
彫

刻

の

調

査

と

研

究

経

過

一
、

俊
桑一
房一
軍
狐
の
研
究

俊
乗一
筋
震
源
が
東
大
寺
の
復
興
事
業
を
位
進
す
る
た
め
に

諸
国
で
川聞
い
た
仕
事
の
数
々
は、
彼
の
南
加熱
阿
bw
陀
仏
作
普

彫
刻
の
調
夜
と
研
究
経
過

終
に
き
わ
め
て
掛川
釧
に
古
き
叫附
さ
れ
て
い
て、
そ
の
実
際
を

い
ま
に
よ
く
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る。
た
だ
そ
の
中
で、

い
ま
の
阿
山
県
に
合
ま
れ
て
い
る
前
中
と
備
前
の
両
国
の
こ

と
は、
例
え
ば
作
普
集
に
も

州
中
別
所

伶
土
堂

古
川川
津
宮

神
宮
寺
堂
弁
御
似
合

庭
瀬
堂

備
前
国

常
行
堂

図
府
大
湯
屋

川護
原
庄
豊
光
寺

湯
屋

国
中
訪
中守
修
造
廿
二
一助

と
あ
る
だ
け
で、
こ
れ
等
が
は
た
し
て
ど
こ
に
あ
っ
た
も
の

か、
あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た・
し
か
し
こ
の

霊
源
研
究
に
お
い
て
は
か
な
り
早
く
か
ら、
山川
中
別
所
を
い

ま
の
吉
備
郡
真
金
町
に
あ
る士口
側
律
神
社
の
附
近
に
こ
れ
を

舵
定
し、
ま
た
備
前
常
行
堂
を
い
ま
の
御
津
郡一
宮
村
の士口

備
体

－F神
社
の
境
内
に
そ
の
逃
祉
を
た
し
か
め、
さ
ら
に
ま

た
伽
前
回
府
の
大
湯
屋
が
い
ま
の
岡
山
市
湯
迫
の
浄
土
寺
に

該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
た
し
か
め
て
い
た。
し
か
し

な
お
こ
の
備
中、
備
前
両
国
の
こ
と
に
は
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら

な
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
で、
三
十
五
年
度
に
お
い

て
は
主
と
し
て
こ
の
両
国
の
こ
と
を
調
べ
て
み
た・
そ
の
結

果
と
し
て、
ま
ず
第一
三
官
制
津
神
社
に
あ
る
十一
一聞
の
菩

美
術
工
芸
研
究
室

彫

刻

雌戸
聞
の
中
の
八
而
は、
い
わ
ゆ
る
麟
原
和
阪
の
古
い
体
統
を

か
な
り
よ
く
伝
え
た
も
の
で
あ
る
が
や
は
り
鎌
倉
初
則
頃
の

二
十
五
菩
際
来
迎
而
の一
・端
で
あ
る
こ
と
が
批
定
さ
れ、
し

た
が
っ
て
こ
れ
が
お
そ
ら
く
霊
源
に
よ
る
制
中
別
所
浄
土
立

に
関
す
る
逃口川
で
は
な
い
か
と
倣
察
さ
れ
た。
次
の
第
二
は、

金
山
寺
（
問
山
市
金
山
寺）
に
か
な
り
数
多
く
停
っ
て
い
る

古
文
部
煩
で、
こ
の
中
に
辺
久
四
年
（一
一
九一二〉
六
月
の

金
山
寺
住
僧
等
解一
通
が
あ
り、
こ
れ
の
袖
舎
に
重
狐
自
筆

の
外．
地
と
花
抑
と
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て、
こ
の
金
山
寺
が

震
源
に
よ
る
「
（
似
前〉
国
中
諸
寺
修
造
廿
二
所」
の
中
の

一
寺
で
あ
る
ミ
と
が
知
ら
れ
た・
な
お
第
三
は、
能
満
寺
社

〈
総
社
市
川派
尾
新
山）
の
鉄
ぬ
笠
で、
二
れ
は
径
六
尺一
寸

余、
高
三
尺
五
寸
の
き
わ
め
て
大
形
な
も
の
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く、
そ
の
恰
好
や
造
作
が
周
防
阿
似
陀
寺
の
鉄
湯
釜
に

ひ
じ
よ
う
に
よ
く
似
て
い
て、
ニ
れ
が
や
は
り
車
税
ゆ
か
り

の
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ

る・
こ
れ
等
は
た
し
か
に
虫
淑
研
究
に
山口
車
な
資
料
を
加
え

得
た
も
の
と
信
じ
て
疑
わ
な
い．

二、

興
正
諮問
薩
叡
尊
の
研
究

興
正銃同
一降
淑
曲吋
の
研
究
も
軍
総
研
究
と
問
機
に
そ
の
研
究

対
象
が
ひ
じ
よ
う
に
数
多
い
の
で、
そ
の
基
際
資
料
の
調
査

だ
け
に
で
も
な
か
な
か
ひ
ま
ど
る
わ
け
で
あ
る
が、
本
三
十

主
忽
阪
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
次
の
よ
う
な
ホ
の
か一
調
査
し
た・
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す
な
わ
ち
そ
の
第一
は、
制肌
前叶
の
本
拠
西
大
寺
の
大
m一…
目〈
立

像
で、
こ
の
像
は
寺
体
（
行
実
年掛川〉
に
よ
る
と、
建
治
二

年
（一
二
七
六〉
九
月
に
仏

師善
春
が
叙
尊
の
命
に
よ
っ
て

造
っ
た
も
の
と
体
え
ら
れ
て
い
る
が、
た
し
か
に
そ
の
綴
式

は
古
く、
例
の
あ
ま
り
肥
満
し
て
い
な
い、
す
っ
き
り
と
し

た
形
婆
を
し
た
大
地仰
天
で、
作
り
も
か
な
り
手

家的
な、
し

か
も
き
わ
め
て
お
だ
や
か
な
手
法
を
も
っ
て、
か
え
っ
て
生

彩
の
・あ
る
表
現
を
な
し
て
レ
る
も
の
で
あ
る‘
な
お
こ
の
像

に
は
そ
の
品店
内
ι

か
な
り
多
く
の
納
入
物
が
あ
る
ら
し
い
の

機
会
を
見
て、
更
に
よ
く
そ
れ
与
の
一必
然

法
制聞
を
淵
有
し
た
い
と
思
っ
て
い
るの
そ

の
第
四
は、
三
重
県
下
の
律
宗
関
係
寺
院

で、
こ
れ
に
は
無
量
奔
福
寺
を
は
じ
め
と

し
て
宝
厳
寺、
不
動
寺、
銭

恩寺、
EK
降

寺、
帥帥
勝
寺、
徳
月
寺、
金
仙
寺、
削円
山内
寺、

一州
議
寺
等
が
あ
る

そ
こ
で
本
作
度
に
は

よ
の
中
で
慨
公
布
福
寺（
上
野
市
下
洲一
いじ

と
金
仙
寺
（
上
野
市
比
自
岐）
と
悩
警
守

（
鈴
陀
市
玉
応一
町〉
と
の
納
責
を
お
ニ
な

っ
て、
多
少
の
叡
務
関
係
史
料
を
見
山
し

た‘
こ
れ
も
今
後
の
測
を
に
期
待
す
る
と－」
ろ
が
大
き
し

で、
次
の
機
会
に
そ
れ
等
を
捌
ま
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
期
待
し
て
い
る。
次
の
第
二
は、
一
χ
興
寺
極
楽
坊
の
聖
徳

太
子
像
で、
よ
れ
ば
4
の
像
の
修
却
に
際
し
て、
そ
の
一玖
部

内
か
ら
王
限
の
お
さ
え
い小
そ
の
他
に
託
さ
れ
た

場担
や
二
訟

の
小
さ
な
木
造
五
輪
第
な
ど
が
見
出
さ
れ
て、
e」
れ
等
に
よ

っ
て
こ
の
像
が一
一m、
相肌
前吋
ゆ
か
り
の
も
の
で
あ
る’」
と
が

た
し
か
め
ら
れ
た．
そ
の
第
三
は、
小
第
院
（山知山良
市
凶
新

屋
町〉
で、
こ
の
寺
に
ば
か
つ
て
文
永
十
年
（一
二
七
三〉

に
叡
尊
の
徒
の
良
飢
や
性
海
な
ど
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
消
涼

寺
釈
迦
像
な
ど
も
あ
っ
た
が、
い
ま
は
見
る
か
げ
も
な
く
絞

れ
は
て
て
い
る・
し
か
し
こ
の
寺
は
な
ん
と
い
っ
て
も
平
安

初
期
に
説
命
僧
正
な
ど
の
住
し
た
名
制円
で
あ
り、
ま
た
小
世

に
叡
噂
に
よ
る
真
言
律
宗
の
教
え
を
よ
く
体
え
た
と
こ
ろ
で、

い
ま
は
ほ
と
ん
ど
知
る
人
も
な
い
が、
こ
こ
に
か
な
り
数
多

く
の
中
世
の
在
銘一
わ
広・
裟
が
欣
位
さ
れ
て
い
る，
本
年
度
は

た
だ
そ
れ
等
の
存
在
を
確
認
し
た
山制
度
に
止
め
た
が、
今
後

大！！日ミ｛匁Ci国大寺〉
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藤
原
彫
刻
の
研
究

藤
原
彫
刻
の
研
究
は、
昭
和
三
十一
年
度
以
降
の
研
究
に

よ
っ
て一
ま
ず
そ
の
造
立
年
次
な
ど
が
た
し
か
め
ら
れ
る
必

礎
資
什
り
調
査
を
終
っ
た
の
で、
本
三
十
五
年
度
に
お
し
て

は
主
と
し
て
和
様
の
形
成
に
も
っ
と
も
大
き
な
史
探
と
な
っ

た
と
魁
わ
れ
る
奈
良
地
方
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
レ
地
域
の
勝

以
前
期
の
作
例
を
と
り
上
げ
て
み
た．
す
な
わ
ち
お
船
守
の

阿
弥
陀
如
来
像
を
は
じ
め
と
し
て、
ムハ
波
間緋
強
オ吋
本
誌
の
楽

師
如
来
像、
一
死
興
寺
極
楽
坊
本
堂
の
阿
跡
陀
如
来
像、
法
隆

止寸
誠
九犯
の
薬
師
三
羽
像、
薬
師
寺
の
文
妹
菩
雌
像、
ぬげ
陶叩
羽

ヰ寸
の
薬
剤
如
米
像、
山烈
福
寺
の
阪
彫
十
二
神
将
像
等
の
如
き

も
の
で
あ
る・
こ
れ
等
に
よ
っ
て
和
総
彫
刻
の
も
つ
ね
和
な

柔
味
の
あ
る
表
現
と
い
う
も
の
が、
隊
式
史
的
に
い
か
に
発

問問
し
て
ト
っ
た
も
の
で
あ
る
と
か、
そ
ん
な
隊
六
を
つ
く
り

上
げ
て
い
る
而
の
構
成
二、
は
た
し
て
ど
ん
な
造
作
を
施
し



な
い？」
の
研
究
に
連
関
す
る
も
の
と
し
て 、

が
比
三
年

（一
一
七一
〉
に
仏
削
仏
忍
が
造
っ
た
湯
川
阿
弥
陀
裳
（
奈

良
県
凶
古 ・
肝
HU
の
丈
六
本
尊
像
や 、
い
つ
頃
造
ら
れ
た
も

の
か
わ
か
ら
な
し
も
の
な
が
ら 、
鎌
倉
の
名
匠
快
段
の
手
が

け
た
正
寿
院
（
京
都
府
宇
治
田
原
町〉
の
不
動
川
王
像
等
を

訓
食
し
た e
－）

の
小
で
快
肢
の
不
動
明
王
像
は
そ
の
同印
式
手

法
共
に
き
わ
ぬ
て
脱
酬
寺
の
不
動
明
王
像
に
よ
く
似
て
い
て 、

，
ア代
者
か
同一
作
家
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は 、

だ
れ
に
で
も
す
ぐ
に
わ
か
る ・
こ
と
に
そ
の
念
悠
形
と
し
て

ぞ
や
お
と
・な
し
す
ぎ
る
表
現
ゃ 、
写
実
を
巧
み
に
d』

な
し
た

手
法
や 、
紡
織
を
き
わ
め
た
政
金
彩
色
な
ど
は 、
や
は
り

快

・肢
の
特
色
を
よ
く
示
し
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う e
な
お
こ
の
像，－
1

快
療
の
直
妓
の
銘
は
な
い
が 、

そ
の’一口
仰
に

ぶ
此
木
作
者
氏
川
弘
陀
仙川
快
雌
之
作
山｝

然
出
土司
五
大
院
同
以
之
附
御
光
弁

恋
々
之

政
令
焼
失
掛
川
後
人
被
修
造
之

一五
星納
UM山

桜
別
行
之

々
去
年

兇U1
・J「
刊
当
院
内um
炎
上
之

－一 ー
：

」，F’」
1’ノ
ι
L

I
l－
－

叫
御
山佳
品汁

火
炎
焼
失」／～
削
則
今
年
内U
卯
バ
廿

七
日
ボ
修
造
之〉

H
r

立
正
三
年
円
五
月一一一
日

J
T

，
＆

 

法
印
権
大
僧
都
実
済同
十六
浪

記
者
総
少
僧
都
公
海二
十
九

市
都
高
天
大
武
好
時三
十
七

て
い
る
か
と
か 、
そ
し
て
そ
ん
な
造
型
を
も
と
め
た
時
代
の

感
覚
を 、
そ
の
願
主
な
り
作
家
な
り
が
ど
う
し
て
陥
っ
た
か

と
い
う
よ
う
な－」
と
を
考
え
て
み
た 守
こ
れ
に
は
い
ま
す
ぐ

に
こ
こ
で
結
論
を
山
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
が 、
も
う
す
F」

し
多
く
の
額
似
作
例
の
比
較
に
よ
っ
て 、
か
な
り
耐
白
い
結

川叫
が
で
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る a

山 、

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
院
派
仏
師
の
研
究

附

目
本
彫
刻
作
家
研
究一
般

当
研
究
所
に
いロ

け
る
院
派
仏
附
の
研
究
は 、
前門」
も
述
べ

た
よ
う
に 、
主
と
し
て
現
存
作
例
の
あ
る
作
家
す
な
わ
ち
院

針 、
民
随 、
院
智 、
院
法 、
院
恵 、
院
道 、
院
信 、
運
妙 、

悦
修 、
院
決 、
院
階 、
院
児 、
院
玄 、
院
命 、
定古川 、
抗巾也 、

民
昔 、
覚
件 、
院
副問 、
・見
務
等
に
つ
い
て 、
こ
れ
を
お
こ
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
が 、
本
年
度
に
お
い
て
は
む
し
ろ
二
れ

与
作
家
述
の
史
料
を
縦
究
す
る－」
と
に
つ
と
め
た ・

小到Jゆ1王（象(IL�対l淀〉

彫
刻
の
別
査
と
研
究
経
過

Hli 
向Ii

と
の
盤
苫
修
洲一
婦
が
あ
り 、
と
に
か
く
ι
れ
で－』
の
像
を一

応 、
快
出血
の
作
と
州
え
る
e』
と
が
で
き
る

そ
し
て
ニ
の
五

一比
三
年
（一
四」ハ
ニ）
に
二
の
火
炎
光
背
と
悲

丘二世
と
を
補

作
し
た
の
が 、
南
部
一雨
天
（
た
か
ま〉
俳
一所
の
大
瓜
灯
視
で

あ
っ
た－」
と
が
知
ら
れ
る
の
も
興
味
を
ひ
く ・

丘 、

そ
の
他
の
調
査
研
究

ー 、
笠
土吋
淵
咋刊号

包
帯
と
は 、
い
ま
竹
林
寺
と
い
い 、
奈
良
県
桜
井
市
笠
に

あ
る
古
利
で 、
世
俗
に
銭
荒
神
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る 。
こ

の
苛
は
か
つ
て
古
く
奈
良
川
代
に
悠
奇
鷺
楽
院
と
呼
ば
れ
た

も
の
で 、

一次
に
は
東
大
寺
の
附
山
良
介
僧
正
の
出
生
地
と

も
郎
え
ら
れ
て
い
る ・
こ
の
寺
の
本
時
は
像
高
六
μ八
凶
寸
八

分
の
一
木
造
り
の
族
的
如
米
立
像
で 、
平
安
初
則
の
彫
刻
と

し
て
か
な
り
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は 、
す
で
に一
部

の
も
の
ロ
知
ら
れ
て
い
る

こ
の」寸
に
ま
だ
す
e」
し
法
志
す

べ
き
文
化
財
が
あ
る
の
で 、
山枚
引
山
の
裂
請
に
よ
っ
て 、
そ

れ
等
を一
応
調
流
し
た ・
そ
の
よ｛
な
る
品
目
は
次
の
泊
り
で

点りマQ a一
、

地
球
主
両
立
像
及
納
入
’X
山内

一
、

板
絵
三
宝
荒
神
画
像
（
原
像
l

鎌
倉
氷
カ〉

一
、

阪
絵
三
宝
荒
神
磁
像
（
元
禄
十
年
公
俊
開
眼）

一
、

興
正法口
隊
叡
同
刷出

て
閲
雌
十
五
同
十
似

て
木
版
彩
色
不
動
明
王
画
像
（
宝
山
楳
海
六
十
九
歳

抑制一
〉

一
、

不
動
三
尊
凶
像

一
、

笠
荒
神
鷺
山宮
山
竹
林
中守
米
山
記一
巻
（
延
京
六
年一
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頽
運）

一
、
古
版木
類

な
おこ
の
寺
の
鎮
守
笠山
神社
の
神
像
は
、
興津
彦
神
と
興

津
姫
神と
の一
具
像で
、こ
れ
が享
保
十
七
年（
一
七三二
）

に清
水
隆慶
に
よっ
て
造
ら
れ
た
も
ので
あ
るこ
と
が知
ら

れて
い
る。

２
、元
性
院調
査

元
性院
と
は
、
京
都府
宇
治田
原町
奥山
田
にあ
る
無
名

の
小
利で
あ
る
が、こ
こ
に
藤
原
時
代
の
年記
があ
る
大
般

若
経
を伝
えて
い
ると
の
こ
とで
、
そこ
の
住職
佐
藤
寿
宏

師の
要
請
に
よっ
て
そ
の一
部
を調
査
し
た
が、た
し
か
に

そ
の
中
に
は
永
治二
年（
一
一
四二
）
を
はじ
めと
して
仁

安二
年（
一
二（
七
）、
嘉
応元
年（
一
二（
九
）、
治
承四

年（
一
一
八
〇
）
等
の
奥
書
があ
る
もの
が
かな
り
あっ
て
、

こ
れ
は
ま
た
他日
ゆっ
く
り
と調
査
をし
なけ
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
だと
思
う
。

３
、西
吉
野
村
調
査

こ
の調
査
は奈
良
県
吉野
郡
西
吉
野
付
の
教
育
委員
会の

要
請
に
よっ
たも
ので
、同
付
内
の
立川
渡
辻
堂
、正
林寺

（
川
岸）、
圖
光寺（
陰
地）
等の
文
化
財
を
ごく
簡
単に

調
査
し
た
。こ
の
中で
注
憲
す
べき
もの
は囘
光
寺の
定
専

上
人
坐
像で
、こ
れ
は
木
造
彩
色
、
像
高二
尺
六寸
の
まこ

と
に
本格
的
な肖
像で
あっ
て
、
造
立
も
おそ
ら
く室
町
初

期
を下
る
もので
は
な
い
と思
わ
れ
る
。し
た
がっ
て
こ
の

像
は
真宗
関
係
の
肖
像
とし
て
もっ
と
も古
く
、
ま
た
すぐ

れ
た
もの
と
い
わな
け
れ
ば
な
ら
ない
だろ
う
。

（
小
林
　剛）
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