
溥
仏
と
は
、
主
に
壁
面
荘
厳
や
念
持
仏
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、
金
箔
や
彩
色
が
施
さ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
陰
刻
の
萢

型
（
博
仏
型
）
に
粘
土
を
つ
め
て
仏
像
を
表
出
し
、
そ
れ
を
焼
き
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
る
。
一
つ
の
陽
刻
原
型
か
ら
複
数

の
埠
仏
型
を
作
る
こ
と
が
可
能
な
う
え
、
型
作
製
の
段
階
で
図
像
に
手
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
た
め
、
兄
弟
関
係
の
把
握
が
困
難
で

（
０
１
）

（
ワ
二

あ
る
。
博
仏
研
究
は
、
主
に
考
古
学
・
美
術
史
学
か
ら
年
代
・
技
法
・
用
法
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
近
年
は
発
掘
調
査

の
増
加
と
と
も
に
資
料
が
増
加
し
て
お
り
、
一
九
九
五
年
に
清
水
昭
博
氏
が
集
成
し
た
際
は
一
○
二
遺
跡
だ
っ
た
が
（
清
水

一
九
九
五
）
、
現
在
で
は
一
四
九
遺
跡
に
も
上
る
（
森
本
編
二
○
一
三
）
。
古
代
の
坪
仏
は
宮
城
県
か
ら
大
分
県
ま
で
広
く
分
布
し
て
い

る
が
、
遺
跡
数
．
点
数
と
も
に
畿
内
と
そ
の
周
辺
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
地
方
に
お
い
て
は
ま
と
ま
っ
た
点
数
が
出
土
す
る
の
は
非

常
に
稀
な
た
め
、
結
城
廃
寺
か
ら
出
土
し
た
五
十
点
を
こ
え
る
埠
仏
は
、
東
国
唯
一
と
も
い
え
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
資
料
に
関
す
る
議
論
は
十
分
と
は
言
え
ず
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
結
城
廃
寺
出
土
博
仏
に
つ
い
て

改
め
て
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。
な
お
、
写
真
図
版
に
つ
い
て
は
縮
尺
不
同
で
あ
る
。

結
城
廃
寺
出
土
溥
仏
の
再
検
討

は
じ
め
に

皆
川
貴
之
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第1図 結城廃寺と出士亙

結
城
廃
寺
は
西
に
金
堂
、
東
に
塔
、
回
廊
は
中
門
と
講
堂
を

結
ぶ
。
講
堂
の
北
に
は
掘
り
込
み
地
業
の
み
の
確
認
だ
が
僧
坊

が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
第
１
図
）
。
多
量
の
博
仏
に
加
え
、
蓮

華
文
が
描
か
れ
た
舎
利
孔
石
蓋
や
極
先
瓦
が
出
土
し
、
東
国
の

古
代
寺
院
と
し
て
は
特
異
な
様
相
を
も
っ
て
い
る
。
埠
仏
は
回

廊
内
南
西
隅
の
土
坑
（
Ｓ
Ｋ
ｌ
ｌ
）
か
ら
大
量
の
瓦
類
や
塑

像
、
壁
土
、
炭
化
材
と
と
も
に
出
土
し
た
。
十
世
紀
代
の
土
師

器
が
伴
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
期
に
火
災
に
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
破
片
数
で
五
四
点
出
土
し
（
第
２
～
４

図
）
、
う
ち
三
点
（
二
種
）
は
法
隆
寺
蔵
銅
板
鋳
出
如
来
三
尊

像
、
法
隆
寺
献
納
宝
物
の
押
出
仏
と
の
同
原
型
資
料
で
あ
る

（
斉
藤
一
九
九
九
）
。
以
下
、
特
筆
す
べ
き
も
の
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
ふ
れ
て
お
く
。

阿
弥
陀
如
来
坐
像
（
第
２
図
１
．
２
）

こ
の
二
点
は
同
じ
溥
仏
型
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第

一
結
城
廃
寺
出
土
噂
仏
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２
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第2図結城廃寺出土溥仏(1)
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第3図結城廃寺出土辱仏(2)
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２
図
１
は
縦
一
五
・
七
皿
横
九
・
一
ｍ
。
第
２
図
２
は
縦

一
六
・
九
叫
横
一
五
・
○
噸
頭
部
に
螺
髪
が
表
現
さ
れ
衣
は
偏

祖
右
肩
に
ま
と
う
。
胸
前
で
説
法
印
を
結
び
、
蓮
華
座
の
上
で
左

足
を
上
に
し
て
結
珈
鉄
坐
す
る
。
頭
光
は
内
側
か
ら
、
蓮
華
文
、

六
花
文
、
唐
草
文
と
な
っ
て
い
る
。
２
の
裏
面
に
は
布
目
痕
が
確

認
で
き
る
。
坤
仏
や
押
出
仏
の
う
ち
、
こ
の
図
像
を
持
つ
例
は
限

ら
れ
、
代
表
的
な
例
と
し
て
は
大
脇
潔
氏
が
同
原
型
資
料
Ａ
群
と

し
た
一
群
が
あ
る
（
大
脇
一
九
八
六
）
。
中
尊
は
衣
を
通
肩
に
ま

と
い
、
左
足
を
上
に
し
た
結
珈
跣
坐
で
説
法
印
を
結
ぶ
。
通
肩
で

あ
る
こ
と
や
印
を
結
ぶ
手
の
表
現
な
ど
、
細
部
に
違
い
は
あ
る
も

の
の
、
頭
光
の
表
現
や
像
の
構
成
は
似
て
い
る
（
第
５
図
）
。
博

仏
型
作
製
の
段
階
で
改
変
が
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

如
来
掎
像
（
第
３
図
詔
）

法
隆
寺
蔵
鋳
出
銅
板
仏
像
型
（
押
出
仏
の
陽
刻
原
型
）
の
同
原

型
資
料
と
さ
れ
る
（
第
６
図
）
。
縦
一
三
・
○
四
横
五
・
六
四

頭
部
に
螺
髪
の
表
現
は
な
く
、
衣
は
偏
祖
右
肩
に
ま
と
う
。
両
手

は
不
鮮
明
だ
が
右
手
の
上
に
左
手
を
の
せ
腹
前
で
組
み
、
足
元
の

台
座
に
は
蓮
華
が
表
さ
れ
て
い
る
。
光
背
は
二
重
円
光
で
あ
る
。
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Ｉ
ＩＪ

|

〆、

10cm

－‐

高麗寺跡出土溥仏

0

第7図第8図法隆寺献納宝物押出仏

わ
ず
か
に
金
箔
が
残
り
裏
面
に
は
布
目
痕
が
あ
る
。
法
隆
寺

蔵
の
資
料
と
は
若
干
の
違
い
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
蝉
仏
型
に

手
が
加
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

立
像
足
部
（
第
３
図
妬
）

縦
四
・
三
叫
横
三
・
七
ｍ
。
足
部
と
蓮
華
座
の
み
の
小
片

で
あ
る
。
裳
裾
を
蓮
華
座
下
ま
で
長
く
垂
ら
し
、
蓮
華
座
に

は
五
弁
の
花
弁
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
山
城
高
麗
寺
跡
か

ら
同
様
の
溥
仏
が
出
土
し
て
い
る
（
中
島
二
○
○
八
、
第
７

図
）
。

如
来
坐
像
（
第
３
図
妬
・
”
）

恥
は
縦
四
・
一
叫
横
三
・
八
叫
訂
は
縦
五
○
四
横

四
・
三
叩
衣
を
偏
祖
右
肩
に
ま
と
い
、
腹
前
で
組
ん
だ
両

手
を
衣
で
覆
っ
て
い
る
。
台
座
に
は
複
弁
の
蓮
華
が
み
ら
れ

る
。
一
部
欠
損
せ
ず
に
残
っ
て
い
る
上
部
は
曲
線
的
で
、
独

尊
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
法
隆
寺
献
納
宝
物
押
出
仏
の

中
央
部
に
打
ち
出
さ
れ
た
如
来
坐
像
三
体
が
同
原
型
資
料
で

あ
る
（
第
８
図
）
。
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以
上
、
一
部
の
資
料
を
個
別
に
述
べ
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
畿
内
の
坤
仏
と
の
関
わ
り
が
う
か
が
え
る
も
の
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
資
料
は
類
例
が
な
く
、
一
部
の
博
仏
型
が
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
他
は
独
自
に
製
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
胎
土
は
瓦
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
在
地
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

博
仏
は
型
作
り
で
大
量
生
産
が
可
能
な
た
め
、
多
量
の
博
仏
が
出
土
し
た
遺
跡
で
は
同
じ
図
像
・
形
状
の
博
仏
が
ま
と
ま
っ
て
い
る

こ
と
が
多
い
。
こ
う
い
っ
た
場
合
の
用
法
は
壁
面
荘
厳
と
考
え
ら
れ
る
が
、
結
城
廃
寺
の
場
合
、
図
像
・
形
状
と
も
に
そ
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
豊
富
さ
が
目
に
つ
く
。
ま
と
ま
り
の
な
さ
か
ら
荘
厳
を
目
的
と
し
て
壁
面
を
う
め
た
と
は
考
え
が
た
い
。
清
水
氏
も
「
幾
人

か
の
壇
乙
の
寄
進
に
よ
っ
て
」
「
同
寺
に
集
積
」
さ
れ
た
も
の
と
想
定
し
、
用
法
を
礼
拝
的
な
も
の
と
し
た
（
清
水
一
九
九
五
）
。
埠
仏

が
出
土
し
た
の
は
第
２
図
２
の
一
点
を
除
き
、
全
て
Ｓ
Ｋ
ｌ
ｌ
か
ら
で
あ
る
。
層
位
な
ど
の
出
土
状
況
が
不
明
な
た
め
推
測
の
域
を
出

な
い
が
、
火
災
を
受
け
一
括
し
て
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
建
物
の
中
に
ま
と
ま
っ
て
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。
ま
た
、
五
四
点
の
う
ち
六
点
に
は
金
箔
が
残
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
礼
拝
的
な
用
法
に
合
わ
せ
て
、
壁
面
を
う
め
る
こ
と
は
で
き

（
３
）

な
く
と
も
堂
内
荘
厳
の
効
果
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
日
本
で
初
期
の
坤
仏
に
火
頭
形
三
尊
坤
仏
が
あ
る
。
火
頭
形
三
尊
坤
仏
は
、
橘
寺
な
ど
で
出
土
す
る
Ａ
類
と
、
穴
太
廃
寺
や

阿
弥
陀
谷
廃
寺
な
ど
で
出
土
す
る
Ｂ
類
に
わ
け
ら
れ
る
。
Ｂ
類
と
ほ
ぼ
同
一
の
図
像
を
も
つ
博
仏
に
、
中
国
西
安
市
で
多
数
出
土
し
て

て
い
〃
く
の
か
。

前
節
で
は
結
城
廃
寺
出
土
坤
仏
の
う
ち
畿
内
の
博
仏
と
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、
そ
も
そ
も
坤
仏
は
ど
の
よ
う
に
伝
播
し

二
博
仏
の
伝
播
と
僧
侶
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い
る
「
善
業
泥
」
博
仏
と
よ
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
「
善
業
泥
」
博
仏
は
、
イ
ン
ド
へ
の
求
法
の
旅
を
終
え
て
唐
に
帰
っ
た
三
蔵
法
師

玄
葵
の
発
願
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
図
像
か
ら
三
種
に
分
類
さ
れ
、
そ
の
最
も
後
出
の
も
の
が
日
本
に
伝
来
し
た
も

の
と
さ
れ
て
い
る
（
萩
原
二
○
○
二
）
。
そ
し
て
唐
か
ら
日
本
へ
と
溥
仏
を
招
来
し
た
人
物
は
、
遣
唐
留
学
僧
と
し
て
玄
奨
に
直
接
師

事
し
た
道
昭
が
あ
げ
ら
れ
る
（
浅
井
一
九
九
七
）
。
道
昭
は
唐
か
ら
帰
国
し
た
の
ち
、
飛
鳥
寺
東
南
禅
院
を
建
立
し
た
の
が
六
六
二
年

で
、
そ
の
後
、
十
年
余
り
天
下
を
周
遊
し
架
橋
な
ど
の
活
動
を
指
導
し
て
い
る
。

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
火
頭
形
三
尊
溥
仏
Ｂ
類
の
分
布
は
、
淀
川
流
域
一
帯
が
主
体
で
、
な
か
で
も
九
点
の
出
土
が
確
認
さ
れ
て
い

る
山
崎
院
推
定
地
は
そ
の
分
布
の
中
心
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
山
崎
院
は
行
基
の
建
立
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
飛
鳥
寺
東
南
禅

１

１

|､

I

院
と
同
施
の
瓦
も
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
れ
以
前
の
七
世
紀
後
半
か
ら
機
能
し
て
い
た

の
は
明
ら
か
で
、
道
昭
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
萩
原
二
○
○
三
）
。
ま
た
、
網

ｊ
伸
也
氏
は
、
同
原
型
資
料
の
分
布
状
況
や
製
作
技
法
の
検
討
、
軒
瓦
の
同
施
関
係
な
ど
か

製睦
ら
、
こ
の
火
頭
形
溥
仏
Ｂ
類
の
分
布
が
道
昭
の
天
下
周
遊
の
ル
ー
ト
と
密
接
な
関
係
が
あ
る

仏
寺
辱
毒
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
網
二
○
一
三
）
。
河
内
百
済
寺
跡
か
ら
複
数
個
体
の
火
頭
形
三
尊

癖
南
罐
右
溥
仏
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
、
火
頭
形
三
尊
博
仏
Ｂ
類
を
道
昭
に
限
定
し
て
結
び
つ
け
る
こ

廻
識
と
を
疑
問
視
す
る
意
見
も
あ
る
（
中
東
二
○
一
五
）
。
同
型
の
坤
仏
が
長
野
県
や
岡
山
県
で

第
壷
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
妥
当
な
指
摘
で
あ
る
が
、
限
定
は
出
来
な
く
と
も
少
な
か
ら
ず

虚
淀
川
流
域
の
博
仏
に
道
昭
が
関
わ
っ
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
。
道
昭
が
遊
行
す
る
際

左

に
博
仏
型
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
で
溥
仏
を
作
製
し
た
と
す
れ
ば
、
唐
で
の
玄
奨
、
日
本

で
の
道
昭
の
よ
う
に
蝉
仏
の
製
作
の
背
景
と
し
て
僧
侶
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
考
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同
様
に
博
仏
と
僧
侶
の
密
接
な
関
わ
り
が
あ
る
も
の
と
し
て
虚
空
蔵
寺
が
あ
る
。
虚
空
蔵
寺
で
は
多
量
の
溥
仏
が
塔
周
辺
に
集
中
し

て
出
土
し
た
。
溥
仏
は
椅
坐
独
尊
博
仏
の
み
で
南
法
華
寺
（
壺
坂
寺
）
の
も
の
と
同
原
型
資
料
で
あ
る
（
第
９
図
）
。
南
法
華
寺
は
、

大
宝
三
年
（
七
○
三
）
に
弁
基
が
建
立
し
た
と
さ
れ
、
弁
基
は
飛
鳥
寺
東
南
禅
院
で
学
ん
だ
僧
侶
で
あ
る
。
虚
空
蔵
寺
へ
と
埠
仏
を
も

た
ら
し
た
の
は
僧
法
蓮
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
（
後
藤
二
○
○
八
）
。
法
蓮
は
、
大
宝
三
年
九
月
に
そ
の
医
術
を
評
価
さ
れ
豊
前
の

野
四
○
町
を
施
さ
れ
る
。
養
老
五
年
（
七
二
二
六
月
に
は
三
等
以
上
の
親
に
宇
佐
君
の
姓
を
賜
っ
て
お
り
、
宇
佐
と
縁
の
深
い
僧
侶

で
あ
る
。
飛
鳥
寺
東
南
禅
院
に
お
い
て
弁
基
の
ほ
か
飛
鳥
の
僧
侶
た
ち
と
接
点
を
も
ち
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
、
虚
空
蔵
寺
の
建
立

と
溥
仏
の
採
用
に
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
想
定
で
き
る
。

こ
う
し
た
例
は
、
僧
侶
が
坤
仏
型
を
持
っ
て
移
動
し
、
そ
の
行
先
で
坤
仏
を
作
製
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
博
仏
型
は
寺
の
所
有

で
は
な
く
、
僧
侶
が
所
有
し
管
理
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
全
て
の
博
仏
が
当
て
は
ま
る
と
は
言
え
ず
、
大
型
多
尊
溥

仏
な
ど
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
参
考
と
な
る
例
を
あ
げ
、
博
仏
型
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

第
一
に
、
山
田
寺
の
十
二
尊
連
坐
埠
仏
と
四
尊
連
坐
博
仏
で
あ
る
。
十
二
尊
連
坐
埠
仏
は
如
来
形
が
縦
三
段
、
横
四
列
に
配
置
さ
れ

る
。
十
二
体
は
す
べ
て
同
じ
図
像
で
、
一
つ
の
原
型
を
十
二
回
型
押
し
し
埠
仏
型
が
作
ら
れ
て
い
る
。
破
片
数
で
三
一
五
点
が
出
土

し
、
す
べ
て
一
つ
の
埠
仏
型
か
ら
の
製
品
と
さ
れ
る
。
壁
に
固
定
す
る
た
め
の
釘
穴
を
も
つ
も
の
も
多
い
。
四
尊
連
坐
坤
仏
は
如
来
形

が
縦
二
段
、
横
二
列
に
並
ぶ
。
大
き
さ
に
微
妙
な
差
が
あ
る
も
の
の
構
図
は
十
二
尊
連
坐
博
仏
と
同
様
で
あ
る
。
博
仏
型
の
違
い
に

よ
っ
て
Ａ
～
Ｄ
種
に
細
分
さ
れ
る
。
Ａ
・
Ｂ
．
Ｄ
に
つ
い
て
は
明
言
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
Ｃ
に
つ
い
て
は
十
二
尊
連
坐
博
仏
の

釘
穴
ま
で
転
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四
尊
分
を
踏
み
返
し
て
博
仏
型
が
作
ら
れ
て
い
る
（
上
原
二
○
○
二
）
。
通
常
で
は
陽
刻
原

型
か
ら
埋
仏
型
を
起
こ
す
は
ず
が
、
既
存
の
製
品
を
原
型
に
代
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
庚
岡
孝
信
氏
は
、
蘇
我
氏
同
族
・
傘
下
の
氏

え
ら
れ
る
。
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1

第10図瓦塔仏像部分

1 ：正法寺山遺跡、2：石名田木舟遺跡

第
二
に
、
瓦
塔
内
陣
の
壁
面
に
表
現
さ
れ
た
仏
像
で
あ
る
。
溥
仏

と
は
用
途
が
異
な
る
も
の
の
製
作
技
法
は
同
じ
で
、
陰
刻
の
型
を
用

い
て
仏
像
を
表
出
し
て
い
る
。
そ
の
大
き
さ
を
踏
ま
え
て
も
博
仏
の

製
作
と
同
様
の
あ
り
方
が
想
定
で
き
る
た
め
こ
こ
で
は
便
宜
上
博
仏

に
含
め
る
こ
と
と
す
る
。
こ
う
し
た
例
は
数
例
し
か
確
認
さ
れ
て
い

な
い
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
が
、
富
山

県
石
名
田
木
舟
遺
跡
と
兵
庫
県
正
法
寺
山
遺
跡
出
土
例
で
あ
る
（
第

皿
図
）
。

石
名
田
木
舟
遺
跡
か
ら
は
高
柵
や
屋
蓋
部
な
ど
の
瓦
塔
の
部
材
が

複
数
出
土
し
て
い
る
ほ
か
、
畿
内
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る

香
⑥
〉

奈
良
三
彩
火
舎
や
水
瓶
な
ど
の
仏
具
も
出
土
し
て
い
る
。
寺
院
と
し

て
の
明
確
な
遺
構
や
瓦
の
出
土
は
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
瓦
塔
を
信

仰
の
対
象
と
し
た
、
村
落
内
寺
院
の
よ
う
な
小
規
模
な
仏
教
施
設
の

寺
に
も
蝉
仏
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
ふ
れ
、
「
山
田
寺
の
博

仏
製
作
体
制
内
に
」
「
陽
刻
原
型
が
保
有
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能

性
が
高
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
廣
岡
二
○
一
五
）
。
こ
の
場
合
、

寺
で
所
有
・
管
理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
だ

ろ
具
ノ
。
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存
在
が
想
定
で
き
る
。
仏
像
の
表
出
さ
れ
た
資
料
は
、
縦
十
二
・
六
叫
横
九
・
○
叫
厚
さ
は
板
状
部
で
平
均
一
・
三
ｍ
の
断
片
に
天

蓋
と
三
尊
像
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
瓦
塔
初
層
の
内
陣
に
は
め
込
ま
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
中
尊
の
形
式
や
像
の
表
現
か
ら
、
原
型
の

製
作
は
八
世
紀
に
は
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
と
同
原
型
か
ら
お
こ
さ
れ
、
同
様
の
技
法
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
が
正
法
寺

山
遺
跡
で
出
土
し
て
い
る
（
大
脇
一
九
九
五
）
。
正
法
寺
山
遺
跡
の
性
格
は
不
明
だ
が
、
石
名
田
木
舟
遺
跡
と
同
様
に
瓦
塔
に
納
め
ら

れ
た
も
の
が
三
種
確
認
さ
れ
て
い
る
。
う
ち
一
つ
は
、
石
名
田
木
舟
遺
跡
例
と
細
部
の
表
現
に
わ
ず
か
な
差
異
は
あ
る
が
、
型
へ
の
押

し
込
み
や
焼
き
縮
み
に
よ
る
も
の
で
、
同
箔
と
考
え
ら
れ
る
。
石
名
田
木
舟
遺
跡
と
正
法
寺
山
遺
跡
は
、
直
線
距
離
に
し
て
お
よ
そ

三
○
○
ｍ
も
離
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
瓦
塔
に
お
さ
め
て
か
ら
運
ぶ
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
技
法
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
型
を
携
え
た
人
が
移
動
し
そ
れ
ぞ
れ
の
遺
跡
の
近
辺
で
製
作
さ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。

石
名
田
木
舟
遺
跡
が
小
規
模
な
仏
教
施
設
で
あ
る
こ
と
、
畿
内
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
仏
具
類
、
僧
侶
が
博
仏
型
を
も
ち
そ
の
行
先
で

製
作
し
た
道
昭
・
法
蓮
の
よ
う
な
例
な
ど
を
積
極
的
に
評
価
す
れ
ば
、
こ
の
瓦
塔
の
場
合
も
、
『
東
大
寺
調
調
文
稿
」
や
「
日
本
霊
異

記
』
か
ら
う
か
が
え
る
僧
侶
の
広
域
活
動
の
結
果
と
捉
え
る
こ
と
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
博
仏
の
伝
播
に
僧
侶
が
関
わ
っ
た
も
の
や
博
仏
型
の
管
理
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ
た
が
、
必
ず
し
も
寺
や
造
営
氏
族

が
博
仏
を
管
理
し
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
背
景
は
多
様
な
も
の
の
よ
う
に
思
え
る
。

最
後
に
、
結
城
廃
寺
博
仏
に
関
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
結
城
廃
寺
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
多
量
の
溥
仏
を
持
つ
こ
と
に
加
え
蓮

華
文
の
描
か
れ
た
舎
利
孔
石
蓋
、
橦
先
瓦
な
ど
が
あ
り
、
さ
ら
に
塔
心
礎
が
基
壇
下
に
あ
り
古
様
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
東
国
の
な
か
で

お
わ
り
に
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は
特
異
な
様
相
で
あ
る
。
軒
瓦
は
国
を
超
え
て
下
野
薬
師
寺
や
常
陸
新
治
廃
寺
の
影
響
が
あ
る
が
、
畿
内
の
影
響
は
見
受
け
ら
れ
な

い
。
だ
が
、
博
仏
を
み
る
と
畿
内
と
関
わ
り
の
あ
る
も
の
が
数
点
あ
る
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
よ
う
に
博
仏
は
僧
侶
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
と
、
結
城
廃
寺
の
特
異
な
要
素
は
畿
内
か
ら
き
た
僧
侶
に
よ
る
も
の
と
考
え
た
い
。
い
く
つ
か
の

型
を
用
い
埋
仏
を
製
作
し
、
ヘ
ラ
や
竹
管
を
使
用
し
て
整
形
さ
れ
て
い
る
稚
拙
な
も
の
（
第
４
図
師
～
妃
）
に
つ
い
て
は
、
清
水
氏
が

指
摘
し
た
よ
う
に
在
地
の
壇
乙
に
よ
っ
て
新
し
く
作
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
僧
侶
が
結
城
へ
来
た
の
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、

「
日
本
霊
異
記
」
上
巻
第
十
縁
で
は
。
の
禅
師
を
請
ふ
く
し
」
と
命
じ
ら
れ
た
使
人
が
「
何
れ
の
寺
の
師
を
か
請
へ
む
」
と
問
い
返

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特
定
の
寺
に
定
め
て
僧
を
呼
ぶ
場
合
が
一
般
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
う
し
て
呼
ば
れ
た
僧
侶
が
結
城
で
博
仏

の
製
作
な
ど
に
関
与
し
た
結
果
が
特
異
な
様
相
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
結
城
廃
寺
の
埠
仏
を
理
解
し
、
研
究
の
対
象
と
な
る
こ
と
の
少
な
い
地
方
の
博
仏
を
検
討
す
る
こ
と
が
当
初
の
目
的
で

あ
っ
た
が
推
論
に
推
論
を
重
ね
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
今
後
ま
た
別
の
視
点
か
ら
も
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
こ
う
と
思
う
。

主高（
１
）
同
じ
原
型
か
ら
作
製
さ
れ
た
も
の
を
「
同
原
型
資
料
」
と
い
う
。
同
原
型
資
料
は
、
坪
仏
と
押
出
仏
に
ま
た
が
る
も
の
も
あ
り
、
密
接
な
関
わ
り
が

う
か
が
え
る
（
大
脇
一
九
八
六
）
。

（
２
）
坤
仏
の
研
究
史
に
つ
い
て
（
米
田
二
○
一
三
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
３
）
Ｓ
Ｋ
ｌ
ｌ
か
ら
は
塑
像
も
十
一
点
出
土
し
て
お
り
、
右
足
部
の
塑
像
は
爪
先
ま
で
丁
寧
に
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
塑
像
と
坤
仏
が
伴
出
す
る
例

に
つ
い
て
は
、
塑
像
周
辺
を
装
飾
す
る
た
め
に
坤
仏
が
利
用
さ
れ
た
と
す
る
指
摘
も
あ
る
（
猪
熊
一
九
九
二
）
。

（
４
）
「
日
本
三
大
実
録
」
元
慶
元
年
十
二
月
条
。

（
５
）
釉
の
分
析
の
結
果
、
近
畿
出
土
遺
物
に
近
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
（
橘
本
ほ
か
一
九
九
五
）
。
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健
康
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。 付

記
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引
用
図

第
１
図
（
辻
二
○
○
二
を
改
変
第
２
～
４
図
（
斉
藤
一
九
九
九
）
第
５
．
６
図
（
奈
良
国
立
博
物
館
一
九
八
三
）

第
７
図
（
中
島
二
○
○
八
）
第
８
図
（
東
京
国
立
博
物
館
一
九
七
五
）
第
９
図
（
後
藤
二
○
○
八
）

第
、
図
（
橋
本
ほ
か
一
九
九
五
）

森
本
貴
文
編
「
日
本
の
坤
仏
集
成
」
「
東
ア
ジ
ア
瓦
研
究
」
第
三
号
二
○
一
三

萩
原
哉
「
坤
仏
」
「
大
山
崎
町
埋
蔵
文
化
財
調
在
報
告
書
」
第
二
五
集
大
山
崎
町
教
育
委
員
会
二
○
○
三

橋
本
正
春
ほ
か
「
石
名
田
木
舟
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
響
」
福
岡
町
教
育
委
員
会
一
九
九
五

廣
岡
孝
信
「
飛
鳥
時
代
の
坤
仏
製
作
体
制
ｌ
堺
仏
の
秋
極
的
使
用
と
画
師
・
仏
師
の
存
在
に
着
目
し
て
ｌ
」
「
河
上
邦
彦
先
生
古
稀
記
念
献
呈
論
文
集
」
真

陽
社
二
○
一
五
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