
日

本

仏

教

彫

刻

の

特

性

笠

原

幸

雄

｢

序

こ
れ
か
ら
お
話
し
よ
う
と
す
る

｢
特
性
｣
と
い
う
意
味
は
､
文
字
通
り
日
本
以
外
の
何
処
に
も
な
い
全
く
日
本
独
自
の
性
格
t
と
い
う
意
味
の

｢
特
性
｣
と
は
防

り
ま
せ
ん
｡
御
承
知
の
よ
う
に
日
本
は
原
始
以
東
ほ
と
ん
ど
終
始
'
大
陸
文
化
の
影
響
を
強
く
ま
た
継
続
的
に
受
け
な
が
ら
'
そ
の
文
化
を
発
展
変
容
さ
せ
て
来
た

の
で
す
か
ら
､
日
本
の
文
化
か
ら
本
来
的
に
=
本
の
も
の
で
な
い
要
素
を
'
丁
寧

ソ
ッ
キ
ョ
ウ
の
皮
を
む
-
よ
う
に

一
つ
一
っ
取
り
去

っ
て
い
く
と
､
後
に
は
ミ
ソ

ギ
と
お
ハ
ラ

イ
し
か
残
ら
ぬ
な
ど
と
い
わ
れ
る
位
'
厳
密
な
意
味
で
の
口
本
独
特
の
要
素
と
い
っ
た
も
の
は
少
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡
美
術
の
場
合
も
事
情
は

同
じ
で
'
具
体
的
な
様
式
や
技
法
な
ど
は
調
査
し
て
い
き
ま
す
と
'
ほ
と
ん
ど
全
く
と
い
ご
し
い
ゝ
程
そ
の
源
は
日
本
以
外
の
外
国
に
存
在
し
て
お
り
ま
す
へし

し
か
し
日
本
美
術
の

｢
特
性

｣
を
云
々
す
る
場
合
'
分
析
的
に

比
較
し
易
い
個
々
の
具
体
的
な
様
式
や
技
法
に
だ
け
着
目
し
て
､
外
国
起
源
の
も
の
を

1
つ
l.
つ

ラ
ツ
キ
m
ウ
の
皮
の
よ
う
に
取
り
去

っ
て
い
く
と
い
う
や
り
方
ば
か
り
が
唯

1)
の
方
法
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
O
た
と
え
同
様
の
性
格
の
も
の
が
過
去
の
中
国
羊
術
に

存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
'
そ
れ
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
以
来
大
き
く
取
-
扱
か
わ
れ
､
日
本
美
術
の
全
畦
史
を
通
じ
て
の
基
本
的
性
格
に
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
'

そ
れ
は
明
ら
か
に
日
本
的
特
性
と
呼
ん
で
差
支
え
な
い
で
し
ょ
う
｡ま
た
原
型
は
中
国
に
あ
る
と
し
て
も
'
そ
の
原
型
を
受
け
入
れ
る
際
へ
あ
る
い
は
そ
れ
を
持
続
し

て
い
-
過
程
に
起
き
る
微
妙
な
変
容
の
仕
方
の
中
に
こ
そ
､
東
ア
ジ
ア
の
東
端
と
い
う
日
本
の
地
理
的
'
文
化
的
位
置
を
考
え
た
場
合
'
か
え
っ
て
日
本
的
な
特
性

が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
C
こ
れ
か
ら
お
話
し
よ
う
と
す
る

｢
特
性
｣
も
そ
う
い
っ
た
意
味
で
'
そ
の
性
格
が
朝
鮮
や
中
国
に
あ
る
か
な
い
か

と
い
っ
た
事
は

一
応
不
問
に
し
て
'
あ
く
迄
も
日
本
仏
教
彫
刻
の
全
歴
史
を
総
合
的
に
観
察
し
て
'
そ
こ
に
流
れ
て
い
る
基
本
的
'
共
通
的
な
性
格
を
取
-
挙
げ
説

明
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
O

と
こ
ろ
で
本
論
に
入
る
前
に
'
念
の
た
め
日
本
の
仏
教
彫
刻
を
見
て
い
く
に
当

っ
て
の
予
備
知
識
と
い
っ
た
も
の
を
か
い
つ
ま
ん
で
纏
め
て
お
-
事
に
し
ま
し
土

･.-/
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a
仏
教
彫
刻
の
主
体
は
仏
教
の
諸
等
'
羅
漢
､
仏
弟
子
あ
る
い
は
実
在
の
高
僧
の
肖
像
で
t

l
H
に
い
ご
し
人
体
彫
刻
で
あ
-
ま
す
C
従

っ
て
モ
デ
ル
で
あ
る
人

体
の
具
象
的
表
現
'
い
わ
ゆ
る
写
実
が
ど
の
よ
う
に
行
な
わ
れ
て
い
る
か
o
こ
れ
が
着
眼
点
の
一
つ
に
な
-
ま
す
｡

rB
し
か
し
仏
教
の
諸
等
は
む
ろ
ん
'
羅
漢
も
仏
弟
子
も
程
度
の
差
は
あ
れ
人
間
を
超
越
す
る
存
在
で
あ
り
ま
す
っ
高
僧
も
単
な
る
凡
人
で
は
な
-
､
仏
教
の
諸
尊まと

し-

に
迫
る
存
在
,

つ
ま
り
仏
像
同
様
礼
拝
の
対
象
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
O
し
た
が
っ
て
人
体
を
単
に
写
実
的
に
表
現
し
た
だ
け
で
は
駄
目
で
'
当
賂

虹

∨

さ
ま

様

と

し
て
の
超
越
的
性
格
や
高
い
仏
教
的
精
神
性
を
附
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
す
｡
こ
こ
に
信
仰
の
問
題
が
絡
ん
で
き
ま
す
が
'
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
点

を

日
本
で
は
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
る
か
'
こ
れ
が
次
の
着
眼
点
と
な
り
ま
す
0

③

し
か
し
そ
う
は
い
う
も
の
の
'
仏
像
は
や
は
り
彫
刻
で
あ

ご
＼

絵
何
や
建
築
で
は
あ
り
ま
せ
ん
o
彫
刻
で
あ
る
以
上
'
絵
画
や
建
築
と
違

っ
た
彫
刻
独
特

の
造
形
的
特
性
が
あ
る
わ
け
で
す
が
､

日
本
で
は
こ
の
彫
刻
芸
術
の
特
性
を
ど
の
よ
う
に
把
え
て
い
た
か
へ
そ
れ
が
実
際
の
作
品
に
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
る

か
'
こ
れ
が
次
の
着
眼
点
で
あ
り
ま
す
｡

､也

最
後
に
'
先
に
も

l
寸
触
れ
ま
し
た
が
他
の
国
'
特
に
中
国
彫
刻
の
影
が
に
関
す
る
留
意
で
あ
り
ま
す
o
今
回
は
こ
の
面
に
つ
い
て
の
詳
説
は
省
略
い
た
し

ま
す
が
､
し
か
し
日
本
の
仏
教
美
術
を
観
た
り
研
究
し
た
り
す
る
場
合
に
は
'
い
つ
も
こ
の
点
を
念
頭
に
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
｡

二

本

論

そ
れ
で
は
'
着
眼
点
は
こ
の
位
に
し
て
本
論
に
入
り
へ
=
本
仏
教
彫
刻
の
特
性
と
思
わ
れ
る
点
を
逐
次
述
べ
て
い
-
事
に
し
ま
し
ょ
う
O

I

材
料
に
つ
い
て

彫
刻
に
用
い
ら
れ
る
材
料
に
は
国
に
よ
-
時
代
に
よ
っ
て
違

い
が
あ
る
も
の
で
す
が
'
日
本
で
は
ど
ん
な
材
料
が
用
い
ら
れ
た
か

l
応
見
て
お
き
ま
L
//う
｡

-
飛
鳥
時
代

(∴ハ
ー
七
世
紀
前
半
)

銅

･
木

2
白
鳳
時
代

(七

世

紀
後
半
)

銅

･
木

･
乾
漆

･
塑

3奈
良
前
期

(八
世
紀
前
半
)

銅

･
乾
漆

･
塑

･
木

4
奈
良
後
期

(八
世
紀
後
半
)

乾
漆

･
木

･
塑

･
銅

5
平
安
前
期

(九
世
紀
)

木

･
乾
漆

･
石

- 2-



-

平
安
後
期
以
後

(十
世
紀
以
後
)

木

･
石
･

糾

そ
も
そ
も
仏
像
'
特
に
知
米
俵
に
は
貞
壷
な
材
料
を
披
用
す
る
と
い
う
伝
統
か
あ
り
､
い
わ
ゆ
る
金
ピ
カ
の
仏
様
を
見
き

て
J
に
な
る
わ
け
で
す
が
､
こ
れ
に
は

然
る
べ
き
典
拠
か
あ
る
の
で
す
｡
た
と
え
ば
増

l
阿
含
空

一八
に
は
､
釈
迎
牟
い心
が
か

三
上
二
三
夫
に
昇
り
母
の
た
め
に
説
法
さ
れ
た
時
､
そ
の
間
地
上
で
は
釈
尊

〇

の
姿
が
見
え
な
く
な
っ
た
の
で
'
優
壌
王
は
釈
尊
を
ぶ
っ
て
年
頭

相
槌
で
そ
の
像
を
作

ら
せ
､
ま
た
波
斯
医
王
は
そ
れ
に
憤

っ
て
'
紫
街
黄
金
の
仏
像
を

作
ら

せ

こ
と

め
り
ま
す
D
む
ろ
ん
こ
れ
は
単
な
る
説
話
に
す
き
ま
せ
ん
が
.
然
し
仏
像
の
制
作
に
は
'
そ
の
初
劫
か
ら
貴
重
な
軍

ビ
用
い
る
理
想
の
あ

っ
た
こ
と
だ
け
は
.分

る
わ
け
で
す
｡
ま
た
中
阿
含
巻

二

や
長
阿
首
巻

1
に
既
に
仏

(如
来
)
の
三
二
細
入
J
種
好
が
規
定
rJ
れ
て
い
ま
す
が

'

そ
の

‥
豊

恰
臼
に
金
色
相
と
い
う
の
が

あ
っ
て
､
仏
の
肌
の
色
は
金

色
で
あ
る
と
し
.
見
に
第

7
五
番
目
に
丈
先
細
と
し
て
､
そ
の
金
色
の
攻

膚
か
ら
丈
余
の
光
が
四
方
に
輝
き
出
て
い
る
と
定
め
て
あ
り

ま
す
し
こ
の
よ
う
な
凶
緑
か

ら
仏

(如
来
)
像
の
肉
身
は
金
色
に
す
る
の
が
原
則
で
'
し
か
も
出
来
る
だ
け
｣>.派
な
金
色
に
す
る
為
に
､
金
ム
ク
の
像
に
し
た
り
へ

こ
ん
]ろノ

あ
る
い
は
…榊
に
金
メ
ソ毒

し
た

金

納

像

が

普
通
作
ら
れ
る
LJと
と
な
っ
た
わ
け
i.,/す
｡
仏
以
外
の
;).rTt庫
や
明
土
､
天
郎
な
ど
は
'
仏
よ
り
も
仏
教
市
政
と
し
て
の
地

位
が
低
く
'
ま
た
そ
の
性
格
も
異
な
り
ま
す
の
で
'
必
ず
し
も
金
に
拘
泥
し
ま
せ
ん
O

と
こ
ろ
で
今
ま
で
の
お
話
で
､
彫
刻
彫
刻
と

1
様
′l】申
し
て
来
ま
し
た
が
'
技
法
上
厳
密
な
言
い
方
を
す
れ
ば
､
彫
刻

盲

ッ
ナ
ノ
･/
ブ
)
と
LJE.腰
に
な
る
わ
け

で
､
従

二
二

措
呼
ぶ
な
ら
彫
塑
が
正
し
い
わ
け
1㌧,
tJ

カ
ッ
T
′∴
/
ブ
は
材
料
を
外
側
か
ら
内
に
向

っ
て
削
り
込
ん
で
ゆ
-
技
術
で
'
こ
の
場
合
に
は
制
作
に
か

か
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
出
来
上
り
の
資
が
頭
の
中
に
確
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
｡
削
り
そ
こ
な
い
'
削
り
洞
書
等
の
失
敗
が
赦
さ
れ
ず
､
ま
た
途
中
で
の

計
画
変
更
も
さ
か
な
い
か
ら
で
す
｡
従

っ
て
出
来
上

っ
た
橡
の
感
じ
は
'
埋
祁
ハ化
さ
れ
'
様
式
化
:.･Jれ
た
固
い
感
じ
に
な
り
棒
ち
で
す
が
'
昼
向
厳
然
と
し
た
量
感

や
安
定
感
'
あ
る
い
は
内
部
の
つ
ま
っ
た
堅
牢
な
充
実
感
と
い
っ
た
感
じ
が
出
し
如
く
な
り
ま
す
O
他
方
壮
塑
の
方
は
･,EJ
に
'
内
か
ら
外
に
向

っ
て
柔
い
材
料
を
盛

り
上
げ
て
い
く
技
法
で
'
制
作
途
中
で
の
計
河
変
更
や
失
敗
の
や
り
直
し
な
ど
自
由
自
在
で
す
｡
そ
の
為
こ
の
技
法
で
は
'
運
動
感
や
写
実
的
､
即
興
的
な
自
由
で

柔
い
感
じ
を
出
す
の
に
遠
す
る
反
面
､
カ
ツ
ナ
ノ/
/
デ
の
技
法
で
長
所
だ

ご
｣
点
を
失
な
い
勝
ち
と
な
り
ま
す
O
そ
こ
で
'
=
本
で
古
来
使
用
さ
れ
た
材
料
を
こ
の

点
か
ら
見
ま
す
と
'
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
よ
る
も
の
は
木
と
石
で
､

;盛

に
よ
る
も
の
は
ー㍗

乾

J,棟
･
塑
で
あ
り
ま
す
LT
同
じ
東
洋
の
仏
教
国
で
も
イ
ン
ド
で
は
石
が

主
体
'
西
北
イ
ン
ド

(古
の
ガ
ン
ダ
I
lフ
地
方
)
は
石
と
肇

山
･央
ア
ジ
ア
は
印
が
主
体
'

中
国
は
流
石
に
物
資
豊
か
な
国
だ
け
に
銅

･
石

･
乾
漆

･
鞄

･
木
と
あ

ら
ゆ
る
材
料
を
使
い
こ
な
し
'
そ
の
影
響
で
日
本
も
前
述
の
よ
う
に
多
彩
な
材
料
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
す
O
し
か
し
､
中
国
と
異
な
っ
て
石
の
良

材
に
め
ぐ
ま
れ
ず
'
代

っ
て
木
材
が
豊
富
だ

っ
た
為
か
､
石
彫
に
は
殆
ど
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
の
に
対
し
'
中
国
で
は
む
し
ろ
従
属
的
だ
っ
た
木
彫
が
'
ほ
と
ん



ど
全
時
代
を
通
じ
て
糊
い
ら
れ
'
特
に
平
安
朝
以
後
は
'
他
の
す
べ
て
の
材
料
が
す
た
れ
て
専
ら
木
彫

l
本
に
し
ぼ
ら
れ
た
観
の
あ
る
の
は
注
目
す
べ
き
現
象
と
い

え
ま
し
ょ
う
｡

1
万
捻
出
に
よ
る
銅

･
乾
漆

･
塑

中
で
も
も

っ
と
も
こ
の
技
法
の
特
性
を
出
し
易
い
奥
と
乾
漆
の
栄
え
た
時
代
は
'
中
国
か
ら
の
影
響
の
最
も
強

か
っ
た
白
州
か
ら
奈
良
へ
か
け
て
の

‥
時
期
で
'
そ
の
奈
良
時
代
も
八
世
紀
後
半
に
な
-
ま
す
と
､
塑
は
劣
え
､
ま
た
乾
漆
も
'
栓

班

的
な
脱
乾
漆
造
り
が
彫
刻
的

な
木
心
乾
漆
'
さ
ら
に
木
彫
乾
漆
の
技
法

へ
と
移
行
し
'
や
が
て
純
粋
な
木
彫

へ
と
脱
皮
し
て
ゆ
き
ま
す
｡

つ
ま
り
そ
れ
ら
を
用
い
た
時
期
は
'
中
国
仏
像
の
影
響

の
甚
大
だ
ご
j
L
時
期
に
殆
ど
限
ら
れ
､
ま
た
そ
れ
ら
を
使
用
し
た
仏
像
の
種
頬
を
見
る
と
.
乾
漆
は
本
尊
級
の
如
来
や
等
緒
に
用
い
ら
れ
た
事
も
あ
-
ま
す
が
'

大

勢
か
ら
し
て

両

者
と
も
天
部
や
肖
像
の
よ
う
な
比
較
的
下
位
の
尊
像
が

一
般
的
で
し
た
｡

ま
た
金
銅
像
は
各
時
代
を
通
じ
版
型
に
よ
る
の
が
普
通
だ

っ
た
の
で
'
原
型
の
芯
は
土
で
造
る
か
ら
捻
塑
で
あ

っ
て
も
'
そ
の
上
に
密
隙
を
か
け
そ
の
部
分
を
カ

ッ
テ
ィ
ン
グ
で
原
型
を
仕
上
げ
る
の
で
す
か
ら
､
い
わ
ば
塑
と
彫
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
'
そ
れ
も
何
れ
か
と
言
え
ば
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
強
い
技
法
で
し
た
o

ミニ
云
不良
末
か
ら
平
安
に
進
む
に
つ
れ
'

日
本
が
中
田
の
影
響
下
か
ら
次
第
に
抜
け
出
す
頃
に
な
っ
て
'
仏
像
の
材
料
が
急
に
木

l
種
に
し
ぼ
ら
れ
る
方
向
に
進

ん
だ
そ
の
理
由
'
お
よ
び
そ
の
意
味
す
る
も
の
は
何
か
｡
こ
の
間
題
は
'

日
本
人
の
仏
像
制
作
に
対
す
る
特
性
や
好
み
を
知
る
上
に
重
要
な
こ
と
で
す
の
で
'
こ
の

点
に
対
す
る
従
来
の
諸
説
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
｡

上
経
済
的
技
術
的
理
由

日
本
に
は
桧
そ
の
他
の
良
材
が
尊
富
で
'
銅
や
漆
に
比
べ
て
安
価
で
あ
る
｡
奈
良
時
代
に
は

仏
教
に
対
す
る
国
家
の

慌
護
が
積
極
的

で
､
国
営
の
大
寺
院

(官
寺
)
が
続
々
建
て
ら
れ
'
そ
こ
に
ま
つ
ら
れ
る
仏
像
に
も
'
高
価
な
金
属
や
漆
や
'
ま
た
専
門
的
な
技
術
を
要
す
る
塑
も
自
由
に
用
い
る

こ
と
が
出
来
た
｡
し
か
し
奈
良
後
期
に
な
る
と
律
令
体
制
の
破
綻
と
過
度
の
仏
教
保
護
の
た
め
'
国
家
が
経
済
的
に
疲
弊
し
て
来
た
反
面
'
僧
侶
の
勢
が
強
大
と
な

り
貴
族
化
し
政
治
に
介
入
し
た
り
し
て
'
著
し
く
世
俗
化
し
た
｡
そ
こ
で
人
心
の

l
新
と
い
う
吐
出
で
平
安
遷
都
が
行
な
わ
れ
'
南
都
仏
教
に
対
す
る
対
抗
馬
と
し

て
'
新
し
く
悼
頭
し
た
真
言
'
天
台
の
二
宗
を
援
助
す
る
こ
と
と
な
る
O
こ
れ
ら
二
宗
の
寺
院
は
'
比
叡
山
延
暦
寺
や
高
野
山
金
剛
峯
寺
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
へ

い
わ
ゆ
る
出
獄
寺
院
で
官
寺
で
は
な
く
､
経
済
的
に
は
南
都
の
諸
大
寺
と
比
較
に
な
ら
な
か
っ
た
o
ま
た
仏
師
組
織
も
南
都
寺
院
の
造
仏
所
に
比
べ
れ
ば
無
き
に
等

し
い
も
の
だ

ご
｣
で
あ
ろ
う
｡
従

っ
て
い
き
お
い
小
人
数
の
仏
師
で
､
安
価
な
材
料
で
手
軽
に
制
作
出
来
る
も
の
と
し
て
木
材
に
注
目
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

る
｡必

木
材
に
対
す
る
日
本
人
の
噂
好

原
始
以
来
日
本
人
は
樹
木
に
対
し
根
深
い
呪
術
的
な
信
仰
心
を

抱
い
て
い
る
｡
書
紀
神
代
之
巻
'
素
養
鴫
等
の
条
に

尊
は

か
ら
く
に

し

｢
韓

郷

の

島
に
は
金

･
銀
の
財
宝
が
あ
る
か
ら
'
吾
が
児
の
御
ら
す
国
に
も
浮
宝
あ
ら
ず
ば
よ
か
ら
L

と
し
て
'
そ
の
髭
を
取

っ
て
杉
に
変
え
､
胸
毛
を
桧
に
尻



ま
き

/＼

す

毛
を

枝

に

眉
毛
を

碩

帖

に

し
た
と
あ
る
C
こ
の
説
話
は
少
な
-
と
も
書
紀
の
編
纂
さ
れ
た
頃
､以
上
の
四
種
の
材
に
特
別
の
伝
統
的
関
心
の
あ

っ
た
事
を
物
語
る
が
､

ふ
な
だ
ま

特
に
樽
は
船
材
と
し
て
用
い
.り
れ
た
関
係
i
l
t
船
の
守
り
神

船

霊

と

の
関
連
で
'
飛
鳥
.
臼
租
頃
の
木
彫
像
は
す
べ
て
樽
で
出
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
説

が
あ
る
C
ま
た
木
材
の
清
浄
1.1j
木
肌
の
持
ち
味
に
'

日
本
人
が
特
殊
な
強
い
好
み
を
抱
い
て
い
る
事
は
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
､
ま
た
そ
こ
に
施
さ
れ
る
鋭
い
り
痕

に
も
並
々
な
ら
ぬ
興
趣
を
一̀｢:･す
､

③
舶
載
檀
像
の
影
響

秘

木
心
乾
漆
造
り
の
本

心
の
発
展

奈
良
前
期
の
脱
乾
漆
造
り
が
奈
良
後
期
に
な
る
と
内
部
に
木
=心
を
入
れ
た
木
心
乾
漆
造
り
に
代

っ
た
が
へ
こ
の
木
芯
が
最
初

は
こ
-
簡
単
な
も
の
か
.-I
次
第
に
木
彫
的
な
も
の
に
堂
長
す
る
と
共
に
表
面
の
漆
を
薄
く
し
て
ゆ
き
､
最
後
に
全
く
漆
を
捨
て
二

元
全
な
木
彫
に
脱
皮
し
た
｡

大
体
以
上
の
様
で
す
か
､
多
分
こ
れ
ら
の
中
の
ど
れ
か

1
つ
が
理
由
だ
と
い
う
よ
り
も
'
上
の
総
て
が
糾
合
的
に
関
連
L
あ

っ
て

い
る
の
で
は

な
い
で

し
ょ
ぅ

か
｡
私
は
こ
れ
ら
の
他
に
･･2
う

A
T
.
次
の
理
由
を

つ
け
加
え
て
置
き
ま
し
ょ
う
｡
そ
れ
は
今
日
の
お
話
に
関
係
あ
る
こ
と
で
す
が
'
日
本
人
は
元
来
樵
塑
に
上
る

自
由
な
写
実
的
表
現
よ
り
も
'
カ
ッ
テ
L
,ノ
ブ
に
よ
る
観
念
的
表
現
の
方
を
喜
ぶ
美
意
識
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
｡
そ
の
坤
巾
と
し
て
､

州恥
丈
土
佃
や
旭
胸
は

一
杯
お
い
て
'
幣
史
時
代
に
入

ー
て
か
.h
以
後
の
捻
哩
に
よ
る
作
品
で
'
本
当
に
捻
塑
の
持
ち
味
を
生
か
し
た
遺
口州
が
余
り
見
当
ら
な
い
点
が

指
摘
出
来
る
と
思
わ
れ
ま
す
､
古
代
の
像
は
大
体
金
銅
像
が
主
体
だ

っ
た
ら

し
く
'
乾
漆
や
哩
や
木
を
材
料
に
し
な
が
ら
も
'
出
来
上
-
の
感
じ
は
可
能
な
限
り
企

銅
像
の
感
じ
に
近
づ
け
よ
う
と
し
た
よ
う
で
す
｡

つ
ま
り
奈
良
時
代
頃
ま
で
は
ま
だ

一
般
的
に
言

っ
て
材
料
の
持
ち
味
を
知
り
'
そ
れ
を
f
･t.か
す
迄
に
は
雫
ら
な
か

っ

た
よ
う
で
す
ー
そ
し
て
そ
の
技
法
の
中
心
は
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
で
し
た
｡

二
の
カ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
対
す
る
執
着
が
'
そ
れ
に
最
も
適
し
た
素
材
と
し
て
木
材
を
見
出

す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
は
:J
,}
で
し
ょ
う
か
｡

山
人
体
表
現
に
つ
い
て

写
実
的
表
現
と
い
う
点
で
は
同
じ
仏
像
彫
刻
で
も
上
位
の
仏
'
菅
薩
か
ら
明
士

･
天

∴
向
僧
の
肖
像
と
下
位
に
な
る
に
つ
れ
次
第
に
そ

の
度
を
塙
め
ま
す
が
'
そ
の
中
で
最
も
写
実

の要
求
さ
れ
る
･向
僧
の
肖
像
彫
刻
で
も
'
そ
の
個
性
の
表
現
は
,H･
と
し
て
頭
部
の
み
で
企
図
さ
れ
'
身
体
全
体
で
個
性

一t)捕
写
し
よ
う
と
の
意
識
の
薄
い
の
が
眼
に
つ
き
ま
す
｡
上司
様
な
傾
向
は
動
勢
を
表
わ
す
天
部
や
明
‡

像
に
つ
い
て
も
言
え
へ

一
般
に
上
半
身
は
立
派
な
動
き
を
示

し
ま
す
が
.
卜̀
半
身
の
力
が
抜
け
て
終
い
ま
す
｡
そ
の
理
由
と
し
て
'
口
本
の
彫
刻
は
そ
の
殆
ど
が
礼
拝
の
対
象
と
し
て
作
ら
れ
.
高
い
壇
上
に
安
置
さ
れ
て
花
市

卜
方
か
｢り
拝
さ
れ
る
の
か

l
蝦
で
し
た
か
ら
'
礼
拝
者
の
眼
は
必
然
的
に
そ
の
顔
面
と
卜
半
身
に
集
中
す
5
こ
と
と
な
へ

従

っ
て
下
半
身
が
自
然
お
ろ
そ
か
に
な



二
J
い
っ
た
と
考
え
る
の
が
普
通
で
す
し
し
か
し
私
に
･Ti'
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
本
質
的
な
理
由
と
し
て
'
=
本
民
族
は
'
原
始
以
来
ず

っ
と
人
間
の
裸
体
に
関
心

を
示
さ
ず
'
仏
教
や
儒
教
の
伝
来
後
は
む
し
ろ
肉
体
を
或
視
す
る
観
念
さ
え
生
じ
て
こ
の
性
格
を
益
々
助
長
さ
せ
る
と
共
に
'
反
面

精
神
的

部
分
と

考
え
ら
れ
る

上
半
身
'
特
に
頭
部
に
関
心
が
集
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
｡
そ
の
事
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
印
度
に
-
ら
べ
て
口
本
で
は
'
縄
文
土
偶
以
来
へ

裸
体
の
表
現
が
殆
ど
無
い
に
等
し
く
'
反
対
に
着
衣
に
対
す
る
関
心
の
蝿
い
の
を
見
て
も
分
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
o

1.ll
u

a
絵
画
的
傾
E
:
着
衣
に
対
す
る
関
心
は
'

一
つ
は
衣
頂
の
表
現
に
向
い
､
他
は
衣
の
紋
様
装
飾
に
向

っ
て
い
き
ま
す
｡
こ
れ
ら
は
共
に
絵
画
的
傾
向
に
な
=.,
易

(
く
､
下
手
す
る
と
膨
刻
芸
術
と
し
て
の
美
を
そ
こ
ね
る
結
果
と
な
り
兼
ね
ま
せ
ん
｡
た
ゞ
宗
教
美
術
で
は
何
処
で
も
､
尊
き
存
在
の
象
徴
と
し
て
美
1,
し
-
飾
り
立

て
る

の
か
普
通
で
す
が
.
特
に
日
本
は
こ
の
傾
回
を
兜
く
持

っ
て
い
る
よ
う
で
す
'-
た
た
日
本
の
場
合
は
､
華
超
と
は
言

っ
て
も

何
れ
か
と
い
う
と
繊
細
巧
被
で
､

む
し

ろ
落
ち
つ
い
た
感
し
さ

え
受
け
ま
す
I3
そ
れ
と
い
う
の
も
'
日
本
で
は
古
米
'
彫
像
,kJ作
る
い
わ
ゆ
る
仏
師
と
'
表
面
装
飾
を
ほ
ど
こ
す
絵
仏
師
や
飾
仏
師
が

そ
れ
そ
れ
分
実
刑
に
準

止
し

て
仕
事
か
)し
て
い
た
か
ら
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡
ま
た
こ
の
よ
う
な
絵
凹
的
な
も
の
を
喜
ぶ
性
格
は
'
肉
身
の
表
現
に
当

っ
て
'
血
管
だ

と
か
鮎
だ
と
か
､
或
は
筋
肉
の
小
隆
起
だ
と
か
へ
要
す
る
に
皮
膚
面
の
細
か
な
凹
凸
を
し
つ
こ
-
作
り
由

し
て
ゆ
-
傾
向
を
示
し
ま
す
O
こ
の
よ
う
な
売
硯
は

一
方

で
は
写
実
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
と
共
に
'
他
面
絵
画
的
な
払
味
性
を
も
満
足
L､,･]せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
o

a
部
分
的
な
観
始

人
体
全

件
を
統

t
的
に
把
え
ず
上
半
身
へ
そ
れ
も
特
に
頭
部
に
意
識
が
集
中
す
る
と
先
程
申
し
ま
し
た
が
､
ト)e
よ
う
な
傾
向
は
休
躯
と
着

衣
､
着
衣
と
紋
様
へ
像
と
そ
れ
を
安
置
す
る
建
築
物
の
間
に
も
見
ら
れ
'
こ
の
よ
う
に
全
体
的
硫

l
よ
-
も
部
分
の
集
合
で
全
体
を
作

っ
て
い
-
や
り
方
は
'
日
本

人
の
基
本
的
な
性
格
の

一
っ
の
よ
う
で
す
｡

先
に
お
話
し
た
よ
う
に
､
肉
身
を
写
実
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
と
'
皮
膚
面
で
の
雛
や
血
管
な
ど
､
眼
が
ひ
た
す
ら
細
部

へ
と
細
部

へ
向

二
J
い
く
の
も
同
じ

性
格
の
表
わ
れ
で
し
ょ
う
0
更
に
都
市
の
設
計
で
､
外
国
で
は

(中
国
で
も
)
幾
何
学
的
に
き
ち
ん
と
ゴ
バ
ン
目
や
放
射
線
状
に
道
路
を
作
り
'
群
結
審
然
た
る
町

づ
-
-
を
や
-
ま
す
が
'

日本
の
場
合
は
誠
に
行
き
当
り
ば

っ
た
り
で
す
)辿
遊
式
庭
園
や
住
宅
の
部
屋
割
も
幾
何
学
的
に
規
則
正
し
く
は
統

1
づ
け
ら
れ
ま
せ
ん
U

建
築
学
者
は
か
よ
う
な
日
本
の
空
間
処
理
法
を
行
動
的
空
間
と
か
位
相
幾
何
学
的
空
間
処
理
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
よ
う
で
す
D

＼ー
■

V
象
徴
的
表
現

以
上
述
べ
た
点
か
ら
す
る
と
'
日
本
彫
刻
は
彫
刻
芸
術
と
し
て
は
欠
点
だ
ら
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
､
そ
れ
は
人
体
美
の

･/

写

実
的
表
現
を
中
心
に
置
く
'
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
的
彫
刻
を
標
準
と
し
た
場
合
の
こ
と
で
す
｡
そ
も
そ
も
彫
刻
芸
術
は
二
つ
の
領
域
に
分
け
て
見
る
こ
と
が
出
来

ま
す
｡

｣

つ
は
写
実
的
彫
刻
で
あ
り
'
他
は
写
実
を
越
え
た
精
神
の
描
写

で
す
O
そ
し
て
前
者
が
も

っ
と
も
そ
の
特
色
を
発
揮
す
る
の
は
動
相
の
表
現
の
場
合
で
あ

- 6-



リ
'
後
者
は
逆
に
静
相
に
お
い
て
=同
い
精
神
内
容
を
象
徴
的
に
衣

か
し
て
,L
TU
ま
す

そ
し
て
仏
像
は
'
苗
に
お
話
し
た
よ
う
に
人
体
を
対
象
と
す
る
関
係
上
あ
る

程
度
の
写
実
は
必
要
と
す
る
も
の
の
.
制
作
の
⊥
眼
に
あ
く
ヰ
6
1J
存
在
の
奥
に
あ
る
山
越
的
な
精
神
性
で
あ
り
'
こ
の
Lnj,に
お
い
て
日
本
の
仏
像
は
き
わ
め
て
高
度

盗
云
祐
性
を
発
揮
し
て
い
ま
す
〕
し
か
し

U
本
の
場
合
巧

児
始
美
術
や
現
代
の
立
捧
純
系
の
作
品
に
見
る
よ
う
な
徹
底
し
た
柚
象
に
よ
る
精
神
表
現
は
や
り
ま
せ

ん
｡
自
然
を
解
体
L
に
り
'
あ
る
い
は
人
為
的
に
大
き
く
変
容
し
た
り
す
る
こ
と
は
口
本
人
に
は
L州
か
な
い
よ
う
で
す
o
白
然
を
冷
た
く
見
つ
め
､
そ
の
形
態
上
の

諸
特
徴
を
探
究
的
に
あ
は
き
立
て
る
と
い
う
心
性
は
持
こ
な
い
L
t
ま
た
ロ
然
を
'
白
山
な
造
形
意
思
に
上

っ
て
思
う
が
儀
に
変
形
す
る
と
い
う
傾
向
も
弱
い
rJ
こ

の
二
っ
の
傾
向
は
ヴ
オ
リ
ン
ガ
-
流
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
感
桔
移
入
衝
動
と
抽
象
衝
動
と
の
､
全
く
相
反
す
る
心
性
か
ら
発
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
r
見
方
に
よ

っ
て
は
同
じ
心
性
'
す
な
わ
ち
自
然
に
対
す
る
人
間
の
基
本
的
対
し
方
と
し
て
､同

山
の
対
し
方
に
山
来
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
O
何
枚
か
と
言
え
ば
､

こ
の
二
つ
の
対
し
方
は
共
に
自
然
と
人
間
と
の
問
に
満
が
あ
る
と
い
う
か
'
自
然
と
人
間
が
対
｣IlL
合
う
二
元
的
対
応

関
係
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
す
｡
人
間

に
と

三

､
外
部
の
存
在
は
､
そ
れ
を
好
意
的
に
見
事

っ
が
対
立
的
に
惑
し
ょ
う
が
へ
人
間
J[
けそ
れ
を

自
己
と
は
異
な

っ
た
他
者
と
し
て
冷
た
く
観
察
研
R,,iす
る
か
'

あ
る
い
は
あ
た
か
も
敵
を
や
っ
つ
け
る
｣ナ
っ
に
自
己
の
好
み
に
ま
か
せ
て
徹
底
し
た
変
形
を
加
え
ま

す
O
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
自
然
は
'
あ
く
ま
で
も
人
間
が
優
位
に

立

っ
て
'
そ
の
人
間
か
ら
見
た
自
然
で
あ
り
ま

T
o
だ
か
ら
こ
そ
写
実
と
そ
の
逆
の
抽
象
が

発
達
し
た
の
で
し
ょ
う
O

と
こ
ろ
が
日
本
人
に
は
左
様
な
意

糠
で
の
fLn然
と
り
対
し北
閑
係
が
見
ら
れ
ま
せ
ん
o
写
実
を
追
究
し
よ
う
と
し
な
い
の
は
'
自
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と
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人
外
部
の
存

在
と
し
て
見
つ
め
よ
う
と
し
な
い
か
ら
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､
徹
底
し
た
抽
象
的
変
形
や
解
体
が
出
来
な
い
の
は
t
H
然
に
対
す
る
意
妹
で
の
人
間
意
識
が
そ
れ
程
強
烈
で
は
な

い
か
ら
で
し
ょ
う
｡

つ
ま
り
自
然
の
存
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と
人
間
存
在
と
の
間
に
1Jitが
な
く
互
に
融
分
し
て
い
る
と
い
っ/
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対
し
方
で
す
っ
か
よ
う
な
心
の
あ
り
方

か
ら
出
て
来
る

美
術
は
見
る
人
に
も
抵
抗
を
感
じ
さ
せ
ま
せ
ん
)
実
物
が
そ
こ
に
あ
る
よ
う
な
生
々
し
い
写
尖
も
な
け
れ
ば
'
逆
に
鋭
い
感
性
や
知
的
な
操
作
に
よ
る
抽
象
も
あ
り

ま
せ
ん
｡
適
度
な
日
然
描
写
と
適
度
な
摘
卑

平
川
＼J
素
直
で
悪
く
い
え
ば
生
ぬ
る
い
感
じ
で
す
｡
従

っ
て
ひ
た
す
ら
に
刺
滝
の
強
さ
を
求
め
る
現
代
人
に
は
'
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
感
銘
の
薄

い
う
ら
み
が
あ
-
ま
T

J
し
か
し
:1
本
の
仏
像
彫
刻
は
む
し
ろ
か
｣よ
う
な
平
明
ylJ
の
中
に
存
在
の
す
べ
て
を
包
み
込
み
'
正
も
邪
も
共

に
等
し
-
赦
す
超
越
的
な
仏
性
へ
世
界
の
寅
実
在
を
盛
り
込
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
で
す
O
こ
れ
を
拝
す
る
人
は
何
ら
の
抵
抗
も
感
ぜ
ず
'
安
ら
か
に
広
大

無
辺
の
仏
の
慈
悲
'
菩
提
の
中
に
自
己
を
融
解
L
t
浸
;

ソ
込
め
る
よ
う
で
す
｡

こ
れ
を
要
す
る
に
日
本
仏
像
彫
刻
の
真
骨
頂
は
'
写
実

で
も
な
く
抽
象
で
も
な
く
'
き
わ
め
て
平
明
温
和
な
表
現
の
中
に
'
正
邪
あ
わ
せ
の
む
無
心
の
大
慈
悲
と

い
っ
た
仏
性
を
象
徴
的
に
表
わ
す
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
｡
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