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印
度
支
那
考
古
學

　

河
内
に
あ
る
佛
蕩
西
極
東
學
院
は
印
度
支
那
に
お
け
る
歴
史
研
究

の
中
心
機
関
で
あ
る
。
考
古
學
に
つ
い
て
も
、
も
ち
ろ
ん
さ
う
で
の

る
。
こ
の
一
團
の
佛
蘭
西
人
の
業
績
を
離
れ
て
、
印
度
支
那
考
古
學

を
考
へ
る
こ
と
は
仝
然
不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
数
年
間
に
お
け
る
極

東
學
院
の
考
古
學
的
活
動
は
お
の
づ
か
ら
二
つ
の
分
野
を
有
し
た
。

ひ
と
っ
は
東
京
・
安
南
地
方
に
お
け
る
漢
こ
ハ
朝
の
支
那
墳
墓
で
あ

り
、
他
は
カ
ン
ボ
ヂ
ヤ
の
ア
ソ
ｎ
　
:
＾

　
Ａ
ｎ
ｇ
ｋ
ｏ
ｒ
都
址
の
調
査
で
あ

っ
た
。
前
者
は
漢
代
文
化
の
播
λ
を
物
語
る
も
の
と
し
て
興
味
が
あ

り
、
Ｌ
ｏ
ｎ
ｄ
ｏ
ｎ
　
Ｉ
ｌ
ｌ
ｕ
ｓ
ｔ
ｒ
ａ
ｔ
ｅ
ｄ
　
Ｎ
ｅ
ｗ
ｓ
　
-
^
新
聞
種
に
と
り
あ
げ
た
。
ま

た
歴
史
學
研
究
、
人
類
學
雑
誌
も
河
内
に
遊
ん
だ
小
林
知
生
君
の
手

記
を
登
載
し
た
。
私
は
後
者
を
中
心
と
し
て
印
度
支
那
に
お
け
る
寺

院
址
調
査
の
一
斑
を
紹
介
し
た
い
と
思
ふ
。
徐
る
と
こ
ろ
は
主
と
し

て
Ａ
ｎ
ｎ
ｕ
ａ
ｌ
に
Ｂ
ｉ
ｂ
ｌ
ｉ
ｏ
ｇ
ｒ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
Ｉ
ｎ
ｄ
ｉ
ａ
ｎ
　
　
Ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ａ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｙ
　
ｆ
ｏ
ｒ

－
－
特
に
そ
の
寺
院
址
調
査
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で
あ
る
。

　

ア
ン
コ
ル
は
ク
メ
ー
ル
文
化
の
中
心
地
で
あ
る
。
九
世
紀
初
頭

に
「
瓜
畦
」
（
ス
マ
ト
ラ
、
或
は
馬
来
牛
島
）
か
ら
来
た
ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ

ル
ｙ
ン
ニ
世
Ｊ
ａ
ｙ
ａ
ｖ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
　
１
１
　
＾
都
城
を
建
設
し
て
よ
り
、
宏
大

な
る
幾
多
ｏ
寺
院
―
―
例
へ
ば
ア
ン
＝
ル
ー
ヴ
ァ
ッ
ト
、
バ
イ
ヨ

ン
等
が
建
立
さ
れ
、
そ
の
遺
構
は
今
日
に
現
存
す
る
。
そ
し
て
こ

ｏ
遺
址
ｏ
清
掃
・
修
理
・
復
原
の
保
存
作
業
に
並
行
し
て
調
査
事

業
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
ｏ
地
方
に
お
け
る
考
古
學
的

成
果
は
す
べ
て
こ
の
劈
苦
と
忍
耐
を
要
す
る
作
業
の
結
果
で
あ
る
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2７９

こ
と
を
銘
記
せ
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
ア
ｙ
＝
ル
保
存
作
業
０
主
任
マ
ル

シ
ャ
ル
氏
Ｈ
.
Ｍ
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ａ
ｌ
は
一
九
Ξ
三
年
十
一
月
、
パ
ル
マ
ン
テ
ィ

エ
氏
Ｈ
.
　
Ｐ
ａ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
i
e
ｒ
　
＾
代
っ
て
印
度
支
那
考
古
學
調
査
部
主
任

と
な
り
。
し
た
が
っ
て
常
時
カ
ン
ボ
ヂ
ヤ
記
念
物
保
存
を
措
営
し

て
ゐ
た
ト
ゥ
ル
ヴ
エ
氏
Ｇ
.
　
Ｔ
ｒ
ｏ
ｎ
ｖ
＾
　
％
ア
ン
＝
ル
保
存
０
主
任

と
な
っ
た
。
マ
ル
シ
ャ
ル
氏
に
は
（
ｊ
ｕ
ｉ
ｄ
ｅ
　
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
＆
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｑ
ｕ
ｅ
　
ａ
ｕ
ｘ

ｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
ｓ
　
ｄ
'
Ａ
ｎ
ｇ
ｋ
ｏ
ｒ
｡
　
１
９
２
８
　
４
＾
る
案
内
書
が
あ
る
が
、
そ
の
後
に

お
け
る
ア
ｙ
＝
ル
研
究
の
目
受
し
い
進
展
は
こ
０
一
九
二
八
年
の

書
物
す
ら
正
に
ア
ウ
ト
ー
オ
ブ
ー
デ
ー
ト
の
書
た
ら
し
め
や
う
と

し
て
ゐ
る
・
そ
の
び
と
っ
は
バ
イ
ヨ
ン
寺
院
の
年
代
観
で
あ
る
。

バ
イ
ヨ
ン
寺
院
は
ア
ｙ
コ
ル
ー
ト
ム
Ａ
ｎ
ｇ
ｋ
ｏ
ｒ
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
（
ト
ム
Ｏ

都
邑
）
０
方
形
都
城
０
中
心
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ジ
ヤ
ヤ
ヴ
ァ

ル
マ
ン
ニ
世
０
建
設
し
た
最
初
の
都
邑
ア
ン
＝
ル
の
中
央
に
建
立

し
た
寺
院
に
比
定
さ
れ
、
九
世
紀
末
と
さ
れ
て
ゐ
た
。
こ
０
年
代

観
は
ア
イ
｀
一
一
工
氏
に
基
く
の
で
あ
る
（
Ａ
ｙ
ｍ
ｏ
ｎ
ｉ
ｅ
ｒ
　
;
　
Ｌ
ｅ
　
Ｃ
ａ
ｍ
-

ｂ
ｏ
ｄ
ｇ
ｅ
.
　
３
ｖ
o
l
ｓ
｡
　
Ｐ
ａ
ｒ
i
ｓ
　
１
９
０
０
｡
　
１
９
０
１
｡
　
１
９
０
４
｝
:
＾
、
パ
ル
ｙ
ン
テ
ィ

エ
氏
も
襲
ひ
、
ま
た
マ
ル
シ
ャ
ル
氏
も
し
た
が
ひ
、
む
し
ろ
ク
メ

ル
建
築
史
の
通
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
様
式
上
か
ら
す
る
疑

問
が
、
ミ
ュ
ゼ
ー
ギ
メ
ー
０
ス
テ
ル
ｙ
氏
Ｐ
ｈ
.
　
Ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
　
Ａ
Ｊ
し
て

バ
イ
ヨ
ン
と
ア
ｙ
＝
ル
ー
ト
ふ
の
方
域
が
決
し
て
ス
ド
ツ
ク
ー
カ

ク
ー
ト
ム
Ｓ
ｄ
ｏ
ｋ
　
Ｋ
〇
ｋ
　
Ｔ
ｈ
ｏ
ｍ
の
碑
に
い
ふ
ジ
ヤ
ヤ
ア
ヴ
ル
マ
ｙ

二
世
の
ア
ｙ
＝
ル
、
す
な
は
ち
ヤ
ｙ
ダ
ラ
プ
ラ
Ｙ
ａ
ｃ
ｏ
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
ａ
ｐ
ｕ
ｒ
ａ

に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
澄
明
せ
し
め
た
。
つ
い
で
ゴ
ル
ウ
ペ
フ
氏

Ｈ
.
　
Ｇ
ｏ
ｌ
ｏ
ｕ
ｂ
ｅ
w
　
'
＆
別
に
ヤ
ソ
ダ
ラ
プ
ラ
の
位
置
を
確
定
す
る
と

と
も
に
、
セ
ー
デ
氏
Ｃ
ｏ
ｅ
ｄ
ｅ
ｓ
は
バ
イ
ヨ
ン
寺
院
が
賓
は
十
二
世

末
か
、
十
三
世
紀
初
頭
の
建
築
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
を
澄
明
し
た
。
か

く
て
バ
イ
ヨ
ン
寺
院
年
代
観
の
ド
グ
マ
は
完
全
に
粉
倅
さ
れ
た
わ

け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
ヤ
ソ
ダ
ラ
プ
ラ
の
位
置
と
そ
の
中
央
山

頂
に
建
立
し
た
と
い
は
れ
る
寺
院
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
れ

に
對
し
て
一
九
三
一
年
、
ゴ
ル
ウ
ベ
フ
氏
は
誰
も
考
へ
及
ば
な
か

っ
た
大
謄
な
る
一
個
誕
を
提
出
し
た
。
そ
れ
は
歴
代
の
都
邑
が
必

ず
し
も
エ
キ
ザ
ク
ト
に
相
か
さ
な
る
も
の
で
な
い
と
い
ふ
こ
と
か

ら
出
登
し
て
、
ア
ン
＝
ル
の
遺
跡
圖
を
案
じ
、
プ
ノ
ム
ー
バ
ケ
Ｎ

Ｐ
ｈ
ｎ
ｏ
ｍ
　
Ｂ
ａ
ｋ
ｈ
ｅ
ｎ
す
な
は
ち
ア
ン
コ
ル
ー
ト
ム
の
少
し
南
に
あ

る
シ
ヴ
ア
祁
の
山
頂
寺
院
と
こ
れ
を
中
心
に
し
て
劃
さ
れ
た
方
域

－
そ
れ
は
西
・
北
・
南
の
三
逡
は
盛
上
っ
た
土
手
に
よ
り
、
東

の
一
逡
は
シ
ェ
ム
ー
レ
ア
プ
河
ｂ
ｉ
ｅ
ｎ
-
ｒ
ｅ
ａ
ｐ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
Ｉ
―
こ
そ
ヤ
ソ
ダ
ラ
ラ
プ
ラ
と
そ
の
中
峯
寺
院
に
ほ
か
な
ら
ぬ

と
言
明
し
た
。
一
九
三
一
年
十
一
月
に
行
は
れ
た
踏
査
を
は
じ
め

と
し
て
、
三
二
年
か
ら
三
四
年
把
一
旦
る
組
織
的
竟
掘
轜
あ
ら
ゆ
る

-
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該
に
お
い
て
こ
の
想
定
０
た
し
か
な
る
こ
と
を
澄
明
し
た
。
ま
づ

Ｊ

　
　

プ
ノ
ム
ー
バ
ケ
ン
を
中
心
と
す
る
境
域
遺
構
及
び
道
路
そ
０
他
の

　
　
　

調
査
に
よ
っ
て
、
巌
正
に
シ
ム
メ
ト
リ
カ
ル
な
都
邑
の
膿
制
が
明

　
　
　

ら
か
に
さ
れ
、
そ
り
他
、
舗
石
、
畜
、
階
段
、
池
、
彫
像
、
陶
器

　
　
　

の
堆
積
等
が
プ
ノ
ム
ー
バ
ケ
ン
を
中
心
と
す
る
古
都
０
存
在
を
確

め
た
。
そ
し
て
Ｉ
九
三
一
年
や
う
や

く
会
見
さ
れ
、
セ
ー
デ
氏
Ｃ
ｏ
ｅ
ｄ
ｅ
ｓ
:

　

Ｉ
ｎ
ｓ
ｃ
ｒ
i
p
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
ｓ

　
m
a
l
a
i
ｓ
ｅ
ｓ
　
　
　
ｄ
ｅ
　
　
Ｃ
ｒ
i
-

ｖ
ｉ
ｊ
ａ
ｙ
ａ
　
（
Ｂ
Ｅ
Ｆ
Ｅ
Ｏ
.
　
Ｘ
Ｘ
Ｘ
.
　
ｐ
ｐ
.
　
２
８
-

８
０
）
に
よ
っ
て
膠
さ
れ
た
ひ
と
っ
の

碑
文
は
カ
ム
ラ
テ
ン
ー
ヤ
ガ
ト
ー
ヴ

ナ
ム
ー
カ
ン
タ
ー
ル
、
す
な
は
ち
入

ド
ッ
ク
ー
カ
ク
ー
ト
ム
の
碑
文
に
い

ふ
中
峯
の
紳
に
営
然
奉
献
さ
る
べ
き

も
ｏ
χ
表
を
含
ん
で
ゐ
た
の
で
あ

る
。
か
く
て
多
年
の
誤
解
と
不
確
賓

で
あ
る
。

　

も
う
ひ
と
っ
０
会
見
と
い
ふ
の
は
プ
ノ
ム
ー
バ
ケ
ン
の
西
方
八

粁
に
あ
る
プ
ラ
サ
ト
・
ア
ク
ー
ヨ
ム
寺
院
Ｐ
ｒ
ａ
ｓ
ａ
ｔ
　
Ａ
ｋ
　
Ｙ
ｏ
ｍ
で
あ

る
一
九
三
二
年
の
暮
、
ト
ル
ウ
ヴ
エ
氏
に
よ
っ
て
会
見
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
と
い
ふ
も
の
は
全
く
完
全
に
土
中
に
埋
没

　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
て
ゐ
た
。
三
誓
０
・
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
と
三
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
堵
築
基
壇
と
支
へ
壁
に
よ
っ
て
僅
か
に

フ
レ
回
レ
レ
贈
け
‰

‐
パ
り
Ｉ
一
丿
つ
川
川
山
川
問
し

の
後
に
や
う
や
く
ヤ
ソ
ダ
ラ
プ
ラ
、
す
な
は
ち
最
初
の
ア
ン
＝
ル

の
位
置
が
確
定
さ
れ
た
。
ア
ン
＝
ル
ー
ヴ
ア
ツ
ト
は
こ
０
都
邑
よ

り
敬
世
紀
後
に
そ
の
東
南
部
に
建
設
さ
れ
、
ま
た
散
世
紀
後
に
ア

ン
＝
ル
ー
ト
ム
は
こ
の
都
邑
の
東
北
部
を
含
ん
で
建
設
さ
れ
た
の

保
た
れ
た
泥
築
基
壇
と
が
登
掘
さ
れ
た
。

殊
に
中
央
聖
室
の
下
に
深
い
堅
穴
が
あ
り

そ
の
底
は
部
屋
を
な
し
て
ゐ
る
こ
と
が
知

ら
れ
た
。
そ
の
堅
穴
は
舵
に
盗
掘
の
厄
に

遭
っ
て
ゐ
た
が
、
疑
ひ
も
な
く
原
初
の
も

の
で
あ
る
。
こ
χ
に
衰
見
さ
れ
た
一
碑
文

は
ガ
ム
ピ
レ
ス
ヴ
ア
ラ
（
ｊ
ａ
ｍ
ｂ
ｈ
ｉ
ｒ
ｅ
ｙ
ｖ
ａ
ｒ
ａ

卸
ち
深
井
の
シ
ヴ
ア
紳
に
奉
鰍
し
た
も
Ｏ

で
あ
っ
た
。
こ
の
登
見
は
考
古
學
者
に
多

大
の
指
唆
を
具
へ
た
。
と
い
ふ
の
は
寺
院
の
中
央
に
賓
物
を
埋
蔵

す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
こ
の
寺
院
に
限
ら
れ
ぬ
筈
だ
か
ら
で
あ

る
。
営
０
ト
ル
ウ
ヴ
エ
氏
は
す
ぐ
こ
の
方
法
を
上
辺
０
バ
イ
ヨ
ン

寺
院
に
庶
用
し
て
、
或
る
程
度
の
成
功
を
I
)
!
４
さ
め
た
。
そ
れ
は
十
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垢j

四
米
の
深
所
で
水
暦
に
遭
遇
し
、
以
下
の
調
査
を
断
念
し
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
か
つ
た
け
れ
ど
も
。
そ
の
上
部
に
訟
い
て
彫
像
破
片
を

我
見
し
た
。
こ
の
彫
像
は
復
原
す
る
と
四
米
七
十
五
糎
に
及
ぶ
大

像
で
、
ナ
ー
ガ
の
上
に
座
し
た
佛
像
で
あ
る
。
大
像
な
る
に
も
か

か
は
ら
ず
丁
寧
な
作
行
で
、
バ
イ
ヨ
ン
弱
術
０
一
代
表
た
る
を
愧

ぢ
な
い
。
ま
た
同
様
な
深
掘
り
調
査
は
一
九
三
四
年
九
月
、
ア
ン

＝
ル
ー
ヴ
ァ
ッ
ト
０
中
央
聖
堂
に
も
企
て
ら
れ
た
が
、
ま
た
十
四

米
０
深
所
に
て
水
暦
に
遭
ひ
中
止
を
飴
儀
な
く
さ
れ
た
。
さ
て
深

井
掘
り
の
調
査
は
し
ば
ら
く
お
く
が
、
こ
の
ア
ク
ー
ヨ
ム
寺
院
Ｏ

様
式
上
の
位
置
で
あ
る
。
ス
テ
ル
ン
氏
は
一
九
三
四
年
装
飾
細
部

０
精
査
か
ら
先
ア
ン
＝
ル
塾
術
０
最
後
、
も
し
く
は
ア
ン
＝
ル
蓼

術
の
最
初
に
あ
ら
は
れ
た
も
の
と
の
見
解
を
披
箆
し
た
。
そ
し
て

そ
れ
に
最
も
近
い
も
の
と
し
て
、
こ
れ
も
近
年
Ｅ
ル
オ
ー
ｒ
Ｏ
Ｍ
ロ
（
）
ｒ

群
中
に
て
我
見
さ
れ
た
プ
ラ
サ
ト
ー
プ
レ
イ
ー
プ
ラ
サ
ト
Ｐ
ｒ
ａ
ｓ
ａ
ｔ

Ｐ
ｒ
e
i
　
Ｐ
ｒ
ａ
ｓ
ａ
ｔ
寺
院
を
あ
げ
た
。
Ｇ
.
Ｃ
ｏ
ｅ
ｄ
ｅ
ｓ
｡
　
Ｌ
ｅ
ｓ
　
ｃ
ａ
ｐ
ｉ
ｔ
ａ
ｌ
ｅ
ｓ
　
ｄ
ｅ

ｊ
ａ
ｙ
ａ
ｖ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
　
Ｉ
Ｉ
　
（
Ｂ
Ｅ
Ｆ
Ｅ
Ｏ
.
｡
　
Ｘ
Ｖ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
｡
　
ｐ
.
　
１
１
３
）
と
に
か
く
建
築

細
部
の
研
究
は
ア
ク
ー
ヨ
ム
と
プ
レ
イ
ー
プ
ラ
サ
ト
の
極
め
て
接

近
し
た
時
期
の
建
造
物
な
る
こ
と
を
確
変
に
し
た
。
そ
の
う
ち
後

者
は
前
１
　
よ
り
い
く
ら
か
我
達
し
て
ゐ
る
が
。
そ
し
て
九
世
紀
中

葉
か
ら
後
牛
に
か
け
て
建
設
さ
れ
た
Ｉ
ル
オ
ー
ｒ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
Ｏ
ｒ
バ
コ
ｙ

B
ａ
ｋ
ｏ
ｎ
ｇ
プ
ラ
ー
コ
Ｐ
ｒ
ａ
ｌ
ｋ
ｄ
　
　
　
ｎ
レ
イ
ｒ
ｏ
Ｋ
等
に
見
る
ア
ン
＝

ル
期
の
様
式
と
先
ア
ン
コ
ル
期
の
様
式
と
０
中
間
様
式
で
あ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

　

バ
イ
ヨ
ン
寺
院
建
築
の
年
代
ひ
き
さ
げ
、
そ
し
て
そ
れ
の
正
営

な
る
位
置
０
附
具
に
よ
っ
て
ア
ン
＝
ル
期
建
築
史
は
ス
ム
ー
ス
な

整
序
を
得
た
。
さ
ら
に
ア
ク
ー
ヨ
ム
、
プ
レ
イ
ー
プ
ラ
サ
ト
の
中

間
様
式
の
我
見
に
よ
っ
て
先
ア
ン
＝
ル
期
と
の
連
結
が
よ
り
ス
ム

ー
ス
に
進
展
す
る
。
見
や
う
に
よ
っ
て
は
ク
メ
ー
ル
建
築
の
一
貫

し
た
配
列
が
こ
ゝ
数
年
間
の
ア
ン
＝
ル
研
究
の
輝
し
い
行
績
で
あ

る
と
も
い
へ
る
で
あ
ら
う
。
ア
ン
＝
ル
研
究
に
開
し
て
い
ま
一
言

附
け
加
へ
て
訃
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
一
九
三
二
年
を
も
っ

て
完
結
し
た
ア
ン
＝
ル
ー
ヴ
ア
ツ
r
ｉ
.
寺
院

　

Ｌ
ｅ
　
ｔ
ｅ
ｔ

ｋ
ｏ
ｒ

　
Ｑ
三
部
七
冊
に
Ｉ
旦
る
巨
大
な
る
報
告
圖
譜
で
あ
ら
う
。
そ
れ

は
や
は
り
一
九
二
六
年
に
出
版
さ
れ
た
バ
ン
タ
イ
ー
ス
レ
イ
寺
院

の
圖
譜
Ｌ
ｅ
　
ｔ
ｅ
ｍ
ｐ
ｌ
ｅ
　
ｄ
'
ｌ
ｃ
ｖ
ａ
ｒ
ａ
ｐ
ｕ
ｒ
ａ

　

に
っ
ぐ
も
の
で
あ
っ
て
、
と

も
に
極
東
學
院
考
古
學
紀
要
M
d
m
o
i
ｒ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
ｏ
ｌ
ｏ
ｓ
i
a
ｕ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ｕ
ｂ
-

ｌ
ｉ
ｅ
ｓ
　
ｐ
ａ
ｒ
　
ｌ
'
ｉ
ｉ
ｃ
ｏ
ｌ
ｅ
　
Ｆ
ｒ
ａ
ｎ
ｃ
ａ
ｉ
ｓ
ｅ
　
ｄ
'
Ｅ
ｘ
ｔ
ｒ
ｅ
ｍ
ｅ
　
Ｏ
ｒ
ｉ
ｅ
ｎ
ｔ
　
Ｑ
一
部
を
な

す
も
ｏ
で
あ
る
。
バ
ン
タ
イ
ー
ス
レ
イ
寺
は
十
世
紀
に
で
き
た
シ

ヴ
ア
９
　
の
寺
院
で
十
四
世
紀
に
大
噌
築
を
や
っ
た
も
の
で
ア
ン
＝

ル
ー
ト
ム
の
東
北
二
十
一
粁
の
地
猫
に
あ
る
。
賓
に
フ
ィ
ノ
よ
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涸２

L
.
Ｆ
ｍ
ｏ
ｔ
　
i
V
i
し
て
「
ク
メ
ー
ル
彫
塑
の
極
盛
は
十
三
世
紀
に
あ
ら

す
し
て
十
四
世
紀
に
あ
り
」
と
い
は
し
め
た
も
の
は
こ
の
寺
院
が

あ
る
た
め
で
あ
る
。
ア
ン
＝
ル
・
ヴ
ア
ツ
ト
寺
院
は
シ
ュ
リ
ャ
ヴ

ァ
ル
マ
ン
ニ
世
Ｓ
ｕ
ｒ
ｙ
ａ
ｖ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
ｎ
　
Ｉ
Ｉ
（
一
一
一
二
－
一
一
八
二
）
ｊ
ｌ

一
誕
に
は
シ
ュ
リ
ャ
ヴ
ァ
ル
ｙ
ン
ニ
世
ｏ
鴛
め
に
建
て
た
と
も
い

は
れ
て
ゐ
る

Ｑ
建
立
で
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ス
榊
に
奉
鰍
し
た
も
の

で
あ
る
。
保
存
も
よ
く
、
そ
の
林
間
に
聳
立
す
る
姿
は
最
も
旅
行

者
Ｑ
眼
を
槃
し
ま
せ
る
。

　

チ
ャ
ン
パ
に
お
い
て
も
修
理
と
復
哲
作
業
が
着
々
と
し
て
極
東

學
院
ｏ
手
に
よ
っ
て
行
は
れ
て
ゐ
る
。
こ
ｏ
方
面
を
措
営
す
る
も

の
は
ク
レ
イ
氏
Ｊ
.
Ｙ
.
Ｃ
ｌ
ａ
ｅ
ｙ
ｓ
で
あ
る
。
一
九
三
一
、
三
二
年
は

ナ
ト
ラ
ン
地
方
の
荒
慶
し
た
ポ
ー
ナ
ガ
ル
寺
院
の
復
習
に
集
中
さ

れ
た
。
そ
の
ほ
/
I
チ
ヤ
バ
Ｎ
　
　
Ｃ
ａ
ｂ
ａ
ｎ
　
　
（
Ｂ
ｉ
ｎ
ｈ
　
　
Ｄ
ｉ
ｎ
ｈ
）
で
は
チ
ヤ

ム
蔀
術
の
後
牛
（
チ
ヤ
バ
ン
は
１
０
０
０
－
一
四
七
一
年
間
首
都

で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
ベ
官
Ｉ
で
あ
る
）
に
高
す
る
砂
岩
ｏ
彫

刻
を
多
数
に
得
た
。
こ
の
彫
像
は
賞
に
様
々
な
影
響
が
奇
妙
な
ま

で
に
並
存
し
て
ゐ
る
こ
と
で
注
意
さ
れ
る
。
ま
づ
ク
メ
ー
ル
の
影

響
は
十
二
・
三
世
紀
の
交
に
お
け
る
カ
ｙ
ボ
ヂ
ヤ
人
の
ヴ
ィ
ジ
ヤ

ヤ
占
領
に
よ
っ
て
箆
明
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
支
那
・
安
南
の
影
響

憾
装
飾
細
部
の
＾
ン
ネ
Ｐ
＼
ズ
ム
忙
あ
ら
は
れ
る
。
豊
富
な
烏
貝
類

の
意
匠
は
印
度
文
化
の
影
響
以
前
に
お
け
る
印
度
支
那
古
来
の
傅

統
へ
の
復
賠
を
物
語
る
。
衰
退
期
に
鳶
け
る
瓜
畦
部
術
の
ご
と

く
、
後
期
の
チ
ャ
ム
蔀
術
は
い
ま
ｘ
で
潜
在
し
印
度
文
化
の
外
皮

で
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
０
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
要
素

の
再
現
が
著
し
い
。
こ
の
鮎
に
鳶
い
て
最
も
特
徴
的
で
あ
る
の
は

チ
ャ
バ
ン
に
お
け
る
婦
人
の
乳
房
に
よ
っ
て
飾
ら
れ
た
列
石
の
基

壇
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
０
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
０
か
。
ゴ
ル
ウ
ベ
フ

氏
は
ス
マ
ト
ラ
の
ト
バ
ー
バ
タ
ク
族
に
類
似
の
装
飾
が
あ
る
こ
と

を
示
し
た
。
ハ
イ
ネ
ー
ダ
ル
デ
ル
ン
氏
は
巨
石
文
化
期
に
ま
で
遡

る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
生
殖
儀
腔
の
焼
存
で
あ
ら
う
と
い
ふ
。

　

ラ
オ
ス
で
は
や
は
り
極
東
學
院
の
フ
ォ
ム
ベ
ル
ト
オ
氏
Ｆ
ｏ
ｍ
-

ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
ａ
ｕ
ｘ
　
　
ｙ
よ
っ
て
ヴ
ィ
エ
ン
ー
チ
ヤ
Ａ
　
Ｖ
ｉ
ｅ
ｎ
　
Ｃ
ｈ
ａ
ｎ
　
　
　
Ｑ
　
≪
＾
ト
ー

ル
オ
ン
ダ
寺
Ｔ
ｈ
'
ａ
ｔ
　
Ｌ
ｕ
ｏ
ｎ
ｇ
　
Ｑ
復
習
が
活
溌
に
行
は
れ
た
。

　

東
京
地
方
ヴ
ィ
ン
ー
エ
Ｎ
　
　
　
Ｖ
ｉ
ｎ
ｈ
　
Ｙ
ｅ
ｎ

　
　
Ｑ
ビ
ン
ー
ソ
ン
圃
ｒ
ｒ

ａ
Ｉ
で
は
支
那
式
四
角
十
一
級
の
堺
築
塔
が
一
九
三
三
年
に
我

見
さ
れ
た
。
タ
レ
イ
氏
は
九
、
十
世
紀
と
い
ひ
、
セ
ー
・
・
デ
氏
は
十

世
紀
と
い
ふ
。
こ
れ
に
對
し
て
＝
Ｉ
・
フ
ル
ー
＼
　
w
　
t
|
　
･
;

ｄ
ｅ
　
　
Ｃ
ｏ
ｒ
ａ
ｌ
　
　
Ｒ
ｅ
ｍ
ｕ
ｓ
ａ
ｔ
は
堵
に
彫
ら
れ
た
装
飾
に
は
チ
ャ
ム
の
影

響
が
あ
り
と
見
、
そ
の
方
面
か
ら
む
し
ろ
十
一
、
二
世
紀
と
の
脆

を
蔓
出
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　

（
水

　

野
清

　

こ
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