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わ
が
国
古
来
の
彫
刻
と
い
え
ば
殆
ど
皆
仏
像
で
あ
る
。
記
紀
上
代
の
神
々
の
豊
富
な
物
語
は
ま
る
で
彫

刻
の
対
象
と
な
ら
な
か
っ
た
。
藤
原
期
に
及
ん
で
神
像
と
い
う
も
の
が
相
当
に
作
ら
れ
た
が
遂
に
大
勢
を

成
す
に
至
ら
な
か
っ
た
。
（
大
黒
天
は
大
己
貴
命
だ
と
世
上
で
い
う
の
は
俗
説
で
あ
る
。
）
こ
の
点
、
オ

リ
ム
ポ
ス
の
神
々
が
ギ
リ
シ
ヤ
彫
刻
に
豊
饒
な
人
間
的
資
材
を
提
供
し
て
い
た
西
欧
の
事
情
と
は
大
に
違

う
。
仏
像
は
仏
典
に
よ
っ
て
指
示
せ
ら
れ
た
超
人
間
的
霊
体
の
顕
現
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
第
一
の
条
件
と

し
て
人
間
臭
さ
か
ら
超
脱
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
性
の
観
念
を
断
絶
し
た
中
性
と
し
て
す
べ
て
扱
わ

れ
た
。
イ
ン
ド
に
於
い
て
は
大
自
在
天
は
男
性
の
中
の
男
性
で
、
そ
の
精
舎
の
中
に
は
常
に
天
根
を
祀
っ

て
い
た
ほ
ど
で
あ
る
が
、
支
那
を
経
て
日
本
に
渡
来
し
た
仏
教
、
日
本
民
族
に
よ
っ
て
敬
虔
に
受
け
入
れ

ら
れ
た
仏
教
に
は
既
に
そ
う
い
う
観
念
が
き
れ
い
に
浄
め
ら
れ
て
い
て
、
日
本
独
自
の
清
浄
性
が
逆
に
仏

教
を
も
そ
の
清
ら
か
な
面
に
於
い
て
の
み
許
し
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
於
い
て
は
釈
迦
は
一
個
の
人
格

で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
に
於
い
て
は
釈
迦
牟
尼
は
絶
対
に
仏
で
あ
っ
て
人
格
で
は
な
か
っ
た
。

ま
し
て
そ
の
教
義
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
諸
仏
諸
菩
薩
諸
天
の
類
は
、
人
間
の
形
態
を
仮
り
て
こ
そ
居
れ
、

悉こと
ご
と
く
或
る
抽
象
観
念
の
具
現
に
外
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
着
衣
服
飾
の
如
き
も
皆
異
国
の
風
俗
で
あ
っ
て
、

日
本
人
日
常
の
触
目
と
は
ま
る
で
か
け
離
れ
て
居
り
、
ま
す
ま
す
そ
の
超
人
間
的
様
相
を
あ
つ
く
し
た
。
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四
天
王
や
十
二
神
将
の
よ
う
な
も
の
で
も
、
イ
ン
ド
あ
た
り
な
ら
ば
、
ど
こ
か
で
見
た
事
も
あ
る
よ
う
な

甲
冑
を
着
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
た
だ
何
処
か
知
ら
な
い
霊
界
に
於
け
る
仏
教
護
勇
の
役
に

任
ず
る
大
力
の
理
想
的
荘
厳
と
し
て
し
か
観
ら
れ
な
か
っ
た
。
螺
髪
ら
ほ
つ
は
も
と
も
と
熱
帯
地
方
の
あ
の
ち
ぢ

れ
毛
の
写
実
か
ら
起
っ
た
彫
刻
的
様
式
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
が
、
日
本
で
は
そ
う
い
う
意
味
を
全
部
喪

失
し
て
、
た
だ
希
有
珍
重
な
不
思
議
と
し
て
の
み
あ
が
め
ら
れ
た
。
イ
ン
ド
に
於
い
て
は
今
日
で
も
眉
間

に
宝
玉
を
入
れ
て
い
る
女
性
を
見
か
け
る
。
日
本
人
の
観
る
仏
像
の
白
毫
は
た
だ
白
毫
光
の
象
徴
と
し
て

存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
日
本
古
来
の
彫
刻
は
た
だ
仏
門
の
た
め
に
の
み
あ
っ
た
観
が
あ
る
。
彫
刻
の
技
法
が
も
と
も
と
仏
教
に

随
伴
し
て
輸
入
さ
れ
、
彫
刻
家
と
は
即
ち
僧
侶
で
あ
り
、
或
あ
る
いは
僧
門
の
人
で
あ
り
、
後
世
専
門
的
彫
刻
家

が
輩
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
皆 

所  
謂 

い
わ
ゆ
る

大
仏
師
で
あ
っ
て
、
定
朝
以
来
皆
法
印
、
法
眼
、
法
橋
の
よ
う

な 

僧  

綱 

そ
う
ご
う

を
持
し
て
い
た
。
明
治
維
新
の
頃
ま
で
も
そ
れ
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
彫
刻
家

は
仏
閣
の
関
係
無
し
に
は
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
。
こ
の
豊
富
な
天
然
自
然
に
囲
ま
れ
て
居
な
が
ら
、
ど

う
し
て
そ
の
造
型
本
能
が
生
物
と
し
て
の
人
間
動
物
の
類
に
解
放
せ
ら
れ
な
か
っ
た
か
。
古
代
以
来
の
風

俗
す
ら
長
い
間
彫
刻
家
の
眼
か
ら
は
見
は
な
さ
れ
て
い
た
。
徳
川
時
代
に
な
っ
て
風
俗
人
物
が
作
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
も
そ
れ
は
純
粋
な
彫
刻
と
し
て
よ
り
も
人
形
と
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
も
と
よ
り
大
仏
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師
の
手
に
成
る
も
の
で
は
な
く
て
巷
間
の
人
形
師
の
作
る
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
古
代
の
仏
像
造
顕
の
絶

大
な
勢
力
が
日
本
彫
刻
の
性
質
を
千
数
百
年
に
亙
っ
て
決
定
し
た
。
芸
術
上
の
形
式
と
伝
習
と
が
人
間
の

審
美
性
の
方
向
を
左
右
す
る
圧
力
の
大
な
る
に
驚
く
外
は
な
い
。
つ
ま
り
人
は
そ
の
与
え
ら
れ
た
形
式
以

外
の
眼
を
以
て
自
然
を
観
る
事
が
出
来
ず
、
出
来
て
も
そ
れ
を
再
現
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
不
文
律

を
心
の
中
に
つ
く
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
日
本
古
来
の
彫
刻
を
概
観
す
る
時
、
そ
の
精
神
的
な
崇
高
さ
に
心
打
た
れ
る
と
同

時
に
、
ま
た
あ
ま
り
に
仏
像
ば
か
り
な
の
に
驚
く
の
も
是
非
な
い
こ
と
で
あ
る
。
喜
怒
哀
楽
を
持
つ
生
き

た
わ
れ
わ
れ
凡
夫
ぼ
ん
ぷ
の
美
を
そ
の
中
に
見
る
こ
と
の
尠
す
く
ない
の
を
嘆
ず
る
の
も
已や
む
を
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は

斯
か
る
種
類
の
美
を
わ
ず
か
に
中
世
に
於
け
る
能
面
彫
刻
に
見
て
渇
を
医いや
す
の
で
あ
る
が
、
幸
に
日
本
彫

刻
の
伝
統
の
中
に
肖
像
彫
刻
の
一
目
が
あ
っ
て
、
天
平
以
来
彫
刻
と
人
間
と
の
つ
な
が
り
を
と
も
か
く
も

保
持
し
て
い
る
。

　
人
間
と
の
つ
な
が
り
と
言
っ
て
も
、
古
代
に
於
い
て
は
も
と
よ
り
凡
夫
の
像
で
は
な
く
、
宗
祖
と
か
開

基
と
か
、
い
ず
れ
も
高
徳
名
智
識
の
像
で
あ
り
、
従
っ
て
半
ば
仏
像
に
準
ず
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

礼
拝
の
対
象
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
相
貌
風
姿
も
、
彫
刻
様
式
も
ほ
ぼ
仏
像
に
拠
る
手
法
で
造
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
耳
朶
の
如
き
も
大
抵
仏
像
に
見
る
よ
う
に
長
大
に
造
ら
れ
、
着
衣
の
衣
文
も
仏
像
の
衣
文
に
近
く
、
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決
し
て
有
り
の
ま
ま
の
肖
像
的
理
念
に
よ
っ
て
出
来
た
も
の
で
は
な
い
。
自
然
界
に
眼
の
開
け
て
来
た
鎌

倉
時
代
に
及
ん
で
か
な
り
写
実
的
傾
向
を
加
え
、
庶
民
勢
力
の
増
大
し
た
徳
川
期
に
な
る
と
、
地
方
の
庄

屋
様
で
も
ど
う
か
す
る
と
木
像
を
作
ら
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
で
も
彫
刻
様
式

の
上
で
は
古
来
の
仏
像
彫
刻
の
伝
習
か
ら
全
く
逸
脱
し
て
い
る
も
の
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。
こ
の
延
長

が
明
治
時
代
に
於
け
る
西
郷
隆
盛
の
銅
像
で
あ
る
。
上
野
に
立
っ
て
い
る
あ
の
銅
像
は
ま
っ
た
く
仏
像
彫

刻
の
技
法
の
一
転
し
た
木
彫
様
式
の
写
実
で
あ
っ
て
、
恐
ら
く
斯か
か
る
様
式
の
最
後
を
な
す
も
の
と
言
え

よ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
あ
の
銅
像
は
甚
は
な
はだ
興
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
い
う
観
点
か
ら
日
本
古
来
の
肖
像
彫
刻
の
中
の
三
四
に
つ
い
て
そ
の
技
法
の
推
移
を
考
え
て
み
よ

う
。

　
法
隆
寺
夢
殿
の
観
世
音
菩
薩
立
像
が
聖
徳
太
子
等
身
の
像
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
長
い
間
厳
重
な
秘
仏
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
著
名
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
意
味
に
と
っ
て
い
い
か
ど
う
か
分
ら
な
い
。

や
は
り
こ
れ
は
救
世
観
世
音
菩
薩
と
し
て
仰
ぎ
見
た
い
。

　
日
本
の
肖
像
彫
刻
を
考
え
る
時
誰
で
も
い
ち
ば
ん
最
初
に
頭
に
出
て
来
る
の
は
奈
良
朝
に
於
け
る
唐
招

提
寺
の 

鑑  

真 

が
ん
じ
ん

大
和
上
の
坐
像
で
あ
ろ
う
。
有
名
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
日
本
に
現
存
す
る
肖
像

彫
刻
中
の
傑
作
と
し
て
無
二
の
質
を
具
え
て
い
る
。
こ
れ
は
鑑
真
が
唐
か
ら
六
回
も
企
て
た
渡
航
で
、
し
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か
も
船
中
で
失
明
す
る
ほ
ど
の
苦
難
を
経
て
日
本
に
来
た
時
の
百
八
十
幾
人
か
の
随
伴
者
の
中
の
思
託
し
た
く
と

い
う
唐
僧
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
当
時
の
唐
に
於
け
る
彫
刻
技
法
を
そ
の
ま
ま
用
い
た
も
の
で
あ

る
事
に
疑
い
は
な
い
。 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

脱
沙  

夾    

紵  

き
ょ
う
ち
ょ

法
に
成
る
も
の
で
、
今
日
普
通
に 

脱 

乾 

漆 

だ
つ
か
ん
し
つ
と
呼
ば
れ
て

い
る
。
（
こ
の
像
を
紙
の
張
子
製
だ
と
い
う
説
が
一
時
行
わ
れ
た
が
、
や
は
り
そ
う
で
な
く
、
純
粋
な
夾

紵
像
で
あ
る
そ
う
だ
。
）

　
日
夜
大
和
上
に
随
従
し
て
い
た
者
の
作
と
確
か
に
う
な
ず
け
る
彫
刻
的
な
自
然
さ
が
あ
り
、
こ
の
つ
つ

ま
し
い
、
寂
し
い
、
し
か
も
深
い
、
そ
し
て
あ
た
た
か
い
高
僧
の
魂
が
そ
の
ま
ま
姿
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ

た
よ
う
な
美
し
さ
が
あ
る
。
出
し
ゃ
ば
ら
ず
、
し
か
も
気
力
に
満
ち
、
瞑
目
の
ま
ま
静
か
に
趺
坐
し
て
両

掌
を
膝
に
組
む
こ
の
質
素
極
ま
る
風
姿
は
、
実
に
戒
律
授
伝
の
大
徳
さ
な
が
ら
で
あ
る
と
思
わ
し
め
る
。

面
貌
の
表
現
に
些
の
誇
張
も
な
く
、
肉
づ
け
お
だ
や
か
で
無
駄
が
無
い
。
全
体
と
し
て
何
処
に
も
目
立
つ

よ
う
な
と
こ
ろ
が
無
く
地
味
で
、
し
か
も 
惻  
々 
そ
く
そ
く

と
し
て
人
に
迫
っ
て
来
る
力
を
感
ず
る
。
作
者
は
凡
手

で
な
い
。
斯こ
う
い
う
特
質
が
斯
く
も
十
全
に
表
現
せ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
作
者
が
漆
と
布
と
い
う
彫
刻
の

素
材
の
精
神
を
よ
く
会
得
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
あ
ら
か
じ
め
泥
沙
で
こ
の
像
を
造
り
、
そ
れ
が
乾
い

て
か
ら
上
に
漆
で
布
を
貼
り
、
幾
度
か
乾
か
し
て
は
ま
た
布
を
貼
り
な
が
ら
、
多
分
竹
箆
の
よ
う
な
も
の

を
使
っ
て
木
屑
こ
く
そ
で
顔
面
の
肉
づ
け
な
り
、
衲
衣
の
う
え
の
衣
文
な
り
を
形
づ
く
っ
て
ゆ
く
方
法
で
あ
る
か
ら
、
塑
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像
の
よ
う
に
自
由
は
き
か
ず
、
木
型
や
蝋
型
の
よ
う
に
飛
び
離
れ
た
凹
凸
も
む
つ
か
し
く
、
言
わ
ば
地
肌

に
沿
っ
て
し
っ
と
り
と
フ
ォ
ル
ム
を
き
め
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
技
法
が
こ
の
肖
像
の
表
現
に
遺
憾
な

く
適
確
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
芸
術
家
の
良
知
で
あ
る
。
他
の
如
何
な
る
素
材
に
よ
っ
て
も
表
現
し

得
な
い
も
の
が
此
処
に
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
。
鑿
で
木
を
刻
ん
だ
の
で
は
こ
の
隅
々
の
模
糊
と
し
た
味
い

は
出
ず
、
ま
し
て
ブ
ロ
ン
ズ
で
は
こ
の
ぽ
っ
か
り
し
た
や
わ
ら
か
さ
が
出
な
い
。
彫
刻
と
素
材
と
の
関
係

を
こ
れ
ほ
ど
生
か
し
た
作
も
珍
ら
し
い
の
で
あ
る
。
素
材
の
弱
点
短
所
を
直
ち
に
そ
の
ま
ま
長
所
と
し
て

し
ま
う
の
が
秘
訣
で
あ
る
よ
う
だ
。
彫
刻
に
限
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
に
於
い
て
こ
れ
は
真
理
で
あ
る
よ

う
で
あ
る
。

　
こ
の 

鑑  

真 

が
ん
じ
ん

和
尚
に
も
う
少
し
動
き
を
与
え
た
の
が
法
隆
寺
夢
殿
に
あ
る
そ
の
創
建
者  

行    

信  

ぎ
ょ
う
し
ん

僧
都

の
木
骨  

夾    

紵  

き
ょ
う
ち
ょ

像
で
あ
る
。
如
何
に
も
傑
物
ら
し
い
風
格
が
闊
達
に
出
て
い
る
。
材
料
の
麻
布
を
巧
み

に
利
用
し
て
衣
襞
を
か
な
り
写
実
風
に
表
現
し
、
同
じ
礼
拝
の
当
体
と
し
て
も
鑑
真
和
尚
の
よ
り
は
ず
っ

と
わ
れ
わ
れ
の 

人  

寰 

じ
ん
か
ん

に
近
づ
い
て
い
る
。
奈
良
朝
は
夾
紵
、
塑
造
、
鋳
金
の
黄
金
時
代
で
あ
る
が
、
こ

の
行
信
僧
都
像
の
如
き
も
漆
と
麻
布
と
木
屑
の
扱
い
が
甚
は
な
はだ
鄭
重
で
あ
り
、
そ
の
上
内
部
の
空
胴
に
は
木

組
の
支
柱
が
巧
妙
に
施
さ
れ
て
い
る
。
同
時
代
の
他
の
仏
像
の
夾
紵
法
に
よ
る
も
の
に
も
そ
う
い
う
骨
組

の
入
念
に
出
来
て
い
る
も
の
が
多
く
、
時
間
と
精
力
と
費
用
と
を
問
題
外
に
し
て
製
作
に
か
か
っ
て
い
た
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時
代
精
神
を
よ
く
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
木
骨
は
や
が
て
木
心
と
か
わ
り
、
木
心
夾
紵
法
は
や
が
て
純
木
彫
へ
と
移
行
し
、
遂
に
次
代
弘
仁
期
の

木
彫
全
盛
に
及
ぶ
。
こ
の
時
代
的
推
移
は
、
芸
術
上
の
見
地
の
み
か
ら
言
え
ば
、
漆
と
布
や
、
蝋
型
の
典

麗
雄
渾
で
は
あ
る
が
、
深
く
え
ぐ
り
得
ず
、
鋭
く
切
り
立
た
し
得
な
い
素
材
か
ら
、
も
っ
と
手
応
え
あ
り
、

も
っ
と
切
り
刻
み
、
も
っ
と
徹
底
的
に
彫
り
起
し
得
る
純
木
彫
へ
の
要
求
か
ら
来
て
い
る
。
積
み
重
ね
て

作
る
も
の
か
ら
、
え
ぐ
り
取
っ
て
作
る
も
の
へ
の
進
み
で
あ
る
。
神
護
寺
の
木
造
薬
師
如
来
立
像
や
、
室

生
寺
の
木
造
釈
迦
如
来
坐
像
な
ど
の
衣
襞
の
揃
っ
て
深
く
え
ぐ
り
進
ん
だ
線
条
の
繰
返
し
の
如
き
は
、
そ

の
表
現
せ
ん
と
し
た
沈
痛
に
も
似
た
求
法
の
焼
け
つ
く
よ
う
な
意
慾
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
れ
は
前
代
流
行

の
素
材
で
は
到
底
出
し
得
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
線
条
の
繰
返
し
は
人
を
生
理
的
心
理
的
に
圧
倒

す
る
性
能
を
持
っ
て
い
て
、
例
え
ば
高
い
太
い
太
鼓
の
音
の
無
限
の
連
続
の
よ
う
な
作
用
を
ひ
き
起
す
。

人
は
眼
の
く
ら
む
よ
う
な
思
を
す
る
の
で
あ
る
。
流
麗
と
い
う
よ
う
な
言
で
は
説
き
つ
く
せ
な
い
。
弘
仁

貞
観
か
ら
寛
平
に
至
る
大
宗
教
時
代
は
日
本
木
彫
史
上
の
壮
観
で
あ
る
。

　
こ
の
時
代
に
は
肖
像
彫
刻
に
も
、
東
大
寺
開
山
堂
の 
良  

辨 
ろ
う
べ
ん

僧
正
坐
像
の
よ
う
な
堂
々
た
る
高
雅
な
性

格
描
写
の
傑
作
が
あ
り
、
ま
た
岡
寺
の
義
淵
ぎ
え
ん
僧
正
坐
像
の
よ
う
な
立
ち
入
っ
た
写
実
的
傾
向
の
強
い
技
法

に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
探
求
す
る
意
力
、
新
を
あ
ば
く
精
神
が
漲
っ
て
い
る
。
肖に
た
風
姿
を
作
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っ
て
満
足
し
て
い
る
よ
う
な
弱
い
造
型
本
能
の
能
く
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
教
王
護
国
寺
の
講
堂
に
充

ち
あ
ふ
れ
て
轟
き
わ
た
っ
て
い
る
峻
烈
な
精
神
の
人
間
的
あ
ら
わ
れ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
背
後
に
こ
う

い
う
裏
打
が
な
け
れ
ば
、
肖
像
彫
刻
は
ま
こ
と
に
碌
で
も
な
い
個
人
個
人
の
記
録
に
過
ぎ
な
く
な
る
。

　
や
が
て
世
は
藤
原
氏
全
盛
時
代
と
な
り
、
恵
心
え
し
ん
僧
都
の
浄
土
教
と
な
り
、
極
楽
往
生
の
欣
求
が
世
に
満

ち
、
宗
教
は
こ
の
世
を
一
つ
の
大
き
な
夢
に
化
し
た
。
精
神
の
昇
華
、
神
経
の
洗
煉
は
大
仏
師
定
朝
と
な

っ
て
現
前
す
る
。
木
彫
も
、
も
う
一
本
造
り
の
よ
う
な
愚
直
を
つ
づ
け
て
い
ら
れ
な
く
な
り
、 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

寄

木
法
が
発
達
し
た
。
そ
し
て
彫
刻
は
遂
に
彫
刻
業
の
意
識
を
確
立
し
た
。
人
は
来
世
を
ば
か
り
望
ん
で
い

た
の
か
こ
の
時
代
に
は
肖
像
彫
刻
の
す
ば
ら
し
い
の
は
あ
ま
り
無
い
。
わ
ず
か
に
円
城
寺
の
智
證
大
師
坐

像
の
好
も
し
い
作
が
頭
に
浮
ぶ
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
椎
の
実
頭
の
高
僧
の
像
は
ま
こ
と
に
物
わ
か
り
の

い
い
、
行
き
届
い
て
出
過
ぎ
な
い
技
法
で
出
来
て
い
る
。
そ
の
代
り
大
風
格
は
無
い
。

　
世
が
く
だ
る
に
つ
れ
て
彫
刻
も
く
だ
り
、
定
朝
か
ら
分
れ
た
仏
工
が
そ
れ
ぞ
れ
に
門
閥
を
つ
く
り
、
七

条
仏
所
、
七
条
大
宮
仏
所
、
六
条
万
里
小
路
仏
所
、
三
条
仏
所
と
い
う
よ
う
に
営
業
の
競
争
を
は
じ
め
、

あ
さ
ま
し
い
軋
轢
さ
え
数
多
く
伝
え
ら
れ
、
保
元
、
平
治
か
ら
、
平
家
物
語
の
世
を
経
て
、
い
よ
い
よ
鎌

倉
時
代
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
人
心
収
攬
の
う
ま
か
っ
た
頼
朝
は
さ
か
ん
に
仏
寺
の
再
興
や
修
復
を
営
ん
だ
の
で
、
彫
刻
が
急
に
活
発
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に
動
き
出
し
た
。
奈
良
に
隠
忍
し
て
い
た
七
条
仏
所
が
つ
い
に
京
都
派
を
克
服
し
て
、
つ
い
に
康
慶
、
運

慶
、
湛
慶
と
い
う
よ
う
な
巨
匠
を
出
し
、
鎌
倉
時
代
の
写
実
的
彫
刻
を
完
成
し
た
。
仏
像
で
す
ら
写
実
的

傾
向
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
肖
像
彫
刻
は
彼
等
の
最
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い
。
東
大
寺
の
俊
乗
坊  

重    

源  

ち
ょ
う
げ
ん

像
の
如
き
は
い
か
に
も
そ
の
人
柄
を
表
現
し
て
い
て
遺
憾
が
な
い
。

喰
い
つ
い
た
ら
離
れ
な
い
よ
う
な
、
従
っ
て
勧
進
な
ど
に
は
最
も
適
当
な
、
わ
れ
わ
れ
の
隣
人
の
よ
う
な

肖
像
で
あ
る
。
そ
の
代
り
古いに
し
え
の
善
い
時
代
に
見
た
よ
う
な
魂
を
引
上
げ
る
よ
う
な
種
類
の
要
素
が
無

い
。
興
福
寺
の
法
相
六
祖
像
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る
。
運
慶
作
と
称
せ
ら
れ
る
世
親
、
無
著
の
立
像
な
ど

は
中
で
い
ち
ば
ん
中
味
の
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
低
い
。
僧
門
以
外
に
も
漸
よ
う
やく
肖
像
を
作
ら
せ

る
風
潮
が
起
り
、
後
白
河
法
皇
御
像
、
上
杉
重
房
像
、
源
実
朝
像
な
ど
が
著
名
で
あ
る
。
こ
の
頃
以
後
は

肖
像
も
無
数
に
出
来
た
よ
う
で
あ
る
が
ま
た
実
に
凡
庸
な
作
が
多
い
。
そ
の
上
禅
宗
で
は
頂
相
を
尊
ぶ
の

で
一
種
特
別
な
禅
宗
風
な
高
僧
の
肖
像
彫
刻
が
随
所
に
の
こ
っ
て
い
る
。
面
白
い
も
の
も
尠
す
く
なく
な
い
。

　
室
町
時
代
、
徳
川
時
代
に
は
今
言
及
し
な
い
。
室
町
時
代
前
後
に
は
彫
刻
の
俊
才
が
皆
能
面
打
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
さ
え
す
る
。

　
明
治
、
大
正
、
昭
和
の
肖
像
に
つ
い
て
、
何
が
故
に
一
般
に
斯
の
如
く
瑣
末
的
で
あ
る
か
を
述
べ
た
か

っ
た
が
、
実
を
い
う
と
今
そ
れ
を
述
べ
て
み
た
と
こ
ろ
で
為
よ
う
も
な
い
。
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技
法
の
推
移
に
根
本
的
の
面
白
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
は
天
平
か
ら
弘
仁
へ
か
け
て
の
時
代
だ
け
で

あ
る
。
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