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飛
鳥
白
鳳
彫
刻
研
究
序
説

序

我
が
国
で
仏
像
彫
刻
の
始
ま
っ
た
六

･
七
世
紀
､

l
般
に
飛
鳥

･
白
鳳
時
代
と
呼
ば
れ
る
時
代
の
彫
刻
史
に
関
し
て
は
専
間
的
な
細
い

点
に
就
い
て
不
明
な
点
が
多
い
は
か
り
で
な
く
'
最
も
根
本
的
な
様
式
発
展
の
あ
り
方
に
就
い
て
さ
え
今
尚
明
確
な
線
が
出
て
い
な
い
よ

/

-
で
あ
る
｡
今
こ
の
根
本
問
題
に
関
し
て
互
に
対
立
す
る
説
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
見
る
と
､

1
披
大
陸
に
於
て
は
時
間
的
に
年
を
経

て
推
移
し
た
新
旧
様
式
が
､
我
が
国
の
当
時
の
歴
史
事
情
か
ら
殆
ん
ど
同
時
に
伝
来
し
'
相
並
ん
で
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
依
り
､
同
じ

時
代
に
旧
様
式
と
新
様
式
と
が
並
び
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
見
る
説
で
あ
り
'
他
は
様
式
発
展
の
一
般
原
則
を
重
く
視
'
而
も
制

作
年
代
確
定
せ
る
遺
品
の
示
す
様
式
に
之
を
辿

っ
て
見
て
も
さ
し
て
矛
盾
を
来
た
き
ぬ
と
の
理
由
か
ら
､
大
陸
に
於
け
る
新
旧
様
式
は
矢

張
り
時
間
的
に
幾
何
か
の
距
り
を
持

っ
て
流
入
し
､
従
っ
て
又
我
が
国
で
も
仏
像
彫
刻
造
像
の
草
創
期
か
ら
既
に

〓
疋
の
線
に
沿

っ
た
様

式
推
移
の
跡
を
辿
る
事
が
出
来
る
と
見
る
説
で
あ
る
｡
現
今
は
次
第
に
後
説
の
方
が
有
力
に
な
り
つ
ゝ

あ
る
如
く
で
､
論
者
に
依

っ
て
は

之
を
既
に
確
定
せ
る
も
の
と
し
て
坂
扱

っ
て
お
ら
れ
る
人
も
あ
る
よ
-
で
あ
る
｡
然
し
そ
れ
程
こ
の
説
が
確
固
た
る
論
拠
に
立
っ
て
の
説

で
あ
る
か
否
か
'
私
は
些
か
危
慨
の
念
を
禁
じ
得
な
い
｡
然
し
な
が
ら
さ
れ
ば
と
言

っ
て
前
説
の
方
を
正
し
と
す
る
何
ら
の
取
班
も
今
の
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処
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
､
又
将
来
そ
の
説
に
傾
く
可
能
性
を
感
ず
る
と
言
-
の
で
も
な
い
｡
只
後
説
を
よ
し
す
る
そ
の
論

証
の
仕
方
に
不
備
や
矛
盾
を
感
ず
る
が
故
に
学
界
の
趨
勢
を
不
遜
に
も
其
儀
に
承
認
し
得
ざ
る
ま
で
の
事
で
あ
る
｡
か
く
言
-
以
上
私
の

感
ず
る
矛
盾
や
不
備
を

一
一
諸
家
の
論
文
に
則
し
て
指
摘
す
る
の
が
定
道
で
あ
ろ
-
が
､
私
は
そ
の
前
に

一
切
を
白
紙
に
戻
し
て
謙
虚
に

我
が
国
初
期
仏
像
彫
刻
研
究
の
方
法
を
振
出
し
か
ら
反
省
検
討
し
て
見
た
い
と
思
-
｡
従
っ
て
こ
の
論
文
で
は
出
来
る
限
り
諸
説
の
引
用

や
具
体
的
反
駁
を
さ
け
'
又
'
紙
面
の
都
合
上
最
も
大
掴
み
に
研
究
方
法
の
筋
道
だ
け
を
通
し
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
｡

l
､
可
能
性
の
問
題

我
が
国
に
百
済
か
ら
最
初
に
仏
教
の
公
伝
を
見
た
五
三
八
年
の
三
年
前
五
三
五
年
に
東
西
魂
の
分
裂
が
あ
り
､
推
古
天
皇
即
位
五
九
三

年
の
四
年
前
五
八
九
年
に
晴
は
天
下
を
統

一
し
､
同
じ
く
推
古
天
皇
の
御
代
に
含
ま
れ
る
六

一
八
年
に
は
既
に
唐
が
興

っ
て

い
る
｡
而

し
て
大
陸
と
の
交
渉
の
初
期
は
正
史
の
記
す
如
く
専
ら
朝
鮮
半
島
を
介
し
て
行
わ
れ
て
い
た
が
､
推
古
朝
六

〇
七
年
に
第

一
回
遠
隔
使
が

派
遣
さ
れ
て
よ
り
以
後
は
､
直
接
情
唐
の
中
央
政
府
と
交
渉
を
持
つ
よ
-
に
な
っ
た
｡
推
古
帝
時
代
正
式
に
晴
に
使
節
を
送
っ
た
回
数
は

三
回
､
何
れ
も
学
生
や
学
問
僧
が
随
行
し
て
お
り
'
そ
れ
等
随
行
員
の
中
に
は
長
く
彼
の
地
に
止
ま
っ
て
夫
々
目
指
す
方
面
の
新
知
識
獲

得
に
研
鎖
し
た
者
も
あ
っ
た
が
､
又
帰
朝
使
節
と
共
に
比
較
的
短
期
間
の
見
聞
を
獲
た
の
み
で
帰
朝
し
た
学
生
や
学
問
僧
も
あ
っ
た
で
あ

ろ
-
｡
又
そ
れ
ら
帰
国
使
節
団
に
加
っ
て
支
那
大
陸
に
於
け
る
進
ん
だ
技
術
の
所
有
者
が
渡
来
帰
化
し
た
か
も
知
れ
ぬ
と
の
想
像
も
'
大

陸
の
新
技
術
替
得
に
究
々
と
し
て
い
た
当
時
の
事
で
あ
る
か
ら
､
仮
令
正
史
に
そ
の
名
を
止
め
ぬ
と
も
あ
な
が
ら
無
理
な
想
像
で
も
あ
る

ま
い
｡
而
も
六
三
〇
年
新
明
天
皇
二
年
に
は
第

1
回
遣
唐
使
が
派
遣
さ
れ
､
そ
の
翌
々
年
遣
使
帰
朝
に
際
し
て
は
､
第
二
回
遣
隔
使

(
六

〇
八
年
派
遣
)
に
随
行
渡
海
し
た
僧
具
が
二
十
余
年
に
凡
る
長
期
の
研
卓
を
終
え
て
帰
国
し
､
又
六
三
九
年
に
は
同
じ
く
第
二
回
遣
障
使

と
共
に
渡
晴
し
た
僧
恵
隠
恵
雲
等
が
翌
六
四
〇
年
は
僧
請
安
､
高
向
玄
理
が
帰
国
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
大
化
改
新

(
六
四
五
年
)
以
前
に
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於
け
る
支
那
中
央
文
化
と
の
接
触
は
周
知
の
事
実
で
'
そ
の
新
輸
入
文
化
の
実
質
的
影
響
が
､
仮
令
全
般
的
に
ほ
も
-
少
し
後
に
な
っ
て

顕
わ
れ
た
と
し
て
も
､
彫
刻
様
式
の
影
響
迄

一
般
文
化
と
歩
調
を
併
せ
て
行
く
べ
き
も
の
と
必
ず
し
も
見
る
必
要
は
な
く
'
大
化
改
新
以

前
に
既
に
斉
周
乃
至
晴
様
式
に
拠
る
彫
刻
が
造
ら
れ
た
か
も
知
れ
ぬ
と
の
可
能
性
だ
け
で
は
､
少
く
と
も
心
に
置
い
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
ら

な
い
と
思
-
｡
成
程
遺
品
に
徴
す
る
限
り
､
制
作
年
代
の
確
定
せ
る
我
が
国
最
古
の
作
品
安
居
院
釈
迦
仏
像
や
法
降
寺
金
堂
釈

迦

三
尊

像
の
様
式
が
北
魂
末
期
の
様
式
を
踏
襲
し
､
そ
の
直
接
の
源
流
は
朝
鮮
半
島
の
仏
像
彫
刻
に
あ
り
､
而
も
半
島
と
の
文
化
交
流
は
支
那
大

陸
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
古
く
巾
広
く
叉
深
く
行
わ
れ
て
お
り
､
其
の
影
響
の
方
が
よ
り
強
か
っ
た
と
し
て
も
､
後
述
す
る
如
く
様
式
論

に
拠
ら
な
い
で
年
代
の
確
定
せ
る
北
狭
末
期
の
様
式
を
示
す
作
品
は
こ
の
釈
迦
像
二
点
の
み
で
あ
り
､
又
斉
周
乃
至
晴
代
の
様
式
に
関
係

あ
る
遺
品
と
し
て
も
､
わ
ず
か
に
野
中
寺
弥
勤
菩
薩
像
が
天
智
天
皇
五
年

(
六
六
六
)
興
福
寺
仏
頭
が
天
武
天
皇
十
三
年

(
六
八
五
年
)

と
公
認
を
得
て
い
る
の
み
で
あ
る
｡
様
式
の
流
れ
を
依
っ
て
も

っ
て
知
ら
ん
と
す
る
基
準
作
例
が
､
わ
ず
か
に
こ
の
三
､
四
点
の
み
で
は

到
底
学
問
的
に
正
し
い
判
断
を
下
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
｡
叉
大
化
改
新
以
前
に
並
行
す
る
時
代
の
朝
鮮
仏
像
様
式
が
､
果
し
て
法
降
寺

金
堂
釈
迦
三
尊
像
の
示
す
様
式
の
如
き
'
謂
わ
は
旧
様
式
に
依

っ
て
の
み
占
め
ら
れ
て
い
た
か
否
か
'
そ
の
方
面
の
研
究
も
依
る
べ
き
遺

品
の
乏
し
い
現
在
十
分
な
成
果
を
挙
げ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
或
は
支
那
中
央
新
様
式
の
直
接
的
流
入
で
な
く
て
も
､
半
島
を
介

し
て
そ
の
流
入
が

一
部
に
於
て
行
わ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
と
の
憶
測
も

一
応
成
立
し
得
る
｡
叉
当
時
の
我
が
国
に
於
け
る
鋳
造
､
彫
金
等

の
技
術
面
だ
け
を
板
り
出
し
て
み
る
と
､
例
え
ば
銅
鐸
､
銅
剣
､
銅
牟
乃
至
前
記
法
降
寺
釈
迦
三
尊
像
の
示
す
技
術
面
は
相
当
高
い
発
達

段
階
に
遷
し
て
お
り
'
像
全
体
の
示
す
静
止
的
'
浮
彫
的
'
正
面
観
的
物
体
把
握
の
艮
階
と
は
必
ず
し
も
そ
の
発
達
程
度
に
於
て
並
行
し
な

い
よ
-
に
感
じ
ら
れ
る
｡
こ
の
点
を
心
に
置
い
て
当
時
の
彫
刻
事
情
を
想
像
し
て
見
る
と
､
或
は
そ
の
当
初
か
ら
実
質
的
に
は
既
に
こ
の

浮
彫
的
観
照
の
段
階
を
越
え
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
｡
只
仏
教
や
仏
像
に
対
す
る
知
識
の
皆
無
だ

っ
た
当
時
の
日
本
に
た
ま
-
～
最
初
に

伝
来
し
た
仏
像
様
式
が
北
魂
末
期
の
様
式
で
あ
っ
た
為
'
仏
像
と
は
か
く
-
～

の
も
の
と
し
て
当
時
の
工
芸
界
に
於
け
る
権
威
者
鞍
作
氏
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軒
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に
よ
っ
て
坂
上
げ
ら
れ
'
遺
品
と
な
っ
て
残

っ
た
の
で
は
な
い
か
｡
つ
ま
り
塩
端
に
言
-
な
ら
は
鞍
作
氏

一
族
の
観
照
方
式
と
し
て
も
'
既

に
北
魂
末
期
の
様
式
段
階
を
越
え
て
発
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
観
照
方
法
と
は
別
に
'
北
貌
末
期
様
式
を
謂
わ
は
儀
軌
的
意
味

で
坂
扱

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
-
か
と
の
想
像
も
可
能
な
程
其
の
技
術
的
面
は
優
れ
て
い
る
｡
こ
の
事
は
又
埴
輪
土
偶
等
に
既
に
見
る
或

る
程
度
の
立
体
的
観
照
方
法
の
存
在
か
ら
も
あ
な
が
ち
否
定
し
尽
せ
な
い
も
の
が
あ
り
'
若
し
こ
の
想
像
が
許
さ
れ
る
な
ら
は
'
仮
令

一

点
で
も
斉
'
周
乃
至
晴
様
式
の
作
品
が
伝
来
L
t
適
当
な
仏
師
集
団
の
眼
に
触
れ
る
事
が
あ
っ
た
な
ら
直
ち
に
之
を
所
謂
仏
本
と
し
摸
造

し
得
る
能
力
は
十
分
備
え
て
い
た
わ
け
で
､
こ
の
点
か
ら
も
新
旧
様
式
の
同
時
存
在
は
予
想
出
来
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
｡
更
に
又

反
省
さ
る
べ
き
こ
と
は
'
新
外
来
帰
化
工
人
の
仏
像
彫
刻
面
に
活
躍
せ
る
程
度
如
何
と
言
-
点
で
あ
る
｡
史
上
に
名
を
止
め

る

の
は

止

利
仏
師
や
漢
山
口
直
大
口
の
如
き
謂
わ
は
既
に
日
本
人
と
兄
倣
し
得
る
旧
帰
化
人
系
の
工
人
の
み
で
'
新
帰
化
工
人
が
当
時
の
朝
廷
に
重

-
用
い
ら
れ
た
事
実
を
示
す
記
録
に
接
す
る
事
は
殆
ん
ど
出
来
な
い
｡
然
し
乍
ら

一
般
に
技
術
者
が
社
会
的
地
位
の
点
で
低
く
見
ら
れ
る

の
は
古
代
の
通
則
で
あ
っ
て
み
れ
ば
'
殊
に
新
し
く
帰
化
し
た
ば
か
り
の
工
人
が

一
個
の
人
間
と
し
て
史
上
に
其
の
名
を
止
め
る
程
に
尊

重
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
当
然
で
あ
ら
-
｡
止
利
や
大
口
の
名
が
残
る
の
は
寧
ろ
不
思
議
な
程
で
'
従

っ
て
又
彼
等
を
実
際
に
手
を
下
し
た

工
人
と
は
見
ず
'

一
派
の
工
人
団
を
主
催
す
る
頭
梁
で
'
既
に
政
治
面
や
宗
教
面
等
で
も
相
当
な
発
言
権
を
有
す
る
権
力
者
で
は
な
か
っ

た
か
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
わ
け
で
あ
る
｡
さ
は
言
え
兎
に
角
新
し
い
技
術
の
導
入
に
熱
心
な
当
時
の
事
で
あ
っ
て
見
れ
ば
'
仮
令
人
間

と
し
て
尊
重
さ
れ
ず
と
も
'
人
間
と
切
離
さ
れ
た
技
術
そ
の
も
の
は
至
っ
て
注
目
尊
重
さ
れ
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
-
｡
し
て
見

れ
ば
'
名
も
な
い
一
介
の
帰
化
工
人
で
も
'
そ
の
技
術
が
従
来
の
も
の
よ
り
進
ん
で
お
り
'
又
日
新
し
け
れ
ば
'
そ
れ
が
何
等
か
の
程
度

で
保
毒
さ
れ
た
り
真
似
さ
れ
学
ば
れ
た
り
す
る
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
'
之
が
伝
流
的
旧
派
と
並
存
L
は
し
な
か
っ
た
か
と
の
憶
測
も
成

立
ち
得
る
わ
け
で
あ
る
｡
借
て
然
し
な
が
ら
以
上
述
べ
た
事
々
は
経
て
可
能
性
に
対
す
る
単
な
る
憶
測
に
過
ぎ
ず
'
何
等
実
証
的
板
拠
を

有
し
て
の
論
で
は
な
い
｡
従
っ
て
又
其
の

一
つ
一
つ
に
対
し
て
全
く
逆
の
可
能
性
を
導
き
出
す
事
も
出
来
る
わ
け
で
'
推
理
の
仕
方
に
依

ーlI
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っ
て
何
如
な
る
結
論
を
も
導
き
出
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
我
が
六
･
七
世
紀
の
彫
刻
界
は
斯
様
に
名
実
共
に
確
実
な
基
本
資
料
の
乏
し
い
時

期
で
あ
り
､
更
に
或
る
程
度
の
技
術
的
地
盤
の
上
に
突
然
眼
新
し
い
宗
教
を
背
景
と
し
た
仏
像
な
る
も
の
ゝ

､
移
植
が
な
さ
れ
た
当
初
に

当
る
｡
而
も
又
そ
の
仏
像
彫
刻
の
源
流
が
半
島
を
経
由
し
て
支
那
大
陸
に
あ
り
'
夫
等
外
国
の
交
渉
も
丁
度
こ
の
時
期
の
途
中
で
半
島
か

ら
直
接
大
陸
へ
と
結
び
つ
い
た
と
言
-
複
雑
特
殊
な
時
代
に
当
っ
て
い
る
｡
と
て
も
普
通
の
彫
刻
史
研
究
の
方
法
を
も

っ
て
し
て
は
律
し

切
れ
な
い
徹
妙
な
問
題
を
予
測
し
て
か
1

ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
-
｡
先
づ
最
初
研
究
を
始
め
る
に
当
り
我
々
は
新
旧
様
式
の
同
時
並

存
或
は
そ
の
逐
次
進
展
の
何
れ
を
も
同
程
度
の
可
能
性
あ
る
も
の
と
し
て
か
ゝ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
最
初
に
そ
の
何
れ
か

一
つ
の
立
場
に

心
を
置
い
て
出
発
す
る
と
､
す
べ
て
が
そ
の
立
場
に
有
利
な
如
く
解
釈
さ
れ
両
も
大
し
た
矛
盾
も
な
く
筋
の
通
っ
て
行
く
時
代
で
あ
る
｡

例
え
は
法
降
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
は
そ
の
銘
文
の
文
体
や
薬
師
信
仰
の
時
代
的
関
係
か
ら
推
古
天
皇
十
五
年
(
六
〇
七
年
)
制
作
を
疑
が
あ

れ
る
以
前
は
､
同
時
金
堂
釈
迦
三
尊
像
の
示
す
様
式
完
成
へ
の
前
段
階
と
し
て
そ
の
懸
裳
や
全
体
的
な
緊
張
感
の
欠
除
が
説
明
さ
れ
て
来

た
｡
と
こ
ろ
が

一
度
そ
の
銘
文
に
疑
惑
あ
り
と
さ
れ
て
か
ら
は
､
同
じ
緊
張
感
の
欠
除
が

一
旦
完
成
さ
れ
た
様
式
の
崩
れ
或
は
衰
退
と
し

て
説
明
さ
れ
疑
が
わ
れ
な
い
｡
銘
文
や
信
仰
年
代
と
言
-
謂
わ
は
純
粋
な
彫
刻
様
式
の
問
題
か
ら
は
外
的
条
件
と
見
倣
さ
る
べ
き
も
の
ゝ

保
証
が
な
か
っ
た
な
ら
､
純
様
式
論
だ
け
で
果
し
て
こ
の
二
つ
の
見
方
の
何
れ
を
正
し
と
す
べ
き
で
あ
ろ
-
か
'
全
く
迷
わ
ざ
る
を
得
な

い
｡
勿
論
他
の
遺
品
群
に
依

っ
て
丁
度
こ
の
二
像
の
制
作
年
代
に
当
る
時
期
の
様
式
の
流
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
ゝ
は
､
こ
の
二
像
も
そ
の

流
れ
に
沿
っ
て
配
列
が
可
能
で
あ
ろ
-
｡
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
望
む
べ
く
も
な
い
｡
従
っ
て
様
式
論
で
望
む
限
り
こ
の
二
像
の
前
後
関
係

は
各
人
の
抱
く
根
源
的
な
様
式
観
に
依
っ
て
左
右
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
如
何
な
る
時
代
如
何
な
る
土
地
に
於
て
も
当
族
る
様

な
様
式
推
移
の
原
則
が
存
在
す
れ
ば
幸
で
あ
る
｡
私
は
こ
の
様
な
便
利
な
物
尺
は
存
在
し
な
い
と
思
-
｡
若
し
存
在
し
た
と
し
て
も
そ
れ

は
静
か
ら
動
へ
'
図
式
的
か
ら
写
実
的
へ
､
二
次
元
的
か
ら
三
次
元
的
へ
と
言
っ
た
様
な
短
く
-
～
大
掴
み
の
原
則
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ

-
｡
而
も
こ
の
静
と
云
い
動
と
云
-
抽
象
的
な
言
葉
が
具
体
的
作
品
の
様
式
に
ど
れ
程
適
確
に
応
用
出
来
る
か
｡
例
え
ば
前
記
釈
迦
三
尊
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像
を
頼
り
上
げ
て
見
て
も
､
図
式
的
に
重
畳
さ
れ
た
魅
裳
の
輩
の
示
す
鋼
鉄
線
の
如
く
張
り
切
っ
た
線
は
'
そ
れ
が
外
側
か
ら
見
て
図
式

的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
の
理
由
で
静
と
す
べ
き
か
､
内
側
か
ら
見
て
其
の
張
り
つ
め
た
力
の
故
に
動
と
解
す
べ
き
か
｡
斯
様
な
見
方
の

相
異
は
当
然
木
像
と
前
記
薬
師
像
と
の
間
に
も
頼
り
交
わ
さ
る
べ
く
論
議
は
尽
く
る
所
が
あ
る
ま
い
｡
而
も
現
実
に
は
何
れ
か

1
方
が
早

く
作
ら
れ
他
が
連
れ
て
作
ら
れ
て
お
り
､
我
々
は
そ
れ
を
決
定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
｡
其
処
で
様
式
論
を
棄
て
銘
文
や
信
仰
関
係

か
ら
前
後
が
決
め
ら
れ
や
つ
と
落
着
き
､
薬
師
像
を
完
成
途
上
の
様
式
と
見
て
来
た
人
も
､
見
方
を
転
じ
て
衰
退
様
式
に
鞍
代
え
す
る
こ

と
1

な
り
た
わ
け
で
あ
る
｡
斯
様
に
実
証
的
な
証
拠
の
呈
出
が
な
け
れ
ば
様
式
論
で
は
ピ
-
に
も
な
ら
ぬ
問
題
が
解
決
を
迫
ら
れ
な
が
ら

随
所
に
伏
在
し
て
い
る
の
が
こ
の
六
･
七
世
紀
の
彫
刻
界
で
あ
る
｡
う
っ
か
り
す
る
と
個
々
の
問
題
を
如
何
に
も
実
証
的
証
雄
に
依
る
如

く
見
え
な
が
ら
実
は
自
己
の
抱
-
主
観
的
様
式
観
に
従
っ
て
都
合
よ
く
解
決
を
つ
け
､
そ
の
結
論
を
結
び
合
せ
な
が
ら
全
体
を
統

一
す
る

と
言
っ
た
危
険
な
し
と
し
な
い
｡
兎
に
角
既
述
の
如
き
特
殊
微
妙
な
内
容
を
含
ん
だ
時
代
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
､
如
何
な
る
結
論

へ
の

可
能
性
も
十
分
認
め
た
上
で

1
切
の
先
入
観
を
捨
て
白
紙
の
儀
出
発
す
る
こ
と
が
特
に
要
求
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
と
思
う
｡

二
､
基
準
作
の
選
定

の

黙
ら
は
斯
様
な
特
殊
状
況
の
下
に
あ
っ
て
研
究
を
す
ゝ
め
る
に
は
如
何
な
る
方
法
を
用
い
て
行
っ
た
ち
ょ
い
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
は

先
づ
第

l
に
普
通
用
い
ら
れ
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
に
依
り
'
果
し
て
そ
れ
で
解
答
が
与
え
ら
れ
る
か
否
か
当
っ
て
見
る
必
要
が
あ

る
｡
そ
の
手
始
め
は
制
作
年
代
の
明
確
な
基
準
作
例
の
選
定
で
あ
る
が
'
比
の
際
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
絶
対
に
様
式
論
を
介
入
さ
せ

て
は
い
け
な
い
と
言
-
事
で
あ
る
｡
既
述
の
如
く
新
旧
様
式
の
混
在
が

一
方
に
予
想
さ
れ
る
時
代
で
あ
る
の
に
'
様
式
発
点
の

一
般
原
則

に
従
っ
て
､
銘
文
や
文
献
の
不
備
を
補
っ
て
基
準
作
例
を
決
定
し
て
ゆ
く
事
は
'
既
に

一
方
の
結
論
を
理
由
に
そ
の
結
論
を
正
統
づ
け
る

と
言
う
矛
盾
を
犯
す
こ
と
ゝ

な
る
､
若
し
様
式
論
を
導
入
す
る
な
ら
は
､
大
陸
に
於
け
る
新
旧
様
式
は
同
時
に
日
本
に
伝
来
す
る
事
は
絶

:..ゝLt.;:.:I/巧
j
r.A.Tt
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対
な
く
必
ず
逐
次
年
を
追
っ
て
伝
来
し
た
と
言
-
事
を
'
彫
刻
を
離
れ
た
外
交
関
係
等
か
ら
予
め
確
実
に
証
明
し
て
か
ゝ
ら
ね
は
な
ら
な

い
｡
或
は
又
当
時
の
日
本
人
の
観
照
方
式
が

一
般
原
則
の
俵
に
発
展
し
'
旧
観
照
方
式
の
時
代
に
仮
令
新
し
い
方
式
に
成
る
作
品
が
伝
え

ら
れ
て
も
､
そ
れ
に
対
し
理
解
も
興
味
も
湧
か
な
か
っ
た
と
言
-
事
を
之
も
彫
刻
を
離
れ
前
以
て
証
明
し
て
か
ゝ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
だ

が
之
等
の
証
明
は
何
れ
も
不
可
能
で
あ
ろ
-
｡
寧
ろ
我
々
は
彫
刻
を
研
究
す
る
こ
と
に
依
っ
て
斯
様
な
結
論
を
得
る
事
が
目
的
な
の
で
あ

る
.
結
論
が
先
に
出
て
終

っ
て
い
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
.
こ
れ
は
至
っ
て
簡
単
明
凍
な
事
柄
な
の
に
事
実
は
必
ず
し
も
厳
密
に
実
行
さ

れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
｡

一
般
様
式
発
展
の
原
則
に
添
っ
て
銘
文
の
不
備
を
補
い
基
準
作
例
の
年
代
を
決
定
し
'
そ
の
作
品
の
示
す
様

式
を
土
台
に
更
に
他
の
諸
遺
品
の
配
列
を
組
み
立
て
1
行
く
と
言
っ
た
矛
盾
を
犯
す
事
が
な
か
っ
た
だ
ろ
-
か
｡
反
省
す
べ
き
事
だ
と
私

は
思
っ
て
い
る
｡
借
て
而
ら
は
六

･
七
世
紀
の
制
作
と
思
わ
れ
る
遺
品
の
中
で
'
基
準
作
例
の
候
補
た
る
べ
き
遺
作
に
如
何
な
る
も
の
が

あ
る
だ
ろ
-
か
｡
既
に
諸
家
に
依
っ
て
坂
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
を

一
応
網
羅
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
ろ
-
0

00

四
十
八
体
仏
中
金
銅
観
音
菩
薩
像

(
辛
亥
銘
)

崇
峻
天
皇
四
年

(
重
九

一
)

･
孝
徳
天
皇
自
推
二
年

(
六
五

一
)

@

広
隆
寺
木
彫
宝
冠
弥
勤
倹

推
古
天
皇
十

l
年

(
六
〇
三
)
以
前

書
紀

@

安
居
院
金
銅
釈
迦
如
来
像

推
古
天
皇
十
四
年

(
六
〇
六
)
書
紀

㈱
四
十
八
体
仏
中
金
銅
半
軌
思
惟
形
像

(
丙
寅
銘
)

推
古
天
皇
十
四
年

(
六
〇
六
)

･
天
智
天
皇
五
年

(
六
六
六
)

妙

法
降
寺
金
堂
薬
師
如
来
像

(
丁
卯
銘
)

推
古
天
皇
十
五
年

(
六

〇
七
)

㈲

法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像

(
法
興
元
三
十

一
年
銘
)

推
古
天
皇
三
十

一
年

(
六
二
三
)

S
法
隆
寺
宝
蔵
釈
迦
三
尊
像

(
)
尊
欠
)

(
戊
子
年
銘
)

推
古
天
皇
三
十
六
年

(
六
二
八
)

⑧

法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像

(
山
口
直
大
口
銘
)

白
雑
元
年

(
六
五
〇
)
頃

⑨

観
心
寺
金
銅
観
音
菩
薩
像

(
戊
午
錫
)

斉
明
天
皇
四
年

(
六
五
八
)

泰
を
.1.,軍
..乳
酪
珊
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野
中
寺
金
銅
弥
勤
菩
薩
像

(
丙
菟
銘
)

天
智
天
皇
五
年

(
六
六
六
)

当
麻
寺
金
堂
塑
造
弥
勘
仏
像

天
武
天
皇
十
四
年

(
六
八
六
)

同
寺
縁
起
其
他

興
福
寺
仏
頭

(
旧
山
田
寺
像
)

天
武
天
皇
十
三
年

(
六
八
五
)

諸
文
献

鰐
測
寺
金
銅
観
音
菩
薩
像

(
壬
辰
銘
)

持
統
天
皇
六
年

(
六
九
二
)

葉
師
寺
金
堂
薬
師
三
尊
像

文
武
天
皇
元
年

(
六
九
七
)

･
養
老

･
神
亀
の
頃

書
紀
其
他

S
長
谷
寺
法
華
説
相
銅
板

(
降
婁
漆
蒐
銘
)

朱
鳥
元
年

(
六
八
六
)

･
文
武
天
皇
二
年

(
六
九
八
)

･
和
銅
三
年

(
七

一
〇
)
･
宝

亀
元
年

(
七
七

〇
)

法
隆
寺
中
門
仁
王
像
及
同
寺
五
重
塔
塑
像

和
銅
四
年

(
七

二

)

同
寺
資
財
帳

其
他
仏
像
で
は
な
い
が
有
銘
作
品
と
し
て
､

四
十
八
体
仏
中
飛
天
光
背

(
甲
寅
銘
)

推
古
天
皇
二
年

(
五
九
四
)

･
自
推
五
年

(
六
五
四
)

叫

法
隆
寺
宝
蔵
造
像
記
銅
板

(
甲
午
銀
)

持
統
天
皇
八
年

(
六
九
四
)

所
で
此
等
遺
作
の
中
'
前
記
の
理
由
に
依
り
様
式
論
に
拠
ら
ず
銘
文
や
其
他
信
拠
す
る
に
足
る
文
献
の
み
に
依
っ
て
確
実
に
其
の
制
作

年
次
を
決
定
し
得
､
而
も
そ
れ
を
礎
石
と
し
様
式
論
を
云
々
し
得
る
程
の
体
裁
を
具
備
し
た
作
品
は
何
れ
と
何
れ
で
あ
ろ
-
か
｡
此
事
に

対
し
て
ほ
諸
家
夫
々
説
あ
り
極
め
て
慎
重
を
期
さ
ね
は
な
ら
ぬ
問
題
と
は
思
-
が
､
私
は
最
も
謙
虚
に
諸
家
の
説
の

一
致
せ
る
所
の
も
の

の
み
を
坂
上
げ
､
諸
説
あ
る
も
の
に
対
し
て
私
説
を
拝
む
こ
と
は

一
切
差
控
え
る
こ
と
1
す
る
O
而
も
其
の
砺
捨
選
択
の
理
由
に
就
い
て

一
一
の
作
品
に
対
し
詳
し
く
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
､
諸
説
の

一
致
と
言
-
事
を
基
準
に
置
く
な
ら
は
､
只
結
論
を
述
べ

る
の
み
で
少
く
と
も
こ
の
方
面
の
研
究
者
に
は
或
程
度
理
解
し
て
頂
け
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
｡

借
て
第

一
の
辛
亥
年
銘
像
で
あ
る
が
､
こ
の
辛
亥
年
に
対
し
て
ほ
古
来
崇
峻
天
皇
四
年
説
と
孝
徳
天
皇
自
推
二
年
説
と
あ
り
'
其
の
銘

文
に
対
し
夫
々
詳
し
い
孝
証
が
繰
返
さ
れ
て
来
て
は
い
る
が
'
其
の
何
れ
に
も
或
る
程
度
の
理
由
と
共
に
反
面
不
備
な
点
が
含
ま
れ
銘
文
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の
解
釈
だ
け
か
ら
で
は
未
だ
定
説
を
見
な
い
｡
其
処
で
多
く
の
論
者
は
様
式
論
を
持
ち
出
し
､
次
に
述
べ
る
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
の

様
式
よ
り
も
進
歩
し
て
い
る
と
の
理
由
で
自
推
説
を
取
り
､
或
は
こ
の
様
式
論
か
ら
自
推
説
銘
文
解
釈
の
正
し
さ
を
逆
に
証
明
し
よ
-
と

し
て
い
る
｡
従
っ
て
今
私
が
選
択
し
よ
-
と
し
て
い
る
最
初
の
基
準
作
例
に
は
適
当
し
な
い
事
と
な
る
｡
第
二
の
広
隆
寺
宝
冠
弥
勤
木
像

で
あ
る
が
'
之
は
有
名
な
書
紀
推
古
天
皇
十

1
年
条
の
記
録
や
同
寺
資
財
帳

･
水
鏡
乃
至
寺
伝
等
か
ら
'
こ
の
年
に
聖
徳
太
子
が
秦
川
勝

に
賜
わ
っ
た
も
の
と

一
部
で
見
ら
れ
て
い
る
像
で
あ
る
｡
然
し
な
が
ら
書
紀
の
記
録
は
信
ず
べ
き
と
し
て
も
､
果
し
て
其
の
時
の
像
が
木

像
で
あ
る
か
否
か
と
言
-
点
に
な
る
と
そ
れ
を
証
明
す
べ
き
信
潰
性
あ
る
文
献
が
具
備
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
｡
現
に
同
寺
に
は
通
称
泣

弥
勤

(
宝
肇
弥
勘
)
と
称
せ
ら
れ
る
同
形
相
の
木
像
が
あ
る
が
､
様
式
論
に
依
ら
ざ
る
限
り
そ
の
何
れ
を
書
紀
記
録
の
像
と
す
べ
き
か
決

し
兼
ね
る
で
あ
ろ
-
｡
従
っ
て
木
像
も
我
々
の
基
準
作
例
か
ら
洩
れ
る
事
と
な
る
｡
第
三
の
安
居
院
釈
迦
像
は
諸
説

一
致
し
て
書
紀
推
古

天
皇
十
三

･
四
年
条
止
利
作
元
興
寺
像
で
あ
る
事
を
認
め
て
い
る
｡
だ
が
木
像
は
後
補
の
部
分
甚
し
く
当
初
の
面
影
を
止
め
る
部
分
は
倭

に
顔
貌
そ
れ
も
鼻
よ
り
上
の
部
分
に
過
ぎ
な
い
｡
従
っ
て
其
の
部
分
は
後
の
研
究
に
対
し
基
準
作
と
し
て
参
考
に
供
し
得
る
が
､
全
体
的

に
は
そ
の
力
甚
し
く
乏
し
き
も
の
で
あ
る
｡
第
四
の
四
十
八
体
仏
中
丙
寅
銘
半
伽
像
は
如
何
｡
木
像
に
対
し
純
銘
文
の
上
か
ら
其
の
年
代

を
決
定
し
た
説
は
｢
美
術
研
究
｣
昭
和
廿
三
年
第
三
号
薮
田
嘉

一
郎
氏
の
天
智
説
以
後
寡
聞
に
し
て
聴
か
な
い
｡
然
し
な
が
ら
｢
仏
教
芸
術

｣
第
三
九
号

(
昭
和
三
四
年
六
月
)
誌
上
で
町
田
甲

一
氏
は
木
像
を
様
式
的
に
半
島
的
な
る
も
の
と
の
理
由
か
ら
そ
の
作
者
を
来
朝
帰
化

人
の
作
と
解
さ
れ
､
従

っ
て
銘
文
中
の
丙
黄
は
推
古
十
四
年
で
い
ゝ

と
さ
れ
て
い
る
｡
而
し
て
他
の
諸
家
は
最
近
で
は
大
概
天
智
説
を
砺

っ
て
お
ら
れ
る
が
､
そ
れ
も
様
式
論
に
拠
る
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
.
結
論
的
に
は
薮
田
説
と
矛
盾
せ
ず
'
そ
れ
を
支
持
す
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
が
､
銘
文
解
釈
の
上
か
ら
の
支
持
で
は
な
く
様
式
論
か
ら
の
支
持
で
あ
り
､
又

一
方
に
前
記
の
如
き
推
古
説
を
保
持
す
る
論
者

も
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
矢
張
り
客
観
的
に
は
薮
田
説
に
も
絶
対
的
信
頼
を
置
き
得
な
い
或
る
程
度
の
弱
き
あ
り
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
｡

従
っ
て
木
像
も
基
準
作
例
か
ら
外
れ
る
｡
第
五
の
法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
光
背
銘
文
に
対
す
る
疑
義
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
り
今
更
論
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I
一

ず
る
迄
も
な
い
｡
当
然
基
準
作
例
と
な
し
得
な
い
｡
第
六
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
は
勿
論
諸
説

一
致
基
準
作
例
た
り
得
る
｡
第
七
法
隆

寺
宝
蔵
釈
迦
三
尊
像

(
一
尊
欠
)
の
光
背
銘
文
中
の
取
加
大
臣
を
蘇
我
馬
子
或
は
蝦
頁
と
見
て
そ
の
戊
子
年
を
推
古
天
皇
三
十
六
年
と
す

る
説
は
殆
ん
ど
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
'
福
山
敏
男
博
士
は

｢
夢
殿
｣

一
三
号

(
昭
和

一
〇
年
)
に
於
て
こ
の
説
に
反
対
さ
れ

一
干
支
を

降
し
た
持
統
天
皇
二
年
を
提
唱
さ
れ
た
｡
様
式
的
に
は
前
説
に
従

っ
た
方
が
落
着
き
が
よ
い
為
殆
ん
ど
大
部
分
の
学
者
が
之
を
支
持
し
て

い
る
が
'
然
し
純
銘
文
上
か
ら
云
々
し
て
福
山
説
を
駁
し
た
も
の
に
未
だ
接
す
る
を
得
な
い
｡
而
も
又
光
背
と
像
の
関
係
を
調
べ
て
見
る

と
侠
侍
用
の
柄
穴
は
両
侠
侍
共
二
つ
宛
あ
っ
て

一
つ
余
り

(
現
在
の
侠
侍
の
柄
は

一
つ
)
'
中
尊
の
柄
穴
も
鋳
か
け
直
し
て
現
在
の
像
の

柄
に
合
せ
た
形
跡
が
あ
り
'
更
に
現
脇
侍
像
の
中
尊
に
近
い
側
の
天
衣
の
先
が
切
断
さ
れ
て
い
た
り
す
る
処
か
ら
或
は
現
在
の
光
背
と
像

と
は
本
来

一
兵
の
も
の
で
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
さ
え
あ
る
｡
し
て
見
れ
ば
木
像
も
亦
基
準
作
例
か
ら
脱
落
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡

第
八
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
は
周
知
の
如
-
広
目
天
像
光
背
銘
の
山
口
大
口
費
の
名
が
孝
徳
紀
自
推
元
年
条
に
見
え
る
処
か
ら
之
を
自
推

元
年
頃
の
作
と
す
る
事
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
｡
然
し

一
人
の
作
家
の
活
動
期
間
は
相
当
の
巾
を
居
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
｡
彼
が
自

推
元
年
に
は
勅
に
依
っ
て
千
仏
像
を
刻
む
程
の
地
位
と
名
声
を
得
て
い
た
か
ら
と
の
理
由
で
其
頃
既
に
相
当
の
高
令
に
達
し
て
い
た
筈
と

し
て
そ
の
巾
を
余
り
に
も
狭
く
解
す
る
事
は
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
殊
に
彼
の
先
祖
は
応
神
天
皇
朝
に
来
朝
し
古
く
よ
り
蘇
我
氏
と
結

び
つ
い
て
外
交

･
美
術
工
芸
等
の
面
で
重
き
を
な
し
て
来
た
家
柄
で
あ
る
と
の
説
も
あ
る
か
ら
'
家
系
を
尊
ぶ
当
時
の
社
会
で
は
彼
も
案

外
若
年
に
し
て
勅
を
奉
ず
る
事
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡
し
て
見
れ
ば
万
全
を
期
す
る
為
に
は
'
自
推
元
年

(
六
五
〇
年
)
の
前
後
に

少
く
と
も
三
〇
年
の
距
離
を
置
い
て
か
1

ら
ね
ば
な
ら
な
い
事
と
な
り
結
局
木
像
も
推
古
天
皇
二
十
八
年

(
六
二
〇
年
)
か
ら
天
武
天
皇

八
年

(
六
八
〇
年
)
迄
都
合
六
〇
年
の
期
間
中
に
作
ら
れ
た
も
の
と
な
り
､

一
応
基
準
作
の
列
に
並
び
得
る
も
そ
の
価
値
は
案
外
に
低
い

も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
第
九
観
心
寺
戊
午
年
銘
観
音
菩
薩
像
は
そ
の
光
背
銘
文
中

｢
敬
造
弥
陀
仏
像
｣
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
現
光

背
と
像
と
は
本
来
別
具
の
も
の
と
見
る
論
者
が
多
い
｡
従
っ
て
木
像
も
脱
落
す
る
｡
第
十
野
中
寺
弥
勘
菩
薩
の
丙
寅
年
に
就
い
て
は
､
銘
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文

｢
丙
寅
年
四
月
大
旧
八
日
突
卯
閲
軍

‥
-
｣
に
於
て
四
月
が
大
の
月
で
而
も
八
日
が
突
卯
に
当
る
丙
寅
年
は
天
智
天
皇
五
年
を
置
い
て
'

外
に
な
い
為
､
純
粋
に
銘
文
だ
で
も
諸
説

一
致
を
見
'
従
っ
て
基
準
作
た
り
得
る
｡
第
十

一
当
麻
寺
金
堂
弥
勘
仏
像
の
造
顕
年
次
に
関
し

て
は
諸
寺
縁
起
集
や

｢
酉
誉
抄
｣
引
用
の
古
記
類
か
ら
天
武
天
皇
九
年
或
は
同
十
四
年
を
説
く
学
者
も
い
る
が
､
又

一
方
に
は
其
等
諸
文

献
は
総
て
確
実
性
薄
い
と
し
て
砺
上
げ
な
い
学
者
も
多
-
従
っ
て
基
準
作
と
は
な
し
難
い
｡
第
十
二
興
福
寺
仏
頭
は

｢
法
王
帝
説
｣
記
す

所
の
天
武
天
皇
六
年
着
手
'
同
十
三
年
開
眼
会
を
見
た
旧
山
田
寺
像
の
後
身
で
あ
る
事
に
諸
説

一
致
を
見
て
い
る
｡
従
っ
て
基
準
作
と
す
｡

第
十
三
鰐
劉
寺
観
音
菩
薩
像
の
壬
辰
年
は
銘
文
中
の
出
雲
国
若
倭
部
臣
の
名
が
出
雲
風
土
記
や
正
倉
院
文
書
天
平
六
年
及
び

同

十

一
年

中
に
見
え
る
所
か
ら
持
統
天
皇
六
年
或
は
天
平
四
年

(
七
五
二
)
を
当
て
得
る
が
'
一
般
に
は
様
式
論
か
ら
前
説
が
有
力
で
あ
る
｡
時
代
も
l

此
の
頃
に
降
る
と
様
式
論
も

一
概
に
捨
て
去
る
事
は
出
来
な
い
が
'
木
像
は
そ
の
銘
文
か
ら
地
方
作
で
は
な
い
か
と
も
思
は
れ
'
従

っ
て

様
式
論
に
依
っ
て
も
余
程
慎
重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
作
品
で
あ
る
｡
ま
し
て
銘
文
の
み
か
ら
で
は
前
後
何
れ
と
も
決
し
難
く
基
準
作
と

す
る
事
は
出
来
な
い
｡
第
十
四
薬
師
寺
金
堂
薬
師
三
尊
像
は
周
知
の
如
く
本
薬
師
寺
本
尊
説
と
平
城
京
移
転
後
新
鋳
説
と
あ
っ
て
未
だ
決

し
な
い
従

っ
て
基
準
作
と
は
な
し
難
い
｡
第
十
五
長
谷
寺
法
華
説
相
銅
板
も
亦
銘
文
の
降
婁
漆
亮
を
巡

っ
て
諸
説
あ
り
定
説
を
見
な
い
為

基
準
作
よ
り
脱
落
'
第
十
六
法
隆
寺
中
門
仁
王
及
び
五
重
塔
塑
像
は
同
寺
資
財
帳
に
依
り
和
銅
四
年
に
諸
説

一
致
し
て
い
る
か
ら
基
準
作

と
す
る
只
し
仁
王
の
方
は
頭
部
の
み
で
あ
る
か
ら
幾
分
価
値
が
低
い
｡
第
十
七
飛
天
光
背
は
銘
文
の
み
か
ら
で
は
甲
寅
年
を
決
し
難
-
I

第
十
入
道
像
記
銅
板
は
仮
令
甲
午
年
が
持
統
天
皇
八
年
と
し
て
も
'
ど
の
観
音
像
に
附
属
す
る
も
の
か
未
知
の
為
金
石
文
と
し
て
の
価
値

は
兎
も
角
造
像
様
式
研
究
に
と
っ
て
は
全
く
無
価
値
で
あ
る
｡

借
て
以
上
に
依
り
選
び
出
さ
れ
た
遺
品
を
列
記
し
て
見
る
と
'

S安
居
院
金
銅
釈
迦
如
来
像

(
推
古

1
四
-
六
〇
六
)
'
帥
法
隆
寺
金

堂
釈
迦
三
尊
像

(
堆
古
三

1
-

六
二
二
)
'
㈹
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
(
推
古
二
八
〔
六
二
〇
〕
I
天
武
八
〔
六
八
〇
〕
)
'日
野
中
寺
弥
勘
菩

薩
像

(
天
智
五
-
六
六
六
)
'
㈱
興
福
寺
仏
頭

(
天
武

1
三
-

六
八
五
)
､
Z
:法
隆
寺
中
門
仁
王
及
五
重
塔
塑
像

(
和
銅
四
-
七

二

)
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の
合
計
六
点
と
な
る
が
､
こ
の
中
的

の
安
居
院
像
は
前
記
の
如
く
信
頼
出
来
る
部
分
は
鼻
か
ら
上
部
の
み
で
而
も
脚
の
釈
迦
三
尊
と
同

1
作
者
で
あ
っ
て
見
れ
ば
そ
の
価
値
低
く
､
M
の
四
天
王
像
は
そ
の
制
作
年
次
に
巾
が
あ
り
過
ぎ
て
板
扱
い
に
不
便
を
感
ず
る
｡
従
っ
て

真
に
基
準
作
品
と
し
て
の
動
か
ぬ
価
値
を
有
す
る
も
の
は
仏
教
会
伝
以
来

一
世
紀
半
余
の
長
き
に
凡
っ
て
わ
づ
か
に
四
点
｡
勿
論
観
照
方
･

式
が

〓
疋
の
段
階
に
達
し
､
当
代
の
如
く
新
旧
種
々
な
様
式
の
混
在
を
念
頭
に
置
く
必
要
も
な
い
時
代
に
は
之
だ
け
で
も
戎
程
度
様
式
推

移
を
跡
づ
け
る
事
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
｡
然
し
前
述
の
如
き
特
殊
事
情
に
あ
る
当
代
に
は
何
と
し
て
も
少
な
過
ぎ
る
｡
以
上
の
四
乃

至
六
点
は
成
程
順
当
な
様
式
発
展
を
示
し
制
作
年
次
と
様
式
と
の
間
に
矛
盾
が
な
い
｡
然
し
そ
れ
だ
か
ら
と
言
っ
て
之
だ
け
の
理
由
で
他

の
あ
ら
ゆ
る
遺
品
を
こ
の
様
式
系
列
の
間
に
配
置
す
る
こ
と
は
強
引
に
過
ぎ
よ
-
｡
又
こ
の
四
つ
の
基
準
作
品
の
周
辺
に
様
式
的
に
最
も

近
い
遺
品
を
位
置
づ
け
､
更
に
其
の
遺
品
を
基
準
と
し
て
他
の
遺
品
の
位
置
を
き
め
て
行
く
と
言
っ
た
方
法
も
当
代
に
あ
っ
て
は
余
程
慎

重
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
何
故
な
ら

一
見
全
く
同
程
度
の
様
式
段
階
に
あ
る
作
品
が
相
当
の
年
次
を
距
て
､
或
は
別
系
統
の
流
入
過
程

を
経
て
出
現
し
て
い
な
い
と
も
限
ら
な
い
歴
史
的
状
勢
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

従
っ
て
か
ゝ

る
方
法
に
依
っ
て
遺
品
整
理
を
行
い
-
る
の

は
単
に
外
面
か
ら
の
観
察
だ
け
で
な
く
､
鋳
造
技
術
や
合
金
の
性
質
等
を
科
学
的
に
分
析
調
査
す
る
事
に
依
っ
て
､
そ
の
作
品
が
基
準
作

と
全
く
同
系
統
の
仏
師
集
団
の
手
に
な
る
事
が
証
明
出
来
る
場
合
の
み
に
限
ら
れ
る
｡
而
も
当
代
約

一
世
紀
半
の
間
に
作
ら
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
遺
品
は
そ
の
数
に
於
い
て
も
様
式
の
種
類
に
於
て
も
相
等
に
多
い
の
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
四
つ
乃
至
六
つ
の
基
準
作
だ
け
で
は
ど
h

-
に
も
な
ら
な
い
と
言

っ
た
方
が
寧
ろ
正
し
い
と
言
え
よ
-
0

三
､
基
準
作
の
選
定
②

斯
様
に
四
乃
至
六
の
基
準
作
だ
け
で
は
不
備
と
す
れ
ば
､
他
に
如
何
な
る
方
法
に
依
っ
た
ら
当
代
の
彫
刻
に
迫
り
得
る
で
あ
ろ
-
か
｡

先
づ
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
他
の
何
等
か
の
方
法
で
も

っ
と
基
準
作
が
増
せ
ぬ
か
と
冒
-
事
で
あ
ろ
-
｡
こ
の
場
合
何
と
言
っ
て
も
第

一
番

ヽ
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に
注
目
す
べ
き
は
前
記
の
干
支
銘
を
有
し
な
が
ら
も
他
に
徹
す
.べ
き
記
載
な
き
為
選
に
洩
れ
た
遺
品
で
あ
る
｡
今
後
の
考
証
学
の
進
歩
に
_

依
っ
て
銘
文
中
の
干
支
を
或
る
特
定
の
干
支
に
定
着
せ
し
め
得
れ
ば
誠
に
幸
で
あ
る
が
'
専
間
家
で
な
い
私
に
は
目
下
の
処
こ
の
方
面
か

ら
の
追
求
に
比
以
上
余
り
大
き
な
期
待
は
持
て
な
い
｡
と
す
れ
ば
次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
摸
術
や
技
巧
面
の
進
歩
の
程
度
か
ら
で
あ
る
｡

科
学
の
進
歩
し
て
い
な
い
当
時
の
事
で
あ
る
か
ら
仮
令
裏
面
的
な
様
式
は
旧
い
技
術
に
依
っ
て
も
真
似
す
る
事
が
出
来
た
と
し
て
も
'
そ
.

の
合
金
技
術
や
鋳
造
技
術
は
'
新
し
い
外
来
工
人
の
直
接
の
指
導
が
な
い
限
り
無
理
で
あ
ろ
-
｡
従
っ
て
斯
様
な
接
衝
面
は
単
な
る
様
式

よ
り
も
'
比
較
的
順
調
な
発
展
過
程
を
辿
る
可
能
性
が
強
く
'
こ
の
方
面
を
先
に
選
ば
れ
た
基
準
作
例
と
比
較
研
究
す
る
事
に
依
り
戎
程

度
の
結
論
を
得
る
事
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
｡
だ
が
反
面
各
仏
師
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
m
ン
が
薄
く
､
又
伝
統
保
持
の
強
さ
を
も
予

想
せ
ね
ば
な
ら
な
い
時
代
の
事
で
あ
る
か
ら
'
旧
い
技
術
に
な
る
作
品
が
必
ず
し
も
古
い
時
代
に
作
ら
れ
た
と
断
言
す
る
事
も
出
来
ず
'

逆
に
新
し
い
技
術
を
持

っ
た
工
人
が
比
較
的
古
い
時
代
に
渡
来
し
て
来
な
い
と
も
限
ら
ぬ
当
時
の
事
で
あ
っ
て
見
れ
ば
'
新
し
い
技
術
が

必
ず
し
も
新
し
い
時
代
に
の
み
存
在
す
る
も
の
と
も
限
ら
な
い
｡
只
最
も
常
識
的
に
素
朴
に
考
え
て
新
し
い
技
術
は
新
し
い
時
代
に
あ
り
-

と
す
る
方
が
よ
り
自
然
だ
と
言
-
に
過
ぎ
な
い
｡
結
局
こ
の
方
面
か
ら
も
確
固
た
る
基
獲
作
を
増
加
す
る
事
は
無
理
で
あ
る
｡
(
比
の
技
術

面
の
研
究
は
従
来
種
々
の
理
由
で
深
く
タ
ッ
チ
出
来
な
か
っ
た
面
で
あ
る
が
'
戦
後
新
し
い
科
学
的
方
法
を
用
い
て
次
第
に
研
究
対
象
の

数
や
分
野
を
拡
大
し
つ
ゝ

あ
る
の
で
'
将
来
に
大
き
な
期
待
の
持
て
る
の
は
言
-
迄
も
な
い
事
で
あ
る
｡
誤
解
な
き
よ
-
申
し
添
え
る
)

借
て
次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
宝
冠

･
宝
害

･
垂
髪

･
目

･
口
･
耳

･
天
衣

･
摺
襲

･
理
路

･
光
背

･
文
様
等
の
細
部
形
式
の
比
較
研
究
で

あ
る
｡
斯
様
な
形
式
面
は
肉
付

･
立
体
感

･
動
き
､
写
実
性
と
言
っ
た
様
な
全
体
様
式
と
は
異
な
っ
て
単
に
彫
刻
同
志
の
比
較
に
止
ま
ら
,

ず
'
広
く
絵
画

･
建
築

･
工
芸
遺
品
等
を
も
動
員
出
来
'
更
に
主
観
を
混
え
な
い
客
観
的
比
較
を
可
能
な
ら
し
め
'
又
大
陸
遺
品
と
の
埠

較
に
よ
っ
て
其
の
源
流
を
把
握
し
得
る
の
に
も
甚
だ
有
利
で
あ
る
｡

だ
が
残
念
な
こ
と
に
当
代
作
ら
れ
た
絵
画

･
建
築

･
H
芸
の
遺
品
で
制
作
年
代
の
確
定
せ
る
も
の
は
至
っ
て
少
な
い
｡
中
宮
寺
の
天
寿
国
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繍
帳
が
推
古
天
皇
三
〇
年
､
法
隆
寺
の
壁
画
'
天
井
文
様

･
落
書
'
天
蓋
文
様

･
落
書
等
が
当
代
末
期
'
法
隆
寺
の
建
築
が
当
代
末
期
'

こ
れ
位
の
も
の
で
あ
ら
-
其
の
他
は
寧
ろ
以
上
の
作
品
や
彫
刻
遺
品
等
と
綜
合
的
に
比
較
研
究
す
る
事
に
依
っ
て
わ
づ
か
に
其
の
制
作
年

代
を
云
々
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
｡
而
も
前
記
の
遺
品
と
し
て
'
そ
の
大
部
分
を
為
す
法
隆
寺
関
係
の
も
の
は
只
当
代
末
期
と
言
え
る
だ
け

で
'
明
確
な
年
代
を
定
着
せ
し
め
る
所
迄
行
っ
て
い
な
い
｡
天
寿
国
繍
帳
も
断
片
の
み
で
目
下
問
題
と
し
て
い
る
有
銘
作
品
の
形
式
比
較

に
重
要
な
資
料
は
提
供
出
来
そ
-
も
な
い
｡
従
っ
て
こ
の
方
面
か
ら
も
､
当
代
末
期
が
問
題
と
な
る
'
例
え
は
薬
師
寺
金
堂
薬
師
三
尊
像

や
長
谷
寺
銅
板
は
兎
も
角
'
最
も
知
り
た
い
天
智
以
前
の
遺
品
に
対
し
て
は
発
言
力
が
至
っ
て
弱
い
｡
又
既
に
選
ば
れ
た
基
準
作
及
び
大

陸
遺
品
と
の
比
較
研
究
も
､
何
度
む
繰
返
す
よ
-
で
あ
る
が
余
り
に
そ
の
数
が
少
く
'
或
程
度
の
蓋
然
性
は
云
々
出
来
て
も
'
そ
れ
だ
け

で
絶
対
的
の
保
証
を
為
す
事
は
不
可
能
で
あ
る
と
共
に
大
陸
に
於
け
る
新
し
い
形
式
が
必
ず
し
も
当
代
の
新
し
い
時
期
に
表
わ
れ
た
と
は

限
ら
ぬ
事
は
全
体
様
式
の
場
合
と
同
然
で
あ
る
｡
以
上
に
よ
っ
て
如
何
な
る
方
面
か
ら
追
求
し
て
見
て
も
､
決
定
的
基
準
と
な
し
得
る
よ

う
な
遺
品
を
有
銘
作
品
の
中
か
ら
先
ず
選
び
出
し
て
次
の
研
究
の
礎
石
と
す
る
事
は
出
来
難
く
な
っ
た
｡
有
銘
作
品
に
し
て
斯
の
如
く
で
一

あ
れ
は
無
銘
作
品
で
あ
れ
は
尚
更
難
し
か
ろ
-
｡
従
っ
て
最
初
目
論
ん
だ
基
準
作
品
の
選
出
は
､
結
局
先
の
四
乃
至
六
像
だ
け
で

一
応
打

切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
O
そ
し
て
其
他
有
銘
作
品
は
次
に
述
べ
る
綜
合
的
な
研
究
に
よ
っ
て
､
他
の
無
銘
作
品
と
同
様
最
後
に
其
の
位
畢
つ

け
を
行

っ
て
行
く
よ
り
他
道
は
あ
る
ま
い
｡

四
､
蘇
合
的
研
究

以
上
述
べ
て
来
た
所
に
依
り
我
々
は
'有
銘
作
品
の
中
か
ら
基
準
作
を
発
見
す
る
為
に
'
文
献
的
面
'
技
術
的
面
'細
部
形
式
的
面
等
か
ら

.

色
々
と
追
及
の
手
を
伸
べ
て
見
た
が
､
そ
の
何
れ
の
方
法
に
依
る
も
､
当
代
の
歴
史
的
持
殊
事
情
や
拠
る
べ
き
資
料
の
不
足
か
ら
決
定
的

線
を
出
す
事
が
出
来
ず
､
単
に
然
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
の
蓋
然
性
を
わ
づ
か
に
獲
得
出
来
る
に
過
ぎ
ぬ
事
を
知

っ
た
｡
有
銘
作
品
に
し
て
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こ
-
な
の
で
あ
る
か
ら
､
ま
し
て
や
拠
る
べ
き
文
献
を
欠
く
遺
品
に
至
っ
て
は
益
々
其
の
位
置
づ
け
は
困
難
で
あ
ろ
-
｡
斯
様
に
考
え
て
.

来
る
と
我
々
は
全
く
為
す
べ
き
術
を
失
な
っ
て
荘
然
自
失
､
只
洪
手
し
て
傍
観
す
る
の
止
む
な
き
に
至
る
様
に
も
思
わ
れ
る
が
そ
う
と
ば

か
り
は
限
ら
な
い
｡
成
程

三
日
の
反
駁
を
も
赦
さ
ぬ
実
証
的
証
拠
の
提
出
は
不
可
能
と
し
て
も
､
兎
に
角
文
献
面

･
技
術
面

･
細
部
形
式

面
は
勿
論
全
体
様
式
面
か
ら
さ
え
或
程
度
の
蓋
然
性
だ
け
は
保
証
出
来
る
と
言
-
事
を
見
落
し
て
ほ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
蓋
然
性
を
与

え
る
証
明
は
､
そ
れ
を
個
々
に
提
出
し
た
の
で
は
単
な
る
想
像
論
に
終
り
勝
ち
で
あ
る
｡
だ
が
斯
様
な
証
明
で
も
そ
れ
が
数
多
く
γE
も
多

方
面
か
ら
な
さ
れ
､
某
等
の
与
え
る
蓋
然
性
が
総
て
同

1
結
論
を
指
向
し
て
い
る
場
合
に
は
､
最
早
や
単
な
る
蓋
然
性
を
以
て
律
し
切
れ

な
い
強
度
の
必
然
性
を
荷
っ
て
来
る
｡
従
っ
て
斯
様
な
証
明
は
､
そ
の
範
囲
が
広
く
数
が
多
け
れ
は
多
い
程
益
々
其
の
必
然
性
を
高
め
ろ

で
あ
ろ
-
｡
だ
と
す
れ
ば
前
記
の
方
面
か
ら
以
外
に
如
何
な
る
分
野
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
-
か
｡
先
.つ
先
程
の
細
部
形
式
面
乃
至
様
式

面
は
特
に
国
内
基
準
作
と
の
比
較
に
重
点
を
置
い
た
が
､
今
や
当
代
に
於
け
る
総
て
の
遺
品
を
対
象
と
す
る
処
迄
来
た
の
で
､
そ
の
細
部

形
式
の
種
環
も
系
統
も
多
き
を
加
え
て
来
る
｡
従
っ
て
之
を
級
蟹
に
分
析
し
'
次
第
に
新
し
い
調
査
発
見
を
増
加
し
っ
1

あ
る
大
陸
遺
品

の
形
式
と
比
較
照
合
す
る
事
に
依
っ
て
､
出
来
る
限
り
の
整
理
系
統
づ
け
を
行
-
事
は
､
仮
令
比
れ
の
み
で
我
国
遺
品
の
造
顕
年
次
を
決

定
す
る
事
は
出
来
ぬ
と
も
､
こ
ゝ

に
言
-
綜
合
的
研
究
の

一
つ
の
重
要
な
支
柱
た
り
得
る
事
は
申
す
迄
も
な
い
(
例
え
は
文
様
'
服
飾
等
の

み
を
独
立
に
板
出
し
研
究
す
る
事
も
可
能
で
あ
る
)
.
次
は
宗
教
史
的
面
で
あ
る
｡
例
え
は
前
記
法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
像
に
対
し
て
'
推

古
十
五
年
頃
に
は
采
だ
我
国
に
薬
師
信
仰
は
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
の
理
由
で
之
を
否
定
せ
ん
と
す
る
説
は
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
が
､

其
他
弥
勧
菩
薩
と
半
伽
思
惟
形
像
と
の
関
係
､
中
宮
寺
如
意
輪
観
音
'
法
隆
寺
虚
空
蔵
菩
薩

(
百
済
観
音
)
の
名
称
を
巡
っ
て
の
諸
説
､

法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像
附
属
の
七
星
剣
に
就
い
て
な
ど
既
に
問
題
と
な
っ
た
も
の
も
決
し
て
抄
L
と
し
な
い
｡
従
っ
て
今
後
と
も
此
の
方

面
か
ら
更
に
何
等
か
の
支
援
が
与
え
ら
れ
る
可
能
性
は
大
き
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
｡
例
え
は
歴
代
天
皇
の
仏
教
政
策
や
高
僧
､
貴
顕
達
.

の
信
仰
活
躍
状
況
な
ど
か
ら
当
時
の
造
像
事
情
に
対
し
て
相
当
度
の
照
明
が
可
能
で
あ
ろ
-
｡
更
に
政
治

･
経
済
面
か
ら
の
追
求
も
当
然
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考
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
半
島
三
韓
及
び
支
那
晴
唐
と
我
が
国
と
の
国
際
関
係
'
乃
至
半
島
と
の
支
那
大
陸
と
の
関
係
等
か
ら
大
陸
仏

像
株
式
伝
来
の
消
長
が
云
々
さ
れ
る
の
は
､
我
が
国
美
術
史
学
誕
生
以
来
絶
え
ず
行
わ
れ
続
け
て
来
た
事
で
あ
る
が
､
今
後
と
も

一
般
歴
く

史
学
の
進
展
と
歩
調
を
合
わ
せ
そ
の
価
値
が
減
ず
る
事
は
あ
る
ま
い
｡
借
て
こ
の
他
ま
だ
ま
だ
色
々
の
面
か
な
救

援

の
手

が
差

伸

べ

ら
れ
る
で
あ
ろ
-
が
､
斯
様
に
考
え
て
来
る
と
余
り
に
も
そ
の
視
野
が
拡
大
し
過
ぎ
､
一
人
の
人
間
の
頭
悩
に
堪
え
得
ぬ
は
か
り
で
な
く
､

又

一
個
の
美
術
史
学
と
し
て
の
自
律
性
を
喪
失
し
は
せ
ぬ
か
と
の
危
憧
さ
え
覚
え
る
｡
だ
が
最
初
に
当
っ
て
述
べ
た
如
く
既

に
或

程

度
.

の
自
律
的
様
式
発
展
が
保
証
さ
れ
た
後
代
の
研
究
な
ら
は
兎
も
角
当
代
の
如
き
特
殊
な
歴
史
的
時
代
に
当
っ
て
は
安
心
し
て
美
術
史
学
の

内
部
に
止
ま
り
得
な
い
は
か
り
で
な
く
､
そ
れ
で
は
寧
ろ
学
問
的
に
忠
実
な
道
程
を
踏
ん
で
の
結
論
を
導
き
出
す
事
さ
え
出

来

な

い
｡

と
は
言
え
勿
論
美
術
史
学
外
の
論
証
の
み
で
当
代
彫
刻
を
云
々
し
ょ
-
と
言
-
の
で
は
決
し
て
な
い
｡
美
術
史
学
内
も
学
外
も

経

て
を
･

含
め
出
来
得
る
限
り
の
論
証
を
動
員
し
て
､

一
つ
で
も
多
く
の
蓋
然
性
を
何
等
か
の
結
論
に
向

っ
て
指
向
し
よ
う
と
言
-
の
で
あ
る
｡
而

も
其
の
結
論
は
飽
く
迄
も
当
代
彫
刻
様
式
の
推
移
系
譜
と
言
っ
た
美
術
史
学
内
の
問
題
で
あ
る
か
ら
'
こ
の
方
向
を
見
失
わ
ざ
る
限
り
美

術
史
学
外
か
ら
の
論
証
を
行
-
場
合
で
も
'
そ
れ
を
過
大
視
し
た
り
道
を
踏
迷

っ
た
り
す
る
事
は
あ
る
ま
い
｡
兎
に
角
当
代
の
彫
刻
史
は

斯
様
な
方
法
論
に
依
ら
ざ
る
限
り
着
実
な
結
論
は
見
出
せ
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
'
現
在
次
第
に
重
き
を
加
え
つ
1

あ
る
結
論
が
仮
令
本

方
法
論
に
よ
る
結
論
と

一
致
す
る
と
し
て
も
､
そ
れ
を
説
く
に
当
っ
て
如
何
な
る
研
究
法
に
依
っ
て
い
る
か
を
明
か
に
し
な
い
限
り
私
に

は
何
と
し
て
も
隔
靴
掻
痔
の
感
を
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
｡
殊
に
先
に
選
び
出
し
た
四
乃
至
六
の
基
準
作
が
順
調
な
様
式
発
展
の
線
に
添
･

っ
て
い
る
為
､
時
代
相
に
言
及
せ
ず
し
て
之
を
そ
の
儀
他
の
遺
品
に
敷
術
し
て
も
同
様
な
結
論
に
到
達
す
べ
く
'
之
で
は
到
達
点
は
同
じ

で
も
学
的
忠
実

･
慎
重
さ
の
点
で
組
す
る
事
が
出
来
な
い
｡
然
し
反
面
私
の
説
く
斯
様
な
綜
合
的
研
究
法
は
'
瞳

々
な
方
面
か
ら
の
研
究
-

成
果
と
の
矛
盾
を
避
け
て
行
く
と
言
-
意
味
で
'
甚
だ
消
塩
的
な
研
究
法
と
言
-
べ
く
､
従

っ
て
そ
れ
に
依
っ
て
得
ら
れ
る
結
論
も
謂
わ

は
八
方
美
人
的
な
弱
き
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
事
と
思
-
｡
だ
が
そ
れ
も
仕
方
な
い
｡
華
々
し
く
男
性
的
な
論
法
よ
り
地
味
な
道
の
特
に

W
.忠);tr
.JL'汁･.I.-jJ.しま
･L･,うJ.W

･W
IJr'JI.
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要
求
さ
れ
る
の
が
当
代
の
特
相
と
思
え
る
｡

註

近
年
飛
鳥

･
白
鳳
時
代
の
分
期
に
関
し
或
は
叉
白
鳳
時
代
の
存
在
'
非
存
在
に
関
L
t
彫
刻
史
上
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
'
本
論
文
で
は
此

の

点
に
は

7
切
触
れ
ず
t

T
応
両
時
代
を
纏
め
て
'
仏
教
伝
来
か
ら
大
化
改
新
頃
迄
と
し
て
取
扱

っ
た
｡
何
故
な
ら
斯
様
な
問
題
を
論
ず
る
に
先
立
っ

て
t

T
度
出
発
点
に
立
帰
-
'
当
代
彫
刻
史
研
究
の
限
本
態
度
そ
の
も
の
に
反
省
を
加
え
て
見
る
必
要
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
｡
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