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は

じ

め

に

神
奈
川
県
南
足
柄
市
内
山
の
雨
澤
山
保
福
寺
は
現
在
曹
洞
宗
に
属
し
、
酒
匂

川
の
上
流
と
そ
れ
に
注
ぐ
内
川
と
に
挟
ま
れ
、
古
代
か
ら
交
通
の
要
衝
で
あ
っ

た
矢
倉
沢
へ
続
く
道
に
沿
う
場
所
に
位
置
し
て
い
る
。
当
寺
は
本
稿
で
取
り
上

げ
る
本
尊
薬
師
如
来
坐
像
の
ほ
か
、
観
音
堂
本
尊
十
一
面
観
音
立
像
も
平
安
後

期
の
作
で
、
二
躯
の
平
安
仏
を
伝
え
る
県
下
彫
刻
史
上
で
は
貴
重
な
存
在
で
あ

う
（
》
○

本
尊
薬
師
如
来
坐
像
は
、
昭
和
三
十
一
年
八
月
十
七
日
に
神
奈
川
県
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
、
比
較
的
早
く
か
ら
そ
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
。
筆
者
は

（

１

）

近
時
、
本
像
を
精
査
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
、
そ
の
後
改
め
て
検
討
を
加
え
た
と

こ
ろ
、
本
像
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
若
干
従
来
と
は
異
な
る
私
見
を
持
つ
に
至
っ

た
。
よ
っ
て
以
下
に
そ
れ
を
述
べ
、
併
せ
て
そ
の
周
辺
に
関
し
て
も
触
れ
て
み

る
こ
と
と
す
る
。

南
足
柄
市
・
保
福
寺
薬
師
如
来
坐
像
に
つ
い
て

ｌ

東

国

十

一

世

紀

彫

刻

の

一

例

と

し

て

Ｉ

｜

従

来

の

諸

説

始
め
に
、
こ
れ
ま
で
本
像
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
き
た
先
学
の
整
理
を
し
て

塩

澤

寛

樹

お
く
こ
と
と
す
る
。

本
像
に
つ
い
て
早
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
久
野
健
氏
で
あ
る
。
久
野
氏
は

本
像
の
作
風
・
制
作
年
代
に
つ
い
て
「
き
わ
め
て
地
方
色
が
こ
く
、
そ
の
制
作

年
代
の
判
定
は
む
ず
か
し
い
が
、
や
は
り
藤
原
か
ら
鎌
倉
に
う
つ
り
か
わ
っ
て

（

２

）

ゆ
く
こ
ろ
の
所
産
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
ら
れ
、
慎
重
な
が
ら
藤
末
鎌
初
期
頃

（

３

）

の
地
方
作
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
『
神
奈
川
県
文
化
財
図
鑑
』
は
初
め
て
法
量
・

構
造
な
ど
の
詳
し
い
基
礎
的
資
料
を
載
せ
た
う
え
で
、
作
風
・
制
作
年
代
等
に

つ
い
て
は
概
ね
久
野
氏
の
見
方
を
踏
襲
さ
れ
た
。
一
方
、
清
水
眞
澄
氏
は
「
か

（

４

）

（

５

）

な
が
わ
の
平
安
仏
』
、
『
南
足
柄
市
史
』
で
本
像
を
論
じ
ら
れ
、
頭
部
の
傾
き
、

頭
体
の
つ
な
が
り
の
不
自
然
さ
、
背
面
の
螺
髪
や
着
衣
表
現
の
省
略
な
ど
か
ら

十
二
世
紀
の
素
朴
な
地
方
作
と
位
置
付
け
ら
れ
た
。
ほ
ぼ
同
様
な
見
解
は
、
薄

（

６

）

井
和
男
氏
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
大
ま
か
に
諸
先
学
の
整
理
を
し
て
み
た
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
ま
と
め

て
み
た
い
。
ま
ず
、
作
風
に
つ
い
て
は
、
螺
髪
の
粒
の
ば
ら
つ
き
、
背
面
の
省

略
、
頭
体
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
、
目
鼻
立
ち
の
ず
れ
な
ど
か
ら
、
本
像
を
簡
略
化

さ
れ
た
素
朴
な
地
方
作
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
し
か

し
、
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
藤
末
鎌
初
期
と
す
る
説

と
十
二
世
紀
あ
る
い
は
平
安
後
期
、
藤
原
時
代
と
見
る
説
が
あ
る
。

各
論
で
共
通
し
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
本
像
の
作
風
に
所
々
地
方
色
を
認

め
る
こ
と
に
関
し
て
は
筆
者
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
私
見
で

は
、
本
像
に
は
単
に
素
朴
な
地
方
作
と
だ
け
で
片
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
ば
か
り

で
は
な
く
、
そ
の
時
期
に
特
有
の
時
代
性
を
示
す
要
素
も
確
実
に
備
わ
っ
て
お
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二

本

像

の

概

要

（

７

）

本
像
（
図
７
～
岨
）
は
像
高
四
八
・
○
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
比
較
的
小
ぶ
り

の
坐
像
で
、
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
形
状
か
ら
述
べ
る
。
螺
髪
は
切
子
型
で
彫
出
、
正
面
地
髪
部
四
段
、
肉

髻
部
六
段
、
髪
際
で
十
八
粒
を
数
え
る
が
、
背
面
は
頭
頂
か
ら
下
端
ま
で
全
て

省
略
す
る
。
肉
髻
珠
、
白
毫
相
を
あ
ら
わ
す
。
耳
朶
は
環
状
で
貫
通
し
な
い
。

耳
孔
、
鼻
孔
を
わ
ず
か
に
く
ぼ
め
る
。
三
道
相
を
あ
ら
わ
す
。
両
手
は
腹
前
脚

上
で
法
界
定
印
を
結
び
、
薬
壺
を
載
せ
る
。
右
足
を
上
に
し
て
結
珈
跣
坐
す
る
。

大
衣
は
左
肩
よ
り
懸
か
り
、
右
肩
を
浅
く
覆
っ
て
腹
前
か
ら
再
び
左
肩
に
懸
か

り
、
端
が
背
面
に
垂
れ
る
。
腰
以
下
に
桾
を
着
け
る
。
大
衣
は
右
肩
上
で
小
さ

く
折
り
返
し
、
腹
前
で
一
段
、
腹
部
左
上
か
ら
左
肩
・
背
面
に
か
け
て
は
三
段

帯
状
に
折
り
返
す
（
背
面
左
側
の
帯
状
部
分
は
こ
の
折
り
返
し
の
表
現
と
思
わ

れ
る
）
・

品
質
・
構
造
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
カ
ヤ
材
、
漆
箔
（
現
状
古
色
）
で
、
肉

髻
珠
・
白
毫
水
晶
製
（
後
補
）
・

頭
・
体
幹
部
及
び
左
腕
の
袖
口
ま
で
と
右
腕
の
臂
下
ま
で
を
含
ん
で
縦
一
材

よ
り
彫
出
す
る
。
木
心
は
左
側
後
ろ
寄
り
に
籠
め
る
。
両
手
首
を
含
ん
だ
左
袖

口
か
ら
右
腕
臂
下
ま
で
を
横
一
材
で
矧
ぎ
、
脚
部
は
桾
先
を
含
ん
で
横
一
材
を

矧
ぐ
。
内
割
り
は
全
く
施
さ
な
い
。

り
、
制
作
年
代
も
さ
ら
に
検
討
を
要
す
と
思
わ
れ
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
で

述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

主
な
後
補
部
は
、
両
手
首
材
、
左
袖
口
の
補
修
、
持
物
、
肉
髻
珠
、
白
毫
、

像
表
面
で
、
左
耳
朶
も
そ
の
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
背
面
の
大
衣
折
り
返
し

の
先
端
を
欠
失
し
、
桾
先
の
一
部
も
若
干
欠
い
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

本
像
の
伝
来
に
関
し
て
は
現
在
ほ
と
ん
ど
手
が
か
り
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

「
薪
鰐
禰
相
模
国
風
土
記
稿
竺
（
以
下
「
風
土
評
迄
）
に
「
本
酋
薬
師
準
海
豚
玉
ユ
８
ご
あ

る
の
が
本
像
に
当
た
る
と
み
ら
れ
、
こ
の
当
時
に
は
既
に
当
寺
本
尊
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
仮
に
保
福
寺
草
創
当
時
か
ら
の
本
尊
で
あ
っ
た
と
し

て
も
、
『
風
土
記
』
に
よ
れ
ば
当
寺
は
応
安
元
年
（
一
三
六
八
）
示
寂
の
仏
満

禅
師
の
開
創
と
伝
え
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
史
料
が
な
く
、
本
像
造
立
当
時

の
事
情
は
詳
か
に
な
ら
な
い
。

本
像
の
造
立
事
情
を
考
え
る
上
で
、
参
考
ま
で
に
当
寺
周
辺
の
立
地
に
つ
い

（

ｎ

コ

）

て
若
干
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
当
寺
の
南
に
は
奈
良
時
代
後
期
か
ら
平
安

時
代
を
通
じ
て
、
東
西
を
結
ぶ
大
動
脈
で
あ
っ
た
古
代
の
東
海
道
が
通
っ
て
い

た
。
当
寺
か
ら
内
川
に
沿
っ
て
南
西
へ
３
ｍ
程
上
る
と
矢
倉
沢
に
出
、
そ
こ
か

ら
東
海
道
を
東
へ
５
ｍ
程
で
関
本
に
至
る
。
矢
倉
沢
は
東
海
道
が
足
柄
峠
を
越

え
る
手
前
の
交
通
上
の
要
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
関
本
は
『
延
喜
式
」
に

み
え
る
坂
本
駅
の
比
定
地
で
、
当
時
坂
本
駅
は
相
模
国
の
他
駅
に
比
べ
て
大
駅

で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
誠
↑
こ
の
よ
う
に
当
寺
の
周
囲
に
は
古
代
の
交
通
の
要

衝
が
控
え
、
往
来
も
盛
ん
な
早
く
か
ら
開
け
た
環
境
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
周
辺
は
比
較
的
早
く
か
ら
仏
教
文
化
が
根
付
い
た
よ
う
で
、

当
寺
の
本
尊
薬
師
如
来
坐
像
、
十
一
面
観
音
立
儲
か
ほ
か
、
朝
日
観
音
堂
、
中

沼
薬
師
堂
な
ど
に
も
平
安
仏
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
、
東
海
道
を
中
心
と
す

_ウー
全



る
共
通
し
た
基
盤
を
持
つ
一
つ
の
文
化
圏
を
想
定
出
来
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

以
上
が
本
像
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
気
付
い
た
と
こ
ろ
を
若

干
補
足
し
た
い
。

形
の
上
で
特
筆
す
べ
き
は
、
両
手
先
・
持
物
が
後
補
で
は
あ
る
が
、
本
像
が

法
界
定
印
上
に
薬
壺
を
載
せ
る
と
い
う
類
例
の
少
な
い
像
容
を
示
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
清
水
眞
澄
氏
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ

れ
ゆ
え
「
現
在
の
手
や
薬
壺
が
後
世
の
修
補
の
も
の
に
代
わ
っ
て
い
る
の
で
、

こ
と
に
よ
る
と
、
か
っ
て
は
右
手
を
あ
げ
て
い
る
通
例
の
像
で
あ
っ
た
か
、
或

は
、
薬
壺
を
も
た
な
い
禅
定
印
の
釈
迦
如
来
像
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

（

吃

）

る
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
尊
名
を
決
定
す
る
上
で
決
め
手
に
な
る
部
分
が

後
補
で
あ
る
現
在
、
結
論
を
下
す
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
法
界
定
印
を
結
ぶ
薬

師
像
（
薬
壺
は
後
世
付
け
加
え
ら
れ
た
と
仮
定
し
た
場
合
）
あ
る
い
は
そ
の
上

に
薬
壺
を
載
せ
た
薬
師
像
に
関
し
て
は
図
像
集
な
ど
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て

い
る
。

（

蝿

）

ま
ず
、
法
界
定
印
を
結
ぶ
薬
師
像
に
つ
い
て
は
、
「
白
寶
抄
』
中
の
「
薬
師

（

Ｍ

）

法
雑
集
」
、
『
白
寶
口
抄
』
中
の
「
薬
師
法
第
三
」
に
そ
れ
ぞ
れ
「
法
界
定

印
」
、
「
法
界
定
印
事
」
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
、
法
界
定
印
を
結
ぶ
薬
師

（

略

）

像
に
関
す
る
諸
説
が
詳
し
く
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
『
阿
娑
縛
抄
』
巻

（

焔

）

（

Ⅳ

）

第
四
十
六
、
「
別
尊
雑
記
』
、
「
覚
禅
妙
』
な
ど
で
も
簡
単
で
は
あ
る
が
薬
師

法
の
部
で
こ
の
印
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
諸
書
に
は
胎
蔵
界

大
日
如
来
と
薬
師
如
来
を
同
体
と
す
る
説
が
見
え
、
そ
の
中
に
も
両
者
共
通
の

印
と
し
て
法
界
定
印
が
説
か
れ
て
お
り
、
法
界
定
印
を
結
ぶ
薬
師
像
の
存
在
が

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
薬
師
の
法
界
定
印
は
左
手
を
開
い
て
階
下

に
置
き
、
右
手
を
上
に
重
ね
て
両
大
指
の
頭
を
合
わ
せ
る
と
い
う
一
般
的
な
も

の
で
、
本
像
の
両
手
と
同
じ
で
あ
る
。
仮
に
本
像
の
薬
壺
が
後
か
ら
付
け
加
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
本
像
は
こ
の
印
の
薬
師
如
来
像
で
あ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。

次
に
法
界
定
印
上
に
薬
壺
を
置
く
薬
師
像
に
関
し
て
は
前
出
『
白
寶
口
抄
』

中
の
「
法
界
定
印
事
」
の
項
で
「
是
印
上
想
有
薬
壺
云
々
」
、
『
覚
禅
妙
」
で

も
「
印
明
」
の
項
で
法
界
定
印
の
形
を
述
べ
た
後
、
「
大
御
室
御
説
、
大
旨
同

上
。
但
法
界
定
印
上
想
有
薬
壺
云
々
」
と
書
か
れ
る
な
ど
、
法
界
定
印
の
上
に

薬
壺
を
観
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
現
実
に

薬
壺
を
載
せ
て
造
立
す
る
例
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
『
白
寶
抄
』
、
「
白
寶
口
抄
』

に
は
「
定
印
上
置
薬
壺
也
。
是
未
見
本
文
歎
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
典
拠

不
明
と
し
な
が
ら
も
、
法
界
定
印
上
に
薬
壺
を
載
せ
た
例
が
存
在
し
た
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。

既
に
述
べ
た
通
り
、
本
像
の
印
相
部
分
は
後
補
で
あ
る
の
で
当
初
の
像
容
及

び
尊
名
を
断
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
本
像
が
当
初
の
印
相
を
そ
の
ま
ま

伝
え
て
い
る
場
合
、
も
し
く
は
薬
壺
だ
け
後
か
ら
付
け
足
さ
れ
た
場
合
の
い
ず

れ
で
あ
っ
て
も
、
図
像
的
に
は
寺
伝
の
通
り
薬
師
如
来
と
し
て
矛
盾
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
清
水
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
現
存
作
例
中
に
本
像

と
同
じ
印
相
を
持
つ
薬
師
如
来
像
は
極
め
て
少
な
銅
）
ま
た
、
果
た
し
て
本
像

が
諸
図
像
集
に
説
か
れ
た
よ
う
な
密
教
的
解
釈
に
基
づ
い
て
造
立
さ
れ
た
の
か

ど
う
か
も
確
か
め
る
術
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
平
安
期
の
東
国
（
こ
と
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に
十
一
世
紀
ま
で
は
）
で
は
薬
師
如
来
像
の
造
像
が
目
立
つ
こ
と
を
考
え
る
と
、

本
像
が
当
初
か
ら
薬
師
像
と
し
て
造
ら
れ
た
可
能
性
も
か
な
り
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

形
の
上
で
も
う
一
点
気
付
か
れ
る
の
は
、
背
面
の
省
略
で
あ
る
。
本
像
の
背

面
は
左
肩
か
ら
大
衣
の
折
り
返
し
の
表
現
と
み
ら
れ
る
帯
状
の
も
の
を
彫
出
す

る
以
外
は
、
衣
文
、
螺
髪
も
全
て
省
略
し
て
い
る
。
近
年
こ
う
し
た
省
略
を
霊

（

喝

）

木
に
仏
が
化
現
す
る
様
を
表
し
た
と
み
る
説
も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
本
像
に

そ
う
し
た
事
情
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

次
に
描
造
面
で
指
摘
で
き
る
の
は
、
本
像
に
一
木
彫
成
の
意
識
が
強
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
本
像
は
体
幹
部
に
木
心
を
含
み
な
が
ら
も
内
割
り
を
全
く
施

さ
ず
、
ま
た
、
体
幹
部
材
か
ら
左
は
袖
口
、
右
は
臂
先
ま
で
を
彫
り
出
す
な
ど
、

な
る
べ
く
一
材
か
ら
木
取
り
し
よ
う
と
す
る
古
様
な
制
作
態
度
が
感
じ
ら
れ
る
。

地
方
作
の
場
合
、
特
に
本
像
の
よ
う
な
小
振
り
の
像
で
は
十
二
世
紀
後
半
に
な
っ

て
も
一
木
造
は
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
本
像
の
構
造
の
古
様
さ
は
や
は
り

注
意
す
べ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

三

表

現

上

の

特

色

と

制

作

時

期

こ
こ
で
は
作
風
や
構
造
の
面
を
中
心
に
本
像
の
特
色
を
挙
げ
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
制
作
時
期
を
考
え
て
み
た
い
。

本
像
は
、
肩
や
頬
の
丸
み
あ
る
造
形
や
胸
・
腹
な
ど
の
ふ
っ
く
ら
と
や
わ
ら

か
い
肉
付
け
と
同
時
に
、
浅
め
な
が
ら
も
少
し
鎬
立
っ
た
よ
う
な
衣
文
や
角
張
っ

た
頭
髪
部
・
螺
髪
・
鼻
・
耳
・
膝
な
ど
を
持
ち
、
全
体
の
印
象
と
し
て
ぎ
こ
ち

な
い
と
こ
ろ
を
感
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
で
も
本
像
を
藤
末
鎌
初
期
を
含
め
て
平
安

時
代
後
期
の
制
作
と
す
る
こ
と
に
は
ほ
ぼ
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

従
来
、
こ
う
し
た
ぎ
こ
ち
な
さ
は
地
方
作
ゆ
え
の
素
朴
さ
、
稚
拙
さ
と
理
解

さ
れ
て
き
た
。
確
か
に
首
の
左
へ
の
傾
き
、
鼻
・
口
の
曲
が
り
や
眉
の
不
均
衡
、

背
面
の
省
略
な
ど
は
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本

像
に
は
単
に
地
方
的
と
ば
か
り
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
本
像
の
表
現
を
少
し
細
か
に
分
析
し
て
み

る
こ
と
と
し
た
い
。

ま
ず
頭
部
か
ら
見
る
と
、
眼
、
頬
に
は
穏
や
か
な
丸
み
を
認
め
ら
れ
る
も
の

の
、
四
角
い
頭
部
の
全
体
形
や
肉
髻
部
、
三
角
に
角
張
っ
た
鼻
、
突
き
出
し
気

味
の
唇
、
カ
ー
ブ
の
き
つ
い
唇
に
は
や
わ
ら
か
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
表
情
に

も
一
種
の
厳
し
さ
を
伴
う
古
様
な
笑
み
が
み
ら
れ
、
全
体
と
し
て
あ
ま
り
穏
や

か
な
印
象
は
な
い
。
ま
た
、
細
長
い
輪
郭
で
、
太
い
紐
を
貼
り
付
け
た
よ
う
な

耳
も
古
様
で
あ
る
。
本
像
に
似
た
表
情
の
作
を
基
準
作
に
求
め
る
の
は
な
か
な

（

鋤

）

か
難
し
い
が
、
永
承
二
年
（
一
○
四
七
）
作
京
都
・
西
明
寺
薬
師
如
来
坐
像
の

雰
囲
気
が
比
較
的
近
い
と
い
え
よ
う
か
。

次
に
衣
文
表
現
に
眼
を
移
す
と
、
二
つ
の
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一

は
、
脚
部
前
面
、
腹
部
、
右
肩
な
ど
に
見
ら
れ
る
衣
文
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ

（

加

）

の
衣
文
は
京
都
・
六
波
羅
蜜
寺
薬
師
如
来
坐
像
（
十
世
紀
後
半
作
）
、
正
暦
元

（

躯

）

年
（
九
九
○
）
頃
作
奈
良
・
法
隆
寺
講
堂
薬
師
如
来
三
尊
像
、
長
和
二
年
（
一

（

別

）

○
一
三
）
作
奈
良
・
興
福
寺
薬
師
如
来
坐
像
な
ど
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀

初
頭
の
作
例
に
み
ら
れ
る
表
現
に
近
く
、
翻
波
式
衣
文
が
浅
く
退
化
し
た
形
の
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衣
文
の
余
風
を
留
め
て
い
る
と
い
え
、
古
様
な
要
素
で
あ
る
。
第
二
と
し
て
、

脚
部
中
央
地
付
付
近
の
桾
先
表
現
が
あ
る
。
本
像
桾
先
は
現
在
先
端
を
少
し
欠

く
よ
う
で
あ
る
が
、
当
初
か
ら
あ
ま
り
広
が
り
を
見
せ
な
い
小
ぢ
ん
ま
り
と
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
形
は
本
像
の
足
の
組
む
角
度
が
深

め
で
あ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
り
、
定
朝
様
作
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
前
に
大

き
く
広
が
る
桾
先
表
現
よ
り
も
遡
る
形
と
考
え
ら
れ
、
や
は
り
奈
良
・
法
隆
寺

講
堂
薬
師
三
尊
像
、
奈
良
・
興
福
寺
薬
師
如
来
坐
像
な
ど
に
近
い
古
い
形
式
の

名
残
り
と
み
ら
れ
み
狸

ま
た
、
本
像
の
側
面
観
は
、
正
面
観
に
比
べ
て
頭
体
共
に
奥
行
き
が
深
く
、

か
な
り
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
た
く
わ
え
て
お
り
、
定
朝
様
を
受
け
た
地
方
作
が
と

き
に
か
な
り
肉
薄
の
側
面
観
を
呈
す
る
こ
と
と
比
べ
、
古
様
と
い
え
る
。
さ
ら

に
、
木
像
の
重
心
を
や
や
後
ろ
に
傾
け
た
柔
軟
性
の
な
い
坐
り
方
も
、
京
都
・

西
明
寺
薬
師
如
来
坐
像
や
永
承
二
年
（
一
○
四
七
）
作
岩
手
・
黒
石
寺
僧
形
坐

（
訓
）

像
な
ど
の
定
朝
様
を
受
け
て
い
な
い
作
例
に
趣
が
近
い
。

こ
の
他
、
像
側
面
の
膝
か
ら
腰
に
か
け
て
が
平
板
的
で
、
垂
直
に
近
く
立
ち

上
が
る
さ
ま
や
、
両
膝
の
角
ば
っ
た
形
も
、
や
は
り
古
風
な
特
徴
と
い
え
よ
う
。

以
上
の
通
り
、
本
像
に
は
単
に
地
方
的
素
朴
さ
と
だ
け
で
片
付
け
る
わ
け
に

は
ゆ
か
な
い
、
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
前
半
の
作
例
に
よ
く
見
か
け
る
古

様
な
形
式
・
作
風
に
通
じ
る
要
素
が
い
く
つ
も
認
め
ら
れ
た
。
同
時
に
ま
た
、

定
朝
様
の
影
響
を
ほ
と
ん
ど
受
け
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
、
総
じ
て
本
像

は
定
朔
様
成
立
以
前
の
様
式
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。

定
朝
様
は
中
央
で
は
十
一
世
紀
前
半
の
成
立
後
、
急
速
に
普
及
し
た
が
、
そ

の
伝
播
の
実
態
は
ま
ち
ま
ち
で
、
そ
れ
ゆ
え
同
時
期
で
も
様
々
な
段
階
の
作
例

が
共
存
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
地
方
作
の
場
合
、
そ
う
し
た
差
は

（

妬

）

こ
と
に
大
き
く
、
仁
平
元
年
（
二
五
一
）
作
高
知
・
豊
楽
寺
薬
師
如
来
坐
像

の
よ
う
に
十
二
世
紀
半
ば
過
ぎ
ま
で
あ
る
種
古
様
さ
を
残
し
て
い
る
例
も
あ
り
、

実
際
の
制
作
年
代
の
推
定
は
な
か
な
か
難
し
い
。
従
っ
て
本
像
の
場
合
も
、
様

式
上
、
構
造
上
の
判
断
か
ら
、
直
ち
に
そ
の
造
立
を
定
朝
様
成
立
以
前
に
求
め

る
こ
と
は
無
論
危
険
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
本
像
に
は
前
述
し
た
通
り

作
風
上
い
く
つ
も
の
点
で
古
様
な
要
素
を
指
摘
で
き
、
定
朝
様
の
影
響
も
全
く

感
じ
ら
れ
な
い
こ
と
を
重
視
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
、
前
章
で
述
べ
た
構
造
上
の

古
様
さ
も
考
慮
す
る
と
、
様
式
的
に
は
定
朝
様
成
立
以
前
の
段
階
の
制
作
と
す

る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
え
ま
い
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
古
様
さ
が
か

な
り
退
化
し
、
そ
の
特
徴
を
弱
め
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
像
の
制
作
は

十
一
世
紀
初
頭
に
は
遡
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
こ
と
を
考
え

併
せ
れ
ば
本
像
の
制
作
年
代
と
し
て
、
様
式
的
に
は
十
一
世
紀
半
ば
過
ぎ
が
想
定

さ
れ
、
定
朝
様
成
立
以
前
の
古
様
を
留
め
る
作
例
と
み
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

四

本

像

の

周

辺

こ
こ
で
は
、
十
一
世
紀
に
お
け
る
本
像
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
近
在
の
地

域
を
中
心
に
考
え
て
み
た
い
。

県
下
の
み
な
ら
ず
近
県
を
も
含
め
て
、
十
一
世
紀
彫
刻
を
考
え
る
上
で
ま
ず

（

妬

）

始
め
に
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
例
と
し
て
、
三
浦
・
天
養
院
薬
師
三
尊
像

（
図
１
～
３
）
が
あ
る
。
こ
の
像
は
一
具
の
三
体
と
み
ら
れ
、
内
に
厳
し
さ
を
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■

図1 日光菩薩立
像天養院

図2 薬師如来坐像天養院図3 月光菩薩立
像天養院

含
む
表
情
、
着
衣
全
体
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
翻
波
式
衣
文
が
退
化
し
た
形
の
衣

文
、
脚
部
側
面
の
垂
直
に
近
い
立
ち
上
が
り
、
角
度
を
つ
け
て
深
く
組
む
膝
、

両
膝
を
結
ぶ
線
よ
り
前
に
は
み
だ
さ
ず
脚
部
中
央
に
小
ぢ
ん
ま
り
と
垂
れ
る
桾

先
な
ど
、
保
福
寺
像
で
も
み
ら
れ
た
古
様
な
要
素
を
よ
り
は
っ
き
り
し
た
形
で

備
え
て
い
る
。
中
尊
像
の
地
髪
部
と
肉
髻
部
の
境
を
は
っ
き
り
付
け
な
い
形
も

京
都
・
六
波
羅
蜜
寺
薬
師
如
来
坐
像
、
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
作
滋
賀
・
善
水

寺
薬
師
如
来
磐
陵
な
ど
十
世
紀
後
半
の
作
例
に
ま
ま
み
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

構
造
面
で
も
中
尊
像
の
脚
部
を
体
幹
部
に
一
部
組
み
入
れ
て
矧
ぐ
や
り
方
や
体

幹
部
中
央
付
近
だ
け
を
大
ま
か
に
背
割
り
す
る
内
割
り
は
古
様
で
あ
る
。
天
養

院
両
脇
侍
像
と
似
て
い
る
京
都
・
禅
定
寺
日
光
・
月
光
菩
薩
立
像
は
、
正
暦
二

年
か
ら
長
徳
元
年
（
九
九
一
～
九
九
五
）
頃
の
作
と
さ
れ
る
同
寺
十
一
面
観
音

立
像
と
近
い
時
期
の
造
立
と
考
え
ら
れ
て
お
嘘
〉
天
養
院
像
の
制
作
時
期
も
概

そ
そ
の
頃
’
十
世
紀
末
か
ら
十
一
世
紀
前
半
と
推
定
さ
れ
、
東
国
の
十
一
世
紀

を
考
え
る
上
で
そ
の
初
頭
頃
の
特
徴
を
よ
く
示
す
好
例
と
い
え
る
。

天
養
院
像
に
続
く
、
十
一
世
紀
半
ば
を
相
前
後
す
る
時
期
の
作
と
目
さ
れ
る

一
群
と
し
て
は
、
南
足
柄
・
中
沼
薬
師
堂
薬
師
如
来
坐
像
（
図
４
）
及
び
日
光

（

”

）

（

卯

）

菩
薩
立
像
（
図
５
）
、
同
．
朝
日
観
音
堂
聖
観
音
立
像
（
図
６
）
、
保
福
寺
像
、

東
京
・
常
楽
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
例
は
天
養
院
像
に

残
っ
て
い
た
古
風
な
作
風
が
さ
ら
に
弱
め
ら
れ
た
段
階
を
示
し
て
い
る
と
思
わ

れ
、
様
式
的
に
天
養
寺
像
の
次
の
グ
ル
ー
プ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、

中
沼
薬
師
堂
像
と
朝
日
観
音
堂
像
は
古
い
特
徴
を
よ
く
残
し
て
い
る
。
中
沼
薬

師
堂
像
は
、
天
養
院
像
と
比
べ
る
と
表
情
は
少
し
和
ら
ぎ
、
肉
付
け
も
幾
分
あ
っ
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図5 日光菩薩立像
中沼薬師堂

図4 薬師如来坐像中沼薬師堂図6 聖観音立像
朝日観音堂

さ
り
と
し
て
い
る
が
、
衣
文
の
形
や
数
、
肉
髻
部
と
地
髪
部
の
境
を
あ
ま
り
は
っ

き
り
つ
け
な
い
と
こ
ろ
な
ど
の
古
様
な
特
徴
は
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
、
構
造

面
で
も
薬
師
像
脚
部
の
体
幹
部
と
接
す
る
部
分
を
体
幹
部
の
丸
み
に
合
わ
せ
て

弧
状
に
割
っ
て
矧
い
だ
り
、
材
を
肉
厚
に
残
す
背
割
り
の
仕
方
も
古
い
や
り
方

で
あ
る
。
一
方
、
朝
日
観
音
堂
像
は
鼻
梁
が
太
い
三
角
形
の
大
き
な
鼻
、
分

厚
い
唇
、
内
に
籠
っ
た
よ
う
な
表
情
、
奥
行
き
あ
る
頭
部
、
天
養
院
像
に
似
た

衣
文
な
ど
、
や
は
り
古
い
特
徴
を
持
つ
。

保
福
寺
像
は
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
た
作
例
に
み
た
古
様
な
特
徴
が
大
部
分
そ
の

姿
を
留
め
な
が
ら
も
さ
ら
に
形
式
化
を
進
め
て
お
り
、
和
様
化
へ
の
微
か
な
萌

芽
が
認
め
ら
れ
る
次
の
段
階
に
近
づ
い
て
い
る
作
例
と
考
え
ら
れ
る
。
本
像
の

（

剖

）

ほ
か
、
同
様
の
傾
向
を
示
す
作
例
に
東
京
・
常
楽
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
な
ど
が
こ

れ
に
含
ま
れ
よ
う
。
次
の
グ
ル
ー
プ
は
こ
の
後
さ
ら
に
古
様
さ
を
弱
め
、
あ
る

い
は
失
い
、
次
第
に
和
様
化
へ
の
過
程
を
進
ん
で
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（

詑

）

そ
う
し
た
次
の
段
階
の
作
例
と
し
て
は
、
川
崎
・
影
向
寺
薬
師
如
来
坐
像
が

あ
る
。
影
向
寺
像
は
厚
み
あ
る
体
躯
や
膝
、
十
一
世
紀
前
半
風
の
名
残
り
を
留

め
る
脚
部
の
衣
文
に
古
様
を
残
す
一
方
、
表
情
は
か
な
り
温
雅
な
趣
を
強
め
て

お
り
、
本
格
的
に
和
様
の
影
響
を
受
け
始
め
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ

の
段
階
の
作
例
は
定
朝
様
と
直
接
に
は
つ
な
が
ら
な
い
も
の
の
、
そ
れ
な
り
に

和
風
化
と
い
う
時
代
の
波
を
受
け
、
そ
の
度
合
を
強
め
て
行
っ
た
。
東
国
彫
刻

の
十
一
世
紀
は
こ
の
段
階
を
も
っ
て
十
二
世
紀
へ
と
移
っ
て
行
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

東
国
に
本
格
的
に
定
朝
様
が
登
場
す
る
の
は
十
二
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ

旬

一ノー



お

わ

り

に

以
上
、
保
福
寺
像
の
位
置
付
け
及
び
十
一
世
紀
東
国
彫
刻
史
の
一
断
面
に
つ

い
て
、
構
造
等
も
考
え
な
が
ら
あ
く
ま
で
様
式
上
の
考
察
を
中
心
に
展
開
過
程

を
構
築
し
て
み
た
。
従
来
、
東
国
平
安
彫
刻
に
関
し
て
は
、
そ
の
発
展
段
階
を

分
析
し
た
り
、
相
互
の
前
後
関
係
を
論
じ
る
こ
と
は
あ
ま
り
盛
ん
で
な
く
、
ま

た
、
さ
ほ
ど
重
要
視
も
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
確
か
に
規
準
作
が

少
な
く
、
展
開
も
中
央
と
は
か
な
り
異
な
る
東
国
で
は
そ
う
い
っ
た
考
察
は
難

し
く
、
実
際
に
は
様
式
的
に
前
の
段
階
に
あ
る
作
例
が
後
に
な
っ
て
か
ら
造
ら

る
可
能
性
が
強
い
。
し
か
し
そ
れ
以
降
も
、
恐
ら
く
は
本
像
や
影
向
寺
像
の
延

長
線
上
で
捉
え
ら
れ
る
、
定
朝
様
の
影
響
を
直
接
に
は
受
け
な
い
グ
ル
ー
プ

（

認

）

（
例
え
ば
当
寺
十
一
面
観
音
立
像
、
川
崎
・
常
楽
寺
聖
観
音
菩
薩
立
像
な
ど
）

は
依
然
存
在
し
た
と
み
え
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
作
例
に
は
、
十
一
世
紀
を
通

じ
て
次
第
に
弱
ま
り
な
が
ら
も
残
っ
て
い
た
古
様
な
要
素
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

東
国
十
一
世
紀
彫
刻
を
考
え
る
と
き
、
大
略
以
上
の
よ
う
な
三
つ
の
段
階
を

推
定
し
て
み
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
整
然
と
順
を
追
っ
て
展
開
し

て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
な
り
相
前
後
し
な
が
ら
進
ん
で
い
っ
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
大
局
的
に
見
れ
ば
こ
の
よ
う
な
筋
道
が
想
定
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
私
考
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
の
保
福
寺
像
の
位
置
付
け
は
、
十

一
世
紀
半
ば
過
ぎ
に
お
け
る
十
世
紀
後
半
風
終
焉
の
姿
を
示
す
作
例
と
す
る
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

れ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
う
し
た
誤
差
を
含
む
こ
と
を
覚

悟
し
つ
つ
、
様
式
的
に
展
開
を
組
み
立
て
た
一
つ
の
試
論
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
大
方
の
御
教
示
を
賜
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

［
注
］

（
１
）
実
査
は
一
九
九
一
年
九
月
に
鎌
倉
国
宝
館
浅
見
龍
介
氏
と
と
も
に
行
な
っ
た
。

（
２
）
「
関
東
古
代
彫
刻
史
論
」
（
『
関
東
彫
刻
の
研
究
』
一
九
六
四
年
十
月
学
生

社

）

。

（
３
）
「
木
造
薬
師
如
来
坐
像
」
（
一
九
七
五
年
三
月
神
奈
川
県
教
育
委
員
会
）
。

（
４
）
一
九
八
六
年
三
月
神
奈
川
合
同
出
版
。

（
５
）
「
南
足
柄
の
彫
刻
」
（
「
南
足
柄
市
史
』
８
一
九
九
○
年
七
月
南
足
柄
市
）
。

（
６
）
「
木
造
薬
師
如
来
坐
像
保
福
寺
」
（
『
仏
像
集
成
』
１
一
九
八
九
年
七
月

学

生

社

）

。

（
７
）
本
像
の
法
量
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

像

高

四

八

・

○

髪

際

高

四

一

・

四

頭

頂

～

顎

一

五

・

六

面

長

九

・

二

面

巾

九

・

三

面

奥

一

四

・

一

耳

張

一

○

・

九

臂

張

二

九

・

二

胸

厚

（

左

）

一

三

・

四

胸

厚

（

右

）

一

三

・

二

腹

厚

一

五

・

○

膝

張

三

五

・

四

膝

奥

二

九

・

八

膝

高

（

左

）

七

・

八

膝

高

（

右

）

八

・

二

（
８
）
同
書
巻
二
十
の
保
福
寺
条
。

（
９
）
古
代
の
交
通
・
街
道
に
関
し
て
は
次
の
著
作
を
参
照
し
た
。
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１

ラ 畑 立

路 汁 ｝ Ｃ 荊 剖

汁 吠 器 前 に

“ 票 ご 小

汁 副 轤 函

薙 雌 謎 升

ｓ ｓ 丹 爵

個 叶 で 膨

畑 軒 片 当

奔 汽 一 出 一 価

ｊ 計 僻 昇

到 苦 ヰ ノ

知 咋 ・ 骨

諭 パ 僻 燕

計 室 汁 Ｓ

洛 芦 ゾ 謎

ｒ 母 針 剛

論 で 試 行

璃 片 ｊ 蝋

Ｓ 里 Ｓ 汁

汁 僻 帆 舜

函 料 鋤 霊

謎 灘 弼

叫 汽 郵

両 哉 猫

酔 鴇

了う
ご

認 識

朕
蹄
丑 汁 沁

鴎 汰 孟

Ｊ ｊ ｊ ｊ Ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ ｊ Ｊ ｊ ｊ ｊ

画 ⑭ 四 画 画 』 画 つ 』 や 骨 、 」 『 』 つ 』 。 』 心 崖 四 』 画 』 」 』 つ

前 ぎ く ｌ ｌ く 汁 く 幹 粛 く 畑 く く く く く く く が Ｅ く 田 く ｊ 亘

帥 報 、 解 苫 田 血 ｊ 片 癖 群 ・ 重 ｊ Ｊ ｊ ｊ ｊ 苅 寿 茸 酔 吠 ｊ 善 嬰

・ 亘 嘩 ９ 斗 瞳 ｍ Ｈ ｒ 片 珠 紳 汁 汁 汁 汁 汁 呉 萱 ｒ 四 十 闇 珊 円

》 》 挿 搾 密 封 一 一 軒 儘 》 一 一 一 一 》 一 部

雪 簿 Ｓ

苔 ノ 廊

粥 漏 欝 罵

際 咽 Ｓ

薙 十 前

科 峠 織 掴 癖 脈

診 川 昇 Ｋ 軸 ・ 耳 ｒ

嘩 拙 州 噌 諦 秤 一 鑑 催 謡 誇 揺

Ｅ 補 ノ

魁 Ｊ 叶 画 Ⅱ 計． 甘 く 十 鉢

掴 吋 語 諏 や

刈 燕 響 ・ 副 冊 、 鋼 Ｉ

汁 Ｉ 昇 ・

雌 川 両

無 く 苫 ｊ ｒ 静 峠 Ⅲ ｓ 需 牢 叫卿 蹄

料 寺 眉

、

鮴 雫 辨 く 粥

雪 割 湘 汁 癖 剴 丹 恋

嶋 蝿 隠 澪 荊

畔 鍛 一 一

汁 ｌ 補 擬 瑚 ｊ ｌ Ⅱ

儒 卵 畔 誇 諏

緬 報 い 悪 ｒ 。

、 ｊ 血 圧

恥 酔 蛎 琳 剴 Ｋ 雷 搾 賑 輔 鋤 筒添 卜

騨 棚 蟻 咄 非 蝿 癖 作 Ｊ

詑 癒 行 卿 補 作 期 針 卦 獄

ｊ Ｊ ｊ Ｊ Ｊ ｊ ｊ Ｊ Ｊ ｊ

い い 四 画 “ 』 四 ○ 画 ⑲ 画 印 画 『 い つ 画 、 函 心

く く く 針 く く き 団 叫 竺 ｌ く く 封 く ＋ く く 菅

醇 三 琵 酢 が 鮮 群 汁 雑 目 診 計 笑 醇 飾 寓 ｌ ｊ 酔 い

一 軍 誠 鶏 ・ 画 画 ・ 酬 薄 刑 汁 頃 ｇ 誠 顎 血 、 ｇ ＋

“ 計 Ｊ 園 〃 ノ Ｓ 作 汁 間 鐸 到 ｒ 困 丹 到 陣

紹 蝉 料 汁 四 心 腓 Ｓ 報 欄 川 茄 Ｉ 米 骨 顎 茄 溢

到 叫 雪 』 ゾ ノ 》 》 嘩 叫 》 “ 》 淵 辨 搾 ” 》

茄 琳 苦 亘 一 画

噸 皿 糸 菩 Ｊ 到

寿 燕 叫 汁 替 》 》 竜 州 噛 料 弐 沼 室

・ 恥 司 蔚 餉 茄 洲 嚴 許

Ｋ 》 釧 轌 剛 ｌ 当 圧 謹 一 価

血 言 笥 紬 升

叩 噸 諾 》 罐 蝿 》 Ｋ 鳩 韮

ｒ ｒ

・ 法

、 ノ 、 ノ 汁 で ５

． 静 蔵 “

罰 俸 で 零 》 村 娠 荏 Ｓ

症 銅 辨 片

引 塞 靭 拳 闘 叫 淘 恥 睡 囎 蕪 弄 ぶ

尋 “ 》 》 》 》 《 》 訓 岬 岬 ↑ 銅函 ，

》 軸 》 》 蹄 》 犀 ・ 雲 岬

ｒ

計 籾 秤

計 澱 ｌ

が 硴 剴 ＋ 翌 ’

零 滞

鼎 吟 銅 諦 吋

紺 ぴ
Ｓ

因 庁

エ ヴ 龍 楠

１ ℃ Ｉ



萬
年
氏
が
撮
影
し
た
も
の
を
使
用
し
た
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
奨
励
研
究
（
Ａ
）
「
東
国
に
お
け

る
平
安
前
期
彫
刻
の
研
究
」
、
平
成
三
年
度
日
本
科
学
協
会
笹
川
科
学
研
究
助
成
金
に

よ
る
「
関
東
彫
刻
史
上
に
お
け
る
平
安
中
期
か
ら
後
期
に
至
る
展
開
の
実
態
に
つ
い

て
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

－10－



図7 薬師如来坐像保福寺全身正面図8 同全身左斜側面

図9 同左側面図10同右側面



図11 全身背面

図12同像底


