌
を
表
現
し
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
眉
根

を
よ
せ
て
、
眉
間
の
と
こ
ろ
に
、
な
に
か
思
い
を
集
中
さ
せ
て
い
る
顔
を
つ
く

る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
作
者
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
何
を
表
現
し
よ
う
と
し



い
る
。 そ

の
手
を
み
る
と
裸
の
右
腕
は
、
肘
で
ふ
か
く
折
り
ま
げ
て
前
方
へ
つ
き
出

し
、
右
掌
を
に
ぎ
り
し
め
る
、
衣
か
ら
出
て
い
る
左
手
に
、
腹
の
あ
た
り
で
握

り
し
め
ら
れ
て
い
て
、
何
か
を
憂
い
、
手
に
力
が
入
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

富
楼
那
像
は
眉
根
を
つ
り
あ
げ
て
、

額
に
幾
重
も
の
山
形
の
簸
を
波
う
た

せ
、
頬
の
徽
と
あ
い
ま
っ
て
な
に
か
を
憂
い
つ
り
語
り
か
け
る
よ
う
で
あ
る
。

羅
順
羅
像
も
眉
根
を
強
く
つ
り
あ
げ
、
眉
間
に
強
い
た
て
徽
と
、
深
い
横
鐵

を
つ
く
り
、
口
尖
き
を
と
が
ら
せ
る
よ
う
に
強
く
結
び
、
両
手
を
衣
の
中
に
つ

か
た
＜
身
を
ひ
き
し
め
、
何
か
思
い
つ
め
て
い
る
風
に
つ
く
ら
れ
て

つ
ん
で
、

て
、
深
刻
な
憂
い
に
悩
む
か
の
よ
う
で
あ
る
。

＜ ゚ あ
る
論
者
は
仏
師
が
朝
鮮
半
島
か
ら
の
渡
来
人
で
あ
り
、
半
島
の
作
品
に
は

憂
愁
に
満
ち
た
美
の
表
現
の
傑
作
が
多
く
、
そ
れ
は
朝
鮮
民
族
の
性
格
だ
と
説

七

れ
は
強
い
と
は
い
え
ぬ
。

む
ろ
ん
儀
軌
の
上
や
教
義
上
の
約
束
も
多
少
の
根
拠
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

な
ぜ
、

ま
で
大
き
く
あ
ら
わ
に
し
た
迦
栴
延
像
は
、
眉
根
を
強
く
つ
り
上
げ
、
眉
間
の

上
方
、
額
の
中
央
部
で
大
き
な
山
形
の
緻
を
幾
重
に
も
波
立
た
せ
て
い
る
。
下

眼
か
げ
ん
の
眼
の
下
は
、
高
く
張
り
出
し
た
顧
骨
と
の
問
に
、
深
い
く
ぽ
み
を

つ
く
り
、
開
い
て
泣
く
か
ご
と
き
口
も
と
の
外
側
の
深
い
た
て
緻
と
あ
い
ま
っ

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
巧
妙
な
写
実
の
技
術
を
も
っ
て
、
飛
鳥
時
代
の
彫

刻
に
み
ら
れ
な
か
っ
た
憂
悠
、
苦
悩
に
み
ち
た
像
が
、
こ
の
興
福
寺
の
八
部
衆

と
十
大
弟
子
群
の
中
に
み
ら
れ
る
こ
と
は
、
著
し
い
事
実
で
あ
る
。
従
来
か
ら

こ
の
よ
う
な
憂
欝
な
、

苦
悩
の
顔
貌
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
疑
問
を
提
出
さ
れ
て
き
た
が
、
未
だ
、
充
分
な
解
答

が
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

く
ら
れ
て
い
る
。

眉
も
か
す
か
に
隆
起
し
た
須
菩
提
像
は
、
衣
か
ら
出
し
た
両
手
先
を
胸
で
あ
わ

せ
て
、
ま
こ
と
に
も
の
静
か
な
瞑
想
的
な
像
で
あ
る
。
こ
の
像
の
み
は
苦
悩
、

憂
愁
の
お
も
か
げ
が
な
い
。
両
手
も
静
か
に
胸
の
と
こ
ろ
で
く
み
合
さ
れ
て
い

し
か
し
他
の
像
は
ち
が
っ
た
表
現
を
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
裸
の
胸
部
を
版

以
上
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
須
菩
提
は
別
と
し
て
、
三
者
が
深
刻
な
憂
い
顔
に

つ
く
ら
れ
、
最
後
の
二
者
は
か
す
か
な
憂
い
顔
と
も
み
ら
れ
る
よ
う
な
顔
に
つ

る。

し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

か
な
半
眼
を
見
ひ
ら
き
、
小
さ
な
口
を
ひ
き
し
め
、
鼻
も
下
顎
も
小
ぶ
り
で
、

も
つ
と
も
少
年
的
な
ふ
っ
く
ら
し
た
豊
頬
に
、
ま
ぶ
た
が
ふ
く
ら
み
お
だ
や
ど
憂
わ
し
げ
で
は
な
い
。
両
手
を
前
に
あ
げ
、

真
摯
に
な
に
か
語
り
か
け
よ
う

十
大
弟
子
を
み
て
み
よ
う
。

目
健
蓮
像
は
、
か
す
か
に
眉
を
よ
せ
、
額
も
徽
の
波
を
み
せ
る
が
、
そ
れ
ほ

と
す
る
直
前
の
よ
う
な
姿
で
あ
る
。

舎
利
弗
像
も
、
か
す
か
に
眉
間
に
球
状
の
盛
り
あ
が
り
が
み
え
る
よ
う
に
、

眉
が
よ
っ
て
い
る
が
、
顔
は
平
静
に
つ
く
ら
れ
、
憂
い
顔
で
は
な
く
、
悠
然
と

五



む
ろ
ん
前
述
の
将
軍
万
福
は
百
済
系
の
渡
来
人
で
あ
る
、
ま
た
『
興
福
寺
濫

慟
記
』
な
ど
は
八
部
衆
、
十
大
弟
子
を
問
答
師
作
と
っ
た
え
て
い
る
が
、
問
答

師
も
大
陸
系
の
人
で
あ
る
ら
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
興
福
寺
の
諸
像
の
原
本
と

な
っ
た
も
の
は
、
大
陸
に
あ
る
こ
と
を
、
私
は
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
が
唐
で
あ
る
の
か
、
新
羅
か
、
あ
る
い
は
百
済
、
高
句
麗
な
の
か
、
今
後
、

も
っ
と
精
細
に
比
較
検
討
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

た
だ
推
測
で
あ
る
が
、
日
本
が
朝
鮮
半
島
の
仏
教
を
大
い
に
学
ん
だ
百
済
か

ら
仏
教
伝
来
し
て
以
後
、
百
済
、
高
句
麗
が
減
亡
し
た
七
世
紀
後
半
、
六
七
〇
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た
り
す
る
点
に
、
多
少
の
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
が
あ
る
。

朝
鮮
の
新
羅
、
高
麗
等
の
仏
像
の
美
と
い
え
ば
、
新
羅
の
盛
期
の
世
界
的
傑

作
、
吐
含
山
石
窟
庵
の
諸
像
の
よ
う
に
優
美
、
流
麗
、
繊
細
、
洗
錬
等
の
点
で
、

日
本
に
ま
さ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
ど
こ
か
悲
し
い
憂
愁
の
情
調
が
ひ
そ
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
高
麗
の
芸
術
で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
が

い
え
る
。
力
強
い
ヴ
ァ
イ
ク
リ
テ
ィ
に
は
、
や
や
欠
け
る
よ
う
に
み
え
る
。
し

か
し
個
々
の
仏
像
を
み
る
と
、
新
羅
、
高
麗
の
も
の
に
は
、
眉
根
を
よ
せ
て
憂

い
て
い
る
と
い
う
表
現
が
、
そ
れ
ほ
ど
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

・
全
体
に
三
国
か
ら
新
羅
、
高
麗
の
仏
像
の
眉
か
ら
眼
の
部
分
を
み
る
と
、
眉

を
長
く
大
き
な
円
弧
を
え
が
き
、
ま
ぶ
た
が
広
く
、
か
つ
ふ
く
ら
み
を
つ
よ
く

も
つ
よ
う
に
つ
く
り
、
眼
は
細
く
切
れ
長
に
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
、
憂
愁
を

感
じ
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
切
れ
長
の
眼
を
ふ
し
眼
か
げ
ん
に
表
現
す
る
と
こ
ろ

か
ら
来
る
の
で
は
な
い
か
。
石
窟
庵
の
十
大
弟
子
も
そ
の
点
で
は
例
外
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
下
顎
が
丸
く
横
へ
張
り
、
か
つ
下
顎
に
横
徽
を
つ
く
っ

か
ら
で
あ
る
。

五

の
た
め
に
は
、
も
っ
と
中
国
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

年
頃
ま
で
は
、
問
題
の
眉
を
よ
せ
た
憂
愁
の
表
現
を
し
た
像
は
少
い
。
法
隆
寺

金
堂
四
天
王
像
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
れ
も
作
者
の
判
明
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

は
、
山
口
費
大
口
や
木
限
、
薬
師
徳
保
、
鉄
師
弔
古
等
は
大
陸
系
渡
来
人
で
あ

る
か
ら
、
源
流
は
大
陸
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
源
流
は
四
天
王
な
ど
憤

怒
形
や
涅
槃
像
な
ど
の
悌
泣
型
に
あ
ろ
う
。

憂
欝
の
表
現
が
増
加
す
る
の
は
、
そ
れ
以
後
の
時
代
、
白
鳳
時
代
末
以
後
で

あ
る
。
こ
れ
は
源
流
で
あ
る
憤
怒
形
や
悌
泣
形
な
ど
が
、
好
ま
れ
て
発
展
し
、

多
く
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
の
頃
以
後
強
く
学
ば

れ
る
よ
う
に
な
る
初
唐
文
化
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
こ

れ
ま
で
半
島
を
経
由
し
て
い
た
大
陸
文
化
伝
来
が
、
遣
唐
使
や
遣
唐
留
学
生
な

ど
に
よ
っ
て
、
唐
か
ら
直
接
に
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
精
密
な
検
討

そ
れ
は
そ
う
と
し
て
も
、
輸
入
で
は
な
く
日
本
で
八
部
衆
や
十
大
弟
子
像
が

つ
く
ら
れ
た
こ
と
は
、
日
本
人
の
精
神
の
中
に
、
か
か
る
像
へ
の
要
求
が
あ
る

そ
れ
に
し
て
も
、
そ
の
憂
愁
に
み
ち
た
表
情
を
つ
く
り
出
し
た
理
由
、
精
神

的
な
根
拠
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
宗
教
的
崇
拝
の
対
象
た
る
超
越
者
に
は
、
礼
拝
者
に
と
っ
て
、
礼
拝

す
る
に
足
る
神
聖
性
、
崇
高
性
、
強
大
さ
、
壮
麗
さ
、
威
厳
等
々
各
種
さ
ま
ざ

ま
の
美
の
属
性
が
要
請
さ
れ
、
そ
の
時
代
人
の
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
に
し
た
が
っ

て
、
造
像
さ
れ
、
表
現
さ
れ
る
。
前
回
に
も
論
じ
た
よ
う
に
、
七
世
紀
後
半
か

ら
八
世
紀
初
頭
の
白
鳳
時
代
人
に
と
っ
て
、
超
越
者
は
、
前
代
の
神
秘
的
な
近



こ
う
し
た
表
情
に
造
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

そ
れ
と
も
、
も
っ
と
特
殊
な
儀
軌
的
な
立
場
か
ら
十
大
弟
子
や
八
部
衆
は
、

思
念
を
凝
ら
す
表
情
を
あ
た
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
。

逐
す
る
姿
の
象
徴
で
あ
る
。
ま
た
悌
泣
す
る
像
は
、
釈
迦
の
涅
槃
入
滅
を
悲
し

は
、
な
に
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
。

づ
き
難
い
、
硬
い
、
勁
直
、
峻
厳
な
存
在
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
次
第
に
リ

ア
ル
な
人
間
に
近
い
姿
を
も
っ
た
、
崇
高
で
は
あ
る
が
、
女
性
的
、
少
年
的
な

柔
か
さ
、
か
す
か
な
ほ
ほ
え
み
を
う
か
べ
た
や
さ
し
さ
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら

れ
る
イ
メ
ー
ジ
ヘ
と
変
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
さ
ら
に
進
む
と
、
少
年
的
な

姿
か
ら
青
年
的
な
姿
の
イ
メ
ー
ジ
が
増
し
、
雄
偉
な
力
強
さ
と
威
厳
性
が
求
め

こ
う
し
た
変
化
の
過
程
に
お
い
て
、
憂
愁
、
憂
欝
な
顔
貌
を
持
つ
像
の
出
現

同
じ
く
眉
根
を
寄
せ
た
像
で
も
、
憤
怒
の
形
相
を
持
つ
像
は
、
仏
教
の
守
護

神
で
あ
る
天
部
が
、
仏
教
の
敵
、
妄
執
、
煩
悩
、
悪
霊
、
邪
心
を
破
拙
し
、
駆

む
姿
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
典
福
寺
の
十
大
弟
子
や
八
部
衆
の
顔
貌
の
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に

解
釈
す
べ
き
で
あ
る
か
。
時
代
人
の
超
越
者
に
対
し
て
、
崇
高
性
の
一
様
相
、

宗
教
的
な
精
神
の
深
さ
奥
を
あ
ら
わ
す
―
つ
の
象
徴
と
し
て
憂
欝
性
に
似
た
、

私
は
後
者
の
立
場
に
一
理
が
あ
る
と
お
も
う
。
法
隆
寺
五
重
塔
の
涅
槃
塑
像

に
十
大
弟
子
も
八
部
衆
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
本
来
、
釈
迦
の
入
減
を

悲
し
む
が
故
に
憂
い
を
た
た
え
て
、
悌
泣
し
、
あ
る
い
は
悲
し
み
を
お
さ
え

て
、
耐
え
忍
び
、
横
た
わ
る
釈
迦
の
遺
体
の
か
た
わ
ら
に
侍
し
て
い
た
。

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
い
た
。

あ
る
。

『
興
福
寺
縁

し
た
が
っ
て
興
福
寺
西
金
堂
諸
像
も
涅
槃
に
侍
す
る
姿
と
し
て
考
え
る
の
が

常
道
で
あ
ろ
う
。
延
慶
二
年
(
-
三
0
九
）
四
月
に
つ
く
ら
れ
た

R
 

起
』
に
は
、
西
金
堂
と
し
て

右
安
二
置
釈
迦
丈
六
像
及
狭
特
菩
薩
羅
漠
神
王
等
像
―
也
、
藤
原
皇
后
以
下
天

平
六
年
歳
次
二
甲
戊

1

正
月
十
一
日
之
忌
日
上
°
奉

-

I

為
先
批
贈
従
一
位
県
因
猥

養
橘
宿
癖
往
生
菩
提
砿
緊
造
丑
像
―
…
・
:

と
あ
り
、
光
明
皇
后
が
母
橘
三
千
代
の
供
養
の
た
め
に
造
っ
た
こ
の
堂
の
本
尊

は
丈
六
釈
迦
で
あ
っ
た
が
、
四
槃
像
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

眉
根
を
寄
せ
て
憂
え
、
苦
悩
し
、
あ
る
い
は
思
念
を
凝
ら
す
姿
は
、
そ
れ
以

岡
寺
蔵
の
義
淵
正
坐
像
は
さ
が
り
眼
、
さ
が
り
眉
で
あ
る
が
、
大
き
な
眼
を

見
ひ
ら
き
、
ふ
と
い
眉
を
隆
起
さ
せ
、
眉
根
を
寄
せ
て
、
眉
間
に
太
い
縦
の
隆

起
二
本
が
、
深
い
た
て
徽
を
き
ざ
み
、
広
い
額
に
は
幾
筋
も
の
横
じ
わ
が
、
ゅ

る
や
か
な
弧
を
え
が
く
、
鼻
も
口
も
大
き
く
、
唇
の
線
や
人
中
の
線
は
鋭
く
、

口
の
両
側
の
た
て
徽
は
深
く
、
こ
れ
ま
た
幾
重
に
も
緻
が
よ
っ
て
い
て
老
僧
の

個
性
的
で
強
烈
な
性
格
と
、
永
年
の
修
行
の
辛
酸
を
も
の
が
た
る
か
の
よ
う
で

そ
の
眉
根
の
寄
っ
た
深
い
徴
は
、
憂
愁
と
い
う
よ
り
は
、
思
索
の
集
中
度
の

深
さ
を
あ
ら
わ
す
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
唐
招
提
寺
開
山
堂
の
鑑
真
像
に
お
い
て
も
、
眉
間
に
球
状
の
隆

外
の
肖
像
彫
刻
に
も
み
ら
れ
る
。

八

五
四



起
が
あ
り
、
両
眉
と
の
間
に
溝
を
つ
く
る
ば
か
り
で
な
く
、
鼻
梁
上
部
と
の
間

に
は
、
も
っ
と
深
い
、
く
び
れ
の
よ
う
な
溝
を
つ
け
て
い
る
。
盲
目
の
像
は
、

あ
た
か
も
眠
る
が
ご
と
く
、
ま
た
瞑
想
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
眉
間
に
お

け
る
隆
起
と
深
い
緻
が
、
長
年
の
労
苦
を
し
め
す
と
と
も
に
、
知
性
の
集
中
し

た
思
索
を
表
現
す
る
。

し
か
し
法
隆
寺
夢
殿
の
行
信
像
の
よ
う
に
、
眉
根
を
寄
せ
な
い
像
も
あ
る
。

細
い
眼
も
長
い
眉
も
外
方
へ
向
っ
て
つ
り
上
っ
て
い
て
、
こ
け
た
頬
、
鋭
い
鼻

と
、
堅
く
む
す
ん
だ
口
唇
と
尖
っ
て
高
い
頭
部
で
強
烈
な
、
精
悴
そ
の
も
の
の

性
格
を
表
現
し
て
い
る
が
、
憂
欝
な
感
じ
が
ど
こ
か
瀕
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
こ

れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
、
眉
根
を
寄
せ
た
憂
欝
と
は
、
異
質
な
憂
欝
な
の
で

ま
た
法
隆
寺
蔵
の
道
詮
律
師
坐
像
も
、
多
少
額
に
緻
は
あ
る
が
、
眉
根
を
よ

せ
た
り
せ
ず
、
長
い
眉
尻
を
下
げ
、
切
れ
長
の
眼
を
静
か
に
み
ひ
ら
い
て
何
も

法
隆
寺
金
堂
の
四
天
王
を
は
じ
め
と
し
、
同
寺
五
重
塔
の
涅
槃
像
侍
者
群
、

興
福
寺
八
部
衆
や
十
大
弟
子
に
い
た
る
ま
で
の
憂
愁
像
に
は
、
底
に
暗
い
も
の

が
無
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
衆
生
の
苦
し
み
や
悪
を
憂
え
て
眉
を
ひ
そ
め
る
が
、

顔
全
体
に
は
無
邪
気
で
明
る
い
少
年
の
青
年
の
明
朗
さ
、
素
朴
さ
の
ご
と
き
も

の
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
天
平
中
期
ご
ろ
か
ら
、
眉
根
な
ど
寄
せ
た
り
、
額
に
鐵
な
ど
き
ざ

ま
な
い
、
お
だ
や
か
で
平
静
な
顔
で
は
あ
る
が
、
な
ん
と
も
い
え
ぬ
暗
い
憂
欝

の
か
げ
が
彫
刻
全
体
に
滲
じ
み
出
は
じ
め
る
。
そ
し
て
時
代
が
降
る
に
し
た
が

白
鳳
天
平
芸
術
精
神
史
研
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の
か
を
凝
視
し
て
い
る
が
、
ど
こ
と
な
く
暗
い
。

あ
る
。

切
れ
こ
み
な
ど
よ
く
似
て
い
る
。

五
五

っ
て
、
そ
の
陰
緊
は
濃
さ
を
増
し
て
ゆ
く
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
傾
向
は
、
東
大
寺
三
月
堂
の
諸
像
に
、
す
で
に
僅
か
な
が
ら
出
は

三
月
堂
ま
た
は
法
華
堂
と
い
わ
れ
る
建
物
は
、
天
平
二
十
年
（
七
四
八
）
頃
に

⑦
 

建
立
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
本
尊
、
不
空
覇
索
観
音
像
も
、
ほ
ぼ
そ
の
頃
の
も

の
で
、
天
平
中
期
の
基
準
作
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
不
空
鞘
索
は
、

ま
こ
と
に
堂
々
と
し
た
雄
偉
な
迫
力
に
満
ち
た
像
で
あ
り
、
天
平
彫
刻
の
典
型

と
い
う
べ
き
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
像
に
お
い
て
も
暗
さ
の
第
一
歩
が

張
り
切
っ
て
ふ
く
ら
ん
だ
頬
、
鋭
く
切
れ
長
の
、
や
や
吊
り
あ
が
っ
た
眼
、

高
い
鼻
そ
の
上
に
大
き
な
円
弧
を
え
が
く
眉
、
厚
い
唇
と
そ
の
鋭
い
線
及
び
人

中
の
切
れ
こ
み
、
退
し
く
張
っ
た
肩
、
張
り
出
し
た
胸
、
深
い
彫
り
で
肉
の
厚

構
成
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
顔
貌
は
き
び
し
く
、
弥
い
意
志
性
を
盛
り
あ
げ

て
い
る
が
、
白
鳳
時
代
ま
で
の
像
に
は
あ
っ
た
柔
か
味
、
ほ
ほ
え
み
は
消
え
、

む
っ
つ
り
し
た
、
人
を
拒
否
す
る
印
象
を
あ
た
え
る
、
と
り
つ
く
島
が
な
い
。

そ
れ
は
両
脇
に
あ
る
巨
大
な
梵
天
、
帝
釈
天
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
こ

れ
に
お
い
て
は
眼
が
も
う
少
し
下
向
き
か
げ
ん
に
な
っ
て
い
る
だ
け
、
憂
欝
な

暗
さ
が
強
ま
っ
て
い
る
。
口
唇
部
の
厚
い
、
人
中
の
線
、
下
顎
の
線
の
中
央
の

三
月
堂
の
四
天
王
に
も
共
通
の
感
じ
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
眉
根
を
寄
せ
て
、

邪
悪
な
も
の
を
院
み
つ
け
る
静
か
な
立
像
で
あ
る
。
そ
の
静
か
さ
は
邪
鬼
の
上

い
醜
波
式
の
脚
部
の
ひ
だ
の
波
、
太
く
ま
る
い
腕
八
本
な
ど
、
そ
の
雄
偉
性
を

踏
み
出
さ
れ
て
い
る
。

じ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



で
あ
る
。

に
立
っ
て
い
る
の
で
、
踏
み
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
た
め
に
与
え
ら
れ
る
印

象
で
あ
る
。
力
み
か
え
ら
ず
静
か
に
眉
の
両
外
端
を
つ
り
あ
げ
、
眉
を
よ
せ
て

い
る
と
、
そ
れ
は
ど
こ
と
な
く
淋
し
い
感
じ
を
あ
た
え
る
。

最
も
美
し
い
像
と
い
わ
れ
る
日
光
、
月
光
に
も
、
謹
直
、
端
麗
で
静
か
さ
そ

の
も
の
の
姿
の
中
に
一
沫
の
さ
び
し
い
影
が
あ
る
。

雄
偉
な
点
で
は
不
空
覇
索
に
一
囃
を
輸
す
に
し
て
も
、
同
じ
く
堂
々
と
肩
や

胸
を
張
り
、
豊
か
な
感
覚
を
も
っ
、
聖
林
寺
十
一
面
観
音
に
お
い
て
も
、
そ
う

こ
の
像
の
頬
は
は
ち
切
れ
る
よ
う
に
ふ
く
ら
ん
で
い
て
、
豊
か
な
裸
の
胸
と

相
い
ま
っ
て
、
雄
偉
な
感
が
あ
る
一
方
、
胴
が
細
く
く
び
れ
て
、
ス
マ
ー
ト
で

あ
る
。
肩
は
不
空
絹
索
ほ
ど
張
ら
ぬ
、
し
か
し
、
そ
の
暗
さ
の
か
げ
り
は
ど
こ

に
あ
る
の
か
。
私
は
豊
か
な
璽
い
下
顎
の
張
り
に
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
不
空

刷
索
に
も
あ
っ
た
。

白
鳳
時
代
の
薬
師
寺
本
尊
薬
師
像
に
せ
よ
、
東
院
堂
の
聖
観
音
に
せ
よ
、
興

福
寺
東
金
堂
の
仏
頭
（
旧
山
田
寺
本
尊
）
に
せ
よ
は
ち
切
れ
る
よ
う
に
豊
か
な

頬
を
持
っ
て
い
た
。

そ
れ
で
は
ど
こ
が
違
っ
て
き
た
の
か
。
下
顎
の
微
妙
な
ふ
と
り
、
張
り
出
し

で
あ
る
。
飛
鳥
時
代
の
彫
像
の
下
顎
は
比
較
的
と
が
っ
て
い
た
、
と
い
う
ほ
ど

で
な
く
て
も
、
そ
ん
な
に
肥
満
し
て
い
な
か
っ
た
。
い
く
ぶ
ん
痩
せ
て
い
た
。

時
代
が
降
る
に
し
た
が
い
、
顎
の
ふ
く
ら
み
、
張
り
出
し
が
増
し
、
聖
林
寺
の

十
一
面
で
は
下
顎
の
下
部
に
く
び
れ
の
線
が
う
っ
す
ら
と
出
て
き
た
。
興
福
寺

仏
頭
と
は
、
明
ら
か
に
一
線
を
劃
し
た
。
下
顎
、
下
頬
の
ふ
く
ら
み
は
、
壮
中

形
式
の
も
の
に
憂
欝
性
の
表
現
の
あ
る
こ
と
か
ら
、

―
つ
は
群
像
形
式
が
自
鳳

以
上
、
私
は
白
鳳
か
ら
天
平
へ
の
彫
刻
史
の
展
開
を
主
と
し
て
若
干
の
群
像

九

い
え
る
。

方
へ
歩
を
進
め
た
こ
と
に
な
る
。

年
に
な
る
と
出
て
く
る
。
青
年
ら
し
さ
が
な
く
な
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
壮
中
年

と
い
う
、
老
へ
の
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
青
少
年
の
明
る
さ
を
失
う

も
う
―
つ
は
眼
で
あ
る
。
眼
の
す
ぐ
下
の
ふ
く
ら
み
が
、
青
少
年
で
は
豊
か

で
あ
る
。
聖
林
寺
十
一
面
で
は
、
そ
の
ふ
く
ら
み
が
減
退
し
、
た
る
み
が
出
は

じ
め
て
い
る
。
眼
の
上
下
の
線
が
中
だ
る
み
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
そ
う
で
あ

る
。
こ
れ
は
前
述
の
興
福
寺
八
部
衆
の
阿
修
羅
、
五
部
浄
、
沙
喝
羅
と
く
ら
ベ

て
み
る
が
よ
い
。
相
違
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
し
て
不
空
羅
索
が
、
す
で
に
聖
林

寺
十
一
面
観
音
へ
の
一
歩
を
か
す
か
に
歩
み
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

秋
篠
寺
の
技
芸
天
頭
部
、
梵
天
像
頭
部
も
、
天
平
後
期
の
美
し
い
像
と
し
て

有
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、
下
顎
の
張
り
と
く
び
れ
の
線
、
眼
下
側
の
ふ
く
ら

み
の
減
退
、
ふ
し
眼
な
ど
暗
さ
、
憂
愁
性
を
つ
く
り
出
す
要
素
で
あ
る
。
梵
天

が
眉
根
を
少
し
よ
せ
て
、
眉
間
に
隆
起
を
た
て
て
い
る
こ
と
も
、
暗
い
要
素
と

こ
う
し
た
傾
向
は
天
平
末
期
の
唐
招
提
寺
、
大
安
寺
等
の
彫
像
群
に
も
い
え

る
こ
と
で
あ
る
。

貞
観
時
代
に
入
る
と
、
暗
さ
は
一
層
増
す
、
天
平
か
ら
貞
観
へ
の
転
換
に
つ

い
て
は
改
め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

五
六



白
鳳
天
平
芸
術
精
神
史
研
究
序
説
（
横
田
）

と
き
は
一
っ
の
有
力
な
原
因
で
あ
ろ
う
。

⑦⑥⑤  

る。

J

れ
は
唐
人
の
嗜
好
の
変
化
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
、

④③  

天
平
と
時
代
を
降
る
に
伴
っ
て
増
し
、
か
つ
種
々
の
形
式
が
あ
ら
わ
れ
、
群
像

が
―
つ
の
ま
と
ま
っ
た
ド
ラ
マ
的
な
情
感
の
美
を
発
揮
し
、
日
本
芸
循
史
に
あ

ら
た
な
光
彩
を
添
え
る
に
い
た
っ
た
こ
と
、
と
、
そ
の
平
安
時
代
へ
の
展
開
に

つ
い
で
憂
欝
性
を
表
現
す
る
彫
刻
が
、
飛
鳥
時
代
の
遺
品
に
は
ほ
と
ん
ど
あ

ら
わ
れ
な
い
の
に
、
白
鳳
か
ら
天
平
に
か
け
て
、
そ
れ
が
造
ら
れ
、
あ
ら
わ
さ

れ
る
理
由
、
精
神
的
根
拠
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し
た
。
そ
し
て
天
平
中
期
か
ら
、
さ

ら
に
別
種
の
暗
欝
な
表
現
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
こ
と
と
、
そ
の
根
拠
を
考
え
た

い
と
思
っ
た
。
そ
の
根
拠
と
い
う
も
の
は
、

い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
よ
う
。

す
で
に
日
本
文
化
の
師
と
す
る
大
陸
に
お
い
て
、
盛
唐
よ
り
晩
唐
に
入
る
に

し
た
が
っ
て
、
彫
刻
の
様
式
は
大
い
に
変
化
し
て
来
て
い
る
、
彫
刻
は
肉
付
き

が
豊
か
に
な
り
、
胸
か
ら
胴
へ
か
け
て
三
段
の
く
び
れ
を
は
っ
き
り
あ
ら
わ
す

ほ
ど
、
肥
満
を
誇
張
す
る
。
こ
れ
は
衣
文
に
お
け
る
醜
波
式
の
手
法
と
と
も
に

立
体
性
、
奥
行
性
へ
の
要
求
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。
六
朝
時
代
の
彫
刻
が

岩
窟
の
レ
リ
ー
フ
と
い
う
扁
平
性
を
も
っ
て
い
た
の
が
、
次
第
に
立
体
的
と
な

り
奥
行
を
も
ち
、
人
身
に
肥
満
性
の
表
現
を
あ
た
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

そ
れ
ま
で
で
あ
る

が
、
そ
の
変
化
理
由
も
今
後
ゆ
っ
く
り
と
考
え
て
み
た
い
。
密
教
の
盛
行
の
ご

そ
れ
に
し
て
も
、
奈
良
時
代
人
が
、
白
鳳
時
代
的
な
青
少
年
の
よ
う
な
顔
貌

の
明
る
い
、
や
わ
ら
か
で
親
し
み
深
い
表
現
を
捨
て
て
、
超
越
者
の
表
現
に
、

よ
り
壮
年
、
中
年
的
な
相
貌
や
暗
い
、
き
び
し
い
、
近
よ
り
難
い
、
峻
厳
な
容

つ
い
て
の
べ
た
。

五
七

貌
を
理
想
と
し
て
、
表
現
し
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。

彫
刻
芸
術
、
と
く
に
人
体
的
な
相
貌
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
超
越
者
像
と
い
う
も

の
は
、
時
代
人
の
理
想
、
欲
求
、
美
観
、
信
仰
、
神
仏
観
、
人
間
観
、
世
界
観

が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
、
精
神
史
的
に
考
察
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
興

味
が
深
い
。

し
か
し
、
私
自
身
の
能
力
に
限
り
が
あ
り
、
充
分
、
そ
の
問
題
意
識
を
展
開

し
て
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。
こ
と
に
群
像
形

式
と
憂
欝
性
と
い
う
。
二
つ
の
異
質
な
問
題
を
軸
と
し
た
た
め
混
乱
し
て
、
論

旨
の
統
一
を
欠
い
た
う
ら
み
が
あ
る
。

今
後
、
大
方
の
教
示
に
よ
っ
て
、
一
層
研
究
を
す
す
め
た
い
と
思
う
。

終
り
に
回
顧
し
て
み
る
と
、
三
高
の
生
徒
時
代
に
課
外
に
日
本
美
術
史
を
講

義
さ
れ
た
中
村
直
勝
先
生
に
教
え
ら
れ
た
基
本
の
枠
外
に
出
ら
れ
な
い
こ
と
が

多
い
。
ま
た
群
像
形
式
に
つ
い
て
は
、
森
暢
教
授
と
の
談
話
中
に
示
唆
を
受
け

た
。
か
え
り
て
み
て
謝
意
を
表
し
た
い
。
(
-
九
七
二
、
一
―
-
、
二
七
）

註①
 

②
 

後
藤
守
一
著
『
日
本
古
代
文
化
研
究
』

小
林
太
市
郎
著
『
中
国
絵
画
史
論
孜
」
第
七
篇
「
韓
詩
図
と
洛
神
賦
図
」
（
昭
和

二
二
）

『
文
化
大
革
命
期
間
出
土
文
物
』
第
一
輯
(
-
九
七
二
）
一
四
三
頁
。

足
立
康
著
『
日
本
彫
刻
史
の
研
究
』
―
-
「
典
福
寺
十
大
弟
子
及
び
八
部
衆
像
の

製
作
年
代
」
。
―
二
「
再
び
興
福
寺
十
大
弟
子
像
等
に
つ
い
て
」
（
昭
和
一
九
）

特
に
一
五
八
頁
。

大
日
本
古
文
書
、
編
年
文
書
日
五
五
一
頁
「
造
仏
所
作
物
板
」
（
正
倉
院
文
書
）

大
日
本
仏
教
全
書
『
寺
誌
叢
書
』
第
三
、
三
二
頁
。

福
山
敏
男
「
東
大
寺
法
華
堂
に
関
す
る
問
題
」
『
東
洋
美
術
』
第
二
三
号
（
昭
和

十
一
）
。
『
東
大
寺
法
華
堂
の
研
究
』
（
昭
和
―
―
―
―
-
）
所
収
。
同
著
『
奈
良
朝
の

東
大
寺
』
（
昭
和
二
二
）
七
七
頁
。


