
54

岩
手
大
学
教
育
学
部
研
究
年
報

第
四
十
巻
第
二
号

(
一
九
八
四

･
二
)

大
阪

･
金
剛
寺
の
神
像
群
に
つ
い
て

は

じ

め

に

御
神
体
の

1
種
､
神
像
は
通
常
社
殿
の
奥
深
く
に
秘
さ
れ
て
い
る
為
に
'
調

査

･
研
究
を
行
う
こ
と
が
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
｡
し
か
し
'
神
像
彫
刻
と
い

う
も
の
は
'
造
形
が
仏
像
彫
刻
と
は
ど
こ
か
ち
が

っ
た
魅
力
に
富
ん
で
､
造
形

史
上
欠
-
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
た
し
か
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
小
報
告
は
数
年
前
の
冬
に
検
会
を
得
て
行
っ
た
調
査

･
写
真
撮
影
を
基
と

す
る
も
の
で
あ
る
O
周
知
の
様
に
金
剛
寺
は
大
阪
府
下
に
あ
る
真
言
宗
の
名
刺

で
あ
る
｡
こ
こ
に
考
察
を
行
う
神
像
群
に
つ
い
て
は
底

に
和
高
伸
次
氏
が

『河

内
長
野
市
史
』
第
十
巻
に
紹
介
を
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
.
し
か
し
'
調

査
の
結
果
が
必
ず
し
も
和
高
氏
の
考
察
と

一
致

せ
ず
'
『河
内
長
野
市
史
』
に

掲
載
さ
れ
た
写
真
が
ち
い
さ
く
み
に
く
い
と
考
え
た
為
へ
我
々
の
考
察
を
述
べ
､

同
時
に
写
真
を
中
心
に
し
た
資
料
で
'
金
剛
寺
の
神
像
群
の
全
様
を
明
ら
か
に

し
て
､
先
学
諸
賢
の
御
叱
正
を
期
し
た
.0

田

中蘇

恵

(岩
手
大
学
教
育
学
部
)

正

己

(元
興
寺
文
化
財
研
究
所
)望

(彦
根
市
教
育
委
員
会
)

な
お
､
神
像
群
の
調
査
を
御
許
可
下
さ
っ
た
金
剛
寺
の
御
好
意
に
､

文
が
い
く
ら
か
で
も
報
い
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
と
思
う
O

一ゝ｣
の

･小

- 1-

一

金
剛
寺
神
像
群
道
立
の
歴
史
的
背
景
に
つ
い
て

大
阪
府
河
内
長
野
市
天
野
町
に
所
在
す
る
金
剛
寺
は
'
い
わ
ゆ
る
南
北
朝
時

代
へ
南
朝
と
密
接
な
関
係
を
保

っ
た
こ
と
に
よ
り
'
寺
史
に
関
す
る
研
究
は
少

(1
)

く
な
い
｡

し
た
が
っ
て
､
こ
こ
で
は
､
現
存
す
る
神
像
群
に
か
か
わ
る
丹
生

･

高
野
両
明
神
及
び
水
分
明
神
に
関
す
る
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
ょ
っ
て
､
そ

れ
ら
の
神
社
が
歴
史
的
に
果
し
た
役
割
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
こ
と

と
す
る
｡

ま
ず
'
丹
生

･
高
野
明
神
に
つ
い
て
で
あ
る
が
'
こ
の
両
明
神
が
史
料
上
最

初
に
登
場
す
る
の
は
建
保
二
年

(
1
二

一
四
)
の

｢金
剛
寺
僧
覚
心
外
二
名
連

(2
)

署
解
案
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
｢右
件
寺
草
創
以
後
数
年
比
'
依
有
夢
想
告
､
東

安
年
中
為
寺
家
別
院
奉
渡
安
置
高
野
大
師
御
影
禦

笥

碓
井
奉
勧
請
丹
生
高
野
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両
所
明
神
奏
｣
と
金
剛
寺
の
由
緒
を
述
べ
'
後
鳥
羽
天
皇
の
第
二
皇
女
嘉
陽
門

院
の
祈
願
所
た
ら
ん
こ
と
を
請
う
た
解
文
案
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
翌
建

(3
)

保
三
年
､
申
請
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
が
同
年
七
月
の

｢嘉
陽
門
院
藤
下
文
｣
に

ょ
っ
て
知
ら
れ
る
｡

丹
生

･
高
野
両
明
神
が
､
乗
安
年
中
'
金
剛
寺
中
興
開
山
阿
観
に
よ
っ
て
勧

請
さ
れ
た
の
は
､
こ
れ
ら
の
金
剛
寺
文
書
に

｢南
山
之
風
｣
を
伝
え
た
と
あ
る

よ
う
に
､
高
野
大
師
御
影
の
奉
安
と
共
に
'
高
野
山
の
規
模
を
再
現
す
る
と
い

う
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
金
剛
寺
の
創
建
は
'
東
安
年
中
を
遡
る
こ
と
数
年
の
頃
と
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'別
項
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
､現
存
す
る
神
像
群
の
内
'

Ⅲ僧
形
神
坐
像
は
､
十
世
紀
の
製
作
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
寺
内

に
は
薬
師
堂
の
千
手
観
音
立
像
を
始
め
'
十

1
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
と
思
わ
れ

る
仏
像
が
い
-
つ
か
現
存
し
て
い
る
｡
金
剛
寺
に
現
存
す
る
白
鳳
期
の
銅
造
観

音
立
像
は
ひ
と
ま
ず
除
く
と
し
て
も
'
金
剛
寺
文
書
に
記
さ
れ
た
金
剛
寺
創
建

年
代
を
遡
る
像
が
い
く
つ
か
現
存
す
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
｡
建
久
二
年

(
一

(4
)

1
九

1
)
の

｢僧
隆
厳
田
地
寄
進
状
｣
に
よ
れ
ば
､
僧
隆
厳
の
先
師
た
る
僧
が

道
立
し
た
塔
婆
が
建
久
二
年
当
時
､
既
に
破
損
著
し
い
状
態
で
あ
っ
た
の
で
'

修
理
料
と
し
て
隆
厳
が
田
地
を
寄
進
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
ほ
と

ん
ど
無
名
の
山
寺
'
金
剛
寺
が
そ
の
規
模
を
整
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の

は
'
隆
厳
と
そ
の
先
師
の
努
力
に
ょ
っ
て
で
は
な
い
｡
す
な
わ
ち
へ
隆
厳
の
先

(5
)

師
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
金
剛
寺
は
'

1
且
､
退
廃
す
る
に
至
り
､

阿
観
の
入

寺
以
後
､
鳥
羽
法
皇
の
第
三
皇
女

･
八
条
女
院
障
子
内
親
王
の
祈
願
所
と
な
り
'

(6
)

ま
た
寺
領
の
寄
進
を
得
る
に
及
ん
で
始
て
､
再
興
さ
れ
た
の
で
あ
る
o
有
能
な

僧
阿
観
の
出
現
と
法
皇
家
を
本
所
と
仰
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
再
興
は
可
能
と
な
っ

た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
再
興
は
'
当
時
の
法
皇
家
と
高
野
山
と
の
密
接

な
関
係
に
照
応
し
て
高
野
山
の
規
模
を
模
倣
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
の
後
金
剛
寺
は
'
後
白
河
法
皇
の
第
二
皇
子
守
覚
法
親
王
の
支
配
下
に
あ

.っ
た
仁
和
寺
を
本
寺
と
仰
ぎ
､
.さ
ら
に
先
に
見
た
よ
う
に
建
保
三
年
に
は
､
嘉

陽
門
院
を
本
所
と
す
る
に
到
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
阿
観
入
寺
以
後
､
法
皇
家
の

庇
護
下
に
自
己
の
存
立
基
盤
を
求
め
た
金
剛
寺
に
と
っ
て
､
法
皇
家
と
の
関
係

の
生
じ
る
阿
観
よ
り
以
前
の
歴
史
は
'
さ
し
て
重
要
な
も
の
と
は
み
な
さ
れ
ず
'

十
～
十

1
世
紀
の
造
像
と
思
わ
れ
る
仏
像
及
び
神
像
が
現
存
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
､
そ
の
道
立
背
景
等
の
寺
史
は
残
さ
れ
る
こ
と
な
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
｡

先
に
述
べ
た
建
保
二
･
三
年
の
二
通
の
文
書
の
後
へ
高
野

･
丹
生
明
神
が
再

び
歴
史
上
に
登
場
し
て
く
る
の
は
へ
弘
安
年
間
の

｢金
剛
寺
衆
徒
興
福
寺
僧
柘

へ7
)

実
訴
陳
状
井
具
書
等
案
｣
と
名
付
け
ら
れ
た

一
連
の
文
書
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の

文
書
に
関
し
て
は
'
厩
に
竺
松
宏
至
氏
に
よ
っ
て
法
制
史
的
考
察
が
加
え
ら
れ

(8
)

て
い
る
が
､
そ
の
内
容
は
､
建
保
二
年
大
中
臣
助
綱
に
ょ
っ
て
金
剛
寺
に
寄
進

さ
れ
た
和
泉
国
大
鳥
郡
和
田
上
中
条
の
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
の
大
和
春
日
社
と

の
相
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
｡
訴
訟
関
係
文
書
の
通
例
と
し
て
'
両
者
の
主

張
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
､
.そ
の
詳
細
は
略
す
が
､
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
'
｢
神
明
之
物
｣
･
｢
三
宝
物
｣
･
｢悔
返
之
法
｣
等

の
用
語
の
登
場
す
る
こ
と

で
あ
る
｡
右
の
荘
園
は
､
建
保
二
年
大
中
臣
助
綱
に
よ
っ
て
金
剛
寺
に
寄
進
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
'
そ
の
後
､
和
泉
国
衛
の
干
渉
に
よ
り
荘
園
の
名
は
取
消
さ

れ
､
助
綱
の
子
助
盛
に
よ
っ
て
春
日
社
領
と
し
て
寄
進
さ
れ
て
し
ま
う
.
こ
れ

に
対
し
て
金
剛
寺
は
'
そ
の
荘
園
の
回
復
を
訴
え
た
の
で
あ
る
｡

1
万
､
興
福

寺
僧
祐
実
は

｢初
度
陳
状
案
｣
に
お
い
て
'
｢寄
附
神
明
之
物
'
悔
返
之
法
未

聞
其
跡
｣
と
反
論
し
､

一
旦
春
日
神
の
神
物
と
な
っ
た
も
の
は
､

理
由
の
如
何

を
問
わ
ず
返
却
の
必
要
は
な
い
と
主
張
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
金
剛
寺
は
'
春

日
社
の
主
張
を
逆
手
に
取
っ
て
､
｢
第
二
度
訴
状
案
｣
に
お
い
て
､
｢
神
明
物
尚

不
悔
返
由
中
之
､
何
況
三
宝
物
可
奪
取
之
哉
｣
と
述
べ
'
神
物
で
あ
っ
て
も
返

却
の
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
'
仏
物
に
あ
っ
て
は
当
然
所
有
権
の
移
転
な

ど
あ
り
え
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
.
と
同
時
に
､
そ
の
荘
園
が
最
初
に
金

剛
寺
に
寄
進
さ
れ
た
こ
と
を
証
拠
だ
て
る
証
文
類
が
'
弘
安
年
間
当
時
'
春
日

社
側
に
渡

っ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
､
｢
三
地
大
聖
二
所
明
神
御
所
持
之
証
文
｣

- 2-
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と
証
文
額
を
規
定
L
t
現
在
の
所
在
地
が
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
'
金
剛
寺
の
仏
神

の
本
来
所
有
す
べ
き
証
文
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
｡
当
時
の
訴
訟
制
度
よ
り

す
れ
ば
､
右
の
証
文
類
が
春
日
社
側
に
あ
る
こ
と
は
金
剛
寺
側
に
と
っ
て
ほ
致

命
的
な
弱
点
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
､
し
か
し
､
仏
物

･
神
物
の
論
理
よ
り
す

れ
ば
決
定
的
な
敗
訴
要
田
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
こ
の
訴
訟
は
結
局
､

金
剛
寺
の
所
有
権
の
承
認
と
'
春
日
社
に
も

1
部
得
分
を
認
め
る
と
い
う
形

で
､

一
応
金
剛
寺
側
が
勝
訴
す
る
の
で
あ
る
｡

阿
観
以
後
､
法
皇
家
と
の
閑
儀
を
保
ち
､
そ
の
祈
願
所
と
し
て
高
野
山
の
規

模
を
再
現
す
る
た
め
忙
勧
請
さ
れ
た
金
剛
寺
の
高
野

･
丹
生
明
神
は
'
他
者
の

強
力
な
庇
護
を
期
待
で
き
な
く
な
っ
た
鎌
倉
時
代
後
期
に
至
っ
て
､
金
剛
寺
荘

園
の
確
保
の
た
め
'
自
ら
そ
の
神
威
を
主
張
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

そ
の
後
の
金
剛
寺
の
鎮
守
神
に
関
す
る
記
録
は
極
め
て
少
な
い
が
､
応
長
三

(9
)

年

(
1
三

二

)
の

｢
金
剛
寺
評
定
置
文
写
｣
に
は
'
｢鎮
守
山
王
丹
生
高
野

両
所
明
神
｣
と
あ
-
､
こ
の
時
期
に
は
山
王
社
が
追
加
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
｡

と
こ
ろ
で
'
水
分
明
神
に
関
し
て
は
､
図
版
に
載
げ
た
内
殿
の
奥
壁
背
面
に

永
享
四
年

(
一
四
三
二
)
再
興
の
旨
を
記
す
墨
書
銘

(
18
頁
参
照
)
を
初
見
と

L
t
そ
の
創
立
期
に
関
し
て
は
不
明
と
す
る
他
は
な
い
｡
そ
の
後
､
慶
長
十

1

年
､
金
剛
寺
の
伽
藍
は
､
三
明
神
社
を
含
め
て
大
規
模
な
再
建
を
経
て
､
は
ば

現
在
の
規
模
を
整
え
た
の
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
寺
院
に
お
け
る
鋲
守
社
の
創
建
と
そ
の
理
由
は
､
残
さ
れ

る
べ
く
し
て
残
っ
た
特
定
の
史
料
に
よ
っ
て
し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
が
'
多
量
か
つ
良
質
の
文
書
類
の
残
存
す
る
金
剛
寺
の
場
合
は
､
断
片
的

に
で
は
あ
れ
'
そ
れ
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
数
少
な
い
例
の
一
つ
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

(藤
原
正
己
)

剛
寺
古
記
』
(『大
阪
府
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
報
告
書
』
第
六
韓
)
及
び

『河
内
長
野
市
史
』
を
上
げ
る
こ
七
が
で
き
よ
う
｡

(2
)

『大
日
本
古
文
書
』
金
剛
寺
文
書
､
四
二
｡

(
3
)

同
右
'
四
三
｡

(4
)

同
右
､
三
二
｡

(5
)

『国
宝
金
剛
寺
塔
姿
及
鐘
樺
修
理
報
告
』
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

(

6
)

金
剛
寺
文
書
､
二
〇
｡

(
7
)

同
右
､
七
四
｡

(8
)

竺
松
宏
至

『徳
政
令
』
(
一
九
八
三
､
岩
波
書
店
)
0

(9
)

金
剛
寺
文
書
､
拾
遺
七
｡

註(

1
)

金
剛
寺
の
寺
史
に
関
す
る
研
究
の
内
､
絵
括
的
な
も
の
と
し
て
は
'
『詣

金

〓

金
剛
寺
の
神
像
群

(1
)

金
剛
寺
に
は
士

ハ
躯
の
神
像
と
こ
れ
ら
を
安
置
し
て
い
た
と
さ
れ
る
十
基
の

内
殿
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
う
ち
､

Ⅲ僧
形
神
坐
像
は
､
近
年
ま
で
山

門
前
の
鎮
守
社
に
御
神
体
と
し
て
安
置
さ
れ
て
き
た
も
の
で
､
そ
の
他
の
十
五

躯
は
丹
生
高
野
明
神
社
に
昭
和
二
十
年
す
ぎ
ま
で
伝
来
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
｡

内
殿
に
つ
い
て
は
'

囲I

鯛は
丹
生
高
野
明
神
社
に
伝
来
L
t

31

回は
こ
れ

に
隣
接
し
た
水
分
明
神
社
の
も
の
で
､
永
森
四
年

(
1
四
三
二
)
の
再
興
銘
が

(2
)

あ
る
｡
し
か
し
､

何男
神
坐
像
の
像
底
に
は

｢水
分
大
明
神
｣
の
墨
書
が
あ
る

か
ら
､
十
五
躯
の
神
像
群
の
う
ち
に
は
水
分
明
神
社
の
像
が
混
在
し
て
い
る
と

考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
金
剛
寺
の
神
像
群
の
像
高
に
つ
い
て
み
る
と
'

Ⅲ僧
形
神
坐
像
の
三

十
六

･
二
七
ソ
チ
と
t
的
女
神
坐
像
の
六

･
八
セ
ソ
チ

(台
座
を
含
む
)
を
別

と
す
れ
ば
､
い
ず
れ
も
二
十
七
ソ
チ
内
外

(十
三
･六
～
二
十
四
･五
セ
ン
チ
)

の
神
像
と
し
て
は
標
準
的
な
も
の
で
あ
る
｡
又
へ
制
作
年
代
に
つ
い
て
み
れ
ば
'

十
世
紀
よ
り
十
六
世
紀
の
長
き
堅
旦
っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
神
像
群
の
な
か
で

注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
諸
像
で
あ
る
｡

- 3-
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3

:.田僧
形
神
坐
像

㈲
S武
将
神
坐
像

3
:

台
座
裏
の

｢
延
元
々
年
･･･-
｣

の
修
理
銘
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
諸
像

(伺
S
㈲

糾)の
像

回
に
つ
い
て
は
､
別
項
で
触
れ
ら
れ
る
の
で
'
こ
こ
で
は
､

伺､
.E
に
つ
い

て
少
し
詳
し
く
ふ
れ
て
お
-
こ
と
と
し
た
い
｡

Ⅲ僧
形
神
坐
像
は
'
金
剛
寺
の
神
像
群
の
う
ち
で
制
作
時
期
の
最
も
古
い
像

で
あ
る
｡
頭
部
を
円
頂
と
し
､
柄
衣
は
両
肩
を
覆
い
'
右
肩
に
懸
る
衣
の
端
を

腹
前
で
た
く
し
こ
み
､
右
手
前
障
に
懸
る
衣
端
は
左
足
先
を
覆

っ
て
い
る
｡
左

腕
は
屈
層
L
t
右
手
は
膝
上
に
置
く
が
､
両
手
首
よ
り
先
を
欠
失
す
る
の
で
､

当
初
の
印
相
と
持
物
は
明
ら
か
で
な
い
.
左
足
登
別
に
し
て
結
敵
鉄
坐
す
る
｡

構
造
は
ケ
ヤ
キ
材
の
一
木
造
り
で
'
両
手
首
よ
り
先
を
差
込
み
と
す
る
ほ
か
は
'

木
心
を
右
後
方
に
去
っ
た
縦

1
材
か
ら
彫
成

す

る
.
内
割
り
は
施
し
て
お
ら

ず
,
各
処
に
干
割
れ
が
生
じ
て
い
る
.
現
在
見
え
る
白
色
下
地
は
後
補
で
あ
り
､

当
初
は
素
地
仕
上
げ
と
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
全
体
の
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン

を
み
る
と
'
頭
部
を
大
き
め
と
し
'
両
脚
部
を
厚
-
つ
-
っ
て
､
小
像
な
が
ら

堂
々
と
し
た
姿
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
ふ
-
よ
か
な
顔
の
ふ
く

ら
み
k
.
や
や
限
尻
の
上
っ
た
眼
を
刻
む
相
好
は
､
若
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
､

又
'
耳
輪
が
厚
-
偏
平
な
耳
の
形
や
簡
素
に
刻
ま
れ
た
衣
袴
は
古
様
を
示
し
て

い
る
｡
制
作
期
は
十
世
紀
ま
で
遡
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
像
の
表
現
の
な
か
で
特
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
､
ノ
ミ
痕
を
と
ど
め

る
荒
い
地
肌
の
仕
上
げ
が
あ
る
｡
左
腹
部
や
両
膝
頭
､
両
袖
部
､
そ
し
て
背
面

上
半
身
に
は
ザ
ク
ザ
ク
と
明
瞭
に
彫
り
込
ま
れ
た
丸
ノ
ミ
の
痕
へ
背
面
腰
の
辺

に
は
手
斧
の
痕
さ
え
認
め
ら
れ
る
.
近
畿
に
所
在
す
る
こ
の
種
の
不
規
則
な
ノ

ミ
痕
を
留
め
る
像
に
は
'
兵
庫

･
温
泉
寺
の
十

l
面
観
音
立
像
を
は
じ
め
と
し

て
い
く
つ
か
の
作
例
が
知
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
像
に
は
東
国
の
ナ
タ
彫
り

像
ほ
ど
ノ
ミ
痕
に
規
則
性
が
な
い
た
め
に
'
未
完
成
像
で
あ
る
と
す
る
見
方
が

(3
)

有
力
で
あ
る
｡
し
か
し
'
最
近
こ
の
種
の
ノ
ミ
痕
に
霊
異
の
表
現
を
認
め
よ
う

(4)

と
す
る
見
解
も
だ
さ
れ
て
注
目
さ
れ

る
｡
こ
の
像
の
ノ
ミ
痕
は
､
像
の
制
作
工

轟
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
を
留
め
て
い
る
感
も
あ
る
が
'
肉
身
部
で
は
ノ
ミ
痕
が

比
較
的
丹
念
に
濠
わ
れ
て
お
-
､
精
粗
が
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
も
み
え
る
｡
や

は
り
へ
こ
の
様
な
仕
上
げ
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
神
の
も
つ
霊
威
を
表
現
し

よ
う
と
し
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
.
こ
の
像
が
こ
の
種
の
表
現
に
つ

い
て
考
察
す
る
重
要
な

一
資
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡

な
お
'
こ
の
像
の
神
名
に
..つ
い
て
で
あ
る
が
､
こ
の
像
の
様
な
僧
形
の
神
像

と
し
て
は
､
東
寺
や
薬
師
寺
に
所
蔵
さ
れ
･る
八
幡
神
の
像
が
よ
-
知
ら
れ
て
お

り
'
僧
形
神
像
を
八
幡
神
に
限
定
し
て
考
え
る
む
き
も
あ
る
が
'
八
～
十
世
紀

頃
の
神
仏
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
'
必
ず
し
.79
限
定
的
に
考
え
ず
と
も
よ
い
と
思

わ
れ
､
神
名
は
不
明
と
す
る
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
'

伺武
将
神
坐
像
は
甲
屑
を
っ
け
'
愈
怒
相
を
現
わ
し
､
左
手
第
二
･

三
指
を
伸
べ
'

二

四

･
五
指
を
曲
げ
'
右
手
は
持
物
を
把

っ
て
坐
す
像
で
あ

る
(持
物
欠
)｡
彫
り
口
は
､
簡
素
で
全
体
に
穏
や
か
な
作
風
を
示
し
て
い
る
｡

制
作
期
は
十
二
-
三
世
紀
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
像
は
､
全
て

一
材
よ
り
彫
出

さ
れ
て
お
り
'
当
初
の
印
相
が
判
る
こ
と
は
貴
重
で
あ
る
｡
武
将
神
像
の
通
例

は
'
必
ず
し
も
多
く
な
い
が
､
こ
の
像
と
同
様
な
印
相
を
京
都

･
大
将
軍
八
神

社
の
武
将
神
像
群
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
'
武
将
神
像
の
性
格
を
考
え
る
上
で

有
力
な
資
料
と
思
わ
れ
る
｡

以
上
の
よ
.-
に
金
剛
寺
の
神
像
群
は
､
種
々
の
問
題
を
提
起
し
て
お
り
へ
神

像
彫
刻
の
研
究
を
進
め
て
い
く
上
で
､
今
後
も
さ
ら
に
考
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

(斎
藤

望
)

- I-4I-

註(

1
)

こ
れ
ら
は
'
金
剛
寺
内
に
､
鎮
守
社
及
び
丹
生
高
野
明
神
社
に
伝
来
し
た
も

の
と
し
て
促
管
さ
れ
て
い
る
｡
本
稿
で
は
､
こ
れ
と
伝
来
を
異
に
す
る
か
と
忠

わ
れ
る
S
蔵
王
権
現
像
も
含
め
て
楕
介
す
る
こ
と
に
し
た
｡

(
2
)
･
神
像
お
よ
び
内
殿
の
伝
来
に
つ
い
て
は
'
『河
内
長
野
市
史
』
第
十
巻
所
載
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の
和
高
伸
二
氏
の
解
説
に
ょ
る
｡

(

3
)

久
野

健

｢
妃
彫
と
未
完
成
像
｣
へ『美
術
研
究
』
二
〇
一二
)
｡

(
4
)

井
上

正

｢京
都
月
輪
寺
千
手
観
音
立
像
｣
(『
日
本
美
術
工
芸
』
五
三
六
)
･

｢京
都
地
福
寺
阿
弥
陀
如
来
坐
像
｣
(同

･
五
三
七
)
0

三

延
元
元
年
の
修
理
銘
に
つ
い
て

金
剛
寺
の
神
像
群
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
資
料
に
､
台
座
裏
に
記
さ
れ
た
墨

書
銘
が
あ
る
｡

延
元
々
年
丙
千
七
月
十
四
日

御
鉢
等
破
損
之
修
造
了

こ
の
墨
書
銘
は
同

1
文
章
が
四
つ
の
台
座
′に
認
め
ら
れ
'
延
元
元
年

(
二
二

三
六
)
に
い
-
つ
か
の
神
像
が
修
復
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
｡
し
か
し
､

こ
の
墨
書
銘
を
記
す
後
犀
付
の
台
座
は
大
変
に
素
朴
な
も
の
で
､
板
を
二
枚
組

合
せ
形
を
整
え
た
だ
け
の
も
の
で
あ
り
'
そ
の
上
に
坐
す
る
神
像
の
固
定
装
置

も
全
-
持
た
な
い
為
､
台
座
と
像
と
の
当
初
の
組
合
せ
は
'
金
剛
寺
の
神
像
群

の
う
ち
'
像
高
が

一･五
～
二
五
セ
ン
チ
位
の
像
と
組
合
さ
る
可
能
性
が
強
い
と

す
る
外
は
な
-
'
又
'
現
状
の
組
合
せ
に
つ
い
て
も
肯
定
も
否
定
も
す
べ
き
資

料
は
な
い
O
要
す
る
に
､
こ
の
銘
文
は
金
剛
寺
の
神
像
群
に
つ
い
て
十
四
世
紀

前
半
に
大
き
な
修
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
に
留
ま
る
か
に
み
え
る
｡

従
来
の
日
本
の
彫
刻
に
つ
い
て
み
る
と
､
中
心
と
な
る
の
は
仏
教
彫
刻
で
あ

り
､
そ
の
盛
期
も
十
三
世
紀
半
ば
ま
で
と
い
え
る
｡
従

っ
て
'
十
四
世
紀
以
降

の
彫
刻
の
様
相
は
､
最
近
研
究
が
徐
々
に
進
ん
で
き
て
い
る
と
は
い
う
も
の
の
､

そ
の
美
術
的
な
位
置
は
必
ず
し
も
高
-
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
様
な
状
況
の

下
で
､
十
四
世
紀
頃
の
神
道
関
係
の
彫
刻
は
な
か
な
か
注
目
す
べ
き
も
の
と
私

は
考
え
て
い
る
｡
こ
の
様
な
遺
品
は
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
｡

(1
)

例
え
ば
､
岩
手
県
北
上
市
の
白
山
神
社
蔵
の
男
神
像
と
蔵
王
権
現
像
や
､
和
歌

(

2
)

山
県
旦
南
郡
の
安
楽
寺
の
本
地
仏
群

な
ど
は
も
っ
と
良
-
知
ら
れ
て
よ
い
造
形

と
し
て
私
の
記
憶
に
残
っ
て
い
る
｡
又
､
十
三
世
紀
後
半
頃
か
ら
多
く
製
作
さ

れ
て
い
る
懸
仏
の
造
形
も
今
ま
で
は
工
芸
品
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
､

造
形
作
品
と
し
て
の
注
目
度
は
あ
ま
り
高
-
な
い
様
に
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
は

こ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
触
れ
る
余
裕
は
な
い
が
'
そ
れ
ら
に
み
ら
れ
る
の
と

同
様
の
造
形
が
'
金
剛
寺
の
神
像
群
の
な
か
に
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

金
剛
寺
の
神
像
群
中
､
S
男
神
坐
像
は
'
上
歯
を
見
せ
て
強
い
威
嚇
の
表
情

を
示
し
て
い
る
｡
冠
を
つ
け
袖
を
着
て
､
扶
手
し
た
手
に
は
第
(現
状
は
欠
失
)

を
持
つ
と
い
ぅ
姿
は
､
通
形
の
衣
冠
束
帯
形
の
神
像
と
同
じ
.で
あ
る

｡し
か
し
､

強
く
つ
り
上
が
っ
た
眉
と
ぎ
ょ
ろ
り
と
見
開
い
た
限
､
そ
し
て
前
述
の
歯
を
み

せ
た
口
I

こ
の
大
変
特
徴
的
な
様
子
を
示
す
漠
付
は
､
そ
れ
が
単
に
形
式
上

の
特
色
を
表
現
し
た
と
い
う
よ
り
も
'
神
格
に
通
わ
し
-
表
現
が
考
え
ら
れ
た

も
の
と
思
わ
れ
る
｡
資
料
の
写
真
に
よ
っ
て
判
か
る
様
に
､
こ
の
像
は
頭
部
の

比
率
が
大
き
い
が
'
そ
れ
は
二
十
四

･二

セ
ン
チ
の
像
高
よ
り
す
れ
ば
､
顔
の

表
情
を
中
心
と
し
た
造
像
法
は
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
-
'
同
時
堅
屑
か
ら
腕

に
か
け
て
を
充
実
し
て
つ
-
り
､
膝
前
を
省
略
す
る
手
法
に
は
'
巧
み
に
欠
点

を
補
お
う
と
す
る
意
図
す
ら
感
じ
ら
れ
る
｡
側
面
観
は
必
ず
し
も
す
ぐ
れ
て
は

い
な
い
が
､
厨
子
風
の
内
殿
の
存
在
を
考
え
れ
ば
'
側
面
観
は
あ
ま
り
考
慮
さ

れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
｡

こ
の
S
像
と
同
様
の
作
風
を
示
す
像
が
他
に
も
あ
る
｡
国
男
神
坐
像
に
は
S

像
程
の
誇
張
は
な
い
｡
若
干
骨
張
っ
て
縦
長
の
顔
を
持
ち
､
老
相
を
示
し
て
い

る
｡
こ
の
像
も
通
形
の
衣
冠
束
帯
像
で
あ
る
｡
し
か
し
'
全
体
に
お
と
な
し
い

感
じ
で
は
あ
る
が
'
尋
常
で
は
な
い
顔
付
に
は
神
格
に
適
し
い
表
現
が
感
じ
ら

れ
､
作
者
の
造
形
意
図
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
｡
又
､
肩
を
張
っ
た
つ
-
り
や

袖
の
た
た
み
か
た
に
S
像
と
共
通
し
た
彫
ロ
を
み
る
こ
と
も
で
き
る
｡

弼男
神

坐
像
は
､
S
像
へ

㈲像
と
は
少
し
ち
が
っ
た
表
現
を
み
･せ
て
い
る
｡
壮
年
の
相

を
示
す
男
神
像
で
あ
る
が
､
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
も
デ
フ
ォ
ル
メ
は
あ
ま
り
強
調

- 5-
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さ
れ
な
い
｡
そ
れ
だ
け
に
､
小
像
ゆ
え
の
弱
き
が
露
わ
匠
な
っ
て
い
る
｡
し
か

し
､
全
体
を
お
だ
や
か
に
ま
と
め
て
'
威
厳
の
あ
る
顔
を
表
現
す
る
辺
に
工
夫

が
認
め
ら
れ
t
S
像
'
㈲
像
と
制
作
時
期
を
同
じ
に
考
え
て
よ
い
｡

伺男
神
坐

像
も
こ
の
時
期
の
制
作
に
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
る
｡
あ
ま
り
す
ぐ
れ
た
出
来

と
は
い
え
な
い
が
'
神
格
表
現
に
対
す
る
工
夫
も
認
め
ら
れ
'
弼
像
の
延
長
線

上
に
そ
の
存
在
を
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
四
躯
の
男
神
像
は
全
く
同
じ
作
風
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'

小
像
な
が
ら
神
格
を
表
現
し
ょ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
工
夫
が
施
さ
れ
た
漠

付
が
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
｡
そ
し
て
'
体
躯
の
表
現
は
省
略
的
で
あ

-
､
彫
刻
と
し
て
の
モ
デ
リ
ソ
グ
に
は
必
ず
し
も
上
手
と
い
え
な
い
と
こ
ろ
も

あ
る
.
そ
こ
に
鎌
倉
期
半
ば
以
降
の
彫
刻
の
欠
点
を
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

像
群
で
あ
れ
ば
延
元
元
年
に
修
理
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
当
然
事
実
で
あ
ろ
う
.

し
か
し
､
そ
れ
は
単
に
修
理
の
み
が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
よ
.り
は
'
㈲
S

何回

へ4
)

像
の
新
造
も
含
め
て
考
え
た
ほ
う
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
o
そ
の
様
に
考
え
る
時
､

修
理
銘
は
こ
れ
ら
の
.造
像
を
も
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
､
必
ず
し
も
多
-
紘

な
い
造
像
年
の
は
っ
き
り
し
た
神
像
と
し
て
'
又
､
十
四
世
紀
前
半
の
造
形
様

式
の
一
つ
の
姿
を
あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
､
注
目
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る

の
で
あ
る
｡

(
田
中

恵
)

し
か
し
'
特
色
の
あ
る
添
付

現
実
的
で
あ
る
に
し
て
も
-

-
こ
れ
は
古
代
の
神
像
彫
刻
に
較
べ
て
ず

っ
と

そ
の
表
現
は
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
へ
こ
れ
ら
四
躯
の
制
作
年
代
を
考
え
て
お
-
｡
こ
れ
ら
の
像
の
体
躯
の

表
現
に
は
既
に
塊
量
性
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
o
そ
の
点
か
ら
鎌
倉
期
半
ば

を
遡
る
こ
と
は
前
述
の
様
に
で
き
な
い
.
さ
ら
に
'
現
実
的
な
漠
付
と
い
う
見

地
か
ら
ほ
'
頂
相
彫
刻
の
様
な
肖
像
彫
刻
か
ら
考
え
て
も
十
四
世
紀
的
で
あ
る

(3
)

と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
こ
で
､
記
年
銘
の
あ
る
神
像
彫
刻
と
の
比
較
を
試
み
る
と

こ
の
像
に
近
い
特
色
を
も
つ
も
の
に
､
嘉
暦
元
年

(
1
三
二
六
)
の
胎
内
銘
札

を
も
つ
島
根

･
赤
穴
八
幡
宮
の
八
幡
三
神
像
が
知
ら
れ
る
｡
八
幡
三
神
像
の
な

か
の
男
神
坐
像
に
み
ら
れ
る
現
実
的
な
顔
付
や
深
い
衣
詔
の
彫
口
は
､
金
剛
寺

の
前
述
の
四
躯
に
も
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
金
剛
寺
の

伺S

国側の
四
像
の
制
作
期
を
十
四
世
紀
前
半
に
比
定
す
る
こ
と
も
'
様
式
上
矛
盾

の
な
い
と
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

以
上
の
様
な
考
え
に
基
づ
-
時
､
最
初
に
述
べ
た
延
垂
冗
年

(
一
三
三
六
)

の
修
理
銘
と
の
か
か
わ
り
は
無
視
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
別

項
に
述
べ
ら
れ
る
如
-
､
制
作
が
平
安
期
に
遡
る
像
も
含
ま
れ
る
金
剛
寺
の
神

誌へ
1
)

岩
手
県
指
定
文
化
財
で
あ
る
｡

(2
)

和
歌
山
県
指
定
文
化
財
で
あ
る
｡

(
3
)

十
三
世
紀
後
半
よ
-
十
四
世
紀
前
半
の
記
年
銘
.の
あ
る
神
像
と
し
て
は
､
次

の
様
な
も
の
が
知
ら
れ
て
い
る
｡

弘
安
五

(
一
二
八
二
)
埼
玉
･
峯
岡
八
幡
宮

僧
形
八
幡
神
坐
像

弘
安
十

(
二
一八
八
)
長
野
･
鳩
ケ
峯
八
幡
宮

男
神
坐
像

嘉
元
三

(
二
二
〇
五
)
栃
木
･
輪
王
寺

男
･
女
神
坐
像

高
層
一
(
二
二
二
六
)
島
根
･
赤
穴
八
幡
宮

八
幡
三
神
坐
像

(4
)

造
像
銘
が
修
理
銘
の
形
を
と
っ
て
記
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡

唐
招
提
寺
の
弥
勘
仏
坐
像
の
銘
文
な
ど
ほ
そ
の
例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
あ
る

い
は
金
剛
寺
の
場
合
も
そ
う
考
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
｡

(
一
九
八
三
年
九
月
二
〇
日
受
理
)

- .6-
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資
料
と
図
版

Ⅲ
僧
形
神
坐
像

像
高

三
六

二

言

ソ
チ

面
幅

八

･
五

頂

-
顎

一
三

･
〇

ケ
ヤ
キ
材
と
見
ら
れ
る
雄

一
材
か
ら
'
両
手
首
先
部
を
除
い
て
彫
成
す
る
｡
処

耳
張

一
〇

･
〇

両
奥

二

･
〇

膝
張

二
九

･
五

胸
厚

々
に
ノ
ミ
あ
と
が
残
る
｡
現
在
見
え
る
白
色
下
地
は
後
補
で
'
当
初
は
素
地
仕
上

九

･
五

膝

高
(左
)

七

･
〇

腹
厚

二

･
五

げ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
台
座
底
面
に

｢
1
ノ
コ
セ
｣
'
後
昼
鼻
面
に

｢
一
御

前
｣
の
墨
書
銘
が
あ
る
が
､
と
も
に
道
立
当
初
の
も
の
で
は
な
い
｡
十
世
紀
の
制

作
｡
<
欠
失
>
雨
手
首
先
部
<
後
補
>
台
座
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武
将
神
坐
像

像
高

一
七

･
1
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
'

1
木
造
り
､
彩
色
像
｡
像
底
に
｢南
四
｣

の
墨
書
銘
が
あ
る
｡
十
二
-
三
世
紀
の
制
作
o
<
欠
失
>
右
手
持
物
<
後
補
>
台

座
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伺
男
神
坐
像

像
高

1
八

･
七
セ
ン
チ
､
木
造
(
用
材
不
明
)'

一
木
造
り
O
像
底
に

｢水
分
大

明
神
｣,
台
座
底
面
に

｢
延
元
々
年
弼
七
月
十
四
日

御
鉢
等
破
損
之
修
造
了
｣
の

墨
書
銘
が
あ
る
｡

46

像底墨書銘

- 9-
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伺

僧
形
神
坐
像

像
高

一
五

･
1
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
､

一
木
造
り
､
彩
色
像
O
十
二
-
三
世
紀

の
制
作
｡

10



田中 恵 ･藤原正己 ｡斎藤 望44

▼
㈲

男
神
坐
像

像

高

二
二

･
〇
セ
ン
チ
､
ケ
ヤ
キ
材
､

一
木
造
り
､
彩
色
像
｡

台
座
底
面
に
｢
延
元
々
,晶

七
月
十
四
日
御
鉢
等
破
損
之
修
造
了
｣

の
墨
書
銘
が
あ
る
｡
延
元
元
年
の
制
作
か
.
<
欠
失
>
冠
の
一
部
'

第
0

V

囚

女
神
坐
像

像

高

一
八

･
三
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
'

一
木
造
り
､
彩
色
像
｡

頭
部
前
面
を
別
材
矧
付
け
と
す
る
｡
台
座
底
面
に

｢延
元
々
年
弼

七
月
十
四
日
御
鉢
等
破
損
之
修
造
了
｣
の
墨
書
銘
が
あ
る
｡
十
二

-
三
世
紀
の
制
作
O
<
欠
失
>
左
手
先
部
､
右
手
首
先
部
､
<
後

禰
>
頭
部
前
面
矧
付
材
｡

台底裏墨書銘

- ll-
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■

㈲

男
神
坐
俊

一

像
高
二
三

二

言

ソ
チ
'
ヒ
ノ
キ
材
'

一
木
造
り
､
彩
色
像
｡

1

延
元
元
年
の
制
作
か
｡
<
欠
失
>
冠
の

l
部
､
第
.

E

A

S

男
神
坐
像

像
高
二
四

･
一
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
､

1
木
造
り
､
彩
色
像
.

延
元
元
年
の
制
作
か
｡
<
欠
失
>
第
､
<
後
補
>
冠
の
1
部
｡
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V

佃

男
神
坐
像

像
高
二
四

･
二
セ
ン
チ
､
ケ
ヤ
キ
材
'

一
木
造
り
､
彩
色
像
O

台
座
底
面
に
｢
延
元
々
年
習

月
十
四
日
御
鉢
等
破
損
之
修
造
了
｣

の
墨
書
銘
が
あ
る
｡
延
元
元
年
の
制
作
か
.
<
欠
失
>
第
｡

13

42

A

㈹

男
神
坐
像

像
高

1
八

･
七
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
､

1
木
造
-
､
彩
色
像
｡

両
足
部
横

一
材
を
矧
ぐ
｡
十
五
-
十
六
世
紀
の
制
作
｡
<
欠
失
>

第
､
<
後
補
>
雨
足
部
､
台
座
｡
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T

鋤
男
神
坐
像

像高
1
五

･
七
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
'

一
木
造
-
､
彩
色
像

(現
状
素
地

を
呈
す
が
,
処
々
に
胡
粉
下
地
が
認
め
ら
れ
る
).
両
肩
下
り
か
ら
地
付
に

至
る
体
部
外
側
に
各

一
材
を
矧
付

る
.
十
五
-
六
世
紀
の
制
作
か
.
<
欠

失
>
冠
の
1
部
へ
第
｡
<
後
補
>
体
部
右
外
側
の
矧
付
材
｡

^

帥

男
神
坐
像

像
高

一
三

･
六
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
'

一
木
造
り
､
彩
色
像
o
後

頭
部
に
欠
損
部
が
あ
る
｡
十
五
-
六
世
紀
の
制
作
｡
<
欠
失
>
冠
の

1
部
､
秀
.
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V

㈹

男
神
坐
像

総
高
二
九

･
二
セ
ン
チ
,
ヒ
ノ
キ
材
二

木
造
り
'
現
状
素

地
を
呈
す
.
台
座
ま
で
含
め
て

l
材
か
ら
彫
成
す
る
｡
十
四
～

十
五
世
紀
の
制
作
｡

40

嫡̂

男
神
坐
像

総

高

二
〇

･
五
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
､

一
木
造
り
'
現
状
素

地
を
ロ正
す

.
倉
座
ま
で
含
め
て

一
材
か
ら
彫
成
す
る
O
十
四
-

十
五
世
紀
の
制
作
｡
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V

㈹

菩
薩
形
坐
像

像
高
二
五

･
四
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
､

1
木
造
り
､
彩
色
像
.
両
手

首
先
部
を
矧
付
け
と
す
る
｡
十
五
世
紀
の
制
作
｡
<
欠
失
>
左
手
首
先

部

｡

^

摘

女
神
坐
像

総
高
六

･
八
セ
ン
チ
'
ケ
ヤ
キ
材
､

一
木
造
り
､
素
地
仕
上

げ
.
台
座
を
含
め
て

一
材
か
ら
彫
成
す
る
｡
台
座
底
面
に

｢北

≡
-
三
｣
の
墨
書
銘
が
あ
る
｡
十
四
…
十
五
世
紀
の
制
作
｡

- 16-
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17

的

蔵
王
権
現
像

総
高
三

一
･
一
セ
ン
チ
､
ヒ
ノ
キ
材
､

一
木
造
り
､
彩
色
像
O

台
座
を
含
め
て
一
材
か
ら
彫
成
す
る
｡
十
二
世
紀
の
制
作
｡

<
欠
失
>
右
手
上
腰
手
か
ら
先
｡
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2の墨書銘 1の墨書銘

内
殿

1
-
3

永
享
四
年

に
制
作
さ
れ
た
水
分
明
神

の
内
殿
で
あ
る
｡

3
の
奥
壁

背
面
に
制
作
の
由
来
を
記
す
次
の
墨
書
銘
が
あ
る
｡

河
内
閣
天
野
金
剛
寺
水
分
大
明
神
御
社
上
茸
令
造
替
事

永
享
式
式
年
王
子
自
二
月
十
六
日
至
四
月
三
日
於
此
日
有

棟
之
祝
富
公
文
所
新
坊
之
院
主
法
眼
和
尚
位
正
祐
又

(ヤT･)

新
物
施
主
僧
京
忍
阿
開
梨
井
嘗
桧
皮
大
工
四
天
王
寺

任
河
内
翌
藤
原
末
次
生
年
五
十
二
歳
粂

ま
た
'
内
部
奥
壁
に
安
置
像
を
示
す
か
と
思
わ
れ

る
究
字
､

お
よ
び

｢
左
殿
二
菩
薩
｣

｢
右
殿
二
菩
薩
｣

｢
中
殿
｣
等
の
墨
書
銘
が
あ
る
o

18
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4の墨書銘

内
殿

4
1
1

4
の
内

部
奥
壁
に
次
の
墨
書
銘
が
あ
る
｡

十
二
王
子
百
二
十
社

丹
生
高
野
両
大
明
神

聖
究
動
尊
本
部
十
天
二
十
六
天
等

護
法
制
民
天
竜
八
部

天
照
八
幡
百
二
十
枚
及
以
朝
中

1
千
余
社
三
部
垂
迩
六
大
諸
神

ま
た
､
天
井
裏
､
左
壁
お
よ
び
右
壁
に
荒
事
の
墨
書
銘
が
あ
る
｡

36

4の墨書銘

9
の
底
面
に
は
､
5

｢南
二
ノ
宮
｣

6

｢南
四
｣

7

｢南
三

ノ
宮

小
口

｣

8

｢
南
三
｣

9

｢南
ノ

ハ
シ
一
｣
と
安
置
位
置
を
示
す

墨
書
銘
が
あ
る
｡
10
は
屋
根
の
み
古
く
､
本
体
は
後
補
で
あ
る
｡

4の墨書銘

総
高
(単
位
･
セ
ソ
チ
)

1

六
八

･
五

2

六
七
･
五

3

八
九

･
1

4

六
七

5

三
六

6

三
六
･
五

7

四
一

109 8




