
資
料
紹
介

清
涼
寺
兜
政
見
沙
門
天
立
像
の
文
様
と
寺
院
調
査
に
お
け
る
新
出
資
料
に
つ
い
て

近

勝

謙

は

じ

め

に

と
し
て
寺
院
所
蔵
の
文
化
財
仁
関
す
る
調
査
・
研
究
を
進
め
て
い
る
が
、

な
件
前
官
見
出
し
、
お
よ
か
新
し
い
知
見
を
得
ら
れ
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

と
思
わ
れ
る
数
例
に
つ
い
て
資
科
紹
介
を
行
い
た
い
と
考
え
る
。
ま
ず
清
諒
寺
に
関
す
る

新
出
資
料
お
よ
び
霊
宝
館
安
置
・
兜
裁
毘
沙
門
天
像
(
以
下
、
特
に
明
示
し
な
い
か
ぎ
り
「
清
涼
寺
像
」
と
轄
す
〉
に
関
す
る
知
見
は
、
平

成
口
年
度
か
ら
平
成
四
年
度
に
か
け
て
実
施
さ
れ
た
清
涼
寺
に
お
吋
る
未
指
定
文
化
財
調
査
お
よ
び
そ
の
関
連
資
料
調
査
の
際
に
得

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
c

知
恩
院
本
造
章
駄
天
畿
に
関
す
る
知
見
は
、
平
成
四
年
度
に
当
研
究
所
で
実
施
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
ア
ジ
ア
を
と
お
っ
た
仏
教
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
し
関
連
特
別
展
示
に
お
け
る
資
科
講
査
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
待
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。

ア
ジ
ア
宗
教
文
化
情
報
研
究
所
で
は
掛
究
計
酉
の
一

そ
の
過
程
に
お
い
て
従
来
紹
介
さ
れ
て
い
な
い

こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
中
か
ら
、
持
に
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一
、
清
涼
寺
本
造
如
意
輪
観
音
半
蜘
像
団
1
・
z
'
3
#
4
・
5
・
6
}

(
現
状
)

近
年
、
持
伊
東
史
関
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
、

(
1
)
 

一
O
世
紀
に
遡
る
作
例
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
脇
手
の

の

tま

後
補
さ
れ
、
現
状
で
左
足
先
は
遊
離
し
て
い
る
。
背
面
で
左
肩
か
ら
右
震
に
向
か
っ
て
か
け
ら
れ
た
条
吊
の
揺
り
返
し
も
到
材
で
後

補
さ
れ
て
い
る
。

-
冠
苦
・

-
理
培
、
持
物
・
光
背
・
ム
口
産
は
後
補
さ
れ
て
い
る
。

{関
1

・
4

・
G
}

木
造
・
彰
謀
、

の

は
体
幹
部
・

の

一
材
よ
り
な
り
、
内
制
は
認
め
ら
れ
な
い
。
麗
は
本
腕
・
脇
手
と
も
に
両
肩

で
矧
ぎ
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
膝
頭
を

ろ
し

は
龍
村
初
で
あ
る
。

て
た
右
足
は
体
幹
部
と

材
だ
が
、
足
先
お
よ
び
裾
部

に
数
撞
訴
の
…
一
一
角
材
を
あ
て
る
。
造
立
当
初
の

は
カ
ヤ
材
で
作
ら
れ
て
い
る
。
木
芯
は
興
部
と
壊
の
接
す
る
付
近
に
込
め
ら

れ
、
頼
か
ら
は
外
さ
れ
て
い
る
。
撃
と
脇
手
・
藤
詰
は
お
材
を
矧
ぎ
つ
け
る
。
後
補
部
は
お

ら
く
記
ノ
キ
材
と

ら
れ
る
。

さ
毛
第
を
刻
ん
だ
上
か
ら
薄
く
乾
漆
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。
表
面
の
漆
箔
は
近
世
の
後
補
で
あ
る
が
、
一
捜
部
の

は
そ
れ
以
前
の

状
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(
彩
色
)

の
漆
箔
は
近
世
の
後
補
で
あ
る
が
、
頭
部
の
緑
青
は
そ
れ
以
前
の
状
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
眼
に
施
さ
れ
た

彩
色
も
議
捕
で
あ
り
、
こ
と
に
白
味
が
強
い
た
め
に
い
さ
さ
か
表
情
が
よ
み
と
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
点
は
惜
し
ま
れ
る
。



〈
製
作
年
北
)

九
世
紀
末
;
一

O
世
紀

清涼寺兜政毘汐丹天立像の丈隷と寺院調査における新出資料について

※
以
下
、
単
設
は
す
べ
て
セ
ン
チ
メ

i
ト
ル
と
す
る
。

総
高
約

。
七
・
五
(
光
背
・
ム
口
座
含
む
〉

一
O
田
・
四

頂
ー
顎
一
一
一
七
・
一

髪
襟
高
八
一
・
九

面
長
一
六
・

台
座
上
面
か
ら
右
膝
頭
ま
で
問
題
・
九

耳
張

面
奥
ニ
一
了
二
一

(
矧
面
ま
で
)

九

語
幅
約
一
四
・
九

援
奥
約
二
七
・

一
層
張
詔
一

左
藤
奥
五

胸
輿
約
ニ
五
・
四

-七

台
産
幅
九
四
・
七

ム
口
肱
奥
行
七

0
・
七

(
所
見
)

全
体
の
作
風
は
、
九
世
紀
彫
刻
が
有
す
る
ほ
ど
の

と
彫
り
の
深
さ
は
減
じ
な
が
ら
、
張
り
の
あ
る
肉
身
の
も
つ
止
架
軟
さ
と

京
体
物
と
し
て
の
存
在
惑
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
{
図
2
・
3
可
全
体
の
彫
り
の
浅
さ
に
比
較
し
て
、
倒
語
の
奥
行
き
は
深
い

と
が
こ
れ
を
裏
付
け
る
。
平
安
時
代
前
期
の
真
言
密
教
膨
刻
に
見
ら
れ
る
、
長
茶
羅
や
盟
像
に
措
か
れ
種
官
龍
的
と
形
容
さ
れ

の
乳
合
い
を
立
体
に
写
し
た
印
象
が
明
瞭

あ
る
。

か
つ
て
は
大
阪
・
観
心
寺
如
意
輪
観
音
橡
の
よ
う
な
鮮
や
か
な
彩
色
が

接
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

頭
部
{
図
5
}
は
J
J
J
M

筋
を
す
い
た
抑
留
を
高
く
結
い

げ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
か
つ
て
は
神
護
寺
・
五
大
患
空
蔵
菩
躍
坐
設
や
観
心

寺
如
意
輪
観
音
像
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
透
か
し
の
入
っ
た
欝
型
宝
冠
を
頂
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
地
髪
拡
は
宝
冠
を
閏
{
必
ず
る

た
め
の
平
問
一
部
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、

の
軽
量
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

面
部
{
図
5
}
は
全
誌
に
角
の
取
れ
た
四
角
い
輪
郭
を
呈
す
る
。
髪
際
は
ほ
ぼ
直
線
で
広
く
、
顎
先
が
紹
く
尖
ら
ず
丸
み
を
帯
び
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る
点
は
い
か
に
も
国
像
を
忠
実
に

し
た
密
教
彫
刻
ら
し
い
感
が
強
い
。
次
に
援
球
の
輪
郭
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
上
目
芸
品
の
線
は
、

70 

E
頭
で
急
角
度
に

の
議
に
接
す
る
以
外
は
眼
球
の
カ
!
ブ

ι沿
っ
て
ゆ
る
や
か
に
目
尻
ま
で
寵
線
を
描
い
て
い
る
。
下

E
葦

の
綾
は
目
頭
か
ら
や
は
り
眼
球
の
カ

i
ブ
に
沿
っ
て
、
こ
ち
ら
は
ゆ
る
や
か
に
目
尻
ま
で
弧
綾
を
描
く
。

一O
ま
紀
半
ば
の
京
都
崩

辺
の
賂
溺
に
顕
著
に

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
下
弦
の
月
の
よ
う
な
強
い
下
向
き
の
輪
郭
と
は
大
き
く
形
状
を
異
に
す
る
。
こ
の

事
実
は
、

の
作
例
が
そ
の
よ
う
な
設
の
輪
郭
形
式
が
形
成
さ
れ
る
以
前
の
作
で
あ
る
か
、
そ
の
よ
う
な
流
行
を
取
り
入
れ
な
い
作

家
の

こ
工
っ
こ

も

V
4
J
f
φ
/

と
を
予
想

せ
る
。
制
作
年
代
を
誰
溺
す
る

で
一
つ
の
手
が
か
り
と
な
ろ
う
。
鼻
筋
は
弱
か
ら
伸
び
た
綾
が

交
差
し
、
両
日
の
間
に
い
た
る
あ
た
り

は
平
声
一
簡
を
作
っ
て
い
る
が
、
鼻
先
へ
と
続
く
隆
起
が
立
ち

が
る
村
近
か
ら
こ
の
平

り
が
大
き
い
。
こ
の
よ
う
な
特
殻
は
、
鼻
先
の
み

が
な
く
な
る
。
鼻
先
は
鼻
筋
が
目
立
た
な
く
な
る
こ
と
に
比
較
し
て
小
鼻
の

に
塁
線
を
用
い
て
鼻
第
の
隆
惹
は
隈
で
表
す
仏
一
顕
の
表
現
を
踏
ま
え
た
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

カミ

へ
の
起
伏
は

浅
く
、
上
唇
は
突
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
か
す
か
に
両
端
を
持
ち
上
げ
、
中
央
部
は
少
し
尖
ら
せ
て
下
容

κ軽
く
合
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
部
分
の
表
現
は
摩
す
ぎ
る
こ
と
も
無
く
、
ま
た
あ
っ
さ
り
と
し
す
ぎ
る
こ
と
も
な
く
、
適
度
に
こ
ま
や
か
な
形
状
に
彫
り
出
さ

る
だ
ろ
う
。
眼
の
下
か
ら
両
頬
に
か
け
て
の
載
は
軟
ら
か
い
張
り
が
あ
る
も
の
の
、
観
心
寺
如
意
輪
観
音
壊
の
同

接
復
が
認
め
ら
れ
る
が
全
体
に

れ
て
い
る
と

よ
り
は
や
や
嘆
く
な
っ
て
い
る
。
耳
染
{
図
2
・
3
}
v:仁

し
て
お
り
、
先
端
の
一
部

は
よ
く
当
初
の
形
状
を
留
め
て
い
る
。
耳
孔
付
近
か
ら
断
面
の
丸
い
軟
ら
か
な
耳
殻
が
ほ
ど
け
る
よ
う
拡

ち
現
れ
、
ゆ
っ
た
り
と

し
た
弧
を
描
い

先
端
へ
と
誇
り
て
い
く
様
子
は

に
心
地
よ
い
姿
で
あ
る
。

{図
2
}
。
脚
部
か
ら
頭
部

ι
い
た
る
こ
の

プ
ロ
ポ

i
シ
ョ
ン
は
右
膝
を
外
に
開
い
て
立
て
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
壊
と
上
半
身
・
頭
部
を
い
ず
れ
も
軽
く
右
拡
制
し
て
い
る

の
肉
体
の
流
れ
は
・
自
然
で
あ
り
、
加
盟
…
理
な
表
現
が
な
い
。
作
家
が
人
体
の
構
造
を

深
く
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
寂
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
右
手
の

は
こ
の
た
め
、
外
側
に
開
い
て
立
て
ら
れ
た
右
膝
の
舗
面

ι



肘
を
立
て
て
掌
を
頬
に
あ
て
が
っ
て
い
る
。
注
目
す
べ

見
す
る
と
そ
れ
一
は
ど

は
頭
部
を
布

傾
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

く
つ
ろ
い
だ

直
観
に
な
っ

い
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
単
純
に
上
卒
穿
を
右
に
領
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
通
常
の
坐
像
よ

j脅i宗寺兜蹴毘沙門天立像の文捧と寺院調査における新出資料について

り
も
若
干
襲
を
後
ろ
に
引
い
て
、
山
内
を
話
方

ι倒
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
平
田
的
に
体
全
体
を
右

預
け
れ
ば
、
礼
拝
対
象
と
し

て
あ
ま
り
に
も
緊
張
惑
を
欠
い
た
姿
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
た
処
置
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
長
茶
羅
や
仏
簡
で
も
如
意
輪

観
音
が
膝
を
立
て
て
頬
に

あ
て
る
姿
を
平
出
で
見
え
や
す
く
す
る
た
め
に
、
若
干
斜
め
か
ら
描
い
た
講
躍
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ

れ
た
ポ

i
ズ
合
充
分
に
理
解
し
て
、
こ
れ
を
的
轄
に
立
体
に

と
が
多
い
。
こ
の
作
例
は
そ
の
よ
う
な
平
吾

し
、
か
つ

観
で
は
礼
拝
対
象
と
し
て
の
緊
張
惑
を
失
わ
な
い
適
度
な
バ
ラ
ン
ス
を
探
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
指
捕
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、

初
期
の
真
…
…
…
日
替
教
彫
刻
で
は
斐
奈
羅
や
図
橡
に
描
か
れ
た
尊
棒
を
影
像

す
る
た
め
広
、
平
面
表
現
特
有
の
約
束
事
で
み
め
る
顔

の
側
面
を
み
せ
る
た
め
に
頭
部
を
斜
め
に
向
け
た
り
、
前
に
突
き
出
し
て
い
る
腕
の
構
え
を
見
せ
る
た
め
に
、
わ
、
ざ
と
左
右
に
腕
を

ふ
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
方
法
を
、
機
械
的
に
立
体
に
適
用
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
東
寺
講
堂
の
不
動
明
王
坐
像
な

は
そ
の
よ

う
な
表
現
を
行
っ
た
一
例
と
し
て
良
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
平
田
上
の
表
現
技
法
を
立
体
に
適
用
す
る
と
い
う
あ
れ
ノ
方
は
、

密
教
尊
像
の
形
態

理
解
が
深
ま
る
に
つ
れ
て
次
第
に
姿
を
減
ら
し
て
い
く
が
、
清
涼
寺
如
意
輪
観
晋
半
旗
像
も
そ
の
よ
う
な
理
解

が
浸
透
し
た
こ
ろ
の
作
剖
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
尊
設
と
し
て
の
品
諮
を
保
ち
・
な
が
ら
、

方
で
知
意
輪
観
音
持
有
の
く
づ
ろ
い
だ
ポ
l
ズ
を
再
現
し
て
み
せ
た
作

家
の
力
量
は
非
凡
で
あ
る
と

る
を
得
な
い
。
左
の
膝
頭
を
地
に
着
け
る

と
で
、
護
部
か
ら
腰
・
興
部
に
い
た
る
足
の
組
み

合
わ
せ
や
裳
の
搭
き
出
す
衣
文
の
流
れ

で
自
然
に

記
蔑
さ
れ
て
い
る
。
右
膝
に
は
韻
式
衣
文
が
み
と
め
ら
れ
る

こ
と
と
合
わ
せ
て
、
製
作
年
代
は
清
涼
寺
の
前
身
寺
院
で
あ
る
棲
震
寺
が
創
建
さ
れ
た

に
入
る
よ
う

あ
ま
り
隔
た
ら
な
い

(
八
九

墳
と
考
え
ら
れ
る
。
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図 l 如意輪観音半髄橡・清涼寺

ア2



清諒寺兜政昆沙門天立f象の文謙と寺院調査における新出資料について

図3 開背面

国 2 間左{患部

国4 問左斜面
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国 S 岡 田

図 6 同底面
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、
清
涼
寺
木
造
毘
沙
門
天
半
蹴
像
冨
7
・
8
・
9

・
m
w
-
H
・
と

清涼寺克駿毘沙門天立畿の文様と寺院誤査における薪出資料につい

(
現
状
)

彰
橡
と
し
て
は
珍
し
い
半
蜘
の
毘
沙
門
天
像
で
あ
る
。

に
わ
た
っ
て
お
そ
ら
く
近
世
議
半
の
分
厚
い
彩
急
が
施
さ
れ
て
い
る

が
、
面
部
に
は
顔
料
の
表
面
に
亀
裂
が
入
り
、
広
い

が
っ
て
い
る
{
密
口
】
。
両
腕
の
海
老
篭
手
の
一
部
な
ど
、

拡
わ
た
っ
て

後
補
の
彩
色
が
剥
落
し
て
い
る
箇
所
か
ら
本
来
の
彩
色
を
窺
え
る
部
分
が
あ
る
。
両
眼
は
近
世
修
理
以
降
に

び
輪
郭
な
ど
を
措
き

こ
ん
だ
ら
し
く
、
本
来
の
造
形
を
読
み
取
り
が
た
く
な
っ
て
い
る
点
は
増
し
ま
れ
る
。
光
背
・
持
物
・

は
後
補

れ
て
い
る
。

〈
構
造
)
【
国
防

-
M
}

構
造
は
棒
幹
部
に
前
・
中
・
背
面
の

材
を
寄
せ
、
膝
前
に
一
材
を
別
に
寄
せ
る
。
碍
腕
は
一
肩
先
よ
り
別
材
。
胴
と
の
矧
面
に
は

お
そ
ら
く
ホ
ゾ
に
よ
っ
て

し
て
い
る
。
在
捜
部
に
は

部
内
弱
を
行
つ

際
に
葉
通
し
た
ら
し
い
穴

い
で
い
る
較
が
見
え

る
。
膝
前
材
は
三
角
材
に
よ
っ
て
腕
に
閤
定
さ
れ
る
。

た
貯
先
と
手
先
を
別
材
と

る
。
再
膝
奥
に
は
一
二
角
材
を
寄
せ
る
。
材
の

内
部
は
丸
刀
で
あ
ら
く
内
判
別
さ
れ
て
い
る
。
踏
み
下
げ
た
左
足
は
藤
先
の
下
端
か
ら
別
社
と
な
っ
て
い
る
。

tま
挿

と
し
警

の
前
で
斜
め
に
面
部
を
割
れ
ノ
放
ち
、
内
制
を
捷
し
て
い
る
。
二
段
に
垂
髪
を
重
ね
た

は
一
段
目
と
二
段
畠
の
聞
で

部
を
矧
い
で

い
る
。
わ
ず
か
に
聞
か
れ
た

る
穴
が
う
が
た
れ
て
い
る
が
、
こ
の
意
関
は
不
明
で
あ
る

{
図
日
}
。

の
両
脇
に
は
内
割
に
ま
で

も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
点
は
上
半
身
の
処
理
句
、
橡
底
か
ら
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
胸
と
悪
銭
の
中
間
に

る
締
緒
の
付
近

で
上
下
に
観
り
放
た
れ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
処
理
を
行
っ
た
の
か
意
閣
が
読
み
或
り
に
く
い
が
、

半
身
の
鵠
か
ら
上
を
や

や
左
鰐
に
振
り
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
頭
部
が

や
左
を
向
い
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
上
半
身
に
も
捻

アう



ち
を
加
え
る
こ
と
は
可
能
性
の
為
る
処
置
で
あ
る
の
た
だ
し
、
現
状
で
は
外
晃
で
そ
れ
ほ
ど
胸
よ
ち
上
の
体
部
が
左
右
ど
ち
ら
か
ヘ

76 

撮
ら
れ
て
い
る
よ
う

は
見
え
な
い
。

奥
行
き
を
増
す

裂
の
可
能
性
と
し
て
、
胴
部
の
奥
行
き
が
不
十
分
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
た
た
め
に
こ
れ
か
}
修
正
し
た
擦
の
熟
理
で
は
な
か
ろ
う
か
。

め
に
腕
を
前
後
拡
割
り
放
ち
、
こ
こ
に
別
材
を
挟
み
込
ん
で
い
る
が
、
こ
の
処
置
の
緊
に
ノ
ミ
が
う
ま
く
入
ら
な

か
っ
た
の
か
、
割
り
放
ち
を
容
易

す
る
た
め
に
親
を
上
下
に
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
熱
置
を
施
し
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。

(
彩
色
)

期
粉
下
地
を
作
り
、
既
を
肉
急
・
髪
は

-
そ
の
他
部
泣
は
群
青
と
朱
な
ど
を
用
い
た
槌
彩
色
の
顔
料
で
彩
色
す
る
。
開
校
広

部
に
金
箔
を
押
す
。
い
ず
れ
も
近
世
修
理
の
際
の
処
重
で
あ
る
が
、

は
…
部
盛
り
上
げ
彩
色
が
認
め
ら
れ
る
。
天
冠
全
・
胸
平
な
ど

腕
の
海
者
篭
手
部
に
は
、
後
請
の
彩
色
が
剥
落
し
た

か
ら
、
造
立
岩
拐
の
彩
色
を
二
郎
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
製
作
年
代
〉

二
世
紀

総
高
約
九
九
・
二
光
背
・
台
座
含
む
〉

像
高
八
九
・

〈
左
足
先
よ
り
旗
頭
ま
で
)

※
右
膝
下
よ
り
頭
頂
ま
で
は

五
・

髪
際
高
四
五
・
七
(
合
躍
上
面
よ
り
〉

頂

顎

九

面
長
一

G
-
四

面
幅
入
・
九

耳
張

一. 
一一一
話
奥
一
三
・
一
一

捺
奥
一
一
一
一
・
七

(
矧
面
ま

一
七
・
四

右
藤
高
九
・
一

腹
奥
一
八
・
六



(
所
見
)

白
描
関
像
に
、
両
牒
を
立
て
て
座
る

ろ
し
て
片
足
を
踏
み
下
げ
る
毘
沙
門
天
が
見
え
る
。
お
そ
ら

匹
の
邪
鬼
の
頭
部
に
震
を

清涼寺兜按毘沙門天立像の文識と寺院調査における新出資料について

く
こ
の
作
例
も
そ
の
よ
う
な
関
像
に
散
っ
た
も
の
で
為
ろ
う
。
た
だ
し
現
状
で
脚
部
は
台
産
の
天
板
に
接
す
る
あ
た
ち
か
ら
内
輔
が

は
じ
め
か
ら
上
部
が
平
坦
な
会
産
拡
据
え
ら
れ

施
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
の
ノ
ミ
痕
は
造
立
当
初
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
に
毛
第
を
揖
り
込
ん
で
結
い
上
げ
て
い
る
{
留
日
}
。
地
髪

は
前
述
の
よ
う
に
二
段
拡
垂
髪
を
表
し
、
地
髪
と
と
も
に

の
上
で
思
出
す
る
天
冠
台
を
表
す
。
面
部
の
輪
郭
は
や
や
面
長
な
円
形
で
、
頬
が
丸
く
張
り
目
鼻
立
ち
は
顔
の
中
心
に
寄

πυ
・
7

」
キ
s酔

立
口
、

f
'
v

っ
て
い
る
。
眼
は
眼
球
の
膨
ら
み
が
大
き
い
が
輪
郭
は
小
さ
く
、

に
は
筋
肉
の
隆
起
が
表
さ
れ
る
。
口
は
軽
く
開
け
て
上
識
を

暖
か
せ
、
そ
の
両
端
は
先
述
の
よ
う
に
内
引
に
ま
で
達
す
る
穴
が
あ
る
。

の
一
向
端
か
ら
両
頼
の
下
に
か
け
て
は
筋
肉
の
隆
起
が
刻

ま
れ

い
る
。
耳
の
輪
郭
は
小
さ
く
耳
染
は
貫
通
し
な
い
。
耳
殻
は

め
で
弾
力
感
の
あ
る
耳
采
を
形
成
し
て
い
る
。

申
由
同
は
言
も
と
拡
衣
を
つ
け
、
冊
一
屑
に
龍
素
な
一
騎
甲
を
付
け
る
{
図
7
・
8
・
9
}
。
そ
の
下
に
は
口
の
両
賜

ι髭
を
刻
ん
だ
瀦

噛
を
表
す
。
両
読
に

に
い
た
る
海
老
篭
手
を
ま
と
う
。
比
較
的
小

い
籍
甲
と
、
襟
元
に
は
竜
頭
を
付
け
る
。
腰
甲
は
大
き

く
、
鵠
乳
の
下
端
ほ
ど
か
ら
始
ま
る
。
腰
甲
は
竜
頭
か
ら
伸
び
た
ベ
ル
ト
と
鵠
と
腹
部
の
境
を
し
め
る
ベ
ル
ト
で
、
円
環
型
の
締
め

に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
る
形
式
で
為
る
。
腰
帯
と
前
楯
は
苦
喰

ιよ
っ
て
呂
定
さ
れ
る
。
下
半
身
は
腰
甲
と
軽
申
を
村
け
、
者
を
履
く
c

一
二
世
紀
後
半
と
い
う
製
作
年
代
を
予
想
さ
せ
る
。
殊

ι臨
部
に
こ
ま
か
な
筋
肉
の
隆
起
が
表
さ
れ

こ
れ
ら
の
形
式
的
特
識
は
、

る
こ
と
や
頬
に
起
伏
の
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
定
朝
様
の
規
範
か
ら
抜
け
出
し
つ
つ
あ
る
表
現
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
、

当
弘
陣
の
系
統
を
検
討
す
る
上
で
一
つ
の

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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清涼寺兜按毘沙門天立像の文様と寺i莞調査における薪出資料について

院 8 I司左側面
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弱音E

12 開底面
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時岬雌謀議
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文様と毛筆院調査における新出資料について

一
一
一
、
清
涼
寺
木
造
地
蔵
菩
薩
半
蜘
像
{
留
日
・
弘
・
日
・
日
・
ロ
・

m
m
}

(
現
状
)

設
紀
の
農
派
じ

い
仏
師
の
作
と

ら
れ
る
。

後
議
の
享
い
彩
色
に
よ
っ
て
作
風
が
読
み
取
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
が
、

い
も
あ
っ
た
と

ら
れ
る
。

と
に
殺
部
y
いは

全
鉢
に
影
れ
ソ
毘
が
荒
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
彩
色
は

衣
文
諌
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
左
前
腕
部
に
か
け
て
は

れの
つ
な
が
ち
が
不
分
明
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
部
泣
が
も

-
持
物
は
後
補
で
為
り
、

と
拡
台
駿
は

で
あ
た
り
線
が
引
か
れ
て
い
る
こ

っ
と
も
荒
れ
が
広
く
及
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

と
か
ら
近
托
以
誇
の
製
作
に
補
わ
れ

も
の
匂
あ
る
。

{
図
日
・
日
'
M
W

・
時
}

体
幹
部
は
前
援

に
制
り
を
雄
し
た
あ
と
ノ
ミ せ

、
膝
前
と
裾
先
・
袖
先
と
腰
奥
に
そ
れ
ぞ
れ
別
材
、
を
当
て
る
。
像
底
よ
り
胎
内
を
観
察
す
る
と
、
了

を
き
れ
い
に
さ
ら
え
、

さ
ら
に
現
在
で
は
黒
漆
仕
上
げ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
像
は
全
体
に

材
の

み
が
薄
く
仕
上
、
げ
ら
れ
て
お
り
、
法
国
軍
に
比
較
し
て
非
常
に
軽
量
で
あ
る
。
漆
が
塗
ら
れ
た
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、
像
内

i青諒寺兜蹴毘沙

を
聖
な
る
空
間
と
見
散
し
て
納
入
品
を
安
置
す
る
た
め
に
荘
厳
す
る
事
例
は
、
す
で
に
平
安
後
期
か
ら
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
、
こ
の

処
理
も
造
立
当
初
に
為
さ
れ
た
可
龍
性
が
高
い
。

頭
部
は
分
厚
く
擁
さ
れ
た
後
祷
の
謂
桧
の
た
め
に
矧
閣
を
判
別
し
が
た
い
が
挿
し
首
と
し
、
さ
ら
に
諜
元
ま
で
の
肉
身
部
分
は

衣
部
分
と
は
分
離
し
て
踊
に
差
し
込
ま
れ
て
い
る

【
図
口
}
。
す
な
わ
ち
頭
部
か
ら
襟
元
ま
で
の
肉
身
部
と

と
が
構
造
的

に
も
区
分
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
耳
前
に
て
前
後
に
矧
ぎ
、

眼
を
蹴
入
し
て
い
る
。
日
は
現
状
で
は

細
い
輪
郭
と
な

81 



っ
て
お
り
、

ま
た

5長

り
が
な
く
透
明
震
が
高
い
。
こ
の
た
め

は
近
世
修
理
の
際
に
磨
か
れ
た
か
、
新
し
い
も
の
を
入
れ

82 

な
お
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
と
き
本
来
の
眼
の
輪
郭
が
傷
ん
で
い
た
の
で
、
こ
れ
を
修
理
し
た
結
果
、
現
状
の
よ
う
な

撞
端
な
細
い
彰
状
と
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
再
一
屑
は
別
材
を
寄
せ
、
両
手
首
は
別
材
で
あ
る
。
半
臨
し
て
藤
前
に
か
る
く
伸
ば

さ
れ
た
左
足
先
も
別
材
で
あ
る
。

〈
彩
色
)

下
地
に
軍
く
萌
粉
を
塗
れ
ソ
、
そ
の
上
に
彩
色
を
撞
し
て
い
る
。
春
に
も
期
務
下
地
の

か
ら
後
補
の
朱
が
施
さ
れ
て
い
る
。
後
樟

議
志
家
の
寄
討
を
得
て
堂
場
や
仏
像
の
穆
理
が
一
斉
に
進
ん
だ

九
苦
紀
半
ば

時
期
が
あ
る
た
め
、
先
の
毘
沙
門
天
半
蜘
像
と
あ
わ
せ
て
本
持
例
も
そ
の
と

の
彩
色
が
施
さ
れ
た
時
期
で
あ
る
が
、
清
諒
寺
は

に
檎
彩
さ
れ
た
可
龍
性
が
高
い
。
議
表
面
が
非
常
に

蕩
ん
だ
時
期
が
あ
っ
た
ら
し
く
、
説
絵
を
厚
く
惑
わ
ソ
上
げ
て
い
る
処
置
は
荒
れ
た
彫
り
凱
を
整
え
る
と
い
う
意
味
合
い
も
あ
っ
た
よ

う
で
あ
る
。

か
ら
柏
衣
の
端
を
袈
裟
の

ら
し
、
右
前
艇
に
は
袈
裟
の
講
を
懸
け
て
い
る
よ
う
だ
が
、
腹
部
か
ら
の
衣
文

線
の
連
な
り
が
不
嬰
確
と
な
っ
て
い
る
{
間
同
・
日
}
。
本
来
は
下
衣
の

に
柄
衣
を
つ
け
、
袈
裟
を
ま
と
っ
て
い
る
だ
け
の
姿
で

あ
っ
た
よ
う
だ
が
、

お
そ
ら
く
近
世
移
理
の
際
に
担
当
仏
師
が
着
衣
の
構
或
を
誤
解
し
た
ら
し
く
、
現
在
は
袈
裟
の
途
中
か

に
釣
紐
を
か
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
袈
裟
で

わ
れ
て
い
る
左
腐
上
部
が

の
前
衣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

ら
し
く
、
誌
の
前
面

で
は

か
ら
語
腕
部
に
か
け
て
の
衣
文
畿
の
連
続
性
を
ま
っ
た
く
挺
損
し
て
彩
色
で
袈
裟
と
檎
衣
を
強
引
に
描
き
分
け
て
い
る
。

こ
の

と
は
袈
裟
と
檎
衣
の
境
界
部
が
彩
色
で

り
分
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
彫
刻
と
し
て
は
ま
っ
た
く
彫
り
出
さ
れ
て
い
主
い

こ
と
で
容
易

確
認
で
き
る
{
図
日
・
路
}
。
袈
裟
や
左
肩
に
は
胡
粉
に
よ
る
盛
り
上
げ
存
在
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
経
年
変
化
に

よ
っ
て
剥
落
し
て
い
る
部
分
が
多
い
。



〈
製
作
年
代
〉

二
一
世
紀
揺
半

清涼寺兜蹴毘沙門天立像の文様と寺院調査における新出資料について

(
法
回
一
塁
)

総
高
豹
一
三
三
・
二
一
(
台
産
含
む
)

像
高
八
二
・
七

頂
i

顎
一
一
酉
・
六

面
長
一

0
・
四

耳
張
一
一

0
・一一

ま
で
)
四

藤
張
六

清
張

富
幅
一
五
・
六

胸
奥
一
一
一
・
七

膝
奥
田
七
・
九

J¥ 

援
奥

右
膝
商

四
・
四

凹

ろ

い
わ
ゆ
る
半
蜘
の
臨
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
の
地
蔵
像
は
康
慶
作
と
し
て
著

し

一、

一
三
世
紀
に
流
行
し
た
形
式
で
み
め
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
も
述

-
端
林
寺
の
作
関

ιも
み
る
こ
と
が
で
き
、

べ
た
が
、

に
擁
さ
れ

い
後
殖
の
彩
色
は
、
特
に
肉
身
部
に
お
け
る
像
表
富
の
荒
れ
を
毘
化
す
る
た
め
の
措
置
と
い
う
意
味

も
あ
る
よ
う
だ
が
、

の
ま
と
い
方
に
誤
解
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
後
播
部
分
を
除
外
し
て
考
え
る
と
、
像
本
体
は
比
較

的
造
立
当
初
の
状
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
面
部
に
関
し
て
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
持
に
玉
眼
と
自
の
輪
郭
が
修
理

さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
が
、
も
と
の
姿
が
有
し
て
い
た
鎌
倉
彫
刻
ら
し
い

E
元
涼
や
か
な
品
設
は
よ
く
保
た
れ
て
い
る
。
頭
部

と
胸
元
を
着
衣
部
分
と
加
に
つ
く
れ
ノ
、
窮
に
差
し
込
む
構
造
{
図
M
・
口
}

は
、
本
来
は
生
身
で
為
る
べ
き
既
と
衣
服
の
質
感
の
相

れ
は
平
安
時
代
稜
期
か
ら
鎌
倉
時

違
を
強
調
す
る
た
め
の
処
理
と
考
え
ら
れ
、
平
安
末
期
か
ら
い
く
つ
か
の
作
例
が
知
ら
れ
る
。

代
に
顕
在
化
す
る
、
生
き
て
い
る
と
観
念
さ
れ
た
仏
橡
、
い
わ
ゆ
る
「
生
身
仏
」
と
し
て
の
表
現
方
法
の

ぱコ
と

ら
れ
て
い
る
。
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者
間
も
背
中
の
援
起
と
腰
の
く
び
れ
、
管
部
の
張
り
を
衣
文
の
起
伏
に
よ
っ
て
忠
実
に
再
現
し
て
い
る
点
は
強
い
生
気
を
警
び
た
表

現
と

り
に
よ
っ
て
衣
が
既
に
密
佐
一
相
す
る
た
め
衣
文
線
が
生
じ
な
い
が
、
襟
首
に
は
わ
ず
か

ろ
う
。
襟
の
後
ろ
は

の

る

に
空
間
の
余
諮
が
あ
る
た
め
裁
が
発
生
す
る

{
臨
時
}
。
こ
の
環
は
そ
の
よ
う
な
細
部

と
な
く
衣
文
殺
が
刻
ま

ま
で
気
を
抜
く

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
手
が
け
た
仏
師
の
観
察
力
と
技
量
の
冴
え
が
窺
わ
れ
よ
う
。
造
後
銘
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
胎
内
を
丁

に
ノ
ミ
眼
を

と
は
、

か
つ
て
こ
こ
に
何
ら
か
の
納
入
口
加
を
封
入
し
、
像
内
を
聖
な
る
空
間

ら
え
て
黒
漆
仕
上
げ
と
し
て
い
る

と
看
倣
す
意
識
が
存
在
し
て
い
た

と

O 
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四
、
知
恩
院
木
造
露
駄
天
立
像
国

mw-m-
札
・

2
・

n}

知
思
段
集
会
堂
に
伝
来
し
た
。

(
現
状
)

収
続
さ
れ
て
い
る
。
光
背
お
よ
び
台
座
・
持
物
の
宝
棒
が
後
補
さ
れ
る
。
両
脚
甲
か
ら
背
中
に
か
け
て
は

鏑
製
の
吊
紐
が
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、
左
側
は
現
在
折
損
し
て
別
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
別
材
で
作
ら
れ
た
宕
座
の
角
が
遊
離
し
て

お
り
、
光
背
の
が
折
損
し
て
補
強
さ
れ
て
い
る
。
集
本
体
拡
っ
た
修
理
・
損
傷
は
認
め
ら
れ
ず
、
保
存
状
態
は
非
常
に

現
主
は
後
請
の
厨
子

好
で
あ
る
。
全
体
に
油
煙
で
鼻
音
っ
て
い
る
も
の
の
、

そ
の

に
は
当
初
の
華
麗
な
彩
色
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。

(
構
造
)

製
作
当
初
の
影
色
が
全
面
に
良
貯
に
保
た
れ
て
い
る
た
め
、
不
明
な
部
分
が
多
い
。
こ
の
た
め
表
一
部
観
察
に
よ
っ
て
推
測
す
る
こ

と
と
な
る
。
体
幹
部
は
前
譲
二
材
、
頭
部
は
お
そ
ら
く
耳
後
ろ
に
て
前
後
に
割
り
矧
ぎ
、
玉
眼
を
鼠
入
す
る
。
こ
れ

の
襟
一
克
に

て
胴
に
挿
・
両
手
先
・
荷
足
先
は
別
材
。
頭
部
の
兜
・
開
腕
の
鰭
袖
と
大
袖
・
天
衣
・
背
面
に
垂
れ
る
裳
先
も

別
材
を
寄
せ
る
。
光
背
・
山
石
塵
了
持
物
・
兜
の
鍬
型
は
後
補
か
。

と
す
る
。

(
彩
色
)

全
身
に
油
嬉
と
挨
が
堆
積
し
て
い
る
が
、
そ
の
下
に
は
製
作
当
初
に
施
さ
れ
た
萌
粉
に
よ
る
盛
上
彩
色
お
よ
び
切
金
・
金
箔
が
非

常
に
良
野
な
状
態
で
保
た
れ
て
い
る
。
袴
の
衣
文
の
内
部
や
裳
の

に
は
油
煙
が
当
た
ら
ず
、

部
に
当
一
初
の

ま
の
彩
急
を
窺

う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
後
世
の
よ

れ
は
比
較
的
簡
単
に
註
去
で

る
た
め
、
将
来
的
に
穆
理
が
有
わ
れ
れ
ば
造
立
当
初
の
華



一
環
な
彩
色
を
眼
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た

ホ
ゾ
に
は
琳
事
が
貼
ら
れ
て
お
り
、
彩
色
の
下
地
と
し
て
ゆ
叩
貼
が
施
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
銘
文
等
は
諜
表
面
か

清涼寺兜設毘沙門天立哉の文様と寺院爵査における新出資料について

ら
も
ホ
ゾ
か
ら
も
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。

〈
製
作
年
代
〉

一
一
一
世
紀
後
半
j

総
高
約
一

環
!
顎
一
九
・
七

。
七
・

面
一
陣
約
七
・
九

胸
奥

五
・
四

四
世
紀

一
(
台
躍
含
む
)

像
商
人
五
・
一
一
一

面
長
八
・

(
兜
の
罵
庇
よ
り
'
顎
先
)

兜
接

一・ムハ

一
肩
張

で
)
二
回
・
一
一

腰
張
一
八
・
四

裾
張
一
一
六
・
六

足
先
関
外
側
約
一
一
一
一
了
国

綾
奥
一
六
・
四

右
足
奥
一
一
・
七

足
先
関
内
側
二
五
・
入

ム
口
産
高
一

〈
所
見
)

四

台
駆
…
結
五
一
・
入

意
駄
十
一
人
散
は
宋
よ
り
一
議
来
さ
れ
た
泉
鴻
寺
の
作
併
な

左
足
奥
約

一
一. 
一一

が
日
本
に
お
け
る
古
例
と
し

尊
格
で
、
伽
藍
の
守
護
神
と
し
て
造
像
・
安
寵
さ
れ
た
。
武
装
し

の
せ
て
い
る
。
こ
の
作
例
は
傘
駄
天
復
の
基
本
的
形
式
を
す
べ
て
踏
襲
し

し
た
印
象
に
倣
う

面
奥
一
一
一
了
九

知
ら
れ
る
。

よ
り
伝
え
ら
れ
た
新
し
い

し
い
若
者
の
姿
を
と
っ
て
お
り
、
胸
前
ず

い
る
が
、
表
情
に
関
し
て
は
来
患
の
い
さ
さ
か
正
洋
と

と
な
く
、
鎌
倉
初
期
に
慶
派
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
、

ひ
き
し

し

っ
た
理
知
的
な
表
需
を
口
正
し

89 

お
れ
ノ
、
こ
の



点
に
拘
様
化
が
認
め
ら
れ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
や
や
上
下
に
寸
の
詰
っ
た
顔
立
ち
で
あ
る
が
、
践
は
ほ
ど
よ
く
見
開
か
れ
、

90 

す
ず
や
か
に
切
れ
上
が
っ
て
い
る
。
口
元
は
上
容
が
や
や
大
き
く
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
カ

i
ブ
を
措
い
て

と
龍
、
じ
あ
わ

れ
て

い
る
。
厚
す
ぎ
る

と
な
く
、

か
づ
輪
郭
も
明
瞭
に
彫
り
だ
さ
れ
て
お
り
、
造
像
作
家
の
高
い

が
窺
わ
れ
る
。
わ
ず
か
に
片
足

を
賭
み
出
し
て
動
静

ι移
行
す
る
様
子
を
示
す
が
、

は
ま
っ
す
ぐ

伸
ば
さ
れ
、
姿
勢
に
擦
が
な
い
。
者
面
に
大
き
く
垂
れ
た

ち
姿
の
中
に
も
次
の
行
動
に
移
ら
ん
と
す
る

る
。
し
か
し
鎌
倉
初
期
の
憂
派
作
部
が
も
っ
て
い
た
初
発
的
な
生
命
感
や
試
行
錯
誤
の
た
め
ら
し
い
大
仰
な
ま
で
の
造
形
の
薮
綻
は

見
出
せ
ず
、
表
情
・
衣
文
・
姿
勢
い
ず
れ
も
既
に
表
現
技
法
と
し
て
完
成
さ
れ
た
美
し
さ
と
と
も
に
一
穂
の
整
理
さ
れ
て
い
る
が
故

の
硬
さ
が
見
出
せ
る
。
ま
た
先
述
の
よ
う
に
意
駄
天
と
い
う
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
造
像
咋
例
の
薙
認
さ
れ
る
尊
慈
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
既
に
一
種
の
和
様
化
と
い
う
べ
き
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
鎌
倉
彫
刻
の
表
現
形
式
が
完
成
さ

れ
て
以
降
、
宋
風
彰
刻
の
新
奇
な
尊
搭
や
表
現
技
法
が
充
分
に
岨
噂
さ
れ
た
段
階
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
時
代
で
も
後
期
に
入
つ

の
作
品
と
考
え
ら
れ
る
。
作
家
名
は
現
状
で
検
出

裳
先
も
足
と
同
方
向
に
翻
っ
て
お
り
、
静
か

と
し
た
緊
抜
惑
が
込
め
ら
れ
て
い

か
ら

れ
て
い
な
い
が
、
京
都
・
正
覚
院
の
木
造
毘
沙
門
天
立
像
と
身
体
各
部
の
比
率
・

姿
勢
・

の
処
理
・

の
輪
郭
な
ど
が
酷
似
し
て
お
り
、

る
彩
色
の
処
溜
も
非
常
に
叡
た
印
象
を
持
つ

か
つ
現
状
で
観
察
で

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
意
駄
天
橡
も
同
系
作
家
の
手
に
な
る
可
龍
性
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
正
覚
院
の
橡
は
足
ホ
ゾ
に

仏
師
と
名
乗
る
こ
と
で
作
例
の
知
ら
れ
る
「
朝
円
」
と
い
う
作
家
銘
が
見
え
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
わ
ソ
、
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝

(
3
)
 

時
代
に
か
け
て
の
製
作
と
考
え
ら
れ
る
。

条
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五
、
清
涼
寺
木
造
兜
段
毘
沙
門
天
立
像
と
四
天
王
像
の
文
様
に
つ
い
て

語涼寺兜蹴毘沙門天立像の文様と寺院調査比おける新出資料につい

清
涼
寺
阿
弥
玲
堂
に
伝
来
し
た
木
造
兜
鼓
毘
沙
門
天
立
橡
{
図
出
}
は
、
東
寺
一
所
蔵
木
造
兜
鼓
毘
沙
門
天
立
橡
(
以
下
、
特
に
明
一
不
し
な
い

に
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は

か
ぎ
り

J
事
布
地
保
」
と
略
す
〉
の
現
在
知
ら
れ
て
い
る
最
吉
の
模
刻
作
間
で
あ
る
。
現
在
は

阿
弥
陀
堂
に
伝
来
し
て
い
た
。
諦
掠
寺
は
、
平
安
時
代
の
寛
平
八
〈
八
九
六
)
年
に
創
建
さ
れ
た
源
融
の
菩
提
寺
・

世
紀
に
な
っ
て
現
本
尊
を
安
童
す
る
釈
迦
堂
と
し

の
一
角
に
、

さ
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
そ
の
後
長
い
激
動
の

を
軽
て
も
轍
霞
寺
創
建
期
の

{
室
温
仏
は
開
弥
陀
三
尊
橡
を
は
じ
め
と
し
て
姿
を
失
う
こ
と
な
く
伝
え
ら
れ
、

れ
に
清
諒
寺
の
安
青
一
仏
も
漸
次
加
え
ら
れ
て
い
く
と
い

一
の
寺
毘
に
伝
え
ら
れ
る
文
化
財
の
中
に
は
、
そ
の
起
諒
が
一
一
系
統
存
在
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
本
講
で
取
り
上
げ
る
兜
按
毘
沙
門
天
龍
と
四
天
王
像
{
図
M
・
ぉ
・

M
m
-
U
}
に
関
し
て
も
従
来
、
語
一
議
寺
由
来
の
も

う
現
象
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
現
在
清
涼
寺
と
い

二
世
紀
に
な
っ
て
清
涼
寺
が
創
建
さ
れ
て
以
降
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

め
平
安
時
代
一

O
世
紀
の
京
に
お
け
る
基
準
的
作
例
と
な
り
う
る
彫
刻
で
あ
ち
な
が
ら
、
そ
の
位
置
づ
け
は
不
明
穫
と
な
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
詳
細
な
観
察
と
赤
外
線
カ
メ
ラ
に
よ
る
文
様
の
確
認
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
新
た
な
判

断
基
準
を
提
一
不
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
ま
ず
清
諒
寺
の
平
安
時
代
に
お
け
る
震
史
的
変
遷
を
概
観
し
て
お
こ
う
。

の
と
す
る
見
解
と
、

つ
の
見
解
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
た

第

節

以
下
で
は
か
つ
て
こ
の
問
題
を
論
じ
ら
れ
た
塚
室
長
民
の
乱
記
を
も
と
に
平
安
時
代
に
お
け
る

と
清
諒
寺
の
歴
史
を
概
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観
し
て
み
よ
う
。
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『
菅
家
文
草
』
十
二

J
神
高
濃
相
公
先
考
大
臣
扇
語
法
会
願
文
い
に
よ
る
と
、
こ
の
棲
霞
寺
阿
弥
陀
蛍
の
本
尊
と
し
て
覚
平
入
(
八

九

に
造
立
さ
れ
た
も
の
が

に
伝
え
ら
れ
る
悶
弥
陀
二
一

で
あ
る
。
融
の
家
系
、

い
わ
ゆ
る
嵯
峨
源
氏
の
菩
提
寺
と
し

棲
霞
寺

て
は
す
で
に
程
使
い
場
所
に
観
空
寺
が
あ
り
、
棋
霞
寺
は
融
個
人
の
菩
提
寺
と
し
て
の
性
格
が
強
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

で
あ
っ
た
離
職
源
氏
が
早
く
に
衰
退
し
た
こ
と
も
あ
り
、
一
平
安
時
代
の
史
料
に
は
あ
ま
り
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
わ

年
、
醍
醸
天
皇
の
皇
子
重
明
親
王
が
亡
妻
の
た
め
に
棲
震
寺
新
堂
で
一

ず
か
な
例
と
し
て
は

八
(
九
鹿

を
行
っ
て

が
あ
っ
た

の
釈
迦
立
像
を
供
養
し
た
よ
γ

部
王
記
b

の
記
事
や
、
長
徳
田
(
九
九
人
)
年
と
長
袈
西
(
一

O
O
一
一
)
年
に
観
空
寺
と
の

の
記
録
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
現
在
の
清
涼
寺
へ
と
つ
な
が
る
歴
史
の
第
一
期
で
為
る
。

年
、
東
大
寺
増
資
然
が
没
し
、
彼
が
宋
で
製
作

L 、

と
を
示
す

つ
い
で
『
小
右
記
」

に
よ
る
と
長
和
五
三

O
一

せ
て
持
ち

っ
た
指
棲
釈

迦
場
環
を
弟
子
盛
算
が
棲
霞
寺
の

璃
に
釈
迦
蛍
を
建
て
て
安
置
し
、
こ
の

な
名
づ
け
て
清
涼
寺
と
号
す
る

と
を
奏
し
、
勅
許

を
受
け
た
。
清
涼
寺
の
館
建
で
あ
る
。
斎
黙
は
宮
廷
内
の

に
お
い
て
、
東
大
寺
を
は
じ
め
と
す
る
甫
都
寺
院
が
延
磨
寺
に
対
抗

す
る

か
ら
、
愛
宕
山
に
栴
檀
釈
湖
瑞
像
を
本
尊
と

る
コ
立
台
山
清
涼
寺
」
を
建
立
す
る
こ
と
を
念
願
し
、

は
勅
許
を
穫

得
し
て
そ
の
夢
は
貯
え
ら
れ
た
か
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
延
暦
守
の
強
硬
な
反
対
じ
よ
っ
て
決
定
は
覆
さ
れ
、

の
晩
年
を
終
え

た
の
で
あ
る
。

よ

あ
る
。
「
講
堂
関
白
記
』

し
な
か
っ
た
部
の
壮
大
な
夢
を
、
当
時
の
設
に
と
っ
て
と
り
う
る
限
り
の
現
実
的
な
方
法
で
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た

よ
り
賜
っ
た
宋
抜
一
切
経
を
藤
原
道
長
に
献
納

ム
口
山
清
涼
寺
阿
開
架
に
語
在

に
よ
る
と
寛
仁
一
〆問、、

O
一
人
)
年
、
輔
が
宋
の

盛
算
は

し
て
い
る
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
か
被
は

一(一

O
一九〉

の
太
政
官
符
に
よ
っ
て
、

れ
た
。

こ
の
と

』土

と

れ
て
お
り
、
東
寺
を
本
寺
と
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
東
寺
と
東
大
守
は
空
海
が



東
大
寺
別
当
を
勤
め
た
こ
と
か
ら
関
係
が
深
く
、
盛
算
も
こ
の
縁
で
資
然
の
弟
子
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一

世
紀

法涼寺開設毘沙門天立像の文樟と寺院調査における新出資料について

に
な
っ
て
、
清
涼
寺
に
現
存
す
る
作
関
と
し
て
本
尊
釈
迦
加
来
立
橡
が
揺
わ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
藤
諜
実
資
は
盛
算
の
存
力
な
壇

〉
年
の
記
録
で
は
棲
震
寺
に
赴
い
て
文
殊
菩
磁
畿
を
拝
し
て
い
る
。
こ
の
文
殊

越
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
『
小
在
記
』

(

一

O

後
と
は
現
存
す
る
文
殊
菩
龍
騎
獅
橡
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
『
小
右
記
』

で
は
到
の
機
会
に
実
資
が
文
殊
の
臨
像

と
十
六
羅
漢
橡
を
拝
し
た
記
録
も
見
え
、
長
一
冗
一
冗
(
一

O

一
)
年
に
拝
し
た
文
殊
橡
が
彫
刻
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
も
存
在
す
る
。

十
六
羅
漢
泊
旅
は
今
日
宋
画
の
名
品
と
知
ら
れ
て
い
る
作
例
を
示
し
て
い
る
の
だ

う

造
立
キ
代
に
関
す
る

つ
の
見
解

こ
れ
ら
の
史
料
で
は
兎
股
毘
沙
門
天
立
像
*
四
天
王
像
・
十
大
弟
子
像
・
現
在
普
賢
菩
薩
と
さ
れ
る
膏
釈
夫
議
な
ど
の
存
症
を
確

認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
内
十
大
弟
子
像
は
も
と
も
と
現
本
尊
釈
迦
立
像
の
議
侍
と
し
て

る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
ひ
作
風
的
に
も
定
朝
様
の
影
響
を
見
て
理
る
こ
と
が
で
き
、 れ

、
そ
の

け
を
保

一
世
紀
の
作
と
考

っ
て
伝
来
し
た
と

え
て
問
題
な
い
。

-
帝
釈
天
像
を
九
世
紀
末
か
ら
一

O
世
紀
に
か
け
て
の

寺
創
建
期
の
作
と
見
る
か
、
あ
る
い
は
一
一
世
紀
初
頭
に
お
け
る
清
涼
寺
創
建
期
の
も
の
と
考
え
る
か
で
、
現
在
は
見
解
が
大
き
く

は
残
さ
れ
た
作
例
で
為
る
。
兜
股
毘
沙
門
天
立
像
・
西
天

二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に

ろ
の
棲
霞
寺
は
、
先
に
も
触
れ
た
が
観
空
寺
と
寺
領
争
い
を

。
世
紀
半
ば
か
ら
一
一
世
紀

操
り
返
し
て
お
り
、
経
済
状
況
は
あ
ま
り
余
裕
が
な
か
っ
た
と

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
っ
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
は
以

ら
れ
る
。
嘘
峨
源
氏
の
衰
亡
と
と
も
に
経
済
的
裏
づ
け
も
失
わ

の
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
現
存
す
る
製
作
年
弐
の
詳
揺
が
判

明
し
な
い
作
例
が

の
安
霊
仏
と
し
て
造
立
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
経
済
的

ι余
裕
の
見
ら
れ
た
創
建
男
か
ら

ほ
ど
遠
く
な
い
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時
期
で
あ
ろ
う
、

れ
ら
の
諸
像
を
棲
霞
寺
創
建
期
の
も

〈

5
〉

十
世
紀
の
影
刻
い
に
お
け
る
伊
東
史
郎
氏
の
克
解
が
知
ら
れ
て
い
る
。

紹
介
し
て
い
る
新
出
の
顛
意
輪
観
音
半
脚
像
を
九
世
紀
末
か
ら
一

O
世
紀
の
非
開
と
し
て
位
麓
づ

け
た
最
初
の
見
解
で
も
あ
る
。
氏
は
こ
の
如
意
輪
観
音
半
蜘
畿
の
存
夜
を
重
視
し
、
こ
れ
に
兜
援
毘
沙
門
天
橡
・
宥
釈
夫
〈
伝
普
器
具
菩

薩
〉
像
を
加
え
た
尊
橡
構
成
が
、
創
建
期
の
醍
醐
寺
や
平
安
時
仕
以
降
の
石
山
寺
本
堂
に
お
い
て

と
す
る
見
解
に
は
一
定
の
説
得
力
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

96 

の
と

る
近
年
の
構
宛
と
し
て
は
♂
日
本
の
美
栴

氏
の
見
解
は
、
本
論
に
お
い

め
ら
れ
る

と
に
注
目
さ
れ
て

い
る
。
民
は
史
料
的
裏
づ
け
の
な
い
こ
と
か
y
認
め
つ
つ
、
醍
醐
寺
の
関
山
盟
主
の
関
与
し
た
寺
院
に
こ
の
よ
う
な
尊
橡
構
成
が
見
ら

つ
の
例
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
伊

東
氏
は
東
寺
食
堂
の
焼
損
し
た
四
天
王
橡
に
関
し
て
論
じ
ら
れ
た
際
、
九
世
紀
の
京
都
に
お
け
る
四
天
王
議
め
作
例
と
し
て
清
涼
寺

れ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
九
世
紀
か
ら
一

O
世
紀
に
か
け
て
流
行
し
た
尊
像
構
成
の

自
天
王
強
と
仁
和
寺
一
一
天
王
像
を
挙
げ
て
い
る
。

(6) 

一
世
紀
の
も
の
と
捉
え
る
見
解
と
し
て
は
松
浦
正
昭
氏
の
論
考
が
存
在
す
る
。
氏
は
清
涼
寺
像

X
線
を
用
い
た
詳
細
な
調
査
を
実
施
さ
れ
、
そ
の
或
果
の
一
部
を
東
寺
像
の
原
所
在
を
論
じ
た
考
察
の
中
で
紹
介
さ
れ
た
。

氏
の
指
摘
さ
れ
る
点
は
、
今
国
本
稿
で
も
詔
介
し
て
い
る
よ
う
な
、
像
表
面

ι施
さ
れ
た
文
様
を

の
も
の
と
捉
え
る
と
こ
ろ

こ
れ
と
は
逆

ι
部
の
作
例

に
つ
い

。
世
紀
末
か
ら
一
一
世
紀
初
頭

一
つ
の
要
点
が
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
こ
の
点
は
本
稿
と
結
論
を
異
に
す
る
部
分
で
あ
る
。
氏
は
さ

ら
に
東
寺
像
の

に
注
目
が
集

わ
ノ
始
め
た

世
紀
こ
ろ
、
根
本
中
堂
像
に
同
じ
く
兜
践
毘
沙
門
天
立
散
を
安
置
し
て
い
た
延

謄
寺
の
権
威
に
対
抗
す
る
意
味
か
ら
、
東
寺
僧
で
も
あ
っ
た
盛
葬
が
模
刻

で
は
あ
る
が
、
史
料
的
な
裏
づ
け
が
な
い
。
氏
の
論
考
の
主
題
は
、
東
寺
兜
該
毘
沙
門
天
諜
(
氏
は
子
関
毘
沙
門
天
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
る

せ
た
も
の
と
推
脱
さ
れ
て
い
る
。
大
変
興
味
深
い
見
解

と
さ
れ
る
)
は

に
よ
っ
て
鵠
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
桓
武
天
皇
の
構
想
し
た
護
国
仏
教
興
経
策
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
平
安
京
羅

域
開
上

安
置
さ
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
毘
沙
門
天
橡
が
立
東
宝
記
』
を
姶
め
と
す
る
多
く
の
史
料
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う



に
、
羅
域
内
の
荒
震
後
東
寺
に
移
さ
れ
た
と
氏
は
提
え
ら
れ
て
い
る
が
、

れ
る
移
動
の
時
期
は
、
盛
算

ιよ
っ
て
靖
涼
寺
が

清涼寺兜銭毘沙門天立橡の文離と寺院調査における新出資料について

創
建
・
整
備
さ
れ
て
く
る
時
期
と
ち
ょ
う
ど
符
合
す
る
こ
と
と
な
る
。
棲
霞
寺
と
束
中
市
リ
の
関
係
は
史
料
上
か
ら
ほ
と
ん
ど
確
認
で
き

な
い
が
、
清
涼
寺
と
東
寺
の
接
点
は
実
捺
に
ど
の
て
い
ど
の
交
流
が
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
盛
算
の
存
在
が
そ
れ

付
け
て
い
る
。
事
実
、
清
涼
寺
は
中
世
末
期
拡
い
た
る
ま
で
真
一
一
一
一
口
寺
院
で
も
あ
っ
た
。
現
在
東
寺
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
兜
按
毘
沙
問

天
橡
が
模
刻
さ
れ
る
拡
あ
た
り
、
史
料
か
ら
読
取
れ
る
状
況
と
し
て
問
寺
の
聞
に
何
ら
か
の
接
触
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る

世
紀
を
造
立
・
年
代
と
推
測
す
る
こ
と
は
一
定
の
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
と

る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
松
浦
氏
の
論
考
の
主
題
で
あ
る

東
寺
橡
の
原
安
置
場
所
を
羅
域
門
上
と
す
る
結
論
に
関
し
て
は
、
奇
し
く
も
氏
と
同
時
期
に
東
寺
銭
に
つ
い
て
、
通
説
の
棋
拠
と
な

っ
て
い
る
事
象
を
起
源
に
還
っ
て
検
討
さ
れ
た
関
田
健
氏
が
結
論
を
興
に
さ
れ
る
詳
細
な
論
考
を
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る

(8) 

と
、
東
寺
兜
政
毘
沙
門
天
立
後
(
開
田
兵
は
「
東
寺
毘
沙
門
天
倣
い
と
呼
ぶ
)
は
吋
勝
語
集
』
に
よ
っ
て
一
一
一
世
紀
に
東
寺
に

し
て

と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
溜
っ
て
所
在
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

に
お
い
て
も
兜
蹴
毘
沙
門
天
像
の
伝
来
*

、
-
F

叫

l
v
φ
ム

安
静
一
経
緯
な
ど
は
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
ひ
出
維
域
門
安
置
説
の
根
拠
と

れ
る
有
名
な
農
の
安
西
城
で
の
毘
沙
門
天
出
現

つ
の
伝
説
を

説
話
に
関
し
て
も
、

の
編
者
果
宝
の
草
稿
段
階
ゼ
は
毘
沙
門
天
に
ま
つ
わ
る

と
し
て
紹
介
し
て
い
る

さ
れ
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
は
不
明
確
な
内
容
で
あ
っ
た
。
後
に
流
布
本
が
出
現
す
る
に
あ
た
っ
て
、
毘

沙
門
天
像
が
門
に
安
置
さ
れ
る
と
と
の
必
熱
性
を
よ
れ
ソ
明
確
化
す
る
た
め
に
、
安
西
域
に
出
現
し
た
毘
沙
門
天
の
奇
跡
に
な
ら
っ
て

る
よ
う
に
な
っ
た
、
門
に
毘
沙
門
天

程
度
で
あ
り
、
門
に

砦
で
は
門

ιこ
の
橡

の
縁
に
よ
る
の
で
あ
る
、

る
の
は

お
し

2ニ

て
本
文
中
に
挿
入
さ
れ
、
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
東
寺
兜
践
毘
沙
門
天
散
の
羅
城
門
安
麓
説
と
は
、
伝

の
域
を
詔
え
る
も
の
で
は
な
い
可
能
性
い
と
い
う
袈
本
的
な
疑
義
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
間
臣
氏
は
議
涼
寺

の
覆
刻
作
慨
に
関
し
て
は
持
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
関
田
氏
の
結
論

ι対
し
て
松
浦
氏
は
そ
の
後
新
た
な
論
拠
を
提
訴
さ
れ
て
い
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な
い
た
め
、
本
稿
で
は
東
寺
像
は

一
世
紀
以
前
に
お
い
て
は
そ
の
安
置
場
所
が
特
定
で
き
な
い
も
の
と
し
て
論
を
進
め
た
い
。
し

た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
は
安
置
場
所
が
不
明
で
為
る
も
の
の
、
現
段
措
で
判
明
し
て
い
る
史
資
粧
か
ら
盛
算
が
一
一
世
紀
に
こ
の

作
関
を
模
刻
し
て
清
涼
寺
兎
橡
を
造
立
さ
せ
た
可
能
性
が
あ
る
の
か
、
と
い
う
部
分
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
る
。

{
浩
涼
寺
兎
政
毘
沙
門
天
哉
と
四
天
王
後
の
製
作
年
代
に
関
す
る
見
解
}

-
・
・
造
立
年
代
に
関
す
る
史
料
は
存
し
な
い

①
棲
援
寺
創
建
期
{
寛
平
八
(
八
九
六
)
年
}
か
ら

O
世
紀
に
か
け
て
と
推
定
す
る
も
の

:
:
:
『
古
寺
巡
礼
京
都

:
:
国
録
吋
釈
期
一
信
仰
と
清
涼
地
』
(
京
都
国
立
静
物
館
)
解
説

清
諒
寺
』
(
淡
交
社
)
清
本
善
一
一
一
氏
解
説

-
・
:
:
伊
東
史
朗
氏
2
5本
の
美
術

十
世
紀
の
彰
刻
い

②
消
諒
寺
封
建
期
{
長
和
五
(
一

O
一

:
:
:
松
浦
正
昭
氏
「
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
城
円
安
置
橡
」
(
『
奨
術
研
究
ヒ
ニ
七
O
号
)

年
}
頃
と
推
定
す
る
も
の

※
兎
政
毘
沙
門
天
橡
に
関
し
て
の
み
言
及
。
地
の
尊
像
に
つ
い
て
の
年
代
観
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。

松
浦
氏
は
清
涼
寺
に
所
荘
す
る
倍
の
作
例
に
関
し
て
は
特
に
年
代
観
を
提
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
前
述
し
た
~
伊
東
氏
を
は
じ
め
と

す
る
見
解
で
は
清
涼
寺
に
伝
え
ら
れ
る
平
安
時
代
の
仏
像
彫
刻
に
関
し
て
、
あ
る
程
度

致
し
た
年
代
観
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
本
尊
釈
迦
如
来
立
保
や
十
大
弟
子
立
橡
を
絵
け
ば
、
多
少
制
昨
年
代
に
輯
が
生
ず
る
も
の
の
、
す
べ
て
清
涼
寺
創
建
以
話
、
棲

覆
寺
時
代
の
も
の
と
考
え
る
点
で
一
致
し
て
い
る
c

こ
の
点
が
兜
践
毘
沙
門
天
像
、
を
清
涼
寺
創
建
後
の
作
と
考
え
る
松
浦
氏
の
見
解

と
の
主
た
る
相
違
点
と
な
ろ
う
。
そ
れ
で
は
以

で
実
際
に
清
涼
寺
橡
と
四
天
王
橡
の
文
様
や
作
風
を
検
討
し
、
本
稿
の
克
解
を
述

べ
て
み
た
い
。
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資料について

第
二
節

兜
政
毘
沙
門
天
復
の
表
面
観
察
所
見
と
文
様
園
川
子
部
・
お

-
u
-
m
・
2

清
涼
寺
橡
は
東
寺
保
の
模
刻
で
は
あ
る
が
、

っ
か
苓
主
し
て
い
る
。
頭
部
・
背
国
の
腰
か
ら

の
構
造

~'l 

主
勺

4

引
d

ボ
ミ
ん
邸

、
tepzwカふ
H

れ
て
い
る
。

【罷
2
・

m}。
宝
冠
の
縁
取
と
鳳
嵐
・

ιは
裁
金
で
斜
接
子
文
が
描
か
れ
る

人
の
人
物
設
に
は
金
箔
が
押
さ
れ
る
。
甲
習
C
は
漆
箔
と
裁
金
が
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
造
立
当
初
か
ら
の
彩
色
で
あ
る
と

地

罷調査における

考
え
ら
れ
る
。
鼻
孔
や
唇
の
端
に
は
白
土
ら
し
き
名
残
が
あ
る
。
撞
は
肉
眼
で
は
不
分
明
と
な
っ
て
い
る
が
、
赤
外
線
に
よ
っ
て
わ

ず
か
に
輪
郭
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
寺
像
の
臨
は
向
か
っ
て
忘
方
向
を
見
て
い
る
が
、

{
図
赤
外
1
}
。

の
文
様
は
由
来

で
あ
る
。
胴
叩

橡
の
持
国
天
・
増
長
天
橡
に
見

は
上
半
身
に
金
鎖
中

清涼寺兜抜毘沙門天立集の文犠と

ら
れ
る
も
の
と

を
金
箔
り

る
{
関
赤
外

m-M心。

る

胸
当
の

の
縁

半
載
し
た
宝
相
華
{
盟
赤
外
2
}
を
描
く
。
鞠
当
中
心
の
ベ
ル
ト
は
裁
金
で
二
重
縁
の
縁
取
を
撞
く
。

前
楯
は
顔
料
で
縁
に
二
重
の
錠
歯
文
、
内
舗
に
三
つ
の
円
文
(
一
つ
は
半
月
)
を
描
く
。
腔
当
は
中
心
の
ベ
ル
ト
に
金
箔
で

関

赤
外
4
}
を
墨
書
す
る
。
背
罰
{
図
赤
外
5
・
5
}
は
ベ
ン
ガ
ラ
地
に

を
描
く
。
縁
に

.!: 

で

、
}
h
v
 

の

載
し
た
宝
相
華
を
描
く
。

に
は
金
箔
を
押
す
。

門
図
仰
}

ま
延
安
ま
ご
つ
£
り
、

U
主
ヰ
関
ぃ

t
n
L刀
r
v
d
/
「ノ

条
の
火
炎
を
浮
き
彫
り

す
る
。
腰
の
石
帯
は
宝
相
華
を
象
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心

の
吊
り
輪
を
出
し
て
い
る
【
図
赤
外
部
守
護
当
は
粒
子
の
粗
い
塑
土
で
成
形
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
一
部
に
盛
る
の
み
で
、

こ
れ
が
造
立
当
初
の
措
置
で
忘
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
{
園
赤
外
出
}
。

会、
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①
東
寺
像
(
問
自
建
氏
の
所
見
に
基
づ
く
)

(
本
棒
〉

サ
ク
ラ
系
広
葉
樹
材
・
彩
色
・
金
箔

像
表
面
は
に
麻
帯
を
貼
今
、

の
全
部
と
腕
部
の
海
老
議
手
、
沓
の
表
面
な
ど

の

に
彩
色
す
る
。
頭
部
に
は
白
土
地
を
施
す
か
。
金
鎖
甲
は
彫
り
つ
け
と
し
、

そ

(
彩
急
)(

宝
冠
部
)
不
明

〈
面
部
/
肉
身
)
肌
色
、
眼
球
に
鉱
物
質
の
別
材
を
ま
入
す
る
。
(
肩
の
獅
噛
み
と
接
の
苦
食
も
眼
球
に
別
材
)

(
表
甲
/
胸
当
こ
部
に
隷

(
背
面
)
古
色

(
下
甲
/
金
鎖
甲
)
金
箔

(
下
半
身
の
申
縁
取
り
)

縁
地
に

の
文
様

窃
清
議
寺
像
{
図
M
-
お
・
お
・
幻

-
m
-
m
-
ぬ
・
出
・
詑

-mω}

(
本
体
)
【
図
赤
外
1

・
2
・
3
・

4
・
5
・

6
}

カ
ヤ
材
・
彩
色
・
金
箔

像
表
面
は
全
車
に
漆
下
地
を
施
し
、
そ
の
上
に
彩
色
す
る
。
面
部
に
は
邑
土
地
を
施
す
か
。
宝
冠
の
縁
と
金
鎖
甲
全
部
、
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清涼寺克設毘沙門天立像の文様と寺院謂査における新出資料について

腕
部
の
海
老
篭
手
、
下
半
身
の
軍
、
水
閣
の
表
面
な

に
金
箔
を
押
し
、
文
様
を
墨
描
す
る
。
金
鎖
国
e
は
上
半
身
の
み
で

描
し
、
下
半
身
は
小
札
を
糸
で
つ
づ
り
合
わ
せ
る
様
子
を
描
く
。
晃
沙
門
天
頭
部
後
方
に
乾
漆
盛
り
上
げ
、
右
腰
後
寄
ち

鬼
の
頭
髪
に
粒
子
の
粗
い

残
る
。
左
手
先
と
持
物
が
後
補
さ
れ
る
以
外
、

り
上
げ
。
大
炎
を
彫
り
甘
け
た
頭
光
は
当
初
の
も
の
が

と
左
襲
後
寄
り
及
び
足
下
の

に
大
き
な
補
修
は
認
め
ら
れ
ず
、
彩
色
・
金
箔
は
当
初
の
も
の
が
残

る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
彩
色
)(

宝
冠
部
)
縁
と
良
川
形
、
入
物
像
に
金
箔
を
押
し
、
さ
ら
に
冠
表
面

ιは
切
金
で
斜
格
子
文
を
措
く
。

(
麗
部
/
肉
身
)
乳
急
も
し
く
は
白
土
か
。
眼
球
は
彩
色
に
よ
っ
て

は
ほ
ぼ
完
全
に
拭
い
さ
ら
れ
て
お
り
、

れ
る
が
、

左
目
も
不
明
薙
と
な
っ
て
い
る
。

(
耳
建
表
蔀
〉

〈
表
甲
/
胸
当
)
金
諮
搾
し
。
胸
当
て
に
半
裁
さ
れ
た
宝
相
花
文
。
帯
金
の
髭
に
切
金
。

(
北
何
回
〉
赤
地
に
禄
青
に
よ
る
蓮
華
文
。

(
下
甲
/
金
銭
甲
)
金
箔
に
文
様
を
墨
描
。
問
中
八
王
橡
と

め
ら
れ
る
。
{
図
認
}

制
面
の
花
形
の
中
心
に
皮
革
裂
の
つ
ン
グ
が
残
る
。
ま
た
こ
の
亘
近
藤
部
に
釘
の
露
出
が
認
め
ら
れ
る
{
図
お
}

し
た
筆
慢
い

第
三
節

法
諒
寺
像
の
文
様
に
関
す
る
分
析

前
節
で
検
討
し
た
所
見
を
も
と
に
以
下

101 

は
分
析
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。



現
在
ほ
と
ん
ど
素
地
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か

見
え
る
東
寺
諜
は
、
造
立
当
初
は
金
箔
を
多
期
し
た
華
震
な
彩
色
で
あ
っ
た

と

102 

会
ミ

ιコー一一
uuHd

走
者
誤

れ
る
。
全
面
に
布
張
れ
ノ
下
地
を
擁
し
て
い
る
点
は
、
請
宗
寺
像
や
奈
長
国
立
博
物
館
兜
該
毘
沙
門
天
・
立
像
(
以
下
、
特
に
明

し
な
い
か
ぎ
り
は
「
奈
長
博
像
」
と
略
す
)
{
参
考
1
・
2
・
3
・
4
・
5

】

に
見
ら
れ
な
い
処
理

あ
る
。

の

か
ら
判
明
す

る
こ
と
は
、
裁
金
と
金
箔
を
多
用
し
て
い
る
清
諒
寺
橡
の

は
、
か
つ
て
の
東
寺
鎮
の
姿
を
想
ば
せ
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
で
大
き
な
相
違
点
と
し
て
、
東
寺
像
や
奈
良
博
後
{
参
考
1
}
で
は
金
鎖
甲
を
レ
ワ
1
7
と
し
て
表
し
て
い
る

と
に
対
し
、

と
し
て
い
る
点
で
あ
る
{
関
↓
郊
外
1
・

清
涼
寺
像
で
は
上
半
身
は
金
鎖
平
を
、
腰
甲
で
は
小
札
を
緩
り
合
せ
た
様
子
を
い
ず
れ

の
札
の
中
心
に
緩
ハ
ノ
糸
を
し
、
下
か
ら
ょ
に
肉
か
つ
て
際
関
な
く
譲
り
合
せ
る
禄
子
は
、
実
轄
の
桂
隅
?
を
参
考
と
し
た

こ
と
を
推
測
せ
る
が
、
な
ぜ
下
半
身
の
甲
の
み
、
典
拠
と
な
っ
て
い
る
東
寺
像
と
大
き
く
異
な
る
形
式
と
し
て
い
る
か
は
不
暁
で

あ
る
。
ち
な
み
に

の
金
銭
甲
を
淳
き
移
り
と

る
こ
と
な
く
器
描
と
し
て
い
る
点
、
こ
れ
は
東
寺
像
の
模
刻
の
中
で
は
清
涼

に
の
み

め
ら
れ
る
処
現
で
あ
る
。

文
隷
の
細
部
を
彫
り
出
す
こ
と
な
く
搭
き
出
す
と
い
う
手
法
は
、
四
天
王
像
と

す
る
仕
上
げ
{
菌
赤
外
1
・
m
-
M
}
で

あ
り
、
こ
の
点
か
ら
も
こ
の

の
制
作
年
代
と
造
形
感
覚
に
は
近
し
い
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。

側

ι石
帯
か

さ
ら
に
清
涼
寺
像
で
注
目
す
べ
き
は
腰
申
の
一
部
に
郎
総
理
の
粗
い
官
盛
れ
ノ
上
げ
て
い
る
こ
と
{
間
赤
泊
}

し
た
鐙
状
の
部
品
が
見
え
る
が
、
こ
の
部
世
と
そ
の
田
辺
に
塑
土
が
岡
市
い
ら
れ
て
い
る
。

で
あ
る
。
襲
の
両

の
粗
い
灰
白
色

の
土
は

の
仕
上
げ
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
処
置
が
い
つ
頃
施
さ
れ
た
も
の
か
は
さ
ら
に
検
討
さ
れ
ね

ば
成
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
今
語
観
察
で
き
た
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
塑
士
は
造
立
当
初
に
措
か
れ
た
と
忠
わ
れ
る
腰
甲
の
撞
物
文
の

に
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
部
位
に
後
世
大
き
く
惨
理
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
造
立
当
初
か
ら
の
仕
上
げ
で
あ
る
可
能
註
が

高
い
。
今
回
の
調
査
で
は
修
理
の
痕
跡
ら
し
き
も
の
を
岡
部
設
か
ら
検
出
で
き
な
か
っ
た
が
、
現
状
で
は
明
確
な
判
離
を
下
す
に
は



け
に
乏
し
い
。
平
安
時
代
に
も
主
に
奈
良
地
方
の
木
彫
仏
で
は
塑
土
を
鵠
助
的
に
使
用
し
て
い
る
例
が

さ
れ
て
い
る
た
め
、

造
立
当
初
の
処
置
で
あ
る
可
能
性

方
で
後
世
鯵
理
の
際
に
苛
わ
れ
た
処
置
で
あ
る
可
能
性
に
関
し
て
も
保
留

で
き
な
い
。

j毒諒寺兜蹴毘沙門天立後の文操と寺院調査における新出資料につい

し
て
お
き
た
い
。

た
、
石
苦
の
飾
石
部
分

ι皮
革
製
の
リ
ン
グ
が
残
っ
て
い
る
様
子
が
認
め
ら
れ
る
{
密
赤
外
日
で
こ
れ
は
両
腰
に
二
錨
所
に

か
つ
て
剣
の
よ
う
な
も
の
を
腰
よ
り
吊
る
す
た
め
広
、
そ
の
吊
革
を
懸
け
る
支
持

の
付
近
に
は
鉄
製
の
和
釘
の
頭
部
と
考
え
ら
れ
る
小
さ
な
金
羅
棒
が
露
出
し

わ
た
っ
て
薙
諒
さ
れ
る
。
そ
の
用
途
と
し
て
は
、

と
し
て
使
わ
れ
た
可
能
性

い
。
ま
た

い
る
。

あ
る
い
は
腰
か
ら
吊
る
し
た
剣
を
休
部
に
届
定
す
る
た
め
の
処
置
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
兜
政
毘
沙
門
天
の
図
橡
の
中
に
は
鰹
に

長
剣
を
楓
く
も
の
が
あ
れ
ソ
、
清
涼
寺
後
の

に
見
え
る
こ
の
部
位
は
そ
の
よ
う
な
用
途
が
想
像
さ
れ
る
。

ら
し
き
顔
料
に
よ
っ
て
葉
と

の
結
い
植
物
文
が
描
か
れ
る
。
文
様
単
位
の
中
に
蓮
華
の
花
と

に
、
背
面
に
は
赤
地
に

葉
を
鶴
田
よ
り
撞
い
た
も
の
が
あ
る
た
め
、

一
応
蓮
華
文
様
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
際
の
蓮

ιは
見
ら
れ
な
い

や
細
長
い

葉
が
伸
び
て
い
る
様
子
も
認
め
ら
れ
、
単
な
る
蓮
華
文
で
は
な
く
、

な
い
が
、
茎
と
葉
の
細
い
植
物
文
は
接
甲
に
も
誌
か
れ
て
お
り

J

、

一
種
の
宝
桔
華
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
在
は
措
か
れ
て
い

さ
れ
る
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
四
天
王
畿
に
見
ら
れ
る
植
物
文
は
奈
良
・
平
安
時
代
に
一
般
的
な
宝
相
華
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
兜
践
毘
沙

門
天
像
の
腰
申
と
脊
面
に
描
か
れ
た
描
物
文
は
類
例
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
議
官
の
修
理

際
し
て
描
か
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

iJ; 

に
は
奈
良
時
北
弘
来
伝
説
話
な
半
裁
さ
れ
た
パ
ル
メ
ッ
ト
文
に
よ
る
縁
取
り
が
搭
か
れ
て
お
ち
、
少
な
く
と
も
脊
面
に
隈

っ
て
は

の
状
態
を
よ
く
留
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
消
諒
寺
兜
践
毘
沙
門
天
橡
に
み
と
め
ら
れ

る
持
接
的
な
植
物
文
の
起
、
諒
と
し
て
は
、
車
(
拠
と
な
っ
た
東
寺
型
政
毘
沙
門
天
龍
に
施
さ
れ
て
い
た
文
禄
に
倣
っ
て
い
る
可
能
性
が

た
い
。
東
寺
像
の
こ
の
部
位
に
お
け
る
文
様
に
関
し
て
は
、
彰
色
の
剥
落
や
後
世
の
大
規
模
な
修
理
に
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あ
る
こ
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を
指
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し
て
お



図24 兜蹴毘沙門天笠像・清涼寺

関26 [苛背冨
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議涼寺兎按毘沙門天立{象の文謙と寺院調査における新出資料について

冨29 問頭光
図27 再頭部

10う



関30 石帯の革製品ち輪

罷31 s要甲

図33 s要甲の釘
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清涼寺兜駿毘沙問 の文壊と寺院調査における新出資料嘆について

参考3 富部

参考4 I司面部左側面

参考 1 克設毘沙門天像

-奈長盟友博物館

参考 2 向背



間赤外線1 克毅毘沙門天像襟元

図赤外線4 鮭 当

間若手外線2 間縄平の縁

国赤外線5 背平の壊物文

国葬外報3 前 楯
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よ
っ
て
確
認
し
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
が
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
の
こ

と
し
て
東
寺
橡
の
二
一

れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

清涼寺兜践毘沙門天立{象の文様と寺院議査における新出資料について

世
紀
頃
に
お
け
る
模
刻
と
考
え
ら
れ
る
奈
良
捧
壊
の
図
版
{
参
考
1
・
2
・
3
・
4
・
5
}
を
許
載
し
て
お
く
が
、
管
見
で
は

寺
像
に

め
ら
れ
た
文
様
宏
観
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

第
四
箭

四

王
像
の
表
部
観
察
所
見
と
文
様

四
天
王
震
は
両
脇
と
背
面
に
い
ず
れ
も
大
き
く
鯵
理
の
手
が
入
っ
て
お
り
、
文
様
を
検
出
す
る

も
に
甲
上
胃
の
札
の
形
式
を
変
え
る
こ
と
で
、
群
像
と
し
て
の
表
現
が
単
調
に
揺
る
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
金
箔
の
よ
か
ら
札
を
綴
り

と
は
で
き
な
か
っ
た
。
西
撃
と

の
文
様
咋
そ
の
運
筆
が

る
こ
と
は
、
先
に
見
た
兜
裁
毘
沙
門
天
像
の
文
隷
と
非
常
に
類
似
す
る
処
理
で
あ
る

G

ま
た
各
札

は
り
兜
践
毘
沙
門
天
像
の
も
の
と
酷
似
し
て
お
り
、
こ
の
両
者
の
彩
色
を
行
っ
た
人
物
が
向
系
統
の
技
術

糸
に
い
た
る
ま
で
了
箪
に

に
.. v

・
ハ
Y
A順
守

ト

山

、

τ

2

4

1

1
必
蜘

J
aん

儒
面
じ
は
宝
珠
{
悶
赤
外
9

・
ロ
・
日
}
、
が
撞
か
れ
て
い
る
。

{
図
赤
外
8
・

の
文
様
は
い
ず
れ
も
甲
警
の
文
様
と
比
較
す
る

を
有
し
て
い
た

に
は
そ
れ
ぞ
れ
漆
活
を
施
し
た
後
、
正
面
に
荒
い
筆
致
で

と
を
予
想

ぜ
る
。
ま

と
大
胆
な
筆
致
を
呈
す
る
こ
と
が
持
徴
で
あ
る
。

一
見
す
る
と
何
の
文
様
も
施
さ
れ
て
い
な
い
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

組
ご
と

に
少
し
ず
つ
蓮
華
文
と
宝
珠
の
形
式
に
変
化
を
つ
け
る
と
い
う
細
や
か
な
配
患
が
な
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代

ιは
こ
の
よ
う
な

見
す
る
と
無
文
の
宝
冠
は
類
部
が
多
い
が
、
そ
れ
ら
も
本
来
は
彩
色
で
伺
ら
か
の
文
隷
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
脇
腹
・

れ
た
援
物
文
の
形
式
は
平
安
時
代
に
遡
る
吉
様
{
図
赤
外
日
・
部
】
奮
を
示
し
て
お
り
、
造
立
当
初
の
文
様
、
と
考
え

が
確
認
さ
れ
る
が
、
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
多
開
天
像
{
関
赤
外

u
・
5
・

腰
甲
や
震
に

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
面
部
は
、
四
腕
と
も
自
目
と

初
}
で
'
あ
る
。
宝
冠
下
部
か
ら
覗
く
地
髪
の

の
一
部
に
は
毛
筋
を
表
す
絞
金
を
置
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
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と
口
髭
で



れ
ら
も
当
初
は
同
様
の
処
置
が

さ
れ
て

{
図
赤
外
お
・
幻

-m}。
他
の
三
軽
か
ら
は
今
回
越
金
を
薙
認
で
、
会
切
な
か
っ
た
が
、

し、

も
の
で
あ
ろ
う
。

①
持
田
天
像
{
昌
弘
】
{
図
中
部
外
7
・
8
・
G・

M-m】

そ
ら
く
蓮
華
文
官
墨
諾
す
る
。

下
地
は
金
箔
と
し
、

段
に
大
き
く
一
一
一
つ
の
火
炎
宝
珠
、
下
段
に
報
い
筆
致
で

で
火
炎
宝
珠
を
一
つ
描
く
。
{
間
赤
外
7
}

左
お
の
山
部
に
誌
や
は
り
程
い

2関

下
地
は
金
詰
と
し
、
金
銭
甲
を
墨
搭
す
る
。
【
図
赤
外
9
}

つ
づ
れ
ソ
糸
は
謹
認
さ
れ
な
い
。
腰
の

は
顔
料
で
描
か
れ
、
男
閣
に

申

i要

宝
相
華
を
措
い
た
小
札
を
並
べ
る
の

相
華
を
表
す
。
{
関
赤
外
お
】

甲

②
増
長
天
像
{
園
出
}
{
留
赤
外
日
・
ロ
・
日
】

(
宝
冠
部
)

下
地
は
金
箔
と
す
る
。
正
面
部
は
文
様
の
保
存
状
態
が
悪
く
、
左
右
の
山
部

ιは
三
つ
の
火
炎
宝
珠
が
確
認

れ

る
。
{
図
赤
外
日
】

月間

下
地
は
金
落
と
し
、
宝
相
花
を
描
い
た
小
札
を
並
べ
る
。
花
文
部
に
は
頭
科
で
彩
色
が
施
さ
れ
る
。
{
図
赤
外
ロ
}

と
し
、
金
銭
平
を
墨
描
す
る
。
{
図
赤
外
竹
山
}

甲

目要

下
地
は

③
広
詰
天
綾
【
図
お
〕
{
図
赤
外
M
H
'

日

-
M
-
げ
}

(
宝
冠
部
)

下
地
は
金
箔
と
し
、
上
段
に
大
き
く
一
二
つ
の
宝
珠
を
描
く
。
下
段
に
は

ら
し
き
痕
跡
が
み
と
め
ら
れ
る
が
、

文
裁
の
全
体
は
確
認
で
き
な
い
。
{
図
赤
外
U
H

・日】

2馬

下
地
は
金
箔
と
し
、
亀
甲
型
の

ね
て
墨
描
す
る
。
金
銭
甲
内
は
花
文
を
あ
し
ら
い
、
周
聞
に

鎖
甲
を
三

甲鎮
料
を
重
ね
る
。
{
図
赤
外
諸
}
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i膏涼寺子兜践毘沙門天裂の文隷と寺院調査における新出資料につい

留事外親7 宝冠前面

間34 持国天イ象・

i盟赤外線8 宝思右側面

出赤外線10 親甲の小札 図赤外線9 上半身の金鎖申
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菌35 増長天{象・清涼寺

陸恭外線12 上半身の甲曹小札

間赤外線13 腰 甲
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請涼寺抱蹴毘沙門天立像の文様と寺院調査における新出資料につい

扇36 広目天像・清;京寺

関恭外線15 左側面

関部外親17 腕甲の小札 関手タ主義16 上半身の甲骨小札
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図37 多開天像・清涼寺

国主幹外線21 口ヒゲの裁金@ 図主幹外報20 日ヒゲの裁金①
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清涼寺兜政見沙門天立像の文様と寺院調査における新出資料について

図赤外線25 腰甲の小札と唐草文 図赤外線22 宝冠左側面

図赤外線26 左膝の亀甲文 図赤外線23 上半身の甲胃小札

図赤外線24 胴甲の小札
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腰

下
地
は
金
箔
と
し
、
多
角
形
の
小
札

か
ら
下
に
向
か
っ
て
並
べ
て

す
る
。
裾
部
の
縁
故
り
は
切
り
金
で
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亀
甲
文
を
施
す
。
{
悶
赤
外
口
】

②
多
聞
天
像
【
国
幻
}
{
図
意
外
回

-
m
w
-
m
-
n
-
n
・
ぉ
・

M
・
お
・
お
}

(
宝
冠
部
)

下
地
は
金
箔
と
し
、
上
段

ιお
そ
ら
く
二
一
つ
の
火
炎
宝
珠
、
下
段
に
蓮
華
文
を
表
す
。
左
志
の
山
部
に
一
つ
の
火

炎
宝
珠
を
表
す
。
{
図
赤
外
開
}

宝
冠
下
部
に
除
く
髪
と
口
髭
、
顎
類
の
毛
篇
に
切
れ
ノ
金
を
撞
す
。
{
留
赤
外

ω
-
m
-
n
}

面

部〉

1同

甲

下
地
は
金
箔
と
し
、
羽
毛
上
の
小
札
を
交
互
に
並
べ
、

X
字
状
の
つ
づ
り
糸
で
つ
な
ぐ
隷
子
を
墨
搭
す
る
。
【
図

戸沢
'
J
?

っω
'

つU
'

A
吐
4

4
ガハ

bj/円
4

.

つU
.

今

''ω
蜘

2奈

部
)

亀
甲
文
の
中
に
花
文
を
描
い
た
物
を
並
べ
る
。
{
関
赤
外
お
}

結
び
に
代
え
て

本
稿
は
資
料
紹
介
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、

渚
涼
寺
木
造
兜
践
毘
沙
門
天
立
橡
と
四
天
王
像
の
文
様
に
つ
い
て
し
に
関

し
て
は
研
究
ノ
ー
ト
に
近
い
形
式
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
最
設
に
観
察
所
見
か
ら
得
ら
れ
た
事
実
に
つ
い
て
怠
見
を
述
べ
て
お
き

n

d

、o

J
h
v
u
 

清
涼
寺
橡
の
造
立
年
代
に

世
紀
の
溝
諜
寺
創
建
期
の
も
の
と
す

つ
の
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
今
回
報
告
し
た
所
見
で
は
文
様
・
作
風
形
式
か
ら
棲
霞
寺
詣
来
の
可
龍
性
が
撞
め
て
高
い
四

し
て
は
先
述
の
よ
う
に
接
援
寺
由
来
の
も
の
と
す
る
説
と

る天
王
畿
に
描
か
れ
た
文
様
、
こ
と
に
甲
胃
の
札
を
描
く
墨
線
の
語
法
が
渚
掠
寺
像
と
酷
似
し
て
い
る
点
が
住
目
さ
れ
る
。
清
涼
寺
後



に
は
背
甲
の
縁

ι半
裁
さ
れ
た
古
様
な
パ
ル
メ
ッ
ト
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
と
許
せ
て
、
こ
の

の
製
作
年
代
は
近
接
し
て
い
る

j青涼寺兜毅晃沙問夫立像の文雄と寺院調査における新出資料について

可
能
性
が
高
い
。

ま
た
四
天
王
後
は
文
様
の
み
で
た
く
伊
東
氏
が
指
擁
さ
れ
る
よ
う
に
仁
和
寺
二
天
像
な
ど
と
も
共
通
す
る
、

一
O
世
紀
頃
の
京
都

っ
た
力
強
い
作
風
を
示
し
て
お
り
、
製
作
年
代
は

の
創
建
に
近
い
時
期

に
お
け
る
西
天
王
像
の
特
畿
と
い
う
べ
き
す
の

が
予
想
さ
れ
る
。

今
回
の
報
告
は

X
線
に
よ
る
内
部
講
造
の
観
察
な

は
異
な
っ
て
い
な
い
た
め
、
肉
眼
と
赤
外
線
を
酔
用
し
た
表
面
観
察
所
見

と
ど
ま
る
と
い
う
限
界
が
事
在
す
る
こ
と
は
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
限
界
を
踏
ま
え
な
が
ら
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
所
見
か
ら

は
、
西
天
王
像
と
彩
色
と
文
様
の
描
法
が
よ
く
類
似
す
る
清
涼
寺
兜
蹴
毘
沙
門
天
立
像
は
九
世
紀
末
か
ら

。
世
紀
に
か
け
て
、
壊

か
ら
さ
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
時
期
に
造
立
さ
れ
た
可
龍
性
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
結
論
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、
渚
涼
中
市
u
像
は
奈
良
博
像
を
は
る
か
に
遡
っ
て
、
東
寺
畿
が
請
来
さ
れ
て
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
の
関
に

模
刻
さ
れ
た

と
と
な
り
、
現
状
で
元
の
彩
色
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
東
寺
後
の
、

か
つ
て
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
作

と
が
知
ら
れ
な
が
ら
厳
密
な
製
作
年
代
さ
え
不
明
確
な
清
涼
寺
像
に

例
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
従
来
、
名
品
で
あ
る

関
し
て
、
改
め
て
そ
の
意
義
が
間
い

れ
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

議
注

〈

1
)

伊

東

史

揺

吋

日

本

の

美

議

器

入

平

安

時

代

後

期

の

彫

刻

恥

一

0
0
自
年
)

伊
東
史
朗
「
附
弥
詑
知
来
畿
大
阪
・
法
違
寺
議

L
t平
安
時
代
影
刻
史
の
研
究
』
名
古
屋
大
学
出
瓶
会
)

(
日
本
美
築
史
』

4

東

京

大

学

出

張

会

。

五

年

)

奥
健
夫
「
生
身
仏
謀
略
4

闘
い
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(
3
)
 

〈

4
)

(
5
)
 

(
7
)
 

吋
南
北
朝
時
代
の
仏
橡
』
(
至
文
堂

0
0七
年
)

9

正
覚
段
像
と
の
類
似
空
間
向
井
芳
誰
氏
の
調
教
示
に
よ
る
。

「
護
織
清
涼
寺
史
平
安
朝
議
」
(
吋
塚
本
善
睦
著
作
集
』
七
九
七
五
年
)

118 

松
浦
正
昭
「
毘
沙
門
天
法
の
請
来
と
羅
域
内
安
震
」
(
『
美
議
研
究
』
三
七

O
号

九

九

八

年

)

関
田
健
「
東
寺
毘
沙
門
天
諜
l

羅
城
門
安
置
説
主
連
立
問
題
に
関
す
る
考
察
i

」
(
『
美
術
冊
究
』
一
一
一
七

0
・

九
年
〉

吋
大
正
新
鯵
大
蔵
経
』
七
八
・

七
一
号

九
九
八
・
九

(
8
)
 

。
九
・
恥

四
七
九

関
版
出
典

本
稿
中
に
お
い
て
使
用
さ
れ
寸
い
る
図
抜
は
、
欝
教
大
学
ア

整
構
事
業
(
平
成

j
平
或
M
M
F

に
よ
る
議
助
金
の

ア
宗
教
文
化
情
報
辞
究
所
が
文
部
軒
学
省
オ
i
ブ
ン
ぉ
ワ
サ
i
チ
・
セ
ン
タ
ー

と
し
て
調
査
研
究
計
画
を
実
施
し
た
成
果
の
一

あ
る
。

最
後
に
、
本
務
執
筆
に
あ
た
り
ま
し
て
は
資
料
調
査
・
国
販
の
掲
載
を
揚
許
可
い
た
だ
し
た
渚
涼
場
調
住
職
鵜
鯖
光
品
錦
を
は
じ
め

の
皆
様
、
総
本
山
知
思
院
文
化
財
保
存
局
の
皆
様
よ
り
嗣
一
埠
窓
を
賜
り
ま
し
た
。
ま
た
資
料
調
査
と
赤
外
報
写
真
撒
影
に
あ
た
り
ま
し
て
は
沢
野

謀
説
氏
(
自
進
市
器
埼
域
記
念
館
副
舘
長
な
ら
び
に
僻
教
大
学
ア
ジ
ア
宗
教
文
化
清
報
暗
究
所
学
外
研
究
員
)
・
出
西
泰
生
悉
(
悌
教
大
学
大
学
院

博
士
課
粧
て
調
査
所
見
に
関
し
ま
し
て
は
高
井
芳
雄
氏
〈
京
都
魁
文
化
前
鯵
現
所
〉
、
写
真
撞
影
に
為
た
り
ま
し
て
は
出
水
信
明
氏
〈
唆
像
工
一
男
出

水
了
松
田
健
志
君
他
、
多
く
の
皆
様
の
御
協
力
を
賜
り
ま
し
た
む
末
尾
な
が
ら
こ
の
場
を
街
告
り
い
し
ま
し
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
ま

ま
こ
と
に
あ
り
が
主
ざ
い
ま
し
た
。


