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広
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寺

高

冠

弥

勤

菩

薩

像

京
都
広
隆
寺
に
は
有
名
な
二
鉢
の
木
造
半
蜘
思
惟
像
が
あ
り

(
俗
に

一
を
高
冠
∧
宝
冠
>
弥
勤
､
他
を
高
撃
∧
泣
>
弥
勘
と
言
-
)
'

痔
に
高
冠
弥
勤
は
そ
の
優
し
く
も
清
ら
か
な
尊
容
姿
態
の
故
に
古
来
人
口
に
腺
爽
し
た
像
で
あ
る
が
､
単
に
そ
の
輯
稀
な
美
し
さ
の
故
に

我
彫
刻
史
上
重
要
な
遺
品
で
あ
る
は
か
り
で
な
く
､
又
こ
の
像
を
朝
鮮
作
と
見
る
か
或
は
日
本
作
と
見
る
か
に
依
り
我
が
七
世
紀
彫
刻
様

式
の
理
解
の
仕
方
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
さ
ず
に
は
お
か
ぬ
点
で
も
極
め
て
重
要
な
作
品
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
先
ず
そ
の
理
由
を
簡

単
に
説
明
し
て
置
こ
う
｡
今
か
り
に
之
を
朝
鮮
作
と
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
｡
日
本
書
紀
推
古
天
皇
十

一
年
条
に

｢
十

1
月
己
亥
朔
皇
太
子
謂
二
諸
大
夫
一日
､
我
有
二
尊
仏
像
1､
誰
得
二
是
像
一以
恭
拝
｡
時
秦
造
河
勝
進
日
'臣
拝
レ
之
.
便
受
二
仏
像
1因
以

造
二
峰
岡
寺
ご

0
0
0

と
あ
る
そ
の
尊
仏
像
と
結
び
つ
く
事
と
な
り
､
結
局
推
古
天
皇
十

一
年
頃
既
に
止
利
様
式
と
は
異
な
っ
た
斯
様
な
様
式
が

一
方
に
存
在
し

た
事
実
を
証
明
す
る
有
力
な
手
掛
り
を
提
供
す
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
｡
勿
論
単
な
る

一
外
来
像
の
存
在
だ
け
で
直
ち
に
我
国
に
於
て
そ

の
像
の
様
式
に
則

っ
た
造
像
が
行
わ
れ
た
と
結
論
す
る
事
は
出
来
な
い
｡
然
し
前
記
書
紀
の
文
面
か
ら
し
て
､
少
く
と
も
公
の
場
所
で
聖

徳
太
子
自
ら
が
群
臣
に
示
さ
れ
且
つ
権
臣
の
一
人
が
そ
の
為
に
わ
ざ
わ
ざ
寺
を
作
り
更
に
日
本
書
紀
に
迄
そ
の
由
来
の
記
録
さ
れ
た
程
の

像
で
あ
る
｡
仮
令
止
利

一
派
及
び
そ
の
保
護
者
た
る
性
格
を
有
す
る
宮
廷
や
蘇
我
氏
に
は
受
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
､
左
程
の
有
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名
像
が
当
時
の
我
が
道
像
界
に
何
等
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た
と
見
る
の
は
却
っ
て
不
自
然
と
言
わ
ね
は
な
る
ま
い
｡
か
く
し
て
推
古

期
に
止
利
派
以
外
に
も
多
瞳
の
様
式
が
多
元
的
に
ー並
存
し
た
と
考
え
る
論
者
に
と
っ
て
木
像
は
強
力
な
実
証
的
証
拠
と
な
る
の
に
対
し
'

逆
に
推
古
朝
彫
刻
を
止
利
様
式
の
み
と
す
る
所
謂

二
刀
論
者
に
と
っ
て
は
帝
政
上
至
っ
て
面
倒
な
遺
品
と
し
て
立
ち
は
だ
か
っ
て
来
る
の

で
あ
る
｡
次
に
木
像
を
日
本
作
と
す
れ
ば
ど
-
な
る
か
｡

一
元
論
者
に
と
っ
て
は
木
像
の
優
娩
な
情
趣
性
や
人
体
'
台
座
'
裳
等
に
対
す

る
即
物
的
観
照
性
へ
の
進
展
度
等
か
ら
し
て
'
之
を
飛
鳥
の
静
止
的
正
面
観
照
性
に
な
る
止
利
様
式
か
ら
天
平
の
動
的
丸
彫
的
観
照
性
へ

の
自
律
的
様
式
発
展
径
路
に
於
け
る

一
つ
の
明
確
な
様
式
階
梯
を
示
す
遺
品
と
し
て
坂
上
げ
る
事
が
出
来
る
の
に
対
し
'
多
元
論
者
に
と

っ
て
は
飛
鳥
様
式
の
多
元
性
を
証
拠
づ
け
る
有
力
な
板
拠
を

一
つ
失
-
事
と
な
る
わ
け
で
あ
る
｡

'･' ∴

所
で
我
が
推
古
朝
彫
刻
に
対
す
る
今
述
べ
た
二
つ
異
な
っ
た
考
え
方
'
即
ち

一
は
多
種
様
式
が
並
び
行
わ
れ
た
が
そ
の
中
の
発
展
性
あ

る
様
式
が
他
の
様
式
の
影
響
を
受
け
つ
ゝ

次
代
に
引
継
が
れ
進
展
し
て
行
っ
た
と
し
'
他
は
推
古
期
に
は
専
ら
止
利
様
式
の
み
が
行
わ
れ

之
を
起
点
と
し
て
一
元
的
に
様
式
発
展
が
示
さ
れ
た
と
す
る
二
つ
の
考
え
方
の
論
拠
は
何
処
に
あ
る
だ
ろ
-
か
｡
夫
々
の
立
場
に
於
て
為

さ
れ
る
詳
細
な
論
証
は
お
き
最
も
取
木
的
と
思
わ
れ
る
点
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
ろ
-
｡
先
ず
多
元
論
の
考
え
方
か
ら
言
-
と
当

時
の
日
本
が
仏
像
造
立
の
手
本
と
せ
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
朝
鮮
乃
至
中
国
の
仏
像
様
式
は
決
し
て
単

1
な
様
式
で
は
な
く
地
域
的
乃
至
時

間
的
に
差
の
あ
る
多
様
な
様
式
で
あ
っ
た
｡
而
も
当
時
の
日
本
は
初
め
て
仏
像
な
る
も
の
又
本
格
的
な
彫
刻
な
る
も
の
に
接
し
た
は
か
り

の
頃
と
し
て
'
自
国
の
受
容
す
る
様
式
に
坂
捨
撰
択
を
加
え
る
だ
け
の
力
が
あ
っ
た
筈
は
な
く
'
大
陸
か
ら
直
轟
間
接
に
伝
え
ら
れ
る
多

様
な
様
式
を
殆
ん
ど
其
儀
に
受
入
れ
手
本
と
し
た
に
相
違
な
い
｡
従
っ
て
如
何
な
る
民
族
に
も
共
通
的
に
見
ら
れ
る
様
式
発
展
の
公
式
的

筋
道
'
即
ち
抽
象
的
か
ら
写
実
的
へ
'
静
的
か
ら
動
的
へ
'
浮
彫
的
か
ら
丸
彫
的
へ
の
発
展
過
程
か
ら
見
れ
ば
当
然
そ
の
発
展
段
階
に
差

の
認
め
ら
れ
る
種
々
様
式
も
､
以
上
の
如
き
当
時
の
Eb本
の
史
的
状
況
か
ら
考
え
れ
ば
同
時
に
並
存
し
て
ち
っ
と
も
差
支
な
い
は
か
り
で
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な
く
'
寧
ろ
斯
様
に
考
え
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
と
す
る
｡
そ
し
て
斯
様
な
見
方
を
裏
付
け
る
具
体
的
遺
品
と
し
て
は
四
十
八
体
仏
中

辛
亥
銘
観
音
像
を
崇
峻
天
皇
四
年

(
五
九

一
)
に
'
同
じ
く
四
十
八
体
仏
中
丙
黄
銘
半
伽
思
惟
像
を
推
古
天
皇
十
四
年

(
六

〇
二
)
に
当
.

で
る
他
､
無
銘
の
法
隆
寺
夢
殿
観
音
像
･法
隆
寺
百
済
観
音
像
･中
宮
寺
半
伽
思
惟
像

･
広
隆
寺
半
伽
思
惟
優
等
も
す
べ
て
推
古
朝
の
作
と

す
る
の
が

一
般
で
あ
る
｡
次
に

二
冗
論
の
論
拠
は
ど
-
か
と
言
-
に
､
そ
れ
は
前
者
の
如
く
当
時
の
中
国
文
化
圏
内
に
於
け
る
日
本
の
史
的

立
場
を
云
々
す
る
事
よ
り
も
寧
ろ
当
時
の
彼
我
仏
像
遺
品
そ
の
も
の
に
よ
り
重
点
を
置
き
'
そ
れ
等
に
対
す
る
厳
暫
な
様
式

･
技
法
の
比

較
研
究
か
ら
出
発
し
て
い
る
｡
特
に
戦
後
新
し
く
採
用
さ
れ
た
光

学

的
方

法

等
を
用
い
て
我
国
に
相
当
数
遺
存
す
る
七
世
紀
金
銅
仏
の

鋳
造
や
彫
金
等
の
技
法
を
調
査
す
る
と
)
大
体
に
於
て
古
い
様
式
を
示
す
も
の
は
旧
式
の
技
法
に
な
り
,
新
し
い
様
式
を
示
す
も
の
は
新

式
の
技
法
に
依
っ
て
い
る
事
が
分
っ
た

(
｢
光
学
的
方
法
に
よ
る
古
美
術
品
の
研
究
｣
吉
川
弘
文
舘
昭
和
三
十
年
'
野
間
清
六

｢
御
物
金

銅
仏
｣
便
利
堂
昭
和
二
十
七
年
)
｡
所
で
表
面
か
ら
見
ら
れ
る
像
の
様
式
は
兎
も
角
'
鋳
金
や
彫
金
等
の
技
術
面
は
旧
か
ら
新

へ
と
必
ず

順
を
追

っ
て
発
達
す
べ
き
筈
で
あ
る
か
ら
'
斯
様
に
様
式
の
新
旧
と
技
法
の
新
旧
と
が

一
致
す
る
以
上
矢
張
古
い
様
式
は
古
い
時
代
に
新

し
い
様
式
は
新
し
き
時
代
に
作
ら
れ
た
事
と
な
る
｡
か
く
し
て
推
古
朝
は
専
ら
古
様
式
の
止
利
様
式
の
み
で
占
め
ら
れ
'
そ
の
正
面
観
照

的
抽
象
的
厳
格
な
様
式
を
出
発
点
と
し
て
以
後
次
第
に
丸
彫
的
有
機
的
写
実
様
式
へ
と
進
展
し
て
行
っ
た
と
解
す
る
｡
従
っ
て
こ
1

で
は

推
古
朝
の
遺
品
と
し
て
は
当
然
止
利
様
式
の
仏
像

(
安
居
院
釈
迦
如
来
像
･
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像

･
法
隆
寺
宝
蔵
戊
子
年
銘
釈
迦
≡

尊
像

･
同
止
利
式
金
銅
菩
薩
立
像
等
)
の
み
に
限
ら
れ
'
前
紀
四
十
八
体
仏
中
辛
亥
銘
観
音
菩
薩
像
は
孝
徳
天
皇
自
推
二
年

(
六
五
一
)

に
'
同
じ
く
四
十
八
体
仏
中
丙
黄
銘
半
軌
思
惟
像
は
天
智
天
皇
五
年

(
六
六
六
)
に
当
て
ら
れ
る
と
共
に
無
銘
の
前
記
諸
像
は
す
べ
て
野

-

明
朝
以
後
に
夫
々
の
示
す
様
式
発
展
の
程
度
に
応
じ
て
､
止
利
様
式
を
起
点
と
し
天
平
様
式
を
到
着
点
と
す
る
直
線
的
様
式
推
移
の
道
筋

に
適
当
に
配
置
さ
れ
る
事
と
な
る
の
で
あ
る
｡
斯
様
に
し
て
広
隆
寺
高
冠
弥
勘
像
は
こ
の
立
場
の
最
近
の
説

(
例
え
ば
上
野
直
昭

｢
日
本

彫
刻
図
録
｣
朝
日
新
聞
社
昭
和
三
十
二
年
)
に
依
れ
ば
'
中
宮
寺
半
軌
思
惟
像
等
に
尚
残
存
す
る
飛
鳥
の
厳
格
な
様
式
が
解
体
し
即
物
的
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載
熊
野
段
喝
に
進
ん
だ
も
の
と
し
て
.
奈
良
前
期
彫
刻
例
え
は
法
隆
寺
夢
違
観
音
像

･
鵜
林
寺
聖
観
音
像

･
深
大
寺
釈
迦
如
来
像

･
法
隆

寺
橘
夫
人
阿
弥
陀
三
尊
像
等
に
対
す
る
先
駆
的
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡

借
て
以
上
互
に
異
な
る
両
説
を
公
平
に
判
断
す
る
に
､
前
者
は
当
時
の
彼
我
文
化
交
渉
と
い
-
歴
史
的
背
景
を
重
視
し
'
其
処
か
ら
最

も
自
然
な
我
国
の
造
像
状
況
を
想
定
す
る
点
に
捨
て
難
い
魅
力
を
持
つ
が
他
方
そ
の
想
定
さ
れ
た
造
像
状
況
を
実
証
的
に
証
明
す
る
に
足

る
だ
け
の
具
体
的
遺
品
の
口王
示
に
力
弱
き
嫌
な
し
と
し
な
い
｡
而
し
て
後
者
に
あ
っ
て
は
最
初
か
ら
具
体
的
遺
品
を
中
心
に
し
て
の
論
証

だ
け
に

一
見
実
証
的
と
言
-
点
で
は
甚
だ
有
力
で
'
凝
っ
て
又
現
代
の
新
し
い
日
本
彫
刻
史
学
の
動
向
は
次
第
に
こ
の
説
に
憤
き
つ
1

あ

る
様
で
あ
る
が
､
然
し
こ
の
場
合
様
式
､
技
法
研
究
の
資
料
と
し
て
板
上
げ
ら
れ
た
遺
品
が
四
十
八
体
仏
英
他
の
小

･
中
金
銅
仏
を
中
心

と
し
て
お
り
､
そ
の
殆
ん
ど
が
製
作
地
も
製
作
年
代
も
不
明
な
の
で
あ
る
｡
即
ち
そ
の
中
に
は
相
等
多
数
の
外
来
像
が
混
入
し
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ
等
に
対
す
る
厳
密
な
批
判
抜
き
に
導
き
出
さ
れ
た
結
論
が
果
し
て
正
し
い
か
否
か
若
干
の
疑
問
な
し

と
し
な
い
は
か
り
で
な
く
'
又
当
時
の
造
像
技
術
保
持
者
は
主
と
し
て
帰
化
外
来
工
人
で
あ
り
'
彼
等
は
そ
の
技
術
に
依
っ
て
の
み
宮
廷

や
貴
族
に
畳
要
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
'
又
そ
れ
等
帰
化
工
人
の
出
自
は
夫
々
に
異
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
'
現
代
の
如
く
新
技

法
の
伝
来
が
直
ち
に
他
の
仏
師
団
に
迄
伝
え
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
と
す
れ
ば
新
技
法
新
時
代
､
旧
技
法
旧
時
代
と
直
ち
に
断
定

す
る
事
に
は
飛
躍
が
あ
り
'
既
に
最
も
根
本
的
な
点
に
於
て
何
か
割
切
れ
ぬ
も
の
を
残
す
こ
と
と
な
る
｡

斯
様
に
し
て
両
説
と
も
夫
々
に
長
所
短
所
を
有
し
結
局
飛
鳥
様
式
を
多
元
的
と
見
る
か

二
刀
的
と
見
る
か
未
だ
定
説
を
得
て
い
な
い
頃

状
で
あ
る
｡
か
ゝ

る
美
術
史
界
の
動
向
を
振
返
っ
て
見
る
時
､
最
初
に
述
べ
た
様
な
広
隆
寺
高
冠
弥
勤
倹
の
帰
趨
が
我
が
七
世
紀
彫
刻
に

と
っ
て
如
何
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
よ
く
納
得
出
来
る
こ
と
1
忠
-
｡

√

借
て
で
は
次
に
こ
の
広
隆
寺
像
を
朝
鮮
作
或
は
日
本
作
と
す
る
説
に
ど
の
様
な
も
の
が
あ
る
だ
ろ
-
か
｡
先
ず
朝
鮮
説
で
あ
る
が
ま
/
､
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は
そ
の
論
拠
の
殆
ん
ど
が
文
献
的
考
証
に
よ
っ
て
い
た
が
'
最
近
木
像
の
材
質
が
当
時
の
日
本
木
彫
に
は
珍
し
い
マ
ツ
材

(
ア
カ
マ
ツ
或

は
ク
ロ
マ
ツ
)
と
分
っ
て

(
小
原
二
郎

｢
上
代
彫
刻
の
材
料
的
考
察
｣
仏
芸

二
二
)

一
層
の
重
み
を
加
え
る
事
と
な
っ
た
｡
そ
こ
で
先
ず

文
献
的
考
証
で
あ
る
が
木
像
に
関
す
る
史
料
と
し
て
次
の
如
き
を
挙
げ
て
い
る
｡

8
日
本
書
紀
推
古
天
皇
十

1
年
粂

(
前
掲
)

⑧

寛
平
二
年

(
八
九

〇
)
広
隆
寺
資
財
校
替
実
線
張

｢
金
色
弥
勘
菩
薩
像

一
姫
所
謂
太
子
木
藤
御
形
｣

⑧

永
万
元
年

(
一
一
六
五
)
広
隆
寺
来
申
記

｢
金
銅
弥
菩
勘
薩
像
篭

駐
椎
葉

苧

二
年
晋

舌

済
国
一献
二
之
聖
徳
太
子
芸

子
於
二小
墾
田
宮
一賜
二
之
秦
川
勝
遥

像
霊
験
不
可

思
議
-
｣

そ
し
て
此
処
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
夫
々
相
互
無
関
係
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

(
即
ち
其
の
中
の
一
を
他
の
引
用
と
は
考
え
な

い
)
'
且
つ
経
て
夫
々
の
時
代
の
伝
来
を
其
儀
に
記
し
た
も
の
と
考
え
る
｡
そ
し
て
結
局
現
広
隆
寺
高
冠
弥
勤
倹
は
推
古
天
皇
十

一
年
の

0
0
0

尊
仏
像
に
相
異
な
し
と
断
定
す
る
の
で
あ
る
｡

次
は
材
質
の
マ
ツ
で
あ
る
が
'
我
が
飛
鳥
時
代
の
木
彫
像
は
現
在
分
っ
て
い
る
限
り
で
は
そ
の
殆
ん
ど
が
棒
材
を
使
っ
て
い
る
の
で
.マ

ツ
材
は
甚
だ
異
例
と
言
-
事
に
な
り
'
且
つ
小
原
氏
に
依
れ
ば
こ
の
材
は
朝
鮮
に
も
存
在
す
る
と
あ
る
処
か
ら
朝
鮮
作
を
想
定
す
る
こ
と

1

な
る
の
で
あ
る
｡

●

次
は
様
式
的
観
点
か
ら
の
論
証
で
あ
る
が
'
之
を
先
頭
に
立
て
ゝ
朝
鮮
作
を
想
定
し
た
も
の
は
殆
ん
ど
な
く
経
て
先
の
文
献
的
論
証
を

第

一
と
し
様
式
論
は
第
二
義
的
に
瀬
扱
っ
て
い
る
｡
即
ち
推
古
朝
に
存
在
し
た
と
文
献
的
に
考
え
ら
れ
る
木
像
の
様
式
を
'
当
時
我
国
で

■

最
も
重
く
用
い
ら
れ
た
止
判
様
式
と
比
較
す
る
と
非
常
に
異
質
的
な
も
の
を
感
ず
る
ば
か
り
で
な
く
'
旧
李
王
家
博
物
館
に
木
像
と
形
相

様
式
の
殆
ん
ど

一
致
す
る
金
銅
半
軌
思
惟
像
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
'
朝
鮮
作
と
見
放
す
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
｡
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兵
長
近
井
上
正
氏
が
宵
華
耗
上
で

.(
井
上
正

｢
中
宮
寺
半
軌
思
惟
像
に
つ
い
て
｣
国
華
八

1
九
号
)
相
当
詳
細
な
様
式
論
を
展
開
し
て
お

ら
れ
る
･の
で

1
応
要
約
的
に
も
紹
介
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
｡

(
但
し
氏
も
先
人
同
様
文
献
的
証
明
を
第

1
と
し
様
式
論
は
副
次
的
に
扱

っ
て
お
ら
れ
る
)
そ
れ
に
依
れ
ば
朝
鮮
の
半
軌
思
惟
形
像
は
そ
の
安
坐
の
姿
勢
が
西
洋
の
所
謂
写
実
的
観
照
か
ら
捕
え
ら
れ
た
も
の
を
基

本
と
し
､
止
利
様
式
の
如
く
外
部
か
ら
の
抽
象
に
依
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
な
い
｡
之
を
具
体
的
聖
1日
-
な
ら
は
上
体
が
右
前
に
傾
く
そ
の

姿
体
の
動
き
が
柔
軟
で
あ
り
'
衣
は
台
座
に
か
な
り
密
着
し
た
遣
り
方
に
な
っ
て
い
る
の
が
大
部
分
で
あ
り
､
又
体
の
重
心
が
右
に
偏
す

る
た
め
楊
座
の
後
､
右
尻
の
当
る
部
分
が
凹
む
と
言
-
写
実
的
表
現
に
な
る
｡
そ
し
て
細
部
や
表
面
の
仕
上
げ
は
寧
ろ
荒
く
大
づ
か
み
と

な
っ
て
い
る
っ
而
し
て
以
上
の
如
き
朝
鮮
半
軌
思
惟
像
の
特
徴
を
念
頭
に
お
き
'
広
隆
寺
宝
冠
弥
勧
像
と
中
宮
寺
半
軌
思
惟
像
と
を
比
較

す
る
と
､
後
者
が
以
上
の
特
徴
か
ら
遠
く
拒
り
止
利
様
式
の
伝
統
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
に
対
し
､
前
者
は
逆
に
朝
鮮
像
的
特
徴
を

多
分
に
示
す
｡
従
っ
て
後
者
が
日
本
作
と
見
ら
れ
る
の
に
対
し
前
者
は
朝
鮮
作
と
し
て
様
式
的
に
も
文
献
か
ら
の
結
論
と
矛
盾
し
な
い
と

言
う
の
で
あ
る
｡

借
て
以
上
が
広
隆
寺
高
冠
弥
勧
像
を
朝
鮮
作
と
す
る
説
の
大
要
で
あ
る
が
､
次
に
之
を
日
本
作
と
す
る
説
は
ど
-
で
あ
ろ
-
か
｡
こ
の

説
を
な
す
の
は
当
然
飛
鳥
彫
刻

一
元
論
の
立
場
に
あ
る
人
達
で
あ
っ
て
､
其
の
頭
の
中
に
は
広
隆
寺
像
の
如
き
進
ん
だ
様
式
が
推
古
朝
に

止
利
様
式
と
並
ん
で
行
わ
れ
る
筈
が
な
い
と
の
考
え
方
が
根
底
と
な
っ
て
潜
ん
で
い
る
｡
其
処
で
先
ず
朝
鮮
説
の
第

一
論
拠
た
る
文
献
史

料
の
否
定
が
な
さ
れ
ね
は
な
い
｡
そ
の
説
を
聞
こ
-
｡
内
藤
藤

一
郎
氏
の
指
摘
さ
れ
る
所
に
依
れ
は

へ
東
洋
美
術
特
輯

｢
日
本
美
術
史
二

､
飛
鳥
時
代
｣
所
収
論
文
)
'
朝
鮮
群
載
に
東
和
三
年

(
八
三
六
)
の
広
隆
寺
縁
起
が
収
め
ら
れ
て
お
り
そ
の
冒
頭
に

｢
謹
検
11日
本
書
紀
11玄
｣

と
あ
り
'
又

｢去
延
居
中
､
別
当
法
師
秦
鳳
窃
二
坂
縁
起
資
財
帖
等
7
又
去
弘
仁
九
年
逢
二
非
常
之
火
災
一'
堂
塔
歩
廊
縁
起
維
公
文
等
悉
焼
亡
-
｣
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とある記載からすると､既にこの縁起を記すにに当って拠るべき寺側の古文書顔がすべて弘仁九年(八1八)に焼失して終っているので止むなく日本書紀の文に依って創立の事を記した事が分る｡従ってこの縁起より後に作られた寛000平の資財張や広隆寺来由記の記載等はすべてその源は書紀推古天皇十一年条にある可能性が強い｡とすれば只尊仏像とだけしか書かれていない書紀の像を直ちに現広隆寺高冠弥勤像に当てる事は無理であり'又更に想像を還しくすれば弘仁九年の火災には堂塔歩廊等の建築物は勿論'縁起公文等持出し易い文書顔迄悉く焼亡した程だったから､その仏像宝物類も或は焼失して終っだのではないか｡とすれば現高冠弥勧像も弘仁九年以後に他から入ったものと考え得られぬでもなく'益々木像を前掲三つの史料だけで推古紀十一年条の仏像に当てる事には無理があるとする｡次に様式的観点から日本作を論じた研究であるが寡聞にして未だこの種の論文に接した事がない｡それは或は前にも記した如く一元論の論拠が四十人体仏英他の小中金銅仏の綜合的様式研究を中心にしているので'広隆寺像はどちらかと言えはこの論にとっての第一資料ではなかった為其処迄徹底した用意がなされず軽く日本作として扱われて来た故でもあろ-か｡兎に角朝鮮説にとっての先に挙げた文献史料を消極的に否定するのみで'積極的に之を日本作として論証

したものはないようである｡

以上が朝鮮説日本説の大要であるが之等に対七て1応私見を述べておきたい｡先ず文献史料の解釈であるが公平に見て日本説に言-如く東和三年以後の史料に対しては余程の注意が必要で之をその儀に用いる事には無理があろう｡

000

従ってそれだけで書紀の尊仏像を直ちに現広隆寺像に結びつけて考えるのは取拠薄弱と言わねはならぬが'然しなが

000

ら他面､書紀の尊仏像は現広隆寺像に非ずとする横転的理由が提出されぬ限り'単に朝鮮説の挙げる史料は信用し兼ねると言-理由だけで之を全面的に否定し去る事にも無理があると言わねはなるまい｡従って結局現在迄に提出され

た文献で云々する限り､朝鮮説日本説何れにも決定的な軍配は挙げ兼ねるであろ-0
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次
比
朝
鮮
説
の
マ
ツ
材
云
々
で
あ
る
が
.成
雀
飛
鳥
時
代
の
木
彫
像
の
大
部
分
は
棒
材
に
ょ
っ
て
い
る
か
ら
マ
ツ
材
で
あ
る
と
言
-
事
は

甚
異
例
で
あ
る
に
相
違
な
い
｡
然
し
な
が
ら
た
ま

-
遺
存
し
た
当
時
の
仏
像
が
棒
材
で
あ
る
か
ら
と
言

っ
て
'
こ
の
時
代
に
作
ら
れ
た

木
彫
像
の
総
て
が
絶
対
に
棒
材
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
-
理
由
は
な
く
､
又
反
面
朝
鮮
三
国
時
代
の
木
彫
像
に
は
マ
ツ
材
が
使
用
さ
れ

た
と
言
-
証
拠
も
定
か
で
は
な
い
｡
而
し
て
広
隆
寺
像
に
使
わ
れ
て
い
る
松
材
は
日
本
に
於
て
も
自
由
に
手
に
入
れ
得
る
材
で
あ
っ
て
見

れ
ば
､
異
例
の
マ
ツ
材
で
あ
る
と
言
-
こ
と
が

1
体
ど
れ
程
の
重
み
で
朝
鮮
説
を
裏
づ
け
る
理
由
と
な
る
か
之
も
若
干
の
敵

な

し

と
し

な

い｡

.

か
く
て
文
献
面
か
ら
も
材
質
面
か
ら
も
他
を
納
得
せ
し
め
る
だ
け
の
論
証
を
な
し
得
ぬ
と
な
れ
ば
残
る
所
は
様
式
論
の
み
で
あ
る
｡
然

る
に
前
述
の
如
く
こ
の
方
面
の
研
究
は
至

っ
て
貧
弱
で
わ
ず
か
に
前
記
井
上
氏
の
朝
鮮
説
を
見
る
だ
け
で
'
こ
の
面
か
ら
の
日
本
説
に
は

按
す
る
事
が
出
来
な
い
｡
従

っ
て
こ
の
面
で
は
前
記
文
献
面
の
如
く
両
説
を
比
較
換
討
す
る
わ
け
に
行
か
ぬ
の
で
あ
る
が
実
は
私
は
兼
々

木
像
を
様
式
的
に
日
本
的
な
る
も
の
と
見
て
来
た
為
非
才
を
省
み
ず
こ
ゝ

に
自
説
を
述
べ
て
識
者
の
叱
正
を
期
待
す
る
事
と
し
た
｡

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

借
て
広
隆
寺
高
冠
弥
勘
像
は
朝
鮮
作
か
日
本
作
か
を
様
式
的
に
論
ず
る
に
当
っ
て
様
式
比
較
上
非
常
に
便
利
な
朝
鮮
金
銅
半
軌
思
惟
像

が
旧
李
王
家
博
物
館
に
蔵
さ
れ
て
い
た
｡
こ
の
像
は
新
羅
の
旧
都
慶
州
南
五
陵
虻
附
近
か
ら
出
土
し
た
も
の
と
伝
え
ら
れ

(
関
野
貞

｢
朝

鮮
の
建
築
と
芸
術
｣
)
そ
の
形
式
が
我
が
広
隆
寺
像
に
酷
似
す
る
点
で
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
来
た
像
で
あ
る
が
'
最
近
再
び
千
沢
横
治

氏
に
ょ
っ
て
板
上
げ
ら
れ

(
千
沢
横
治

｢
広
隆
寺
の
半
軌
思
惟
像
に
つ
い
て
｣
ミ
ュ
ー
ゼ
ア
ム
第

二

六

･
二

七
早
)
'
そ
の
出
土
地

に
就
い
て
中
書
功
氏
の
御
教
示
と
し
て
若
干
の
補
正
が
な
さ
れ
る
と
共
に
'
広
隆
寺
像
と
の
形
式
上
の
酷
似
点
を
列
挙
さ
れ
た
上
で
旧
李

王
家
像
を
広
隆
寺
像
の
原
型
と
断
定
さ
れ
た
｡
.

私
も
自
説
を
述
べ
る
に
当
っ
て
之
等
両
像
の
様
式
比
較
か
ら
出
発
し
'
仮
に
千
沢
氏
の
如

く
広
隆
寺
像
を
旧
李
王
家
像
そ
の
も
の
ゝ
直
操
と
迄
断
定
は
出
来
ぬ
と
も
'
少
く
と
も
後
者
は
前
者
よ
り
よ
り
多
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て

一

/

,
JL-
-
..4..
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の
性
格
を
具
有
し
て
お
り
'
従

っ
て
又
前
考
は
後
者
よ
り
よ
り
コ
ピ
ー
的
な
様
式
化
へ
の
傾
向
度
の
強
い
事
を
指
摘
し
'
次
に
第
二
度
と

し
て
そ
の
広
隆
寺
像
の
様
式
化
へ
の
憤
向
の
性
格
は
朝
鮮
的
で
は
な
く
日
本
的
で
あ
る
事
を
説
明
し
よ
-
と
息
-
0

借
て
千
沢
氏
は
両
半
軌
像
の
形
相
上
の
異
同
を
克
明
に
指
摘
さ
れ
た
上
で

｢
以
上
の
如
く
台
座
部
に
お
け
る
形
式
と
帯
布
の
一
部
を
の

ぞ
い
て
､
B
像

(
広
隆
寺
像
J

は
単
に
半
島
風
の
木
彫
半
軌
思
惟
像
と
い
う
よ
う
な
漠
然
と
し
た
も
の
で
は
な
く
'
A
像

(
旧
李
家
像
)

を
原
型
と
し
て
の
制
作
と
は
っ
き
り
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
-
-
｣
と
言
わ
れ
て
お
る
が
'
単
に
形
相
上
の
顔
似
点
を
指
摘
さ
れ
る
の
み

で
'
何
故
に

一
方
が
他
方
の
直
操
と
認
め
ら
れ
る
か
其
の
理
由
を
説
明
さ
れ
な
い
｡
若
し
形
式
の
顔
似
だ
け
で
模
造
と
言
-
な
ら
'
そ
の

殆
ん
ど
が
外
来
像
を
手
本
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
飛
鳥
時
代
の
我
が
仏
像
は
大
体
模
造
と
見
供
さ
れ
る
事
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ

ぅ
か
｡
仮
令
そ
の
原
型
の
二

を
現
在
と
な
っ
て
は
提
出
す
る
事
が
出
来
ぬ
と
も
｡
多
分
千
沢
氏
と
し
て
は
左
様
な
理
由
は

一
々
細
く
説

明
す
る
迄
も
な
く

1
見
明
凍
な
る
も
の
と
し
て
省
略
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
-
が
'
私
と
し
て
は
仮
に
二
像
の
間
に
原
操
の
関
係
を
認
め
る
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

し
て
も
'
模
造
な
ら
模
造
と
し
て
の
そ
の
模
造
の
あ
り
方
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡
原
作
と
模
作
と
は
形
式
上
で
は
酷
似
す
る
の
が
当
然
で

あ
る
が
'
然
し
そ
の
相
似
す
る
形
式
の
奥
に
潜
む
作
者
の
造
形
感
覚
は
明
禄
に
異
な
っ
て
お
り
'
両
も
そ
の
異
な
り
は
同
じ
形
相
を
意
図

し
な
が
も
ら
微
妙
な
様
式
の
相
違
と
な
っ
て
客
観
化
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
｡
そ
の
客
観
化
さ
れ
た
微
妙
な
横
式
の
相
違
に
着
目
し
'
而

し
て
其
の
相
違
の
依

っ
て
来
た
る
べ
き
造
形
感
覚
な
り
芸
術
意
志
な
り
を
探
り
当
て
る
こ
と
こ
そ
原
作
模
作
を
決
定
す
る
鍵
で
あ
る
と
共

に
'
引
い
て
は
朝
鮮
作

･
日
本
作
を
云
々
す
る
拠
所
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
｡
以
下
こ
の
線
に
沿

っ
て
両
半
軌
思
惟
像
を
比
較
し
て
行
く

事
と
し
よ
-
｡

先
ず
全
体
の
構
成
を
正
面
か
ら
見
て
比
較
し
た
場
合

一
見
眼
に
つ
く
大
き
な
相
異
は
像
全
体
を
包
む
外
郭
の
性
質
の
達
で
あ
る
｡
両
像

と
も
短
く
わ
ず
か
上
体
が
右
に
焼
く
が
'
広
隆
寺
像
の
方
が
正
方
形
に
近
い
矩
形
の
上
に
二
等
辺
三
角
形
を
載
せ
た
形
に
略
々
統

一
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
'
旧
李
王
家
像
の
方
は
斯
様
な
規
則
正
し
い
幾
何
学
的
外
郭
を
想
起
さ
せ
な
い
｡
こ
の
竜
を
惹
き
起
す
最
大
の
原
因
は

LSZIU
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-
両
像
の
曲
げ
た
右
足
か
ら
下
方
の
構

造
の
相

違
に
あ
る
｡

即
ち
広
隆
寺
像
の
右
膝
は
右
方
へ
強
く
出
張
る
こ
と
な
く
､
そ
の
下
の
垂
直

に
垂
れ
た
裳
の
右
外
側
線
延
長
上
に
略
々
位
置
し
､
か
く
し
て
こ
の
右
外
側
線
と
曲
げ
た
右
足
歴
と
垂
直
に
踏
下
げ
た
左
足
艦
と
楊
座
の

下
底
線
と
で
正
確
な
矩
形
が
出
来
て
い
る
の
に
対
し
､
李
王
家
像
の
膝
は
強
く
外
方
に
突
出
し
､
而
も
そ
の
下
の
垂
裳
の
外
側
線
は
広
隆

寺
像
の
垂
直
に
下
る
の
と
は
異
な
り
む
し
ろ
下
つ
ぼ
ま
り
に
左
方
に
憤
斜
し
て
い
る
｡
之
だ
け
で
も
既
に
矩
形
的
構
造
は
想
い
浮
か
ば
ぬ

の
に
､
更
に
曲
げ
た
右
下
肢
は
弓
な
り
の
強
敵
な
弧
線
を
描
き

(
広
隆
寺
像
の
夫
は
直
線
的
で
弱
い
)
､
又
裳
の
常
襲
が
風
に
な
び
く
が

如
く
斜
に
下
る
カ
の
こ
も
っ
た
直
線
で
刻
ま
れ
横
座
に
添
っ
て
曲
面
を
作
り
つ
ゝ
側
方
に
廻
る

(
広
隆
寺
像
の
荷
重
は
静
か
に
垂
直
に
垂

れ
る
の
み
な
ら
ず
､
横
座
が
円
筒
形
で
曲
面
を
な
す
の
に
そ
れ
に
は
添
わ
ず
平
面
を
な
し
'
右
側
面
の
裳
の
面
と
直
角
に
交
わ
る
)
｡
従

っ
て
そ
の
表
現
は
如
何
に
も
写
実
的
で
あ
る
と
共
に
､
内
部
か
ら
外
に
向

っ
て
発
動
せ
ん
と
す
る
一
唾
の
荒
々
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
ぜ

し
め
外
枠
の
如
き
外
部
か
ら
庄
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
ゝ
存
在
を
意
識
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
｡

次
は
上
方
の
三
角
形
部
分
で
あ
る
が
先
に
記
し
た
如
く
広
隆
寺
像
の
右
膝
は
旧
李
王
家
像
の
犬
よ
り
内
に
入
っ
て
い
る
為
､
必
然
的
に

そ
の
上
に
乗
る
右
手
肘
も
内
に
入
り
､
其
結
果
右
上
下
騰
が
旧
李
王
家
像
の
夫
よ
り
接
近
し
て
三
角
形
の
外
郭
を

1
層
強
く
感

ぜ

し
め

る
｡
同
様
に
広
隆
寺
像
の
左
手
首
は
'
旧
李
王
家
像
の
夫
よ
り
ず

っ
と
外
側
に
位
置
し
て
い
る
為
､
そ
の
上
下
勝
は

一
直
線
に
近
く
な
り

矢
張
三
角
形
の
一
辺
を
思
わ
せ
る
結
果
と
な
る
｡
更
に
頂
上
の
宝
冠
を
比
較
す
る
と
'
広
隆
寺
像
の
方
が
旧
李
王
家
像
よ
り
は
る
か
に
外

方
へ
の
開
き
少
く
､
従

っ
て
三
角
形
外
郭
の
末
す
ぼ
ま
り
に
上
方
に
立
上

っ
て
行
く
力
を
押
え
る
圧
力
が
弱
い
｡
つ
ま
り
広
隆
寺
寺
像
の

南
下
膳
は
共
に
出
来
周
る
限
り
外
方
に
寄
せ
て
作
ら
れ
て
い
る
為
､
外
郭
線
の
存
在
を

1
層
強
く
印
象
づ
け
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
の
に

対
し
旧
李
王
家
像
の
夫
は
共
に
手
首
を
像
の
中
心
線
近
く
位
置
せ
し
め
'
其
処
を
起
点
と
し
て
外
方
に
肘
を
張

っ
て
行
く
力
動
的
な
作
り

方
と
な
っ
て
い
る
｡
又
宝
冠
は
広
隆
寺
像
の
方
が
す
な
お
に
上
方
に
開
い
て
'
三
角
形
の
立
上
り
に
抵
抗
す
る
カ
を
感
ぜ
し
め
な
い
の
に

対
し
旧
李
王
家
像
の
方
は
ぴ
ん
と
勢
よ
く
斜
側
方
に
張
る
事
に
よ
っ
て
､
像
の
垂
直
に
伸
上
る
力
を

1
応
押
え
る
と
共
に
､
横
た
え
た
右
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下
肢
の
力
強
い
弧
線
と
相
呼
応
し
て

一
種
の
律
動
感
を
か
も
し
出
し
て
い
る
｡
要
す
る
に
広
隆
寺
像
の
方
が
二
等
辺
三
角
形
的
外
郭
の
中

に
静
か
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
'
旧
李
王
家
像
の
方
は
そ
の
様
な
外
郭
を
感
じ
さ
せ
な
い
程
各
部
が
自
由
な
そ
し
て
力
強
い
配
置

と
形
を
も

っ
て
構
成
さ
れ
'
両
像
共
に
そ
の
下
方
楊
座
の
構
成
法
式
と
親
を

一
に
し
て
い
る
｡

次
は
側
面
観
の
比
較
で
あ
る
が
'
先
ず
眼
に
つ
く
相
違
は
､
台
座
背
面
の
後
方
へ
の
出
張
り
方
が
広
隆
寺
像
の
方
が
よ
り
多
く
出
て
い

る
点
で
あ
る
｡
之
は
千
沢
氏
も
言
わ
れ
る
如
く
､
旧
李
王
家
像
の
頭
光
は
後
頭
部
の
柄
で
留
め
ら
れ
る
の
に
対
し
､
広
隆
寺
の
夫
は
柄
付

頭
光
で
そ
の
柄
が
楊
座
上
面
に
立
つ
如
く
作
ら
れ
て
い
る
為
で
あ
っ
て
､

一
に
構
造
上
の
相
違
に
依
る
も
の
で
､
造
形
感
覚
の
達
に
起
因

す
る
も
の
で
な
い
｡
そ
れ
よ
り
も
更
に
重
要
な
の
は
次
の
諸
相
違
点
で
.あ
る
｡
先
ず
両
像
共
横
か
ら
見
た
背
部
か
ら
尻
部
に
か
け
て
の
線

は
'
殆
ん
ど
同
じ
角
度
で
前
方
に
傾
斜
し
た
美
し
く
な
だ
ら
か
な
弧
線
を
描
い
て
い
る
が
'
旧
李
王
家
像
の
天
が
尻
部
の
台
座
に
近
い
部

分
に
来
て
か
ら
急
に
強
く
禦
曲
し
前
方
に
入
り
込
ん
で
行
く
の
に
対
し
､
広
隆
寺
像
の
方
は
背
部
弧
線
の
曲
率
を
殆
ん
ど
其
儀
に
延
長
し

て
台
座
に
援
し
て
い
る
｡
従

っ
て
旧
李
王
家
像
の
天
が
自
然
な
抑
揚
に
富
ん
だ
線
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
､
広
隆
寺
像
の
夫
は
む
し
ろ

優
美
さ
に
向

っ
て
斉
備
し
様
式
化
さ
れ
た
謂
わ
は
抽
象
線
と
な
っ
て
い
る
｡
次
に
左
膝
に
乗
せ
た
右
足
首
の
位
置
で
あ
る
が
､
広
隆
寺
像

の
方
が
旧
李
家
像
よ
り
足
の
付
根
に
近
く
深
く
引
い
て
乗
せ
て
い
る
｡
又
そ
の
左
膝
は
前
者
の
方
が
後
者
よ
り
も
や
ゝ
高
く
､
従

っ
て
左

上
肢
の
上
縁
が
前
者
で
は
水
平
に
近
づ
い
て
い
る
の
に
対
し
'
後
者
で
は
前
方
に
向

っ
て
強
く
傾
斜
す
る
｡
そ
し
て
又
そ
の
踏
下
げ
た
左

下
肢
は
前
者
が
後
者
よ
り
も
長
く
而
も
そ
の
蛙
を
心
持
後
方
に
引
い
て
い
る
の
に
対
し
､
後
考
は
逆
に
少
し
前
方
に
出
し
て
い
る
｡
又
左

膝
上
の
右
既
が
横
か
ら
見
て
'
前
者
で
は
殆
ん
ど
垂
直
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
'
後
者
で
は
足
先
が
斜
下
方
に
向

っ
て

い
る
｡

(
莱

験
し
て
見
れ
ば
明
涼
で
あ
る
が
'
前
者
の
様
に
鋲
が
垂
直
に
下
が
る
事
は
な
く
必
ず
後
者
の
様
な
恰
好
と
な
る
｡
従

っ
て
広
隆
寺
像
の
天

は
非
自
然
的
と
言
え
る
の
だ
が
'
そ
の
臨
､
特
に
足
先
に
は
後
世
の
補
修
が
あ
る
の
で
余
り
は
っ
き
り
し
た
事
は
言
え
ぬ
｡
然
し
日
本
に

於
て
は
こ
の
の
不
自
然
な
恰
好
が
余
程
後
迄

一
つ
の
形
式
と
な
っ
て
残
存
し
た
形
跡
の
あ
る
の
は
注
意
す
べ
き
点
で
あ
る
)
｡
以
上
指
摘

き
宗
陪
ト..TBP.∴

甘
.,.I:..A.J.I.jTい.n
_九･iJ･ぷ
ト.f･/.ZI.t･.m

.}117Jt･苛

｣:･T
.､.
.iL･tr･,耳上り昧
㌧満
山,I.rl
･.-～;igヨJJ5-I.f'i∃

∵S



誓'-r'(
討..Gr･

ケー
レ

一
↓JIヽ

1
ilL

99

_ ~ヽ

1

'･J;.Tf
J

､

J
.

.∵
､

.･
･
∴

王

∵

,.∴
･t
.
.
∫二

:i

..

.

.

.

.

r

t

'
'

:

.
ー
I

J

.
-

.

'三

･ー

iT
:..-..｣
'･::14-.･t.J･).I-.-､F
;
.･.･TT
.i1
:i1...
-;.:..I:r
TC:FyjZF
.jY
t適
増
謂
潤

l

し
た
相
竜
泉
を
簸
合
的
に
判
断
す
れ
ば
旧
李
王
家
像
の
方
が
よ
り
人
体
の
自
然
に
近
く

(
左
上
肢
の
傾
斜

･
左
下
肢
の
長
さ

･
右
舵
の
角

磨
)
'
又
の
び
の
び
と
構
成
さ
れ
て
い
る

(
右
足
首
の
膝
頭
に
近
い
浅
い
位
置

･
前
方
に
出
た
左
撞
)
の
対
し
し
､
広
隆
寺
像
は
何
れ
か

と
言
え
ば
固
い
株
式
化
の
憤
向
を
示
し

(
左
上
肢
の
水
平

･
左
下
肢
の
長
さ

･
右
暁
の
角
度
)
'
又
幾
分
逼
塞
気
味
で
窮
屈
で
あ
る

(
右

足
首
の
深
い
位
置

･
後
方
に
引
い
た
左
桂
)
と
言
え
よ
-
｡
次
は
立
体
的
把
握
の
仕
方
で
あ
る
が
'
広
隆
寺
像
の
方
は
'
本
来
円
筒
状
で

あ
る
筈
の
横
座
が
殆
ん
ど
立
方
体
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
'
且
つ
そ
の
上
躯
も
正
面
と
側
面
と
が
な
だ
ら
か
に
連
続
し
て
行
か
ず
其

間
に
角
が
つ
い
て
い
る
の
に
対
し
'
旧
李
王
家
像
の
方
は
横
座
も
上
躯
も
広
隆
寺
像
程
に
は
角
張
っ
て
い
な
い
様
で
あ
る
｡

(
広
隆
寺
像

の
楊
座
背
面
に
は
相
等
後
世
の
手
が
入
っ
て
い
る
為
は
っ
き
り
し
た
事
は
言
え
ぬ
が
'
そ
の
正
･
側
面
の
連
な
り
具
合
か
ら
見
て
'
側
背

面
の
境
も
矢
張
角
張
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
｡
又
旧
李
王
家
像
は
末
だ
実
見
し
て
い
な
い
の
で
何
と
も
言
え
ぬ
が
､
正
･
側
面
の

写
真
を
注
意
深
く
観
察
し
て
の
判
断
で
あ
る
事
を
お
断
り
し
て
置
く
O
)
若
し
こ
の
写
真
観
察
が
正
し
け
れ
ば
'
対
象
把
握
の
仕
方
に
於

て
そ
の
進
歩
の
度
に
相
当
の
開
き
を
認
め
ね
は
な
ら
ぬ
事
と
な
っ
て
来
る
｡
何
故
な
ら
は
広
陸
像
で
は
未
だ
正
面
観
と
側
面
観
が
分
離
し

て
お
り
､
其
点
視
覚
は
依
然
と
し
て
静
止
的
観
照
の
艮
階
に
停
滞
し
て
い
る
の
に
対
し
､
旧
李
王
家
像
で
は
正
面
観
か
ら
側
面
観
へ
の
移

動
が
連
続
的
で
所
謂
動
的
観
照
の
艮
階
に
入
っ
て
い
る
事
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
之
は
甚
だ
注
意
す
べ
き
相
違
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な

い｡更
に
細
部
に
着
目
し
よ
-
｡
先
ず
頭
部
で
あ
る
が
'
そ
の
輪
郭
は
共
に
楕
円
で
は
あ
る
も
の
の
'
広
隆
寺
像
の
方
が
他
者
よ
り
長
い
｡

そ
れ
は
主
と
し
て
髪
際
よ
り
上
部
の
長
さ
の
竜
に
よ
る
が
､
特
に
先
に
述
べ
た
宝
冠
の
形
制
の
竜
が

一
そ
う
そ
の
威
せ
深
く
す
る
｡
こ
の

頭
部
の
長
さ
及
び
宝
冠
部
の
長
さ
及
び
宝
冠
の
形
制
の
相
違
は
'
広
隆
寺
像
を
人
工
的
に
整
備
さ
れ
た
秀
贋
な
顔
容
た
ら
し
め
る
と
共
に

旧
李
王
家
像
に
は

一
種
突
入
に
近
い
生
々
し
さ
を
た
ゞ
よ
わ
せ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
｡
斯
様
な
相
違
は
顔
面
を
塀
か
ら
見
た
場
合

一
そ

ぅ
は
っ
き
り
す
る
｡
即
ち
鼻
先
か
ら
顎
先
に
橋
渡
し
に
直
線
を
引
い
て
見
る
と
､
旧
李
王
家
像
の
眉
は
殆
ん
ど
こ
の
線
に
触
れ
ん
は
か
り
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で
あ
る
が
'
広
隆
寺
像
の
雇
は
深
く
内
に
入
っ
て
其
間
に
余
程
間
隔
を
残
す
｡
前
者
は
東
洋
人
の
特
徴
で
あ
り
'
後
者
は
西
洋
人
の
特
徴

で
あ
る
｡
そ
し
て
前
者
が
個
性
的
な
人
間
臭
を
感
じ
さ
せ
る
の
に
対
し
､
後
者
は
非
個
性
的
な
端
簾
な
美
J
lさ
を
示
す
｡
要
す
る
に
広
隆

寺
像
の
容
貌
は
秀
欝
な
人
工
美
で
あ
る
の
に
対
し
'
旧
李
王
家
像
の
夫
は
東
洋
人
と
し
て
の
突
入
性
を
よ
り
豊
か
に
保
持
す
る
｡
次
は
裳

で
あ
る
が
'
台
座
前
面
に
垂
れ
た
部
分
の
造

形

感
覚
に
就
い
て
は
既
に
触
れ
た
の
で
へ
こ
1

で
は
左
右
下
肢
部
の
衣
皐
と
'
曲
げ
た
右

ヽ
ヽ
ヽ

下
肢
の
下
部
に
出
来
た
半
月
形
の
た
る
み
に
着
目
す
る
｡
先
ず
左
右
下
鹿
部
及
ひ
両
上
肢
側
面
の
摺
襲
で
あ
る
が
､
旧
李
王
家
像
の
夫
は

大
ま
か
な
が
ら
如
何
に
も
写
実
的
に
起
伏
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
'
広
隆
寺
像
の
天
は
無
雑
作
に
深
く
刀
を
切
込
む
の
み
で

自
然
な
起
伏
と
は
な
ら
ず
'
そ
の
深
い
切
込
み
は
こ
の
儀
で
は
殆
ん
ど
肉
身
に
迄
喰
込
む
は
か
り
で
あ
る

(
広
隆
寺
像
は
当
初
か
ら
所
々

け
ず
り
過
ぎ
た
箇
所
が
あ
り
'
其
部
分
は
当
初
か
ら
相
当
厚
い
漆
で
補
修
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
'
或
は
こ
の
部
分
も
当
初
は
漆
の

ヽ
ヽ
ヽ

盛
上
げ
で
写
実
的
な
柔
か
い
襲
荷
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
た
の
か
知
も
れ
ぬ
｡
今
と
な
っ
て
は
何
と
も
言
え
ぬ
が
)
｡
次
は
た
る
み
の
部
分

で
あ
る
が
先
ず
そ
の
下
縁
を
比
較
す
る
に
へ
旧
李
王
家
像
の
方
は
強
い
弧
線
を
描
い
て
右
側
端
で
ぴ
ん
と
上
方
に
は
ね
返
っ
て
い
る
の
に

対
し
'
広
隆
寺
像
で
は
弧
の
曲
率
が
ず

っ
と
弱
く
'
又
右
側
端
で
も
執
着
程
に
は
上
方
に
は
ね
上
ら
ず
弧
の
流

れ
の
勢

が
外

に
ず
っ
と

ヽ
ヽ
ヽ

壊
け
て
行
く
｡
又
更
に
旧
李
王
家
像
で
は
こ
の
た
る
み
の
上
面
に
も
丁
寧
に
卓
を
刻
ん
で
写
実
を
追
-
意
図
が
朋
か
で
あ
る
が
'
広
隆
寺

像
で
は
其
処
に
は
何
も
刻
ま
ず
平
な
儀
に
放

っ
て
あ
る

(
こ
の
部
分
も
或
は
漆
の
盛
上
げ
乃
至
は
彩
色
で
峯
を
表
現
し
て
い
た
の
か
も
知

れ
ぬ
が
現
在
で
は
そ
れ
を
知
る
由
も
な
い
)
｡

借
て
以
上
が
両
像
の
間
に
見
ら
れ
る
顕
著
な
相
違
点
で
あ
る
が

(
手
指
や
楊
座
下
の
蓮
華
座
も
大
き
く
相
凄
す
る
が
､
広
隆
寺
像
の
こ

の
部
分
に
は
後
世
の
大
補
修
が
あ
る
の
で
比
較
出
来
な
い
)
'
之
を
要
す
る
に
旧
李
王
家
像
に
は
写
実
に
立
脚
し
た
自
由
性
と
内
に
こ
も

る
躍
動
的
な
力
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
､
広
隆
寺
像
に
は
抽
象
的
に
整
備
さ
れ
た
清
ら
か
な
美
し
き
と
落
着
き
の
あ
る
静
け
さ
が
感
ぜ

ら
れ
る
｡
而
し
て
こ
の
事
は
亦
何
れ
が
よ
り
原
型
的
で
あ
り
'
何
れ
が
よ
り
模
造
的
で
あ
る
か
を
明
涼
に
物
語

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
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勿
論
こ
の
点
に
対
し
て
ほ
金
銅
像
と
木
彫
像
と
言
う
材
質
の
相
異
も
十
分
考
慮
せ
ね
は
な
ら
ぬ
所
で
あ
る
が
､
以
上
述
べ
た
如
き
相
違
は

左
様
な
技
法
に
原
因
す
る
よ
り
も
も

っ
と
深
い
所
､
即
ち
坂
本
的
な
造
形
意
志
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
と
言
わ
ね
は
な
る
ま
い
｡
然
し

そ
れ
だ
か
ら
と
言

っ
て
広
隆
寺
像
を
旧
李
王
家
像
そ
の
も
の
の
模
造
と
断
定
す
る
事
に
は
直
ち
に
賛
成
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
｡
何
故

な
ら
旧
李
王
家
像
の
如
き
も
の
が
朝
鮮
に
於
て
只

一
つ
し
か
作
ら
れ
な
か
っ
た
と
言
-
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
か
ら
で
'
若
し
同
様
の
も
の
が

二
つ
以
上
作
ら
れ
'
そ
の
中
の
一
体
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
'
そ
の
舶
載
像
を
原
型
と
し
て
の
日
本
に
於
け
る
模
造
も
当

然
考
え
ら
れ
て
い
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
｡
若
し
広
隆
寺
像
を
旧
李
王
家
像
そ
の
も
の
1
模
造
と
す
れ
ば
'
必
然
的
に
広
隆
寺
像
も
朝
鮮
作

と
な

っ
て
終
-
わ
け
で
あ
る
が
'
果
し
て
そ
れ
で
よ
い
で
あ
ろ
-
か
｡
私
は
単
な
る
表
面
的
な
形
式
の
顔
似
よ
り
も
'
寧
ろ
そ
の
奥
に
潜

む
作
者
の
造
形
的
志
向
の
異
同
を
重
視
せ
ね
は
な
ら
ぬ
と
思
-
の
で
あ
る
｡
前
に
も
記
し
た
如
く
飛
鳥
時
代
は
初
め
て
仏
像
な
る
も
の
に

接
し
て
未
だ
日
の
浅
い
頃
と
し
て
､
我
が
国
人
が
自
分
の
手
で
仏
像
を
作
る
為
に
は
､
必
ず
外
来
像
の
形
相
を
そ
の
儀
忠
実
に
操
作
す
る

所
か
ら
始
め
ね
は
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
従

っ
て
若
し
形
相
の
み
を
云
々
す
る
な
ら
は
最
早
外
来
像
も
日
本
像
も
区
別
す
る
事
が
出

来
な
く
な
っ
て
終
-
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
例
え
ば
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
は
誰

一
人
疑
-
も
の
な
く
日
本
作
と
す
る
が
､
そ
れ
は
単

に
銘
文
の
み
か
ら
そ
-
す
る
の
で
は
な
く
'
矢
張
り
其
処
に
中
国
像
や
朝
鮮
像
と
は
異
な
っ
た
何
も
の
か
を
認
め
て
の
事
で
は
あ
る
ま
い

か
｡
広
隆
寺
像
を
朝
鮮
作
と
す
る
か
日
本
作
と
す
る
か
の
岐
路
も
､
結
局
は
こ
の
形
相
を
越
え
た
所
に
存
在
す
る
何
も
の
か
を
朝
鮮
的
と

見
る
か
日
本
的
と
見
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
う
｡

■｢
-1T∴iI畠

借
て
以
上
に
依
り
私
は
広
隆
寺
像
を
朝
鮮
半
軌
思
惟
像
の
模
作
と
認
る
も
の
で
あ
る
が

(
旧
李
王
家
像
そ
の
も
の
1
模
作
と
言
-
意
味

で
な
く
)
'
次
は
こ
の
模
作
の
行
わ
れ
た
の
は
朝
鮮
か
日
本
か
と
言
-
問
題
に
な
る
｡
そ
し
て
私
は
そ
れ
を
決
定
す
る
に
は
'
広
隆
寺
像

の
模
造
と
し
て
の
様
式
､
も

っ
と
具
体
的
に
言
え
ば
広
隆
寺
像
が
旧
李
王
家
像
と
異
な
る
そ
の
相
違
の
性
格
を
朝
鮮
的
或
は
日
本
的
な
る
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も
の
と
し
て
証
明
す
才
以
外
に
道
は
な
い
と
言

っ
た
｡
事
実
文
献
に
依
る
考
証
は
先
述
の
如
く
新
史
料
の
発
見
を
得
た
ね
は
確
定
的
な
事

は
言
え
ぬ
艮
階
に
あ
る
し
､
又
広
隆
寺
像
と
材
料
や
技
法
を
等
し
く
す
る
朝
鮮
三
国
時
代
の
木
彫
像
も
皆
無
で
あ
っ
て
見
れ
ば
､
結
局
斯

様
な

一
見
捕
え
難
き
形
の
奥
に
潜
む
民
族
的
個
性
を
問
題
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
｡
然
し
な
が
ら
之
は
大
変
な
目
険
で
あ
る
｡
何

故
な
ら
斯
様
な
問
題
に
は
兎
角
独
断
的
な
主
観
が
入
り
易
い
上
に
､
後
世
次
第
に
明
確
化
し
て
来
る
民
族
様
式
を
其
俵
こ
の
時
代
に
当
軟

め
得
ぬ
の
は
勿
論
'
当
時
の
我
国
文
化
面
に
於
け
る
外
来
帰
化
人
の
活
躍
等
を
思
い
浮
か
べ
る
時
､
果
し
て
正
し
い
意
味
の
当
時
の
日
本

様
式
な
り
朝
鮮
様
式
な
り
を
浮
彫
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
-
か
疑
問
に
思
わ
れ
て
来
る
か
ら
で
あ
る
｡
然
し
な
が
ら
幸
に
も
当
時
の

朝
鮮

･
日
本
夫
々
に
､
何
人
も
英
国
の
作
品
と
し
て
疑
わ
ぬ
相
等
数
の
作
品
が
残

っ
て
お
り
､
両
も
斯
様
な
時
代
様
式
な
り
民
族
様
式
な

り
を
云
々
す
る
時
は
､
単
に
今
問
題
の
半
軌
息
像
形
像
に
限
ら
ず
又
特
定
の
狭
い

1
時
期
や

一
定
の
派
の
作
品
に
限
る
事
な
く
､
相
当
広

範
な
時
期
に
渡
る
総
て
の
作
品
を
対
象
と
し
て
こ
そ
却

っ
て
よ
り
効
果
的
に
そ
の
時
代
の
民
族
横
式
に
近
づ
き
得
る
と
共
に
'
又
更
に
斯

様
な
広
い
意
味
に
於
て
の
時
代
株
式
に
就
い
て
は
既
に
'諸
先
学
に
よ
り
練
返
し
論
じ
ら
れ
来
て
い
る
の
で
､
そ
れ
等
諸
説
を
広
範
に
泰
照

す
る
事
に
依

っ
て
独
断
的
な
偏
見
を
是
正
し
得
る
と
言
-
利
も
あ
る
｡
所
で
斯
様
な
民
族
様
式
な
る
も
の
を
云
々
す
る
に
際
し
て
も
具
体

的
な
作
品
を
挙
げ
逐

一
説
明
を
加
え
て
行
く
の
が
原
則
で
あ
ろ
-
が
､
こ
1

で
は
余
り
に
も
繁
雑
に
な
り
過
ぎ
る
の
で
省
略
し
只
資
料

と

●

す
べ
き
作
品
を
挙
げ
る
だ
け
で
､
直
ち
に
其
処
に
見
ら
れ
る
両
国
様
式
の
特
性
を
列
記
す
る
こ
と
1
す
る
｡
其
処
で
先
ず
朝
鮮
側
の
資
料

と
し
て
は
現
在
迄
に
朝
鮮
に
発
見
さ
れ
､
諸
先
学
に
よ
り
三
国
時
代
と
考
え
ら
れ
て
来
た
す
べ
て
の
作
品
を
含
ま
せ
､
日
本
側
と
し
て
は

何
人
も
七
世
紀
の
作
品
と
し
て
疑
わ
ず
且
つ
日
本
作
と
認
め
て
い
る
も
の
'
即
ち
止
利
派
の
仏
像
の
経
て
'
法
隆
寺
金
堂
四
天
王
像

･
中

宮
寺
半
軌
思
惟
像

･
法
輪
寺
伝
虚
空
蔵
菩
薩
像

･
法
隆
寺
宝
蔵
夢
違
観
音
像

･
鶴
林
寺
聖
観
音
像

･
法
隆
寺
伝
橘
天
人
念
持
仏

･
興
福
寺

仏
頭

･
旧
新
薬
師
寺
香
薬
師
像

･
野
中
寺
丙
寅
銘
弥
勤
菩
薩
像

･
四
十
八
体
仏
中
辛
亥
銘
観
音
菩
薩
像
等
で
あ
る
｡

借
て
之
等
遺
品
群
に
見
ら
れ
る
造
形
感
覚
の
相
違
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
｡
先
ず
容
貌
に
見
ら
れ
る
特
色
と
し
て
は
'
朝
鮮
像
の
何
処
か
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整
わ
ぬ
異
周
臭
を
帯
び
る
も
の
の
多
い
の
に
対
し
､
日
本
像
は
前
記
諸
像
夫
々
に
威
厳

･
柔
和
等
の
差
こ
そ
あ
れ
､
何
れ
も
そ
の
方
向
に

向
･つ
て
理
想
化
さ
れ
た
超
越
的
存
在
と
し
て
の
美
し
き
を
た
ゝ

え
て
い
る
｡
例
え
は
朝
鮮
像
に
は
眉
の
釣
上
っ
た
も
の
･
眼
が
異
常
に
切

長
で
且
つ
眼
尻
の
上

っ
た
も
の
･
顧
骨
の
出
た
も
の
･
口
唇
の
形
に
優
美
さ
の
欠
け
た
も
の
等
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
の
に
対
し
､
日
本

像
で
は
そ
の
様
式
の
如
何
を
問
わ
ず
'
又
時
の
前
後
を
問
わ
ず
す
べ
て
が
夫
々
の
理
想
美
を
追

っ
て
い
る
｡
従
っ
て
朝
鮮
像
で
は
個
性
的

な
も
の
人
間
的
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
が
､
日
本
像
で
は
仮
令
作
者
の
個
性
は
感
じ
得
て
も
､
像
そ
れ
自
体
に
突
入
的
な
も
の
を
感
ず
る

こ
と
は
出
来
な
い
｡

次
に
朝
鮮
像
に
は
手
肢
が
社
長
で
胴
の
異
様
に
く
び
れ
た
も
の
と
か
､
逆
に
ず
ん
ぐ
り
し
た
も
の
と
か
が
多
く
姿
態
に
均
斉
の
と
れ
た

も
の
は
割
合
に
少
い
の
に
対
し
､
日
本
像
で
は
側
面
か
ら
見
て
は
均
衡
を
欠
く
も
の
な
し
と
し
な
い
が
､
少
く
と
も
正
面
か
ら
見
て
は
大

体
正
常
に
近
い
比
例
を
と
り
､
朝
鮮
像
の
如
く
異
常
さ
の
目
立
つ
も
の
は
先
ず
な
い
と
言
っ
て
よ
い
｡
例
え
は
止
利
派
の
仏
像
で
は
下
勝

が
比
例
を
失
し
て
短
い
が
､
之
は
正
面
か
ら
で
は
殆
ん
ど
気
付
か
ず
側
面
に
廻
っ
て
は
じ
め
て
気
付
く
所
で
､
作
者
と
し
て
は
側
面
か
ら

見
ら
れ
る
事
を
予
想
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
｡
然
る
に
朝
鮮
像
は
正
面
観
に
於
て
前
記
の
異
常
さ
が
目
立
つ
｡
そ
れ
は
単
な
る
椎
拙
の

故
に
そ
-
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
'
寧
ろ
或
種
の
造
形
美
を
ね
ら
っ
て
の
殊
更
な
る
変
形
と
見
ら
れ
'
其
点
日
本
像
の
場
合
と
造
形
理

念
の
上
で
大
き
な
開
き
の
あ
る
事
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
｡

次
に
朝
鮮
像
で
は
姿
体
の
動
勢
に
し
て
も
､
表
文
の
施
設
に
し
て
も
､
写
漢
に
立
脚
し
な
が
ら
而
も
彫
琢
さ
れ
ぬ

一
種
の
生
々
し
さ
､

騒
々
し
さ
､
従

っ
て
又
野
性
的
な
力
強
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
多
い
の
に
対
し
'
日
本
像
は
観
念
的
に

一
定
の
理
想
形
態
を
決
定
し
そ

れ
を
外
枠
と
し
て
像
を
軟
め
込
ん
で
行
く
傾
向
が
あ
り
､
又
隅
々
迄
行
き
渡
る
故
細
な
神
茎
と
清
澄
な
静
け
さ
､
従
っ
て
又
朝
鮮
像
に
比

し

一
種
都
会
的
な
線
の
細
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
が

1
般
で
あ
る
｡

借
て
以
上
を
綜
括
す
れ
ば
､
朝
鮮
像
は

一
方
で
は
現
実
/の
人
体
と
根
強
く
結
び
つ
く
写
実
的
造
形
が
根
幹
を
太
く
貫
い
て
い
る
が
'

一

>--■ヽJ

ヽ
ヽ

､I

▲

■

I

･

･1

-

I.
I

.=t
1
.
i

･∴
,.
.

.
i

.;
L
約

･
･･.
･
･
.,i

7
耳



7-I-;/..-.:
...I..･.
.::.I..,'::
∴
.

J-
2･

rTJlゝ

104

lr.

度
抽
象
に
向
こ
-
と
細
部
や
表
面
的
な
写
実
に
拘
泥
せ
ず
､大
胆
率
直
に
そ
の
抽
象
の
向
-
方

向
に
徹
す
る
傾
向

が
あ
る
.
そ
し
て
如
何

な
る
場
合
も
優
美
と
か
洗
練
と
か
に
は
向
か
わ
-
と
せ
ず
､
荒
け
ず
り
な
生
地
を
む
き
出
し
に
し
て
い
る
.
従

っ
て
斯
様
な
造
形
方
式
が
成

功
し
た
場
合
に
は
､
現
代
人
の
趣
味
性
に
強
く
働
き
か
け
る
も
の
を
生
み
出
す
が
､
往
々
に
し
て
投
や
り
な
粗
雑
さ
､
泥
臭
さ
さ
の
儀
で

終
る
場
合
も
亦
多
い
｡
之
に
対
し
て
日
本
の
場
合
は
人
体
の
写
実
的
表
現
よ
り
も
寧
ろ
仏
と
言
う
抽
象
的
超
越
駒
神
格
の
表
現
を
第

一
義

と
し

一
見
写
実
的
と
見
え
る
場
合
も
､
そ
の
神
格
を
謂
わ
は
表
面
か
ら
粉
飾
す
る
意
味
に
於
て
の
写
実
で
あ
っ
て
､
朝
鮮
像
の
写
実
が
取

底
を
貫
く
の
と
は
対
照
的
関
係
に
あ
る
｡
両
も
そ
れ
で
あ
り
な
が
ら
朝
鮮
像
が
抽
象
に
向

っ
た
場
合
の
様
な
徹
底
し
た
抽
象
的
造
形
に
は

進
ま
な
い
｡
止
利
派
等
に
見
る
幾
何
学
的
衣
文
な
ど
そ
の
抽
象
的
表
現
の
最
た
る
も
の
だ
が
､
そ
れ
等
は
す
べ
て
大
陸
か
ら
の
借
物
で
あ

っ
て
我
国
自
体
の
創
造
的
抽
象
形
態
は
殆
ん
ど
発
見
す
る
事
が
出
な
い
｡
そ
の
像
は
常
に
美
的
に
理
想
化
さ
れ
た
人
体
か
ら
離
れ
る
こ
と

な
く
抽
象
形
態
の
面
白
さ
が
礼
拝
者
の
信
仰
心
を
他
の
興
味
に
.引
込
ん
で
行
く
の
を
寧
ろ
さ
け
て
い
る
如
く
に
さ
え
思
わ
れ
る
｡
従

っ
て

又
表
現
の
整
備
彫
務
と
言
う
点
で
は
朝
鮮
像
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
の
精
妙
さ
を
示
す
｡
止
利
派
の
二
等
辺
三
角
形
的
構
成
は
北
魂
系
仏

像
の
夫
を
洗
練
斉
備
し
た
も
の
で
､
其
処
に
は
斯
様
な
抽
象
的
構
成
を
創
造
す
る
内
的
な
意
慾
を
感
ず
る
よ
り
も
寧
ろ
理
知
的
な
冷
い
計

画
に
依
る
理
想
像
完
成
へ
の
熱
情
と
言

っ
た
も
の
が
先
に
感
じ
ら
れ
る
｡
日
本
像
は
何
処
に
も
破
綻
の
見
ら
れ
な
い
清
ら
か
に
も
美
し
く

尊
い
仏
像
で
､
従

っ
て
又
信
仰
者
に
と
っ
て
は
こ
の
上
な
く
有
難
き
尊
像
に
違
い
な
い
が
'
現
代
の
信
仰
蒔
き
我
々
趣
味
人
の
美
感
に
と

っ
て
は
む
し
ろ
余
り
に
も
整
い
過
ぎ
､
そ
れ
が

一
種
の
カ
弱
き
生
ぬ
る
さ
甘
さ
と
な
~つ
て
感
ぜ
ら
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
｡

借
て
以
上
朝
鮮
像
と
日
本
像
と
の
様
式
的
根
本
差
異
を
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
が
､
若
し
斯
様
な
見
方
が
赦
さ
れ
る
な
ら
ば
次
は
前
に
記

し
た
旧
李
王
家
像
と
広
隆
寺
像
と
の
差
を
'
今
こ
ゝ
に
記
し
た
差
異
と
比
較
す
る
艮
階
と
な
る
.
旧
李
王
家
像
は
朝
鮮
像
の
中
に
あ
っ
て

ほ
最
も
洗
練
さ
れ
た
､
又
そ
れ
だ
け
に
朝
鮮
的
な
ら
ざ
る
謂
わ
は
上
手
に
属
す
る
遺
品
で
あ
る
が
'
そ
れ
で
も
尚
広
隆
寺
像
と
比
較
す
れ

ば
前
記
し
た
如
き
朝
鮮
的
感
覚
に
な
る
諸
要
素
が
発
見
出
来
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
広
隆
寺
像
で
は
朝
鮮
的
な
も
の
を
何
処
に
も
発
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見
す
る
事
が
出
来
ず
'
寧
ろ
旧

李

王

家

像

と

の

相

違

点

は

す

べ

て
日
本
的
な
る
も
の
を
志
向
し
て
の
変
革
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ

-

か
｡
勿
論
模
造
の
場
合
は
免
角
表
面
的

･細

部

的

な

整
備
彫
豪
美
化
が
行
わ
れ
易
い
｡
然
し
広
隆
寺
像
に
は
そ
れ
の
み
で
な
い
も

っ
と
板

木
的
な
造
形
理
念
と
し
て
の
理
想
化
が
見
ら
れ
る
｡
さ
れ
ば
こ
そ
先
に
見
た
如
く
全
体
の
構
成
に
於
て
も
､
細
部
の
表
現
に
放
て
も
原
像

と
相
異
す
る
点
が
す
べ
て
同

一
性
質
の
変
容
と
な

っ
て
破
綻
を
来
た
す
事
が
な
い
の
で
あ
る
｡
若
し
原
像
を
作
っ
た
と
同
じ
造
形
理
念
で

そ
の
操
作
が
な
さ
れ
た
な
ら
'
必
ず
や
何
処
か
に
朝
鮮
的
な
も
の
が
形
と
な
っ
て
表
わ
れ
て
来
る
筈
で
あ
る
｡
旧
李
王
家
像
と
広
隆
寺
像

と
は
そ
の
形
相
こ
そ
酷
似
し
て
お
れ
'
注
意
深
く
観
察
す
る
と
其
処
に
は
二
つ
の
全
く
異
な

っ
た
世
界
が
観
坂
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
-

か

｡井
上
正
氏
は
前
記
論
文
に
於
て
四
十
八
体
仏
中
の
同
形
相
の
二
体
の
半
助
思
惟
形
像

(
野
間
清
六

｢
御
物
金
銅
仏
｣
第
二
六
図
'
第
三

四
図
)
を
挙
げ
､
其
の
一
(
第
三
四
囲
)
を
朝
鮮
よ
り
の
舶
載
像
'
他

(
第
二
六
図
)
を
そ
れ
を
原
形
と
し
て
の
日
本
に
於
け
る
模
造
と

断
定
さ
れ
た
が
'
若
し
こ
の
断
定
が

一
般
に
承
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
二
体
の
原
槙
の
関
係
は
そ
っ
く
り
そ
の
儀
何
等
の
変
革
も
加

え
る
事
な
く
旧
李
王
家
像
と
広
隆
寺
像
に
当
て
挟
め
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(
と
言
-
よ
り
実
は
私
は
そ
の
製
作
地
の
全
く
不
明
な
四

十
八
体
仏
中
の
二
体
の
半
軌
思
惟
形
像
の
比
較
よ
り
も
'
少
く
と
も

一
体
は
朝
鮮
作
な
る
事
の
明
涼
な
旧
李
王
家
像
と
広
隆
寺
像
と
の
比

較
を
先
に
し
'
其
の
結
果
逆
に
別
記
二
体
の
原
摸
関
係
に
就
き
井
上
氏
と
同
意
見
に
達
し
た
の
で
あ
る
が
)
｡
井
上
氏
は
広
隆
寺
像
を
文

献
上
よ
り
朝
鮮
作
と
断
定
さ
れ
た
結
果
'
前
記
二
体
の
半
軌
像
の
比
較
を
広
隆
寺
像
と
中
宮
寺
半
軌
思
惟
像

(
日
本
作
と
見
る
)
と
の
様

式
比
較
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
が
､
私
は
中
宮

.広
隆
二
寺
の
半
軌
思
惟
像
に
は
止
利
派
の
伝
統
を
残
す
も
の
と
'
そ
-
で
な
い
も
の
と
の

差
こ
そ
あ
れ
'
之
等
を
朝
鮮
像
と
対
照
し
て
見
る
時
'
其
処
に
は
明
確
に
日
本
的
な
る
も
の
に
依
っ
て
包
括
さ
れ
る
共
通
の
性
格
が
あ
る

と
思
わ
ず
に
お
れ
な
い
｡

借
て
以
上
で
私
雲

口
わ
ぅ
と
す
る
所
は
略
明
か
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
こ
ゝ
で
結
論
を
述
べ
れ
ば
､
旧
李
王
家
像
と
原
漠
の
点
で
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父
子
或
は
兄
弟
の
関
係
に
あ
る
小
金
銅
像
が
朝
鮮
か
ら
舶
載
さ
れ
'
そ
れ
を
原
型
と
し
て
日
本
人
の
手
に
依
り
操
作
さ
れ
た
も
の
が
広
隆

寺
高
冠
弥
勧
像
だ
と
言
-
事
に
な
る
｡
而
ら
は
そ
の
製
作
年
代
は
い
つ
か
｡
之
は
又
別
の
種
々
な
観
点
か
ら
慎
重
d
･検
討
せ
ね
は
な
ら
ぬ

難
し
い
問
題
で
あ
る
｡
木
像
を
全
ぐ
日
本
人
の
創
作
と
見
倣
し
て
直
ち
に
中
宮
寺
半
軌
思
惟
像
様
式
の
進
展
と
さ
れ
る
上
野
直
昭
氏

(
同

氏
著

｢
日
本
彫
刻
図
録
｣
等
)
等
の
御
説
に
対
し
て
は
､
之
を
朝
鮮
舶
載
像
の
模
作
と
考
え
る
私
と
し
て
は
そ
の
儀
で
は
賛
成
し
兼
ね
る

事
勿
論
で
あ
る
｡
然
し
こ
1

で
は
こ
の
間
題
に
は
触
れ
ぬ
こ
と
1

し
､
只
私
は
広
隆
寺
像
を
日
本
作
と
は
考
え
る
が
あ
く
迄
も
模
作
と
見

放
し
て
い
る
為
'
そ
の
製
作
年
代
は
飛
鳥
彫
刻

一
元
論
の
立
場
と
は
必
ず
し
も

一
致
せ
ぬ
で
あ
ろ
-
事
を
お
断
り
し
た
か
っ
た
迄
の
事
で

あ
る
｡

1- 4 l*i-

▲

l ′

＼

-< i'こ _i . .

.t･.こきl_L､よ 才 一 ,1. ､ ′ -




