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彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て
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は
じ
め
に

　
「
和
様
扁
は
、
大
陸
の
造
形
と
は
隔
絶
し
た
日
本
独
自
の
様
式
と
い
う
概
念
で
括
ら
れ
る
用
語
で
あ
ろ
う
。
日
本
彫
刻
史
の
問
題
に
即
し

て
こ
れ
を
も
う
少
し
詳
し
く
述
べ
れ
ば
、
平
安
時
代
半
ぽ
、
十
一
世
紀
前
半
頃
に
大
成
す
る
彫
刻
様
式
を
指
し
、
平
安
時
代
初
期
（
九
世
紀

頃
）
に
主
流
を
な
し
た
量
感
の
表
出
が
目
立
つ
彫
刻
様
式
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
顔
の
輪
郭
は
円
形
に
近
く
、
伏
し
目
が
ち
な
限
差
し
を

表
す
面
貌
や
、
量
感
が
減
じ
る
と
と
も
に
、
彫
り
の
浅
い
衣
文
を
刻
む
着
衣
を
纏
っ
た
体
貌
表
現
が
見
ら
れ
、
さ
ら
に
彫
刻
表
面
の
ゆ
る
や

か
な
起
伏
が
加
わ
り
、
見
る
者
に
穏
や
か
さ
や
優
し
さ
の
印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
平
等
院
像
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
同
一
作
者
、
翌
朝
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に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
西
院
邦
恒
朝
臣
堂
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
当
時
の
貴
族
の
日
記
に
「
尊
容
如
満
月
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
批
評
は

平
等
院
像
を
見
る
今
日
の
我
々
の
眼
差
し
か
ら
得
ら
れ
る
感
想
と
さ
ほ
ど
隔
た
り
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
彫
刻
様
式
は
、
九
世

紀
末
孫
か
ら
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
、
一
般
的
に
は
平
安
時
代
末
期
ま
で
は
仏
像
綱
作
の
規
範
と
仰
が
れ
た
と
語
ら
れ
て
き

た
。
因
み
に
彫
刻
史
で
は
、
こ
う
し
た
様
式
を
持
つ
彫
像
を
和
様
彫
刻
と
呼
び
、
さ
ら
に
こ
の
様
式
は
そ
の
大
成
者
と
み
な
さ
れ
る
仏
師
、

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て
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確

定
朝
の
名
前
を
と
っ
て
霜
朝
様
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
彫
刻
の
和
様
と
類
似
し
た
造
形
現
象
は
、
何
も
彫
刻
と
い
っ
た
分

野
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
絵
画
、
書
な
ど
の
造
形
品
に
も
同
様
に
指
摘
さ
れ
、
ま
さ
し
く
国
風
文
化
に
内
在
す
る
文
化
現
象
の
一
つ

と
言
え
る
。

　
な
お
、
「
和
様
」
と
い
う
用
語
は
、
造
形
現
象
の
中
で
は
、
建
築
や
書
道
の
分
野
で
用
い
ら
れ
始
め
た
よ
う
で
、
彫
刻
史
研
究
で
こ
の
用

語
が
盛
ん
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
そ
れ
も
一
九
四
八
年
頃
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

前
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
ジ
ズ
ム
の
影
響
を
み
る
見
解
も
提
出
さ
れ
て
い
る
点
は
注
意
さ
れ
よ
う
。

　
さ
て
、
日
本
彫
刻
史
研
究
に
お
い
て
、
和
様
の
問
題
は
き
わ
め
て
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
た
め
従
来
か
ら
盛
ん
に
議
論
が
な
さ
れ
て
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き
た
が
、
近
年
で
は
日
本
史
研
究
に
お
け
る
国
風
文
化
論
の
進
展
に
呼
応
し
て
、
新
た
な
模
索
が
始
ま
っ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
彫
刻
の
和
様
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
幾
つ
か
重
要
な
事
柄
の
解
明
が
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
特
に
重
要
な
の

が
、
そ
の
成
立
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
な
か
な
か
明
ら
か
に
し
難
い
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
従
来
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
私
自
身
が

も
う
一
つ
の
重
要
な
問
題
と
考
え
て
い
る
の
は
、
彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
継
承
の
問
題
で
あ
る
。
二
〇
〇
六
年
十
一
月
四
日
の
京
都
哲
学

会
公
開
講
演
会
で
は
前
者
の
問
題
を
少
し
論
じ
て
み
た
が
、
現
状
で
は
や
は
り
今
後
の
課
題
と
す
べ
き
点
が
多
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
稿
で

は
多
少
と
も
私
な
り
の
見
通
し
が
あ
る
後
者
の
問
題
を
主
に
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
と
い
う
の
も
、
従
来
の
日
本
彫
刻
史
の
研
究
に
お
い
て

は
、
和
様
彫
刻
に
関
す
る
議
論
は
ほ
と
ん
ど
．
平
安
時
代
中
後
期
の
み
に
限
定
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
十
…
世
紀
前
半
の
和
様
の
大

成
後
、
こ
の
彫
灘
様
式
は
形
骸
化
し
、
十
二
世
紀
半
ば
頃
に
奈
畏
地
方
で
発
生
し
て
く
る
新
し
い
彫
刺
様
式
が
慶
派
仏
師
に
よ
っ
て
大
成
さ

れ
、
鎌
倉
彫
刻
様
式
と
な
り
、
和
様
は
時
代
が
平
安
か
ら
鎌
倉
へ
と
移
行
す
る
と
同
時
に
終
焉
す
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し

な
が
ら
、
和
様
に
見
ら
れ
る
特
質
は
平
安
時
代
中
後
期
の
彫
刻
の
み
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
後
の
時
代
の
彫
劾
に
も
継
承
さ
れ
て

い
く
部
分
も
あ
る
。
さ
ら
に
雷
え
ば
、
平
安
笹
野
後
半
に
お
い
て
も
展
開
の
晃
ら
れ
な
い
停
滞
し
た
様
式
と
は
言
い
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

日
本
彫
翔
史
に
お
け
る
和
様
彫
刺
の
位
置
付
け
を
よ
り
明
瞭
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
従
来
の
言
説
を
再
検
討
す
る
必
要
が



あ
ろ
う
。

二
　
和
様
彫
刻
の
成
立
と
そ
の
特
質

　
和
様
の
継
承
の
問
題
を
語
る
前
に
、
や
は
り
和
様
彫
刻
の
成
立
や
特
質
の
問
題
を
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
、
近
年
の
研
究
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
本
章
で
は
そ
の
概
要
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　
和
様
彫
刻
の
造
形
様
式
、
す
な
わ
ち
彫
刻
に
お
け
る
和
様
は
、
概
ね
唐
と
い
う
大
陸
の
造
形
を
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
た
奈
良
時
代
か
ら

平
安
時
代
初
期
の
様
式
に
代
わ
っ
て
登
場
し
て
く
る
。
こ
の
彫
刻
様
式
は
平
安
時
代
半
ば
に
大
成
さ
れ
る
が
、
和
様
形
成
に
至
る
主
因
に
つ

い
て
は
、
従
来
は
九
世
紀
末
の
遣
唐
使
派
遣
の
廃
止
に
よ
る
日
本
と
大
陸
と
の
交
流
の
途
絶
と
そ
の
文
化
情
報
の
流
入
の
停
止
に
求
め
た

「
国
風
文
化
論
」
か
ら
の
解
釈
が
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
大
陸
と
の
正
式
な
国
交
の
途
絶
に
よ
る
交
流
の
減
少
に
伴
っ
て
、
そ
れ
ま
で

に
大
陸
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
造
形
の
中
の
中
国
的
な
要
素
が
減
少
し
、
日
本
的
な
も
の
へ
と
転
換
さ
れ
る
と
い
っ
た
説
明
は
確
か
に
理
解
さ

れ
や
す
い
。
そ
し
て
、
根
拠
が
明
瞭
に
呈
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
こ
う
し
た
造
形
の
変
化
の
背
景
に
は
、
当
時
の
造
形
品
の
童
要
な
注
文
主
で

あ
り
受
容
者
で
あ
っ
た
貴
族
の
穏
や
か
さ
を
好
む
趣
向
が
あ
る
と
い
っ
た
話
が
加
わ
り
、
こ
の
種
の
言
説
が
和
様
の
形
成
に
関
す
る
議
論
に

今
日
至
る
ま
で
根
強
い
影
響
力
を
保
っ
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
前
半
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
事
実
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
た
言
説
で
あ
る
こ
と
は
、
今
日
の
日
本
史
学
の
研
究
か

ら
明
ら
か
で
、
寛
平
六
年
（
八
九
鰯
）
の
い
わ
ゆ
る
遣
唐
使
の
廃
止
（
む
し
ろ
中
絶
と
言
っ
た
方
が
よ
り
適
切
の
よ
う
で
あ
る
）
以
降
も
商
船
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に
よ
る
交
易
は
続
け
ら
れ
、
大
陸
の
文
物
が
日
本
の
貴
族
達
に
も
珍
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
日
本
僧
の
中
閣
へ
の
留
学
も
し
ば
し
ば
行
わ

れ
て
い
た
事
実
か
ら
も
、
こ
う
し
た
見
解
の
過
ち
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
ま
た
、
後
半
の
説
明
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
権
門
貴
族
た
ち
の

感
性
を
推
測
す
る
際
の
根
拠
の
多
く
を
、
や
ま
と
絵
や
か
な
、
あ
る
い
は
仏
像
と
い
っ
た
造
形
遺
品
か
ら
抽
出
し
た
イ
メ
ー
ジ
か
ら
論
じ
ら

れ
る
こ
と
が
多
く
、
自
家
撞
着
を
来
し
た
説
得
力
に
欠
け
る
議
論
し
か
で
き
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
和
様
の
形
成
に

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て

三
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四

影
響
し
た
権
門
貴
族
た
ち
の
感
性
や
意
識
の
問
題
で
重
要
な
の
は
、
国
文
学
や
日
本
史
で
か
な
り
以
前
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
、
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和
様
の
萌
芽
と
ほ
と
ん
ど
軌
を
一
に
発
生
し
て
く
る
本
朝
疑
環
本
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
、
す
な
わ
ち
本
朝
意
識
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
和
様
の
形
成
に
つ
い
て
、
大
陸
と
の
交
流
が
途
絶
え
た
か
ら
日
本
的
な
も
の
が
誕
生
し
た
か
の
よ
う
な
言
説
は
、
ほ
と
ん

ど
有
効
性
は
持
た
な
い
。
た
だ
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
日
中
の
文
化
に
明
ら
か
な
相
違
が
生
じ
て
き
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
そ
の
違
．

い
は
一
営
瞭
然
で
、
平
等
院
阿
弥
陀
如
来
像
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
和
様
彫
刻
の
特
色
は
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
同
じ
時
期
の
中
国
の
彫
刻
は
　
般
に
顔
立
ち
に
は
一
種
の
生
々
し
さ
が
あ
り
、
ま
た
着
衣
衰
躯
や
菩
薩
像
の
髪
型
な
ど
、
写
実
的
な
表

現
も
随
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
大
陸
か
ら
の
交
流
も
な
お
存
在
し
、
情
報
や
文
物
の
流
入
が
続
き
な
が
ら
、
日
中
問
で

造
形
に
乖
離
が
生
じ
て
き
て
お
り
、
日
本
側
の
問
題
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
乖
離
を
発
生
さ
せ
た
主
因
は
和
様
と
い
う
様
式
選
択
が
日
本
で

行
わ
れ
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
た
だ
、
本
朝
意
識
に
騒
覚
め
た
仏
像
の
注
文
者
た
ち
や
仏
師
た
ち
が
、
和
様
化
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
わ
け
で

は
あ
る
が
、
何
故
彫
像
の
飯
釜
の
毒
炎
や
満
月
の
如
し
と
形
容
さ
れ
る
面
貌
表
現
と
い
っ
た
造
形
現
象
が
生
ま
れ
て
い
っ
た
か
と
な
る
と
、

現
状
で
は
な
か
な
か
説
明
が
出
来
な
い
と
こ
ろ
が
多
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
問
題
は
当
時
の
人
々
の
造
形
意
識
と
い
っ
た
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、
仏
像
に
か
か
わ
る
儀
礼
や
仏
像
の
安
置
空
聞
の
変
化
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
も
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
今
後
検
討
す
べ
き
多
く
の
課

題
が
残
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
注
意
す
べ
き
は
、
和
様
が
形
成
さ
れ
る
頃
か
ら
、
本
朝
意
識
の
顕
在
化
と
い
っ
た
こ
と
を
背
蟹
と
し
て
当
時
の
日
本
が

も
は
や
岡
時
代
の
大
陸
国
家
に
規
範
的
意
識
を
持
ち
得
な
く
な
り
、
美
術
の
造
形
の
規
範
と
し
て
、
過
去
の
姦
濫
の
美
術
の
造
形
に
注
園
し

始
め
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
和
様
が
形
成
さ
れ
る
時
期
に
、
過
去
の
日
本
で
造
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
醗
究
を
行

い
、
そ
の
成
果
を
造
形
に
取
り
入
れ
て
い
こ
う
と
す
る
志
向
が
見
い
だ
ぜ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
が
、
従
来
の
美
術
史
研
究
で
は

わ
が
国
独
自
の
美
術
様
式
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
和
様
の
大
成
者
熱
望
の
造
形
で
あ
る
。
彼
の
唯
一
確
実
な
遺
品
で
あ
る
平
等
院
阿
弥
陀
如

来
像
に
つ
い
て
は
、
本
体
の
み
な
ら
ず
台
座
や
光
背
、
天
蓋
と
い
っ
た
も
の
に
古
典
研
究
の
成
果
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
見
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解
が
多
い
。
こ
う
し
た
古
典
研
究
は
、
和
様
形
成
期
に
お
そ
ら
く
一
人
定
朝
の
み
が
行
っ
て
い
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
同
時
期
の
他
の
仏
師

も
行
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
仏
像
を
礼
拝
す
る
権
門
貴
族
た
ち
を
中
心
と
す
る
注
文
主
も
こ
う
し
た
古

典
研
究
の
成
果
を
取
り
入
れ
た
造
形
を
支
持
し
た
こ
と
も
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
積
み

上
げ
の
成
果
が
定
朝
に
よ
る
和
様
の
大
成
に
繋
が
っ
て
い
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
こ
う
し
た
日
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
）

の
過
去
の
仏
像
に
正
統
性
を
み
な
し
、
そ
の
模
刻
を
行
う
と
い
う
現
象
も
こ
の
時
期
行
わ
れ
た
と
す
る
見
解
も
参
考
に
な
ろ
う
。

計
ド

獺
礪
・
．

　図1　中国・北京市房山区万仏堂浮離（部分）
（全国重点文物保護単位編集委員会『全国重点文物保護単位』）

　
そ
れ
で
は
、
和
様
彫
刻
が
過
去
の
日

本
彫
刻
の
様
式
を
単
に
再
現
し
た
も
の

か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
も
大
き
な
隔
た

り
が
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の
理
念
の
問

題
で
あ
り
、
古
典
研
究
を
繰
り
返
し
、

自
ら
の
造
形
に
よ
り
相
応
し
い
も
の
を

造
り
出
し
て
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
重
要
な
の
が
、

対
外
美
術
の
受
容
の
問
題
で
あ
る
。
和

様
彫
刻
の
頂
点
に
立
つ
と
さ
れ
て
き
た

平
等
院
鳳
風
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像
の
光

背
に
目
を
向
け
、
二
重
円
相
部
の
圏
帯

を
巡
る
波
状
雲
文
と
い
っ
た
意
匠
を
十

世
紀
末
の
漸
江
省
略
州
で
造
ら
れ
た
清

五
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（
8
）

遠
寺
釈
迦
如
来
像
の
請
来
と
の
関
連
性
で
論
じ
た
論
文
も
近
年
発
表
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
対
外
美
術
の
受
容
の
問
題
も
、
和
様

形
成
期
に
お
い
て
は
先
の
古
典
研
究
の
問
題
と
同
様
な
文
脈
が
読
み
取
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
前
代
ま
で
絶
対
的
な
規
範
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
中
国
美
術
が
、
相
対
化
さ
れ
和
様
形
成
の
一
要
素
と
し
て
み
な
さ
れ
、
日
本
側
で
必
要
と
み
な
さ
れ
た
も
の
が
採
択

さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
触
れ
た
平
等
院
阿
弥
陀
如
来
像
光
背
の
雲
文
の
意
匠
自
体
の
問
題

に
戻
る
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
同
時
代
の
大
陸
の
造
形
遺
品
に
も
確
か
に
窺
え
る
が
、
そ
の
祖
型
と
も
言
え
る
も
の
が
中
唐
大
暦
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

問
（
七
六
一
～
七
八
○
）
に
造
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
北
京
市
房
山
区
万
仏
堂
浮
離
（
図
1
）
に
す
で
に
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
等

院
像
の
光
背
意
匠
に
影
響
を
与
え
た
も
の
は
、
岡
時
代
の
中
国
と
い
う
よ
り
も
、
過
去
に
中
国
か
ら
伝
え
ら
れ
た
情
報
に
基
づ
く
可
能
性
も

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
意
匠
が
日
本
で
造
形
と
結
び
つ
い
た
の
は
和
様
形
成
期
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
た
と
え
多
少

時
代
が
経
っ
た
造
形
情
報
で
も
、
新
た
な
造
形
を
模
索
す
る
過
程
で
重
要
性
ぶ
見
い
だ
さ
れ
、
そ
れ
故
に
こ
の
時
期
に
造
形
に
適
用
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
単
に
大
陸
の
美
術
を
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
造
形
制
作
を
行
う
の
で
は
な
く
、
日
本
の
過
去
の
造
形
、

あ
る
い
は
大
陸
の
造
形
で
も
、
必
要
性
を
見
い
だ
せ
た
も
の
を
選
択
し
て
従
来
の
造
形
に
適
溶
さ
せ
な
が
ら
新
た
な
造
形
を
造
り
上
げ
て
い

く
と
い
っ
た
制
作
の
あ
り
方
が
、
ま
さ
し
く
和
様
形
成
期
に
顕
在
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
は
こ
う
し
た
造
形
制
作
の
あ
り
方

は
、
そ
れ
以
後
の
日
本
の
美
術
制
作
の
あ
り
方
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
る
と
み
ら
れ
、
和
様
の
継
承
の
問
題
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
観
点

と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
　
平
安
時
代
後
期
彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
規
範
性

　
一
般
に
定
朝
に
よ
っ
て
十
一
世
紀
前
半
に
大
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
彫
刻
の
和
様
、
す
な
わ
ち
亡
朝
様
が
、
平
安
後
期
の
造
仏
界
で
絶
対
的

な
規
範
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
す
言
葉
に
、
「
仏
本
様
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
長
秋
記
』
長
承
三
年
（
＝
三
四
）
六



月
十
日
条
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
仏
師
賢
円
が
制
作
に
当
た
っ
た
鳥
羽
勝
光
明
院
本
尊
、
丈
六
阿
弥
陀
如
来
像
造
像
の
検
分
に
際
し
て
、

施
主
で
あ
る
鳥
羽
院
と
そ
の
近
臣
と
の
間
で
こ
の
像
の
造
形
批
評
が
な
さ
れ
（
同
「
六
月
四
日
条
」
）
、
そ
の
や
り
取
り
中
で
事
細
か
な
採
寸

が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
定
奥
意
の
皇
院
邦
恒
朝
臣
堂
阿
弥
陀
如
来
像
に
対
し
て
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
な
お
、
残
念
な
が
ら
勝
光

明
院
像
も
西
空
電
恒
朝
臣
堂
像
も
現
存
し
て
い
な
い
。
西
院
画
圧
面
像
の
作
風
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
勝
光
明
院
像
の
造
形
の
実
態
把

握
は
不
可
能
で
あ
る
。
た
だ
、
同
じ
鳥
羽
の
地
に
現
存
す
る
安
楽
寿
院
阿
弥
陀
如
来
像
（
図
2
）
は
、
等
身
像
で
あ
る
が
ほ
ぼ
同
じ
頃
、
勝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
0
）

光
明
院
像
の
作
者
で
あ
る
賢
円
か
、
そ
の
兄
で
あ
る
長
円
の
工
房
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
画
譜
様

の
典
型
作
の
一
つ
を
示
す
こ
の
像
の
姿
が
、
勝
光
明
院
像
の
像
容
の
お
お
よ
そ
の
参
考
に
な
ろ
う
。

　
さ
て
、
西
五
二
恒
朝
臣
堂
阿
弥
陀
如
来
像
と
は
、
定
朝
と
同
時
代
の
富
裕
な
貴
族
、
藤
原
邦
恒
（
九
八
六
～
一
〇
六
七
）
が
自
ら
の
所
領

で
あ
る
右
京
西
院
に
建
て
た
大
堂
（
邦
恒
堂
）
の
丈
六
本
尊
像
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
像
に
関
す
る
初
見
史
料
は
、
こ
の
像
の
像
容
を
「
尊
容

鵡

図2　京都・安楽寿院阿弥陀如来像

如
満
月
」
と
記
し
た
『
春
記
』
天
喜
二
年
（
一
〇
五
四
）
五
月
三
日
条

で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
記
事
は
邦
恒
堂
落
慶
か
ら
さ
ほ
ど
時
を
隔

た
ら
ぬ
頃
の
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
、
前
年
の
天
喜
元
年
三
月
に
供
養

さ
れ
た
平
等
院
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
如
来
像
と
同
じ
く
、
三
朝
最
晩
年
の
作

と
み
ら
れ
、
そ
の
造
形
も
平
等
院
像
に
近
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
（
1
1
）

想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
施
主
の
藤
原
邦
恒
と
い
う
人
物
は
、
先
の
『
春
記
』
の
他
に
も
『
小

右
記
』
や
『
左
経
記
』
と
い
っ
た
平
安
中
期
を
代
表
す
る
貴
族
の
日
記

に
そ
の
名
が
散
見
す
る
が
、
さ
ほ
ど
事
績
が
知
ら
れ
る
人
で
は
な
い
。

た
だ
、
『
尊
卑
分
脈
』
な
ど
を
参
照
に
す
れ
ぽ
、
四
位
程
度
の
中
級
貴

七
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難
な
が
ら
七
山
国
の
国
司
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
、
富
裕
な
受
領
層
の
一
人
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
因
み
に
、
『
春

記
』
の
先
の
記
事
で
も
そ
の
堂
舎
な
ど
の
豪
奮
な
様
が
半
ば
批
判
的
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
推
測
は
是
認
さ
れ
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
定
本
作
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
人
物
が
発
願
し
た
阿
弥
陀
如
来
像
が
藤
原
頼
通
と
い
う
摂
関
家
発
願
の
平
等
院
像
を
差
し
置

い
て
、
「
仏
本
様
」
と
認
識
さ
れ
た
の
は
、
像
容
の
見
事
さ
と
い
っ
た
こ
と
の
み
に
関
わ
る
問
題
で
は
な
か
ろ
う
。
確
か
に
こ
の
像
は
、
『
春

記
』
の
記
主
藤
原
資
房
に
そ
の
垣
越
を
賛
辞
さ
れ
、
こ
の
阿
弥
陀
仏
を
礼
拝
す
る
た
め
に
白
河
上
皇
が
邦
禅
堂
に
御
幸
し
た
こ
と
を
伝
え
る

『
中
右
記
』
永
長
元
年
（
一
〇
九
六
）
三
月
十
五
法
条
に
は
、
そ
の
臨
幸
は
こ
の
阿
弥
陀
仏
が
「
相
学
勝
他
所
仏
」
で
あ
る
が
故
と
記
さ
れ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
像
容
が
大
変
優
れ
た
も
の
と
当
時
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
注
意
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
の
は
、
邦
章
々
の
阿
弥
陀
如
来
像
に
対
す
る
非
常
に
高
い
評
価
は
白
河
院
や
鳥
羽
院
周
辺
で
起
こ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
院
は
、
摂
関
家
を
統
制
し
な
が
ら
院
政
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
歴
史
的
動

向
が
背
景
に
あ
る
が
故
に
、
父
道
長
と
と
も
に
摂
関
政
治
の
高
揚
に
努
め
た
頼
通
発
願
の
平
等
院
像
で
は
な
く
、
同
一
作
者
の
手
に
な
る
も

の
の
施
・
王
が
異
な
る
仏
像
を
殊
更
称
揚
す
る
と
い
う
作
為
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
。
と
い
う
の
も
、
勝
光
明
院
の
御
堂
作
事
の
参
考
に

す
る
た
め
に
平
等
院
鳳
鳳
堂
の
調
査
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
『
長
秋
記
』
長
承
三
年
五
月
一
日
条
の
記
事
に
、
仏
の
荘
厳
法
や
仏
・

光
・
座
の
安
置
状
況
の
確
認
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
な
が
ら
も
、
邦
恒
堂
と
近
似
し
た
像
容
を
持
つ
と
み
ら
れ
る
仏
像
そ
の
も
の
の
確
認

が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
記
載
に
も
、
些
か
不
自
然
さ
を
覚
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
十
一
世
紀
宋
、
ち
ょ
う
ど
院
政
期
が
始
ま
る
頃
に
は
、
す
で
に
定
朝
仏
に
見
い
だ
せ
る
様
式
が
権
門
の
造
仏
に
お
い
て

は
規
範
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
史
料
の
上
か
ら
確
認
で
き
る
。
そ
れ
以
前
の
定
朝
仏
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
遺
品
か
ら
確
認
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
定
立
の
高
弟
長
言
が
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
に
造
っ
た
と
み
ら
れ
る
広
隆
寺
日
光
・
月
光
菩
薩
像
の
よ
う
な
作

例
を
み
れ
ぽ
、
権
門
貴
族
の
造
仏
に
お
け
る
定
食
様
の
継
承
の
様
相
が
概
ね
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
彫
刻
に
お
け
る
和
様
の
規
範
性
が
、
平
安
後
期
に
お
い
て
は
如
何
に
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
勝
光
明
院
阿
弥
陀
如
来



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

像
の
造
像
に
関
連
し
て
別
に
興
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
先
に
も
触
れ
た
『
長
秋
記
』
に
記
さ
れ
た
こ
の
造
仏
に
関
わ
る
一
連
の
記
事
は
、
仏

像
の
注
文
主
で
あ
り
受
容
者
で
あ
っ
た
上
皇
及
び
そ
の
近
臣
た
ち
と
、
翻
作
者
で
あ
る
仏
師
達
が
、
仏
像
制
作
の
規
範
と
し
て
当
朝
様
を
如

何
に
支
持
し
て
い
た
か
を
如
実
に
示
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
と
し
て
、
定
上
様
の
仏
像
が
こ
の
頃
か
ら
全
国
的

に
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
、
平
安
後
期
に
お
い
て
こ
の
様
式
が
き
わ
め
て
広
範
囲
に
流
通
し
た
理
由
に
は
別
の
要
素
も
あ
る
。
一
つ
に
は
、
こ
の
様
式
の
平
明

さ
で
あ
ろ
う
。
頭
体
の
均
衡
が
整
い
、
動
勢
も
さ
ほ
ど
認
め
ら
れ
ず
、
円
満
な
顔
立
ち
に
、
奥
行
き
が
失
わ
れ
た
単
調
な
彫
刻
面
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
体
貌
、
あ
る
い
は
数
の
少
な
い
衣
紋
線
を
整
理
し
て
配
し
た
着
衣
表
現
、
と
い
っ
た
特
色
を
備
え
た
こ
の
様
式
は
、
凹
凸
の
あ

る
彫
刻
面
で
構
成
さ
れ
る
写
実
的
な
彫
刻
様
式
な
ど
に
比
べ
、
比
較
的
容
易
に
図
式
化
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
実
際
造
仏
の
参
考
と
す

る
た
め
に
、
定
朝
仏
の
詳
細
な
採
寸
が
行
わ
れ
た
の
も
、
そ
の
概
要
が
い
わ
ば
数
値
化
し
て
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
、
明
快

な
形
態
を
も
つ
も
の
と
当
時
の
権
門
貴
族
た
ち
に
理
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
千
体
千
手
観
音
像
な
ど
、
一
つ
の
堂
宇
に
安

置
さ
れ
る
た
め
に
同
種
の
同
形
の
仏
像
が
多
量
に
制
作
さ
れ
る
こ
と
も
平
安
時
代
後
期
に
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
造
仏
の
た

め
に
も
仏
像
様
式
の
明
瞭
な
規
範
化
が
要
求
さ
れ
て
い
っ
た
側
面
も
あ
ろ
う
。

　
因
み
に
定
説
様
の
流
通
に
関
し
て
は
、
権
門
に
関
わ
る
造
仏
が
早
朝
の
直
系
及
び
高
弟
に
当
た
る
院
派
、
円
派
、
奈
良
仏
師
と
い
っ
た
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

師
達
に
ほ
ぼ
独
占
さ
れ
て
い
た
事
実
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
流
派
の
空
要
仏
師
に
は
僧
綱
位
が
与
え
ら
れ
、
権
門

貴
族
達
は
自
ら
の
造
仏
を
高
僧
に
準
ず
る
よ
う
な
「
聖
な
る
」
地
位
を
有
す
る
仏
師
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
り
差
溺
化
を
図
る
と
共
に
、
仏
師

達
は
僧
綱
位
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
り
、
権
門
化
し
た
僧
侶
に
準
ず
る
よ
う
な
社
会
的
な
身
分
を
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
自

ら
の
流
派
の
祖
と
な
る
定
朝
が
大
成
し
た
定
朝
様
を
規
範
化
す
る
こ
と
は
、
彼
等
の
流
派
の
維
持
発
展
に
も
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
に
な
っ

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
造
仏
の
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
造
形
の
形
骸
化
に
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
も
容
易

に
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て

九
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〇

　
た
だ
し
、
彫
刻
の
和
様
が
大
成
さ
れ
、
定
朝
風
が
一
世
を
風
擁
し
た
平
安
後
期
に
お
い
て
は
、
仏
像
の
様
式
は
発
展
性
の
な
い
、
固
定
的

な
も
の
に
陥
っ
た
と
単
純
に
み
な
す
こ
と
は
少
し
慎
ん
だ
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
平
安
後
期
に
制
作
さ
れ
た
定
朝
様
の
仏
像
で
さ
え
、
詳
細

に
見
て
い
け
ば
全
く
岡
一
な
も
の
が
造
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
す
ぐ
分
か
る
し
、
細
部
表
現
に
様
々
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
こ

と
が
判
明
す
る
遺
品
も
多
い
。
ま
た
、
新
た
な
大
陸
の
美
術
受
容
に
伴
う
と
み
ら
れ
る
表
現
、
あ
る
い
は
技
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
も

の
も
散
兇
す
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
鎌
倉
時
代
に
繋
が
る
よ
う
な
薪
様
式
の
萌
芽
も
こ
の
時
代
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期

に
お
い
て
も
、
彫
刻
の
和
様
は
明
ら
か
に
変
化
を
遂
げ
て
い
る
部
分
が
あ
り
、
こ
の
問
題
を
次
章
で
取
り
扱
お
う
。

四
　
平
安
時
代
後
期
の
和
様
彫
刻
の
展
開
の
様
相

　
平
安
後
期
彫
刻
史
に
お
い
て
、
和
様
は
強
固
な
規
範
的
な
様
式
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
様
式
に
基
づ
く
彫
像
の
様
相
を
見
て

い
く
と
、
伊
東
史
朗
氏
が
定
朝
の
系
譜
に
繋
が
り
、
和
様
の
継
承
者
た
る
円
派
、
院
派
、
奈
良
仏
師
の
主
要
仏
師
を
流
派
や
世
代
ご
と
に
相

　
　
　
　
　
（
1
4
）

違
を
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
細
部
表
現
や
、
あ
る
い
は
後
述
す
る
よ
う
な
荘
厳
具
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
様
々
な
変
容
し
た
姿

を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
一
部
の
彫
像
に
み
ら
れ
る
造
形
を
除
き
、
こ
う
し
た
造
形
上
の
変
容
は
、
微
細
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

特
に
京
都
の
権
門
貴
族
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
円
派
や
些
々
の
仏
師
の
手
に
な
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の
や
、
あ
る
い
は
そ

う
し
た
彫
像
の
影
響
を
受
け
た
と
み
ら
れ
る
多
く
の
作
例
は
、
時
代
が
経
つ
に
つ
れ
、
繊
細
化
や
装
飾
化
が
進
み
、
和
様
彫
劾
の
造
形
は
形

骸
化
し
て
い
っ
た
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　
た
だ
、
前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
和
様
が
夕
潮
様
式
と
し
て
規
範
化
さ
れ
て
い
な
が
ら
も
、
こ
う
し
た
変
化
が
生
じ
て
い
る
事
実
を
無

視
し
て
は
い
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
こ
う
し
た
現
象
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
つ
は
、
技
術
的
な
問
題
が
あ
ろ
う
。

い
く
ら
明
瞭
な
造
形
様
式
で
あ
れ
、
立
体
物
で
あ
る
彫
像
の
姿
を
写
す
こ
と
は
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
、
実
際
和
様
の
影
響
を
受
け
な

が
ら
も
き
わ
め
て
素
朴
な
造
形
を
示
す
遺
贔
は
か
な
り
存
在
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
大
人
数
の
仏
師
を
抱
え
て
権
門
貴
族
や
寺
院
が
施
主



と
な
る
造
仏
を
行
っ
て
い
た
円
派
や
院
派
工
房
で
の
制
作
に
関
し
て
雷
え
ば
、
こ
う
し
た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
起
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る

と
す
れ
ぽ
、
本
様
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
写
し
取
っ
た
絵
様
）
を
忠
実
に
写
さ
ん
が
た
め
に
か
え
っ
て
硬
直
し
た
造
形
に
陥
る
と
い
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
意
図
的
に
微
細
な
変
容
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
し
た
代
表
的
な
事
例
が
、
前
章
で
も
触
れ
た
鳥
羽
勝
光
明
院
の
造
仏
で
あ
る
。
『
長
秋
記
』
長
承
三
年
六
月
三
、
四
日
条
に
記
さ
れ

て
い
る
鳥
羽
院
及
び
そ
の
近
臣
た
ち
の
仏
像
検
分
の
様
子
を
見
る
と
、
仏
本
体
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
規
範
と
な
る
定
業
仏
の
本
様
に
よ
っ

て
修
正
が
加
え
ら
れ
る
が
、
着
衣
や
台
座
の
体
に
つ
い
て
は
、
俊
綱
朝
臣
三
条
堂
像
と
い
う
平
等
院
を
建
立
し
た
藤
原
頼
通
の
子
息
橘
俊
綱

（一

Z
二
八
～
九
四
）
が
建
て
た
堂
舎
の
仏
像
（
世
代
的
に
は
定
朝
次
世
代
か
次
々
世
代
の
、
そ
れ
も
俊
綱
の
身
分
や
環
境
か
ら
す
る
と
僧
綱

仏
師
の
手
に
な
る
可
能
性
が
高
い
）
を
、
造
仏
の
際
に
参
考
に
す
る
よ
う
に
施
主
側
か
ら
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
は
、
仏
像
様
式

そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
本
割
と
い
う
規
範
が
存
在
す
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
の
大
き
な
逸
脱
は
許
さ
れ
ず
、
代
わ
り
に
細
部
表
現
に
目
を
向

け
、
そ
こ
に
貴
族
た
ち
は
自
ら
の
好
尚
を
反
映
さ
せ
、
円
派
仏
師
賢
円
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
像
の
制
作
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

勝
光
明
院
阿
弥
陀
如
来
像
造
仏
関
連
の
『
長
秋
記
』
記
事
で
は
、
施
主
側
に
お
い
て
盛
ん
に
検
討
さ
れ
た
の
が
光
背
な
ど
荘
厳
に
関
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
は
荘
厳
と
い
う
規
範
性
が
比
較
的
緩
や
か
な
部
分
に
、
施
主
側
は
自
ら
の
意
向
を
反

映
さ
せ
、
仏
師
を
は
じ
め
と
す
る
工
人
た
ち
は
そ
れ
に
従
い
、
造
仏
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
権
門
貴
族
と
僧
綱
位
を

獲
得
し
、
社
会
的
に
も
権
門
貴
族
た
ち
の
サ
ー
ク
ル
の
周
縁
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
仏
師
た
ち
の
こ
う
し
た
造
形
の
微
妙
な
改
変
が
、
和
様
の

新
た
な
展
開
を
推
し
進
め
て
い
っ
た
…
つ
の
重
要
な
要
因
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
後
期
の
彫
刻
史
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
造
形
変
化
の
問
題
は
、
そ
れ
だ
け
の
要
因
で
説
明
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
お
そ
ら
く
平
安
後
期
の
様
式
展
開
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
要
因
と
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
新
た
な
大
陸
美
術
受
容
の

問
題
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
平
安
時
代
に
お
い
て
は
、
和
様
形
成
期
以
降
、
大
陸
の
美
術
を
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う
な
受
容
は
行

わ
れ
て
お
ら
ず
、
大
陸
で
制
作
さ
れ
た
造
形
表
現
を
部
分
的
に
取
り
入
れ
る
、
い
わ
ぽ
選
択
的
な
受
容
が
一
般
的
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て
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（
1
5
）

れ
る
。
例
え
ば
、
大
治
五
年
（
＝
三
〇
）
に
造
ら
れ
た
と
み
ら
れ
る
窟
都
・
醍
醐
寺
の
吉
祥
天
像
の
、
三
際
や
裾
に
縁
飾
り
が
付
い
た
着

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

衣
の
形
状
が
宋
か
ら
輸
入
さ
れ
た
図
像
の
影
響
と
す
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
陸
か
ら
受
容
さ
れ
た
表
現
が
造
形
に
新
た
に
加

わ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
宋
か
ら
は
新
奇
の
図
像
も
請
来
さ
れ
そ
れ
が
受
容
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
五
台
山
文
殊
像
な
ど

は
そ
の
代
表
的
な
例
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
程
の
初
期
の
作
例
で
平
安
後
期
に
遡
る
遺
晶
で
あ
る
岩
手
・
中
尊
寺
経
蔵
像
な
ど
は
、
宋
本
と
み

ら
れ
る
醍
醐
寺
白
描
図
像
と
近
似
し
た
形
式
を
概
ね
継
承
し
な
が
ら
も
、
着
衣
形
式
は
平
安
後
期
の
作
例
の
一
般
的
な
形
に
類
似
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

部
分
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
し
て
や
、
こ
の
文
殊
菩
薩
像
の
様
式
自
体
に
つ
い
て
は
、
和
様
を
継
承
し
て
い
る
も
の
と
み
な

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
平
安
中
・
後
期
に
お
け
る
大
陸
か
ら
の
美
術
受
容
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
造
形
に
関
わ
る
部
分
的
表
現
の
受
容
と
い
っ
た
も
の
に

限
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
注
冒
す
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
仏
像
に
対
す
る
急
性
付
与
に
対
す
る
関
心
が
こ
の
時
期
高
ま
っ
て
く

る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
関
心
の
高
ま
り
は
、
仏
像
の
生
身
化
と
い
う
仏
像
の
造
形
や
像
の
形
式
、
あ
る
い
は
仏
像
の
綱
作
技
法

の
問
題
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
こ
の
問
題
は
近
年
特
に
奥
健
夫
氏
の
諸
富
に
よ
り
議
論
が
大
き
く
進
展
し
て
い
る
が
、
「
生
身
」
と
は
こ
の
世
に
具
体
的
な
存
在
（
身
体
）

を
も
っ
て
出
現
し
た
仏
の
性
格
を
言
う
。
奥
氏
は
こ
の
仏
像
の
生
身
の
問
題
を
か
な
り
多
元
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
の
詳
細
は
奥
氏
の

論
考
を
参
考
に
し
て
頂
き
た
い
が
、
本
稿
で
問
題
と
し
た
い
の
は
こ
れ
が
仏
像
に
　
種
の
霊
験
性
を
付
与
す
る
問
題
と
重
な
っ
て
く
る
点
で

あ
る
。
例
え
ば
、
瑞
像
と
し
て
名
高
い
清
涼
響
釈
迦
如
来
像
の
頭
部
の
波
状
髪
型
の
影
響
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
髪
型
が
、
十
二
世
紀
頃
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ら
日
本
の
観
音
菩
薩
像
の
如
来
頭
上
薗
や
、
光
背
化
仏
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
裸
形
着
装
像
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
う
仏
像
形
式
も
、
着
装
と
い
う
行
為
を
通
し
た
生
身
化
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
み
ら
れ
る
。
な
お
、
平
安
晴
代
ま
で
遡
る
遺
品
は

確
認
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
こ
の
裸
形
着
装
像
の
問
題
と
も
関
連
す
る
の
が
、
　
部
の
聖
徳
太
子
像
な
ど
に
み
ら
れ
る
殖
（
占
翼
）
毛
像
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

問
題
で
あ
り
、
こ
れ
な
ど
も
疑
似
聖
遺
物
と
し
て
の
意
味
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
技
法
面
で
言
え
ば
、
十
二
世
紀
後
半
頃
か
ら
事



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

例
が
増
大
す
る
金
泥
を
用
い
て
仏
像
の
全
身
を
加
濾
す
る
方
法
が
、
や
は
り
仏
像
の
聖
性
付
与
の
問
題
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
十
一
世

紀
頃
か
ら
窺
え
る
仏
像
の
着
衣
部
と
肉
身
部
を
別
材
製
と
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
境
で
割
矧
ぐ
と
い
っ
た
木
彫
技
法
も
、
仏
身
に
現
実
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

付
与
す
る
、
す
な
わ
ち
生
身
化
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
見
解
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
瞳
へ
の
異
物
嵌
入
と
い
っ
た
こ
と
も
、
仏
像
の
生
身
化
と

の
関
わ
り
が
想
定
さ
れ
る
が
、
十
二
世
紀
半
ぽ
頃
か
ら
遺
例
が
確
認
で
き
る
玉
眼
も
、
こ
う
し
た
文
脈
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
技
法
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
造
形
表
現
や
、
像
形
式
、
あ
る
い
は
造
像
技
法
と
い
っ
た
も
の
は
、
従
来
は
鎌
倉
時
代
の
彫
劾
の
特
色
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
こ
う
し
た
も
の
が
一
般
化
す
る
の
は
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
早
い
も
の
は

平
安
時
代
半
ぽ
頃
の
摂
関
期
、
遅
く
と
も
院
政
期
に
は
出
現
し
て
い
る
も
の
で
、
そ
し
て
未
だ
日
本
で
し
か
確
実
な
遺
品
の
確
認
が
出
来
な

　
　
　
（
2
4
）

い
木
彫
技
法
や
玉
眼
と
い
っ
た
も
の
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
全
て
中
国
及
び
そ
の
周
辺
の
地
域
に
先
行
作
例
が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
殖
立
像

な
ど
は
、
近
年
ま
で
大
陸
で
の
古
例
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
初
め
頃
に
構
築
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

北
省
立
家
口
市
の
遼
墓
群
（
宣
化
下
八
里
H
区
）
か
ら
出
土
し
た
、
四
肢
の
屈
曲
を
可
能
に
し
た
裸
形
着
忘
形
の
木
離
猿
容
偶
像
（
木
偶
）

の
う
ち
、
女
性
と
見
ら
れ
る
木
偶
（
図
3
）
が
そ
の
関
連
性
で
大
変
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
木
偶
に
つ
い
て
は
、
実
兇
を
し
て
い
な
い
が
写
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

等
を
掲
載
す
る
書
籍
が
最
近
出
版
さ
れ
、
こ
れ
を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
の
大
変
写
実
的
な
面
貌
を
有
す
る
木
偶
の
一
段
高
く
な
さ
れ
た
頭
髪

部
は
別
面
を
矧
ぎ
付
け
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、
さ
ら
に
頭
髪
部
の
所
々
に
は
木
釘
を
打
っ
た
跡
が
確
認
で
き
、
殖
毛
像
で
あ
る
可
能
性

が
十
分
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
生
身
の
仏
の
出
現
、
値
遇
へ
の
渇
望
と
い
っ
た
こ
と
は
、
平
安
後
期
に
は
往
生
伝
や
仏
教
説
話
に
確
認
で
き
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ

　
（
2
8
）

て
い
る
が
、
こ
う
し
た
当
時
の
貴
族
及
び
そ
の
周
辺
に
所
在
す
る
知
識
人
や
僧
侶
た
ち
の
思
想
勤
向
を
背
景
に
、
生
身
化
の
思
想
は
仏
像
制

作
に
反
映
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
制
作
に
際
し
て
、
中
国
の
仏
像
な
ど
か
ら
波
状
髪
型
と
い
っ
た
表
現
や

金
泥
仕
上
げ
と
い
っ
た
技
法
な
ど
の
個
別
の
要
素
や
、
あ
る
い
は
裸
形
着
装
と
い
っ
た
形
式
を
抜
き
出
し
、
霊
験
性
を
保
証
す
る
も
の
と
し

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て

一
三
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四

図3－2　図3－1の頭部部分

図3－1　中国・河北省張家

口市宣下区遼墓（宣化下八里

II区）出土木離内容偶像（r河

北歴史文化名城　宣化文物精華」）

て
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
、
日
本
の
仏
像

制
作
の
場
に
持
ち
込
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
な
お
、
大
陸
の
美
術
の
個
別
的

要
素
に
あ
る
意
味
敏
感
に
反
応
す
る
か

の
よ
う
な
受
容
が
行
わ
れ
た
の
は
、
そ

れ
が
日
本
の
境
界
を
大
き
く
越
え
て
仏

教
の
発
生
の
源
流
に
よ
り
近
づ
い
て
い

る
地
で
流
通
し
た
も
の
で
あ
る
が
故
、

強
い
聖
性
の
発
露
が
期
待
さ
れ
た
と
こ

ろ
も
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
さ
き
に

も
触
れ
た
よ
う
に
仏
像
の
霊
験
性
の
問

題
に
相
通
じ
る
。
礼
拝
者
は
仏
像
に
霊

験
の
発
露
を
期
待
し
、
仏
像
が
霊
験
仏
と
な
る
た
め
の
様
々
な
印
が
造
形
化
さ
れ
、
さ
ら
に
は
仏
像
に
様
々
な
聖
性
を
示
す
も
の
を
加
、
兄
て

い
く
こ
と
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
行
為
は
、
国
地
域
を
問
わ
ず
仏
像
制
作
で
は
き
わ
め
て
一
般
的
な
こ
と
で
、
日
本
で
も
古
く

か
ら
行
わ
れ
て
い
る
。
近
年
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
制
作
さ
れ
た
木
彫
像
に
関
し
て
、
し
ぼ
し
ぽ
こ
の
種
の
問
題
を
経
典
解
釈
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

新
た
な
表
現
の
創
出
と
い
う
視
点
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
仏
の
三
十
二
相
八
十
種
好
と
い
う
生
身
性
と

も
関
係
の
深
い
事
柄
を
記
し
た
経
典
（
図
像
か
）
の
借
り
出
し
を
造
仏
長
官
が
行
っ
た
天
平
十
九
年
（
七
四
七
）
十
二
月
七
日
「
写
置
所



解
」
ほ
か
、
盧
年
割
大
仏
を
制
作
し
た
と
み
ら
れ
る
造
仏
司
が
こ
の
種
の
経
典
の
借
用
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
文
書
が
、
『
正
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

院
文
書
』
に
見
い
だ
せ
る
こ
と
も
参
考
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
和
様
形
成
期
以
降
は
、
こ
う
し
た
経
典
解
釈
か
ら
と
い
う
よ
り
、
ど
う
も
大
陸
の
造
形
や
技
法
な
ど
か
ら
選
択
的
に
取

り
出
し
た
り
、
そ
れ
ら
を
仏
像
制
作
に
適
応
す
る
方
が
は
る
か
に
行
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
瞳
へ
の
異
物
嵌
入
と
い
っ
た

も
の
を
考
え
る
と
、
元
来
大
陸
か
ら
の
美
術
の
受
容
の
産
物
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
な
ど
過
去
の
日
本
の
仏
像
に
も
用
い
ら
れ
た
も
の
を
再

評
価
し
て
、
適
応
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
要
は
、
和
様
形
成
期
以
降
は
、
日
本
の
過
去
の
造
形
で
も
、
あ
る
い
は
大
陸
の
造
形

で
も
、
必
要
性
を
見
い
だ
せ
た
も
の
を
選
択
し
て
従
来
の
造
形
に
適
応
さ
せ
な
が
ら
新
た
な
造
形
を
造
り
上
げ
て
い
く
と
い
っ
た
制
作
の
あ

り
方
が
一
般
化
し
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
聖
性
付
与
の
問
題
は
、
当
然
そ
の
意
味
づ
け
は
必
要
と
な
る
も
の
の
、
唐
美
術
が
規

範
と
さ
れ
た
時
期
に
比
べ
て
、
和
様
形
成
期
以
降
は
、
あ
る
意
味
よ
り
即
物
的
な
取
り
込
み
が
行
わ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
、
霊
験
性
の

発
露
が
視
覚
的
（
あ
る
い
は
裸
形
着
装
像
の
問
題
に
つ
い
て
雷
え
ぽ
、
触
覚
も
重
要
で
あ
ろ
う
が
）
に
確
認
で
き
た
と
意
味
づ
け
さ
れ
た
も
の

を
抽
出
し
て
、
造
形
に
付
与
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
生
身
化
の
問
題
は
院
政
期
か
ら
顕
在
化
す
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
和
様
が
大
成
さ
れ
る
摂
関
期
に
お
い
て
も
全
く
無

関
係
と
は
言
え
ま
い
。
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
に
定
朝
の
父
と
も
み
な
さ
れ
る
康
尚
が
大
安
寺
釈
迦
如
来
像
を
模
し
て
造
っ
た
と
さ
れ
る
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

原
院
釈
迦
如
来
像
は
、
眉
間
に
銀
の
小
仏
が
納
め
ら
れ
た
と
言
う
が
、
こ
れ
は
銀
製
の
自
毫
を
有
す
る
清
涼
寺
釈
迦
如
来
像
と
い
う
霊
験
仏

を
想
起
さ
せ
、
さ
ら
に
白
毫
に
関
す
る
銀
の
使
用
は
平
等
院
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
如
来
像
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
最
近
の
修
理
で
判
明
し
て

（
3
2
）

い
る
。
ま
た
、
こ
の
平
等
院
像
に
つ
い
て
雷
え
ぽ
、
光
背
二
重
円
相
部
の
圏
帯
を
巡
る
波
状
雲
文
と
い
っ
た
意
匠
に
つ
い
て
も
清
涼
寺
釈
迦

如
来
像
光
背
二
重
円
相
部
の
そ
れ
と
の
関
わ
り
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
第
一
章
で
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
例
は
、
ど
こ
ま
で

仏
像
の
生
身
化
と
関
わ
る
か
に
つ
い
て
は
、
多
少
見
解
が
分
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
仏
像
に
謹
呈
を
与
え
る
も
の
を
仏
像
に
付
与
す
る

行
為
で
あ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て

一
五
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少
し
話
が
本
題
か
ら
そ
れ
た
が
、
こ
う
し
た
聖
性
付
与
の
問
題
は
、
彫
刻
の
和
様
が
大
成
さ
れ
た
摂
関
期
か
ら
徐
々
に
見
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

な
り
、
院
政
期
に
顕
在
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
麗
麗
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
院
政
期
後
半
期
か
ら
顕
在
化
す
る
古
仏
の
再
使
用
と
い
っ

た
こ
と
も
、
仏
像
の
生
身
化
と
は
溺
に
論
じ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
こ
の
時
期
の
仏
像
の
聖
性
付
与
へ
の
高
ま
り
を
裏
付
け
る
現
象

の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
と
こ
ろ
で
、
仏
像
の
生
身
化
の
問
題
は
す
で
に
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
仏
像
全
体
に
つ
い
て
も
た
れ
る
イ
メ
ー
ジ
の
基
準
に
変
化

を
及
ぼ
す
」
働
き
に
繋
が
っ
て
い
く
可
能
性
が
十
分
あ
る
。
そ
こ
で
、
気
に
な
っ
て
く
る
の
が
、
従
来
鎌
倉
彫
刻
、
特
に
初
期
慶
派
彫
塗
の

特
色
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
董
感
の
表
出
と
写
実
性
の
問
題
が
、
院
政
期
も
十
二
世
紀
半
ぽ
頃
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
色
は
、
こ
の
世
に
具
体
的
な
存
在
（
身
体
）
を
も
っ
て
出
現
し
た
仏
で
あ
る
生
身
仏
の
性
格
の
問
題
と
、
本
来
は
画

く
異
な
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
時
の
人
々
の
心
象
で
は
容
易
に
結
び
付
く
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
平
等
院

鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
如
来
像
は
、
像
の
奥
行
き
を
否
定
し
、
極
楽
を
再
現
し
た
い
わ
ば
虚
空
間
に
漂
う
か
に
存
在
す
る
仏
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
身
体
の
実
在
性
の
不
在
は
生
身
の
仏
の
身
体
に
必
ず
し
も
相
応
し
く
な
い
の
で
あ
る
。
礼
拝
者
が
求
め
る
も
の
は
、
生
身
仏
に
響
応
し
い
、

よ
り
現
実
的
な
身
体
を
持
ち
、
ま
た
よ
り
写
実
的
な
造
形
を
伴
う
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
玉
眼
の
嵌
入
と
い
う
技
法
も
、
こ
う
し
た

希
求
に
搭
え
る
た
め
に
開
発
さ
れ
た
技
法
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ
る
鎌
倉
彫
刻
様
式
の
形
成
は
、
こ
う
し
た
仏
像
の
生
身
化
の
問
題
の
み
で
解
決
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
仏
師
の
古

典
学
習
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
問
題
か
ら
検
証
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
語
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
、
奈
良
仏
師
や

慶
派
仏
師
の
古
典
学
翌
と
い
っ
た
こ
と
の
み
で
片
づ
け
ら
れ
る
問
題
で
は
な
い
の
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
様
式
の
萌
芽
は
、
一
般
に

は
太
造
り
の
体
躯
を
持
ち
、
顔
立
ち
も
多
少
無
骨
な
も
の
に
変
わ
り
、
圏
に
は
玉
眼
が
嵌
入
さ
れ
、
脇
侍
像
に
奈
良
時
代
の
形
式
を
復
活
し

た
観
の
あ
る
片
足
踏
み
下
げ
坐
法
が
採
用
さ
れ
た
、
仁
平
元
年
（
＝
五
一
）
銘
の
奈
良
・
聖
岳
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
辺
り
か
ら
説
か
れ
る
こ

と
が
多
い
。
そ
し
て
、
こ
の
作
風
を
発
展
さ
せ
た
と
み
ら
れ
る
の
が
、
覗
盗
心
記
』
久
寿
二
年
（
＝
五
五
）
二
月
二
十
七
田
条
に
そ
の
供



養
が
記
載
さ
れ
て
い
る
、
京
都
鳥
羽
・
安
楽
寿
言
下
動
堂
半
丈
六
不
動
明
王
像
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
北
向
山
不
動
院
不
動
明
王
像
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

あ
る
。
こ
の
像
は
、
近
年
再
評
価
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
『
兵
器
記
』
の
記
載
に
よ
れ
ぽ
、
鳥
羽
院
が
大
き
く
発
展
さ
せ
た
鳥
羽
離
宮
の

安
鎮
の
た
め
に
末
だ
摂
関
家
に
大
き
な
影
響
を
保
持
し
て
い
た
大
殿
藤
原
忠
実
が
仏
師
康
助
に
造
像
さ
ぜ
た
も
の
で
あ
る
。
因
み
に
、
鳥
羽

院
は
、
．
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
和
様
の
規
範
性
に
固
執
し
て
造
像
さ
れ
た
鳥
羽
・
勝
光
明
院
阿
弥
陀
如
来
像
の
い
わ
ば
施
主
に
当

た
る
人
物
で
あ
り
、
太
い
造
り
の
体
躯
を
持
つ
玉
眼
嵌
入
像
で
あ
る
こ
の
不
動
明
王
像
は
当
代
の
二
人
の
最
高
権
力
者
に
関
わ
る
造
仏
と
い

え
る
。

　
さ
て
、
勝
光
明
院
像
と
北
向
山
不
動
院
像
と
の
間
に
は
、
二
十
年
ほ
ど
の
制
作
時
期
の
隔
た
り
が
あ
る
が
、
そ
の
様
式
の
相
違
は
、
玉
眼

嵌
入
の
問
題
と
相
ま
っ
て
、
当
時
の
仏
像
受
容
者
が
か
な
り
幅
の
広
い
造
形
を
受
け
入
れ
て
い
た
こ
と
を
承
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

う
し
た
権
門
貴
族
は
、
未
だ
和
様
を
強
く
支
持
し
な
が
ら
も
、
時
に
は
こ
う
し
た
新
た
な
造
形
も
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

こ
う
し
た
仏
像
受
容
の
あ
り
方
に
こ
そ
生
身
性
の
問
題
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
な
お
、
忠
実
の
子
息
で
あ
る
内
大
臣

藤
原
頼
長
は
、
そ
の
日
記
『
台
記
』
久
安
三
年
（
＝
四
七
）
六
月
十
九
日
条
に
、
鳥
羽
上
皇
ら
と
比
叡
山
に
登
り
、
堂
舎
を
参
拝
し
た
折

り
に
天
台
宗
の
祖
師
達
の
肖
像
彫
刻
を
幾
体
か
礼
拝
し
て
い
る
旨
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
文
殊
楼
（
東
塔
実
叢
誌
か
）
に
あ
っ
た
故

座
主
良
真
（
一
〇
二
二
～
九
六
）
の
木
像
に
つ
い
て
は
、
「
如
生
者
」
と
記
載
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
当
時
の
貴
族
た
ち
が
、
肖
像

の
写
実
性
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
、
こ
う
し
た
日
記
の
記
述
か
ら
わ
か
る
が
、
新
た
な
仏
像
様
式
を
許
容
し
て
い
く
権
門
貴
族
た
ち

の
感
性
を
窺
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
え
よ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
院
政
期
に
萌
芽
し
た
鎌
倉
彫
刻
様
式
は
、
仏
師
た
ち
の
み
に
よ
っ
て
大
き
く
発
展
し
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
し
、
ま

た
武
家
政
権
が
誕
生
し
武
士
た
ち
の
趣
向
に
よ
っ
て
突
如
勃
興
し
た
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
む
し
ろ
、
す
で
に
院
政
期
に
お
い
て
権
門
貴
族

及
び
そ
の
周
辺
に
所
在
す
る
僧
侶
、
さ
ら
に
こ
う
し
た
権
門
世
界
の
周
縁
部
に
い
た
仏
師
た
ち
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
新
様
式
の
形
成
が
容

認
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
鎌
倉
時
代
に
顕
在
化
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て

一
七



哲
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五
百
八
十
三
号

八

五
結
び
に
か
え
て
ー
ー
和
様
の
継
承
と
そ
の
永
続
性

　
前
章
で
は
、
平
安
時
代
後
期
の
和
様
彫
刻
の
展
開
の
様
相
を
み
て
き
た
。
た
だ
、
留
意
し
て
頂
き
た
い
の
は
、
私
が
そ
こ
で
平
安
後
期
彫

刻
様
式
と
鎌
倉
時
代
様
式
を
対
比
し
、
和
様
は
運
慶
や
快
慶
等
が
大
成
し
た
鎌
倉
彫
刻
様
式
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と

し
た
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
、
私
自
身
、
従
来
あ
ま
り
に
平
安
後
期
の
彫
刻
史
と
鎌
倉
時
代
の
彫
刻
史
と
の
間
に
境
界
線
を
引
き
、
こ
の
両
者
の
時
代
様
式
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

入
れ
替
わ
る
よ
う
な
発
展
史
的
な
美
術
史
観
に
か
な
り
抵
抗
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
劉
に
論
じ
て
い
る
が
、
特
に
前
章
の

後
半
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
鎌
倉
彫
刻
様
式
が
和
様
と
は
無
縁
に
突
如
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
で
も

あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
和
様
の
規
範
性
は
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
京
都
の
権
門
に
関
わ
る
造
仏
で
は
か
な
り
影
響
を
保
持
し
て

い
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
定
朝
様
の
流
れ
に
連
な
る
長
講
堂
阿
弥
陀
三
尊
は
、
十
二
世
紀
最
末
期
、
製
作
の
実
年
代
は
鎌
倉
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

代
に
入
る
か
と
思
わ
れ
る
疇
期
に
当
時
の
院
派
を
代
表
す
る
法
印
院
尊
が
造
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
僧
綱
仏
師
の
彫
像
の

作
風
は
、
こ
の
よ
う
な
作
風
の
延
長
と
理
解
し
て
大
過
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
十
二
世
紀
最
末
期
か
ら
京
都
で
の
造
仏
が
著

し
く
増
加
す
る
慶
派
も
、
こ
の
地
を
本
拠
と
す
る
権
門
貴
族
の
意
向
や
京
都
仏
師
の
作
風
の
影
響
を
受
け
て
か
、
し
だ
い
に
よ
り
端
整
な
も

の
を
志
向
し
て
い
っ
た
の
で
な
か
ろ
う
か
。
快
慶
の
造
り
上
げ
た
あ
の
洗
練
さ
れ
た
煙
出
弥
様
や
、
端
正
な
顔
立
ち
と
均
衡
の
整
っ
た
体
貌

を
有
す
る
妙
法
院
三
十
三
問
堂
本
尊
千
手
観
音
坐
像
を
製
作
し
た
運
慶
の
嫡
男
、
湛
慶
の
作
風
な
ど
も
、
定
朝
様
の
彫
刻
と
ま
っ
た
く
関
わ

り
な
く
成
立
し
た
と
は
思
え
な
い
。
山
本
勉
氏
は
、
安
阿
弥
様
が
定
朝
様
の
伝
統
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
運
慶
・
快
慶
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

が
樹
立
し
た
鎌
倉
彫
刻
様
式
も
、
広
義
の
和
様
の
伝
統
の
な
か
で
の
新
た
な
展
開
で
は
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
見
通

し
は
妥
当
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
安
阿
弥
様
を
確
立
し
た
快
弁
と
い
う
仏
師
は
、
「
入
唐
三
度
」
を
自
称
し
南
宋
の
仏
教
状
況
に
精
通
し
、
東
大
寺
を
再

興
し
た
重
源
と
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
兵
庫
・
浄
土
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
な
ど
宋
代
美
術
の
影
響
を
強
く
受
け
た

彫
像
を
造
像
し
、
ま
た
や
は
り
大
陸
か
ら
の
影
響
が
想
定
さ
れ
る
裸
形
着
想
像
を
浄
土
寺
の
法
会
の
た
め
の
阿
弥
陀
如
来
像
と
し
て
調
駕
し

た
と
み
ら
れ
る
。
裸
形
着
装
阿
弥
陀
如
来
像
な
ど
は
前
章
で
見
て
き
た
仏
像
の
生
身
化
と
正
し
く
結
び
つ
く
問
題
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
も

の
を
造
り
な
が
ら
も
快
慶
は
、
安
阿
弥
様
の
よ
う
な
様
式
を
創
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
快
慶
の
造
り
上
げ
た
安
阿
弥
様
も
定
朝
様
の
伝
統
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
が
、
そ
の
単
な
る
継
承
で
は
な
く
、
再
構
築

が
な
さ
れ
た
一
種
明
快
な
形
式
美
が
よ
り
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
継
承
に
と
っ
て
は

き
お
め
て
重
要
な
事
柄
と
言
え
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
平
安
時
代
半
ば
定
朝
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
和
様
は
、
よ
り
明
快
な
形
に
再
構
成
さ

れ
た
こ
と
に
よ
り
、
造
形
化
が
さ
ら
に
容
易
に
な
り
、
ま
た
こ
れ
を
礼
拝
す
る
受
容
者
た
ち
に
も
こ
の
様
式
に
付
随
す
る
仏
像
の
聖
性
の
理

解
が
容
易
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
形
骸
化
を
進
め
な
が
ら
も
安
阿
弥
様
が
中
世
の
み
な
ら
ず
近
世
、
さ
ら
に
は
近
代
、
現

代
に
至
っ
て
も
、
阿
弥
陀
如
来
像
の
一
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
如
来
坐
像
に
つ
い
て
は
、
通
常
安

阿
下
様
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
な
い
が
、
安
阿
桜
煮
に
類
似
し
た
像
容
が
認
め
ら
れ
る
仏
像
が
や
は
り
後
生
盛
ん
に
造
ら
れ
て
い
る
。
こ

れ
な
ど
は
、
む
し
ろ
定
款
様
の
如
来
坐
像
の
形
骸
化
し
た
ス
タ
イ
ル
が
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
と
み
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
中
世
か
ら
近
世
に
至
る
全
て
の
仏
像
に
和
様
が
規
範
性
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
和
様
形
成
期
以
降
の
仏
像
製
作
は
、

中
国
を
中
心
と
す
る
大
陸
美
術
の
選
択
的
な
受
容
も
行
い
な
が
ら
も
、
仏
師
の
眼
差
し
は
主
に
過
去
の
日
本
、
あ
る
い
は
そ
の
背
後
に
あ
る

過
去
の
中
国
と
い
っ
た
も
の
に
向
け
ら
れ
、
こ
う
し
た
要
素
を
適
宜
取
り
入
れ
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
流
派
や
仏
師
が
志
向
す
る
仏
像
様
式
を

造
り
上
げ
て
い
っ
た
時
代
に
入
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
、
あ
る
意
味
実
に
多
様
な
作
風
の
展
開
が
認
め
ら
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
時
代
動
向
の
中
で
、
和
様
は
変
容
し
な
が
ら
も
確
実
に
継
承
さ
れ
て
い
た
部
分
が
あ
る
。
こ
の
意
業
で
、
和

様
は
平
安
中
・
後
期
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
日
本
独
自
の
彫
刻
様
式
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て

一
九
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二
〇

　
註

（
1
）
　
隅
春
記
漏
天
喜
二
年
五
月
三
日
条
。

（
2
）
　
皿
井
舞
「
平
安
彫
刻
史
お
け
る
「
和
様
」
言
説
の
規
範
化
と
そ
の
過
程
」
（
呪
人
文
知
の
新
た
な
る
総
合
に
向
け
て
　
第
二
回
報
告
書
1
1
　
m
哲
学
篇

　
1
〕
馳
、
窟
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
3
）
　
従
来
の
和
様
彫
刻
論
を
よ
り
深
化
さ
せ
た
近
年
の
研
究
と
し
て
は
、
水
野
敬
三
郎
「
日
・
本
彫
刻
史
上
に
お
け
る
定
朝
に
よ
る
転
換
」
（
『
国
際
交
流
美

　
循
史
研
究
会
第
九
回
シ
ソ
ポ
ジ
ア
ム
　
美
術
史
に
お
け
る
過
渡
期
と
転
換
蟹
騙
一
九
九
　
年
。
㎎
日
本
彫
刻
史
研
究
舳
〔
中
央
公
論
美
衛
出
版
、
～
九
九
六

年
〕
所
収
）
、
山
本
勉
門
彫
刻
の
和
様
　
鳳
鳳
堂
の
仏
像
を
中
心
に
」
（
東
京
国
立
博
物
館
・
仙
台
市
博
物
館
・
山
口
県
立
美
徳
館
・
平
等
院
・
朝
日
薪
聞

社
編
『
開
創
九
五
〇
隼
記
念
　
国
宝
　
平
等
院
㎞
朝
日
著
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
も
あ
る
が
、
よ
り
積
極
的
に
和
様
の
見
直
し
に
着
手
し
て
い
る
の

が
皿
井
舞
氏
で
、
「
模
刻
の
意
味
と
機
能
i
大
安
毒
釈
蓮
如
来
橡
を
中
心
に
一
」
（
『
研
究
紀
要
徳
二
二
、
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
、
二

〇
〇
一
年
置
、
門
平
安
蒋
代
中
期
に
お
け
る
光
背
意
匠
の
蔽
換
…
平
等
院
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
如
来
黒
光
背
に
お
け
る
雲
文
の
成
立
を
帯
心
に
…
偏
（
璽
美
徳
史
臨

　
　
五
二
、
二
〇
〇
二
年
）
、
同
「
平
安
彫
刻
史
お
け
る
「
和
様
篇
言
説
の
規
範
化
と
そ
の
過
程
」
（
註
2
参
照
）
、
博
士
論
文
「
平
安
彫
刻
史
に
お
け
る
定

朝
様
の
成
立
に
関
す
る
研
究
漏
（
二
〇
〇
六
年
三
月
、
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
か
ら
学
位
授
与
）
等
の
～
連
の
研
究
が
あ
る
。
な
お
、
本
稿
の
和

様
彫
刻
の
成
立
の
問
題
に
関
す
る
見
解
の
一
部
は
、
皿
井
氏
の
こ
れ
ら
誇
論
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
平
安
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
大
陸
と
の
通
商
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
山
内
普
次
噸
奈
良
平
安
期
の
日
本
と
ア
ジ
ア
㎞
（
吉
想
弘
文
館
、
瓢

　
○
〇
三
年
）
、
手
島
崇
」
裕
「
平
安
中
期
屡
家
の
対
外
交
渉
と
摂
関
家
」
編
超
域
文
化
科
学
紀
要
㎞
九
、
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
超
域
文
化
学

　
専
攻
、
二
〇
〇
照
年
）
な
ど
に
詳
し
く
、
ま
た
大
患
文
化
の
受
容
の
題
題
に
つ
い
て
は
、
美
術
史
の
立
場
か
ら
は
識
3
で
挙
げ
た
難
弁
氏
の
諸
勢
が
参
考

　
に
な
り
、
瞬
本
歴
史
学
の
立
場
か
ら
は
、
木
村
茂
光
讐
国
風
文
化
扁
の
蒋
代
地
（
青
木
轡
鷹
、
訟
九
九
七
隼
）
、
保
立
道
久
『
黄
金
国
家
紬
（
青
木
轡
店
、

　
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
る
。

（
5
）
　
本
朝
意
識
に
つ
い
て
は
、
損
口
久
雄
『
平
安
朝
の
漢
文
学
㎞
（
吉
川
弘
文
館
、
　
九
八
一
年
、
新
装
版
一
九
九
六
年
）
、
小
原
仁
「
摂
関
・
院
政
期
に

　
お
け
る
本
・
朝
意
識
の
構
造
」
（
佐
伯
脊
清
『
日
本
古
代
中
世
史
論
考
㎞
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
八
七
年
目
、
木
村
茂
光
『
「
国
風
文
化
」
の
時
代
㎞
（
註
4
参

　
照
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

（
6
＞
　
荘
厳
異
を
含
め
平
等
院
阿
弥
陀
如
来
像
と
、
飛
鳥
聴
代
後
期
か
ら
奈
良
蒋
代
の
彫
刻
の
関
連
性
を
拙
識
し
、
こ
れ
を
定
朝
の
吉
典
学
習
の
成
果
と
す



　
る
見
解
は
し
ば
し
ば
提
唱
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
西
川
新
次
・
水
野
敬
三
郎
「
鳳
鳳
堂
の
彫
刻
鳳
（
『
平
等
院
大
観
　
第
二
巻
　
彫

　
刻
騙
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
が
あ
る
。

（
7
）
　
皿
井
舞
「
模
刻
の
意
味
と
機
能
－
大
安
寺
釈
迦
如
来
像
を
中
心
に
一
」
（
註
3
参
照
）
。

（
8
）
　
皿
井
舞
「
平
安
時
代
中
期
に
お
け
る
光
背
意
匠
の
転
換
－
平
等
院
鳳
鳳
堂
阿
弥
陀
如
来
像
光
背
に
お
け
る
捻
文
の
成
立
を
中
心
に
i
扁
（
註
3
参
照
）
。

（
9
）
　
全
量
市
文
物
管
理
処
「
北
京
謬
論
堂
孔
水
洞
調
査
偏
（
『
文
物
』
二
五
八
、
　
九
七
七
年
）
、
「
万
佛
洞
、
孔
水
書
石
刻
及
塔
」
（
全
国
重
点
文
物
保
護

　
単
位
編
集
委
員
会
『
全
国
重
点
文
物
保
護
単
位
隔
1
〔
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
四
難
〕
）
。

　　　　　　　

｝1導一
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）　　　），

武
笠
朗
「
安
楽
寿
院
阿
弥
陀
如
来
像
に
つ
い
て
」
（
『
佛
教
藝
術
睡
｝
六
七
、
　
九
八
六
年
）
。

西
院
邦
恒
朝
臣
堂
阿
弥
陀
如
来
像
及
び
施
主
の
藤
原
邦
恒
に
つ
い
て
は
、
毛
利
久
門
西
院
邦
恒
朝
臣
堂
の
阿
弥
陀
如
来
像
」
（
『
史
　
と
美
術
』
一
八

　
九
四
七
年
。
同
『
日
本
佛
教
彫
刻
史
の
研
究
隠
〔
法
蔵
館
、
一
九
七
〇
年
〕
所
収
）
に
詳
し
い
。

鳥
羽
勝
光
明
院
本
尊
阿
弥
陀
如
来
像
写
像
に
関
し
て
は
、
根
立
研
介
門
院
難
詰
の
僧
綱
仏
師
を
め
ぐ
る
仏
像
制
作
の
場
一
仏
師
明
円
を
中
心
に
し
て

（『

u
座
日
本
美
術
史
　
第
四
巻
聴
〔
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
〕
。
改
稿
を
行
い
「
僧
綱
仏
師
と
仏
像
製
作
の
場
－
法
印
賢
円
を
中
心
に
し
て

と
題
し
て
『
瞬
本
中
世
の
仏
師
と
社
会
一
運
慶
と
慶
派
・
七
条
仏
師
を
中
心
に
1
幽
〔
塙
書
房
、
二
〇
〇
六
年
五
月
〕
第
一
部
第
二
章
に
収
録
）
で

論
じ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
仏
師
に
対
す
る
僧
綱
位
の
授
与
に
関
わ
る
問
題
は
、
根
立
研
介
「
僧
綱
仏
師
の
出
現
」
（
『
研
究
紀
要
』
　
＝
　
〔
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研

　
究
室
、
二
〇
〇
〇
年
〕
。
改
稿
を
行
い
「
中
世
仏
師
の
始
ま
り
1
僧
綱
仏
師
の
出
現
1
」
と
題
し
て
『
日
本
中
世
の
仏
師
と
社
会
1
運
慶
と
慶
派
・
七
条

仏
師
を
中
心
に
一
』
〔
註
1
2
参
照
〕
第
一
部
第
一
章
に
収
録
）
で
論
じ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
伊
東
史
朗
「
院
政
期
仏
像
彫
刻
史
序
説
」
（
京
都
国
立
博
物
館
編
『
院
政
期
の
仏
像
－
定
朝
か
ら
運
慶
へ
一
』
藤
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
。
な
お
、

院
政
期
の
主
要
作
例
に
対
す
る
仏
師
の
比
定
に
つ
い
て
は
、
同
『
平
安
時
代
彫
刻
史
の
研
究
恥
（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
の
諸
論
で

行
わ
れ
て
い
る
。

（
1
5
）
　
院
政
期
に
お
け
る
大
陸
美
術
の
受
容
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
根
立
研
介
門
南
都
再
興
造
仏
に
お
け
る
慶
派
仏
師
の
「
中
国
し
美
術
の
受
容
を
め
ぐ
っ

　
て
扁
（
『
講
座
日
本
美
術
史
　
第
二
巻
舳
〔
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
〕
。
改
稿
を
行
い
「
南
都
再
興
造
仏
に
お
け
る
「
中
国
」
美
術
の
受
容
と
慶
派

彫
刻
様
式
の
形
成
扁
と
題
し
て
『
日
本
中
世
の
仏
師
と
社
会
－
運
慶
と
慶
派
・
七
条
仏
師
を
中
心
に
1
舳
〔
註
1
2
参
照
〕
第
二
部
第
五
章
に
収
録
）
で
論

　
じ
て
い
る
。

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て

二
　



哲
学
研
究
　
第
五
薫
八
十
三
号

一
三

（
1
6
）
　
伊
東
史
朗
「
吉
祥
天
立
像
」
解
説
（
京
都
国
立
博
物
館
編
『
院
政
期
の
仏
像
…
盤
質
か
ら
運
慶
へ
…
㎞
〔
註
1
4
参
照
〕
）
。

（
1
7
）
　
奥
健
夫
「
中
尊
轡
経
蔵
の
文
殊
五
尊
像
に
つ
い
て
扁
（
『
佛
教
藝
術
㎞
二
七
七
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
1
8
）
　
院
政
期
を
中
心
と
し
た
仏
像
の
生
身
化
を
取
り
上
げ
た
奥
健
夫
氏
の
代
表
的
な
論
文
と
し
て
は
、
奥
健
夫
「
生
身
仏
像
論
」
（
噸
講
座
日
本
美
術
史

第
四
巻
騙
〔
註
1
2
参
照
〕
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
他
に
も
同
「
如
来
の
髪
型
に
お
け
る
平
安
来
～
鎌
倉
初
期
の
～
動
向
…
波
状
髪
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
一
」

　
（
『
仏
教
芸
術
勧
二
五
六
号
、
二
〇
〇
一
年
）
、
同
門
清
雲
寺
藏
　
観
音
菩
薩
坐
像
扁
（
『
國
華
臨
一
二
八
八
、
二
〇
〇
三
年
）
、
同
「
裸
形
着
装
像
の
成
立
」

　
（
㎎
竃
d
ω
晦
¢
］
≦
㎞
五
八
九
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
で
も
こ
の
閥
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
9
）
　
奥
健
夫
「
如
来
の
髪
型
に
お
け
る
平
安
末
～
鎌
倉
初
期
の
一
動
向
一
波
状
髪
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
…
」
（
『
仏
教
芸
術
騙
二
五
六
コ
口
二
〇
〇
一
年
）
。

（
2
0
）
　
奥
健
夫
「
裸
形
着
装
像
の
成
立
」
（
註
1
8
参
照
）
。

（
2
1
）
　
奥
健
夫
門
裸
形
着
装
像
の
成
立
」
（
註
1
8
参
照
）
。

（
2
2
）
　
眠
井
舞
「
日
本
彫
刻
史
に
お
け
る
金
泥
塗
り
技
法
の
受
容
に
つ
い
て
」
（
隅
佛
教
蓮
華
隔
二
七
三
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
2
3
）
　
伊
東
史
朗
「
擁
弥
陀
如
来
坐
像
　
大
阪
・
法
道
媒
」
（
『
学
叢
舳
　
三
、
一
九
九
一
年
）
、
．
岡
「
妙
法
院
普
賢
菩
薩
騎
凝
議
に
つ
い
て
」
（
『
佛
教
範
術
㎞

　
一
九
四
、
　
九
九
一
年
）
、
共
に
岡
『
平
安
時
代
彫
刻
史
の
研
究
㎞
（
註
1
4
参
照
）
所
収
。

（
2
4
）
中
国
及
び
周
辺
地
域
の
木
彫
技
法
に
つ
い
て
は
不
明
な
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
今
ま
で
木
彫
像
の
古
例
が
ほ
と
ん
ど
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
朝
鮮
半

　
島
か
ら
も
高
麗
磯
代
の
作
例
が
一
部
見
出
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
慶
尚
南
道
の
古
刹
、
海
印
寺
か
ら
統
　
新
羅
末
期
の
中
和
三
年
（
八
八
三
）
銘
の
半

　
丈
六
の
大
き
さ
を
有
す
る
（
像
高
一
二
八
セ
ン
チ
）
昆
盧
舎
那
仏
像
が
最
近
発
見
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
木
彫
像
の
技
法
と
、
ど
こ
ま
で
関
連
し
て
く
る

　
か
は
今
後
の
検
討
の
成
果
に
よ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
の
木
彫
像
の
そ
れ
を
も
少
し
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
海
印
寺
像
は
箱
型

寄
木
造
り
の
技
法
で
造
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
り
（
な
お
、
こ
の
像
に
つ
い
て
は
、
根
立
研
介
「
安
祥
寺
の
仏
教
彫
劾
を
め
ぐ
る
諸
問
題
一
創
建
期
彫
像
の

　
国
際
性
と
新
奇
性
の
問
題
を
中
心
に
し
て
一
」
〔
『
皇
太
后
の
山
導
一
山
科
安
祥
寺
翻
建
の
背
景
を
さ
ぐ
る
一
瞼
、
梛
原
出
版
、
二
〇
〇
七
年
三
月
〕
で
、

多
少
雷
及
を
行
っ
て
い
る
）
、
だ
と
す
れ
ぽ
箱
型
寄
木
造
り
の
技
法
は
、
朝
鮮
半
島
に
先
行
作
例
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
河
北
省
張
鼻
口
市
宣
化

　
の
宣
化
遼
墓
の
一
つ
、
無
燈
卿
（
～
～
一
　
一
六
）
墓
か
ら
出
土
し
た
鱗
茎
真
上
偶
像
の
葡
部
赫
に
は
、
日
本
の
木
彫
像
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
表
面
の
凹

　
凸
に
応
じ
る
よ
う
な
内
去
り
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
冒
さ
れ
る
（
参
考
開
宣
誓
三
思
一
一
九
七
四
～
一
九
九
三
年
考
古
発
掘
報
告
－
徳
〔
文
物
出
版

　
社
、
二
〇
〇
一
年
〕
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
文
中
で
触
れ
た
よ
う
な
、
肉
身
と
着
衣
の
境
で
、
別
材
と
し
た
り
、
劉
矧
ぐ
よ
う
な
技
法
は
、
今
の
と
こ
ろ

確
認
さ
れ
て
い
な
い
。



（
2
5
）
　
『
宣
化
遼
墓
1
一
九
七
四
～
一
九
九
三
年
考
古
発
掘
報
告
一
』
（
註
2
4
参
照
）
で
発
掘
の
概
要
が
報
告
さ
れ
て
い
る
遼
墓
群
の
近
接
地
に
所
在
す
る
遼

墓
群
を
指
す
。

（
2
6
）
　
遼
墓
か
ら
出
土
し
た
木
離
真
容
偶
像
に
つ
い
て
は
、
根
立
研
介
「
遼
導
出
土
木
離
真
摯
偶
像
と
日
本
の
肖
像
彫
刻
－
立
石
寺
木
造
頭
部
の
問
題
を
中

　
心
と
し
て
一
」
（
『
遼
文
化
・
慶
陵
一
帯
調
査
報
告
書
』
〔
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
2
1
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
多
元
的

　
人
文
学
の
拠
点
形
成
」
〕
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
二
〇
〇
五
年
）
で
、
　
部
論
じ
て
い
る
。

（
2
7
）
　
『
河
北
歴
史
文
化
名
城
　
宣
化
文
物
精
華
』
（
嶺
南
美
術
出
版
社
、
広
州
帯
、
二
〇
〇
六
年
六
月
）
。

（
2
8
）
　
奥
健
夫
門
生
身
仏
像
論
」
（
註
1
8
参
照
）
。

（
2
9
）
　
こ
の
種
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
代
表
的
な
論
文
と
し
て
は
、
井
上
一
稔
門
十
一
面
観
音
像
の
表
現
一
日
本
に
お
け
る
展
開
を
中
心
に
し
て
…
」
論
シ

　
ル
ク
ロ
！
ド
学
研
究
』
一
一
、
二
〇
〇
一
年
。
長
岡
龍
作
「
悔
過
と
仏
像
」
（
『
鹿
園
雑
集
』
八
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
3
0
）
　
造
仏
司
の
経
典
借
用
に
関
し
て
は
、
根
立
研
介
「
国
中
連
公
麻
呂
考
」
（
『
正
倉
院
文
書
研
究
』
八
、
二
〇
〇
二
年
）
及
び
同
「
東
大
寺
盧
舎
那
大
仏

　
の
荘
厳
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
日
本
上
代
に
お
け
る
仏
像
（
平
成
十
二
～
十
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
B
）
（
2
）
研
究
成
果
報
告
書
）
』
、

奈
良
国
立
博
物
館
、
二
〇
〇
三
年
）
で
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

（
3
1
）
　
奥
健
夫
「
清
涼
嵜
釈
迦
如
来
像
の
受
容
に
つ
い
て
」
（
『
鹿
島
美
術
研
究
（
年
報
第
一
三
号
別
騰
）
』
鹿
島
美
術
財
団
、
一
九
九
六
年
）
、
皿
井
舞
「
模

刻
の
意
味
と
機
能
一
大
安
寺
釈
遜
如
来
像
を
中
心
に
i
扁
（
註
3
参
照
）
。

（
3
2
）
　
財
団
法
人
美
術
院
作
成
の
「
国
宝
修
理
解
説
書
」
（
二
〇
〇
四
年
度
）
参
照
。

（
3
3
）
　
根
立
研
介
「
後
口
河
・
後
鳥
羽
院
政
期
の
古
仏
の
使
用
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
平
成
十
三
～
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
（
2
）

研
究
代
表
者
　
根
立
研
介
　
研
究
成
果
報
告
書
　
鎌
倉
前
期
彫
刻
史
に
お
け
る
京
都
』
二
〇
〇
四
年
。
改
稿
し
て
『
日
本
中
世
の
仏
師
と
社
会
一
運
慶
と

慶
派
・
七
条
仏
師
を
中
心
に
一
隠
〔
註
1
2
参
照
〕
第
二
部
第
五
章
附
論
に
所
収
）
。

（
3
4
）
　
奥
健
夫
「
生
身
仏
像
論
扁
（
註
1
8
参
照
）
。

（
3
5
）
　
伊
東
史
朗
「
安
楽
寿
院
不
動
堂
本
尊
（
北
向
不
動
）
と
仏
師
康
助
（
上
・
下
）
」
（
『
佛
教
脚
立
』
二
六
四
・
二
六
六
、
二
〇
〇
二
・
二
〇
〇
三
年
）
。

（
3
6
）
　
根
立
研
介
編
『
平
成
十
三
～
十
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
　
基
盤
研
究
（
C
）
（
2
）
　
研
究
代
表
者
　
根
立
研
介
　
研
究
成
果
報
告
書
　
鎌
倉

前
期
彫
刻
史
に
お
け
る
窟
都
』
（
二
〇
〇
四
年
）
、
同
『
日
本
中
世
の
仏
師
と
社
会
－
運
慶
と
慶
派
・
七
条
仏
師
を
中
心
に
一
』
（
註
1
2
参
照
）
「
結
び
」
。

（
3
7
）
　
伊
東
史
朗
「
院
政
期
仏
像
彫
刻
史
序
説
」
（
『
院
政
期
の
仏
像
』
所
収
、
註
1
4
参
照
）
、
麻
木
脩
平
「
長
講
堂
阿
弥
陀
三
尊
考
…
両
脇
侍
菩
薩
像
の
片

彫
刻
史
に
お
け
る
和
様
の
展
開
と
継
承
を
め
ぐ
っ
て

二
三



暫
学
研
究
　
第
五
百
八
十
三
号

二
四

　
足
踏
み
下
げ
形
式
を
中
心
と
し
て
一
」
（
『
佛
教
藝
術
臨
一
＝
二
、
　
一
九
九
光
年
）
。

（
3
8
）
　
山
本
勉
「
彫
刻
の
和
様
　
鳳
鳳
堂
の
仏
像
を
中
心
に
」
（
註
3
参
照
）
。

（
筆
者
　
ね
だ
ち
・
け
ん
す
け
　
簑
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
／
美
学
美
術
史
学
）



THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The　Development　and　Transmission　of物σ
　　　　　　　　　　　　　　in　Sculptural　History

　　　　　　Kensuke　NEDACHI

Professor　of　Aesthetics　＆　Art　History

　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　Kyoto　University

　　The　term　wayo一　（‘ancient　and　medieval　Japanese　style’）　is　one　invariably　linked

with　the　concept　of　an　original　Japanese　style　created　independently　of　continental

figurative　styles．　ln　the　case　of　sculpture，　styles　that　were　successful　in　the　middle

Heian　period　（around　the　early　eleventh　century）　were　the　sculptural　canon　up

until　the　later　Heian　period　（the　later　twelfth　century）．　So　far　there　has　been　a

proiiferation　of　scholarship　on　the　topic　of　wayo一　because　it　is　of　the　major　issues

within　the　history　of　Japanese　sculpture．　However，　there　are　many　key　matters

which　have　not　as　yet　been　elucidated　regarding　this　topic．　Two　especiaily　impor－

tant　ones　are　the　difficulty　of　explicating　the　impetus　behind　its　development，　as

well　as　the　transmission　of　wayo一　through　sculptural　history．

　　In　this　essay，　the　present　author　will　deal　with　issues　related　to　this　latter

problem．　Within　recent　research　on　Japanese　sculptural　history，　most　of　the

arguments　dealing　with　wayom　sculpture　are　limited　only　to　the　middle　and　later

Heian　periods．　They　argue　that　after　the　accomplishment　of　early　eleventh　century

wayo　sculpture，　the　style　lost　most　of　its　former　visual　strength；　that　the　new

Kamakura　sculptural　style　that　emerged　in　the　Nara　area　during　the　mid－tweifth

century　was　made　complete　by　the　Kei　school　of　sculptors；　and　that　wayo　ended

when　the　period　changed　from　Heian　to　Kamakura．　However，　there　are　clear

examples　wayo一　sculpture，　both　within　and　beyond　these　eras，　that　vouches　for　and

supports　its　existence　in　future　centuries．　The　An’anmiyo一　style　established　by

Kaikei　in亡he　early　thirteenth　century　had　a　large　influence　on　sculp亡uraぜorm　up

1



until　the　Edo　period　（seventeenth　through　rnidLRineteenth　century）　，　indicating　a

clear　transmission　of　the　wayom　style．　While　there　are　still　certainly　aspects　of　a

modified　wayo一　that　succeeded　into　｝ater　generations，　rather　than　it　being　an　artistic

style　limited　to　the　middle　and　｝ate　Heian　period，　rather，　it　extended　from　tiie　first

haif　of　the　eleventh　century　and　continued　to　exist　within　Japanese　sculpture　for

many　centuries　afterward．　By　this　definition，　it　is　possible　to　clearly　situate　wayo－

as　a　distinctive　Japanese　sculptural　style．

ゆ　　

Uber　einige　Probleme　des“Weber－Paradigmas”

　　　　Noriyuki　TANAKA

Associate　Professor　of　Sociology

　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　Kyoto　University

　　In　ji’ngerer　Zeit　eRtwickelt　sich　in　der　auslandischen，　insbesondere　deutschen

Sekundtirliteratur　zu　Max　Weber　ein　lnteresse　an　einer　Rekonstruktion　der

A（［ethodologie　und　Perspektive　der　Weberschen　Soziologie　als　ein　“Paradigma”　in

systematischer　Absicht，　sowie　an　einer　UberprUfung　deren　Bedeutung　rnittels

Vergleiches　mit　gegenwartigen　Sozialtheorien　（z．　B．　Rational　Choice－Theorie，

1〈ritischer　Theorie　und　Weltsystemtheorie）　．　lm　vorliegenden　Aufsatz　werden，　nach

einem　Uberblicl〈　Uber　die　neuen　Tendenzen　in　der　Weber－Forschung，　neuere

Versuche　zur　Rekonstrul〈tion　des　“Weber－Paradigmas”　und　zur　lntegration　der

Weberschen　Sozioiogie　in　andere　Sozialtheorien　tiberprUft．

　　Wolfgang　Schluchter，　der　eine　Zentralfigur　der　Forschung　zum　“Weber－Para－

digmas”　ist，　bezeichnet　Webers　verstehende　Soziologie　als　eine　“Theorie　des

regelgeleiteten　Handelns”　und　verortet　sie　in　der　Konstellation　der　gegenwtirtigen

Sozialtheorien．　Obwohl　er　die　Bestandteile　des　“weberianischen　Forschungspro－

gramms”　in　zehn　Stichworten　formulSert　und　erltiutert，　ist　es　noch　unklar，　wie　diese

Bestandteile　miteinander　verbuRden　sind．

　　Eine　der　bemerkenswertesten　Tendenzen　in　der　neueren　Weber－Rezeption　in　der

soziologischen　Theorie　ist　der　Versuch，　die　weberianischen　Ansatze　in　die　RC－

Theorien　zu　integrieren．　Er　beruht　auf　eine　spezifische　Weber－lnterpretation，　die

den　“heuristischeR　Rationalismus，”　den　“methodologischen　lndividualismus”　und

die　‘CMehrebeneanalyse”　（mit　Schluchters　Stichworten）　im　weberianischen　For一
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