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形
状
と
作
風
の
展
開�

―
―

杉

田

美
沙
紀

は
じ
め
に

光
背
は
経
典
の
三
十
二
相
に
説
か
れ
る
仏
身
か
ら
発
す
る
光
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
彫
刻
作
品
で
は
仏
像
本
体
の
背
後
に
置
く

こ
と
で
、
仏
の
も
つ
特
殊
な
能
力
を
効
果
的
に
表
現
し
て
い
る
。
近
年
、
仏
像
の
光
背
の
研
究
が
進
展
し
て
い
る
。
詳
し
い
調
査
に
よ
り

光
背
の
構
造
、
当
初
の
形
な
ど
の
詳
細
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
（
１
）

。
さ
ら
に
、
そ
の
特
色
や
宗
教
的
意
味
を
経
典
か
ら
裏
付
け
る
こ
と

が
行
わ
れ
て
い
る
（
２
）

。

し
か
し
、
光
背
に
は
教
義
な
ど
が
示
す
図
像
学
的
な
意
味
だ
け
で
な
く
、
他
の
美
術
作
品
同
様
に
造
形
の
特
色
と
作
風
が
あ
ら
わ
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
本
体
の
み
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
仏
像
の
作
風
に
つ
い
て
、
周
囲
と
の
関
係
を
ふ
く
め
て
総
合

的
に
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
仏
像
の
作
風
の
理
解
は
一
層
明
確
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

本
論
で
は
光
背
の
な
か
で
も
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
坐
像
の
二
重
円
相
光
背
の
形
と
作
風
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
こ
の

時
代
の
仏
像
本
体
と
光
背
と
の
造
形
的
な
関
係
を
考
察
し
た
い
。
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一　

仏
像
の
光
背

光
背
に
は
仏
像
の
種
類
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
違
い
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
が
あ
る
（
３
）

。
た
と
え
ば
不
動
明
王
像

に
は
火
焔
形
光
背
、
天
部
像
に
は
円
形
の
頭
光
、
の
よ
う
に
光
背
の
形
式
は
仏
像
の
種
類
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
光
背

に
は
雲
や
唐
草
、
化
仏
な
ど
の
意
匠
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体
の
形
式
、
部
分
の
意
匠
は
仏
像
の
種
類
と
典
拠
と
し
た
経
典
、

あ
る
い
は
信
仰
の
内
容
に
基
づ
き
、
さ
ら
に
つ
く
ら
れ
た
時
代
の
流
行
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
。

光
背
が
い
か
な
る
形
、
意
匠
で
あ
っ
て
も
、
仏
像
の
後
ろ
に
置
く
こ
と
で
正
面
か
ら
見
た
と
き
に
仏
像
の
存
在
の
偉
大
さ
を
効
果
的
に

高
め
る
役
割
は
共
通
し
て
い
る
。（
図
１
）
の
光
背
付
き
の
醍
醐
寺
三
宝
院
弥
勒
堂
快
慶
作
弥
勒
菩
薩
坐
像
と
（
図
２
）
の
光
背
の
な
い

姿
と
で
は
そ
の
印
象
は
大
き
く
異
な
る
。
当
然
で
は
あ
る
が
光
背
付
き
は
作
品
全
体
の
大
き
さ
が
明
ら
か
に
光
背
な
し
と
比
べ
て
高
さ
、

幅
と
も
に
あ
り
、
立
派
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
光
背
は
作
品
全
体
を
大
き
く
見
せ
る
効
果
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
光
背
付
き
は
光
背
を
含
め

た
高
さ
の
ほ
ぼ
中
央
に
仏
像
の
顔
が
位
置
し
て
い
て
、
落
ち
着
き
が
よ
い
。
ど
ち
ら
の
場
合
も
仏
像
本
体
の
形
は
同
じ
は
ず
な
の
だ
が
、

光
背
の
な
い
方
は
背
景
に
何
も
な
い
た
め
仏
像
本
体
の
輪
郭
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
に
対
し
、
光
背
付
き
は
そ
れ
が
ぼ
や
け
て
、
一
見

や
や
膨
張
し
て
見
え
る
。
ま
た
光
背
の
二
重
円
相
部
の
形
に
よ
っ
て
肩
や
腕
の
周
り
の
部
分
が
強
調
さ
れ
、
が
っ
ち
り
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
さ
ら
に
、日
常
で
は
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
形
と
意
匠
の
装
飾
に
よ
っ
て
仏
像
の
形
の
も
つ
人
間
ら
し
さ
と
現
実
感
が
薄
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
光
背
は
仏
像
を
仏
像
ら
し
く
見
せ
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
役
割
を
も
つ
光
背
は
仏
像
全
体
を
よ
り
よ
く
見
せ
る
た
め
に
本
体
と
の
調
和
を
考
え
て
制
作
さ
れ
る
。
古
代
に
お
い
て
仏

像
を
つ
く
る
際
、
仏
像
と
そ
れ
に
付
属
す
る
光
背
の
関
係
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
史
料
か
ら
も
知
ら
れ
る
。『
東
大
寺
要
録
』
巻
第

七
「
東
大
寺
権
別
当
実
忠
二
十
九
箇
条
事
」
に
は
、
八
世
紀
後
半
に
東
大
寺
の
造
営
に
関
わ
っ
た
僧
実
忠
の
事
績
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の

中
に
東
大
寺
大
仏
殿
の
大
仏
光
背
を
つ
く
っ
た
際
の
記
事
が
あ
る
。

実
忠
が
関
わ
る
以
前
の
大
仏
の
造
像
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
す
る
と
、
東
大
寺
盧
舎
那
仏
像
（
大
仏
）
は
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）

二
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四
月
九
日
に
開
眼
供
養
が
行
わ
れ
た
が
（『
続
日
本
紀
』）、
そ
の
時
、
仏
像
本
体
以
外
は
未
完
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ま
っ
た
く
未
着
手

で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
同
年
に
台
座
を
鋳
は
じ
め
て
い
た
こ
と
（『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』）、
ま
た
大
仏
の
光
背
を
つ
く
る
た
め
の
機

関
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
「
造
大
仏
光
所
」
が
存
在
し
た
こ
と
（『
正
倉
院
文
書
』）、
な
ど
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
同
八
年
（
七
五
六
）

に
台
座
の
鋳
造
が
終
わ
っ
た
よ
う
だ
が
（『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』）、光
背
に
つ
い
て
の
記
録
は
し
ば
ら
く
な
い
。
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）

十
月
一
日
に
国
中
連
公
麿
が
造
東
大
寺
司
次
官
に
就
任
す
る
（『
続
日
本
紀
』）。

「
東
大
寺
権
別
当
実
忠
二
十
九
箇
条
事
」
に
よ
る
と
国
中
連
公
麿
は
大
仏
の
光
背
の
つ
く
り
方
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
、
光
背
の
制
作

は
実
忠
が
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
忠
は
天
平
宝
字
七
年
（
七
六
三
）
か
ら
宝
亀
二
年
（
七
七
一
）
の
九
年
間
に
お
よ
ん
で
そ
の
仕

事
に
奉
仕
し
、
高
さ
十
一
丈
、
幅
九
丈
六
尺
の
光
背
を
つ
く
っ
た
。
そ
し
て
光
背
の
完
成
時
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
。

右
随
二
仏
御
躯
一
、
其
光
構
造
已
畢
。
当
将
二
構
建
一
。
而
殿
天
井
与
二
大
仏
御
頂
一
相
去
甚
近
。
飾
レ
光
不
レ
好
。
因
レ
玆
召
二
―
集
大
仏

師
大
工
等
一
令
二
共
商
量
一
。
于
レ
時
大
仏
師
大
工
等
申
云
、自
レ
非
二
大
光
切
縮
一
、謀
更
余
都
无
。
但
不
レ
似
二
御
躰
一
、甚
醜
耳
、云
々
。

爰
実
忠
唱
云
、
好
悪
二
中
、
息
二
―
除
悪
醜
一
、
可
レ
依
二
宜
好
一
。
殿
天
井
切
上
可
二
構
起
一
。
勿
レ
云
二
光
切
縮
一
。
此
時
大
工
等
申
云
、

此
事
甚
難
、
拒
捍
不
レ
肯
二
切
上
一
。
爰
実
忠
果
嗟
下
国
家
之
欠
除
レ
此
无
上
レ
二
。
即
奏
二
―
聞��

朝
廷
一
更
天
井
一
丈
切
上
給
。
御
光
奉
二

厳
飾
一
了
。
今
迄
三
十
八
歳
都
无
二
動
搖
一
也
。（「
東
大
寺
権
別
当
実
忠
二
十
九
箇
条
事
（
４
）

」）

東
大
寺
大
仏
の
光
背
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
、「
仏
御
躯
に
随
ひ
て
」
す
な
わ
ち
、仏
像
本
体
に
し
た
が
っ
た
形
の
光
背
が
つ
く
ら
れ
た
。

そ
の
光
背
が
完
成
し
、い
ざ
大
仏
の
後
ろ
に
立
て
よ
う
と
す
る
と
問
題
が
起
き
た
。
大
仏
殿
の
天
井
と
大
仏
の
頭
の
頂
と
は
と
て
も
近
い
。

新
た
に
つ
く
っ
た
光
背
を
立
て
る
に
は
具
合
が
よ
く
な
い
。
そ
こ
で
、
大
仏
師
と
大
工
ら
が
対
策
を
相
談
し
た
と
こ
ろ
光
背
を
切
り
縮
め

る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。し
か
し
そ
う
す
る
と
光
背
を
切
り
縮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
光
背
は
大
仏
と
バ
ラ
ン
ス
が
悪
く
な
り
、

甚
だ
醜
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
。
そ
こ
で
実
忠
は
光
背
を
切
り
縮
め
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
大
仏
殿
の
天
井
を
一
丈
高
く
切

り
上
げ
て
そ
の
光
背
を
立
て
る
こ
と
の
許
し
を
朝
廷
に
求
め
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
無
事
に
光
背
を
飾
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
記
事
が
す
べ
て
史
実
を
伝
え
た
も
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
当
時
仏
像
の
造
像
に
直
接
あ
た
っ
た
仏
師
ら
、
あ

三
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る
い
は
建
物
を
建
て
た
大
工
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
を
指
導
し
た
実
忠
は
仏
像
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
な
ど
視
覚
的
な
印
象
を
重
視
し
て
い
て
、
そ

れ
ら
に
基
づ
い
て
大
仏
殿
の
天
井
の
切
り
上
げ
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
か
ら
は
当
時
の
造
像
に
お
い
て
仏

像
の
形
に
図
像
学
的
な
意
味
、
教
義
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
仏
像
の
見
か
け
、
光
背
と
の
調
和
も
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

大
仏
開
眼
間
近
の
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
閏
三
月
二
日
に
は
造
東
大
寺
司
次
官
佐
伯
宿
袮
の
宣
に
よ
っ
て
紙
二
十
一
張
が
造
大
仏

光
所
に
充
て
ら
れ
、
息
長
画
師
に
渡
さ
れ
て
い
る
（『
正
倉
院
文
書
』）。
こ
れ
に
つ
い
て
根
立
研
介
氏
は
、
大
仏
を
つ
く
る
際
に
光
背
の

下
図
の
よ
う
な
も
の
を
描
く
た
め
の
用
紙
が
画
師
に
与
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
（
５
）

。
光
背
本
体
、
あ
る
い
は
化
仏
な
ど

の
細
部
の
装
飾
、
意
匠
な
ど
を
描
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
史
料
は
実
忠
が
光
背
造
営
に
か
か
わ
る
以
前
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
光
背

は
造
形
の
専
門
家
で
あ
る
画
師
や
仏
師
に
よ
っ
て
大
仏
に
ふ
さ
わ
し
く
考
え
ら
れ
て
い
て
、
実
忠
は
そ
れ
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。

東
大
寺
大
仏
の
造
営
は
一
般
的
な
寺
院
で
の
造
仏
と
比
較
す
る
と
き
わ
め
て
大
規
模
で
あ
り
、
仏
像
本
体
が
ほ
と
ん
ど
完
成
し
た
あ
と

で
光
背
の
造
営
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
光
背
と
本
体
と
の
調
和
は
大
切
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
一
般
的
な
仏
像
を

つ
く
る
場
合
に
は
仏
像
の
種
類
、
形
、
大
き
さ
、
細
部
の
デ
ザ
イ
ン
の
考
案
と
平
行
し
て
調
和
し
た
光
背
の
造
形
が
構
想
さ
れ
た
に
違
い

な
い
。

実
際
に
仏
像
調
査
の
現
場
に
お
い
て
仏
像
と
光
背
と
が
同
時
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
か
、
そ
う
で
な
い
か
を
判
断
す
る
と
き
に
も
両
者
の

調
和
は
意
識
さ
れ
て
い
る
。
光
背
に
仏
像
本
体
の
つ
く
ら
れ
た
制
作
年
代
と
共
通
し
た
表
現
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
光
背

と
仏
像
と
が
よ
く
調
和
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
光
背
が
当
初
の
も
の
か
ど
う
か
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る

と
光
背
は
設
計
の
段
階
か
ら
本
体
と
の
関
係
が
重
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

四
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二　

二
重
円
相
光
背
の
形
状
と
奈
良
・
平
安
時
代
の
遺
品

仏
像
の
光
背
に
は
様
々
な
種
類
が
あ
り
、
仏
像
の
種
類
や
時
代
の
流
行
に
よ
っ
て
形
が
異
な
る
。
そ
の
中
で
と
り
わ
け
頭
光
と
身
光
と

を
そ
れ
ぞ
れ
円
形
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
を
二
重
円
相
光
背
（
二
重
円
相
光
あ
る
い
は
二
重
円
光
）
と
い
う
。
二
重
円
相
光
背
は
坐
像
の
光

背
と
し
て
古
代
か
ら
近
世
ま
で
も
っ
と
も
一
般
的
な
形
で
作
品
数
が
多
く
、
考
察
の
対
象
に
適
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
二
重
円
相
光
背
に

絞
っ
て
検
討
を
行
い
た
い
。　

二
重
円
相
光
背
の
各
部
分
の
名
称
は
仏
像
本
体
頭
部
の
後
ろ
の
円
を
「
頭
光
」、
肩
か
ら
下
の
体
部
の
後
ろ
に
当
た
る
頭
光
よ
り
大
き

な
円
を
「
身
光
」
と
呼
び
、
両
方
を
合
わ
せ
て
「
二
重
円
相
部
」
と
い
う
。
そ
の
下
の
基
部
を
「
光
脚
」、
二
重
円
相
部
の
外
側
に
あ
ら

わ
さ
れ
た
装
飾
を
「
周
縁
部
」
と
い
う
。
現
存
す
る
二
重
円
相
光
背
は
周
縁
部
を
失
っ
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
二
重
円
相
部
分
は
当
初

の
も
の
で
あ
る
作
品
が
数
多
く
現
存
す
る
。

二
重
円
相
光
背
は
頭
光
と
身
光
の
二
つ
の
円
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
単
純
な
形
状
で
も
二
つ
の
組
み
合

わ
せ
、
大
き
さ
の
バ
ラ
ン
ス
が
違
え
ば
各
作
品
の
印
象
、
作
風
は
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
形
と
作
風
の
違
い
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
た

め
に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

現
在
の
美
術
史
研
究
に
お
い
て
は
、
作
品
の
形
を
記
述
す
る
と
き
に
こ
と
ば
を
用
い
る
。
こ
と
ば
は
わ
か
り
や
す
く
、
明
確
な
伝
達
手

段
だ
が
、
そ
れ
が
持
つ
意
味
は
時
に
は
抽
象
的
で
、
そ
れ
が
さ
す
内
容
が
人
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
今
回
検

討
す
る
二
重
円
相
光
背
の
よ
う
に
単
純
な
形
状
で
あ
り
、そ
れ
が
多
数
の
作
品
で
あ
っ
た
場
合
、そ
の
作
品
同
士
の
違
い
を
こ
と
ば
に
よ
っ

て
記
す
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
形
や
作
風
の
特
色
を
よ
り
客
観
的
な
方
法
で
理
解
す
る

こ
と
も
重
要
と
考
え
た
い
。

こ
と
ば
以
外
で
形
や
作
風
の
特
色
を
し
め
す
た
め
に
作
品
の
寸
法
、
比
率
の
数
値
を
用
い
る
方
法
が
あ
り
、
彫
刻
史
研
究
で
も
こ
の
方

法
は
行
わ
れ
て
い
る
（
６
）
。
清
水
善
三
氏
は
坐
像
の
「
像
高
」
と
「
膝
張
り
」
の
二
点
を
あ
げ
、
そ
の
寸
法
の
比
率
を
検
討
し
て
い
る
が
、
そ

五
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の
一
方
で
彫
刻
の
物
理
的
な
数
値
（
比
例
）
は
視
覚
的
な
印
象
と
つ
ね
に
一
致
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
彫
刻
史
の
方
法

と
し
て
は
あ
く
ま
で
補
助
的
な
手
段
に
と
ど
め
る
の
が
よ
い
、
と
し
て
い
る
（
７
）

。

そ
の
後
、
山
本
謙
治
氏
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
用
い
て
実
測
値
で
は
な
く
仏
像
の
「
見
た
目
の
形
」、
す
な
わ
ち
撮
影
さ
れ
た
画
像
の

複
数
の
部
位
の
比
率
を
割
り
出
し
、
神
護
寺
薬
師
如
来
立
像
と
唐
招
提
寺
伝
薬
師
如
来
立
像
の
正
面
か
ら
見
た
際
の
比
較
を
行
っ
て
い

る
（
８
）
。
清
水
氏
と
山
本
氏
の
研
究
に
関
し
て
は
仏
像
の
正
面
感
の
み
を
検
討
し
、
立
体
造
形
を
平
面
に
置
き
換
え
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い

る
た
め
、
問
題
視
す
る
考
え
も
あ
る
（
９
）
。

そ
の
点
に
関
し
て
は
近
年
、
三
次
元
計
測
を
用
い
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
作
成
し
た
図
を
比
較
し
て
、
異
な
る
作
者
の
作
品
の
特
色

を
明
ら
か
に
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
仏
像
の
側
面
観
、
奥
行
き
に
つ
い
て
も
考
察
が
行
わ
れ
て
い
る）
11
（

。
し
か
し
、
そ
れ

ら
の
数
値
お
よ
び
数
値
か
ら
作
成
し
た
透
視
図
は
実
際
に
人
が
見
た
と
き
の
「
見
た
目
の
形
」
と
は
一
致
し
な
い
と
い
う
指
摘
も
あ
る）
11
（

。

こ
の
よ
う
に
数
値
お
よ
び
比
率
を
用
い
た
研
究
方
法
は
そ
の
使
い
道
に
つ
い
て
今
後
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

光
背
は
仏
像
本
体
と
は
異
な
り
板
状
、
つ
ま
り
二
次
元
的
で
あ
り
、
主
と
し
て
真
正
面
か
ら
見
る
た
め
に
設
計
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
高
さ
、
幅
な
ど
の
数
値
を
用
い
た
検
討
が
「
視
覚
的
な
印
象
」「
見
た
目
の
形
」
と
か
な
り
の
程
度
一
致
す
る
。
ま
た
、
単
純
な
形

状
で
あ
る
こ
と
か
ら
複
数
の
作
品
に
お
い
て
も
同
一
の
定
点
を
把
握
し
や
す
く
計
測
値
に
計
測
者
に
よ
る
誤
差
は
発
生
し
に
く
い
。
こ
こ

で
は
こ
と
ば
だ
け
で
は
な
く
、
数
値
に
よ
っ
て
作
風
比
較
を
行
う
こ
と
で
よ
り
客
観
的
な
作
風
変
遷
の
理
解
を
試
み
た
い
。

と
こ
ろ
で
現
在
の
仏
像
の
調
査
で
は
数
値
を
用
い
た
比
較
が
で
き
る
ほ
ど
光
背
の
寸
法
デ
ー
タ
が
細
部
ま
で
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
光

背
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
最
大
高
と
最
大
張
し
か
計
測
さ
れ
て
い
な
い
。
最
大
高
と
い
っ
て
も
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
な

の
か
、
枘
は
含
む
の
か
含
ま
な
い
の
か
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
。
ま
た
、
周
縁
部
の
付
属
し
て
い
る
二
重
円
相
光
背
の

場
合
、
周
縁
部
が
後
補
だ
っ
た
と
し
て
も
、
二
重
円
相
部
の
み
の
高
さ
と
幅
は
ほ
と
ん
ど
と
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
の
た
め
こ
こ
で
は
光
背
を
撮
影
し
た
画
像
資
料
か
ら
、
各
部
の
比
率
を
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
奈
良
〜
平
安
時
代
の
坐
像
の
二
重
円

相
光
背
の
形
状
の
変
遷
を
検
討
し
た
い
。
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現
存
す
る
二
重
円
相
光
背
の
多
く
は
周
縁
部
が
失
わ
れ
て
い
る
。
当
初
の
周
縁
部
が
残
る
八
世
紀
の
新
薬
師
寺
薬
師
如
来
像
（
図
３
）

の
二
重
円
相
部
の
輪
郭
を
み
る
と
、
高
さ
に
対
し
て
横
幅
が
広
く
、
周
縁
部
も
そ
れ
に
沿
う
よ
う
に
付
け
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
比
率

を
見
る
と
周
縁
部
を
含
め
た
地
付
き
か
ら
頂
ま
で
の
高
さ
を
一
と
し
た
と
き
最
大
張
は
〇
・
八
一
で
あ
る
。
ま
た
、
二
重
円
相
部
分
の
み

の
高
さ
を
一
と
し
た
時
、
そ
の
最
大
張
は
〇
・
八
三
と
、
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
。
十
一
世
紀
の
法
界
寺
阿
弥
陀
如
来
像
（
図
４
）
の
光
背

は
周
縁
部
を
含
め
た
高
さ
を
一
と
し
た
と
き
最
大
張
は
〇
・
七
二
で
あ
る
。
二
重
円
相
部
分
の
み
の
高
さ
を
一
と
し
た
時
、
最
大
張
は
〇
・

七
四
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ど
ち
ら
の
作
品
も
、
周
縁
部
を
含
め
て
も
、
二
重
円
相
部
分
の
み
で
も
、
高
さ
と
幅
の
比
率
は
だ
い
た
い
一

致
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
周
縁
部
も
二
重
円
相
部
の
作
風
と
調
和
し
た
バ
ラ
ン
ス
で
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
二
重
円
相
部
の

比
較
だ
け
で
も
光
背
の
作
風
の
理
解
に
つ
な
が
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。�

な
お
二
重
円
相
部
の
検
討
に
あ
た
っ
て
具
体
的
な
作
業
は
次

の
よ
う
に
行
っ
た
。

二
重
円
相
光
背
は
円
で
あ
ら
わ
し
た
頭
光
の
下
に
円
で
あ
ら
わ
し
た
身
光
を
重
ね
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
設
計
時
も
お
そ
ら
く

二
つ
の
円
を
描
く
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
頭
光
と
身
光
を
そ
れ
ぞ
れ
真
円
（
正
確
な
円
）
と
考
え
、
今
回
は
そ
の
形

を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
画
像
加
工
ソ
フ
トPhotoshop

）
12
（

を
用
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
縁
に
沿
っ
て
真
円
を
重
ね
た
（
図
５
）。
身
光
は
厳

密
に
は
真
円
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
身
光
上
部
の
輪
郭
を
基
準
に
真
円
と
し
た
。
縁
が
真
円
か
ら
大
き
く
か
け
離
れ
る
形
状
の
場
合

は
、
頭
光
と
身
光
の
接
点
を
つ
な
い
で
身
光
部
上
縁
の
推
定
線
を
あ
ら
わ
し
た
。
ま
た
頭
光
、
身
光
の
そ
れ
ぞ
れ
に
周
縁
部
が
付
属
し
て

い
る
場
合
は
そ
の
縁
に
沿
わ
せ
た
。比
率
を
正
確
に
算
出
す
る
た
め
に
画
像
解
析
ソ
フ
トim

ageJ

）
13
（

を
用
い
た
。な
お
、こ
の
考
察
に
あ
た
っ

て
は
七
〜
十
二
世
紀
の
如
来
、
菩
薩
像
の
制
作
年
代
の
あ
き
ら
か
な
基
準
作
品
を
中
心
と
し
た
計
四
八
件
の
作
品
を
対
象
と
し
た）
14
（

。

ま
ず
、
頭
光
の
直
径
を
一
・
〇
〇
と
し
た
と
き
の
、
身
光
の
幅
の
比
率
を
計
測
し
た）
15
（

（
表
１
、
身
光
幅
）。
そ
の
結
果
、
彫
刻
作
品
の
遺

品
の
中
で
は
千
手
観
音
の
坐
像
で
あ
る
屋
島
寺
像
が
一
・
八
四
と
き
わ
め
て
大
き
く
、
ま
た
醍
醐
寺
薬
師
如
来
像
、
平
等
院
阿
弥
陀
如
来

像
が
一
・
七
〇
代
で
他
よ
り
大
き
い
が
、
そ
れ
ら
を
の
ぞ
け
ば
、
他
の
作
品
は
だ
い
た
い
一
・
五
〇
く
ら
い
で
変
化
が
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、

時
代
性
も
み
と
め
ら
れ
な
か
っ
た
。光
背
の
バ
ラ
ン
ス
を
決
め
る
上
で
頭
光
と
身
光
の
幅
の
比
率
は
決
め
手
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

七
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続
い
て
頭
光
の
直
径
を
一
・
〇
〇
と
し
た
と
き
身
光
が
ど
の
程
度
ま
で
重
な
っ
て
い
る
か
計
測
し
た
（
図
６
）。（
図
７
）
の
概
念
図
の

よ
う
に
二
重
円
相
光
背
は
、
そ
の
重
な
り
方
の
程
度
に
よ
っ
て
印
象
は
大
き
く
異
な
る
。
そ
の
た
め
、
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
の
程
度
が

デ
ザ
イ
ン
を
決
め
る
重
要
な
部
分
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
そ
こ
に
着
目
し
て
そ
の
変
遷
を
検
討
し
た
い
。
な
お
光
脚
へ

の
重
な
り
に
つ
い
て
は
今
回
は
検
討
し
な
い
。

日
本
に
お
け
る
二
重
円
相
光
背
の
古
い
作
例
に
は
丸
彫
り
で
は
な
く
浮
彫
り
作
品
で
は
あ
る
が
、
六
八
六
年
ま
た
は
六
九
八
年
に
つ
く

ら
れ
た
奈
良
県
長
谷
寺
銅
造
法
華
説
相
図
の
如
来
像
の
う
ち
多
宝
塔
右
方
の
一
体
が
あ
る
。
以
降
八
世
紀
後
半
ま
で
浮
彫
り
と
絵
画
作
品

に
は
見
ら
れ
る
が
、
現
存
す
る
丸
彫
り
の
作
品
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
奈
良
時
代
の
光
背
の
作
風
の
流
れ
を
理
解
す
る

た
め
、
七
世
紀
後
半
の
作
品
と
浮
彫
り
な
ど
の
平
面
的
な
作
品
も
取
り
入
れ
な
が
ら
検
討
を
行
い
た
い
。

七
世
紀
後
半
長
谷
寺
銅
造
法
華
説
相
図
の
如
来
像
の
二
重
円
相
光
背
の
身
光
と
頭
光
の
重
な
り
方
の
程
度
は
〇
・
四
〇
で
あ
る
。

八
世
紀
半
ば
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
以
降
奈
良
県
東
大
寺
盧
舎
那
仏
像
の
台
座
に
線
刻
さ
れ
た
如
来
像
の
頭
光
と
身
光
は
真
円
で

は
な
い
。
し
か
し
頭
光
と
身
光
の
接
点
は
頭
光
に
重
ね
た
真
円
の
中
心
よ
り
上
に
あ
り
、
数
値
が
〇
・
五
〇
よ
り
大
き
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
重
な
り
方
の
程
度
は
推
定
線
で
〇
・
七
二
で
あ
る
。
同
様
に
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
二
月
堂
光
背
の
外
圏
帯
む
か
っ
て
左

上
に
線
刻
さ
れ
た
如
来
像
は
〇
・
六
八
、
神
護
景
雲
元
年
（
七
六
七
）
奈
良
県
頭
塔
石
仏
の
う
ち
仏
浄
土
図
の
中
尊
は
推
定
線
で
〇
・
七
三

で
あ
る
。

八
世
紀
後
半
に
な
る
と
彫
刻
作
品
が
現
存
す
る
。
奈
良
県
唐
提
寺
盧
舎
那
仏
像
は
身
光
が
円
形
で
は
な
く
馬
蹄
形
だ
が
、
重
な
り
方
の

程
度
は
推
定
線
で
〇
・
五
五
で
あ
る
。
八
世
紀
末
、
奈
良
県
新
薬
師
寺
薬
師
如
来
像
の
頭
光
と
身
光
は
ほ
ぼ
真
円
に
近
い
。
そ
の
重
な
り

方
は
〇
・
五
五
で
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

九
世
紀
、承
和
七
年
（
八
四
〇
）
京
都
府
広
隆
寺
阿
弥
陀
如
来
像
の
重
な
り
方
の
程
度
は
〇
・
五
一
で
前
の
時
代
と
あ
ま
り
か
わ
ら
な
い
。

寛
平
四
年
（
八
九
二
）
和
歌
山
県
慈
尊
院
弥
勒
仏
像
の
円
形
の
板
光
背
に
描
か
れ
た
二
重
円
相
光
背
の
重
な
り
方
の
程
度
は
〇
・
六
九
で

あ
る
。
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十
世
紀
、
延
喜
十
三
年
（
九
一
三
）
京
都
府
醍
醐
寺
薬
師
如
来
像
の
重
な
り
方
の
程
度
は
〇
・
四
九
で
〇
・
五
を
き
っ
て
い
て
、
九
世
紀

よ
り
も
少
し
浅
く
な
っ
て
い
る
。
正
暦
元
年
（
九
九
〇
）
奈
良
県
法
隆
寺
大
講
堂
薬
師
如
来
像
は
〇
・
三
八
と
さ
ら
に
浅
い
。

十
一
世
紀
、
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
京
都
府
平
等
院
鳳
凰
堂
仏
師
定
朝
作
阿
弥
陀
如
来
像
の
身
光
は
真
円
で
は
な
く
や
や
縦
長
の
楕

円
形
で
あ
る
が
、
重
な
り
方
の
程
度
は
〇
・
四
六
で
あ
る
。
定
朝
様
の
一
作
品
で
あ
る
十
一
世
紀
末
京
都
府
法
界
寺
阿
弥
陀
如
来
像
は
〇
・

四
二
で
あ
る
。

十
二
世
紀
、
保
延
四
年
（
一
一
三
八
）
京
都
府
安
楽
寿
院
阿
弥
陀
如
来
像
の
重
な
り
方
の
程
度
は
〇
・
四
〇
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）

奈
良
県
円
成
寺
運
慶
作
大
日
如
来
像
は
〇
・
四
六
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
七
世
紀
〜
十
二
世
紀
の
計
四
八
作
品
の
二
重
円
相
光
背
の
二
重
円
相
部
の
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
の
程
度
を
ま
と
め
た

の
が
（
表
１
、
重
な
り
）
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
分
布
図
で
示
し
た
の
が
（
図
８
）
で
あ
る
。
縦
軸
は
重
な
り
方
の
程
度
、
横
軸
は
そ

れ
が
つ
く
ら
れ
た
年
代
で
あ
る
。
す
べ
て
の
作
品
が
そ
う
で
は
な
い
が
、
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
の
程
度
に
は
、
時
代
に
よ
る
変
化
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

具
体
的
に
見
て
み
る
と
、
七
世
紀
後
半
か
ら
八
世
紀
の
初
め
に
か
け
て
の
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
の
程
度
は
〇
・
五
〇
を
き
る
低
い

数
値
で
、
重
な
り
が
浅
い
が
、
八
世
紀
半
ば
頃
に
な
る
と
〇
・
五
〇
を
超
し
、
重
な
り
方
の
程
度
が
深
く
な
る
。
こ
の
度
合
い
は
九
世
紀

末
ま
で
ほ
ぼ
か
わ
ら
な
い
が
、
十
世
紀
に
は
〇
・
五
〇
前
後
に
下
が
り
、
さ
ら
に
十
世
紀
半
ば
以
降
は
そ
れ
よ
り
も
重
な
り
が
浅
い
〇
・

五
〇
を
下
回
る
作
品
が
徐
々
に
増
え
る
。
平
安
時
代
後
期
に
あ
た
る
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
初
め
頃
に
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
作
品
が

〇
・
五
〇
を
下
回
る
。
そ
し
て
、
十
二
世
紀
半
ば
以
降
、
つ
ま
り
鎌
倉
時
代
に
近
づ
い
て
く
る
と
〇
・
五
〇
を
下
回
る
作
品
の
中
で
も
〇
・

五
〇
に
近
い
数
値
の
作
品
も
出
て
く
る
、
と
い
う
変
化
の
よ
う
す
が
わ
か
る
。

数
値
と
分
布
図
に
よ
っ
て
提
示
し
た
二
重
円
相
光
背
の
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
の
時
代
に
よ
る
変
化
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
ま
と

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
七
世
紀
後
半
の
二
重
円
相
光
背
に
比
べ
て
、
八
世
紀
半
ば
か
ら
九
世
紀
の
二
重
円
相
光
背
は
頭
光
と
身
光
が
深
く

重
な
っ
た
形
を
し
め
す
。
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
が
深
い
と
光
背
は
高
さ
に
対
し
て
横
幅
が
広
く
な
り
、
全
体
と
し
て
重
厚
な
作
風
を
し

九
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め
す
こ
と
に
な
る
。
十
世
紀
に
な
る
と
醍
醐
寺
薬
師
如
来
像
の
よ
う
に
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
は
徐
々
に
浅
く
な
り
、
十
世
紀
後
半
に
は

さ
ら
に
浅
く
な
る
。
こ
の
様
子
は
十
一
世
紀
に
も
続
き
、
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
も
頭
光
と
身
光
の
重

な
り
が
浅
い
。
十
二
世
紀
は
一
部
に
例
外
は
あ
る
が
、
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
円
成
寺
大
日
如
来
像
の
よ
う
に
頭
光
と
身
光
の
重
な
り

が
浅
い
作
品
が
主
流
で
あ
る
。

�

三　

光
背
の
作
風
展
開
と
仏
像

　
前
章
で
は
二
重
円
相
光
背
の
奈
良
、
平
安
時
代
の
変
化
の
様
子
を
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
さ
ら
に
二
重
円
相
光
背
と
仏
像
本
体
の
作
風

の
変
化
と
の
関
係
を
考
察
し
た
い
。
奈
良
時
代
、
八
世
紀
前
半
の
仏
像
は
均
整
の
よ
い
作
風
を
し
め
す
が
、
八
世
紀
後
半
に
は
大
陸
か
ら

新
し
い
作
風
の
仏
像
が
伝
わ
り
、
唐
招
提
寺
木
彫
群
の
よ
う
な
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
重
々
し
い
作
風
を
も
つ
仏
像
が
つ
く
ら
れ
た
。
こ
の

諸
像
は
鑑
真
が
来
朝
し
唐
招
提
寺
を
創
建
し
た
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
頃
の
作
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
重
量
感
の
あ
る
作
風
は
八

世
紀
末
頃
か
ら
広
く
流
行
す
る
。
ま
た
八
世
紀
半
ば
に
は
次
の
時
代
に
広
く
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
密
教
的
な
仏
像
、
仏
画
が
日

本
に
伝
え
ら
れ
て
い
た）
11
（

。
二
重
円
相
光
背
で
は
重
な
り
方
の
程
度
が
〇
・
五
〇
以
上
と
深
く
、
重
量
感
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
が
、
天
平
勝

宝
四
年
（
七
五
二
）
以
降
の
東
大
寺
盧
舎
那
仏
像
蓮
弁
線
刻
（
図
９
）
や
、
天
平
宝
字
六
年
（
七
六
二
）
頃
の
東
大
寺
二
月
堂
本
尊
光
背

線
刻
な
ど
八
世
紀
半
ば
の
線
刻
、
浮
彫
り
作
品
に
み
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
立
体
作
品
で
あ
る
仏
像
に
先
行
し
て
、
線
刻
や

浮
彫
り
作
品
あ
る
い
は
絵
画
作
品
に
は
次
代
に
流
行
す
る
重
厚
な
作
風
が
い
ち
早
く
広
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
他
の
時
代
の
作
品
を
み
る
と
、
絵
画
作
品
の
光
背
の
重
な
り
の
程
度
は
同
時
代
の
彫
刻
作
品
と
比
較
し
て

や
や
深
い
傾
向
に
あ
る
た
め
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
（
表
２
）。
こ
の
問
題
は
奈
良
時
代
後
期
の
仏
像
の
展
開
を
考
え
る
と
き

に
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

一
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こ
の
よ
う
な
展
開
を
受
け
て
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
め
に
は
神
護
寺
薬
師
如
来
像
、
新
薬
師
寺
薬
師
如
来
像
な
ど
独
特
な
重
量
感

を
も
つ
個
性
的
な
仏
像
が
多
く
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
傾
向
は
徐
々
に
形
式
化
し
つ
つ
も
九
世
紀
を
通
し
て
流
行
す
る
。
二
重

円
相
光
背
の
形
は
八
世
紀
半
ば
頃
か
ら
見
ら
れ
た
重
な
り
の
深
い
形
が
九
世
紀
に
も
継
続
し
て
い
る
。

十
世
紀
に
な
る
と
、
仏
像
は
大
胆
で
個
性
的
な
作
風
か
ら
徐
々
に
落
ち
着
き
の
あ
る
お
だ
や
か
な
造
形
に
変
化
し
、
次
の
時
代
の
和
様

化
へ
の
兆
し
が
あ
ら
わ
れ
る
。
二
重
円
相
光
背
は
九
世
紀
の
も
の
と
比
較
し
て
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
が
浅
く
な
っ
て
く
る
。
延
喜
十
三

年
（
九
一
三
）
醍
醐
寺
薬
師
如
来
像
（
図
10
）
は
重
厚
な
九
世
紀
彫
刻
の
特
色
を
ま
だ
残
し
た
作
風
と
み
な
さ
れ
る
が
、
そ
の
光
背
の
頭

光
身
光
の
重
な
り
は
浅
く
な
っ
て
い
る
。
十
世
紀
を
通
し
て
こ
の
二
重
円
相
光
背
の
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
は
さ
ら
に
浅
く
な
る
。

十
一
世
紀
半
ば
、
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
平
等
院
鳳
凰
堂
仏
師
定
朝
作
阿
弥
陀
如
来
像
（
図
11
）
は
均
整
の
と
れ
た
い
わ
ゆ
る
和
様

彫
刻
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
二
重
円
相
光
背
の
彫
刻
作
品
の
遺
品
は
少
な
い
が
、
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
の
程
度
は
十
世
紀
と

同
様
に
浅
い
も
の
が
続
く
。

十
二
世
紀
に
は
和
様
彫
刻
が
日
本
全
国
に
流
行
す
る
が
、
十
二
世
紀
後
半
に
な
る
と
現
実
感
に
み
ち
た
新
し
い
作
風
の
仏
像
が
次
第
に

生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
円
成
寺
大
日
如
来
像
（
図
12
）
に
は
そ
の
よ
う
な
作
風
が
見
ら
れ
る
が
、
光
背

の
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
は
前
の
時
代
と
あ
ま
り
大
き
く
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
こ
の
十
二
世
紀
半
ば
頃
か
ら
、
十
世
紀
か
ら

の
重
な
り
の
浅
い
二
重
円
相
光
背
に
加
え
て
、
重
な
り
が
や
や
深
い
光
背
も
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
時
代
の
二
重

円
相
光
背
に
は
重
な
り
の
浅
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
十
二
世
紀
後
半
に
は
仏
像
の
制
作
者
に
よ
っ
て

さ
ま
ざ
ま
な
比
率
の
光
背
が
つ
く
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い）
17
（

。

こ
の
よ
う
に
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
の
二
重
円
相
光
背
の
頭
光
、
身
光
の
重
な
り
方
の
程
度
に
み
る
二
重
円
相
部
の
形
は
そ
の
時
代

の
仏
像
本
体
の
作
風
展
開
と
共
通
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

光
背
は
仏
像
本
体
の
背
後
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
形
は
当
然
仏
像
本
体
の
体
格
や
頭
体
の
バ
ラ
ン
ス
、
肉
付
き
な

ど
に
ふ
さ
わ
し
い
形
に
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
光
背
と
本
体
の
表
現
に
は
相
関
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
二
重
円
相
光
背
の
形
の
特
色

一
一
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を
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
光
背
の
重
な
り
方
と
い
う
視
点
は
、
仏
像
本
体
の
表
現
を
理
解
す

る
た
め
に
も
一
つ
の
見
方
を
提
供
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

時
代
に
よ
る
仏
像
本
体
の
作
風
の
違
い
は
、
そ
の
体
格
、
肉
付
き
、
表
情
、
衣
の
表
現
な
ど
の
特
色
に
注
目
し
て
細
身
、
豊
満
、
重
厚
、

森
厳
、
端
正
、
穏
和
な
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
の
つ
か
み
方
は
確
か
に
そ
の
像
の
特
色
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る

が
、
実
際
の
作
品
を
見
る
と
、
同
じ
時
代
の
仏
像
に
も
、
体
格
の
が
っ
し
り
と
し
た
も
の
と
華
奢
な
も
の
、
背
の
高
い
も
の
と
低
い
も
の
、

重
厚
な
も
の
と
軽
妙
な
も
の
が
併
存
し
て
い
る
。
二
重
円
相
光
背
は
単
純
な
形
状
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
特
色
と
時
代
性
を
わ
か
り
や
す
く

し
め
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
二
重
円
相
光
背
の
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
の
程
度
の
数
値
は
仏
像
本
体
の
作
風
を
数
値
で
あ
ら
わ

し
て
い
る
と
も
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

九
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
平
安
時
代
前
期
の
二
重
円
相
光
背
は
、
短
く
太
い
首
と
肉
付
き
の
よ
い
が
っ
ち
り
と
し
た
身
体
を
も
つ
仏
像
本

体
を
余
裕
を
も
っ
て
大
き
く
囲
い
、
仏
像
が
さ
ら
に
堂
々
と
見
え
る
よ
う
に
そ
の
比
率
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
十
一
世
紀
の
平
安
時
代
後

期
の
光
背
は
仏
像
の
体
に
沿
う
よ
う
に
縦
長
で
す
っ
き
り
と
し
た
印
象
を
与
え
る
。
十
一
世
紀
の
仏
像
に
か
り
に
九
世
紀
の
重
な
り
方
の

深
い
二
重
円
相
光
背
を
組
み
合
わ
せ
た
と
す
れ
ば
、
光
背
の
大
き
さ
と
造
形
の
力
強
さ
ば
か
り
が
目
立
ち
、
逆
に
仏
像
本
体
は
貧
相
に
見

え
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
に
二
重
円
相
光
背
の
二
重
円
相
部
の
形
は
仏
像
と
調
和
し
て
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
こ
と
に
よ
り
各
時
代
の
仏
像
の
造
形
の
特

色
を
よ
り
強
調
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
仏
像
本
体
に
ふ
さ
わ
し
い
バ
ラ
ン
ス
が
要
求
さ
れ
る
光
背
の
制
作
に
は
、
仏
像

本
体
を
つ
く
る
仏
師
本
人
が
自
ら
携
わ
る
必
要
が
あ
る
。
仏
像
の
光
背
は
単
な
る
付
属
品
で
は
な
く
、
本
体
の
造
形
と
密
接
に
関
係
し
、

そ
の
制
作
に
は
仏
師
自
身
が
積
極
的
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
仏
像
と
そ
の
背
後
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
光
背
と
の
関
係
は
仏
教

彫
刻
史
研
究
に
新
た
な
視
点
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
制
作
者
の
造
形
感
覚
と
作
品
の
時
代
性
を
考
え
る
た
め
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

一
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お
わ
り
に

今
回
の
検
討
を
通
し
て
、
光
背
は
仏
像
本
体
と
調
和
す
る
よ
う
に
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
制
作
者
の
工
夫
と
時
代
性
が
あ
ら
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。二
重
円
相
光
背
の
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
の
程
度
に
は
各
時
代
の
作
風
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
二
重
円
相
光
背
の
制
作
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
制
作
年
代
は
仏
像
本
体
の
制
作
年
代
を
推
定
す
る
根
拠

と
も
な
る
。
こ
れ
ま
で
仏
像
の
付
属
品
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
光
背
を
作
品
の
一
部
と
し
て
取
り
上
げ
て
鑑
賞
し
、
そ
の
特

色
を
考
え
る
こ
と
は
、
仏
像
本
体
の
作
風
の
理
解
に
も
つ
な
が
る
。
光
背
な
ど
の
仏
像
の
付
属
品
の
研
究
は
仏
像
全
体
の
理
解
に
大
き
く

寄
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

今
回
は
二
重
円
相
光
背
の
頭
光
と
身
光
の
重
な
り
方
の
程
度
の
比
率
を
検
討
し
た
が
、
今
後
は
仏
像
な
ど
美
術
作
品
の
記
録
、
測
定
に

三
次
元
計
測
な
ど
の
近
年
進
ん
で
い
る
新
し
い
手
段
も
積
極
的
に
と
り
い
れ
、
仏
像
の
作
風
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。
ま

た
、
こ
の
光
背
研
究
に
導
か
れ
た
結
論
に
よ
り
な
が
ら
、
奈
良
、
平
安
時
代
の
仏
教
彫
刻
史
の
展
開
と
特
質
の
理
解
を
す
す
め
た
い
。�����������������������������������������������

註
（1）
詳
し
い
調
査
に
基
づ
く
奈
良
時
代
の
仏
像
の
光
背
研
究
と
し
て
重
要
な
も
の
に
、
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書�

『
日
本
上

代
に
お
け
る
仏
像
の
荘
厳
』（
研
究
代
表
者
：
鷲
塚
泰
光
、
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。

（2）
仏
像
の
光
背
に
つ
い
て
研
究
し
た
主
な
論
文
を
挙
げ
る
。

光
背
の
表
現
、
作
風
か
ら
、
制
作
年
代
の
推
定
が
行
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、
伊
東
史
朗
「
薬
師
寺
の
大
光
背
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』

五
六
一
、一
九
九
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。

化
仏
、
雲
文
、
植
物
文
様
な
ど
の
モ
チ
ー
フ
と
経
典
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
長
谷
川
誠
「
法
隆
寺
金
堂
釈
迦
三

尊
像
の
荘
厳
意
匠
に
つ
い
て
」（『
駒
澤
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
創
刊
号
、
一
九
九
四
年
）、
長
谷
川
誠
「
法
隆
寺
献
納
宝
物
金
銅
光

一
三
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背
の
荘
厳
意
匠
に
つ
い
て
」（『
駒
澤
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
号
、
一
九
九
五
年
）、
長
谷
川
誠
「
法
隆
寺
金
堂
薬
師
如
来
坐
像

の
光
背
意
匠
に
つ
い
て
」（『
駒
澤
女
子
大
学
研
究
紀
要
』
第
四
号
、
一
九
九
七
年
）、
津
田
徹
英
「
飛
天
光
背
の
展
開
」（『
芸
術
学
』

一
七
、二
〇
一
三
年
。『
平
安
密
教
彫
刻
論
』
所
収
、
二
〇
一
六
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）、
井
上
一
稔
「
勝
持
寺
薬
師
如
来
檀
像

に
つ
い
て
（
上
）（
下
）」（
上
『
文
化
学
年
報
』
第
六
五
輯
、
二
〇
一
六
年
。
下
『
博
物
館
学
年
報
』
四
七
、二
〇
一
六
年
）
な
ど
が

あ
る
。

光
背
の
造
形
と
当
時
の
信
仰
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
皿
井
舞
「
平
安
時
代
中
期
に
お
け
る
光
背
意
匠
の
転
換
―

―
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
光
背
に
お
け
る
雲
文
の
成
立
を
中
心
に
―
―
」（『
美
術
史
』
五
一
、二
〇
〇
二
年
）、冨
島
義
幸
「
阿

弥
陀
如
来
像
の
大
日
光
背
に
つ
い
て
」（『
仏
教
芸
術
』
三
〇
一
、二
〇
〇
八
年
）、
海
野
啓
之
「
仏
像
光
背
と
祈
り
の
構
造
―
平
安
後

期
「
飛
天
光
」
と
平
等
院
鳳
凰
堂
」（『
美
術
史
学
』
第
三
〇
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
海
野
啓
之
「
仏
像
光
背
考
―
―
〈
ほ
と
け
・
像
・

人
〉
の
場
と
空
間
」（『
空
間
史
学
叢
書
一　

痕
跡
と
叙
述
』、
二
〇
一
三
年
、
岩
田
書
院
）
な
ど
が
あ
る
。

（3）
石
田
茂
作
「
仏
像
光
背
の
種
類
と
変
遷
」（『
考
古
学
雑
誌
』
三
〇
、一
九
四
〇
年
）

（4）
『
東
大
寺
要
録
』（
筒
井
英
俊
校
訂
、
一
九
七
一
年
、
国
書
刊
行
会
）

（5）
根
立
研
介
「
東
大
寺
盧
舎
那
大
仏
の
荘
厳
を
め
ぐ
っ
て
」（
註
（1）
、
前
掲
報
告
書
所
収
）

（6）
そ
の
他
に
仏
像
の
寸
法
か
ら
木
寄
せ
法
を
考
察
し
た
研
究
に
、
明
珍
恒
夫
『
仏
像
彫
刻
』（
一
九
三
六
年
、
ス
ズ
カ
ケ
出
版
部
）、
太

田
古
朴
『
造
像
法
・
木
割
法
』（
一
九
七
三
年
、
綜
芸
舎
）
な
ど
が
あ
る
。

（7）
清
水
善
三
「
数
値
よ
り
み
た
藤
原
彫
刻
―
―
方
法
の
限
界
と
可
能
性
」（『
研
究
紀
要
』
第
五
号
、
京
都
大
学
美
学
美
術
史
研
究
室
、

一
九
八
四
年
。『
仏
教
美
術
史
の
研
究
』
所
収
、
一
九
九
七
年
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）

（8）
山
本
謙
治
「
神
護
寺
金
堂
お
よ
び
唐
招
提
寺
旧
講
堂
薬
師
如
来
立
像
の
造
形
比
率
―
―
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
利
用
に
よ
る
造
形
比
較
の
一

例
と
し
て
―
―
」（『
博
物
館
学
年
報
』
第
二
五
号
、
一
九
九
三
年
）

（9）
津
田
徹
英
「
日
本
彫
刻
史
研
究
に
お
け
る
仏
像
の
法
量
計
測
を
め
ぐ
っ
て
」（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書�

『
日
本
に
お

一
四
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け
る
美
術
史
学
の
成
立
と
展
開
』、
研
究
代
表
者
：
米
倉
迪
夫
、
二
〇
〇
一
年
）

（10）
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
３
Ｄ
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
た
快
慶
的
特
徴
基
準
の
作
成
―
―
快
慶
と
そ
の
周
辺

の
形
状
伝
播
―
―
』（
研
究
代
表
者
：
藪
内
佐
斗
司
、
二
〇
一
二
年
）

（11）
副
島
弘
道
「
３
Ｄ
デ
ジ
タ
ル
資
料
と
彫
刻
研
究
」（
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
平
等
院
及
び
浄
瑠
璃
寺
阿
弥
陀
如
来

像
を
中
心
に
３
Ｄ
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
に
よ
る
定
朝
様
式
の
比
較
研
究
』、
研
究
代
表
者
：
藪
内
佐
斗
司
、
二
〇
〇
九
年
）

（12）Adobe�Photoshop�Elem
ents�11

を
用
い
た
。

（13）
ア
メ
リ
カ
で
開
発
さ
れ
た
オ
ー
プ
ン
ソ
ー
ス
の
画
像
解
析
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
で
、
科
学
研
究
で
広
く
利
用
さ
れ
る
。

Rasband,�W
.S.,�Im

ageJ,�U
.�S.�N

ational�Institutes�of�H
ealth,�Bethesda,�M

aryland,�U
SA,�http://im

agej.nih.gov/ij/,�

1997-2012.

（14）
東
寺
御
影
堂
不
動
明
王
坐
像
な
ど
明
王
像
に
も
二
重
円
相
光
背
が
付
属
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
如
来
、
菩
薩
像
と
は
や
や
形
式
が
異

な
る
た
め
本
検
討
か
ら
は
除
外
し
た
。

（15）
二
重
円
相
光
背
の
頭
光
と
身
光
の
幅
の
比
率
に
つ
い
て
平
等
院
阿
弥
陀
如
来
像
を
平
安
時
代
の
他
の
七
作
品
と
比
較
し
た
考
察
に
、

紺
野
敏
文
「
光
背
」（『
平
等
院
大
観
』
二
、一
九
八
七
年
、
岩
波
書
店
）
が
あ
る
。

（16）
内
藤
榮
「
古
密
教
展
概
説
」（
奈
良
国
立
博
物
館
編
『
古
密
教
―
―
日
本
密
教
の
胎
動
』、
二
〇
〇
五
年
）

（17）
今
回
鎌
倉
時
代
の
作
品
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
か
っ
た
が
、
西
川
杏
太
郎
氏
は
興
福
寺
南
円
堂
不
空
羂
索
観
音
像
光
背
の
「
二
重
円

相
の
頭
光
と
身
光
の
打
合
せ
を
深
く
と
っ
た
」
形
を
平
安
前
期
ま
で
の
光
背
に
み
ら
れ
る
特
色
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
西
川
杏
太
郎

「
不
空
羂
索
観
音
菩
薩
坐
像
」（『
奈
良
六
大
寺
大
観
』
第
八
巻
（
補
訂
版
）、
興
福
寺
二
、二
〇
〇
〇
年
、
岩
波
書
店
）一

五
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和暦 西暦 作品 所蔵 備考 身光幅
※ 1

重なり
※ 2

戌年 686 または
698 年�����

法華説相図より如来坐像　 長谷寺（奈良県） 銅板 1.37 0.40

8 世紀初め� 如来三尊像のうち中尊 奥院（奈良県） 銅板
押出
倚像

1.58 0.37

8 世紀初め� 三尊像のうち中尊 唐招提寺（奈良県） 銅板
押出
倚像

1.36 0.47

8 世紀初め� 二観音及び如来像
（法隆寺献納宝物 203）

東京国立博物館 銅板
押出

1.54 0.56

8 世紀初め� 三尊像中尊 法隆寺（奈良県） 押出仏型 1.38 0.43

8 世紀半ば� 彩絵仏像幡 正倉院（奈良県） 染色 ― 0.47

8 世紀半ば� 仏像型 正倉院（奈良県） 押出仏型 1.75 0.66

天平勝宝4年以降 752 年以降� 盧舎那仏台座蓮弁線刻如来像　 東大寺（奈良県） 銅造
線刻

1.73 0.72

天平宝字 6年頃 762 年頃��� 二月堂本尊光背線刻如来像
（外圏帯向かって左上）

東大寺（奈良県） 銅造
線刻

1.94 0.68

神護景雲元年 767 年����� 頭塔石仏　
仏浄土図中尊　

奈良市 浮彫り
頭光が真円
ではない

1.71 0.73

宝亀 2年 771 年����� 盧舎那仏
（12世紀『信貴山縁起絵巻』）※ 3

東大寺（奈良県） 絵画 ― 0.61

8 世紀後半� 線刻如来坐像 笠置寺（京都府） 線刻 1.59 0.62

8 世紀後半� 盧舎那仏坐像
（金堂）

唐招提寺（奈良県） 1.43 0.55

8 世紀後半� 法華堂根本曼荼羅のうち中尊 ボストン美術館
（アメリカ）

絵画 1.79 0.71

8 世紀後半� 如意輪観音坐像　 岡寺（奈良県） ― 0.56

8 世紀末��� 薬師如来坐像　 新薬師寺（奈良県） 1.54 0.55

9 世紀半ば� 阿弥陀如来坐像　 広隆寺（京都府） 1.59 0.51

仁和 4年 888 年����� 阿弥陀如来坐像※ 4 仁和寺（京都府） 1.58 0.48

寛平 4年 892 年����� 弥勒仏坐像　 慈尊院（和歌山県） 1.51 0.69

9 世紀後半� 薬師如来坐像　 東明寺（奈良県） 1.45 0.71

9 世紀後半� 千手観音坐像　 屋島寺（香川県） 1.84 0.72

9 世紀後半� 菩薩半跏像　 東京国立博物館 半跏像　 1.37 0.57

延喜 13年 913 年����� 薬師如来坐像
（旧薬師堂）　

醍醐寺（京都府） 1.78 0.49

10 世紀前半 観音菩薩坐像　 長慶院（福井県） 1.41 0.47

承平元年 931 年����� 釈迦如来坐像※ 5
（上堂）

法隆寺（奈良県） 1.63 0.48

10 世紀前半 普賢延命菩薩坐像　 法隆寺（奈良県） 1.45 0.60

（表１）7世紀から 12世紀の二重円相光背の頭光と身光の重なり方の程度の比率
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天慶 9年 946 年����� 阿弥陀如来坐像　 岩船寺（京都府） 1.60 0.49

正暦元年 990 年����� 薬師三尊像のうち中尊（大講堂）　 法隆寺（奈良県） 1.48 0.38

正暦元年 990 年����� 同左脇侍像
（大講堂）　

法隆寺（奈良県） 1.51 0.44

正暦元年 990 年����� 同右脇侍像
（大講堂）　

法隆寺（奈良県） 1.46 0.45

正暦元年 990 年����� 阿弥陀如来坐像 前神寺（愛媛県） 浮彫り 1.52 0.52

天喜元年 1053 年���� 阿弥陀如来坐像　 平等院（京都府） 1.70 0.46

治暦 2年 1066 年���� 薬師如来坐像　 霊山寺（奈良県） 1.47 0.36

11 世紀後半 阿弥陀如来坐像　 法界寺（京都府） 1.55 0.42

12 世紀前半 大日如来坐像　 金剛寺（大阪府） 1.65 0.38

大治 5年 1130 年���� 阿弥陀如来坐像　 法金剛院（京都府） 1.62 0.39

天承元年 1131 年���� 阿弥陀如来坐像　 大山寺（鳥取県） 1.56 0.43

保延 5年 1139 年���� 阿弥陀如来坐像　 安楽寿院（京都府） 1.62 0.40

久安 4年 1148 年���� 阿弥陀如来坐像　 三千院（京都府） 1.50 0.50

12 世紀半ば 阿弥陀如来坐像　 円成寺（奈良県） 1.52 0.44

仁平元年 1151 年���� 阿弥陀如来坐像　 長岳寺（奈良県） 1.61 0.43

久寿元年 1154 年���� 千手観音坐像 峰定寺（京都府） 1.58 0.42

保元 2年頃 1157 年頃���� 阿弥陀如来坐像
（近衛天皇陵多宝塔）

宮内庁書陵部 1.56 0.50

平治元年 1159 年���� 観音菩薩坐像　 平勝寺（愛知県） 1.59 0.40

12 世紀後半 阿弥陀如来坐像　 浄厳院（滋賀県） 1.42 0.44

12 世紀後半 勢至菩薩坐像　 七寺（愛知県） 1.56 0.38

承安 4年 1174 年���� 光背その一　 和歌山県小野町経塚
出土（東博所蔵）

土製 1.28 0.49

安元 2年 1176 年���� 大日如来坐像　 円成寺（奈良県） 1.63 0.46

（表１）註
※１　頭光に重ねた真円の直径を 1としたときの身光の幅を算出

した（図 A-a）。
※２　頭光に重ねた真円の直径を 1としたとき身光は頭光のどの

程度まで重なるか算出した（図 A-b）。身光が真円から大き
く離れているものは身光上縁に推定線（図 B点線部）をひい
て算出し、その数値は下線をひいた。

※３　12世紀成立『信貴山縁起絵巻』尼公の巻に描かれた大仏は、
これまでの研究により当初の姿に近い形が描かれているとさ
れる。

※４　仁和寺阿弥陀如来像の光背は後世に修理が行われているた
め、当初の姿を推測した画像を作成して計測した。

※５　法隆寺上堂釈迦三尊像の両脇侍像の光背は中尊像と形が大き
く異なっていて、それについては別に検討する必要があるた
め除外した。

図 A

図B
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（表２）9世紀から 12世紀の仏画にあらわされた仏像（坐像）の
二重円相光背の頭光と身光の重なり方の程度の比率

和暦 西暦 作品 所蔵 身光幅 重なり

9世紀 高雄曼荼羅金剛界一印会のうち大日如来像 神護寺（京都府） 1.73 0.78

9世紀 伝真言院曼荼羅金剛界一印会のうち大日如来像 東寺（京都府） 1.60 0.65

9世紀 伝真言院曼荼羅胎蔵界中台八葉院のうち大日如来像 東寺（京都府） 1.59 0.64

9世紀 胎蔵図像のうち宝幢如来像※1 奈良国立博物館 ― 0.80

9-10世紀 釈迦如来立像光背化仏 室生寺（奈良県） 1.94 0.60

9-10世紀 地蔵菩薩立像光背化仏 室生寺（奈良県） 1.73 0.49

天曆5年 951年 五重塔心柱覆板北面胎蔵界中台八葉院のうち
天鼓雷音如来像

醍醐寺（京都府） 1.59 0.66

応延元年頃 987年頃 釈迦如来立像納入仏画のうち普賢菩薩像 清凉寺（京都府） 1.79 0.50

11世紀 両界曼荼羅金剛界一印会のうち大日如来像 子島寺（奈良県） 1.48 0.54

天喜元年 1053年 鳳凰堂扉絵下品上生（南東扉）のうち阿弥陀如来像 平等院（京都府） 1.33 0.50

12世紀 阿弥陀三尊及び童子像のうち阿弥陀如来像 法華寺（奈良県） 1.65 0.62

12世紀 虚空蔵菩薩像 東京国立博物館 1.32 0.56

12世紀 普賢菩薩像 豊乗寺（鳥取県） 1.41 0.62

12世紀 釈迦如来像 神護寺（京都府） ― 0.59

12世紀 一字金輪曼荼羅図のうち中尊 奈良国立博物館 1.55 0.67

12世紀 薬師十二神将像のうち薬師如来像 桜池院
（和歌山県）

1.61 0.57

（表２）註
※１　鎌倉時代の写本
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（図１）弥勒菩薩像　醍醐寺（図２）同前　本体のみ

（図３）薬師如来像　新薬師寺（図４）阿弥陀如来像　法界寺
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（図５）　二重円相部の縁に重ねた真円
※真円から大きく外れる箇所は点線であらわした。

１�法華説相図如来像　長谷寺２�光背線刻如来像　東大寺二月堂３�阿弥陀如来像　広隆寺

４�弥勒仏像　慈尊院５�薬師如来像　醍醐寺６�薬師如来像　法隆寺大講堂

７�阿弥陀如来像　平等院８�阿弥陀如来像　安楽寿院９�大日如来像　円成寺
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（図６）　頭光・身光の重なり方の程度の計測箇所

（図７）　光背概念図　※頭光と身光の重なり方の程度による形の違い。
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（図８）　頭光身光の「重なり」分布図
※彫刻以外の作品はグレーであらわした。
※縦軸は重なり度合いの数値、横軸は年代である。横軸では１世紀を前半・半ば・後半に３分割した。
（例 801 〜 835 →前半、836 〜 865 →半ば、866 〜 900 →後半）
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（図９）盧舎那仏像蓮弁線刻　東大寺

（図 11）阿弥陀如来像　平等院

（図 10）薬師如来像　醍醐寺

（図 12）大日如来像　円成寺
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