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宇
治
平
等
院
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
如
来
像
の
作
者
定
朝
の
名
は
き
わ
め
て
著
名
で
あ
る
。
β
本
美
術
史
概
説
で
は
藤
原
時
代
（
空
風
文
化
）

　
　
の
章
に
必
ず
と
り
あ
げ
ら
れ
て
、
「
臼
本
人
の
趣
妊
を
反
映
し
た
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
像
を
つ
く
り
彫
刻
の
和
様
を
完
成
し
た
」
と
説
明
さ
れ

　
　
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彫
刻
の
和
様
、
す
な
わ
ち
彫
刻
に
お
け
る
賃
本
的
様
式
と
は
何
か
、
中
国
や
朝
鮮
の
彫
刻
か
ら
日
本
の

　
　
彫
刻
を
区
別
す
る
特
色
は
何
か
、
の
問
題
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
あ
る
と
は
い
い
難
い
。
多
く
の
論
者
の
よ
う
に
、
彫
刻
に
お
け

　
　
る
日
本
的
様
式
を
特
色
づ
け
る
も
の
は
「
優
美
性
」
や
「
情
緒
許
し
に
あ
る
と
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
コ
否
葉
」
は
、
視
る
者

　
　
が
彫
刻
か
ら
受
け
と
る
い
わ
ば
主
観
的
印
象
を
欝
葉
に
穿
き
か
え
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
さ
ら
に
上
述
言
葉
の
説
明
が
求
め
ら
れ
る
だ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
っ
て
、
日
本
的
な
彫
刺
様
式
の
特
質
を
何
ら
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
仏
師
と
し
て
の
定
朝
を
評
簸
す
る
な
ら
ば
、

磯　
　
　
　
　
　
彫
刻
の
和
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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第
蒐
百
二
十
六
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

彼
が
「
優
美
性
」
や
「
情
緒
性
」
と
い
う
言
葉
で
麗
き
か
え
う
る
よ
う
な
印
象
を
視
る
者
に
与
え
る
彫
刻
を
つ
く
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
印
象
の
表
現
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
彫
刻
の
構
造
を
創
造
し
た
点
に
指
摘
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
豊
胸
堂
阿
弥
陀
如
来
像
の
前
に
立
つ
と
き
、
視
る
者
は
い
つ
も
深
い
や
す
ら
ぎ
と
、
奮
葉
で
は
名
状
し
難
い
融
和
感
に
つ
つ
ま
れ
る
の

を
覚
え
る
。
阿
弥
陀
像
は
視
る
者
が
仰
ぎ
み
る
高
い
八
重
の
蓮
華
塵
に
坐
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
奥
袖
感
を
も
っ
て
視
る
者
を
圧
倒
す
る
こ

と
も
な
く
、
ま
た
視
る
者
を
つ
き
放
す
冷
徹
さ
も
備
え
て
い
な
い
。
救
い
を
求
め
て
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
入
び
と
は
、
広
大
な
阿
弥
陀
の
慈

悲
に
よ
っ
て
や
さ
し
く
救
い
つ
つ
ま
れ
る
と
い
う
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ぽ
阿
弥
陀
の
広
大
な
慈
悲
は
視
る
者
の
身
の
廻
り
に

遍
満
し
て
い
る
の
で
あ
る
G

　
た
し
か
に
阿
弥
陀
像
を
安
置
す
る
鳳
講
堂
と
い
う
建
築
の
構
造
も
特
殊
で
あ
る
。
ま
ず
鳳
鳳
堂
の
外
観
は
、
中
堂
の
構
造
を
桁
行
三

間
・
梁
行
二
間
と
し
、
そ
の
母
屋
の
周
囲
に
通
常
の
庇
は
つ
け
ず
た
だ
ち
に
裳
層
を
め
ぐ
ら
し
た
構
造
で
、
一
見
重
腰
を
思
わ
ぜ
る
複
雑

な
外
観
を
み
せ
、
中
堂
の
左
右
に
の
び
る
翼
廊
と
楼
閣
の
軒
も
複
雑
に
交
錯
し
空
想
的
と
も
い
え
る
光
景
を
描
き
出
す
。
内
陣
に
は
、
母

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

歴
の
プ
ラ
ン
正
面
や
や
背
縫
よ
り
に
寄
せ
て
方
形
の
仏
壇
を
構
え
る
。
仏
壇
権
座
に
は
多
彩
な
螺
鍋
文
様
を
植
え
て
荘
厳
し
、
金
色
の
八

重
蓮
弁
を
吹
き
寄
せ
式
に
璽
ね
た
蓮
華
座
上
に
、
周
じ
く
金
色
の
舟
形
光
背
を
背
に
し
て
丈
六
阿
弥
陀
如
来
像
を
安
噂
す
る
。
天
上
に
は

宝
根
華
文
様
を
組
合
せ
た
円
蓋
と
格
天
弁
を
か
た
ど
っ
た
方
蓋
の
二
士
天
蓋
が
さ
が
り
、
方
蓋
四
方
か
ら
垂
下
す
る
金
色
の
宝
簾
も
や
は

り
宝
相
華
透
し
彫
り
の
意
匠
を
組
合
せ
て
仏
の
頭
上
を
荘
厳
す
る
。
中
堂
天
井
は
底
上
組
入
格
天
井
の
講
造
で
、
そ
の
木
颪
に
は
同
じ
く

錦
帯
華
の
極
彩
色
文
様
が
飾
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
堂
内
長
押
隔
壁
を
浄
土
の
大
空
に
み
た
て
て
、
雲
中
に
舞
う
さ
ま
ざ
ま
の
供

養
菩
薩
が
あ
る
い
は
礼
拝
し
、
あ
る
い
は
楽
を
奏
で
、
あ
る
い
は
踊
り
を
踊
っ
て
浄
土
の
喜
び
を
た
た
え
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
正
爵
三

戸
、
側
面
各
＝
戸
の
板
扉
に
は
九
最
の
阿
弥
陀
来
迎
の
光
景
を
極
彩
色
で
え
が
き
わ
け
て
お
り
、
阿
弥
陀
浄
土
の
華
麗
な
光
景
を
相
卿
際
の

か
ぎ
り
立
体
的
・
空
間
的
構
成
を
と
っ
て
蓑
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
鳳
鳳
堂
内
の
光
景
は
、
栄
華
物
語
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
ま
さ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

「
極
楽
に
参
り
た
ら
ん
心
地
」
で
あ
り
、
「
極
楽
も
か
く
こ
そ
や
と
推
し
量
ら
れ
」
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。



　
阿
弥
陀
像
の
前
に
立
っ
て
視
る
者
が
感
じ
と
る
深
い
安
ら
ぎ
の
印
象
と
名
状
し
難
い
融
和
感
は
、
阿
弥
陀
像
が
安
宿
さ
れ
て
い
る
鳳
鳳

堂
の
、
浄
土
の
主
題
に
と
も
な
う
こ
う
し
た
特
殊
な
建
築
的
・
空
閥
的
構
成
と
内
部
荘
厳
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
は
疑
え
な
い
。

　
し
か
し
そ
れ
が
す
べ
て
と
は
思
え
な
い
。
視
る
者
は
、
西
方
浄
土
の
光
景
を
現
出
す
る
と
い
う
鳳
鳳
堂
の
主
題
と
そ
れ
に
と
も
な
う
特

殊
な
建
築
構
成
や
荘
厳
の
華
麗
さ
の
故
に
い
わ
ば
我
を
忘
れ
る
た
め
な
の
か
。
そ
う
し
た
要
素
が
大
き
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
す
べ
て
と

は
思
え
な
い
。
な
に
よ
り
も
、
長
内
に
入
る
者
の
視
線
を
ま
ず
あ
つ
め
る
本
尊
阿
弥
陀
像
が
、
視
る
者
を
つ
つ
み
と
り
視
る
者
と
一
つ
に

融
合
す
る
よ
う
な
視
覚
的
印
象
を
生
み
出
す
彫
刻
と
し
て
の
特
色
を
備
え
て
お
り
、
そ
の
彫
刻
と
し
て
の
造
形
的
特
色
が
、
鳳
風
堂
と
い

う
特
殊
な
建
築
構
造
と
内
部
の
荘
厳
の
仕
方
と
結
び
つ
い
て
名
状
し
難
い
融
和
感
の
印
象
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
、
彫
刻
や
建
築
や
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
の
荘
厳
具
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
を
一
つ
の
総
合
的
空
間
と
し
て
統
～
し
ょ

う
と
す
る
独
霞
の
空
間
意
識
の
存
在
が
予
想
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
意
味
か
ら
宗
教
芸
術
と
し
て
の
仏
像
の
考
察
は
、
彫
刻
が
安
置
さ
れ
て

い
る
全
体
的
な
空
間
、
い
わ
ば
仏
像
の
「
場
」
の
考
察
ま
で
進
む
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
小
論
で
は
、
仏
像
の
或
る
造

形
的
特
色
（
様
式
）
が
成
立
す
る
背
景
に
は
、
そ
の
仏
像
が
安
竃
さ
れ
る
総
禽
空
闘
と
し
て
の
「
仏
像
の
場
」
の
問
題
が
予
想
で
き
る
と

い
う
問
題
意
識
を
設
定
し
つ
つ
、
焦
点
を
仏
像
の
様
式
に
限
っ
て
、
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
像
を
典
型
と
す
る
和
様
の
特
色
と
そ
う
し
た
彫
刻
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

成
立
し
て
く
る
様
式
史
的
必
然
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（二）

　
　
　
定
朝
が
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
像
を
造
立
し
た
藤
原
時
代
中
期
（
十
一
世
紀
中
葉
）
に
は
、
巳
本
に
お
け
る
仏
像
の
草
創
期
で
あ
っ
た
飛
鳥
階

　
　
代
（
七
世
紀
前
半
）
か
ら
白
鳳
、
天
平
を
経
て
平
安
前
期
（
九
世
紀
）
に
い
た
る
お
よ
そ
四
世
紀
余
の
、
彫
劾
の
長
い
伝
統
が
あ
っ
た
。

　
　
こ
れ
ら
七
世
紀
前
半
か
ら
十
一
世
紀
中
葉
に
い
た
る
彫
捌
様
式
の
歴
史
は
、
彫
刻
と
し
て
そ
う
し
た
展
開
を
と
げ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と

鵬　
　
　
　
　
　
彫
刻
の
和
様
　
　
　
　
　

’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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折
凋
学
研
究
　
　
第
五
｝
臼
二
・
す
六
獄
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瞑

い
え
る
必
然
的
、
か
つ
普
遍
的
展
開
の
過
程
を
承
し
て
い
る
。

　
飛
鳥
無
期
の
造
形
的
特
色
は
、
仏
像
彫
刻
の
原
型
と
な
っ
た
人
間
的
形
態
と
そ
れ
に
付
鑓
す
る
物
質
的
諸
富
索
を
可
能
な
か
ぎ
り
麟
式

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

化
・
抽
象
化
す
る
こ
と
を
通
じ
て
そ
こ
に
油
画
さ
れ
る
神
秘
的
印
象
自
体
に
仏
の
超
越
性
・
神
的
性
格
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
え
ば
光
背
陰
湿
銘
文
に
よ
っ
て
推
古
三
十
一
年
（
六
工
三
）
の
造
立
が
推
定
さ
れ
る
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三
尊
像
で
は
、
対
象
の
物
質
的

諸
要
素
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
稀
薄
で
あ
り
、
身
体
部
を
平
面
的
な
量
感
で
と
ら
え
、
そ
の
平
面
的
な
身
体
部
を
つ
つ
む
柄
衣
も

厚
い
板
状
に
つ
く
っ
て
著
衣
の
質
感
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
皮
衣
の
内
側
に
あ
る
身
体
の
柔
軟
な
肉
身
と
し
て
の
印
象
を
否
定
し
た
の
で

あ
る
。
嚢
の
処
理
に
お
い
て
も
同
様
で
、
細
部
の
形
態
に
も
ま
た
襲
が
宣
字
形
台
座
の
前
面
に
垂
下
し
て
で
き
る
懸
裳
の
処
理
に
お
い
て

も
幾
何
学
的
形
式
が
強
化
さ
れ
、
対
象
の
量
感
を
い
っ
そ
う
平
面
化
し
、
い
っ
そ
う
非
物
質
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
梢
好
の
造
作

で
も
い
わ
ゆ
る
「
杏
仁
形
」
の
限
形
、
「
仰
月
形
」
の
唇
を
つ
く
り
、
ま
た
頬
の
肉
づ
け
で
も
抑
揚
に
乏
し
い
平
板
な
顧
で
処
理
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
身
体
部
の
非
物
質
化
を
助
長
し
た
Q
加
え
て
、
本
尊
お
よ
び
両
脇
侍
像
の
三
尊
形
式
の
構
成
、
三
尊
と
舟
形
光
背
を
結
び
つ

け
る
構
成
の
仕
方
に
も
図
式
的
・
幾
何
学
的
形
式
の
強
化
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
ず
本
尊
如
来
像
の
螺
髪
尖
端
と
両
膝
端
を
む
す
ん
で
で
き

る
三
角
形
態
を
中
核
と
し
、
そ
れ
が
懸
裳
の
梯
形
下
部
の
両
端
と
結
合
し
て
い
ち
だ
ん
大
形
の
三
角
形
を
構
成
す
る
。
さ
ら
に
釈
迦
本
尊

の
三
角
形
を
中
心
に
、
舟
形
光
背
先
端
と
両
脇
侍
の
天
衣
左
右
両
端
を
結
ん
で
で
き
る
い
っ
そ
う
大
き
い
正
三
角
形
が
、
出
撃
尊
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

光
背
を
一
つ
の
統
一
あ
る
全
体
像
と
し
て
ま
と
め
る
た
め
の
構
成
原
理
と
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
の
特
色
は
、
ま
ず
身
体
部
、
主
動
お
よ
び
天
衣
な
ど
人
間
的
形
態
に
付
随
す
る
物
質
的
諸
要
素
を
下
限
ま

で
否
定
し
、
本
来
立
体
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
対
象
の
量
感
を
平
面
化
し
た
点
に
、
そ
し
て
幾
何
学
的
形
式
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

対
象
の
非
物
質
化
の
助
長
を
結
果
し
、
現
世
的
な
微
妙
な
感
情
や
不
安
な
ど
に
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
絶
対
不
動
の
形
態
を
実
現

し
た
点
に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
と
い
う
神
的
存
在
を
、
人
間
的
・
物
質
的
次
元
を
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
あ

る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
飛
鳥
時
代
人
の
意
識
を
見
事
に
形
象
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
見
出
さ
れ
た
仏
の
超
越
性
（
仏
の



　
　
現
実
感
）
は
、
経
典
に
説
か
れ
た
教
説
の
内
容
を
論
理
的
に
追
究
し
て
得
ら
れ
た
判
断
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
膜
想
・
内
観

　
　
の
法
に
よ
っ
て
観
念
的
に
獲
得
さ
れ
た
い
わ
ぽ
心
像
で
も
な
く
、
独
眼
な
構
成
と
量
感
の
把
握
と
い
う
純
粋
に
彫
灘
的
処
理
に
よ
っ
て
見

　
　
出
さ
れ
た
造
形
的
存
在
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
　
つ
づ
く
白
鳳
時
代
の
彫
刻
、
た
と
え
ぽ
七
世
紀
後
半
の
造
立
が
推
定
で
き
る
法
隆
寺
夢
違
観
音
像
で
は
、
物
質
約
な
る
も
の
の
肯
定
・

　
　
膚
覚
が
量
感
の
増
進
と
い
う
仕
方
で
形
象
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
特
磁
が
あ
る
。
相
妊
の
表
現
に
は
、
眼
、
鼻
、
唇
な
ど
細
都
の
処
理
に
な

　
　
お
幾
何
学
的
・
挙
式
的
形
式
の
残
存
を
み
る
が
、
反
面
で
は
、
像
全
体
を
構
成
す
る
際
に
身
体
各
部
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
懲
然
ら
し
く

　
　
ま
と
め
よ
う
と
す
る
意
志
が
顕
著
に
進
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
構
成
に
お
け
る
新
ら
し
い
傾
向
が
成
立
す
る
根
底
に

　
　
は
、
量
感
を
把
捉
す
る
た
め
の
新
ら
し
い
意
識
の
成
立
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
量
感
の
構
成
で
は
頭
部
、
胸
部
、
腹
部

　
　
か
ら
腰
部
に
か
け
て
の
身
体
各
部
の
肉
づ
け
を
丸
や
か
に
強
調
し
て
立
体
的
な
厚
味
を
感
じ
さ
せ
る
量
感
の
進
展
を
み
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
こ
で
は
、
対
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
把
握
す
る
た
め
に
、
飛
鳥
彫
灘
の
よ
う
に
対
象
の
量
感
を
平
面
化
し
幾
何
学
的
に
構
成
す
る
と
い
う

　
　
対
象
の
非
物
質
化
を
通
じ
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
物
質
的
な
も
の
の
増
進
に
と
も
な
う
立
体
酌
な
量
感
を
任
意
に
構
成
す
る
と
い
う
新

　
　
ら
し
い
造
形
的
処
理
を
通
じ
て
把
捉
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
対
し
て
天
平
彫
刻
は
、
対
象
に
お
け
る
人
間
的
形
態
と
そ
れ
に
付
随
す
る
物
質
的
諸
要
素
へ
の
自
覚
が
次
第
に
増
進
す
る
過
程

　
　
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
調
和
と
均
衡
と
い
う
独
自
の
造
形
原
理
で
破
綻
な
く
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
芋
麺
的
形
態
と
そ
れ
に
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
な
う
物
質
性
そ
の
も
の
を
超
越
す
る
仏
の
存
在
を
見
事
に
形
象
化
し
た
の
で
あ
る
。
天
平
時
代
の
初
期
の
代
表
作
薬
師
響
薬
師
三
尊
像

　
　
（
八
世
紀
前
半
）
を
例
に
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
身
体
部
の
プ
ロ
ボ
…
シ
ョ
ン
の
構
成
で
は
身
体
の
特
定
部
分
の
誇
張
を
極
力
避
け
、
視

　
　
る
者
に
農
然
な
ま
と
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
有
機
的
調
和
を
基
調
と
し
、
岡
時
に
そ
の
調
和
あ
る
有
機
的
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
の
溝
成

　
　
に
よ
っ
て
、
量
感
の
把
握
で
も
身
体
各
部
の
均
衡
あ
る
構
成
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
羅
衣
の
処
理
も
均
衡
の
と
れ
た
量
感
の
把
握

　
　
に
対
応
し
て
、
荒
々
し
さ
や
複
雑
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
単
純
で
自
然
ら
し
い
嚢
の
彫
法
と
衣
文
線
の
構
図
を
み
せ
て
い
る
。

鰯　
　
　
　
　
　
彫
刻
の
茄
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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認
誓
学
研
究
　
　
餓
到
血
｝
臼
一
　
十
・
六
幽
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
ハ

　
こ
の
像
で
は
、
一
方
で
は
立
体
的
な
量
感
が
強
調
さ
れ
、
眼
、
鼻
、
唇
、
門
訴
な
ど
細
部
の
処
理
に
も
再
現
的
傾
向
を
進
め
る
志
向
と
、

他
方
で
は
そ
の
志
向
の
誇
張
と
逸
脱
を
抑
え
て
有
機
的
調
和
を
求
め
る
志
向
と
の
厳
し
い
緊
張
痴
漢
を
つ
く
り
、
そ
の
緊
張
関
係
か
ら
に

じ
み
出
る
無
賑
な
印
象
、
永
遠
的
な
印
象
露
体
に
仏
の
超
越
性
を
冤
謝
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
代
の
平
安
蒋
代
前
期
（
九
世
紀
）
は
、
天
平
下
灘
が
見
出
し
た
仏
の
超
越
性
、
す
な
わ
ち
調
和
と
均
衡
の
原
理
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ

た
仏
の
現
実
感
に
代
る
薪
ら
し
い
現
実
感
を
、
物
質
的
な
も
の
の
誇
張
に
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
九
世
紀
初
頭
の
黒
作
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

推
定
さ
れ
る
神
苔
寺
薬
師
如
来
像
を
例
に
と
れ
ば
、
な
に
よ
り
も
像
全
体
の
量
感
が
有
機
的
な
均
衡
を
無
視
し
て
誇
張
さ
れ
た
点
に
特
色

が
指
摘
さ
れ
る
。
蚤
感
構
成
の
基
、
本
と
な
る
身
体
部
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
構
成
し
、
頭
部
か
ら
胸
部
、
腰
部
、
脚
翻

に
か
け
て
の
身
体
を
構
成
す
る
の
に
、
身
体
各
都
の
分
節
に
注
意
を
払
う
こ
と
な
く
解
剖
学
的
有
機
性
を
無
視
し
て
身
体
を
い
く
つ
か
の

ブ
p
ッ
ク
に
分
け
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
際
に
は
像
金
嵩
を
｝
個
の
塊
状
の
存
在
（
塊
量
的
な
も
の
）
と
し
て
捉
ら
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
轟
然
で
有
機
的
な
プ
揖
ポ
ー
シ
ョ
ン
と
均
衡
の
と
れ
た
量
感
の
構
成
か
ら
生
れ
る
静
的
な
印
象
と
軽
快
さ
に
代
っ
て
、

誇
張
さ
れ
た
量
感
を
一
個
の
塊
量
（
マ
ッ
ス
）
と
し
て
捉
ら
え
る
と
こ
ろ
に
生
れ
る
ど
っ
し
り
し
た
重
量
感
と
充
実
感
が
あ
る
。
腹
部
か

ら
脚
部
に
か
け
て
Y
字
形
の
構
図
で
衣
文
を
深
く
刻
ん
だ
こ
と
が
像
の
量
感
を
い
く
つ
か
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
分
け
る
こ
と
に
役
立
ち
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ま
た
と
く
に
澗
も
も
部
の
璽
最
感
と
充
実
感
を
助
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
平
安
初
期
彫
灘
は
、
人
間
的
形
態
と
そ
れ
に
付
随
す
る
物
質
的
諸
要
素
を
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
仕
方
で
誇
張
し
、
そ
れ
を
塊
量
的
に
再
構

成
す
る
こ
と
を
通
じ
て
人
間
を
威
圧
し
籏
倒
す
る
ほ
ど
の
重
量
感
と
充
実
感
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
の
力
そ
の
も
の
に
仏
の
新
ら
し
い
超
越

性
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
飛
鳥
時
代
（
七
世
紀
前
半
）
に
は
じ
ま
り
白
鳳
、
天
平
を
経
て
平
安
前
期
に
い
た
る
彫
刻
の
歴
史
を
、
仏
像
に
お
け
る
二
元
的

要
素
、
す
な
わ
ち
仏
像
に
お
け
る
物
質
的
要
素
と
そ
の
超
越
化
と
い
う
い
わ
ば
二
元
的
要
素
を
ど
の
よ
う
に
統
一
す
る
か
と
い
う
観
点
か

ら
考
察
す
る
な
ら
ば
、
物
質
的
な
も
の
を
否
定
す
る
段
階
に
は
じ
ま
り
、
物
質
的
な
る
も
の
の
肯
定
・
霞
覚
、
さ
ら
に
は
物
質
的
な
る
も



　
　
の
を
調
和
あ
ら
し
め
均
衡
あ
ら
し
め
る
段
階
へ
と
進
み
、
や
が
て
物
質
的
な
る
も
の
の
誇
張
の
段
階
に
い
た
る
過
程
と
し
て
跡
づ
け
う
る

　
　
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
仏
像
に
お
け
る
二
元
性
の
統
一
が
、
本
来
立
体
的
空
間
を
占
め
る
も
の
と
し
て
あ
る
彫
刻
に
必
然
す
る
立
体

　
　
的
量
感
を
彫
刻
の
基
本
的
構
造
と
し
て
、
そ
の
立
体
的
量
感
を
ど
の
よ
う
に
構
成
す
る
か
と
い
う
立
体
的
構
成
の
多
様
性
の
な
か
で
追
究

　
　
さ
れ
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
厳
密
な
意
味
で
は
、
飛
鳥
時
代
の
彫
刻
は
三
次
元
的
量
感
を
基
盤
と
す
る
と
は
い
い
難
い
の

　
　
で
あ
る
が
、
や
が
て
白
鳳
以
後
に
お
い
て
三
次
元
的
量
感
を
自
覚
し
そ
れ
を
多
様
的
に
進
展
さ
せ
る
志
向
を
内
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味

　
　
で
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
一
様
桐
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
飛
鳥
か
ら
平
安
前
期
に
い
た
る
彫
刻
様
式
の
展
開
は
日
本
独
膚
の
創
意
に
よ
っ
て
果
さ
れ
た
と
す
る
よ
り
も
、
朝
鮮
、
中

　
　
国
で
成
立
し
た
彫
刻
様
式
の
新
展
開
に
敏
感
に
反
応
し
、
新
ら
し
い
様
式
を
積
極
的
に
摂
取
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
妥
当
で
あ

　
　
る
。
美
術
史
に
か
ぎ
ら
ず
日
本
文
化
一
般
が
、
中
国
・
朝
鮮
の
文
化
・
美
術
の
大
き
な
流
れ
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
追
究
す
る

　
　
と
い
う
仕
方
で
展
開
し
た
と
す
る
解
釈
は
い
ま
や
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
以
下
、
中
国
彫
刻
の
様
式
展
開
を
一
瞥
し
、

　
　
爾
者
の
比
較
を
通
じ
て
さ
ら
に
問
題
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
中
国
彫
刻
の
歴
史
は
（
臼
本
彫
刻
と
の
関
連
に
限
れ
ば
）
北
魏
後
半
期
（
四
九
三
…
五
三
四
）
に
は
じ
ま
り
、
以
下
墨
黒
、
北
斉
、
北

　
　
周
（
以
上
五
三
四
－
五
八
九
）
、
晴
（
五
八
九
一
六
四
八
）
を
経
て
初
唐
・
盛
合
（
六
一
八
i
七
五
六
）
、
中
・
晩
唐
（
七
五
六
i
九
〇
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
へ
と
つ
づ
く
。
ま
ず
北
魏
後
半
期
の
代
表
作
で
あ
る
河
南
省
竜
門
石
窟
賓
陽
極
本
尊
（
五
〇
五
i
五
二
三
）
で
は
対
象
を
そ
の
物
質
性
に

　
　
即
し
て
忠
実
に
再
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
稀
薄
で
、
身
体
は
三
角
形
の
構
騒
的
制
約
を
も
っ
て
い
る
。
量
感
の
把
握
で
も
立
体
的
構
成

　
　
を
抑
え
、
身
体
を
つ
つ
む
著
衣
の
処
理
で
も
ぶ
厚
い
線
的
な
襲
で
構
成
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
身
体
に
と
も
な
う
物
質
的
諸
要
素
の
否
定

　
　
を
著
し
く
結
果
し
た
。
相
好
の
表
現
で
も
同
様
で
あ
る
。
細
面
に
つ
く
る
顔
の
灘
の
構
成
で
は
微
妙
な
抑
揚
（
モ
デ
ジ
ン
グ
）
の
変
化
を

脚　
　
　
　
　
　
彫
刻
の
和
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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蒼
二
十
六
号
八

抑
え
、
細
部
の
、
眼
は
「
杏
仁
形
」
、
唇
は
上
方
に
湾
曲
す
る
「
仰
月
形
」
と
い
う
幾
何
学
的
形
式
に
つ
く
っ
て
人
間
的
感
情
の
止
揚
を

可
能
と
し
た
。
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
、
像
全
体
の
構
成
と
表
面
の
輪
廓
を
、
石
と
い
う
材
質
を
生
か
し
て
単
純
で
直
線
的
な
形
態
で
捉

え
、
し
か
も
台
座
に
垂
下
す
る
思
懸
を
左
右
に
つ
よ
く
張
る
か
た
ち
で
構
成
し
た
こ
と
が
、
こ
の
像
の
量
感
や
細
部
の
非
物
質
的
な
処
理

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
懲
懲
体
に
ど
っ
し
り
し
た
重
量
感
と
超
越
的
と
も
い
え
る
臣
量
感
を
た
だ
よ
わ
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
点
も
焉
過
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
北
魏
後
半
期
の
彫
灘
は
物
質
的
諸
要
素
を
つ
よ
く
否
定
す
る
傾
向
を
内
在
し
つ
つ
、
他
面
で
は
像
全
体
の
構

成
と
面
の
処
理
に
お
け
る
単
純
化
に
よ
っ
て
、
物
質
的
諸
悪
索
の
否
定
の
契
機
自
体
に
超
越
的
な
も
の
臣
大
的
な
る
も
の
を
見
出
す
こ
と

を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

　
北
魏
の
次
代
、
北
斉
、
北
周
、
晴
に
い
た
る
と
次
第
に
物
質
的
要
素
の
肯
定
・
自
覚
が
高
ま
る
。
身
体
は
　
二
角
形
態
の
講
図
嚢
拘
束
か

ら
解
放
さ
れ
て
有
機
的
ブ
馨
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
獲
得
し
、
そ
れ
に
鰐
堅
し
て
量
感
の
立
体
化
が
進
み
肉
身
部
の
細
部
に
は
柔
軟
さ
が
加
わ
る
。

垂
衣
の
処
理
に
も
質
感
へ
の
興
味
が
生
れ
、
嚢
は
薄
く
柔
く
畳
ま
れ
、
内
側
に
あ
る
身
体
部
の
量
感
を
い
っ
そ
う
立
体
的
な
も
の
と
す
る

こ
と
を
．
司
能
に
し
た
。

　
初
唐
・
盛
唐
、
と
く
に
鋼
天
武
后
の
在
世
（
六
九
〇
1
七
〇
五
）
を
中
心
と
す
る
唐
は
北
魏
か
ら
階
に
い
た
る
彫
劾
の
伝
統
を
受
け
て

古
代
中
国
の
彫
刻
史
に
頂
点
を
築
い
た
時
期
と
し
て
伎
麗
づ
け
得
る
。
初
唐
彫
凋
の
様
式
的
特
色
は
な
に
よ
り
も
堂
々
た
る
量
感
を
強
調

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
一
面
で
は
強
調
さ
れ
た
量
感
を
像
全
体
の
構
成
に
お
い
て
可
能
な
か
ぎ
り
調
和
を
保
ち
均
衡
あ
る
よ
う

に
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
聴
に
他
．
澗
で
は
、
そ
の
量
感
を
細
部
に
こ
だ
わ
ら
な
い
単
純
化
さ
れ
た
面
で
購
成
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
こ
に
記
念
碑
的
と
も
い
え
る
重
量
感
と
薫
営
繕
を
つ
く
り
あ
げ
た
点
が
独
特
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
六
七
五
年
に
開
窟
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
善
ユ
）

た
竜
門
奉
先
養
鰻
舎
那
仏
像
で
は
、
ま
ず
プ
ロ
ポ
ー
シ
露
ン
で
も
量
感
の
把
握
で
も
身
体
の
特
定
部
分
を
と
く
に
誇
張
す
る
こ
と
は
避
け
、

一
楽
の
有
機
体
と
し
て
の
均
衡
が
つ
よ
く
求
め
ら
れ
た
。
し
か
も
細
部
の
モ
デ
リ
ン
グ
や
衣
文
の
処
理
に
は
物
質
性
へ
の
霞
草
と
そ
れ
に

と
も
な
う
対
象
の
質
感
へ
の
興
味
が
著
し
く
進
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
の
現
象
的
再
現
、
模
倣
に
堕
ち
入
る
こ
と
は
な
く
、
微
妙
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な
抑
揚
を
抑
え
た
単
純
な
面
の
構
成
を
つ
か
っ
て
身
体
の
量
感
を
ま
と
め
あ
げ
、
そ
こ
に
ど
っ
し
り
と
し
た
重
量
感
と
巨
大
感
の
表
出
に

成
功
し
た
。
著
衣
の
処
理
で
も
、
　
一
面
で
は
布
と
い
う
柔
軟
な
質
感
の
描
写
に
著
し
い
進
展
を
み
せ
た
が
、
葉
蘭
で
は
衣
文
線
の
彫
り
を

浅
く
つ
く
り
、
岡
蒔
に
衣
文
線
の
え
が
く
構
図
を
同
心
円
状
に
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
の
量
感
を
構
成
す
る
面
の
単
純
化
と
そ
の

量
感
が
か
も
し
だ
す
重
量
感
の
助
長
を
結
果
し
た
。
そ
こ
に
は
、
物
質
的
な
も
の
の
進
展
に
と
も
な
う
量
感
の
増
大
を
独
特
な
造
形
的
手

法
で
処
理
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
物
質
的
な
る
も
の
の
増
大
と
そ
の
超
越
化
と
い
う
二
元
的
要
素
の
聞
に
厳
し
い
緊
張
関
係
を
つ
く
り
、

そ
の
緊
張
関
係
か
ら
か
も
し
出
さ
れ
る
い
わ
ぽ
記
念
碑
的
と
も
い
っ
て
よ
い
重
量
感
と
巨
大
感
の
印
象
に
仏
の
実
在
感
を
見
出
し
た
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
中
唐
・
晩
唐
に
お
よ
ぶ
と
、
初
唐
・
盛
唐
で
頂
点
に
達
し
た
仏
像
に
お
け
る
二
元
的
志
向
の
緊
張
関
係
が
崩
れ
、
人
体
的
形

態
に
付
随
す
る
物
質
的
要
素
が
さ
ま
ざ
ま
の
仕
方
で
誇
張
さ
れ
は
じ
め
る
。
た
と
え
ば
、
天
竜
山
石
窟
の
一
例
、
八
世
紀
前
半
の
鰯
作
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

推
定
さ
れ
る
第
四
洞
如
来
坐
像
で
は
身
体
の
プ
獄
ポ
ー
シ
ョ
ソ
や
量
感
を
均
衡
の
と
れ
た
仕
方
で
構
成
す
る
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
ポ
ー
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ヨ
ソ
で
は
肩
櫓
が
ら
胸
に
か
け
て
の
拡
が
り
を
強
調
し
、
量
感
で
は
胸
部
、
膝
部
、
太
も
も
な
ど
特
定
部
分
の
量
感
を
他
の
部
分
に
比
し

て
誇
張
し
た
。
加
え
て
、
誇
張
さ
れ
た
部
分
の
量
感
を
、
微
妙
な
変
化
に
寓
む
抑
揚
を
使
っ
て
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
質
的
に
も
柔
軟

な
印
象
を
助
長
し
、
官
能
的
と
も
い
っ
て
よ
い
感
覚
性
の
表
鳩
を
視
る
老
に
つ
よ
く
う
っ
た
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
他
の
一
例
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

近
年
発
酵
さ
れ
た
天
宝
十
一
年
（
七
五
一
～
）
の
銘
文
を
も
つ
山
西
省
五
台
山
仏
光
寺
無
垢
浄
光
塔
遺
事
出
土
の
釈
迦
如
来
像
で
は
、
身
体

各
部
の
プ
揖
ポ
…
シ
ョ
ソ
で
も
量
感
の
と
り
方
で
も
自
然
ら
し
い
有
機
的
調
和
を
喪
失
し
て
像
を
一
つ
の
塊
状
の
（
マ
ッ
シ
ヴ
な
）
量
感

に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
の
マ
ッ
シ
ヴ
な
蚤
感
が
も
つ
い
わ
ば
ず
ん
ぐ
り
し
た
重
量
感
と
充
実
感
そ
れ
自
体
に
仏
の
新
ら
た
な
超
越
性
を
兇

出
し
て
い
る
。
量
感
の
処
理
に
お
け
る
二
元
的
な
る
も
の
の
調
和
関
係
（
初
唐
彫
刻
）
に
で
は
な
く
、
物
質
的
な
る
も
の
の
増
大
に
と
も

な
っ
て
生
れ
た
量
感
の
誇
張
そ
｝
3
／
自
体
に
仏
の
超
越
性
を
見
繍
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
北
魏
後
半
か
ら
中
・
騒
騒
に
い
た
る
中
国
彫
刻
史
は
、
対
象
の
物
質
駒
要
素
を
否
定
す
る
段
階
か
ら
発
し
、
物
質
性
の
脊
定
・

　
　
　
　
彫
刻
の
和
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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膚
覚
の
段
階
（
北
斉
、
北
周
、
階
）
へ
と
進
み
、
や
が
て
物
質
的
な
る
も
の
の
増
大
と
そ
れ
ら
を
調
和
あ
ら
し
め
る
と
い
う
二
元
的
志
向

の
緊
張
関
係
の
段
階
（
初
学
・
盛
唐
）
に
い
た
り
、
最
後
は
物
質
性
の
誇
張
の
段
階
が
こ
れ
に
つ
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
彫
刻
様

式
が
そ
の
よ
う
に
展
開
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
え
る
よ
う
な
必
然
的
か
つ
普
遍
的
展
開
の
パ
タ
ー
ン
を
み
せ
て
い
る
。
人
種
の
違
い
、

地
域
の
違
い
、
時
代
の
違
い
を
越
え
て
し
ぼ
し
ば
み
ら
れ
る
芸
術
展
開
の
基
本
的
パ
タ
ー
ン
を
こ
こ
で
も
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
飛
鳥

か
ら
平
安
前
期
に
い
た
る
β
本
彫
刻
の
歴
史
、
そ
し
て
北
魏
後
半
期
か
ら
中
・
晩
唐
に
い
た
る
申
国
彫
劾
の
歴
史
、
こ
の
二
つ
の
国
で
起

っ
た
彫
灘
展
開
の
パ
タ
ー
ン
は
き
わ
め
て
類
似
す
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
直
接
的
に
は
疑
本
上
代
の
彫
刻
が
中
国
上
代

彫
刻
の
新
し
い
様
式
を
積
極
的
に
摂
取
し
た
結
果
で
あ
る
Q
飛
鳥
彫
塗
は
北
魏
後
半
期
お
よ
び
東
魏
の
彫
刻
…
様
式
を
朝
鮮
経
由
で
摂
取
し

た
も
の
で
あ
る
し
、
白
鳳
彫
刻
は
北
斉
、
北
周
、
階
代
の
彫
刻
を
、
そ
し
て
天
平
彫
刻
は
主
に
初
・
盛
唐
の
様
式
を
直
接
中
国
か
ら
学
ん

だ
。
最
後
の
平
安
前
期
の
彫
刻
は
中
・
晩
唐
以
後
の
様
式
と
鰐
応
ず
る
。

　
そ
れ
で
は
、
日
本
上
代
彫
刻
は
中
国
彫
凋
の
展
開
を
逐
一
追
い
、
中
国
彫
刻
の
模
倣
に
終
始
し
、
独
創
的
な
も
の
は
な
に
も
見
出
せ
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

個）

　
中
国
彫
刻
と
日
本
彫
刻
の
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
階
代
で
比
較
す
れ
ば
、
一
面
で
は
彫
劾
様
式
と
そ
れ
ら
様
式
展
開
の
パ
タ
ー

ン
に
著
し
い
類
似
が
指
摘
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
面
で
は
視
る
者
に
与
え
る
印
象
が
ど
こ
か
相
違
す
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
た
と
え
ば
中
国
劇
魏
後
半
期
の
竜
門
賓
絃
楽
本
尊
と
飛
鳥
時
代
の
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
を
比
較
す
れ
ぽ
、
た
し
か
に
外
形
的
形

式
の
類
似
は
著
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
台
座
手
前
に
垂
下
す
る
上
裳
を
左
右
に
張
っ
て
装
飾
的
に
構
成
し
、
こ
の
暴
露
を
含
め
て

像
担
体
を
三
角
形
と
い
う
幾
何
学
的
形
式
の
講
図
で
統
一
す
る
や
り
方
、
さ
ら
に
身
体
部
の
量
感
を
抑
え
る
や
り
方
や
全
身
を
ぶ
厚
い
直

線
的
な
衣
文
線
で
包
ん
で
全
身
の
量
感
を
い
っ
そ
う
乏
し
い
も
の
と
す
る
や
り
方
も
類
似
す
る
。
相
好
で
も
、
眼
、
鼻
、
唇
な
ど
の
細
部



　
　
を
図
式
的
形
式
で
あ
ら
わ
す
点
も
縦
様
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
、
対
象
の
も
つ
物
質
的
要
素
を
再
現
的
に
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、
幾

　
　
何
学
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
現
実
的
・
神
秘
酌
印
象
を
つ
く
り
だ
し
、
そ
の
印
象
虜
体
に
仏
の
超
越
性
を
見
出
す
点
で
基
本

　
　
的
に
共
通
す
る
性
格
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
法
隆
寺
像
が
北
魏
後
半
期
の
竜
門
石
窟
像
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
共
通
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
様
式
的
特
色
を
つ
よ
く
も
つ
北
魏
銘
や
黒
髪
銘
の
石
造
彫
刻
な
ど
を
源
流
と
し
て
成
立
し
た
と
い
う
可
能
性
は
大
き
い
。
け
れ
ど
も
い
ま

　
　
両
者
を
比
較
す
る
と
き
、
前
述
の
著
し
い
形
式
的
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
二
つ
の
彫
刻
が
も
つ
「
感
じ
」
に
は
明
瞭
な
相
違
の
あ
る
こ
と

　
　
も
否
定
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
重
要
な
こ
と
は
、
二
つ
の
彫
刻
の
外
形
約
形
式
に
類
似
が
指
摘
で
き
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
形
式

　
　
的
類
似
に
も
か
か
わ
ら
ず
ど
の
よ
う
に
異
な
る
志
向
を
内
在
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
何
を
本
質
的
な
も
の
と

　
　
し
て
い
る
か
、
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
竜
門
像
は
、
立
体
的
量
感
へ
の
意
識
は
い
ま
だ
稀
薄
で
身
体
部
を
ほ
っ
そ
り
と
し
た
肉
づ
け
で
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
が
、
他
画
で
は
、

　
　
像
の
細
部
を
形
式
的
な
整
理
に
と
ら
わ
れ
な
い
お
お
ら
か
な
造
形
で
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
単
純
な
面
と
直
線
的
な
衣
文
線

　
　
で
ほ
っ
そ
り
し
た
身
体
翻
の
量
感
を
包
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
身
金
体
に
ど
っ
し
り
し
た
重
量
感
と
充
実
感
を
も
ち
込
み
、
あ
わ

　
　
せ
て
そ
の
重
量
感
と
充
実
感
密
体
に
記
念
碑
的
と
も
い
っ
て
よ
い
匝
大
鷲
の
印
象
を
感
じ
と
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
反
し
法
隆
寺
像
で
は
、
像
金
体
の
形
式
的
と
と
の
い
を
な
に
よ
り
も
重
視
し
て
い
た
よ
う
に
構
え
る
。
た
し
か
に
一
匹
で
は
、

　
　
法
隆
寺
像
の
細
部
、
す
な
わ
ち
網
好
に
お
け
る
眼
、
鼻
、
唇
な
ど
の
形
態
や
羅
衣
の
襲
の
魔
法
は
直
線
的
か
つ
鋭
角
的
で
あ
り
、
ま
た
左

　
　
右
に
張
っ
た
懸
裳
の
装
飾
的
処
理
や
脇
侍
像
の
天
衣
の
拡
が
り
に
も
図
式
化
・
抽
象
化
の
強
化
に
と
も
な
う
尖
鋭
な
印
象
が
み
ら
れ
る
の

　
　
で
あ
る
が
、
他
方
、
像
全
体
を
一
つ
の
統
一
体
と
し
て
視
る
と
き
に
は
細
部
の
形
態
や
彫
法
の
処
理
の
も
つ
尖
鋭
な
印
象
は
背
後
に
か
く

　
　
さ
れ
て
、
像
全
体
を
一
つ
の
統
一
あ
る
構
図
と
し
て
破
綻
な
く
ま
と
め
あ
げ
た
構
図
上
の
巧
み
さ
と
そ
こ
か
ら
生
れ
る
「
端
正
さ
」
あ
る

　
　
い
は
門
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
ま
と
ま
り
し
と
い
う
印
象
が
表
面
に
つ
よ
く
浮
び
上
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
こ
の
像
全
体
を
ま
と
め

　
　
あ
げ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
幾
何
学
的
構
図
の
極
度
の
強
化
が
対
象
の
董
感
を
和
し
く
平
面
的
な
も
の
と
し
て
感
じ
さ
せ
、
そ
の
結
果
重

416　
　
　
　
　
　
彫
刻
の
和
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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量
感
と
充
実
感
を
乏
し
い
も
の
と
し
た
こ
と
が
こ
の
像
の
「
端
正
さ
」
と
、
ま
と
ま
り
」
の
印
象
を
い
っ
そ
う
助
長
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

北
魏
像
の
も
つ
重
量
感
と
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
雄
大
さ
、
巨
大
感
の
印
象
は
、
法
隆
寺
像
で
は
端
正
な
形
式
的
ま
と
ま
り
の
う
ち
に
解

消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
両
像
の
間
に
横
た
わ
る
様
式
的
志
向
の
稟
質
漁
網
違
は
こ
の
点
に
こ
そ
指
摘
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
、
初
鷹
彫
刻
と
天
平
彫
刻
を
比
較
し
て
も
周
様
に
指
摘
可
能
で
あ
る
。
初
唐
彫
刻
も
天
平
彫
刻
も
、
一
面
で
は
物
質
的
な

る
も
の
へ
の
臨
覚
が
高
ま
り
立
体
的
な
量
感
を
強
調
す
る
と
い
う
様
式
的
志
向
を
進
め
つ
つ
、
他
藩
で
は
そ
の
志
向
の
逸
脱
を
抑
え
て
量

感
の
有
機
的
調
和
を
保
と
う
と
す
る
配
慮
が
つ
よ
く
働
い
て
い
た
点
、
著
し
く
類
似
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
両
者
の
閥
に
は
、

そ
う
し
た
形
式
的
類
似
の
反
騰
ま
た
違
っ
た
「
感
じ
」
の
あ
る
こ
と
も
焉
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
初
寒
彫
刻
の
代
表
作
竜
門
遣
先
寺
盧

禽
那
仏
は
、
広
義
で
は
物
質
的
要
素
の
増
大
と
そ
の
調
聯
と
い
う
い
わ
ば
古
典
的
精
神
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
そ
の
法
則
の
な
か
で
可
能

な
か
ぎ
り
の
立
体
と
し
て
の
重
三
感
と
充
実
感
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
正
薗
観
に
お
い
て
、
重
心
的
な
肩
の
張
り
、
そ
し
て

肩
の
両
端
か
ら
肘
を
経
て
両
膝
に
い
た
る
上
半
身
の
輪
廓
が
幾
何
学
的
と
も
い
っ
て
よ
い
単
純
化
さ
れ
た
図
形
的
構
図
を
つ
く
る
こ
と
、

あ
る
い
は
頬
や
肩
部
や
胸
部
な
ど
の
身
体
部
で
、
細
部
の
形
態
や
表
面
に
お
け
る
抑
揚
を
あ
ら
わ
す
の
に
紺
象
的
再
現
に
は
拘
泥
せ
ず
周

じ
く
単
純
化
さ
れ
た
面
の
構
成
を
用
い
立
方
体
を
思
わ
せ
る
マ
ッ
シ
ヴ
（
塊
量
的
）
な
量
感
を
組
み
上
げ
た
こ
と
に
も
指
摘
で
き
る
。
そ

の
際
、
衣
文
の
嚢
を
浅
い
ふ
く
ら
み
を
も
つ
彫
り
と
平
行
線
状
の
構
図
と
で
あ
ら
わ
し
た
こ
と
が
彫
刻
表
颪
の
単
純
化
を
助
長
し
、
そ
の

結
果
量
感
の
塊
量
的
表
現
と
充
実
感
を
い
っ
そ
う
強
調
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
像
で
は
物
質
的
な
も
の
へ
の
霞
覚
の
進
展
が
対
象
の

三
次
元
的
な
量
感
を
増
大
さ
せ
た
ぼ
か
り
で
な
く
、
そ
の
量
感
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
塊
量
的
に
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
報
象
自
体
に

圧
翻
的
な
重
量
感
と
充
実
感
（
巨
大
感
）
を
付
与
す
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
天
平
瞬
代
初
期
の
薬
師
寺
薬
師
三
尊
像
で
は
、
奉
先
寺
像
と
と
も
に
広
義
の
古
典
的
精
神
に
属
し
つ
つ
、
調
和
・
均
衡
と

い
う
形
式
的
整
理
を
よ
り
強
調
し
た
点
に
根
違
が
あ
る
。
プ
ロ
ポ
1
シ
ョ
ン
で
は
身
体
各
部
の
比
率
を
膚
然
ら
し
く
と
と
の
え
、
量
感
の

構
成
で
も
た
と
え
ぽ
頗
は
奉
先
寺
像
と
同
様
に
豊
か
な
量
感
を
み
せ
る
が
、
そ
れ
を
単
純
化
さ
れ
た
輪
廓
と
面
の
構
成
で
と
と
の
え
る
の
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ヘ
　
　
へ

で
は
な
く
、
ま
ゆ
に
は
微
妙
な
ふ
く
ら
み
が
あ
り
、
頬
か
ら
く
ぼ
み
を
み
せ
る
唇
の
両
端
に
か
け
て
も
薗
の
抑
揚
に
変
化
を
つ
け
て
い
る
。

胸
部
の
ふ
く
ら
み
か
ら
綱
部
に
か
け
て
細
く
、
腹
部
に
か
け
て
ふ
た
た
び
ふ
く
ら
み
を
國
復
す
る
身
体
部
の
抑
揚
に
も
微
妙
な
自
然
ら
し

い
変
化
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
像
で
は
物
質
的
な
る
も
の
の
増
大
と
い
う
過
程
に
あ
っ
て
、
ま
ず
像
の
細
部
、
す
な
わ
ち
身
体
各
部
の
量

感
や
細
部
の
形
態
を
で
き
る
だ
け
対
象
の
物
質
性
に
も
と
づ
い
て
造
形
し
た
上
で
、
金
蛇
と
し
て
は
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
自
然
で

破
綻
の
な
い
有
機
的
調
癩
や
量
感
の
均
衡
と
い
う
形
式
的
整
理
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
奉
先
寺
像
が
物
質
的
な
も
の
の

増
大
に
と
も
な
っ
て
、
広
義
の
古
典
的
精
神
に
属
し
つ
つ
も
、
像
の
最
感
を
塊
量
的
に
構
成
し
そ
こ
に
記
念
碑
的
と
も
い
え
る
ど
っ
し
り

し
た
重
量
感
と
充
実
感
を
感
じ
さ
せ
た
の
に
対
し
て
、
薬
師
像
で
は
破
綻
の
な
い
形
式
的
整
理
と
視
覚
的
有
機
性
を
重
視
し
て
、
そ
れ
に

と
も
な
う
「
端
正
さ
」
と
「
お
だ
や
か
さ
」
の
印
象
を
追
究
し
た
の
で
あ
る
。
天
平
初
期
彫
凋
の
成
立
に
際
し
て
初
夢
彫
刻
の
様
式
悪
影

響
が
必
須
の
契
機
と
な
っ
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
と
し
て
も
、
中
国
像
の
も
つ
ど
っ
し
り
と
し
た
璽
量
感
と
薩
大
聖
は
形
式
的
整
理
と
そ

れ
に
と
も
な
う
「
端
正
さ
」
「
お
だ
や
か
さ
」
の
印
象
へ
と
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
両
者
の
相
違
は
、
如
来
形
、
菩
薩
形
な
ど
の
仏
と
し
て
の
超
越
性
が
つ
よ
く
求
め
ら
れ
た
尊
像
に
お
い
て
の
み
で
は
な
く
、
天
部

形
の
よ
う
に
、
本
来
守
護
神
と
し
て
の
念
怒
的
性
格
も
し
く
は
躍
動
感
を
主
題
と
す
る
尊
像
に
お
い
て
も
六
輝
に
指
摘
可
能
で
あ
る
。
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

掲
の
盧
舎
那
仏
左
右
に
配
さ
れ
る
二
神
王
像
は
像
高
熱
聖
賢
ー
ト
ル
の
臣
像
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
礼
拝
者
に
よ
る
下
方
か
ら
の
視
線
を

考
慮
し
て
下
半
身
に
比
較
し
て
上
半
身
各
部
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
大
き
く
構
え
、
ま
ず
構
成
上
で
威
圧
感
を
つ
く
り
督
し
て
い
る
。
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

え
て
量
感
の
把
握
で
は
現
実
の
身
体
が
も
つ
有
機
酌
構
成
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
肩
部
、
胸
部
、
腰
部
、
両
も
も
な
ど
い
く
つ
か
の

ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
て
構
成
し
、
し
か
も
そ
れ
ら
各
ブ
ロ
ッ
ク
を
細
部
の
再
現
的
描
写
に
拘
思
し
な
い
単
純
化
さ
れ
た
面
で
包
む
こ
と
に
よ

っ
て
対
象
に
充
実
感
と
ど
っ
し
り
し
た
重
量
感
を
も
ち
こ
み
、
そ
の
独
自
の
充
実
感
と
重
量
感
の
う
ち
に
腰
を
ひ
ね
り
邪
鬼
を
踏
む
天
都

像
と
し
て
の
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い
い
か
つ
さ
と
躍
動
感
を
見
事
に
形
象
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
そ
れ
に
対
し
天
平
時
代
の
主
部
形
、
た
と
え
ぽ
八
世
紀
中
葉
の
制
作
と
推
定
さ
れ
る
東
大
毒
戒
壇
院
四
天
王
で
は
、
像
金
轡
の
プ
ロ
ポ

　
　
　
　
彫
刻
の
和
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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四

ー
シ
ョ
ソ
の
構
成
に
も
量
感
の
把
握
に
も
身
体
の
特
定
部
分
の
誇
張
は
つ
と
め
て
抑
え
、
像
全
体
を
、
有
機
的
調
和
に
お
い
て
と
と
の
え

よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
足
下
に
踏
む
邪
鬼
と
の
関
係
に
お
い
て
も
、
像
は
邪
鷹
の
上
に
ほ
と
ん
ど
慮
立
に
近
い
姿
勢
で
立
ち
、
同
時
に

構
成
上
で
も
像
は
足
下
の
邪
鬼
を
含
め
て
は
じ
め
て
一
つ
の
像
と
し
て
有
機
的
統
一
を
獲
得
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
こ
の
像
の
作

風
に
著
し
い
静
止
的
印
象
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
守
護
神
と
し
て
の
天
部
の
念
々
的
性
格
、
躍
動
感
と
い
っ
た
主
題
は
、
わ
ず

か
に
感
温
相
を
つ
く
る
相
好
の
表
清
に
そ
の
形
象
化
を
み
る
の
み
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
と
東
大
寺
像
に
お
い
て
は
、
守
護
神
の
主
題
は

彫
刻
と
し
て
の
量
感
と
塊
蚤
性
（
重
量
感
と
充
実
感
）
の
次
元
で
形
象
化
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
相
好
の
表
情
と
い
う
彫
灘
の
構
造
と
し

て
は
い
わ
ば
付
随
的
な
次
元
で
形
象
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
戒
壇
院
天
部
像
に
お
い
て
も
中
国
奉
先
寺
天
買
越
と
根
違
し
て
、

対
象
の
形
式
的
側
面
を
破
綻
な
く
ま
と
め
よ
う
と
す
る
強
い
志
向
が
あ
り
、
そ
の
志
向
が
彫
刻
紺
象
に
重
量
感
と
巨
大
感
の
後
退
を
結
果

し
、
そ
の
結
果
と
表
裏
す
る
仕
方
で
「
端
正
さ
」
「
お
だ
や
か
さ
偏
の
印
象
を
彫
刻
に
持
ち
込
む
こ
と
と
な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
さ
て
上
述
の
よ
う
に
底
本
彫
灘
の
観
点
に
立
っ
て
中
国
彫
刻
を
比
較
す
れ
ぽ
、
中
国
彫
刻
の
新
様
式
を
摂
取
す
る
際
に
時
代
の
如
何
を

問
わ
ず
一
貫
し
て
内
在
し
て
い
た
志
向
を
指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
細
部
の
再
現
的
描
写
や
形
式
的
な
整
理
に
拘
泥
し
な
い
単
純
さ
と

底
知
れ
ぬ
臣
大
感
と
い
う
中
国
彫
刻
の
特
色
は
、
臼
歯
彫
刻
で
は
形
式
上
・
構
成
上
の
均
衡
や
ま
と
ま
り
、
そ
し
て
そ
れ
ら
形
式
面
で
の

整
理
か
ら
生
れ
る
こ
じ
ん
ま
り
し
た
「
端
正
さ
」
「
お
だ
や
か
さ
」
の
印
象
へ
と
執
拗
に
消
化
さ
れ
解
消
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

し
た
が
っ
て
上
代
彫
刻
史
に
お
い
て
一
瞥
で
は
β
本
彫
刻
が
中
薗
彫
刻
を
模
倣
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
の
は
、
一
つ
に
は
彫
刻
の
外
形

的
形
式
が
類
似
し
て
い
た
こ
と
と
、
二
つ
に
は
そ
の
形
式
が
飛
鳥
綴
代
か
ら
平
安
前
期
ま
で
う
つ
り
か
わ
っ
て
い
っ
た
際
の
形
式
的
展
開

の
パ
タ
ー
ン
が
類
似
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
習
本
彫
工
は
、
仏
像
が
初
め
て
伝
来
し
た
飛
鳥
隣
代
の
段

階
か
ら
、
い
わ
ば
中
国
彫
刻
の
外
形
的
形
式
を
か
り
な
が
ら
中
国
彫
刻
と
は
志
向
を
異
に
す
る
彫
灘
の
欄
性
（
正
し
い
意
味
で
の
様
式
）

を
一
貫
し
て
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
上
述
の
飛
鳥
時
代
か
ら
平
安
肥
代
前
期
に
い
た
る
彫
刻
の
様
式
に
、
日
本
化
へ
の
志
向
、
い
い
か
え
る
と
中
毒
彫
刻
の
特
色
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を
ヨ
本
的
に
消
化
す
る
志
向
（
こ
こ
で
は
仮
に
H
本
化
、
冒
本
的
と
い
う
㎜
否
葉
を
使
っ
て
お
く
）
が
指
摘
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

把
握
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
か
の
問
題
を
、
以
下
彫
刻
の
構
造
に
即
し
て
考
察
し
た
い
。

対
象

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
五

　
　
　
　
　
　
　
（

　
北
魏
か
ら
晩
唐
に
い
た
る
中
国
彫
刻
、
そ
し
て
飛
鳥
か
ら
平
安
前
期
に
い
た
る
濤
本
実
灘
は
、
基
本
的
に
は
対
象
を
、
三
次
元
的
な
量

感
を
感
じ
さ
せ
る
立
体
的
存
在
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
と
、
そ
の
立
体
的
存
在
自
体
が
か
も
し
だ
す
重
量
感
と
充
実
感
を
頼
り
ど
こ
ろ
と

し
て
把
握
し
た
点
に
共
通
す
る
性
格
が
指
摘
で
き
る
Q

　
彫
刻
を
絵
爾
か
ら
区
別
す
る
性
質
は
、
繰
返
す
ま
で
も
な
く
彫
刻
が
三
次
元
的
空
間
を
占
め
る
立
体
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
あ
る
。

そ
の
点
平
板
な
（
二
次
元
の
）
キ
ャ
ン
バ
ス
に
え
が
か
れ
た
絵
画
と
本
質
的
に
野
営
す
る
。
三
次
元
的
な
立
体
に
は
必
然
的
に
そ
の
立
体

が
も
つ
量
の
感
じ
（
量
感
）
と
塊
墨
性
（
量
に
対
す
る
質
量
、
具
体
的
に
は
重
量
感
や
充
実
感
と
し
て
感
じ
と
ら
れ
る
）
が
付
随
す
る
。

し
た
が
っ
て
視
る
者
が
対
象
の
在
り
方
を
判
断
す
る
の
は
、
そ
の
対
象
が
視
る
者
に
与
え
る
量
感
と
塊
量
性
の
性
質
を
通
じ
て
以
外
に
は

あ
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
立
体
的
な
量
感
や
塊
量
性
を
視
る
者
に
つ
よ
く
感
じ
さ
せ
る
彫
刻
の
性
質
を
彫
塑
的
性
格
（
彫
塑
性
）

と
呼
ん
で
お
く
。
し
た
が
っ
て
晩
唐
ま
で
の
中
国
彫
刻
、
平
安
前
期
ま
で
の
日
本
彫
劾
は
対
象
を
彫
塑
的
に
把
握
す
る
と
い
う
仕
方
で
彫

刻
の
さ
ま
ざ
ま
の
可
能
性
を
追
究
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
別
の
観
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
彫
塑
的
性
格
（
彫
塑
性
）
は
対
象
を
三
次
元
的
な
空
閥
を
占
め
る
も
の
と
し
て
、
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

て
対
象
を
現
に
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
手
で
つ
か
め
る
も
の
と
し
て
視
る
岩
に
感
じ
さ
せ
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
換
落
す
れ
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

こ
の
彫
塑
的
性
格
は
、
対
象
の
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
し
を
つ
よ
く
喚
び
起
す
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
（
こ
の
対
象

　
ヘ
　
　
へ

の
も
の
と
し
て
の
実
在
感
を
強
調
す
る
要
素
と
し
て
、
立
体
的
な
量
感
と
質
量
と
し
て
の
塊
量
性
具
す
な
わ
ち
彫
塑
性
と
と
も
に
、
彫
翔

が
他
の
も
の
に
依
存
せ
ず
、
そ
れ
自
身
で
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
印
象
を
生
み
だ
す
姓
質
一
1
露
己
完
結
性
の
問
題
が
あ
わ
せ
て
考
え
ら
れ
な

彫
灘
の
和
様

一
五
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六

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。
こ
の
点
彫
刻
の
彫
塑
性
は
、
三
次
元
的
な
（
立
体
的
な
）
奥
行
を
も
つ
現
実
の

紺
象
を
二
次
元
の
キ
ャ
ン
バ
ス
上
に
構
図
や
遠
近
法
、
腸
暗
、
陰
影
、
色
彩
な
ど
の
特
殊
な
処
理
を
通
じ
て
い
か
に
も
実
物
ら
し
く
え
が

か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
絵
画
の
虚
構
性
と
は
ま
っ
た
く
棺
号
す
る
性
質
な
の
で
あ
る
Q
殴
る
人
物
を
記
念
し
て
肖
像
を
遺
す
際
、
絵
醐
で
よ

り
も
彫
刻
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
好
ま
れ
た
の
は
右
の
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ら
う
。
ま
し
て
呼
線
と
い
う
礼
拝
の
対
象
を
主
題
と
す
る
場
合

に
は
、
換
言
す
れ
ば
礼
拝
者
が
ひ
ざ
ま
ず
い
て
仰
ぎ
み
る
と
き
そ
こ
に
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
仏
像
を
主
題
と
す
る
場
合
に
は
、
対
象

　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
も
の
と
し
て
の
実
在
感
を
視
る
岩
に
つ
よ
く
感
じ
さ
せ
る
彫
刻
が
絵
画
よ
り
も
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
と
こ
ろ
で
、
彫
劇
に
お
け
る
彫
塑
性
は
対
象
を
、
現
に
そ
こ
に
あ
る
、
手
で
つ
か
め
る
も
の
と
し
て
視
る
者
に
感
じ
さ
せ
る
性
格
を
そ

な
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彫
測
表
現
に
際
し
て
こ
の
彫
塑
性
を
さ
ま
ざ
ま
の
仕
方
で
強
調
し
、
さ
ら
に
彫
刻
が
他
の
も
の
に
依
存
せ
ず
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

れ
窟
体
で
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
印
象
を
生
み
写
す
性
質
す
な
わ
ち
白
墨
完
結
性
を
付
与
す
る
な
ら
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
対
象
の
「
も

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
と
し
て
の
実
在
感
」
が
い
っ
そ
う
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
或
る
仏
像
表
現
に
彫
塑
性
と
窮
己
完
結
性
が
強
調
さ
れ
も
の
と
し
て

の
実
在
感
が
つ
よ
く
指
摘
で
き
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
仏
像
を
つ
く
っ
た
人
、
あ
る
い
は
そ
の
仏
像
が
つ
く
ら
れ
た
階
代
の
人
び
と
が
仏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

存
在
を
、
現
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
の
対
象
自
体
に
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
の
だ
と
い
う
、
人
び
と
の
仏
の
存
在
を
把
握
す
る
態
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

が
理
解
さ
れ
て
来
る
。
仏
の
存
在
を
、
身
の
廻
り
の
特
殊
な
雰
囲
気
の
な
か
に
見
出
し
た
り
、
あ
る
特
殊
な
形
態
・
事
物
を
媒
介
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

観
念
的
に
連
想
あ
る
い
は
象
徴
す
る
把
握
の
仕
方
と
は
著
し
く
相
違
す
る
も
の
で
あ
る
。
縫
製
後
半
期
か
ら
中
・
晩
唐
に
い
た
る
中
国
彫

刻
、
そ
し
て
飛
鳥
か
ら
平
安
前
期
に
い
た
る
上
代
日
本
彫
刻
は
、
彫
刻
の
構
造
と
し
て
は
い
ず
れ
も
彫
刻
の
彫
塑
性
と
い
う
性
質
を
頼
り

ど
こ
ろ
と
し
て
、
対
象
の
物
質
的
要
素
の
否
定
に
は
じ
ま
り
物
質
性
の
肯
定
・
自
覚
へ
、
さ
ら
に
は
物
質
性
の
誇
張
へ
と
さ
ま
ざ
ま
な
彫

刻
の
可
能
性
を
追
究
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
彫
刻
の
も
つ
彫
塑
性
と
い
う
性
質
の
多
様
的
展
開
の
な
か
で
仏
像
に
内
在
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

る
二
元
的
要
素
を
統
一
す
る
多
様
な
仕
方
を
追
究
し
て
い
た
と
解
し
う
る
。

　
こ
う
し
た
彫
刻
展
開
の
多
様
性
の
な
か
に
あ
っ
て
、
時
代
に
よ
る
多
少
の
険
峰
は
あ
れ
中
国
彫
刻
に
一
貫
し
て
底
流
す
る
志
向
と
し
て



　
　
は
、
物
質
性
の
増
大
に
と
も
な
う
量
感
の
強
調
を
、
対
象
の
細
部
の
形
態
的
再
現
や
形
式
面
で
の
整
理
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
単
純
化

　
　
さ
れ
た
面
の
構
成
お
よ
び
自
然
的
有
機
性
に
拘
束
さ
れ
な
い
塊
量
的
（
マ
ッ
シ
ヴ
）
な
構
成
で
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
る
者

　
　
を
圧
倒
す
る
記
念
碑
的
な
不
動
感
と
巨
大
感
を
生
み
だ
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
単
純
化
さ
れ
た
面
と
塊
量
的
な
量
感

　
　
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
中
国
彫
刻
の
彫
塑
性
は
、
圃
時
に
彫
刻
自
体
に
簡
潔
で
明
瞭
な
輪
廓
を
賦
与
し
、
周
囲
の
事
物
や
空
間
と
の
間
に

　
　
限
定
的
な
緊
張
関
係
を
生
み
、
周
囲
の
さ
ま
ざ
ま
の
も
の
と
の
視
覚
的
な
意
味
で
の
連
結
・
融
合
を
著
し
く
抑
写
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
彫
塑
対
象
の
実
在
感
に
著
し
い
霞
己
完
結
性
を
与
え
、
周
囲
空
間
か
ら
、
し
た
が
っ
て
視
る
者
か
ら
も
超
絶
し
た

　
　
神
的
存
在
の
形
象
化
を
見
事
に
可
能
と
し
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
中
国
彫
刻
の
特
色
は
、
仏
の
存
在
を
、
現
に
そ
こ
に
あ
る
、
い

　
　
わ
ぽ
実
体
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
な
が
ら
、
同
時
に
視
る
者
を
超
絶
し
た
巨
大
な
存
在
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
更
に
換

　
　
言
す
れ
ば
、
中
国
彫
測
は
、
物
質
的
な
も
の
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
岸
的
・
超
越
的
な
も
の
か
ら
離
れ
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
彼

　
　
岸
的
・
超
越
的
な
る
も
の
へ
の
志
向
を
い
っ
そ
う
つ
よ
く
内
在
し
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
に
対
し
平
安
前
期
ま
で
の
ヨ
本
彫
刻
は
、
そ
の
様
式
の
根
拠
を
彫
刻
の
彫
塑
性
と
い
う
構
造
に
置
く
こ
と
は
同
様
で
あ
る
が
、
中

　
　
国
彫
刻
に
共
通
す
る
底
知
れ
ぬ
重
量
感
と
臣
大
潟
は
後
退
し
て
、
形
式
上
・
構
成
上
の
と
と
の
い
か
ら
生
れ
る
「
端
正
さ
」
「
お
だ
や
か

　
　
さ
」
の
印
象
が
つ
よ
く
感
じ
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
飛
鳥
継
代
の
法
隆
寺
釈
迦
三
尊
像
で
は
、
幾
何
学
的
形
式
を
強
調
す
る
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
対
象
の
も
つ
量
感
の
平
乳
化
を
助
長
し
、
そ
の
厳
し
い
構
成
上
の
統
一
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
対
象
自
体
の
彫
塑
性
と
自
己
完

　
　
結
性
を
失
う
こ
と
と
な
っ
た
し
、
ま
た
薬
師
寺
薬
師
三
尊
像
で
は
、
物
質
的
な
る
も
の
の
進
展
に
と
も
な
う
量
感
の
増
大
が
指
摘
さ
れ
る

　
　
反
面
、
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
破
綻
の
な
い
有
機
的
調
和
や
量
感
の
均
衡
と
い
う
形
式
的
整
理
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
面

　
　
観
に
お
け
る
、
視
る
者
の
尉
象
に
対
す
る
視
線
の
平
均
化
を
結
果
し
、
周
囲
空
間
と
の
結
び
つ
き
を
遮
断
す
る
限
定
的
輪
廓
の
稀
薄
化
を

　
　
ま
ね
き
、
こ
こ
で
も
対
象
自
体
の
重
量
感
と
自
己
完
結
性
を
後
退
さ
ぜ
る
結
果
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
は
、
彫
刻
存
在
を
（
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
言
す
れ
ば
、
仏
の
存
在
を
）
現
に
そ
こ
に
あ
る
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
対
象
把
握
の
態
度
で
は
な
く
、

貯6　
　
　
　
　
　
彫
灘
の
和
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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一
八

対
象
を
自
己
の
身
近
に
あ
る
も
の
、
自
己
を
と
り
ま
く
も
の
、
換
言
す
れ
ば
「
非
対
象
的
実
在
感
」
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
い
わ

ぽ
日
本
的
な
対
象
把
握
の
芽
生
え
が
あ
る
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
平
安
前
期
ま
で
の
手
本
彫
刻
は
、
い
つ
の
段
階
に
お
い
て
も
中

国
彫
刻
の
つ
よ
い
影
響
化
に
あ
り
中
国
で
新
ら
た
に
成
立
す
る
彫
凋
様
式
を
逐
一
追
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
で
は
、
中
岡

彫
刻
の
単
な
る
模
倣
・
反
復
に
堕
ち
ず
、
彫
刻
の
実
在
感
を
い
わ
ば
日
本
的
に
消
化
し
よ
う
と
す
る
一
貫
し
た
志
向
を
内
在
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

（六）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
平
安
前
期
ま
で
の
日
本
彫
刻
に
指
摘
さ
れ
た
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
内
在
的
志

向
、
換
言
す
れ
ば
鰐
象
を
嵐
己
の
廻
り
に
あ
る
存
在
、
非
対
象
的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
志
向
は
、
そ
れ
が
確
立
さ
れ
る
た

め
に
は
そ
れ
ら
彫
刻
自
体
に
越
え
難
い
限
界
を
含
ん
で
い
た
こ
と
も
こ
こ
で
問
題
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
平
安
漁
期
ま
で
の
彫
刻
は
、

対
象
窟
体
の
立
体
的
量
感
と
豊
頃
性
を
強
調
す
る
性
質
す
な
わ
ち
彫
塑
性
に
彫
刻
と
し
て
の
基
本
的
構
造
を
見
出
し
て
い
た
。
彫
塑
毒
魚

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

刻
に
は
当
然
も
の
と
し
て
の
実
在
性
が
付
随
す
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
、
彫
刻
表
現
に
際
し
て
の
基
本
的
構
造
と
し
て
は
彫
塑
性
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

性
格
に
基
づ
き
な
が
ら
、
他
爾
で
は
対
象
の
も
の
と
し
て
の
実
在
感
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
相
反
す
る
志
向
を
内
在
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
こ
の
網
反
す
る
二
つ
の
志
向
を
一
面
の
彫
刻
に
お
い
て
矛
盾
な
く
統
一
し
得
た
も
の
が
、
形
式
爵
で
の
整
理
で

あ
り
、
そ
れ
か
ら
生
れ
る
「
端
正
さ
」
「
お
だ
や
か
さ
」
の
印
象
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
物
質
的
な
る
も
の
の
増
大
が
い
っ
そ
う
進
み
、
立
体
的
な
量
感
と
塊
量
性
の
誇
張
が
求
め
ら
れ
は
じ
め
る
天
平
後
半
期
以
後

の
彫
刻
に
お
い
て
は
こ
の
内
在
的
二
志
向
の
統
一
は
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
。
と
く
に
八
世
紀
末
以
後
、
中
團
の
中
・
晩
唐
彫
刻
の
影
響

を
う
け
て
成
立
し
た
一
木
彫
成
像
に
お
い
て
は
こ
の
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
八
世
紀
末
、
九
世
紀
初
頭
の
制
作
が
推
定
さ
れ
る

神
護
寺
薬
師
撫
来
像
で
は
、
一
木
（
い
ち
ぼ
く
）
と
い
う
素
材
の
持
味
を
生
か
し
て
視
る
者
を
圧
気
す
る
塊
量
的
最
盛
と
ど
っ
し
り
し
た



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

重
量
感
、
そ
し
て
そ
れ
に
付
随
す
る
独
自
な
自
己
完
結
性
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
腹
部
正
面
か
ら
脚
部
に
か
か
る
柄
衣
の
襲

を
Y
字
形
の
構
潤
で
え
が
き
、
加
え
て
そ
れ
を
凹
漫
の
変
化
に
寓
む
深
い
彫
法
で
刻
み
つ
け
た
の
は
、
一
つ
に
は
Y
宇
形
の
衣
文
線
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
て
分
割
さ
れ
た
両
も
も
の
嬉
々
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
り
、
二
つ
に
は
魂
蟻
的
喚
呼
に
対
応
す
る
よ
う
に
深
い
襲
が
生
み
出
す
動
性
を
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

意
図
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
反
薗
で
は
、
Y
字
形
衣
文
線
を
数
本
揃
え
て
腹
部
に
刻
み
つ
け
た
た
め
爾
も
も
部

の
量
感
に
比
較
し
て
腹
部
の
量
感
を
乏
し
い
も
の
と
す
る
結
果
と
な
り
、
嚢
の
深
い
彫
り
込
み
の
強
調
も
、
嚢
の
凹
凸
が
彫
劇
の
表
函
に

複
雑
な
陰
影
と
複
難
な
輪
廓
を
持
ち
込
み
彫
刻
自
体
の
自
己
完
結
性
を
そ
こ
な
う
結
果
と
な
っ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
換

言
す
れ
ぽ
こ
の
像
に
お
い
て
も
、
彫
刻
膚
体
の
彫
塑
的
表
現
に
村
応
ず
る
意
図
を
も
っ
て
考
案
さ
れ
た
は
ず
の
Y
字
形
衣
文
線
と
嚢
の
深

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
彫
法
が
、
お
の
ず
と
彫
刻
自
体
の
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
の
減
少
を
結
果
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
執
拗
な
臼
本
化
へ
の
志

向
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
神
護
寺
像
の
前
に
立
つ
と
き
、
視
る
者
は
天
平
期
以
前
の
彫
刻
か
ら
か
つ
て
経
験
し
得
な
か
っ
た
威
圧
感
、

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
こ
に
煎
大
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
実
在
感
を
や
は
り
禁
じ
得
な
い
の
で
あ
る
。
形
式
法
で
の
多
少
の
変
容
に
は
侵
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

彫
塑
性
を
、
平
安
前
期
の
木
彫
像
は
彫
刻
の
基
本
的
構
造
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
日
本
彫
刻
が
、
彫
塑
的
性
格
を
彫
刻
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

基
本
構
造
と
し
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
を
強
調
す
る
中
国
欝
欝
の
影
響
下
に
あ
る
か
ぎ
り
、
対
象
を
「
非
紺
象
的
実
在
感
」
に
お
い

て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
臼
本
的
志
向
を
確
立
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
こ
の
日
本
的
志
向
の
確
立
を
可
能
に
し
た
契
機
は
、
消
極
的
瀬
で
は
八
七
四
年
の
遣
唐
使
の
廃
止
で
あ
り
、
よ
り
積
極
的
颪
で
は
仏
師

定
朝
の
創
造
的
精
神
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
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折
口
堂
丁
研
一
究
　
　
第
五
百
四
二
牽
六
口
写

二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
七

　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
遣
唐
使
の
廃
止
に
よ
っ
て
中
国
彫
刺
の
新
様
式
の
伝
来
が
途
絶
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
詳
述
す
る
必
要
は
な
い
。
た
だ
遣
唐
使

の
廃
止
後
も
中
国
彫
刻
の
伝
統
、
す
な
わ
ち
彫
刻
表
現
に
お
け
る
彫
塑
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
の
実
在
感
を
山
嵐
そ
う
と
す

る
彫
測
の
伝
統
が
根
強
く
の
こ
っ
て
い
た
事
実
は
指
摘
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
遣
唐
使
廃
止
後
一
〇
〇
年
余
、
し
か
も
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

像
よ
り
わ
ず
か
に
五
〇
年
前
の
一
〇
〇
〇
年
前
後
に
制
作
さ
れ
た
宇
治
田
原
禅
定
寺
十
一
面
観
音
像
、
京
都
真
如
堂
附
弥
陀
像
、
同
遍
照

　
　
　
　
　
（
2
8
）

毒
血
～
面
観
音
像
な
ど
に
は
、
確
か
に
一
面
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
「
お
だ
や
か
さ
」
「
優
美
さ
」
へ
の
志
向
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

あ
る
が
、
他
面
で
は
、
な
お
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
が
濃
厚
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
墨
縄
が
こ
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

強
い
中
国
彫
刻
の
伝
統
下
に
あ
っ
て
い
か
に
し
て
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
を
拭
払
し
た
か
、
同
時
に
い
か
に
し
て
平
安
前
期
ま
で
の

日
本
的
志
向
を
う
け
つ
い
で
「
非
対
象
的
実
在
感
」
を
確
立
し
た
か
を
、
以
下
、
彼
の
唯
一
の
遺
品
で
あ
る
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
如
来
像
に
つ

い
て
考
察
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
ま
ず
定
事
は
、
彫
刻
の
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
を
構
成
す
る
一
面
の
要
素
、
す
な
わ
ち
視
る
老
に
重
量
感
や
巨
大
感
を
与
え
る
と

い
う
要
素
を
と
り
除
く
た
め
、
本
来
立
体
と
し
て
の
彫
刻
に
必
然
す
る
三
次
元
的
な
（
立
体
的
な
）
量
感
を
大
胆
に
平
面
的
（
工
次
元
的
）

次
元
で
構
成
す
る
方
法
を
追
究
し
た
。
ま
ず
螺
髪
を
極
端
に
小
粒
で
頭
部
に
密
差
し
た
か
た
ち
と
し
、
相
好
の
肉
づ
け
や
肩
か
ら
胸
部
、

腹
部
へ
か
け
て
の
身
体
部
の
肉
づ
け
に
も
量
感
を
抑
え
、
ま
た
両
膝
の
厚
味
も
低
く
構
え
る
こ
と
な
ど
い
ず
れ
も
身
体
の
量
感
を
二
次
元

化
す
る
試
み
を
行
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
定
朝
は
、
飛
鳥
朝
代
以
降
平
安
時
代
前
期
に
い
た
る
様
式
展
開
の
底
流
で
あ
っ
た
物
質
約
な
る
も

の
へ
の
志
向
を
転
換
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
現
象
面
で
い
え
ぽ
、
対
象
の
も
つ
肉
体
的
要
素
の
後
退
を
進
め
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
彫
刻
の
量
感
を
平
面
化
す
る
（
絵
画
に
近
づ
け
る
）
と
い
う
過
程
に
あ
っ
て
一
個
の
彫
刻

と
し
て
の
造
形
的
存
在
を
ど
の
よ
う
に
再
発
見
す
る
か
が
悶
題
で
あ
っ
た
。
定
朝
は
そ
れ
を
、
飛
鳥
時
代
に
み
ら
れ
た
幾
何
学
的
形
式
の



強
化
と
い
う
抽
象
的
方
法
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
は
彫
刻
と
し
て
許
さ
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
極
限
ま
で
量
感
の
平
面
化
を
進
め

な
が
ら
、
細
部
的
に
は
身
体
各
部
の
わ
ず
か
な
肉
づ
け
の
栢
違
を
単
純
化
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
端
酌
に
身
体
各
部

の
実
在
感
を
印
象
づ
け
る
と
い
う
方
法
で
解
決
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
総
体
的
に
は
量
感
を
平
面
化
す
る
と
い
う
志
向
の
強
化
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
絵
画
に
お
け
る
虚
構
性
と
は
本
質
的
に
相
違
す
る
「
純
粋
に
彫
刻
と
し
て
の
確
固
た
る
量
感
」
を
可
能
に
し
た
の
で
あ

る
。
換
害
す
れ
ば
こ
こ
で
は
、
物
質
的
な
る
も
の
を
否
定
し
つ
く
す
の
で
は
な
く
、
物
質
性
の
極
限
ま
で
の
単
純
化
と
い
う
仕
方
で
あ
く

ま
で
も
物
質
的
な
る
も
の
と
の
つ
な
が
り
を
の
こ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
視
る
者
と
対
象
と
の
融
合
を
可
能
に
す
る
視
覚
的
基
盤
を
つ

く
っ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
、
上
述
の
量
感
の
平
面
化
と
い
う
志
向
の
徹
底
に
あ
っ
て
、
対
象
を
一
個
の
統
一
体
と
し
て
構
成
す
る
た
め
の
形
式
上
の
創
意

と
し
て
定
朝
は
、
正
薗
か
ら
視
た
際
に
、
彫
刻
が
頭
と
両
膝
を
結
ん
で
で
き
る
三
角
形
の
眼
に
見
え
な
い
枠
の
な
か
で
微
妙
な
均
衡
を
保

ち
つ
つ
存
在
す
る
と
い
う
印
象
を
生
む
よ
う
な
端
正
で
簡
潔
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
考
案
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
飛
鳥
彫

刻
の
よ
う
に
三
角
形
と
い
う
幾
何
学
的
形
式
の
枠
に
よ
っ
て
像
の
量
感
を
拘
束
す
る
よ
う
な
限
定
的
構
図
で
も
明
噺
な
輪
廓
線
で
も
な
い

し
、
ま
た
構
図
を
想
定
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
よ
う
な
量
感
の
誇
張
と
充
実
感
が
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
非
限
定
的
な
仕

方
で
構
成
さ
れ
た
微
妙
な
構
図
と
い
う
他
は
な
い
。
彫
刻
が
そ
こ
に
独
立
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
時
に
他
の
事
物
や
周
囲
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

空
間
と
の
結
び
つ
き
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
構
図
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
非
既
定
的
構
図
こ
そ
、
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」

の
も
う
一
面
の
要
素
、
つ
ま
り
軍
事
が
他
の
も
の
に
依
存
せ
ず
そ
れ
自
身
で
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
印
象
を
生
み
出
す
性
質
（
自
己
完
結
性
）

を
と
り
の
ぞ
く
た
め
に
定
朝
が
考
案
し
た
構
図
に
逆
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
℃
後
世
の
仏
師
た
ち
が
定
朝
の
作
品
を
「
仏
の
悪
様
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

た
た
え
こ
の
像
の
各
部
の
活
量
を
詳
細
に
瀦
饗
し
た
の
も
、
た
だ
像
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
を
模
倣
す
る
（
数
値
と
し
て
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

を
模
倣
す
る
）
の
が
自
的
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
微
妙
で
簡
潔
な
い
わ
ば
非
限
定
的
な
構
図
を
学
ぼ
う
と
し
た
の
に
違
い
な
い
の

で
あ
る
。
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哲
学
研
胃
究
　
　
第
五
菖
二
十
・
六
瓢
穿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
r
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

　
か
く
て
定
朝
は
薄
象
の
も
つ
物
質
的
要
素
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
い
い
か
え
る
と
物
質
性
と
の
結
び
つ
き
を
断
つ
こ
と
な
く
、
量
感

の
把
握
に
お
け
る
平
面
化
、
さ
ら
に
は
平
面
化
さ
れ
た
量
感
を
一
姻
の
彫
刻
と
し
て
構
成
す
る
際
の
雰
限
定
的
構
図
を
そ
れ
ぞ
れ
極
阪
ま

で
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
の
重
量
感
や
臣
大
感
の
稀
簿
化
、
し
た
が
っ
て
対
象
の
も
つ
威
圧
感
の
稀
薄
化
を
可
能
と
し
、
他
薗
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
対
象
の
自
己
完
結
性
を
解
消
し
、
つ
い
に
そ
こ
に
も
の
が
あ
る
と
い
う
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
を
鍵
盤
か
ら
拭
払
す
る
こ
と
に
成

功
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
身
体
を
お
お
う
櫓
衣
の
表
現
を
、
浅
い
彫
り
で
あ
る
が
柔
い
布
の
も
つ
質
感
を
多
分
に
生
か
し
て
視
る
者

の
視
線
が
彫
刻
表
面
を
容
易
に
移
動
で
き
る
よ
う
な
流
動
的
衣
文
線
で
ま
と
め
た
こ
と
は
、
こ
の
像
全
体
の
非
限
定
的
な
構
図
と
結
び
つ

い
て
い
っ
そ
う
像
自
体
の
彫
塑
性
と
白
己
完
結
性
の
消
去
に
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
繰
返
す
な
ら
ば
、
彫
灘
に
お
い
て
は
彫
塑
性
と
禽
己
完
結
性
の
喪
失
は
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
の
喪
失
と
い
わ
ば
画
廊
語
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
え
る
。
彫
凋
に
お
け
る
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
の
喪
失
は
、
彫
刻
が
、
そ
の
彫
刻
の
置
か
れ
て
い
る
周
囲
空
間
と
の
関
連
に
お

い
て
存
在
す
る
こ
と
、
若
し
く
は
彫
刻
が
周
懸
空
間
や
周
圏
の
事
物
と
有
機
的
に
結
合
す
る
こ
と
を
必
然
的
に
要
請
す
る
。
と
く
に
礼
拝

の
対
象
と
し
て
仏
殿
建
築
の
奥
深
い
須
弥
壇
上
に
安
澄
さ
れ
る
仏
像
彫
灘
に
あ
っ
て
は
こ
の
こ
と
が
顕
著
で
あ
る
。
仏
像
彫
刻
の
彫
塑
性

と
転
嫁
完
結
性
の
喪
失
は
、
一
面
で
は
彫
刻
が
そ
の
建
築
空
間
の
特
色
、
と
く
に
内
部
空
間
の
特
色
や
仏
像
を
纏
る
さ
ま
ざ
ま
の
荘
厳
臭

た
と
え
ば
光
背
、
天
蓋
、
面
罵
な
ど
の
荘
厳
具
や
建
築
内
壁
の
装
飾
と
結
合
し
て
一
つ
の
有
機
的
な
総
合
空
間
を
形
成
す
る
と
い
う
現
象

の
成
立
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
面
仏
像
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
礼
拝
者
（
視
る
者
）
の
側
薗
か
ら
い
え
ぽ
、
仏
像
（
つ
ま
り
対
象
）

と
合
一
す
る
融
合
す
る
と
い
う
視
覚
上
の
、
し
た
が
っ
て
意
識
上
の
新
ら
し
い
現
象
の
成
立
と
対
癒
す
る
の
で
あ
る
。

　
鳳
鳳
堂
陽
弥
陀
如
来
像
の
場
合
、
ま
ず
前
者
す
な
わ
ち
面
懸
と
建
築
空
間
お
よ
び
さ
ま
ざ
ま
の
荘
厳
具
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
蚤
感

の
平
爾
化
と
非
限
定
的
な
構
図
の
効
果
に
よ
っ
て
、
視
る
者
の
視
線
は
対
象
盗
体
に
い
わ
ば
求
心
的
に
集
中
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
彫
刻

を
纏
る
周
面
に
向
っ
て
い
わ
ば
拡
散
約
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
非
隈
定
的
存
在
と
し
て
の
阿
弥
陀
像
は
像
の
背
後
に
あ
っ
て
大
き

く
拡
が
る
舟
形
光
背
と
融
合
し
、
さ
ら
に
透
し
彫
り
の
雲
気
文
を
配
し
て
上
昇
す
る
方
向
を
つ
よ
く
も
つ
舟
形
光
背
自
体
の
志
向
に
導
か



　
　
れ
て
頭
上
の
円
蓋
へ
、
そ
し
て
方
蓋
か
ら
宝
簾
へ
と
連
な
り
、
や
が
て
極
彩
色
で
飾
ら
れ
た
天
井
や
、
上
奏
に
舞
う
飛
天
に
よ
っ
て
浄
土

　
　
の
現
出
を
意
図
す
る
鳳
鳳
堂
内
部
の
上
方
空
間
な
ど
と
一
つ
に
融
合
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
後
輿
す
な
わ
ち
阿
弥
陀
像

　
　
と
陶
弥
陀
像
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
礼
拝
者
（
視
る
者
）
と
の
関
係
に
お
い
て
も
同
質
の
現
象
が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
ず
格
好
の
表
現
で
は
、

　
　
一
つ
に
は
限
、
鼻
、
唇
の
造
作
を
つ
く
る
の
に
、
物
質
的
要
素
を
残
し
つ
つ
も
そ
の
上
で
浅
く
単
純
化
し
た
形
で
あ
ら
わ
す
こ
と
に
よ
つ

　
　
て
人
闘
の
欄
々
の
小
さ
い
感
情
を
つ
つ
み
と
る
普
遍
約
な
意
志
を
感
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
二
つ
に
は
仏
の
視
線
を
や
や
伏
限
が
ち
と
し
、

　
　
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
礼
拝
考
に
や
さ
し
く
慈
悲
を
さ
ず
け
る
か
の
よ
う
に
つ
く
っ
た
こ
と
が
、
彫
刻
農
体
の
量
感
の
平
馴
化
お
よ
び
非
隆
定

　
　
的
な
構
図
と
結
び
つ
い
て
い
っ
そ
う
仏
と
視
る
者
と
の
融
合
感
を
助
長
し
た
。
こ
こ
で
は
、
仏
は
視
る
者
と
向
い
合
っ
た
対
象
的
存
在
と

　
　
し
て
で
は
な
く
、
視
る
者
を
と
り
ま
く
と
い
う
仕
方
で
あ
る
も
の
と
し
て
、
さ
ら
に
は
視
る
者
と
融
合
す
る
と
い
う
仕
方
で
あ
る
も
の
と

　
　
し
て
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
定
朝
は
、
い
わ
ば
視
る
者
の
身
の
廻
り
に
遍
満
す
る
阿
弥
陀
仏
の
広
大
な
慈
悲
を
見
事
に
形
象
化
し
た
の

　
　
で
あ
る
叩

　
　
　
こ
の
場
合
鳳
鳳
堂
像
が
、
た
と
え
ば
飛
鳥
彫
凋
の
よ
う
に
抽
象
化
や
幾
何
学
的
形
式
の
徹
底
に
よ
っ
て
対
象
の
物
質
約
な
る
も
の
を
否

　
　
定
し
尽
す
の
で
は
な
く
、
量
感
の
平
面
化
や
形
式
的
単
純
化
を
す
す
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
物
質
化
へ
の
志
向
を
つ
よ
く
示
し
た
に
も
か

　
　
か
わ
ら
ず
、
そ
の
平
面
化
や
形
式
的
単
純
化
の
特
殊
さ
の
故
に
物
質
的
要
素
と
の
つ
な
が
り
を
の
こ
し
、
像
胤
体
に
入
間
ら
し
さ
と
も
い

　
　
え
る
一
種
の
現
実
感
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
撮
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
重
構
造
こ
そ
、
換
書
す
れ
ぽ
対
象
の
超
越
化
を
意
図
し
た

　
　
特
殊
な
デ
フ
ォ
ル
メ
膚
体
が
な
お
人
閥
ら
し
さ
の
現
実
感
を
の
こ
す
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
二
重
構
造
こ
そ
が
、
こ
の
像
の
非
限

　
　
定
的
構
図
と
い
う
造
形
的
処
理
と
と
も
に
、
自
己
の
身
透
か
に
あ
る
も
の
と
い
う
仕
方
で
対
象
を
理
解
し
、
対
象
と
融
合
す
る
と
い
う
仕

　
　
方
で
対
象
を
理
解
す
る
対
象
の
い
わ
ば
非
瑚
象
的
把
握
を
可
能
に
す
る
も
う
一
つ
の
璽
麗
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
対
象
の
い
わ
ぽ
非
対
象
的
把
握
の
た
め
に
は
、
対
象
自
体
の
う
ち
に
、
視
る
巻
が
自
己
と
通
ず
る
親
近
性
を
何
ら
か
の
仕
方
で
感
じ
と
る

　
　
こ
と
が
必
須
の
条
件
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

536　
　
　
　
　
　
彫
刻
の
和
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ご
二
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哲
学
研
究
第
　
　
五
一
由
二
十
・
穴
口
写

二
四

　
中
国
彫
刻
が
、
基
本
的
に
は
物
質
的
な
る
も
の
を
追
究
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
超
越
的
な
る
も
の
を
晃
失
っ
た
の
で
は
な
く
、
か
え

　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
も
の
と
し
て
の
巨
大
な
る
超
越
者
の
形
象
化
に
成
功
し
た
と
考
え
て
よ
い
な
ら
ば
、
彫
刻
に
お
け
る
和
様
の
典
型
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
如

来
像
は
、
対
象
の
量
感
の
平
々
化
、
形
式
的
整
理
や
単
純
化
に
よ
っ
て
物
質
的
な
る
も
の
を
否
定
し
た
ご
と
く
み
え
な
が
ら
、
根
底
で
は

終
始
対
象
の
物
質
的
な
る
も
の
と
の
つ
な
が
り
を
断
つ
こ
と
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
物
質
的
な
る
も
の
の
媒
介
を
通
じ
て
超
越
的
な
る
も

の
の
形
象
化
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
絵
画
の
和
様
と
い
う
べ
き
大
和
絵
に
お
い
て
、
一
面
で
は
通
常
の
意
味
で
の
遠

近
法
を
無
視
し
た
構
図
や
日
常
的
時
間
を
超
越
し
た
画
面
構
成
が
見
ら
れ
る
反
面
、
個
々
の
対
象
の
描
写
は
あ
く
ま
で
も
細
編
の
物
質
性

を
端
的
に
感
じ
さ
せ
る
特
殊
な
仕
方
で
画
か
れ
て
い
る
こ
と
と
同
質
の
性
格
な
の
で
あ
る
。
対
象
を
と
ら
え
る
の
に
、
物
質
的
な
も
の
を

媒
介
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
非
対
象
的
存
在
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
非
論
理
的
な
対
象
把
握
の
態
度
、
こ
れ
が
中
国
彫
刻
と
本
質
的
に

相
違
す
る
彫
刻
和
様
の
性
質
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
彫
刻
や
絵
画
の
「
和
様
し
の
内
容
を
説
明
す
る
も
の
と
し
て
「
優
美
性
」
と
か
「
情
緒

性
」
な
ど
め
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
何
ら
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

（
1
）
　
「
定
家
朝
臣
記
」
天
喜
元
年
一
　
月
十
九
二
条
の
記
載
に
よ
っ
て
、
鳳
風
堂
河
弥
陀
像
は
こ
の
年
（
一
〇
五
三
）
二
月
、
定
朝
に
よ
っ
て
造
立
さ

　
　
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
「
天
喜
元
年
二
月
十
九
日
、
寧
治
殿
に
参
ず
。
弱
齢
に
帰
洛
す
。
御
仏
渡
し
奉
る
。
丈
六
阿
弥
陀
一
体
、
丑
刻
、
京
を
出

　
　
で
て
、
午
刻
仏
壇
に
坐
し
奉
る
。
す
な
わ
ち
此
の
事
書
刻
に
仏
壇
結
界
に
有
り
云
々
。
大
僧
正
奉
仕
さ
る
。
次
に
行
道
習
礼
有
り
。
楽
人
等
参
入

　
　
し
、
歌
笛
を
発
す
。
法
限
定
欝
（
朝
）
禄
を
給
う
。
昨
臼
着
御
さ
れ
し
脚
色
の
直
垂
一
領
を
給
う
云
々
」
（
原
漢
文
）
。

（
2
）
　
権
座
螺
鋼
文
様
は
現
在
す
べ
て
失
な
わ
れ
て
い
る
が
、
当
初
の
有
様
は
中
尊
寺
金
色
堂
須
弥
壇
の
螺
錨
文
様
に
そ
の
面
影
を
み
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
。

（
3
）
　
．
栄
華
物
語
「
音
楽
」
お
よ
び
「
玉
の
禽
」
o

（
4
）
　
狭
衣
物
語
静
聴
。
ま
た
今
昔
物
語
第
十
二
「
於
蜘
階
寺
門
図
会
語
第
六
し
に
も
、
山
階
寺
の
譲
葉
会
の
儀
式
を
貴
族
た
ち
は
「
極
楽
も
か
く
や

　
　
あ
る
ら
ん
」
と
い
い
、
栄
華
物
語
第
十
七
「
音
楽
」
に
、
法
成
寺
の
供
養
荘
厳
の
さ
ま
を
「
た
だ
極
楽
も
か
く
こ
そ
は
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
も
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参
考
に
な
る
。

（
5
）
　
鳳
鳳
堂
が
常
行
三
昧
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
は
次
の
三
点
を
あ
げ
れ
ば
足
り
る
。
④
堂
内
の
構
造
は

　
　
通
常
の
方
三
間
の
構
造
を
も
つ
常
行
三
昧
堂
の
場
合
と
相
違
し
て
、
方
形
仏
壇
を
内
陣
後
寄
り
に
構
え
、
仏
像
の
背
後
に
比
し
て
比
較
的
大
き
い

　
　
ス
ペ
ー
ス
を
前
角
に
し
つ
ら
え
て
い
る
こ
と
。
加
え
て
㊥
仏
背
後
に
後
壁
を
構
え
背
後
の
空
間
を
遮
断
し
た
こ
と
。
い
い
か
え
る
と
後
壁
に
よ
っ

　
　
て
背
面
を
し
き
る
こ
と
は
仏
像
の
背
後
に
あ
る
空
悶
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
堂
内
に
入
る
者
は
正
面
（
前
方
）
に
拡
が
る
空
聞
と

　
　
の
み
関
連
を
も
ち
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
Q
り
と
と
も
に
、
こ
の
堂
下
で
は
修
業
者
が
阿
弥
陀
仏
の
周
囲
を
行
道
す
る
常
行
三
味
と

　
　
い
う
行
為
は
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
む
し
ろ
㊨
鳳
風
堂
の
前
面
に
広
が
る
池
の
心
馳
に
小
御
所
と
呼
ば
れ
る
建
物
が
あ
り
、

　
　
蛮
族
た
ち
は
こ
の
小
御
所
か
ら
池
こ
し
に
法
会
を
行
っ
た
と
す
る
記
録
（
門
中
右
記
L
元
永
元
年
閏
九
月
廿
一
澱
条
）
、
あ
る
い
は
後
冷
泉
天
皇
の

　
　
平
等
院
参
詣
の
と
き
に
は
正
而
「
池
上
に
錦
繍
の
仮
屋
を
架
し
て
」
鳳
鳳
堂
を
礼
拝
し
た
と
い
う
記
録
（
「
扶
桑
略
記
」
治
暦
三
年
十
月
五
臼
条
）

　
　
か
ら
す
れ
ば
、
平
安
費
干
た
ち
は
鳳
鳳
堂
や
そ
の
周
辺
の
「
絵
の
よ
う
な
」
景
観
を
そ
の
ま
ま
西
方
阿
弥
陀
浄
土
の
情
景
と
し
て
受
け
と
り
、
池

　
　
畔
の
小
御
所
や
池
上
の
仮
屋
に
あ
っ
て
阿
弥
陀
仏
を
拝
す
る
と
き
、
彼
等
は
と
り
も
な
お
さ
ず
阿
弥
陀
の
極
楽
浄
土
に
生
き
て
い
る
と
い
う
喜
び

　
　
を
味
わ
っ
て
い
た
と
考
え
た
い
。

（
6
）
　
鳳
風
堂
に
お
け
る
仏
像
の
「
場
」
を
含
め
て
飛
鳥
磐
代
よ
り
藤
原
蒋
代
に
い
た
る
仏
像
彫
刻
の
展
開
を
、
そ
れ
ら
の
彫
刻
が
素
図
さ
れ
て
い
る

　
　
建
築
空
間
の
構
造
と
関
連
さ
せ
て
概
観
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
仏
像
の
場
」
『
美
学
』
六
五
号
、
一
九
六
六
）
Q
こ
こ
で
は
、
建
築
空
間
の
構

　
　
成
要
素
と
し
て
、
主
に
平
菰
図
（
プ
ラ
ン
）
に
あ
ら
わ
れ
た
仏
の
「
回
心
と
人
の
入
る
べ
き
「
場
」
を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
建

　
　
築
甕
間
が
問
題
と
さ
れ
る
場
食
、
平
面
図
に
あ
ら
わ
れ
た
空
間
の
み
で
は
な
く
、
さ
ら
に
建
築
内
部
の
立
体
的
空
間
と
そ
こ
に
安
概
さ
れ
て
い
る

　
　
彫
刻
と
の
関
連
に
ま
で
考
察
を
深
め
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
日
を
期
し
た
い
。

（
7
）
　
仏
像
彫
刻
に
関
す
る
一
般
的
出
、
5
察
に
つ
い
て
は
溺
の
機
会
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
仏
像
の
場
」
『
葵
学
隔
六
五
弩
）
。
す
な
わ
ち
、
仏

　
　
像
は
仏
教
の
創
始
者
、
覚
者
と
し
て
の
仏
陀
の
形
象
化
で
あ
る
。
覚
者
と
な
る
（
仏
と
な
る
翻
成
仏
す
る
）
と
は
さ
ま
ざ
ま
の
煩
悩
を
も
つ
現
実

　
　
的
人
閲
の
次
元
を
超
越
し
絶
対
安
穏
の
境
地
を
獲
得
し
た
人
格
考
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
仏
像
は
一
…
俗
世
時
代
の
悉
多
太
子

　
　
と
し
て
で
は
な
く
、
覚
者
と
し
て
の
仏
陀
の
形
象
化
で
あ
る
仏
縁
は
一
こ
の
仏
陀
の
本
質
で
あ
る
超
越
性
、
神
秘
性
が
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
充

　
　
分
に
表
現
さ
れ
て
い
な
く
て
は
す
ぐ
れ
た
宗
激
芸
術
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仏
像
は
、
そ
れ
が
仏
陀
の
像
（
形

彫
刻
の
和
様

二
五
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折
口
学
欄
鱗
究
　
　
第
五
百
　
一
十
∴
ハ
ロ
写

二
六

　
　
象
）
で
あ
る
か
ぎ
り
具
体
的
な
人
闘
約
形
態
を
か
り
て
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
他
面
の
条
件
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
ま
ず
覚
者

　
　
と
し
て
超
越
的
人
格
者
と
な
っ
た
仏
陀
と
い
え
ど
も
、
当
初
は
わ
れ
わ
れ
人
間
と
同
じ
煩
悩
に
な
や
む
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
不
屈
の
意
志
と
不

　
　
断
の
修
業
に
よ
っ
て
寛
服
し
つ
い
に
航
思
す
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
必
要
が
あ
り
、
岡
聴
に
わ
れ
わ
れ
現
世
的
入
間
も
、
不
断
の
鯵

　
　
業
に
よ
っ
て
は
仏
陀
と
岡
様
に
成
仏
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
仏
教
の
基
本
的
教
説
を
象
徴
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う

　
　
し
、
さ
ら
に
は
礼
拝
の
対
象
と
し
て
仏
の
姿
を
翌
翌
者
に
視
覚
化
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
よ
り
重
要
な
布
教
的
意
昧
を
も
つ
こ
と
に
も
よ
る

　
　
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
問
題
な
の
は
、
仏
橡
が
人
体
的
形
態
を
か
り
な
が
ら
そ
の
入
体
曲
形
態
と
そ
れ
に
と
も
な
う
物
質
性
の
う
ち
に
仏
陀
の

　
　
も
つ
神
的
性
格
を
い
か
に
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
丸
い
。
換
言
す
れ
ば
人
鷺
的
形
態
に
付
随
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
物
質
的
・
現

　
　
世
［
的
要
素
、
た
と
え
ば
糠
好
に
あ
ら
わ
れ
る
人
闘
的
蓑
憐
や
意
志
、
身
体
に
お
け
る
肉
体
性
と
感
覚
性
と
か
の
人
問
的
・
物
質
的
要
棄
を
か
り
な

　
　
が
ら
、
そ
の
人
間
的
形
態
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
、
難
問
の
煩
悩
と
か
肉
体
と
か
の
有
限
的
次
元
を
超
越
し
た
仏
陀
の
神
的
な
存
在
を
い
か
に
表
現

　
　
す
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
宗
教
芸
術
と
し
て
の
仏
像
に
課
せ
ら
れ
た
必
須
の
二
元
性
と
い
っ
て
よ
く
、
こ
の
二
元
性
を
い
か
に

　
　
統
一
す
る
か
と
い
う
そ
の
仕
方
の
如
何
に
よ
っ
て
仏
像
の
彫
刻
様
式
の
か
ぎ
り
な
い
多
様
化
と
そ
の
歴
史
的
展
開
が
結
果
す
る
、
と
考
え
ら
れ

　
　
る
。

（
8
）
　
光
背
裏
面
陰
刻
銘
に
は
、
e
辛
巳
年
（
推
古
二
十
九
年
、
六
一
コ
）
魏
徳
太
子
の
羅
問
人
皇
后
が
死
去
し
、
さ
ら
に
翌
年
（
六
ニ
ニ
）
聖
徳
太

　
　
子
お
よ
び
王
后
が
病
床
に
つ
い
た
こ
と
。
◎
他
の
王
后
・
王
子
た
ち
が
諸
臣
と
は
か
っ
て
太
子
の
病
気
平
癒
を
祈
願
し
、
か
な
わ
ぬ
と
き
は
浄
土

　
　
に
往
登
す
る
よ
う
等
身
釈
魎
像
の
造
立
を
発
願
し
た
こ
と
、
鱒
岡
年
二
月
王
辰
、
太
子
が
根
つ
い
で
登
遽
し
た
こ
と
。
㈱
癸
未
年
（
雛
宿
三
十
一

　
　
年
、
六
二
三
）
発
願
の
釈
想
像
を
完
成
、
作
者
は
驚
馬
繋
首
止
利
（
鳥
）
で
あ
っ
た
こ
と
等
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
銘
文
に
つ
い
て
は
疑
問
視
す

　
　
る
論
者
も
な
い
で
は
な
い
が
、
　
一
般
に
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
飛
鳥
様
式
に
属
す
る
在
銘
像
で
は
六
二
三
年
の
法
隆
寿
釈
迦
三
尊
像
に
つ
い
で
、
戊
子
聖
駕
（
推
古
三
十
六
年
、
六
二
八
）
を
有
す
る
法
隆
寺

　
　
宝
蔵
中
事
三
尊
像
、
辛
亥
年
銘
（
白
維
二
年
、
六
五
　
）
を
有
す
る
東
京
圏
立
博
物
館
観
奮
像
な
ど
が
あ
る
が
、
後
者
二
三
と
も
前
巻
に
比
し
て

　
　
幾
何
学
的
形
式
が
後
退
し
細
部
の
造
形
に
も
形
式
化
・
簡
略
化
が
進
ん
で
お
り
、
金
堂
釈
遡
三
尊
像
以
後
、
飛
鳥
様
式
の
諸
特
徴
は
次
第
に
衰
退

　
　
し
て
い
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
そ
の
意
味
か
ら
金
堂
釈
遜
三
尊
像
を
飛
鳥
彫
刻
の
典
型
と
し
て
侮
に
あ
げ
た
。

（
9
）
　
現
状
の
簡
脇
侍
像
の
組
合
せ
は
い
つ
の
晴
代
か
左
右
逆
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
両
脇
待
像
の
天
衣
は
右
左
そ
れ
ぞ
れ
長
さ
ぶ
異
な
っ
て
お
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り
、
現
在
の
脇
…
侍
像
の
組
合
せ
で
は
向
っ
て
右
脇
侍
の
右
天
衣
が
短
く
左
天
衣
が
長
い
。
そ
れ
に
対
し
て
左
脇
侍
の
右
天
衣
は
長
く
左
天
衣
が
短

　
　
い
。
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
内
側
…
の
天
衣
が
外
側
の
天
衣
よ
り
も
長
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
現
状
で
は
本
尊
の
懸
裳
の
裏
面
に
か
く
さ
れ
て
天
衣

　
　
を
長
く
つ
く
っ
た
こ
と
の
意
味
を
失
っ
て
い
る
。
も
し
爾
脇
倦
像
を
左
宕
逆
に
線
含
せ
る
な
ら
ば
そ
れ
ぞ
れ
外
倒
の
天
衣
が
長
く
な
り
、
三
尊
構

　
　
成
に
お
け
る
三
角
形
構
麟
は
い
っ
そ
う
明
晦
…
と
な
る
。

（
1
0
）
　
彫
灘
史
の
間
代
区
分
と
し
て
の
白
鳳
時
代
は
他
の
時
代
に
比
し
て
特
殊
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
普
通
白
鳳
時
代
は
大
化
改
新
（
六
照
五
）
か

　
　
ら
平
誠
京
遷
都
（
七
一
一
）
ま
で
の
六
十
数
年
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
縁
ぼ
中
頃
、
弘
文
元
年
（
六
七
二
）
の
壬
申
の
乱
を
境
と
す
る
前
後

　
　
半
で
は
彫
刻
様
式
の
上
で
大
き
い
糧
逮
が
あ
る
。
前
半
は
飛
鳥
様
式
の
形
式
的
残
津
が
つ
よ
く
、
後
半
で
は
次
代
天
平
彫
刻
へ
の
芽
生
え
を
つ
よ

　
　
く
感
じ
さ
せ
な
が
ら
も
天
平
響
刻
と
は
異
な
る
独
自
の
様
式
的
特
色
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
無
銘
の
た
め
厳
密
な
造
立
年
代

　
　
を
知
り
得
な
い
が
様
式
的
に
は
白
鳳
後
半
期
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
法
隆
寺
夢
違
観
音
像
を
と
り
あ
げ
て
白
鳳
様
式
の
特
魚
を
考
察
す
る
。

（
1
1
）
　
薬
師
寺
は
は
じ
め
天
武
天
皇
九
年
（
六
八
一
）
、
妃
（
の
ち
の
持
統
天
皇
）
の
病
気
平
癒
を
祈
願
し
た
天
武
天
皇
に
よ
っ
て
藤
原
木
殿
に
建
立

　
　
さ
れ
た
が
、
天
武
天
皇
の
死
後
、
持
統
、
文
武
の
一
二
代
に
わ
た
っ
て
造
営
窯
業
が
引
き
つ
が
れ
、
本
尊
薬
師
三
尊
像
が
開
出
し
た
の
は
文
武
元
年

　
　
（
六
九
七
）
の
こ
と
で
あ
る
（
「
薮
本
書
紀
」
）
。
の
ち
平
城
京
遷
都
に
と
も
な
っ
て
寺
は
平
城
薦
の
京
の
現
地
に
移
さ
れ
た
の
で
、
現
存
の
薬
師

　
　
三
尊
像
が
創
建
当
初
の
造
立
か
、
乎
城
京
移
建
後
の
新
鋳
な
の
か
（
瓢
鋳
と
す
れ
ば
養
老
年
間
、
七
一
七
－
二
四
の
造
立
が
考
え
ら
れ
る
）
な
お

　
　
定
説
を
み
な
い
。
こ
こ
で
は
次
の
二
魚
か
ら
平
城
京
新
鋳
説
を
と
っ
た
。
e
木
澱
薬
師
寺
が
鰯
建
さ
れ
た
天
武
九
年
（
六
八
一
）
前
後
の
造
立
に

　
　
な
る
彫
塑
遺
烈
に
は
、
天
武
十
四
年
（
六
八
五
）
の
山
田
寺
逡
巡
（
現
興
揺
専
）
、
お
よ
び
ほ
ぼ
阿
年
造
立
の
当
麻
寺
弥
勒
坐
像
が
あ
る
。
白
鳳

　
　
的
様
式
を
も
つ
こ
れ
ら
二
彫
刻
に
姥
し
て
薬
師
寺
像
の
様
式
的
特
色
は
本
文
で
詳
述
の
よ
う
に
調
和
と
均
衡
の
精
神
が
顕
蕪
で
あ
り
、
両
蒋
が
同

　
　
蒋
代
の
造
立
に
な
る
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
⇔
は
、
薬
師
寺
本
尊
の
仁
座
便
座
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
弱
神
（
青
竜
、
国
管
、
朱
雀
、

　
　
玄
武
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
四
神
を
あ
ら
わ
し
た
銅
鋭
は
す
で
に
弥
生
、
古
墳
聴
代
か
ら
出
土
を
み
る
が
、
こ
の
四
神
思
想
が
正
式
に
宮
中
の
行

　
　
事
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
続
興
本
紀
大
宝
一
7
6
年
（
七
〇
一
）
春
正
月
朔
の
条
に
「
天
皇
大
極
殿
に
御

　
　
し
朝
を
索
く
。
其
儀
蕉
面
に
於
い
て
鳥
形
の
擁
を
樹
つ
。
寧
日
像
、
青
竜
、
朱
雀
、
右
月
像
、
玄
武
、
白
虎
像
」
（
原
漢
文
）
と
あ
る
こ
と
よ
り

　
　
す
れ
ば
、
四
神
思
懇
の
採
用
は
こ
の
蒋
が
初
鴬
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
天
皇
の
発
願
で
あ
り
嘗
寺
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
薬
師
寺
の
ホ
尊
台

　
　
座
に
賜
神
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
の
も
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
以
後
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
。

彫
刻
の
和
様

二
七
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二
八

（
1
2
）
　
天
長
元
年
九
月
廿
七
日
の
太
政
官
符
に
よ
れ
ぽ
、
神
護
寺
の
前
身
は
高
雄
山
鯨
と
い
う
鵜
気
氏
の
氏
寺
で
最
澄
や
空
海
が
入
山
し
て
密
教
道
場

　
　
と
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
と
は
別
に
延
暦
年
間
（
七
八
二
…
八
〇
五
）
に
瀦
気
清
麻
呂
が
河
内
（
所
在
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
る
）
に
創
建
し
た

　
　
神
璽
寺
を
天
長
元
年
（
八
二
四
）
に
い
た
っ
て
高
雄
嶋
寺
に
移
し
て
含
併
、
神
護
無
腰
真
心
尋
（
神
護
寺
）
と
改
称
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

　
　
っ
て
現
存
の
本
尊
薬
師
如
来
像
の
俵
来
に
つ
い
て
も
高
雄
山
寺
時
代
か
ら
の
本
尊
か
、
神
願
寺
の
本
尊
か
な
お
定
説
を
み
な
い
。
し
か
し
こ
の
像

　
　
の
も
つ
塊
量
的
様
式
の
特
色
が
平
安
前
期
の
初
段
階
に
成
立
し
、
以
後
次
第
に
衰
退
し
た
と
す
る
考
え
は
｝
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
平
安

　
　
前
期
様
式
の
典
型
と
し
て
こ
の
像
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。

（
1
3
）
　
竜
門
餐
陽
洞
は
古
陽
画
と
と
も
に
孝
文
帝
お
よ
び
孝
文
皇
盾
の
た
め
に
正
始
二
年
（
五
〇
五
）
に
工
を
始
め
、
工
夫
八
十
万
二
千
三
百
六
十
六

　
　
人
を
使
っ
て
正
光
四
年
（
五
二
三
）
に
完
成
し
た
と
い
う
（
『
魏
書
』
稗
老
志
）
。
な
お
中
国
彫
灘
史
に
つ
い
て
は
、
『
竜
門
石
窟
の
研
究
』
（
束
方

　
　
文
化
研
究
所
）
お
よ
び
水
野
清
一
『
中
国
の
仏
教
美
術
』
を
参
照
し
た
Q

（
1
4
）
　
奉
先
寺
は
成
享
三
年
（
六
七
三
）
高
宗
の
命
に
よ
っ
て
主
面
さ
れ
、
わ
ず
か
三
年
の
の
ち
上
元
二
年
（
六
七
五
）
に
竣
工
し
た
（
「
唐
高
宗
奉

　
　
先
寺
大
慮
舎
那
像
舷
記
井
開
元
牒
」
、
前
掲
書
『
竜
門
石
窟
の
研
究
』
竜
門
石
刻
口
頭
文
八
〇
六
）
◎

（
1
5
）
　
水
野
清
一
『
中
麟
の
仏
教
美
徳
』
図
版
二
十
八
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
天
電
山
第
四
洞
は
第
五
潟
（
劉
天
武
后
の
末
年
、
七
〇
〇
年
初
頃
）
に
つ

　
　
ぎ
、
第
十
照
洞
（
玄
宗
期
、
七
一
二
一
五
六
）
よ
り
は
幾
分
古
い
と
さ
れ
る
。
第
四
洞
如
来
像
に
み
ら
れ
る
様
式
的
特
徴
は
第
十
潤
洞
右
壁
菩
薩

　
　
半
跡
練
お
よ
び
脇
侍
菩
薩
立
像
（
同
露
挿
図
九
六
）
で
は
い
っ
そ
う
進
心
し
て
い
る
。

（
1
6
）
　
『
五
台
山
文
物
』
（
山
西
人
民
出
版
社
刊
）

（
1
7
）
　
墨
縄
銘
で
は
、
た
と
え
ば
延
昌
二
年
（
五
一
三
）
銘
の
石
造
三
尊
仏
坐
像
（
松
原
三
郎
『
増
訂
中
国
仏
教
彫
灘
史
研
究
』
図
版
穴
六
b
）
、
あ

　
　
る
い
は
無
銘
で
あ
る
が
図
版
八
七
の
石
造
三
尊
仏
坐
像
、
東
魏
銘
で
は
、
興
和
二
年
（
五
四
〇
）
銘
の
石
造
三
聖
仏
坐
像
（
同
書
図
版
　
一
一

　
　
c
）
な
ど
。
飛
鳥
彫
刻
の
直
接
の
手
本
と
な
っ
た
中
立
彫
刻
は
石
窟
寺
院
の
巨
大
石
仏
よ
り
も
、
む
し
ろ
舶
載
可
能
な
こ
う
し
た
小
石
仏
像
で
な

　
　
か
っ
た
か
と
考
え
る
方
が
穏
当
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
像
高
山
○
セ
ン
チ
乃
至
　
五
〇
セ
ン
チ
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
本
尊
の
向
っ
て
左
孫
王
は
右
手
を
あ
げ
て
小
塔
を
も
つ
の
で
四
天
王
の
一
つ
北
方
多
聞
天
（
毘
沙
照
天
）
と
判
明
す
る
が
、
悪
神
王
像
の
尊
名

　
　
は
不
詳
で
あ
る
。

（
1
9
）
　
天
平
彫
刻
の
歴
史
は
初
期
の
代
表
作
で
あ
る
薬
師
寺
薬
師
三
尊
像
（
養
老
年
間
、
七
一
七
一
二
四
）
に
は
じ
ま
り
、
中
期
の
東
大
寺
三
月
堂
不
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空
羅
索
観
音
懲
（
三
月
堂
の
建
立
年
代
か
ら
推
定
し
て
天
平
勝
宝
元
年
（
七
圏
九
）
前
後
の
造
立
が
考
え
ら
れ
る
）
を
経
て
後
期
の
窯
亀
年
闘
（
七

　
　
七
〇
…
七
八
○
）
の
造
立
が
推
定
で
き
る
唐
招
提
寿
金
堂
慮
倉
那
仏
に
い
た
る
展
開
と
し
て
あ
と
づ
け
う
る
。
薬
師
寺
像
に
お
い
て
完
成
し
た
調

　
　
和
と
均
衡
の
精
神
は
中
期
の
東
大
寺
三
月
堂
像
に
お
い
て
も
な
お
基
本
的
に
指
摘
可
能
で
あ
る
が
、
上
半
身
の
量
感
を
～
つ
の
還
り
と
し
て
と
ら

　
　
え
る
い
わ
ば
塊
最
的
把
握
の
芽
生
え
を
す
で
に
み
せ
は
じ
め
て
い
る
こ
と
も
濯
過
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
調
和
と
均
衡
を
破
る
新
ら
し
い
忠

　
　
向
の
芽
生
え
は
後
期
の
唐
招
提
寺
像
で
は
い
つ
そ
う
顕
著
と
な
り
、
上
半
身
と
く
に
胸
部
の
景
感
を
他
の
部
分
に
比
し
て
著
し
く
強
調
し
て
い
る
。

　
　
こ
の
量
感
に
お
け
る
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
表
現
は
、
や
が
て
次
代
平
安
前
期
彫
刻
に
つ
な
が
る
新
ら
し
い
様
式
的
志
向
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
天
平

　
　
彫
刻
の
様
式
画
展
醐
の
な
か
に
東
大
寺
戒
境
院
四
天
王
懲
を
位
概
づ
け
る
な
ら
ば
、
本
文
で
詳
述
す
る
よ
う
に
調
和
と
均
衡
の
精
神
は
な
お
明
瞭

　
　
に
指
摘
で
き
る
か
ら
薬
師
寺
憲
薄
像
か
ら
東
大
寺
三
月
堂
像
に
い
た
る
過
程
の
、
東
大
寺
嫌
に
近
い
蒋
期
へ
八
世
紀
中
葉
、
七
四
〇
年
前
後
）
に

　
　
澱
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
天
平
彫
刻
の
様
式
展
開
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
上
代
田
螺
史
に
お
け
る
天
平
後
期
彫
刻
の
位
澱
」
（
『
大
手
前
女
子

　
　
大
学
論
集
』
1
、
一
九
六
穴
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
2
0
）
　
現
存
の
遺
品
に
限
っ
て
考
え
る
か
ぎ
り
、
日
本
に
お
い
て
超
越
者
を
造
形
的
に
衷
現
し
た
初
例
が
ま
ず
縄
文
晴
代
の
土
偶
と
い
う
彫
刻
で
あ
っ

　
　
た
こ
と
も
参
考
に
な
る
。

（
2
1
）
　
西
洋
ゴ
シ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
お
い
て
は
、
　
一
般
的
に
、
天
井
は
リ
ヴ
を
活
用
し
尖
頭
形
の
ア
ー
チ
を
組
ん
で
上
昇
運
動
を
も
ち
、
柱
の

　
　
構
造
も
そ
え
柱
の
効
果
を
活
用
し
て
こ
の
上
昇
運
動
に
い
っ
そ
う
加
速
を
与
え
て
い
る
。
さ
ら
に
壁
面
の
多
く
を
多
彩
な
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
と
し
、

　
　
天
上
か
ら
さ
し
こ
む
光
の
神
秘
性
を
強
調
し
た
。
こ
の
教
会
建
築
内
部
に
お
け
る
量
薩
方
向
の
印
象
と
光
の
源
で
あ
る
無
限
な
高
さ
・
遠
さ
へ
の

　
　
印
象
こ
そ
、
当
待
の
人
び
と
に
と
っ
て
神
の
実
在
感
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

（
2
2
）
　
た
と
え
ば
、
イ
ン
ド
の
い
わ
ゆ
る
無
仏
工
暁
代
（
紀
元
後
一
、
二
世
紀
以
前
）
に
お
い
て
仏
足
、
菩
提
樹
、
ス
ト
ゥ
パ
、
法
輪
な
ど
の
形
象
を

　
　
用
い
て
釈
遜
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
な
ど
O

（
2
3
）
　
飛
鳥
彫
刻
も
北
魏
彫
刻
も
、
厳
密
な
意
味
で
は
彫
塑
性
を
彫
刻
の
基
本
構
造
と
し
て
い
た
と
は
い
い
難
い
が
、
い
ず
れ
も
次
代
以
後
に
お
い
て

　
　
彫
塑
性
を
自
覚
し
、
彫
塑
性
を
多
様
的
に
展
開
さ
せ
る
と
い
う
志
向
を
内
在
し
て
い
た
と
い
う
意
味
で
こ
の
過
程
に
お
け
る
一
様
相
と
考
え
た
い

　
　
の
で
あ
る
。

（
2
4
）
　
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
平
安
初
期
に
お
け
る
一
木
彫
成
像
は
素
材
と
し
て
一
木
を
用
い
た
の
で
（
頭
か
ら
足
ま
で
一
本
の
木
材
か
ら

彫
灘
の
和
様

二
九
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哲
学
粗
鱗
究
　
　
第
五
百
二
十
六
ロ
写

三
〇

　
　
彫
り
正
し
た
の
で
）
そ
の
結
果
堂
々
た
る
魂
量
的
量
感
が
生
れ
て
き
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
藤
原
西
倉
に
は
、
｛
木
を
素
材
と
し
て

　
　
い
て
も
平
面
豹
量
感
を
特
飽
と
す
る
い
わ
ゆ
る
定
言
様
の
言
託
は
多
い
の
で
あ
る
。
平
安
初
期
恩
讐
の
追
力
は
、
素
材
と
し
て
一
木
を
期
い
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ら
生
れ
た
の
で
は
な
く
、
文
数
が
、
あ
る
い
は
平
安
初
期
の
人
び
と
が
一
木
と
い
う
材
が
も
つ
ど
っ
し
り
と
し
た
蟹
感
と
重
量
感
を
よ
し
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
の
迫
力
を
生
か
す
よ
う
な
彫
灘
を
つ
く
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
た
い
。
要
す
る
に
、
な
に
に
美
を
児
出
し
た
か
の
問
題
で
あ
る
。

（
％
）
　
　
遣
唐
使
廃
止
後
も
∴
甲
鼠
…
像
の
響
銅
月
的
な
伝
来
は
山
の
っ
た
。
　
・
氷
延
一
兀
年
　
（
九
八
七
）
　
｛
欝
然
漣
か
宋
よ
払
リ
興
趣
焔
隊
、
　
十
点
ハ
羅
胴
礁
脚
罵
國
像
を
撮
み
ん
　
（
扶
憎
榮
略
¶

　
　
記
、
作
品
は
熊
蝦
寺
に
現
由
仔
）
、
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
衡
然
の
弟
子
が
や
は
り
宋
よ
り
文
殊
縁
を
請
来
し
（
臼
本
紀
略
）
、
淫
情
は
降
る
が
大
治

　
　
五
年
（
　
一
三
〇
）
宋
よ
り
低
え
ら
れ
た
法
服
地
蔵
（
着
物
を
つ
け
た
地
蔵
像
）
を
仏
師
発
覚
が
鳥
羽
上
皇
に
献
上
し
た
認
録
（
長
秋
記
）
も
あ

　
　
る
Q
し
か
し
こ
れ
ら
中
国
彫
刻
の
日
本
彫
刻
史
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
少
な
く
と
も
十
世
紀
か
ら
十
一
世
紀
ご
ろ
ま
で
は
と
り
あ
げ
る
べ
き
も
の
は

　
　
な
い
。

（
2
6
）
　
寺
伝
に
よ
れ
ば
、
禅
定
専
は
正
贋
二
年
（
九
九
一
）
東
大
寺
権
別
当
笹
萱
上
人
に
よ
っ
て
腿
麟
さ
れ
、
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
諸
堂
の
落
慶
を

　
　
み
た
と
い
う
。
十
一
面
観
音
像
の
潤
作
年
代
を
あ
き
ら
か
に
す
る
鷹
楼
資
料
は
な
い
が
、
様
式
的
に
み
て
禅
定
寺
開
創
の
聴
期
に
当
て
て
大
差
は

　
　
な
い
。
な
お
こ
の
像
を
含
め
て
こ
こ
に
あ
げ
る
三
絶
灘
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
十
世
紀
彫
灘
の
諸
相
」
（
『
仏
教
芸
術
』
六
五
号
、
　
一
九
六
七
）
で
詳

　
　
述
し
た
。

（
2
7
）
　
真
正
極
楽
寺
（
真
如
堂
）
は
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
　
一
粂
天
豊
の
勅
願
に
よ
り
鼠
算
上
人
が
麗
麗
、
は
じ
め
吉
田
神
楽
岡
の
地
に
開
創
さ
れ
た

　
　
が
、
そ
の
後
数
度
移
転
を
か
さ
ね
、
現
地
の
伽
藍
は
元
禄
五
年
（
＝
ハ
九
二
）
國
禄
後
の
建
立
と
後
え
る
Q
真
鯉
撚
楽
寺
傑
の
冬
作
年
代
を
推
定

　
　
す
る
文
醸
資
料
は
な
い
が
、
こ
の
像
の
作
風
的
特
色
か
ら
真
蕉
極
楽
寿
の
劇
建
賭
を
造
立
年
代
に
当
て
て
大
差
は
な
い
。

（
2
8
）
　
遍
照
寺
は
永
扉
元
年
（
九
八
九
）
広
沢
流
の
大
成
者
寛
朝
が
開
創
し
た
寺
院
で
、
当
初
は
嵯
峨
広
沢
池
の
池
畔
、
遍
照
無
山
の
ふ
も
と
に
あ
っ

　
　
た
と
い
う
。
こ
の
懲
の
制
作
年
代
を
推
定
す
る
文
献
資
料
は
な
い
が
、
標
式
的
特
色
か
ら
遍
照
寺
創
建
柱
隠
の
制
作
と
考
え
て
大
過
な
い
。

（
2
9
）
　
九
世
紀
以
降
、
十
世
紀
を
経
て
十
一
世
紀
中
葉
の
和
様
の
戎
立
に
い
た
る
様
式
史
的
展
翻
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
十
没
紀
彫
刻
の
諸
根
」
で
論
じ

　
　
た
こ
と
が
あ
る
○
京
都
・
楽
良
を
中
心
と
す
る
彫
刻
遺
晶
約
五
十
点
を
調
査
し
、
そ
れ
ら
を
「
奈
良
様
偏
「
水
事
様
」
「
評
議
様
」
「
密
教
様
し
の
西

　
　
つ
の
様
式
的
類
型
に
分
類
し
て
そ
れ
ら
が
九
世
紀
以
降
十
一
世
紀
初
頭
に
い
た
る
ま
で
ど
の
よ
う
な
展
開
を
と
げ
た
か
を
考
察
し
た
。
結
論
と
し

　
　
て
、
0
囑
類
型
と
も
十
世
紀
後
半
以
降
、
像
の
細
部
、
と
く
に
絹
好
、
著
衣
な
ど
の
表
現
に
「
優
美
な
も
の
」
「
お
だ
や
か
な
も
の
」
へ
の
志
向

’



　
　
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
は
す
る
が
、
量
感
の
構
成
の
仕
方
で
は
、
な
お
九
微
紀
の
拠
標
的
蟻
感
の
把
握
が
根
強
く
の
こ
っ
て
い
る
こ
と
。
⇔
し
た
が

　
　
っ
て
十
一
世
紀
中
葉
の
驚
潮
に
よ
る
和
様
は
、
こ
れ
ら
九
世
紀
の
俄
統
を
綴
強
く
の
こ
す
酋
類
型
の
い
ず
れ
の
系
譜
か
ら
も
直
接
生
れ
る
も
の
で

　
　
は
な
く
、
定
朝
の
新
様
式
を
生
み
出
す
可
能
性
は
ま
っ
た
く
別
の
董
盤
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
結
論
し
た
。
そ
こ
で
た
だ
ち
に
問
題

　
　
に
な
る
の
は
定
離
の
父
と
俵
え
る
康
尚
と
の
関
係
で
あ
る
。
記
録
に
よ
れ
ば
、
定
朝
は
寛
仁
四
年
（
一
〇
二
〇
）
法
成
寺
無
轍
寿
院
の
仏
像
造
常

　
　
で
は
父
康
尚
に
弟
子
と
し
て
つ
か
え
て
父
康
尚
の
様
式
を
身
を
も
っ
て
学
ん
だ
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
康
尚
の
事
蹟
は
文
献
上
か
ら
比
較
的

　
　
よ
く
知
ら
れ
、
正
贋
二
年
（
九
九
一
）
紙
陀
林
寺
丈
六
釈
迦
如
来
像
の
劇
作
を
は
じ
め
と
し
て
、
定
朝
と
の
い
わ
ば
奮
作
と
も
い
え
る
法
戒
寺
無

　
　
量
寿
院
の
造
仏
（
一
〇
二
〇
）
に
い
た
る
ま
で
お
よ
そ
三
十
年
閾
の
活
躍
が
わ
か
る
が
、
確
証
の
あ
る
康
尚
の
遣
品
は
な
い
。
た
だ
、
い
ま
東
福

　
　
五
悪
聚
院
に
の
こ
る
木
造
不
動
明
王
像
が
寺
伝
に
い
う
法
性
寺
五
大
堂
五
大
明
王
の
　
体
と
す
れ
ば
寛
弘
三
年
（
一
〇
〇
六
）
の
造
立
と
な
り
、

　
　
年
代
的
に
仏
師
を
康
尚
に
当
て
う
る
可
能
性
は
大
き
い
。
こ
の
像
は
、
　
「
○
○
○
皇
霊
後
の
前
述
数
体
の
彫
刻
に
比
較
す
れ
ば
立
体
的
景
感
の
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
退
は
著
し
く
見
る
者
を
班
倒
す
る
「
も
の
と
し
て
の
実
在
感
」
の
拭
払
も
進
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
定
朝
は
、
父
康
尚
の
彫
刻
様
式
の
な
か
に

　
　
芽
生
え
て
い
た
新
ら
た
な
も
の
へ
の
志
向
を
受
け
つ
ぎ
、
そ
の
様
式
的
芽
生
え
を
明
確
な
形
式
ま
で
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
朝
乗
気
の
様
式
を

　
　
完
成
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
か
ら
今
度
「
和
様
し
成
立
の
闇
題
は
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
こ
の
聞
題
に
つ
い
て
も
前
掲
拙

　
　
稿
「
＋
世
紀
彫
刻
の
諸
獺
」
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
3
0
）
　
た
と
え
ば
、
長
承
三
年
二
月
十
臼
階
隠
聴
は
鳥
羽
勝
光
明
院
造
仏
の
参
考
に
す
る
た
め
仏
師
院
朝
を
招
呈
し
て
廼
院
故
邦
覆
朝
臣
堂
に
向
い
定

　
　
朝
俸
と
し
て
評
判
の
高
か
っ
た
丈
六
阿
弥
陀
仏
の
寸
法
を
六
十
四
ヵ
所
に
わ
た
っ
て
灘
量
さ
せ
た
。
そ
の
際
の
記
録
を
師
時
は
、
「
長
秋
記
」
に

　
　
「
此
所
仏
師
定
置
有
造
仏
、
天
下
以
髭
三
縄
本
管
」
と
記
し
て
い
る
。
ま
た
岡
年
の
「
長
秋
認
」
は
、
や
は
り
師
賭
の
命
を
受
け
て
仏
師
賢
円
が

　
　
鳳
風
堂
丈
六
阿
弥
陀
仏
を
模
写
し
各
部
を
詳
継
に
測
定
し
た
こ
と
も
伝
え
て
い
る
○
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Japanese　Style　in　K55　D6　Amida　Buddha

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Zenzo　Shimizu

Many　papers　contend　that　the　characteristics　of　Japanese　style　in　sculpture

are　found　in　the　words　“elegance”　or　“feeling”．　This　contention，　however，　is

simp！y　giviRg　words　to　1mpressions　received　from　looking　at　the　outward

form　of　Japanese　seulpture　and　does　not　explaln　what　actually　comprises

Japanese　style．

　　With　thls　in　mind，　the　purpose　of　this　paper　is　to　examine　the　H66　D6

Amida　Buddha　as　a　typical　example　of　Japanese　taste　in　sculpture　and　to

contrast　it　with　examples　of　Chinese　sculpture．　The　coRcluslons　which　1　have

drawn　are　tke　follwing．

　　1．　Generally　speaking，　Japanese　sculpture　from　tke　Asu！〈a　to　Eaerly

Heian　period　（7th　to　10　th　century）　existed　under　the　infiuence　of　Chinese

sculpture　being　produced　simultaneouly　from　the　Northern　Wel　to　the

Middle　Tang　period．　Therefore，　Japanese　and　ChiRese　sculpture　at　this　time

refiect　many　common　characteristics　in　forms　of　sculpture　and　in　patterns　of

stylistic　evolution．

　　2．　However，　certain　differences　are　clearly　present．　Chinese　scul　pture　was

inclined　to　express　fullness　and　might　by　placing　emphasis　on　massive

volume，　while　lapanese　sculpture　at　the　same　period　incHned　toward　gentle－

ness　and　harmonious　proportion　through　an　arran’№?ｍｅｎｔ　of　surface　deta11．

　　3．　The　H6b　D6　Amlda　Buddha　image　by　」6ch6　crystallized　the　qualitles

of　Japanese　sculpture　which　had　been　developing　gradually　from　the　Asuka

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



te　early　HeiaR　period．　The　feeling　of　fttllnes．s　and　’rriight　were　negated　and

the　contours　o届gures．were　softened　by　fia之tening　volume　a且d　crea伽g　a

more　subtle　sty1e　of　sculpture．

4．　While　Chinese　sculpture　was　grasping　toward　an’　objective　under－

standing　of　an　object，　in　order　to　reproduce　the　actual　existence　of　aR　object，

」6eh6　in　his　Amida　Buddha　was，　on　the　other　hand，　attempting　to　reproduce

an　object　in　which・there　would　be　no　barrier　of　ttnderstadin．ct　between　the

object　and　the　viewer．

　　In　l　his　quality　xests　the　essence　of　Japanese　style　ln　the　H66　D6　Amida

Buddha．

聾ecess鷺y　aenaj　Co撚重er憂ac飯a璽Co超轍ona｝．s

∂アH圭deo　Yabuk圭

　　　The　alm　of　the　present　paper　is　to　ciarify　tke　epistemological　and　ontole．cr一

圭ca玉sta敏s　of　natural　or　phys圭cahecess三ty．　Fox　th量s　p疑rpose，王f撤exa穏玉ne

the　thoughts　of　Hume　and　Kant　in　brief，　alld　then　the　oplRlons　of　this

cent疑rゾs　analytic画losophers　he！P鵬y　argument重◎proceed、

　　　Though　｝lttme　and　Kant　are　fuRdamentally　different　in　important．　points，．

both　hold　a　same　polnt　of　view　in　¢ommon　with　regard　te　tke　preblem　o£　一

　natural　necessity；　speaking　roughly，　both　thlnk　that　necessity　is　something

　there　is　on　the　slde　of　perceiving　subjects　rather　than　on　the　side　of

nature　perceivecl．

　　　王do泣get三籠to　1三Re　w玉th　these　two．王waRt　to　apProack重he　problem　of

　natural　necessity　rea！istically．　Then　it　serves　my　approach　te　seek　after　thg

『．．meaning　and　the　funct圭・n・f　c。瞬erfac漁1　c。藤ti・nals　aftef　due　c・nsiderati・n

of　their　relation　to　laws　o至na雛e．　We　can　assert　counterfactual　cond呈tionals

only　of　the　kind　supported　by　laws　of　nature．　The　connections　of　antecedents

　and　consequents　of　such　counterfacttta！　conditionals　are　nonaccidental．　in

acertaiR　specific　way　differe導from　mater圭al　or＄七r三ct量瓢pllct　i雛P玉icat至on．
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