
藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期

へ
の
彫
刻
史
の
展
開

清

水

善

一

、

二

、

三

、

四

、

問

題

の

所

在

藤
原
中
期
に
お
け
る
作
風

の
特
色

藤
原
後
期
に
お
け
る
作
風
展
開

鎌
倉
彫
刻

へ
の
展
望

一
、

問

題

の

所

在

日
本
彫
刻
史
に
お
い
て
、
鎌
倉
時
代

の
彫
刻
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
と
い
う
問
題
に

つ
い
て
は
、
従
来
、
南
都
寺
院

の
復
興
と
い
う
事
件

に
か
ら
ま
せ
て
、

形
式
化
し
た
定
朝
様
の
克
服
と
、
天
平
彫
刻

(同
時
に
、

い
わ
ゆ
る
貞
観
彫
刻
)

の
伝
統

へ
の
復
帰
と
い
う

二
つ
の
観
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
の
が

つ
ね
で
、
そ
の
結
果
、

興
福
寺
復
興
時
に
造
立
さ
れ
た
運
慶

の
北
円
堂
弥
勒
像
、
無
著

・
世
親

像
、
お
よ
び
快
慶
と

の
合
作
に
な
る
東
大
寺
南
大
門
仁
王
像
な
ど
を
例
に
あ
げ
て
、

「
徹
底
し
た

写
実
と
、
武
士

の
気
風
を
反
映
し
た
剛
健
さ
」
と

い
う

"
形
容
詞
"

で
そ
の
特
色
を
規
定
す
る
の
が
ふ

つ
う

で
あ

っ
た
。

け
れ
ど
も
、

「
徹
底
し
た
写
実
と
剛
健
さ
」
と

い
う
形
容
詞
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
内
容
は
、
た
し
か
に
鎌
倉
時
代

の
美
術
に
普
遍
す
る
性
格
を

い
い
得

て
も
、
は
た

　

　

し
て
鎌
倉
彫
刻
の
特
質
を
規
定
し
た

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
と

い
う
疑
問
を
捨

て
き
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。

た
と
え
ば
、
神
護
寺
に
蔵
し
、

こ
の
時
代

の
似
絵

の

代
表
作
と
さ
れ
る
源
頼
朝
画
像
な
ど
も
、
前
述
の

"
形
容
詞
"

に
よ

っ
て

一
応
そ
の
特
色
が
と
ら
え
ら
れ
る
と
い

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
絵

画
の
特
色
を
も
規

定
す
る
こ
と

の
で
き
る
概
念

(形
容
詞
)
は
、
裏
返
せ
ば
、

彫
刻
だ
け
が
も

っ
て
い
る
特
質
を
規
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
彫
刻
を
、
絵
画
や
、
建
築

や
、

工
芸
な
ど
の
造
形
芸
術
か
ら
区
別
す
る
性
質
は
、
そ
の
三
次
元
的
な

マ
ッ
ス

(塊
H
立
体
)
と
し
て
の
性
質

で
あ
り
、

そ
の

マ
ッ
ス
を
構
成
す
る
立
体
感

(塊
の
も

つ
立

藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開
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藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

ボ
リ

ユ
　

ム

体
と
し
て
の
視
覚
的
感
じ
)
と
量
感

(塊

の
も

つ

量

の
視
覚
的
感
じ
)
の
性
質
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
ほ
か
は
な

い
。

こ
こ
に
こ
そ
、
他

の
造
形
芸
術
か
ら
区
別
さ

れ
う
る
彫
刻

の
特
質
が
あ
る
。
日
本
彫
刻
史

に
お

い
て
鎌
倉
時
代
の
彫
刻
が
ど
の
よ
う
な
位
置
を
占
め
る
か
と

い
う
問
題
を
考
察
す
る
際

に
も
、
ζ
の
、
彫
刻
に
独
自
な

性
質
に

つ
い
て
問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
こ
ろ
で
そ
の
場
合
、
あ
ら
か
じ
め
彫
刻
と
し
て
の
仏
像
に
負
わ
さ
れ
た
二
、
三
の
制
約
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

ω

仏
像

(小
論
で
は
、
と
く

に
如
来
形
、
菩
薩
形
を
と
り
あ
げ
る
)
は
、
遺
品
か
ら
判
断
す
る
か
ぎ
り
、
紀
元
後

一
、

二
世
紀
の
北
パ
キ
ス
タ
ン
、
も
し
く
は
中
イ

ン
ド
で
の
成
立
の
当
初
か
ら
、

そ
の
姿
勢

(
仏
像
と
し
て
の
ポ
ー
ズ
、

つ
ま
り
形
式
)

に
は

一
定

の
図
像
的
制
約
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、

坐
像
形
式
で

ヘ

ヘ

へ

は
、
多
く

の
像
が
脚
部
を
あ
ぐ
ら
に
近

い
か
た
ち
に
組
ん
で
坐
し
、
上
半
身
を
起
し
て

正
面

に
向
け
る
姿
勢

(
い
わ
ゆ
る
結
蜘
跣
坐
)
、

い
い
か
え
る
と
、
正
面
か
ら
観

て

(正
面
性

に
お

い
て
)
頭
部
と
左
右
両
膝
と
を
結

ぶ
線
が
三
角
形
を
構
成
す
る
よ
う
な
姿
勢
と
し
て
つ
く
ら
れ
、
ま
た
立
像
形
式

で
は
、

や
は
り
正
面
を
向
き
、
直
立

か
、
も
し
く
は
直
立
に
近

い
姿
勢
で
あ
ら
わ
さ
れ
、
変
化
を

つ
け
る
と
し
て
も
、
わ
ず
か
に
腰
部
で
ひ
ね

っ
て
体
を
屈
折
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
片
足
を
踏
み
出
し
て
遊

足
す
る
と

い
う
多
少

の
変
化
に
す
ぎ
ず
、
ほ
ぼ
直
立

に
近

い

一
定
の
図
像
的
制
約
を
負

っ
て
い
る
。
手
印
の
か
た
ち
も
、
た
と
え
ば
如
来
像

で
は
、
与
願
、
施
無
畏
、
弥

陀
定
印
な
ど

二
、
三
の
変
化
は
あ
れ
、

い
ず
れ
も
両
手
を
体

に
密
着
す
る
か
た
ち
に
近
く
ま
と
め
ら
れ
、
坐
像
な
り
、
立
像
な
ど
の
基
本
的
形
態
を
破

る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
坐
像
形
式
、
立
像
形
式
の
図
像
的
制
約
は
、
日
本
彫
刻
史
に
お

い
て
も
、
仏
像

の
成
立
期
で
あ
る
飛
鳥
時
代
か
ら
、
最
後
の
繁
栄
期
で
あ

っ
た
鎌
倉
時
代

ま
で
、
さ
ほ
ど
大
き
い
変
化
は
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代

の
彫
刻
作
風
の
特
質
を
、
仏
像
の
姿
勢

(
形
式
)

の
展
開
と
し
て
あ
と
づ
け
る
こ
と
は

(
天
部
形

の
二
、

三
の
例
を
除
い
て
は
)
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
よ
う
に
、
仏
像
の
形
式
が
、
図
像
的
規
定
に
よ

っ
て
ほ
ぼ

一
定

の
制
約
を
負

っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
面
で
は
、
飛
鳥
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
い
た
る
、
い
く
つ
か

の
作
風
展
開
の
段
階
を
は

っ
き
り
と
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
仏
像

の
作
風
は
、
な
に
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
彫
刻
作
風
の
特
質
は
、
体
を
曲
げ
る
と
か
直
立
す
る
と
か
、
手
を
伸
す
と
か
、
挙
げ
る
と
か
い
っ
た

姿
勢

の
如
何

に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
や
は
り
彫
刻
と
し
て
の

マ
ッ
ス
の
構
成
、
い
い
か
え
る
と
、
立
体
感
と
量
感
の
構
成
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
と

い
う
こ
と
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

㈲

と

こ
ろ
で
、
仏
像
が
負

っ
て
い
る
も
う

一
つ
の
特
色
は
、
正
面
性

の
問
題
で
あ
る
。
仏
像
は
い
う
ま
で
も
な
く
礼
拝

の
対
象

で
あ
り
、
仏
殿
の

一
ば
ん
奥
ま

っ
た

須
弥
壇
上

の
中
央
に
安
置
さ
れ
る

の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
仏
像
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
礼
拝
者

の
視
線
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
る

こ
と
を
予
想
す
る
。
も
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ち
う
ん
、
仏
殿
内

の
構
造
に
よ

っ
て
は
、
礼
拝
者
が

仏
像

の
左
右
、
背
面
に
廻
る

こ
と
の
可
能

な
場
合
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
本
来

の
仏
殿
の

構
造

と
仏
像
安
置

の
仕
方

は
、

こ
う
し
た
現
代
的
な
鑑
賞
者

の
視
線

は
予
想
し

て
い
な
か

っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。

仏
像
成
立

の
当
初
か
ら
付
属
し
て
い
る
光
背
、
あ
る

い
は
須
弥
壇
後
方

に

立

て
ら
れ
る
後
壁

の
機
能

が
な
に
よ
り
も

こ
の
仏
像
の
正
面
性
を
物
語

っ
て
い
る
。
光
背
も
し
く
は
後
壁
に
よ

っ
て
背
面
を
し
き
る
こ
と
は
、
仏
像
の
背
後
に
あ
る
空
間

を
否
定
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
正
面

(前
方
)
に
拡
が
る
空
間
と

の
み
関
連
を
持
ち
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

以
上

の
よ
う
に
、
仏
像
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
、
特
定

の
姿
勢

(形
式
)
を
も
ち
、
し
か
も
礼
拝
者

の

一
定
方
向

の
視
線
、
す
な
わ
ち
正
面
か
ら
の
視
線

の
み
を

予
想
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
条
件
に
お
い
て
仏
像

の
作
風
を
決
定
す
る

要

因

は
な
に
か
。
正
面
性
に
お
け
る

彫
刻

と
し
て
の
構
成
、
い
い
か
え
る

と
、
正
面
に
立

っ
礼
拝
者

の
視
線

に
対
し

て
、
ど

の
よ
う
に

マ
ッ
ス
を
構
成
す
る
か
、
ど
の
よ
う
な
立
体
感
と
量
感

の
構
成
を
も

っ
て
う

っ
た
え
る
か
と
い
う
問
題

こ
そ

が
、
絵
画
や
、
工
芸
や
、
建
築
な
ど

の
他

の
造
形
芸
術
か
ら
、
彫
刻
と
し
て
の
仏
像
の
作
風
的
特
色
を
区
別
す
る
要
因
と
な
る
だ
ろ
う
。

以
下
、
上
述
の
観
点
に
即
し
て
、
藤
原
時
代
後
期
よ
り
鎌
倉
時
代
初
頭
に
い
た
る
彫
刻
史
の
展
開
を
考
察
す
る
。

二
、
藤

原
中
期

に
お
け

る
作
風

の
特
色

藤
原
中
期

(小
論
で
は
、
十

一
世
紀
中
葉
か
ら
末
葉
ま
で
を
い
う
)

に
お
け
る
彫
刻
作
風
の

典
型

を
ど
の
作
品
に
見
出
す
か
、
の

問
題

に
は
異
論
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。

こ
の
時
期
に
、
天
皇
家
、
お
よ
び
藤
原
貴
族
を
檀
越
と
し
て
建
立
さ
れ
た
諸
大
寺
、
た
と
え
ば

藤
原
忠
平

の
法
性
寺
、
道
長
の
浄
妙
寺
、
法
成
寺

(無
量
寿
院
)
、

頼
道

の
平
等
院
、
さ
ら
に
は
鳥
羽
離
宮
、
法
勝
寺
な
ど
の
諸
大
寺
は
、
平
等
院
鳳
鳳
堂
を

の
ぞ

い
て

一
寺
も
の
こ
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
ら
諸
寺

の
仏
殿
に
安
置
さ
れ

て
い
た
多
く

の
仏
像
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
藤
原
中
期
を
代
表
す
る
は
ず
の
諸
像

の
ほ
と
ん
ど
が
失
な
わ
れ
、
具
体
的
な
遺
品

の
上
で
こ
れ
ら
諸
像

の
作
風
的
特
色
を
確

(第

「
図
)

め
る

こ
と
は

い
ま
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も

、
ω
前
述
の
よ
う
に
、
平
等
院
の

一
院

、
鳳
嵐
堂

の
本
尊
阿
弥
陀
如
来
像
が

の
こ
り
、
し
か
も
、
藤
原
中
期

の
諸

文
献
に
は
、

こ
の
像
を

「
彫
刻

の
本
様
」
と
し
て
た
た
え
、

阿
弥
陀
像
造
立

に
際
し
て
は
、

わ
ざ
わ
ざ
仏
師
を
遣
し
て
そ
の
法
量
を
測
ら
し
め
て
い
る
事
実
、

@
そ
し

て
、
前
述
諸
寺
院
以
外

の
仏
像

で
あ
る
が
、
こ
の
時
期

の
現
存
す
る
代
表
的
な
諸
像
、
た
と
え
ば
、
十

一
世
紀
末
葉
の
造
立
が
推
定
さ
れ
る
法
界
寺

阿
弥
陀
如
来
像
な
ど

の
特
色
が
、
あ
き
ら
か
に
鳳
鳳
堂
如
来
像

の
作
風
的
類
型
に
属
し
て
い
る
事
実
、
の
ま
た
後
述

の
よ
う
に
、
十

二
世
紀
前
半
の
多
く
の
諸
像
、
た
と
え
ば
天
治
元
年

(
一

一
二
四
)

の
中
尊
寺
金
色
堂
諸
像
、
大
治
五
年

(
一
=
二
〇
)

の
法
金
剛
院
阿
弥
陀
如
来
像
、
永
治

二
年

(
=

四
二
)

の
金
躰
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
な
ど
の
諸
像
も
、
あ

藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開
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藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

き
ら
か
に
鳳
風
堂
阿
弥
陀
像
の
作
風
的
系
譜

の
上
で
成
立
し
て
い
る
事
実

な
ど
を
考
慮
す
る
と
き
、
藤
原
中
期
を
代
表
す
る
彫
刻
作
風
と
し
て
、
鳳

嵐
堂
阿
弥
陀
如
来
像

の
作
風
を
当
て
る

こ
と
に
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

そ
れ
で
は
、
鳳
風
堂
阿
弥
陀
如
来
像
に
代
表
さ
れ
る
藤
原
中
期
彫
刻
の

作
風
的
特
色
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
指
摘

で
き
る
だ
ろ
う
か
。

㈹

塊
量
的
立
体
感

の
否
定
、
分
節
的

・
構
成
的
立
体
感

の
成
立
。
す

な
わ
ち
彫
刻

の
立
体
感
を
構
成
す
る
仕
方

の
質
的
展
開
で
あ
る
。
藤
原
中

期
彫
刻
の
作
風
は
、
九
世
紀

(
い
わ
ゆ
る
平
安
時
代
初
期
、
も
し
く
は
弘

仁

・
貞
観
時
代
)

彫
刻
の
塊
量
的
立
体
感
の
特
色
を
否
定
す
る
と
い
う
過

程
を
と

っ
て
成
立
す
る
。
後
者

で
は
、
坐
像
形
式

に
お
い
て
も
、
立
像
形

式

に
お
い
て
も
、
頭
部
か
ら
脚
部
に
い
た
る
体
躯

の
立
体
感
を
、
な
に
よ

り
も

一
個
の
塊
量

(塊
状
の
立
体
)
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
態
度
、

い
い
か
え
る
と
、
頭
部
と
か
、
肩
部
と
か
、
胸
部
と
か
、
腹
部
と
か
い

っ

た
身
体
各
部

の
位
置
関
係
、

出
そ
う
と
す
る
態
度
が
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

方
、
肩
部
か
ら
胸
部
、
腹
部

に
か
け
て
、

と
す
る
態
度
が
そ
の
特
色
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
如
来
像
で
は
、
な
に
よ
り
も
、

に
し
、
胴
部

の
構
成
に
お
い
て
も
、
肩
部
、
胸
部
、

鳳鳳堂阿弥陀如来像第 一 図

 

す
な
わ
ち
分
節
を
明
瞭
に
位
置
づ
け
る
こ
と
な
く
、
か
え

っ
て
、
そ
れ
ら
身
体
各
部
の
分
節
を
否
定
し
、

一
個
の
塊
量
の
う
ち
に
全
体
を
見

九
世
紀
初
頭

の
制
作
が
推
定
さ
れ
る
神
護
寺
薬
師
如
来
立
像
の
よ
う
に
、
頭
部
と
胴
部
を
直
結
し
て
あ
ら
わ
す
や
り

身
体
各
部
の
所
在
を
明
瞭
に
位
置
づ
け
る

こ
と
な
く
、
太
く
ず
ん
ぐ
り
し
た
塊
状

の
立
体
を
も

っ
て
胴
部
全
体
を
表
現
し
よ
う

身
体
各
部
の
分
節
的
独
立
が
き
わ
立

っ
て
い
る
。
頭
部
は
三
道

に
よ

っ
て
体
部
と
の
つ
な
が
り
を
明
瞭

腹
部
な
ど
が
身
体
の
部
分
と
し
て
の
位
置
と
特
徴
を
充
分

に
示
し

つ
つ
胴
部
全
体
を
組
み
立
て
、
胴
部
か
ら
膝
部

へ
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の
つ
な
が
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
身
体

の
部
分
と
し
て
の
関
係
が
明
瞭

で
、
腕
部
も
胴
部
か
ら
独
立
し
て
、
腕
部
と
胴
部

の
間
に
で
き
る
空
間
を
大
き
く
と

っ
て
い
る
。

そ
し

て
こ
の
よ
う
に
分
節
を
明
瞭
に
し
た
身
体
各
部
を
、
さ
ら
に
こ
の
像
に
独
自

の
、
正
面
性

に
お
け
る
、
簡
潔
で
図
式
的
な
構
図
を
通
じ
て
再
構
成
す
る

こ
と

に
よ

っ
て
、

一
個
の
彫
刻
と
し
て
の
総
合
的
統

一
を
可
能

に
す
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、

こ
の
像
で
は

(
の
ち
に
述

べ
る
)
最
少
限
度
の
肉
づ
け
の
仕
方
と
深
く
関
係
し
て
、
全
像
を
無

理
な
く
収
め
る
、
単
純

で
、
均
衝
の
と
れ
た
彼
独
自
の
三
角
形
構
図
を
組
み
た
て
て
身
体
各
部
を
総
合
す
る
。

こ
の
、
い
わ
ば
図
式
的
構
図
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
定

朝

に
よ

っ
て
創
始
さ
れ
た
と

い
わ
れ
る
寄
木
法
に
相
当
す
る
と

い

っ
て
よ
い
。
彼

の
寄
木
法
は
、
木
材
の
小
片
を
あ

つ
め

て

一
個
の
彫
刻
を
構
成
す
る
た
め
の
技
法

(あ

る

い
は
法
則
)
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
て
、
上
述
し
た
分
節
的
な
立
体
感
と
、
後
述
す
る
二
次
元
的
な
量
感

そ
の
も

の
を
把
握
す
る
た
め

の
法
則
、
い
い
か
え
る
と
、

彫
刻
と
し
て
の
マ
ッ
ス
そ
の
も

の
を
把
握
す
る
た
め
の
彼
独
自

の
法
則
で
あ

っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

分
節
的
な
立
体
感

の
特
色
に
と
も
な

っ
て
、
身
鉢
部
を
お
お
う
著
衣

の
処
理
で
も
独
自
な
手
法
が
指
摘
さ
れ

て
よ
い
。
著
衣
の
襲
の
線

(
衣
文
線
)

は
現
実

の
襲
が
も

つ
自
然
性
を
極
力
す
て
て
、
図
式
的

・
文
様
的
と
も
い
え
る
単
純
な
曲
線

の
流
れ
を

つ
く

っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
そ
の
中

に
つ
つ
ま
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
身

体
各
部
を
二
次
元
的
な
拡
が
り

に
お
い
て
整
理
し
、
結
び
つ
け
、
全
体
を

一
個
の
統

一
体
と
し
て
再
構
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
面
性
に
お
い
て
こ
そ
成
立
す
る
い

わ
ば
図
式
的
構
図
と

い
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

㈲

三
次
元
的
量
感
の
否
定
、

二
次
元
的
量
感
の
成
立
。
す
な
わ
ち
彫
刻
に
お
け
る
量
感
を
把
握
す
る
仕
方

の
質
的
展
開
で
あ
る
。
平
安
初
期
彫
刻
に
お
け
る
量
感

の

把
握
は
、
前
述
し
た
塊
量
的
立
体
感

の
特
色
と
密
接
に
関
係
し

て
、
厚
味
を
強
調
し
た

モ
デ
リ

ン
グ

(肉
づ
け
)
と
、

そ
の
表
面

に
変
化
の
つ
よ
い
抑
揚
を
ほ
ど
こ
す
と

こ
ろ

に
特
色
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前

に
引

い
た
神
護
寺
薬
師
如
来
像
で
は
、
肩
部
か
ら
胸
部
に
か
け
て
の
肉
づ
け
も
、
厚
味

の
あ
る
、
し
か
も
内
部

に
固
く
充
実
す
る

も
も

量
感
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
ま
た
腰
部
か
ら
両
腿
に
か
け
て
の
厚

い
肉
づ
け
も
、
深
く
荒

々
し

い
彫
法
を

み
せ
る
襲
に
お
お
わ
れ

て
、

こ
の
像

の
量
感
を
、
正
面
性

に
お

い
て
も

(
正
面
か
ら

の
視
線
に
と

っ
て
も
)

い

っ
そ
う
三
次
元
的
な
厚
み
と
重
み
の
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
鳳
嵐
堂
如
来
像
で
は
、
や
は
り
前
出

の
立

体
感

の
把
握
に
お
け
る
分
節
的

・
構
成
的
立
体
感
の
特
色
と
密
接

に
関
連
し

て
、
対
象
の
量
感
を
、
独
自

な
仕
方

で
単
純
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
二
次
元
的
な
視
覚

の

拡
が
り
に
お

い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
ま
ず
肩
部
か
ら
胸
部
を
経

て
腹
部
に
い
た
る
身
休
部
で
は
、
三
次
元
的
空
間
を
基
本
形
態
と
す
る
彫
刻
と
し
て
ゆ
る
さ
れ
る
ぎ

り
ぎ
り
の
極
限
ま
で
二
次
元
化
し
た

マ
ッ
ス
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

マ
ッ
ス
を

二
次
元
化
す
る

(
平
面
に
近
づ
け
る
)
と

い
う
制
約

の
な
か
か
ら
、

一

個

の
彫
刻
と
し
て
の
存
在
を
可
能

に
す
る
た
め

の
量
感
の
把
握
を
ど
の
よ
う
に
創
り
出
す
か
が
、

こ
の
像

の
作
者
定
朝
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ

っ
た
と
い

っ
て
よ

い
。

藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開
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藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

彼
は
そ
れ
を
、
極
限
ま
で
肉
づ
け
を
単
純
化
し
、
象
徴
的
と
も

い
え
る
わ
ず
か
な
抑
揚
を
ほ
ど
こ
す
に
す
ぎ
な
い
モ
デ
リ
ン
グ
を
構
成
し
て
正
面
性
に
お
け
る
量
感

の
二

次
元
的
把
握
を
可
能

に
し
た
。
た
と
え
ば
、
肉
身
部
の
肉
ど
り
で
は
、
強

い
抑
揚
の
変
化
や
微
妙
な
処
理
を
避
け
、
む
し
ろ
、
わ
ず
か
な
身
体
的
な
特
徴
を
と
ら
え
て
身

体
各
部
の
所
在
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
肩
部

の
ま
る
み
、
胸
部
、
腹
部

の
抑
揚
、
膝
部

の
ひ
ろ
が
り
と
厚
味

の
表
現
な
ど
、
彫
刻
と
し
て
ゆ
る
さ
れ
る
最
少
限

度
ま
で
単
純
化
し
た
肉
づ
け
と
抑
揚
を
ほ
ど
こ
す

に
と
ど
め
て
、
か
え

っ
て
彫
刻

マ
ッ
ス
と
し
て
の
確
固
た
る
存
在
を
獲
得
し
た
と
い

っ
て
よ
い
。

さ

て
、
以
上
分
析
的
に
指
摘
で
き
た
作
風
的
二
要
素

は
、
相
互
に
関
勝
し
、
有
機
的
に
結
び
つ
い
て

一
個
の
彫
刻
と
し
て
の
存
在
を
可
能
に
し
た
。
定
朝
作
風

の
特
色

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

は
、

こ
う
し
た
独
自

の
立
体
感
と
量
感
の
把
握
の
仕
方

(
す
な
わ
ち
定
朝
的
規
範
)
を
通
じ
て
、
対
象
を
、
い
わ
ば
単
純
化
さ
れ
た
正
面
性
の
構
図
と
し
て
整
理
し
、

そ

れ

に
必
然
す
る
簡
潔

で
端
正
さ
の
印
象
を
見
出
す

こ
と

に
あ

っ
た
と
判
断

で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
簡
潔
で
端
正
な
印
象

こ
そ
が
、
藤
原
中
期

の
ひ
と
び
と
に
と

っ
て
、
も

う
と
も
切
実
な
彫
刻

の
現
実
感
で
あ

っ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と

こ
ろ
で
、
平
安
初
期
彫
刻
が
、
対
象

の
奥
行
き
、
前
後

へ
の
厚
味
を
感
じ
さ
せ
る
た
め

の
塊
量
的
立
体
感
と
、
立
体
的
量
感
の
と
り
方
を
通
じ
て
、
彫
刻

マ
ッ
ス
を

視
覚
的
な
意
味

に
お
け
る
、
よ
り
立
体
的

・
三
次
元
的
存
在
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る

の
に
対
し
て
、
鳳
嵐
堂
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
身
体
各
部
の
分
節
を
独
立
さ
せ
、

さ
ら

に
正
面
性
に
お
け
る
特
殊
な
図
式
的
構
図
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
各
部
を
、
上
下
左
右

の
拡
り
、
す
な
わ
ち
二
次
元
的
空
間
に
お

い
て
統

一
し
、
再
構
成
し
よ
う
と
す

る
。
彫
刻

マ
ッ
ス
を
、
視
覚
的
な
意
味

に
お
け
る
、
存
在
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
前
者
を
、
彫
刻

マ
ッ
ス
の
、
よ
り
彫
刻
的
表
現
と
い

っ
て
よ

い
な
ら

ば
、
後
者

は
、
よ
り
絵
画
的
表
現
と
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
九
世
紀
平
安
初
期
か
ら
十
世
紀
中
葉
に
い
た
る
彫
刻
作
風

の
展
開
は
、
彫
刻
に
お
け
る
彫
刻
的
表

現
か
ら
、
絵
画
的
表
現

へ
の
質
的
展
開
と
し
て
あ
と
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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三
、

藤
原
後
期

に
お
け

る
作

風
展
開

藤
原
後
期

(
こ
こ
で
は
、

=

○
○
年
前
後
か
ら

一
一
八
〇
年
の
南
都
炎
上
ま

で
の
時
期
を
考
え
る
)
に
お
け
る
彫
刻
史
は
、
ω
藤
原
中
期
に
成
立
し
た
定
朝
的
作
風

の
系
譜
と
、
㈲
そ
の
定
朝
的
作
風

の
特
色
を
否
定
し
、
そ
れ
に
代
る
新
ら
し

い
作
風
的
特
色
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
彫
刻
系
譜
と

の
消
長
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
う
る
だ

ろ
う
。

ま
ず
、
ω
定
朝
的
作
風

の
系
譜
は
、
十
二
世
紀
前
半

に
い
た
る
ま
で
な
お
根
強
く
底
流
し

て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
独
自

な
規
範

(す
な
わ
ち
独
自
な
立
体
感
と



量
感
を
把
握
す
る
た
め
の
法
則
)
に
よ

っ
て
簡
潔
で
端
正
な
印
象
を
創
造
し
、

「
彫
刻

の
本
様
」
と
あ
お
が
れ
た
定
朝
的
作
風
が
、
十

二
世
紀
に
お
よ
ん
で
も
、
な
お
前

述

し
た
藤
原
貴
族
の
氏
族
を
は
じ
め
と
す
る
諸
大
寺
の
本
尊
と
し
て
も

っ
と
も
歓
迎
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
か
た
く
な

い
。
そ
れ
ら
の
代
表
的
作
品
は
い

ま

ほ
と
ん
ど
現
存
し
な
い
が
、

そ
の
わ
ず
か
な
遺
品
、

一
一
〇
〇
年
前
後
の
造
立
が
推
定
さ
れ
る
法
界
寺
阿
弥
陀
像
、
万
寿
寺
阿
弥
陀
像
な
ど

の
諸
像
は
定
朝
的
風

の
特

色
を
忠
実

に
受
け

つ
い
で
い
る
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
く
に
、
法
界
寺
像
は
、
創
建
当
初

の
姿
を
の
こ
す
阿
弥
陀
堂

に
安
置
さ
れ

て
お
り
、
鳳
風
堂
如
来
像
を
ふ
く

め

て
、
藤
原
中
期
の
阿
弥
陀
像

の
作
風
が
、
阿
弥
陀
堂
と

い
う
建
築
空
間

の
特
色
と
有
機
的
な
関
腓
を
も

っ
て
制
作
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
物
語

っ
て
い
る
点

で

も
貴
重
と

い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

と

こ
ろ
で
、
十
二
世
紀
も
三
、
四
十
年
代
に
入
る
と

「
彫
刻
の
本
様
」
と
あ

お
が
れ
た
こ
の
作
風
的
系
譜

に
も
、
漸
次
作
風
的
変
容
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
あ
る
。
そ
の
変

容

は
、

い
わ
ゆ
る
定
朝
的
規
範

(寄
木
法
)

の
枯
渇

.
形
式
化
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
と

い
っ
て
よ
い
。
胎
内
墨
書
銘
に
よ

っ
て
天
治
元
年

(
=

二
四
)

の
造
立
が
確
認

さ
れ
る
中
尊
寺
金
色
堂
諸
傑

お
な
じ
く
胎
内
墨
書
銘
の
記
載
に
よ
り
康
治
元
年

(
二

四
二
)
の
造
立
が
わ
か
る
金
躰
寺
阿
搬
肇

覆

な
ど
は
・
た
し
か
に

薔

で

,
ー

ー

ー

ー

ー

董

羅

欝
,
燃,
、織

鐵

を
も
ち
な
が
ら
、
同
時

に
、
他
面
で
は
、
総
体
に
繊
細
さ
と
岡
さ
が
目
立
ち
、
彫
刻
自
休

か
ら
生
れ
る
端

正
さ
と
大
き
さ

の
印
象

に
欠
け
る

こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。

鳳

風
堂
如
来
像
に
お
い
て
は
、
ぎ
り
ぎ
り

の
極
限
ま
で
二
次
元
化
し
た
空
間
の
中
で
、
な

お
も
対
象
を

一
個
の
彫
刻
と
し
て
可
能
に
す
る
は
ず
の
も

の
で
あ

っ
た
定
朝
的
規
範

(す

な
わ
ち
、
立
体
感
と
量
感
の
把
握

の
仕
方
)

が
、
こ
の
像

で
は
、
す
で
に
、
彫
刻
を
組
み

た
て
る
た
め
の
図
式
、
具
体

的

に
は
寄
木
造
り
と

い
う
技
法
的
数
値
に
墜
ち
い

っ
て
い
る

と
判
断
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
さ
に
、
定
朝
的
作
風

の
類
型
化

・
形
式
化
と
い
わ
な

く

て
は
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

@

ω
の
よ
う
に
、
定
朝
的
系
譜
を
引
き
な
が
ら
、
次
第
に
類
型
化

・
形
式
化

の
過
程

藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

金躰寺阿弥陀如来像第 二 図
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藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

を
進
め
て
い
た

一
群

の
彫
刻
に
対
し
、
十
二
世
紀
中
葉
頃
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方

で
は
あ
る
が
、
彫
刻
に
お
け
る
新
し
い
現
実
感
を
求
め
て
、
よ
り
積
極
的
な
仕
方
で

模
索
し

つ
つ
あ

っ
た

一
群
の
彫
刻
が
存
在
す
る
。

こ
れ
ら
諸
像
が
追
求
し
た
作
風
展
開
の
過
程
は
、
前
述
ω
の
系
譜
に
属
す
る
諸
像
が
、
定
朝
的
規
範
を
た
だ
技
法
的
な

数
値
と
し
て
墨
守
す
る
こ
と
の
う
ち
に
見
失

っ
て
い
た
彫
刻

の
現
実
感
を
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
再
発
見
す
る
か
と
い
う
模
索

の
過
程
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
そ
の
過

程
は
、

つ
ぎ
の
二
つ
の
志
向
と
し
て
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

㈲

ま
ず
第

一
は
、
法
金
剛
院
阿
弥
陀
如
来
像
、
大
山
寺
阿
弥

陀
三
尊
像
、
三
千
院
阿
弥
陀
三
尊
像
、
湯
川
区
阿
弥
陀
如
来
像
、
円
成
寺
大
日
如
来
像
な
ど
の
諸
像
に

指
摘
さ
れ
る
作
風
的
志
向

で
あ
る
。

こ
れ
ら
諸
像

の
特
色
は
、
さ
ま
ざ
ま

の
仕
方

で
は
あ

れ
、

い
ず
れ
も
、
定
朝
的
作
風

に
お
け
る
立
体
感
と
量
感

の
特
色
を
内
部
か
ら
崩
解
さ
せ

る

こ
と
を
通
じ
て
新
ら
し
い
現
実
感
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

(第
三
図
)

法
金
剛
院
阿
弥
陀
如
来
像
の
造
立
年
代
を
判
断
す
る
直
接
的
な
資
料
は
な

い
が
、
僧
綱

補
任
の
記
載
か
ら
、
大
治
五
年

(
=

三
〇
)
待
賢
門
院
の
御
願

に
よ
り
仏
師
院
覚
が
造

立

し
た
と
す
る
の
が
通
説

で
あ
る
。

こ
の
像
の
表
現
の
特
色
に
は
、

一
面

で
は
な
お
も
、

定
朝
的
作
風

の
諸
要
素
が
形
式
的
な
か
た
ち
で
は
あ
る
が
残
存
し
て
い
る
事
実
を
見
落
す

わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。
全
体

に
運
動
感
を
抑
え
て
定
印
を
結
ぶ
姿
態
、
や
や
伏
め
が
ち
の

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ま
な
ざ
し
を
前
方
に
投
げ
か
け
る
相
好
、
あ
る
い
は
、
著
衣
の

嚢
が

つ
く
る

曲
線

の
整

理
さ
れ
た
構
図
な
ど
、
あ
き
ら
か
に
定
朝
的
系
譜

に
属
す
る
諸
要
素
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
面
で
は
、
対
象

の
立
体
感
と
量
感
を
把
握
す
る
態
度
の

法金剛院阿弥陀如来像
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上

で
、
あ
き
ら
か
に
異
質
な
志
向
が
芽
生
え

つ
つ
あ
る
事
実
を
否
定

で
き
な

い
の
で
あ
る
。
ま
ず
立
体
感

の
特
色

で
は
、
定
朝
様

で
み
ら
れ
た
分
節
的
立
体
感
に
と
も
な

う
簡
潔
な
図
式
的
構
図
が
崩
れ
は
じ
め
、
相
好

で
は
頬
の
部
分

の
張
り
を
強
く
、
ま
た
胴
部

で
は
両
肩
を

い
か

つ
く
張
り
、
膝
の
張
り
に
対
し
て
も
膝
高
を
厚
く
構
え
る

な
ど
、
定
朝
的
規
範

の
も

つ
簡
潔
で
端

正
な
構
図
を
は

っ
き
り
と
否
定
し
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
量
感

の
特
色

で
も
、
肩
部
か
ら
胸
部
、
膝
の
両
端
な
ど
、
厚
く
肉

づ
け
を
強
調
し
て
、
像
の
特
定
部
分

の
量
感
を
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
仕
方

で
強
調
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
強
く
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、

こ
の
像
で
は
、



立
体
感
の
把
握
に
お
い
て
も
、
量
感

の
把
握
に
お
い
て
も
、
像
の
特
定
部
分

の
存
在
を
強

調
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ
こ
に
生
れ
る
動
感
と
重
量
感
の
芽
生
え
を
、
定
朝
的
作
風
に

お
け
る
整
理
さ
れ

た
端
正
さ
に
代
る
新
ら
し
い

彫
刻

の

現
実
感

と
し
て
発
見
し
た
の
で

あ

る
。

(
第

四

、

五

図
)

法
金
剛
院
像
で
指
摘
さ
れ
た
作
風
的
特
色
は
、
三
千
院
阿
弥
陀
三
尊
像
に
お
い
て
、
よ

り
顕
著
で
あ
る
。
脇
侍
勢
至
像

の
胎
内
墨
書
銘

に
よ

っ
て
、
久
安
四
年

(
一
一
四
八
)
の

造
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
立
体
感

の
特
色

で
は
、
頭
部
を
縦
長
に
強
調
し
た
こ
と
、
肩
幅
と
膝
張
り
を
身
体

の
他
の
部
分

に
比
し
て
強
く
構
え
た
こ
と
。
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
量
感

の
把
握

で
も
、
頬

の
豊
か
な
張
り
、
肩
部
か
ら
胸
部

へ
の
肉
づ
け
な
ど
、
身
体

の
特
定
部
分
を
強
調
し
て
ア

ン
バ
ラ
ン
ス
な
構
成
を
み
せ
る
こ
と
な
ど
に
新
ら
し
い
志
向
が
指
摘
さ
れ
よ
ヶ
。

こ
の
志

向

は
、
脇
侍
像
に
お
い
て
よ
り
著
し
く
、
狭
い
肩
巾
、
浅
い
膝

の
奥
行
き
に
比
し
て
上
半

身

の
坐
高
を
高
く
構
え
た
立
体
感

の
特
色
、
あ

る
い
は
、
量
感

の
と
り
方

で
も
、
肩
部
か

ら
胸
部
に
か
け
て
は
肉
づ
け
を
強
調
し
て
厚
味
を

つ
け
、
そ
れ
に
対
し
て
胴
部
は
極
端
に

細
く
、
腹
部
か
ら
腰
部
に
か
け
て
は
再
び
肉
づ
け
を
厚
く
強
調
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
像

全
体

の
量
感

の
と
り
方
に
変
化

の
つ
よ
い
抑
揚
を

つ
け
る
や
り
方
な
ど
、
定
朝
的
規
範
の

克

服

へ
の
志
向
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
立
体
感
、
あ
る
い
は
量
感

の
把
握
に
お
け
る
特
定
部
分

の
強
調
は
、
地
方

的
作
品

(
い
わ
ゆ
る
地
方
作
)

で
は
い

っ
そ
う
顕
著
な
、
し
か
も
誇
張
さ
れ
た
か
た
ち
で

指
摘
さ
れ
る
。
阿
弥
陀
如
来
像
の
胎
内
墨
書
銘

に
よ

っ
て
、
天
承
元
年

(
一
一
三

一
)

の

藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

三千院阿弥陀如来像第 四 図三千院右脇侍像第 五 図

領籔
ソ≦
海

癬

顯
憂

ダ

険
輪 ヶ

蓼酬 曝

＼、 戦 曇
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第 六 図 大山寺阿弥陀如来像第 七 図 大山寺左脇侍像

(
第

六
、

七
図
)

輪

欝　継繋
繊
　撒

綴

槻

醐

や
は
り
胎
内
墨
書
銘
に
よ

っ
て
、
嘉
応
二
年

(
=

七
〇
)

の
造
立
が
わ
か
る
奈
良
県
吉

灘

灘

野
村
湯
川
区
阿
弧
盤

ボ
墜

こ
の
系
譜

に
属
す
る
地
方
作

と
し
て
鐘

で
き
る
だ
ろ

う
。
過
大
な
頭
部
、
強
調
さ
れ
た
坐
高
、
張

っ
た
肩
巾
、
広
い
膝
張
り
な
ど
、
像
全
体
の
立

体
感
や
量
感

の
と
り
方
に
お
け
る
特
定
部
分

の
誇
張
が
著

　

ド
.
、

し

い

と

い
わ

な

く

て

は

な

ら

な

い

。

欝

驚

灘

輝

た銅が麓

藁

雛
蓑

ポ紺

鐸

灘

難

　離

慰
　難　

的
視
覚

に
よ

っ
て
把
握

し
よ
う
と
す
る
態
度

に
指

摘

で
き

る
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
立
体
感

の
と
り
方

で
は
、
(た
と

128一



え
ば
定
朝
的
規

範

の
よ
う
な
)

瀞

、、

.

、

・

・

特
定
の
法
則

・

如

な
く
、
ま
た
前

図第

μ

よ
う
に
、
身
体

の
特
定
部
分
の

プ

ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン
を
誇
張
す
る
こ
と
を
も
な
く
、
人
体

の
も

つ
現
実
感
に
即
し
て
、
均
衝
の

と
れ
た
立
体
感
を
組

み
立

て
自
然
ら
し
さ
を
強
調
す
る
自
然
主
義
的
態
度
に
特
色
が
あ
り
、

量
感

の
と
り
方
で
も
、
同
様
に
人
体

の
量
感
を
基
礎
と
し
て
、
均
衝
の
と
れ
た
肉
づ
け
と
、

そ
の
肉
づ
け

の
表
面
に
微
妙
な
抑
揚
の
処
理
を
ほ
ど
こ
し

て
自
然
ら
し
さ
を
強
調
す
る
自
然

主
義
的
態
度

に
そ
の
特
色
を
み
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

そ
の
も

っ
と
も
早

い
例
を
、
仁
平
元
年

(
一
一
五

一
)

の
胎
内
銘
を
も

つ
長
岳
寺

阿
弥
陀

(第
九
、
十
図
)

三
尊
像
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
本
尊
如
来
像
に
お
い
て
、
立
体
感

の
特
色
は
、
身
体

各
部
の
プ

ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン
が
著
し
く
自
然
的

・
有
機
的
と
な
り
、
特
定
部
分

の
ア
ン
バ
ラ
ン

ス
な
誇
張
を
極
力
抑
え
る
傾
向
に
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
量
感

の
と
り
方
で
も
、
や
や
肩
部
か

ら
胸
部
に
か
け
て
の
厚
味
を
強
調
す
る

こ
と
は
あ

っ
て
も
、
総
じ
て
、
前
述

の
自
然
的

・
有

藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

第 九 図 長岳寺阿弥陀如来像長岳寺右脇侍像第 十 図
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藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

機
的
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
に
合
致
し
て
、
均
衝
の
と
れ
た
肉
づ
け
を
ほ
ど
こ
す
と
こ
ろ
に
指
摘
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
半
蜘
像
の
形
式
を
と
る
両
脇
侍
像
に
お
い
て
、
よ

り
顕
著
で
あ
る
。
上
半
身
か
ら
腰
部
を
経
て
脚
部

に
い
た
る
身
体
構
成
、
と
く
に
片
脚
を
台
座

に
の
せ
、
片
脚
を
垂
下

す
る
と
い
う

複
雑
な
身
体

構
成

に
も
か
か
わ
ら

ず
、
立
体
感

の
構
成
で
は
、
現
実

の
人
体
を
基
礎
と
す
る
調
和
の
と
れ
た
身
体
各
部
の
プ

ロ
ポ
ー
シ

ョ
ン
を
組
み
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
各
部
を
、
そ
れ
ぞ
れ
が
密
接

に
関
連

し
合
う

一
個
の
有
機
体
と
し

て
総
合
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
こ
に
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
自
然
ら
し
さ

の
印
象
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
量
感

の
把
握
で
も
、

身
体
構
成

の
自
然
性
に
対
応
し
て
、
身
体
各
部

に
わ
た

っ
て
均
衝
の
と
れ
た
肉
づ
け
を
ほ
ど
こ
す
こ
と

に
よ

っ
て
、
人
体

の
も

つ
自
然
ら
し
さ
の
現
実
感
を
発
見
し
よ
う

と
す
る
。

加
え
て
、

こ
の
像
に
み
ら
れ
る
な
に
よ
り
の
特
色
は
、
前
述

の
自
然
主
義
的
な
立
体
感
と
量
感

の
把
握
と
に
有
機
的
な
結
び
つ
き
を
も

っ
て
成
立
す
る
彫
刻
表
面
の
処

理
、
と
く
に
肉
身
部
の
表
面
を
構
成
す
る
際
の
感
覚
的
表
現
に
あ
る
。
相
好

の
部
分
、
頬
か
ら
口
元
に
か
け
て
の
モ
デ
リ
ン
グ
、
あ
る
い
は
胸
部

の
ふ
く
ら
み
を
あ
ら
わ

す

モ
デ
リ

ン
グ
の
構
成
に
は
、
そ
の
表
面

の
処
理
に
微
妙
な
抑
揚

の
変
化

を

つ
け
て
、
む
し
ろ
現
実
的
人
体

の
肉
身
部
を
思
わ
せ
る
ほ
ど

の
感
覚
的

・
現
実
的
気
分

の
表
出
を
意
図
し
て
い
る

(
鳳
嵐
堂
如
来
像
の
よ
う
に
、

単
純
化
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
観
念
的
な
肉
づ
け
と
そ
の
表
面
の
構
成
を
通

じ
て
、
現
実
的

・
自
然
的
要
素
を
否
定
す
る
の
と
は
ま

っ
た
く
異
質
で
あ

る
)
Q

こ
の
こ
と
は
、
脇
侍
像
の

上
半
身

に
お
い
て
と
く
に
著
し
く
、
相

好
に
お
け
る
頬

の
線
、
肩
部
か
ら
胸
部
を
経
て
腹
部
に
い
た
る
肉
身
部

の

肉
づ
け
な
ど
に
、
右
に
み
た
特
色
が
明
瞭
に
指
摘
で
き
よ
う
。

さ
て
、
長
岳
寺

阿
弥
陀
三
尊
像
に
指
摘
さ
れ
る
作
風
的
志
向
は
、
十
二

世
紀
後
半
、
年
代

の
降
る
に
つ
れ
て
よ
り
著
し
く
、

=

六
五
年

の
胎
内

(第
十

「
図
)

銘
文
を
有
す
る
羽
賀
寺
千
手
観
音
立
像
、
同
じ
く
胎
内
銘
文

に
よ

っ
て

一

(第
十

二
図
)

一
七
九
年
の
造
立
が
わ
か
る
大
平
区
千
手
観
音
立
像
な
ど
の
諸
像
を
は
じ

羽賀寺千手観音像第 十 一 図

/'期遜 ジ

鱗 難謙識蜘転
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横蔵寺大日如来像第 十 三 図

轟
、
雛
糠

嫉

醗
,
湊

灘
難
.
,ピ

　
み

ゑ

ノ

欝

　斎

騨
灘

鞠
灘 騰 鞭 鍵

磁饗羅 難

嘱 鞍 懸f.,.'.i'rF

 

め
と
し
て
、
藤
原
期

の
最
末
期
、

=

八
四
年

の
造
立
に
な
る
横
蔵
寺
大
日
如
来
像
な
ど
に
い
た
る
と
、

こ
の
志
向
は
頂
点
に
達
し
た
感
が
あ
る
。
横
蔵
寺
像
は
、
大

日

如
来
に
定
め
ら
れ
た
図
像
的
規
定
に
よ

っ
て
上
半
身

の
多
く

の
部
分
を
露
わ
に
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
肉
身
部

の
自
然
主
義
的
処
理
が
い

っ
そ
う
顕
著
に
視
る
も

の

に
う

っ
た
え
る
結
果
と
な

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
像
の
立
体
感
を
構
成
す
る
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
、
お
よ
び
身
体
各
部

の
関
連
は
著
し
く
有
機
的

・
自
然
的

で
あ
り
、
量
感

の
把
握
で
も
、
立
体
感

の
特
色
と
合
致
し
て
、
身
体
各
部
に
わ
た

っ
て
均
衝
の
と
れ
た
肉
づ
け
を
示
す
の
で
あ
る
。

そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
そ
の
肉
づ
け

の
仕
方
に
特
色

が
あ
り
、
相
好

の
肉
づ
け
、
あ
る
い
は
、
大
き
く
拡
げ
た
上
半
身

の
、
肩
部
か
ら
胸
部
、
腹
部
な
ど
身
体
各
部

へ
の
つ
な
が
り
を
構
成
す
る
肉
づ
け
の
処

理
に
は
、
そ
の

表
面
の
抑
揚
に
微
妙
な
変
化
と
複
雑
な
陰
影
を

つ
け

て
、
そ
こ
に
成
立
す
る
感
覚
的
気
分

の
表
出
を
強
く
意
図
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
作
風
的
志
向

は
、
藤
原
中
期

の
彫
刻
が
見
出
し
た
現
実
感
、
す
な
わ
ち
、
定
朝
的
規
範
を
通
じ
て
見
出
し
た
簡
潔
な
端

正
さ
と
い
う
現
実
感
に
代
る

べ
き
も

の
を
、
自
然
主
義
的
視
覚
を
通
じ
て
生
み

出
さ
れ
る
現
実
的

・
感
覚
的
気
分

の
う
ち
に
再
発
見
し
た
の
だ
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

㈲

と

こ
ろ
で
、
㈲
お
よ
び
㈲
の
作
風
的
志
向

の
い
ず
れ
に
も
深
く
関
腓
す
る
著
衣
の
問
題
、
す
な
わ
ち
仏
像
が
ま
と

っ
て
い
る
著
衣
の
処
理
に
指
摘
さ
れ
る
質
的
展

藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開
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藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

開

の
問
題
も

こ
こ
で
触
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
仏
像
の
著
衣
、
す
な
わ
ち
如
来
形
に
お
け
る
柄
衣
、
菩
薩
形

に
お
け
る
裳
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
像
の
表
面

の
多

く
を

お
お

っ
て
像

の
立
体
感
と
量
感

の
把
握

の
仕
方

に
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
深
く
、
彫
刻
作
風
の
展
開
に
は
、
著
衣
の
襲
を
処
理
す
る
仕
方

の
展
開
が
必
然
的
に
と
も
な

っ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
藤
原
後
期

の
諸
像
、
す
な
わ
ち
前
述
②
と
㈲
の
諸
像

に
お

い
て
も
指
摘
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
、
こ
れ
ら
諸
像
は
そ
れ
ぞ
れ
異

っ
た
仕
方

で
は

あ
れ
、
独
自

の
著
衣

の
処
理
を
通
じ
て
定
朝
的
規
範
を
克
服
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず

⑧

の
系
統
に
お
け
る
大
山
寺
阿
弥
陀
三
尊
像

の
場
合
、
如
来
像

の
正
面
脚
部
に
か
け
た
柄
衣
、
あ
る
い
は
両
脇
侍
像
の
腹
部

に
文
様
的
な
構
図
で
重
ね
た
裳
な

ど
の
処
理
に
は
、
複
雑
な
襲
の
折
り
返
し
を
畳
ん
で
変
化
を
強
調
し
、

こ
じ
ん
ま
り
と
ま
と
ま
る
端
正
さ
を
破
る
変
化
と
動
き
の
印
象
を

つ
く
り
出
す

の
で
あ
る
。

こ
の

特
色

は
、
三
千
院
の
三
尊
像
に
お

い
て
よ
り
顕
著
で
あ
る
。
と
く
に
両
脇
侍
像

の
両
肩
か
ら
腕
部
に
そ

っ
て
垂
下
す
る
天
衣
の
襲
、
そ
し
て
両
膝

の
間

に
落
下
し
て
複
雑

な
曲
線
と
面
を

つ
く
る
裳
の
処
理
は
、
前
述
大
山
寺
像

の
特
色
、
す
な
わ
ち
端
正
さ
を
破
る
変
化
と
動
き
の
印
象
を
い

っ
そ
う
進
展
さ
せ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
、
㈲
の
諸
像
に
お
け
る
襲

の
処
理
に
は
、

こ
こ
で
も
、
立
体
感
と
量
感

の
性
質
に
共
通
す
る
自
然
主
義
的
特
色
が
顕
著
で
あ
る
。
長
岳
寺
阿
弥
陀
三
尊
像

の
場
合
、
著
衣

の
処
理
は
著
し
く
自
然
的

で
、
形
に
は
ま
ら
な
い
、
自
由

で
柔
軟
な
嚢
を
畳
み
、
著
衣

の
布
と
い
う
質
感

の
描
出

に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
と
く

に
脇

侍
像
の
肩
か
ら
垂
下
す
る
天
衣
、
下
半
身
を
ま
と
う
裳

の
襲
な
ど
は
、
肉
身
部

の
微
妙
な
肉
ど
り

の
抑
揚
に
適
合
す
る
複
雑
な
曲
線
と
折
返
し
を

つ
く

っ
て
著
し
く
自
然

主
義
的
描
写
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
特
色
は
、
羽
賀
寺
千
手
観
音
立
像
、
大
平
区
千
手
観
音
立
像
、
あ
る
い
は
横
蔵
寺
大
日
如
来
像
な
ど
に
お
い
て
は
い

っ

そ
う
進
展
し
た
か
た
ち
で
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
㈲
の
諸
像
に
お
け
る
諸
衣
の
処
理
も
、
結
局
対
象
を
自
然
主
義
的
に
と
ら
え
る
こ
と
の
う
ち
に
生
れ
る
動
感

と
感
覚
的
気
分

の
創
造

に
よ

っ
て
、
定
朝
的
規
範

の
克
服
を
意
図
し
た
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
以
上

の
よ
う
に
十
二
世
紀
中
葉
以
後
に
お
け
る
新
ら
し
い
作
風
的
志
向
は
、
㈲
お
よ
び
㈲
の
二
つ
の
志
向
と
し

て
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。

(両
者
に
お
け
る
著

衣
の
処
理
は
、
と
く
に

㈲

と
し
て
整
理
し
た
)
。
こ
れ
ら
二
つ
の
作
風
的
志
向
が
成
立
し
て
く
る
過
程
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異

っ
た
仕
方

で
は
あ
れ
、
藤
原
中
葉

の
典
型
的

作
風
、
す
な
わ
ち
定
朝
的
作
風

の
も

つ
簡
潔
で
端
正
な
作
風
に
代

る
現
実
感
を
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
再
発
見
す
る
か
と
い
う
過
程
で
あ

っ
た
と
解
さ
れ
よ
う
。
そ

の

意
味
で
は
、
こ
れ
ら
諸
作
風

の
成
立
は
、
あ
き
ら
か
に
定
朝
的
作
風

の
否
定
で
あ
り
、
そ
れ
に
代
る
新
ら
し
い

作
風
成

立
と
し
て
の
意
味
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
、
他
面
、
日
本
彫
刻
史
と

い
う
大
き
な
観
点
か
ら
考
察
し
直
し
て
み
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
藤
原
中
期

の
彫
刻
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彫
刻

マ
ッ
ス



の
把
握
と
い
う
基
本
的
な
態
度
に
お
い
て
は
な
お
も
定
朝
的
作
風

の
成
立
の
際

に
決
定
さ
れ
た
志
向
の
上
に
立

つ
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
も
考
慮
し
な
く
て
は
な

る
ま
い
。

藤
原
巾
期
に
お
い
て
定
朝
的
作
風
が
成
立
し
て
く
る

過
程
は
、
平
安
初
期
彫
刻

の
作
風
を
根
底
か
ら

否
定
す
る
と
い
う

仕
方

で

成
立
す
る

こ
と
に
つ
い
て
は

前
述
し

た
。
平
安
初
期

彫
刻

の
作
風
的
特
色

が
、
塊
量
的
立
体
感

と
、

三
次
元
的
量
感

の
把
握
を
通
じ
て
、
対
象
を
よ
り
立
体
的
な
視
覚
的
存
在
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
態

度

で
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
定
朝
的
作
風
は
、
分
節
的
立
体

感
と
、
二
次

元
的

・
図
式
的
量
感
の
把
握
を
通
じ
て
、
対
象
を
上
下
左
右
の
拡
が
り

に
お
い
て
、

い
い
か
え
る

と
、
よ
り
二
次
的
な
視
覚
的
存
在
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ

っ
た
。
前
者
を
、
彫
刻
の
、
よ
り
彫
刻
的
把
握
と
い
え
る
な
ら
ば
、
後
者

は
、
よ
り
絵
画
的
把

握
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
藤
原
後
期
の
彫
刻

(具
体
的

に
は
、
前
述

㈲
と
ω
の
系
譜
)
は
、

こ
の
定
朝
的
作
風

に
お
い
て
成
立
を
み
た
彫
刻

の
絵
画
的
把
握
と
い
う
志

向

の
上

に
立

っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
展
開
を
と
げ
る
。

た
し
か

に
、
第

三
章

で
考
察

し
た
よ
う
に
、
藤
原
後
期
彫
刻

の
作
風
展
開
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方

で
は
あ
れ
、
定
朝
的

規
範
を
否
定
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
定
朝
的
作
風

の
も

つ
簡
潔
で
端
正
な
印
象

に
代

る
あ

た
ら
し
い
現
実
感
を
見
出
す
過
程

で
は
あ

っ
た
が
、
彫
刻
に
お
け
る
、
よ
り
基

本
的
な
態
度

に
お

い
て
は
、
い
い
か
え
る
と
、
彫
刻

に
お
け
る
絵
画
的
把
握
と
い
う
態
度

に
お

い
て
は
、
大
き
な
同

一
の
志
向
下

に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま

の
展
開
で
あ

っ
た

と
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
。

十
二
世
紀
前
半

の
法
金
剛
院
阿
弥
陀
如
来
像
で
は
じ
ま
る
㈲
の
系
譜

の
特
色
は
、
立
体
感
に
お
い
て
も
、
量
感

に
お
い
て
も
、
身
体

の
特
定
部
分
の
存
在
を
強
調
し
、

そ
の
上

で
、
そ
れ
ら
各
部

の
構
成
要
素
を
、
観
念
的

に
、

い
わ
ば
人
体

的
形
態

に
似
せ
て
再
構
成
す
る

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
正
面
性
に
お

い
て

(正
面
か
ら
の

視
線
に
お
い
て
)
は
じ
め

て
意
味
を
も
ち
う
る
上
下
左
右

の
、
横

へ
の
拡
が
り
、

つ
ま
り
平
面
的
構
図
と
し
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
、
彫
刻
の
絵
画

的
把
握
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
十

二
世
紀
中
葉

の
長
岳
寺
阿
弥
陀
如
来
像
で
は
じ
ま

る
㈲
の
系
譜

に
お

い
て
も
同
様

で
あ
る
。

こ
の
系
譜

の
特
色
は
、
立
体
感
に
お
い
て
は
、
人
体

の

も

つ
現
実
感
を
基
礎
と
す
る
調
和

の
と
れ
た
プ

ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン
で
構
成

し
、
量
感
の
把
握

に
お

い
て
も
、
身
体
各
部

に
わ
た

っ
て
均
衡
の
と
れ
た
肉
づ
け
を
お
い
て
自
然

ら
し
さ

の
印
象
を
求
め
る

の
で
あ
る
。
と
く
に
こ
の
系
譜

の
独
自
性
は
、
彫
刻
表
面

の
処

理
に
あ
る
。
自
然
的
な
量
感
を
構
成
す
る
肉
ど
り
の
処
理
に
は
微
妙
な
変
化
や

抑
揚
を

つ
け
て
、
人
体

の
肉
身
部
を
思
わ
せ
る
感
覚
的
気
分
の
表
出
を
意
図
し
て
い
る
。

こ
の
、
い
わ
ば
自
然
主
義
的
志
向
は
、
対
象
を
、

マ
ツ
ス
自
体
の
立
体
的
な
性

質
、
い
い
か
え
る
と
、

マ
ッ
ス
自
体

の
も

つ
大
き
さ
の
感

じ
や
、
重
さ

の
感
じ
に
お

い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度
で
は
な
く
て
、

マ
ツ
ス
の
表
面

に
属
す
る
変
化
、

い

藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期

へ
彫
刻
史
の
展
開
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藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
史
へ
彫
刻
の
展
開

わ
ば
視
覚
的
陰
影
か
ら
生
れ
る
効
果
に
頼
る
態
度
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。

こ
れ
も
、
あ
き
ら
か
に
彫
刻
の
彫
刻
的
表
現
で
は
な
く
て
、
絵
画
的
表
現
の

一
様
相
と
い
わ

な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

著
衣
の
表
現
の
特
色

に
も
、

こ
の
こ
と
は
同
様
に
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
②
お
よ
び
㈲
の
諸
像
に
お
け
る
著
衣
の
処
理
の
仕
方
を
、
前
述
の
よ
う
に
㈲
と
し

て
整
理
を

試
み
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
に
違
い
は
あ
れ
、
結
局
、
定
朝
的
規
範
に
付
随
す
る
簡
潔
で
整
理
さ
れ
た
端
正
さ
の
否
定
を
め
ざ
し
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

ま
ず
、
㈲
に
属
す
る
大
山
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
、
あ
る
い
は
三
千
院
阿
弥
陀
像
に
み
ら
れ
る
著
衣
の
特
色
は
、
複
雑
な
襲

の
ひ
る
が
え
り
と
、
そ
れ

に
と
も
な
う
直
線
と
曲

線

の
複
雑
な
組
み
合
せ
を

つ
く

っ
て
端
正
さ
を
破
る
変
化
と
動
き
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
意
図
し
、
他
方
、
長
岳
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
や
羽
賀
寺
千
手
観
音
立
像
な
ど
㈲
の
系

譜
に
属
す
る
特
色
は
、
襲

の
あ
ら
わ
し
方
に
、
と
く
に
複
雑
な
折
返
し
や
曲
線
を

つ
く
る

こ
と
に
な
い
が
、
表
面
の
微
妙
な
凹
凸
や
抑
揚
を
自
然
描
写
風
に
と
ら
え
て
、

柔
軟
な
著
衣
が
眼
前
に
ひ
る
が
え
る
と
い
う
動
感
と
感
覚
的
気
分
を

つ
く
り
出
す

の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
②
の
変
化
と
動
感
も
、
ま
た
㈲
の
感
覚
的
気
分
や
動
感
も
、
平
安
時
代
初
期

の
彫
刻

(た
と
え
ば
神
護
寺
薬
師
如
来
像
な
ど
)

の
著
衣
の
処
理
、
す
な
わ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ち
、
の
み
を
深
く
彫
り
込
ん
で
で
き
る
し
の
ぎ
の
荒

々
し
さ
や
、
そ
の
し
の
ぎ
の
浅
深
の
く
り
返
し

(醗
波
式
衣
文
)

な
ど
か
ら
生
れ
る
嚢

の
動
感
と
も
異
質
な
の
で
あ

る
。
後
者
の
著
衣
の
特
色
、
す
な
わ
ち
襲
の
変
化
と
動
き
を
、
彫
り
の
深
さ
、
奥
行
き
と
し
て
の
空
間

の
変
化
、
も
し
く
は
動
き
に
お
い
て
と
ら
え
る
特
色

は
、
立
体
感

の
把
握
に
お
い
て
は
塊
量
的
な
、
そ
し
て
量
感
の
把
握
に
お
い
て
は
三
次
元
的
な
性
質

へ
の
志
向
を
そ
れ
自
体
に
内
在
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ

っ
て
こ
そ
、
彫
刻

マ
ッ
ス
を
、

こ
の
上
な
く
動
的
に
、
同
時
に
重
量
感
あ
ふ
れ
る
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
十
二
世
紀

の
彫
刻

に
お
け
る
肇

の
処

理
は
、
ま
ず
②
の
場
合
、
襲
を
上
下
左
右

へ
の
拡
が
り
の
変
化
、
襲
の
文
様
的
な
変
化
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
い
い
か
え
る
と
対
象
を
二
次
元
的
な
視
覚
的

拡
が
り
に
お
い
て
と
ら
え
る
、

い
わ
ば
平
面
的

・
構
図
的
把
握
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
、
㈲
の
場
合
は
、
嚢
を
彫
刻

マ
ツ
ス
の
表
面
に
属
す
る
変
化
と
し

て
、
も
し
く
は
、
彫
刻
表
面
の
微
妙
な
視
覚
的
変
化

・
陰
影
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
と

こ
ろ
に
特
色
づ
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
㈲
お
よ
び
㈲

の
諸
像

に

お
け
る

襲

の
表
現
は
、
両
者

の
間
に
多
少
の
性
格

の
違
い
は
あ
れ
、
対
象
の
把
握
の
仕
方
と
い
う
、
よ
り
基
本
的
な
態
度

に
お
い
て
は
、
い
い
か
え
る
と
、
対
象

の
絵
画
的
把
握
と

い
う
態
度
に
お
い
て
は
、
共
通
す
る
志
向
に
属
し
て
い
た
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
以
上
の
観
点

に
立

っ
て
藤
原
後
期
彫
刻

の
特
質
を

考
察
す
る
な
ら
ば
、

一
面
で
は
、
㈹

の
諸
像
も
、
㈲

の
諸
像
も
、

そ
れ
ぞ
れ
異

っ
た
仕
方
で
は
あ
れ
、
独



自

の
作
風
的
志
向
を
も

っ
て
藤
原
中
期

の
定
朝
的
作
風
を
否
定
し
、
克
服
し
た
と
い
う
史
的
意
味
を
も
ち
な
が
ら
、
他
面
で
は
、
彫
刻
対
象

の
把
握
の
仕
方

に
お
け
る
基

本
的
態
度
、
す
な
わ
ち
彫
刻

の
絵
画
的
把
握
と

い
う
基
本
的
な
態
度
に
お
い
て
は
、
な
お
も
定
朝
的
作
風

の
成
立
の
際

に
決
定
を
み
た
志
向
的
類
型
に
属
し
て
い
た
と

い

う

}
面

の
史
的
意
味
を
も
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
、
藤
原
後
期

の
彫
刻
史

の
展
開
は
、
基
本
的
に
は
、
定
朝
的
作
風
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
た
彫
刻

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
絵
画
的
作
風
と
い
う
志
向
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
変
容
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
展
開
を
と
げ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

四
、

鎌
倉
彫
刻

へ
の
展
望

東
大
寺

・
興
福
寺
の
復
興
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
鎌
倉
彫
刻

の
仏
師
た
ち
、
す
な
わ
ち
、
鎌
倉
彫
刻

の
先
駆
的
役
割
を
果
し
た
康
慶
も
、
そ
の
実
r
と
考
え
ら
れ
、

鎌
倉
彫
刻

の
大
成
者
と
み
な
さ
れ
る
運
慶
も
、
彫
刻
史
上
に
お
い
て
彼
等
が
占
め
る
役
割
は
、
藤
原
中
期

の
典
型
作
で
あ

る
鳳
風
堂
如
来
像

の
作
風
的
特
色
を
い
か
に
克

服
す
る
か
に
あ

っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
康
慶

の
制
作
と
さ
れ
る

興
福
寺
南
円
堂
不
空
絹
索
観
音
像

の

特
色
が
、

こ
の
こ
と
を

端
的
に
物
語

っ
て
い
る
。
ま
ず
、
立
体
感

の
構
成

に
お
い
て
は
、
巨
大
な
頭
部
、
広

い
肩
、
張

っ
た
胸
部
、
太
い
腕
な
ど
、
身
体

の
特
定
部
分
の
プ

ロ
ポ
ー

シ
ョ
ン
を
誇
張
し
、
量
感

の
把
握
に
お
い
て
も
、
相
好

で
は
頬

の
部
分

に
厚
く
肉

ど
り
を

つ
け
、
胸
部
か
ら

腹
部

へ
の
つ
な
が
り

に
も
肉
ど
り

の

抑
揚

を

つ
よ
く
お
き
、
ま
た
、
両
膝

に
も
盛
り
あ
が

っ
た
肉
づ
け
を
お
く
な

ど
、
身
体
部
に
お
け
る
各
部

の
存
在
を
強
調
す
る
量
感
の
特
色
を
み
せ
て
い
る
。

い
い
か
え
る
と
、
こ
こ
で
は
、
立
体
感

の
構
成

に
お
い
て
も
、
量
感

の
把
握

に
お
い
て

も
、
身
体

の
特
定
部
分
を

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
仕
方

で
誇
張
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
れ
に
と
も
な
う
動
感
と
重
量
感
を
実
現
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
動
感
と
重
量
感
そ
の

も

の
に
、
定
朝
的
作
風

の
も

つ
簡
潔
で
端

正
な
印
象

に
代
る
彫
刻

の
新
ら
し
い
現
実
感
を
見
出
し
た
と
い

っ
て
も

よ
い
。

こ
の
よ
う
に
康
慶

の
作
風
的
特
色
を
考
え
る
な
ら
ば
、
す
で
に
、
前
述
藤
原
後
期
彫
刻
の
な
か
の
㈲
の
彫
刻
作
風
の
う
ち
に
、

そ
れ

へ
の
志
向

の
繭
芽
が
は
ぐ
く
ま
れ

て
い
た
事
実
を
見
逃
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な

い
。
い
い
か
え
る
と
、
康
慶
的
作
風

の
特
色
は
、
前
述
㈲
の
系
譜

の
作
風
的
特
色

の
可
能
性
を
展
開
さ
せ
る
と
い
う
仕
方

で
成

立
し
て
き
た
の
だ
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
れ

に
対
し
、
運
慶
の
諸
作
品
は
、
父
康
慶
と
は
作
風
的
志
向
を
異
に
し
、
む
し
ろ
、
自
然
主
義
的
態
度
を

つ
よ
く
み
せ
る
と

こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
彼

の
晩
年
の
制

作
と
さ
れ
る
興
福
寺
北
円
堂
弥
勒
如
来
像
を
み
る
と
、
立
体
感
、
量
感

の
双
方

の
把
握
に
お
い
て
、
身
体
各
部
の
誇
張
は
意
図
せ
ず
、
身
体
全
体

を
、
人
体

の
も

つ
身
体

的
特
徴
に
即
し

て
自
然
ら
し
く
ま
と
め
よ
う
と
努
め
る
の
で
あ
る
。
均
衡

の
と
れ
た
プ

ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
は
も
と
よ
り
、
相
好

の
肉
ど
り
の
仕
方
、
さ
ら
に
は
、
胸
部
か
ら

藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期

へ
彫
刻
史
の
展
開
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藤
原
後
期
か
ら
鎌
倉
初
期
へ
彫
刻
史
の
展
開

腹
部
に
か
け
て
の
量
感

の
特
色
で
も
、
均
斉
の
と
れ
た
お
だ
や
か
な
肉
ど
り
を
つ
け
、
加
え
て
、
そ
れ
ら
の
表
面
の
処
理
で
も
、
写
実
的
な
微
妙
な
抑
揚
を

つ
け
て
、

い

わ
ば
人
体

リ
ア
リ
ズ

ム
と
も
い
う

べ
き
自
然
主
義
的
態
度
を

つ
よ
く
み
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
北
円
堂
弥
勒
像

と

同
時

の
制
作

と
さ
れ
る
無
著

・
世
親
像

で

は
、
よ
り
顕
著

で
あ
る
。
老
壮

の
区
別
を
見
事
に
描
き
分
け
る
両
像
の
相
好
表
現
は
、
そ
の
好
例
と
い

っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。
と
く
に
こ
の
両
像
で
は
、
著
衣

の
処
理
に
み

る
自
然
主
義
的
態
度
も
特
記
さ
れ
て
よ

い
。
著
衣

の
嚢
を
深
く
、
浅
く
、
広
く
、
狭
く
、

や
や
煩
環
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
微
妙
に
彫
り
分
け
て
、
嫉
の
よ

っ
た
柔
い
布
製
の

袈
娑
と
衣
が
そ

こ
に
あ
る
と
い
う
現
実
感
を
克
明
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
現
実
感

こ
そ
、
定
朝
的
作
風
の
も

つ
端
正
な
印
象
に
代

る
も

の
と
し
て
運
慶
が
も
と
め

た
新
ら
し
い
彫
刻

の
現
実
感
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
運
慶

の
作
風
は
、
前
述
、
藤
原
後
期
彫
刻

の
作
風
的
志
向

の
う
ち
、
㈲
の
志
向
を

よ
り
展
開
さ
せ
る
こ
と

に
よ

っ
て
定
朝
的
規
範
を
克
服
し
た
と
判
断
し
て
よ
か
ろ
う
。

と

こ
ろ
で
、
鎌
倉
彫
刻
θ
先
馳
者
康
慶
の
作
品
も
、
そ
の
大
成
者
運
慶

の
作
品
も
、
彫
刻
を
把
握
す
る
基
本
的
態
度
と
し
て
は
、
や
は
り
絵
画
的
把
握
、

い
い
か
え
る

と
、
対
象
を
二
次
元
的
な
視
覚
空
間
の
次
元
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
態
度

に
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
康
慶

の
作
品
不
空
羅
索
観
音
像
で
は
、
身
体
各
部

の
存
在
を
強
調
し

た
上
で
、
そ
れ
ら
各
部
を
、
正
面
性
に
お
い
て
、

一
個
の
人
体
的
形
態
と
し
て
再
構
成
す
る
。
そ
れ
ら
各
部

の
再
構
成
は
、
正
面
性
の
視
線
に
と

っ
て
ま
と
ま
り
を
感

ぜ

さ
せ
る
よ
う
な
、

い
わ
ば
図
式
的
構
成
と
し
て
成
立
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
立
体
感

に
お
い
て
も
、
量
感

に
お
い
て
も
、
そ
の
身
体
部
を
誇
張
す
る
仕
方

の
う
ち
に
は
、

正
面
性
か
ら

の
図
式
的
再
構
成
を
可
能
に
さ
せ
る
よ
う
な
、
平
面
的
な
広
が
り

へ
の
志
向
を
本
質
的
に
も

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
平
安
初
期
彫
刻

の
、
各
部

の
立
体
感
、

量
感

の
強
調
が
、
そ
の
ま
ま
像

そ
の
も

の
の
視
覚
的
な
意
味

に
お
け
る
三
次
元
的
な
大
き
さ
、
あ
る
い
は
重
量
感
を
形
成
し
て
い
る
特
色
と
は
本
質
的
に
相
違
す
る
の
で

あ
る
。
そ
の
点
、
鎌
倉
彫
刻
が
、
奈
良
彫
刻
、
も
し
く
は
、
貞
観
彫
刻

へ
の
復
帰
で
あ
る
と

い
わ
れ
る
場
合

で
も
、

そ
れ
は
、
い
わ
ば
形
態
的
類
似

で
あ

っ
て
、

彫
刻

の

基
本
的
な
態
度

に
お
い
て
は
、
ま

っ
た
く
志
向
を
異
に
す
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
運
慶
の
諸
作
品
に
お
い
て
も
指
摘
可
能

で
あ
る
。
量
感

の
構
成
に
み
ら
れ
る
肉
づ
け
の
特
色
、
あ
る
い
は
、
そ
の
表
面
を
微
妙
な
抑
揚

の
変
化
で
お
お

う
や
り
方
、
さ
ら
に
は
、
著
衣
の
表
現
で
も
複
雑
な
曲
線
と
折
返
し
を
み
せ
る
襲
の
特
色
は
、
立
体

(
硅
塊
、

マ
ッ
ス
)
と
し
て
の
彫
刻
自
体
の
大
き
さ

の
感
じ
、
も
し

く
は
重
量
感

に
か
か
わ
る
特
色

で
は
な
く

て
、
彫
刻
表
面

の
変
化
、
す
な
わ
ち
、
視
覚
的
陰
影
の
変
化
、
あ
る
い
は
光
と
影
の
激
し
い
対
比
に
属
す
る
特
色

で
あ

る
と

い

っ
て
よ
い
。

こ
の
こ
と
は
、
東
大
寺
南
大
門
仁
王
像
の
筋
肉
表
現
、
あ
る
い
は
無
著

・
世
親
像
に
み
ら
れ
る
著
衣

の
処
理
、
煩
環
と
も
い
え
る
複
雑
な
襲

の
表
現
に
よ
く

指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
対
象
の
把
握
も
、
ま
さ
に
彫
刻
の
絵
画
的
把
握
の

一
様
相
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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以
上

の
よ
う
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
興
福
寺

の
復
興
時
に
成
立
し
た
鎌
倉
初
期
彫
刻

の
作
風

(具
体
的
に
は
、
康
慶
と
運
慶

の
作
風
)

は
、
興
福
寺
復
興
と

い
う
偶
然

的
な
事
件
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
、
彫
刻
を
把
握
す
る
基
本
的
態
度
は
、
す

で
に
定
朝
的
作
風

の
成
立

の
際
に
決
定
さ
れ
た
彫
刻
の
絵
画
的
把

握
と

い
う
彫
刻
観

の
伝
統
に
立
ち
な
が
ら
、
直
接
的
に
は
、
そ
の
絵
画
的
作
風

の

一
変
容
と
し
て
成
立
し
、
同
時
に
定
朝
的
作
風
の
否
定
と
し
て
の
史
的
意
味
を
も

つ
藤

原
後
期
彫
刻
の
作
風
的
志
向

の
展
開
と
し

て
位
置
づ
け
う
る
と
思
わ
れ
る
。
康
慶
と
運
慶
は
、
藤
原
後
期

の
作
風
的
志
向
を
う
け

つ
ぎ
な
が
ら
、

そ
の
志
向
自
体

の
も

つ

作
風
的
可
能
性
を
頂
点
ま
で
つ
き

つ
め
、
技
法
的

に
も
さ
ら

に
洗
練
さ
を
加
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
鎌
倉
彫
刻
と

い
う
独
自
の
彫
刻
作
風
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ

の
点
か
ら
す
れ
ば
、
藤
原
後
期
彫
刻

の
も

つ
作
風
的
志
向
は
、
康
慶
、
運
慶
の
作
風
を
成
立
さ
せ
る
基
盤

で
あ

っ
た
の
で
あ
り
、
鎌
倉
前
期
と
し

て
の
史
的
意
味
を
も
も

ち
う
る
と
思
わ
れ
る
。
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