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緒

言

壁
毒
が
豊
富
に
残
る
こ
と
で
名
高
い
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
石
窟
は
'

マ
ハ
ー
ラ
ー
シ
ュ
ト
ラ
州
の
北
部
に
位
置
す
る
併
教
遺
跡
で
あ
る
｡
同
石
窟

は
､
未
完
の
窟
も
含
め
て
約
三
十
窟
が
数
え
ら
れ
､
大
別
し
て
二
つ
の
石
窟
群
か
ら
な
る
｡
西
部
イ
ン
ド
､
特
に
同
州
に
集
中
す
る
儒
教
石
窟

は
､
開
墾
が
遅
く
と
も
西
暦
紀
元
前

一
世
紀
前
半
に
始
ま
り
､
後
三
世
紀
頃
ま
で
縫
績
し
た
前
期
石
窟
と
､
五
世
紀
頃
か
ら
八
世
紀
頃
ま
で
造

営
が
績
い
た
後
期
石
窟
に
分
類
さ
れ
る
｡
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
石
窟
に
は
'
比
較
的
珍
し
い
こ
と
な
が
ら
､
前
期
と
後
期
南
方
の
石
窟
が
含
ま
れ
て

い
る
｡
ア
ジ
ャ
ン
ク
ー
に
お
け
る
両
石
窟
群
と
も
'
穫
拝
封
象
た
る
ス
ト
ゥ
-
パ
を
配
る
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア

(塔
院
)
窟
と
'
出
家
が
生
活
す
る
た

め
の
ヴ
ィ
ハ
-
ラ

(僧
院
)
窟
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
｡
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
石
窟
が
貴
重
な
の
は
､

一
つ
に
前
期

･
後
期
石
窟
と
も
に
壁
蓋
が
多
-

残
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九
窟
と
第
十
窟

(囲
一
)
は
､
と
も
に
前
期
石
窟
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
で
あ
る
｡
併
教
石
窟
に
お
い
て
､

穫
拝
堂
と
し
て
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
は
､

一
石
窟
群
に

l
つ
造
営
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
｡
ヴ
ィ
ハ
-
ラ
窟
の
数
は
'
そ
こ
に
住
む
僧
の
多

寡
に
よ

っ
て
決
ま
る
が
､
産
挿
堂
た
る
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
は
､

一
つ
あ
れ
ば
充
分
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
｡
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
石
窟
の
よ
う
に
､

隣
り
合

っ
て
二
つ
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
が
開
墾
さ
れ
て
い
る
の
は
､
稀
な
こ
と
で
あ
る
｡
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
石
窟
の
場
合
､
各
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟

が
､
異
な

っ
た
部
寂
に
属
し
て
い
た
と
も
考
え
得
る
け
れ
ど
も
､
二
つ
並
ん
で
造
営
さ
れ
た
理
由
が
判
然
と
し
な
い
｡
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
石

窟
に
と

っ
て
､
か
か
る
鮎
は
極
め
て
重
要
な
が
ら
'
本
稿
の
主
旨
と
直
接
関
係
し
な
い
ゆ
え
､
今
は
問
題
と
し
て
指
摘
す
る
に
留
め
る
｡

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九
窟
と
第
十
窟
に
は
'
後
期
石
窟
が
造
営
さ
れ
た
頃
に
､
新
た
に
壁
童
が
措
き
加
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
､
そ
れ
よ
り
前

に
描
か
れ
た
壁
墓

(以
下
に
前
期
壁
蓋
と
呼
び
'
後
期
石
窟
に
措
か
れ
た
壁
童
､
お
よ
び
後
期
石
窟
造
営
時
に
前
期
石
窟
に
措
か
れ
壁
毒
を
後
期
壁
童
と
呼
ぶ
)
が

か
な
り
残

っ
て
い
る
｡
同
様
に
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁
蓋
の
範
晴
に
入
る
も
の
と
し
て
は
､
他
に
ヴ
ィ
ハ
-
ラ
窟
で
あ
る
第
十
二
窟
の
天
井
の
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囲- アジャンク-第九窟 (右)･第十窟 (左)外観

敷
箇
所
に
､
僅
か
に
残
存
す
る
壁
墓
が
あ
る
｡
第
十
二
窟
壁
童
は
､
単
な
る
装

飾
文
を
括
い
た
だ
け
と
推
察
さ
れ
'
壁
童
資
料
と
し
て
は
重
要
な
が
ら
､
あ
ま

り
に
状
態
が
悪
-
断
片
的
に
過
ぎ
る
た
め
､
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
｡

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
石
窟
が

1
八

l
九
年
に
番
見
さ
れ
て
以
来
'
自
然
作
用
に
よ

る
剥
落
や
傷
み
に
加
え
て
､
壬
に
落
書
き
に
よ
る
人
馬
的
損
傷
を
集
中
的
に

被

っ
た
の
が
､
こ
れ
ら
の
前
期
壁
墓
､
特
に
第
十
窟
の
そ
れ
で
あ
る
｡
従

っ
て

保
存
状
態
は
頗
る
劣
悪
な
が
ら
､
本
格
的
壁
蓋
と
し
て
は
'
イ
ン
ド
で
現
存
最

古
の
貴
重
な
遺
品
と
言

っ
て
良
い
｡
更
に
､
こ
れ
ら
を
描
い
た
義
家
は
'
世
俗

董
家
と
考
え
ら
れ
､
古
代
で
は
稀
な
世
俗
墓
の
作
例
と
し
て
も
､
イ
ン
ド
袷
蓋

史
に
と
っ
て
の
債
値
は
計
り
知
れ
な
い
｡
そ
の

1
万
で
'
同
壁
毒
は
後
述
す
る

よ
う
に
主
題
の
鮎
で
併
教
壁
墓
で
あ
り
'
東
ア
ジ
ア
の
儒
教
給
毒
を
研
究
す
る

際
に
も
､
現
存
作
品
に
関
す
る
限
り
､
儒
教
胎
毒
の
源
流
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
､
そ
の
重
要
性
は
イ
ン
ド
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
'
保
存
状
態
の
問
題
も
あ

っ
て
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九

･
十

窟
に
残
る
前
期
壁
蓋
は
､
今
日
ま
で
充
分
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
な
い
｡
特
に

石
窟
造
営
時
の
作
か
否
か
の
鮎
も
含
め
て
､
制
作
年
代
の
問
題
に
関
し
て
は
､

坐
-
解
明
さ
れ
て
い
な
い
と
言
い
得
る
｡
無
論
い
-
つ
か
の
考
え
方
､
即
ち
前

(-)

二
世
紀
か
ら
後
四
世
紀
ま
で
の
諸
説
が
'
過
去
に
呈
示
さ
れ
て
い
る
｡
け
れ
ど
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も
､
い
ず
れ
の
説
も
基
礎
的
研
究
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
堅
固
な
基
盤
に
立

つ
こ
と
な
く
､
極
め
て
懇
意
的
あ
る
い
は
感
覚
的
に
提
出
さ
れ
た
に

過
ぎ
な
い
｡

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九

･
十
窟
の
前
期
壁
毒
が
､
古
代
イ
ン
ド
儒
教
胎
毒
の
展
開
に
関
す
る
枠
組
み
の
中
で
､
如
何
に
位
置
付
け
ら
れ
る
か
に

丁
こ

つ
い
て
は
､
世
俗
義
家
の
筆
と
考
え
ら
れ
る
鮎
も
含
め
て
､
別
の
拙
稿
中
で
筆
者
が
既
に
論
及
し
た
所
で
あ
る
｡
本
稿
は
'
そ
れ
以
降
判
明
し

た
事
賓
を
踏
ま
え

つ
つ
､
前
稿
で
究
明
し
得
な
か

っ
た
､
同
壁
蓋
の
制
作
年
代
､
お
よ
び
他
の
問
題
に
つ
い
て
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
る
｡
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1

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九
窟

･
第
十
窟
の
造
営
年
代

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九

･
十
窟

(囲
二
)
が
い
つ
造
営
さ
れ
た
か
と
い
う
問
題
の
検
討
は
､
壁
蓋
が
制
作
さ
れ
た
時
期
の
上
限
を
探
る
こ
と
に
等

し
く
､
本
稿
の
目
的
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
た
め
､
ま
ず
最
初
に
行
う
べ
き
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
｡
繭
窟
が
前
期
悌
教
石
窟
に
属
す
る
こ

と
は
､
各
々
の
建
築
的
形
式
か
ら
疑
い
な
い
｡
し
か
る
に
繭
窟
の
具
髄
的
な
閲
覧
時
期
に
つ
い
て
は
､
壁
蓋
と
同
様
に
充
分
に
解
明
さ
れ
て
い

1ヽr･)

る
と
は
言
い
難
い
｡

前
期
儒
教
石
窟
に
は
､
造
営
年
代
の
手
掛
か
り
を
輿
え
て
-
れ
る
刻
銘
を
有
す
る
石
窟
が
い
-

つ
か
存
在
す
る
｡
し
か
し
刻
銘
に
よ
っ
て
閲

覧
時
期
が
推
定
で
き
る
石
窟
は
多
-
な
-
､
通
常
は
他
の
手
段
で
類
推
す
る
し
か
な
い
｡
他
の
手
段
と
し
て
は
､
前
期
儒
教
石
窟
に
は
固
有
の

建
築
的
形
式
展
開
が
見
ら
れ
る
た
め
､
そ
れ
に
基
づ
-
方
法
が

一
般
的
で
あ
る
｡
石
窟
の
建
築
的
形
式
は
､
大
小
様
々
な
鮎
に
亙

っ
て
､
時
間

的
に
愛
化
し
て
い
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
ゆ
え
､
各
石
窟
の
建
築
的
形
式
を
把
握
す
る
こ
と
で
､
大
凡
の
造
管
時
期
が
判
明
す
る
の
で
あ

る
｡
と
こ
ろ
が
､
あ
る

一
つ
の
新
し
い
形
式
は
､
あ
る
時
鮎
以
降
に
現
れ
る
の
で
は
あ
る
が
､
同
時
に
古
い
形
式
も
併
存
す
る
こ
と
が
多
-
～
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石
窟
相
互
の
造
営
時
期
の
関
係
は
､
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
少

な
-
な
い
｡

つ
ま
り
あ
る
細
部
形
式
の
鮎
で
古
い
と
言
え
る
石
窟
が
､
別

の
細
部
形
式
に
お
い
て
新
し
い
と
看
徹
さ
れ
る
こ
と
が
､
稀
で
は
な
い
か

ら
で
あ
る
｡

今
述
べ
た
理
由
で
'
前
期
儒
教
石
窟
に
関
す
る
相
封
年
代
を
決
定
す
る

に
は
､
別
の
手
段
も
用
い
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
一
つ
に
､
造
営
時
期
の

直
接
的
手
掛
か
り
と
な
ら
な
-
て
も
､
大
抵
の
石
窟
に
は
何
ら
か
の
銘
が

刻
ま
れ
て
い
る
た
め
､
そ
の
書
髄
を
古
宇
学
で
分
析
し
て
､
大
健
の
開
整

時
期
を
割
り
出
す
方
法
が
あ
る
｡
ま
た
石
窟
に
は
'
造
営
首
初
に
浮
彫
装

飾
が
施
さ
れ
た
例
が
少
な
-
な
-
'
そ
の
様
式
分
析
に
よ
っ
て
造
営
時
期

が
判
る
場
合
も
あ
る
｡
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
､
単
純
な
文
字
よ
り
浮
彫
彫

刻
の
方
が
情
報
量
が
多
-
､
後
者
に
よ
る
の
が
客
観
性
が
高
い
と
言
え

る
｡
し
か
し
な
が
ら
古
宇
撃
も
浮
彫
の
様
式
論
も
､
基
礎
的
資
料
の
研
究

さ
え
十
分
に
進
展
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
｡

古
代
イ
ン
ド
美
術
の
他
の
領
域
と
同
様
に
､
前
期
悌
教
石
窟
の
年
代
論

に
つ
い
て
も
､
総
て
に
亙

っ
て
絶
封
的
な
結
論
を
得
る
こ
と
は
不
可
能

で
､
確
か
な
手
掛
か
り
を
持

っ
た
特
定
の
石
窟
を
除
外
し
て
､
現
時
鮎
で

最
も
蓋
然
性
の
高
い
考
え
方
が
､
個
々
の
場
合
に
呈
示
さ
れ
得
る
だ
け
で
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あ
る
｡
し
か
し
そ
の
時
で
も
､
最
も
有
力
な
説
が
､
蓋
然
性
に
お
い
て
､
別
の
説
よ
り
僅
か
に
上
回
る
程
度
で
し
か
な
い
こ
と
が
往
々
に
し
て

あ
る
｡

r-I)

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九

･
十
窟
に
お
い
て
､
後
者
に
の
み
二
個
の
奉
献
銘
が
存
在
す
る
が
､
造
営
年
代
を
知
る
上
で
の
大
き
な
意
義
は
な
い
｡

ま
た
前
者
の
正
面
に
の
み
刻
ま
れ
て
い
る
浮
彫
も
､
木
造
建
築
を
模
し
た
形
式
を
刻
出
す
る
こ
と
以
上
は
出
な
い
｡
即
ち
石
窟
の
建
築
的
形
式

に
よ
る
以
外
､
道
管
年
代
を
探
る
方
法
は
な
い
｡
む
し
ろ
壁
童
の
制
作
年
代
が
判
明
す
れ
ば
､
南
窟
の
造
営
時
期
の
下
限
が
定
ま
り
､
問
題
が

解
決
に
向
け
て
進
展
す
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
繭
窟
の
造
営
時
期
は
､
建
築
的
形
式
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
れ
､
可
能
な
限
り

絞
り
込
ん
で
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
｡
壁
童
の
制
作
年
代
が
解
明
さ
れ
た
段
階
で
､
石
窟
造
営
と
壁
蓋
制
作
と
の
閲
に
ど
の
程
度
の
時
間
差
が

あ
っ
た
か
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡

南
窟
の
造
営
時
期
の
問
題
は
､
建
築
的
特
色
に
つ
い
て
､
正
に
異
な
る
鮎
で
新
嘗
の
形
式
が
互
い
に
混
在
す
る
た
め
､
先
後
関
係
に
限

っ
て

も
簡
単
に
解
決
出
来
な
い
｡
例
え
ば
､
第
九
窟
で
は
､
窟
正
面
が
基
本
的
に
岩
を
彫
り
残
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
鮎
､
側
廊
天
井
が
平
ら
な
鮎
､

左
右
の
列
柱
が
､
上
方
に
行
く
に
従

っ
て
互
い
に
接
近
す
る
よ
う
に
傾
斜
す
る
内
再
び
の
度
合
い
が
小
さ
-
､
直
豆
に
近
い
鮎
等
が
新
し
い
要

素
で
あ
る

(圃
三
)｡
第
十
窟
で
は
､
後
陣
に
肥
ら
れ
て
い
る
ス
ト
ゥ
-
パ
の
基
壇
が
二
重
に
な

っ
て
い
る
鮎
が
新
し
い
要
素
で
あ
る

(囲
四
)0

特
に
前
者
の
正
面
が
石
で
形
成
さ
れ
て
い
る
鮎
が
目
豆

つ
と
と
も
に
､
ス
ト
ゥ
-
パ
基
壇
を
除
い
て
､
後
者
に
古
い
要
素
が
顕
著
で
あ
る
た
め
､

(5)

後
者
の
開
聖
が
早
い
と
さ
れ
る
の
が

1
般
的
で
あ
る
｡
一
見
安
富
な
考
え
方
と
言
え
る
反
面
､
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
｡

即
ち
､
第
十
窟
が
､
カ
ー
ル
ラ
ー
石
窟
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
に
次
い
で
､
イ
ン
ド
で
二
番
目
に
大
き
な
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
で
あ
る
こ
と
が
問

題
と
な
る
｡
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
に
関
し
て
は
'
小
規
模
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
､
早
期
造
営
で
あ
る
こ
と
の
必
要
十
分
候
件
に
は
な
り
得
な
い

も
の
の
､

一
定
規
模
を
越
え
た
大
き
さ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
開
聖
技
術
の
費
達
を
顧
慮
し
た
場
合
､
造
営
時
期
が
あ
る
程
度
遅
れ
る
謹
接

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
要
す
る
に
､
第
九

･
十
窟
の
造
営
時
期
の
先
後
に
つ
い
て
は
､
建
築
的
特
徴
か
ら
完
全
に
は
結
論
が
下
せ
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な
い
｡

ア
ジ
+
ン
タ
I
第
十
鐙
の
造
営
年
代
に
関
し
て
は
､
前
二
乃
至

1
世

(I)

紀
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
カ
ー
ル
ラ
ー
の
チ
十
イ
テ
ィ
7
掛

は
'
刻
緒
を
尾
髄
に
､
後

一
世
紀
中
城
乃
至
後
半
の
遊
常
と
推
定
さ
れ

(1)
る
｡
ア
ジ
十
ン
タ
ー
第
十
錨
の
閲
覧
時
期
は
'
ス
ト
ゥ
ー
バ
が
二
虫
基

地
を
持
つ
こ
と
か
ら
'
そ
の
よ
う
に
早
く
考
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
､

も
う
少
し
カ
ー
ル
ラ
I
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
7
舟
に
近
い
造
幣
時
期
を
想
定

す
る
こ
と
が
必
要
で
は
i･1
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
姐
架
的
形
式
で

は
､
力
-
ル
ラ
ー
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
7
倉
の
方
が
､
ヴ
テ
フ
ン
タ
を
備
え

た
題
正
面
構
成
の
鮎
で
も
､
蛙
頭

･
任
礎
の
装
飾
を
加
え
直
立
し
た
列

柱
の
鮎
で
も
ヘ
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
邦
十
砧
よ
り
進
ん
で
い
る
｡

1
方
邦
十

瓜
は
'
パ
㌧
シ
ヤ
ー
石
粉

･
ピ
タ
ル
n
-
ラ
ー
石
段

･
n
-

ンダ
ネー

石
茄
等
の
初
期
チ
ャ
イ
テ
ィ
7
良
に
比
べ
る
と
､
既
述
の
如
く
'
規
模

の
大
き
さ
と
ス
ト
ゥ
ー
バ
の
二
重
基
世
の
軸
で
､
か
な
り
閲
覧
が
遅
れ

る
と
感
じ
ら
れ
る
｡
初
期
チ
+
イ
テ
ィ
ア
笛
の
造
常
時
朋
も
､
ホ
明
な

軸
が
多
い
も
の
の
'
後
二
者
の
造
幣
時
期
は
､
少
な

く
と
も
前
省
よ
り

若
干
後
と
見
ら
れ
る
.
こ
れ
ら
の
チ
十
イ
テ
ィ
ア
滋
は
'
大
凡
前

1
世

紀
初
め
乃
至
後
半
の
開
聖
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
結
論
的
に
述
べ
れ
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ば
､
確
賓
性
を
重
税
し
て
造
営
時
期
の
可
能
性
の
幅
を
虞
-
と

っ
た
場
合
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
十
窟
は
､
前

一
世
絶
後
牛
乃
至
後

一
世
紀
後
半

の
造
営
と
看
倣
し
て
大
過
な
い
｡

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九
窟
の
造
営
時
期
に
関
し
て
も
同
様
に
考
え
る
と
'
形
式
的
に
上
述
の
初
期
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
よ
り
大
き
く
遅
れ
る
開
墾

た
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
造
営
時
期
の
下
限
を
検
討
す
る
上
で
の
比
較
封
象
と
し
て
は
､
ナ
-
シ
ク
石
窟
や
ベ
-
ド

ゥ
サ

ー
石
窟
の
チ
ャ
イ

テ
ィ
ア
窟
が
奉
げ
ら
れ
る
｡
い
ず
れ
に
お
い
て
も
窟
正
面
が
岩
を
彫
り
残
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
'
前
者
は
列
柱
が
垂
直
で
柱
頭

･
柱
礎
を

持

つ
鮎
で
'
ま
た
後
者
は
正
面
に
ヴ

ェ
ラ
ン
ダ
が
付
加
さ
れ
て
い
る
鮎
で
､
第
九
窟
よ
り
新
し
い
形
式
を
有
し
て
い
る
｡
か
か
る
鮎
を
強
調
す

れ
ば
'
第
九
窟
の
造
営
が
こ
れ
ら
二
窟
よ
り
早
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
と
こ
ろ
が
第
九
窟
で
は
'
通
常
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
と
同
じ
-
､
身

廓
と
側
廊
を
隔
て
る
列
柱
が
､
ス
ト
ゥ
-
パ
の
背
後
で
牛
囲
形
の
平
面
を
な
し
て
配
置
さ
れ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
､
そ
の
後
壁
は
､
牛
固
形

の
平
面
を
な
し
て
湾
曲
せ
ず
､
全
-
平
ら
に
作
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
鮎
は
'
何
ら
か
の
事
情
に
よ
る
､
第
九
窟
の
み
の
特
殊
形
式
と
し
て
､
開

聖
時
期
の
問
題
と
切
り
放
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
な
が
ら
'
他
に
平
ら
な
後
壁
を
持
ち
造
営
時
期
が
遅
い
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
が
存
在
す
る
こ

(cp)

と
か
ら
'
造
営
時
期
が
遅
れ
る
謹
壕
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
｡

今
述
べ
た
理
由
で
'
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九
窟
が
､
ナ
-
シ
ク
や
ベ
-
ド

ゥ
サ

ー
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
よ
り
早
-
造
営
さ
れ
た
と
は
断
言
出
来

な
い
｡
ま
た
後
二
者
の
造
営
時
期
に
つ
い
て
も
､
決
定
的
な
手
掛
か
り
に
映
け
る
｡
た
だ
ナ
-
シ
ク
石
窟
で
は
､
い
く

つ
か
の
ヴ
ィ
ハ
-
ラ
窟

に
開
墾
時
期
を
示
唆
す
る
刻
銘
が
あ
り
､
そ
れ
ら
の
ヴ
ィ
ハ
-
ラ
窟
と
の
関
係
で
考
え
る
と
､
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
は
､
前

一
世
絶
後
牛
乃
至
後

｢1･)

一
世
紀
前
半
の
閲
に
閲
覧
さ
れ
た
と
推
定
出
来
る
｡
ベ
-
ド

ゥ
サ
ー
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
は
､
そ
れ
よ
り
若
干
遅
-
造
営
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
｡
ア
ジ
ャ
ン
タ
t
第
九
窟
は
'
前
者
よ
り
大
幅
に
早
-
造
営
さ
れ
た
と
も
､
ま
た
後
者
の
開
墾
よ
り
か
な
り
遅
れ
る
と
も
考
え
難
い
｡
更
に

第
十
窟
と
の
先
後
関
係
も
明
確
で
は
な
い
以
上
､
同
じ
-
前

一
世
紀
後
半
乃
至
後

一
世
絶
後
牛
の
閲
の
造
営
と
看
倣
し
て
お
-
の
が
無
難
で
あ

ろ
う
｡
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アジャンクー第九窟 ･第十窟壁蓋

二

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九
窟

･
第
十
窟
壁
蓋
に
お
け
る
主
題
上
の
問
題

ア
ジ

ャ
ン
タ

-
第
九

･
十
窟
に
お
け
る
前
期
壁
童
の
主
題
に
つ
い
て
は
'
既
に
言
及
し
た
拙
稿
に
お
い
て
､
そ
の
概
要
を
記
述
し
て
あ
る
｡

3耶爪

本
稿
で
は
'
そ
こ
で
検
討
し
得
な
か

っ
た
問
題
と
そ
の
後
得
ら
れ
た
知
見
に
重
鮎
を
置
い
て
論
じ
て
お
く
｡

1

第
九
窟

第
九
窟
に
は
､
次
の
部
分
に
前
期
壁
墓
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
即
ち
窟
内
前
壁
'
左
側
廊

･
右
側
廊
壁
､
側
廊
天
井
'
お
よ
び
左
列
柱
上
墓
輪

で
あ
る
｡

窟
内
前
壁
と
左
側
廊
壁
に
措
か
れ
た
壁
童
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
向
か

っ
て
右
に
飛
期
す
る
男
性
飛
天
が

l
慣
ず

つ
残

っ
て
い
て
､
主
題
上
互
い

に
関
連
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
｡
特
に
左
側
廊
壁
童
の
現
存
部
分
は
'
入
口
に
近
い
左
半
分
に
､
王
侯
に
よ
る
ス
ト
ゥ
-
パ
供
養
が
描
か
れ
､

I;)

そ
れ
が
冒
亘

っ
た
め
､
供
養
圏
の
方
向
で
捉
え
ら
れ
て
来
た
｡
関
連
す
る
と
見
ら
れ
る
前
壁
壁
童
も
､
同
様
に
解
樺
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
｡
確

か
に
､
ス
ト
ゥ
-
パ
供
養
を
措
い
た
左
側
廊
壁
重
現
存
部
分
の
左
牛
と
､
同
中
央
右
寄
り
に
措
か
れ
た
聖
樹
供
養
と
見
え
る
部
分
は
､
そ
の
よ

う
に
解
秤
し
て
も
不
首
と
は
言
え
な
い
｡

し
か
し
な
が
ら
前
壁
壁
童
と
左
側
廊
壁
毒
の
現
存
部
分
右
端
は
､
供
養
圏
と
し
て
の
み
で
は
解
搾
し
切
れ
な
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に

見
え
る
｡
即
ち
前
者
に
は
､
床
凡
に
坐
し
た
王
侯
の
話
を
､
少
な
-
と
も
他
の
九
人
の
王
侯
が
聞
-
様
子
が
括
寓
さ
れ
'
後
者
で
は
､
屋
内
に

安
坐
す
る
女
性
を
中
心
に
､
屋
外
で
別
の
女
性
が
火
を
焚
-
有
様
が
表
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
上
に
述
べ
た
聖
樹
供
養
を
表
す
と
見
ら
れ
る
部
分

に
は
､
樹
木
の
前
に
床
凡
あ
る
い
は
童
座
が
措
か
れ
て
い
て
'
ブ

ッ
ダ
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
｡
従

っ
て
供
養
園
と
見
ら
れ

る
箇
所
も
含
め
て
､
何
ら
か
の
説
話
的
内
容
を
表
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
避
雷
と
考
え
ら
れ
る
｡
ブ

ッ
ダ
の
存
在
を
暗
示
す
る
措
寓
が
あ
る
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こ
と
か
ら
'
仇
将
を
表
す
と
も
石
徹
さ
れ
る
け
れ
ど
も
､
他
の
部
分

を
体
格
と
舶
辿
付
け
る
の
が
容
易
で
は
な
い
O
よ
っ
て
供
養
噺
と
し

て
の
み
把
捉
す
る
考
え
方
は
訂
正
す
べ
き
な
が
ら
'
現
時
軸
に
お
い

て
主
題
の
特
定
は
保
留
せ
ざ
る
を
得
な
い
O

か
か
る
主
題
の
間
過
と
舶
係
し
て
､
前
壁
壁
恋
に
お
い
て
判
明
し

た
攻
の
鮎
は
注
意
さ
れ
る
｡

前
壁
壁
芯
現
存
部
分
左
端

(側
五
)
に

は
､
タ
ー
バ
ン
の
背
後
か
ら
コ
プ
ラ
五
匹
の
頭
部
を
覗
か
せ
､
向

か
っ
て
右
を
向
い
た
王
侯
が
描
か
れ
て
い
る
｡
か
か
る
表
現
は
'
コ

プ
ラ
を
神
格
化
し
た
ナ
I
ガ
を
人
格
化
し
て
描
乾
す
る
際
の
'
言
わ

ば
常
牽
手
段
で
あ
り
'
こ
の
男
性
が
ナ
ー
ガ
で
あ
る
こ
と
に
周
遊

は
な
い
｡
同
人
物
の
左
上
に
も
コ
プ
ラ
1
匹
の
頚
部
が
残
り
､
逆
方
向
を
向

い
た
ナ
I
ガ
か
ナ
ー
ギ
ニ
ー

(女
性
の
ナ
-
〟
)
が
描
か
れ
て
い
た
と
棚
定
出
頻
る
｡

コ
プ
ラ
五
匹
の
頭
部
を
付
け
た
ナ
I
ガ
の
向
か
っ
て
右
に

I.=I

は
､
そ
れ
と
向
き
合
い
語
ら
う
王
侯
が
描
か
れ
て
い
る
O
こ
の
男
性
が
着
け
る
タ
ー
バ
ン
の
上
に
は
､
鴨
の
前
半
身
が
描
か
れ
て
い
る
O
こ
れ

ら
明
性
二
人
の
背
後
に
は
'
花
樹

(腰
の
形
態
か
ら
7
/
Tn
I
力
樹
に
見
え
る
が
､
花
が
白
色
で
描
か
れ
て
い
る
私
を
相
税
す
る
限
り
'
別
の
樹
で
あ
る
)
と
岩

が
描
托
さ
れ
て
い
る
か
ら
'
烏
は
い
ず
れ
か
に
止
ま
っ
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
誤
り
で
､
こ
の
王
侯
は
､
ナ
I
ガ
の
天
敵
た

る
ガ
ル
ダ
の
人
格
的
表
現
で
あ
る
こ
と
が
､
以
下
の
叩
町
か
ら
頼
推
し
得
る
D

ジ
ュ
ン
ナ
ル
石
塔
は
､
複
敗
の
丘
に
関
整
さ
れ
た
石
鈷
群
の
絶
隅
で
あ
る
Q
そ
の
う
ち
プ
I
タ
･
レ
I
ナ
石
鈷
群
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
7
鈷

(邦
四

卜
甜
)
に
お
い
て
'
正
面
上
方
に
､
梯
子
を
執
る
二
人
の
男
性
が
'
封
柄
的
な
位
班
に
浮
彫
ら
れ
て
い
る

(埜
ハ)C
右
男
性
は
'
頭
部
上
か
ら
上

脚
郡
上
に
か
け
て
､
コ
プ
ラ
五
匹
の
頑
が
表
さ
れ
て
い
て
､
ナ
ー
ガ
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
｡
左
男
性

は'
頭
郡
L
に
Ci.頑
が
'
ま
た
G
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舶
節
法
り
に
梨
が
表
さ
れ
､
ガ
ル
ダ
で
あ
る
と
N
..え
て
州
迎
い
な
い
｡
桃
子
を
持
つ
こ
と
か
ら
'

両
者
は
'
鈷
内
の
ス
ト
ゥ
ー
'(
を
供
毒
し
再
拝
す
る
役
割
を
抑
え
ら
れ
て
浮
彫
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
0
ナ
ー
ガ
と
ガ
ル
タ
は
'
と
も
に
想
像
上
の
生
き
物
な
が
ら
'
ガ
ル
プ
が
好
ん
で
ナ
I
ガ
を
餌

と
す
る
こ
と
か
ら
､
凍
み
合
わ
せ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
'
イ
ン
ド
で
は
柿
で
は
な
か
っ
た
｡
と

こ
ろ
が
､
ガ
ル
タ
が
人
間
の
頭
に
i
P頑
を
付
加
す
る
こ
と
で
示
さ
れ
る
例
は
'
他
に
知
ら
れ
な
い
｡

現
存
作
例
に
よ
る
限
り
､
こ
れ
は
ガ
ル
タ
の
珍
し
い
表
現
方
法
で
あ
る
｡

さ
て
ジ
Tt
ン
ナ
ル
石
斑
に
お
い
て
､
か
か
る
浮
彫
表
説
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
'
ア
ジ

十
ン

タ
ー
邦
九
鈷
前
壁
に
ナ
ー
ガ
と

1
椿
に
措
か
れ
た
列
性
は
'
ガ
ル
ダ
と
宥
倣
す
べ
き
で
あ
る
｡
前

壁
壁
並
に
ガ
ル
ダ
と
ナ
ー
ガ
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
か
ら
と
い
っ
て
､
第
九
京
に
お

け
る
壁
盆
壬
超
の
解
明
が
大
き
-
進
展
す
る
諾
で
は
な
い
け
れ
ど
も
､
今
後
同
者
壁
壬
の
主
題
を

絵
討
す
る
際
に
は
'
ガ
ル
ダ
と
ナ
I
ガ
の
存
在
が
､

1
つ
の
要
軸
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
な
お
'
こ
れ
ら
の
人
物
像
の
右
に
見
ら
れ
る
､
白
色
の

eel物
状
の
物
位
は
'
壁
並
主
題
を
巧
･見
る
上
で
'
同
様
に
重
要
な
対
象
と
思
わ
れ
る
が
､
何
を
滋
現
し
て
い
る
の
か
解
梓
出
水
な
い
｡

苅
九
砧
左
側
廊
壁
丑
の
主
題
の
悶
越
と
側
迎
し
て
は
､
次
の
鮎
を
甘
言
し
て
お
く
｡
左
側
臓
堂
丑
は
､
誹
九
甜
壁
芯
で
も
特
に
煤
に
よ
る
汚

れ
が
1
面
に
付
か
し
'
壁
志
の
脚
様
が
倭
め
て
軌
然
し
確
い
状
態
で
あ
っ
た
｡
し
か
る
に
､

1
九
九
三
年
か
ら

1
九
九
四
年
に
掛
け
て
'
イ
ン

ド
考
古
局
に
よ
り
表
面
の
洗
浄
作
業
が
行
わ
れ
'
全
億
が
見
易
-
な
る
と
と
も
に
､
今
ま
で
判
ら
な
か
っ
た
細
部
の
描
き
方
が
明
ら
か
に
な

っ

た
｡
壁
面
の
洗
浄
は
'
顔
料
の
一
都
も
除
去
し
て
し
ま
う
虞
が
あ
り
､
蟹
玉
そ
の
も
の
の
破
瓜
が
多
か
れ
少
な
か
れ
不
可
避
な
た
め
､
ア
ジ
十

ン
タ
ー
壁
丑
の
場
合
で
も
懲
鹿
に
は
憐
茄
論
が
恨
尊
く
あ
る
｡
そ
の
鮎
は
さ
て
措
い
て
'
今
回
の
洗
押
作
男
で
は
'
特
に
ス
ト
ゥ
し
(
供

毒

を

点
し
た
部
分
に
お
い
て
､
ス
ト
ゥ
I
バ
裡
鉢
上
に
花
期
が
懸
け
ら
れ
て
い
る
様
が
'
白
色
顔
料
で
描
か
れ
て
い
る
の
か
判
明
し
た
鮎
と
､
ス
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ト
ゥ
-
パ
の
傘
蓋
に
懸
垂
さ
れ
た
花
輪
の
細
部
措
寓
や
､
供
養
す
る
王
侯
の
タ
ー
バ
ン
の
紬
か
な
文
様
が
明
確
に
な

っ
た
鮎
が
特
筆
さ
れ
る

(固
七
)｡

第
九
窟
右
側
廓
の
前
期
壁
蓋
と
し
て
は
､
右
列
杜
の
う
ち
か
ら
二
番
目
と
七
番
目
柱
の
背
後
に
嘗
た
る
二
箇
所
に
､
二
種
の
建
築
童
が
残
る
｡

前
者

(囲
八
)
が
､

一
種
の
線
遠
近
法
を
用
い
て
'
建
物
内
部
を
見
せ
て
描
寓
さ
れ
て
い
る
も
の
の
､
如
何
な
る
建
築
を
示
し
て
い
る
か
不
明
で

あ
る
の
に
封
し
､
後
者

(囲
九
)
は
､
第
九
窟
自
髄
の
正
面
外
観
を
表
す
と
考
え
得
る
｡
こ
れ
ら
の
建
築
蓋
が
ど
の
よ
う
な
主
題
の
壁
蓋
の

一
部

分
で
あ

っ
た
か
に
つ
い
て
は
､
全
-
判
ら
な
い
｡
し
か
し
前
壁
や
左
側
廊
壁
に
残
る
壁
嘉
と
'
二
種
の
建
築
蓋
以
外
失
わ
れ
て
し
ま

っ
た
右
側

廊
壁
童
が
､
元
来
主
題
上
何
ら
か
の
関
係
が
あ

っ
た
こ
と
は
確
賓
で
あ
ろ
う
｡

第
九
窟
側
廊
天
井
と
墓
輪
に
措
か
れ
て
い
る
の
は
､
装
飾
文
の
類
で
あ
る
｡
前
者
で
は
'
木
造
の
格
天
井
を
袷
で
摸
し
て
､
各
区
劃
に
蓮
華

文

(三
つ
の
型
が
匿
別
さ
れ
る
)
を
描
出
し
て
い
る

(固
一
〇
)｡
後
者
に
は
､
左
列
柱
上
の
部
分
に
の
み
給
が
残
り
'
有
翼
獣
と
そ
れ
に
戯
れ
る
､

先
の
尖

っ
た
頭
巾
を
被

っ
た
牧
童
と
見
ら
れ
る
少
年
を
､
交
互
に
配
し
て
措
い
て
い
る

(囲
〓

)｡

墓
輪
に
措
寓
さ
れ
た
主
題
に
つ
い
て
は
､
壁
蓋
の
外
に
浮
彫
に
よ
る
作
例
が
認
め
ら
れ
る
｡
南
部
イ
ン
ド
'
ア
-
ン
ド
ラ
地
方
の
ア
マ
ラ
ー

V脈E

ヴ
ァ
テ
ィ
ー
か
ら
出
土
し
た
､
比
較
的
小
振
り
の
ス
ト
ゥ
-
パ
欄
楯
笠
石
を
飾
る
浮
彫
が
そ
れ
で
あ
る
｡
こ
の
浮
彫
は
､
少
年
が
頭
巾
を
被

っ

て
い
な
い
鮎
と
動
物
が
必
ず
し
も
巽
を
持
た
な
い
鮎
を
除
外
し
て
､
全
-
同

一
主
題
と
看
倣
す
こ
と
が
出
来
る
｡
ま
た
少
年
が
頭
巾
を
被
ら
な

い
上
に
'
動
物
も
翼
を
持
た
な
い
が
､
ク
ダ

ー
第
六
窟
内
部
に
表
さ
れ
た
装
飾
浮
彫
､
お
よ
び
オ
リ
ッ
サ
州
州
都
､
ブ
バ
ネ
-
シ
ュ
ワ
ル
郊
外

に
あ
る
､
ジ
ャ
イ
ナ
教
に
属
す
る
ウ
ダ
ヤ
ギ
リ

･
カ
ン
ダ
ギ
リ
石
窟
中
､
カ
ン
ダ
ギ
リ
第
三
窟

(俗
栴

｢
ア
ナ
ン
タ
･
グ
ン
パ
ー
｣)
に
お
け
る
､
四

つ
あ
る
入
口
の
う
ち
二
つ
の
上
部
縁
飾
り
浮
彫
も
､
ほ
ぼ
同
じ
主
題
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
-
0

452
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2

第
十
宙

第
十
宙
の
前
期
壁
立
は
'
左
右
側
廊
壁
に
攻
さ
れ
て
い
る
O
落
雷
さ
に
よ
る
更
な
る
択
勘
を

防
止
す
る
た
め
､
左
側
腺
で
は
左
列
柱
の
手
前
か
ら
六
番
目
乃
至
十
五
番
目
に
封
膳
す
る
壁
'

右
側
廓
で
は

1
番
目
乃
至
十
五
番
目
に
封
鹿
す
る
壁
に
木
枠
が
設
け
ら
れ
'
ガ
ラ
ス
が
欣
め
ら

れ
て
い
る
｡
左
右
側
廊
堕
と
も
､
後
期
蟹
丑
が
前
期
壁
丑
を
郡
分
的
に
覆

っ
て
い
て
'
第
九
舟

に
お
け
る
同
様
の
場
合
よ
り
匝
別
し
難
い
こ
と
が
多
-
'
注
意
を
要
す
る
｡
特
に
後
期
壁
蓬
が

前
期
壁
丑
を
大
き
-
覆
う
部
分
と
し
て
は
､
後
述
す
る
､
左
側
廊
壁
盃
の

｢初
鞘
法
輪
｣
中
央

の
車
輪
に
委
ね
て
､
ス
ト
ゥ
I
バ
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
畢
げ
ら
れ
る
｡
更
に
そ
の
ス
ト
ゥ
ー

バ
の
背
栄
と
し
て
'
黒
地
に
白
い
草
花
を
散
ら
し
た
地
面
が
措
か
れ
て
い
て
､

1
見
酌
胸
壁
丑

と
紛
ら
わ
し
い
こ
と
が
指
摘
出
氷
る
｡

第
十
舟
左
側
廊
壁
に
は
'
悌
僻
の
数
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
.
た
だ
し
プ

ソ
ダ
は
､
貝
偲
的

に
人
附
の
姿
で
は
描
流
さ
れ
て
い
な
い
｡
左
側
廊
蟹
丑
は
､
ど
ち
ら
か
と
言
う
と
'
従
火
供
重

囲
と
し
て
嘩

与
り
れ
て
い
た
が
､
比
較
的
最
近
主
題
が
悌
僻
と
し
て
正
し
く
解
棒
す
る
説
が
提

1‖l

出
さ
れ
た
｡

それ
によ
れ

ば
'
倉
入

口近-の壁から
奥

ま
で
､迎
耕

し
て
時

仰順に､/
ヤ
ー

キ
ア
ム
二

の｢
誕

生｣
前

か
ら

｢

分舎利
｣

に至る
ま

で
を
揃
煎
し
て
い
る

と考え
ら
れ
て
い

る
｡
し
か
し
ガ
ラ
ス
で
保
護
さ
れ
て
い
な
い
左
側
廊
壁
の
入
り
口
付
近
へ

つ
ま
り
左
端
郡
は
刺

再
が
甚
だ
し
く
､
主
題
を
確
定
し
得
る
ほ
ど
壁
立
が
残
存
し
て
い
な
い
｡
同
郡
分
に
は
'
制
作
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時
に
栂
色
の
冶
貝
で
せ
か
れ
た
銘
の
断
片
が
残
っ
て
い
る
が
､
解
読
が
困
難
で
市
進
緒
か
上
顎
紙
か
不
明
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
は
'
前
世
紀
終

わ
り
頃
に
模
B
Pが
制
作
さ
れ
た
時
'
多
少
残
存
郎
分
が
多
か
っ
た
も
の
の
､
主
題
が
正
確
に
比
定
し
終
る
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
｡
か
か
る
節
分

を
除
い
て
､
左
側
廟
堂
に
措
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
な
内
著
は
､
｢成
退
｣
･
｢初
輔
法
輪
｣

･
｢併
合
利
回
収
｣
(｢漫
畢
｣
よ
り
後
の
別
の

租
面
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
)
･
｢分
合
利
｣
で
あ
る
｡
な
お
後
陣
に
だ
ら
れ
た
ス
ト
ゥ
I
バ
の
形
に
鹿
じ
て
､
側
腹
壁
が
平
面
か
ら
曲
面
に
受
化

し
て
連
耕
す
る
洩
り
の
後
席
壁
に
は
､
較
敗
の
人
物
頭
部
の
給
が
微
か
に
確
認
さ
れ
る
｡
恐
ら
く
｢分
合
利
｣
に
絹
-
場
面
､
例
え
ば
ス
ト
ゥ
I

バ
を
祉
正
し
て
供
寒
す
る
場
面
な
ど
が
措
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

苅
十
指
左
伽
雌
確
立
に
描
か
れ
た
休
耕
各
城
南
の
う
ち
､
措
&
.内
書
が
格
別
ー21
滋
と
な
る
の
が
'
｢成
逝
｣
勘
_由
で
あ
る
｡
同
場
面
で
は
'
中

央
に
善
担
樹
を
描
き
'
右
側
に
ソ
+
-
キ
7
ム
二
の
伸
男
成
就
を
言
祝
ぎ
'
歌
舞
音
曲
を
捧
げ
て
眺
寒
す
る
女
性
の
群
像
が
表
さ
れ
て
い
る
た

め
'
こ
れ
が

｢成
道
｣
に
廿
Mた
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
け
れ
ど
も
菩
提
磯
の
左
側
に
描
L
Tさ
れ
た
､
王
ら
し
き
列
性
を
中
心
に
複
数
の
女
性
た

～-二 王侯且的ttjfJB(｢砿id｣事分)
アジ十yタ-苅十73左■Jt里

ち
で
構
成
さ
れ
た
人
物
群
は
'
従
水
菩
提
樹
あ
る
い
は
プ
ツ
ダ
そ
の

も
の
を
供
慮
す
る
人
物
と
さ
れ
る
だ
け
で
'
充
分
な
解
秤
が
な
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
｡
か
か
る
人
物
桝
に
つ
い
て
は
へ
｢成
泊
｣
を
点
す
辞

彫
作
例
の
検
討
と
鮒
迎
し
て
'
新
た
に
'
ノ
+
-
キ
ア
ム
二
の
悟
り

を
妨
害
し
た
が
敗
北
し
た
マ
ー
ラ
と
娘
お
よ
び
侍
女
た
ち
と
す
る
説

が
提
出
さ
れ
て
い
る
O
そ
れ
に
基
づ
け
ば
'
王
の
黍
で
描
か
れ
た

マ
-
ラ
(id
l
二
)
が
女
性
の
抗
に
手
を
置
く
の
が
'
成
道
阻
止
に
失

I_■l

敗
し
た
IJ
と
に
よ
る
落
胆
を
表
す
懸
皮
と
把
握
さ
れ
て
い
る
｡

同
記
を
受
け
入
れ
た
似
合
'
マ
ー
ラ
と
さ
れ
る
人
物
の
盛
付
に
全
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-
失
望
の
色
が
見
ら
れ
な
い
鮎
が
､
か
な
り
説
明
に
窮
す
る
所
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
な
が
ら
､
措
い
た
書
家
に
､
感
情
を
描
出
す
る
能
力
が
鉄

ズu

如
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
､
か

つ
ま
た
か
か
る
人
物
群
を
解
揮
す
る
､
別
の
有
効
な
見
解
も
呈
示
し
得
な
い
の
で
あ

っ
て
み

射

れ
ば
､
同
説
は
顧
慮
す
る
に
償
す
る
と
思
わ
れ
る
｡
た
だ
し
同
説
は
､
提
唱
者
自
身
が
気
付
い
て
い
な
い
別
の
問
題
も
含
ん
で
い
る
の
で
､
後

に
異
な

っ
た
方
向
か
ら
再
び
取
り
上
げ
る
｡

第
十
窟
右
側
廊
壁
蓋
に
は
'
窟
手
前
に
嘗
た
る
右
端
に
第
十
窟
正
面
外
観
が
措
か
れ
'
そ
の
左
に
王
と
王
妃
ら
が
菩
提
樹
を
供
養
す
る
と
見

ら
れ
る
内
容
が
措
寓
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
以
外
の
壁
面
の
大
牛
が
､
ジ
ャ
ー
タ
カ

(シ
ャ
ー
キ
ア
ム
こ
の
前
生
物
語
)
を
描
き
出
す
た
め
に
用
い
ら

れ
て
い
る
｡
石
窟
自
髄
の
外
観
と
菩
提
樹
供
養
が
､
何
故
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
主
題
と
隣
接
し
て
描
か
れ
た
か
ば
う
不
明
で
あ
る
｡
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
､

奥
寄
り
に

｢
シ
ヤ
ー
マ
･
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
が
､
そ
の
右
に
直
接
連
緯
し
て

｢六
牙
象
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
が
描
出
さ
れ
て
い
る
｡
後
者
に
嘗
て
ら
れ

た
壁
面
の
面
積
は
､
前
者
の
三
倍
強
あ
る
｡
左
側
廊
壁
蓋
の
場
合
と
同
じ
-
､
右
側
廊
壁
に
繋
が
る
､
第
十
七
番
杜
背
後
の
後
廊
壁
に
'
い
-

つ
か
の
人
物
頭
部
の
措
寓
が
認
め
ら
れ
､
更
に
奥
に
別
の
主
題
が
措
か
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
｡
た
だ
ス
ト
ゥ
-
パ
寅
後
ろ
の
後
廊
壁
に
は
､

現
在
壁
蓋
の
痕
跡
が
全
-
確
認
さ
れ
な
い
｡
光
が
殆
ど
雷
た
ら
な
い
場
所
で
あ
る
ゆ
え
'
も
と
も
と
壁
墓
を
描
-
こ
と
を
控
え
た
可
能
性
が
あ

る
｡二

種
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
'
蓮
池
を
境
に
自
然
に
主
題
が
饗
化
す
る
よ
う
に
'
見
掛
け
の
鮎
で
完
全
に
連
績
し
て
措
か
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
の

ジ
ャ
ー
タ
カ
の
各
場
面
も
'
時
間
的
秩
序
に
基
づ
い
て
配
置
さ
れ
ず
'
初
め
に
説
話
の
舞
墓
と
な
る
場
所
が
蓋
面
上
で
決
定
さ
れ
､
各
場
面
が
､

起
こ
っ
た
場
所
に
鷹
じ
て
童
面
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
｡
か
か
る
構
成
方
法
は
'
イ
ン
ド
に
お
い
て
説
話
を
視
覚
的
に
表
現
す
る
際
に
､
古
代

の
早
期
か
ら

一
貫
し
て
採
用
さ
れ
て
来
た
､
最
も

一
般
的
な
や
り
方
で
あ
る
｡
全
髄
と
し
て
時
間
順
の
構
成
を
取
る
左
側
廊
壁
墓
の
備
侍
で
も
､

｢分
合
利
｣

の

一
部
で
は
､
王
と
兵
士
が
ク
シ
ナ
ガ
ラ
に
攻
め
入
る
場
面
と
価
舎
利
を
持
ち
蘇
る
場
面
が
､
か
か
る
構
成
法
で
描
寓
さ
れ
て
い

る
｡



諦
十
窟
右
側
鹿
に
柿
か
れ
た
二
価
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
い

ず
れ
に
も
､
主
題
上
の
大
き
な
問
題
は
な
い
O
た
だ
次
の

鮎
は
､
指
摘
し
て
お
く
必
蟹
が
あ
ろ
う
｡
即
ち
､
l
粘
は
'

｢
ン
ヤ
ー
マ
･
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
に
お
い
て
､
王
に
誤
っ
て
射

殺
さ
れ
た
シ
ヤ
ー
マ
が
群
生
す
る
燦
件
が
､
｢最
賓
語
｣

(市
税
を
起
こ
す
に
足
る
､
漉
賓
で
あ
る
耶
柄
の
立
言
)
で
あ
り
'

サ
ー
ン
チ
I
苅

l
塔
西
門
左
庄
内
側
面
股
上
匠
軌
の
同
王

威

浮
彫

の

よ
う
に
､
天
上
界
か
ら
降
下
し
た
帝
秤
天
が
輿

え
た
､
不
死
の
震
串
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

〕H==ユ

あ
る
.
ま
た
も
う

1

鮎
は
､
｢六

牙象ジ

ャ

ー
タ
カ

｣
に
お

い
て
､
奥
寄
り
の
廉
い
盤
面
に
設
定
さ
れ
た
'
森
を
拝
義
と
す
る
諮
場
面
中
'

瓜
も
石
に
位
毘
す
る
岩

山
に
か
な
り

小さく

措

か
れ
た

'
少
な

く
と
も
三
億
の
人
物
が
､
説
話
と
帆
係
付
け
て
解
秤
出
水
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

な
お
第
十
宙
は
､
第
九
拓
と
異
な
り
､
純
粋
に
鎚
築
装
飾
の
た
め
の
前
期
壁
む
が
鐘

っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
来
た
｡
し
か
し
な
が
ら
､

右
列
杜
の
二
本
の
杜

(手
前
か
ら
六
･
七
悉
巳

に
､
縛
れ
て
は
い
る
も
の
の
植
物
文
が
頻

っ
て
い
て
'
同
じ
柾
に
あ
る
､
悌
像
を
描
い
た
後
期
壁

出
と
比
べ
た
時
､
こ
れ
ら
は
前
期
壁
態
の

一
郎
で
あ
る
可
惰
性
が
苗
い
と
考
え
ら
れ
る
(職
1
三
)O
こ
れ
ら
の
給
で
は
､
顔
料
が
剥
落
し
た
上
か

ら
白
色
が
紳
く
塗
布
さ
れ
て
い
る
の
で
'
殆
ど
描
線
の
み
が
頻
る
C
も
し
こ
れ
ら
が
前
期
壁
蓮
で
あ
れ
ば
､
杜
の
装
飾
盤
の
出
証
な
作
例
で
あ

る
こ
と
を
付
言
し
て
お
-
｡
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三

ア
ジ

ャ
ン
ク

-
第
九
窟

･
第
十
窟
壁
童
の
技
法
に
つ
い
て

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九

･
十
窟
に
残
る
前
期
壁
垂
で
大
き
-
問
題
と
な
る
も
の
に
､
制
作
技
法
が
あ
る
｡
繭
窟
の
前
期
壁
蓋
に
共
通
し
て
見
ら

れ
る
､
技
法
上
の
特
色
を
ま
ず
記
し
て
お
-
｡
姶
貝
と
し
て
は
､
白
土

･
ベ
ン
ガ
ラ
･
黄
土

･
緑
土

･
煤
が
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
制
作
は
､
最

く
ま
と

初
に
壁
面
全
髄
に
白
色
を
塗
布
し
､
黒
線
に
よ
る
下
描
き
が
な
さ
れ
､

一
般
的
彩
色
お
よ
び
特
殊
な
彩
色
で
あ
る
畢
取
り

(牽
し
)
を
施
し
て
か

ら
'
最
後
に
黒
線
で
措
き
起
こ
し
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
'
第
九
窟
の
毒
輪
壁
蓋
は
'
措
か
れ
た
形
象
が
小
さ
-
､
ま
た
装
飾
文
に
魔
す

る
こ
と
も
あ

っ
て
'
草
取
り
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
以
外
の
主
要
な
部
分
で
は
､
今
日
ま
で
第
十
窟
左
側
廊
壁
童
に
畢
取
り
の
技
法
が

確
認
さ
れ
な
か

っ
た
｡
し
か
し
'
壁
蓋
が
非
常
に
傷
ん
で
い
る
の
で
､
草
取
り
が
全
く
施
さ
れ
て
い
な
い
と
も
断
言
出
来
な
か

っ
た
｡
そ
の
鮎

も
含
め
て
'
最
近
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
得
た
事
害
や
問
題
鮎
に
つ
い
て
論
じ
て
お
く
｡
第
九
窟
に
関
し
て
は
'
技
法
的
に
全
髄
を
纏

め
て
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
､
第
十
窟
は
'
左
側
廓
と
右
側
廊
壁
蓋
で
判
然
と
し
た
差
異
が
あ
る
た
め
'
分
け
て
記
述
す
る
｡

1

第
九
窟

第
九
窟
前
期
壁
蓋
に
お
い
て
､
上
述
の
如
-
'
墓
輪
壁
蓋
に
は
畢
取
り
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
､
他
の
部
分
は
､
人
物
像
を
中
心
に
絶
て

明
瞭
に
牽
取
り
の
使
用
が
看
取
さ
れ
る
｡
殊
に
保
存
状
態
の
良
好
な
前
壁
壁
童
で
は
､
人
物
に
用
い
ら
れ
た
草
取
り
が
容
易
に
観
察
出
来
る
｡

第
十
窟
前
期
壁
童
と
比
較
し
て
､
第
九
窟
前
期
壁
蓋
の
み
に
認
め
ら
れ
る
技
法
上
の
特
色
を
挙
げ
て
お
-
｡

一
つ
は
､
前
壁
と
左
側
廊
壁
に

措
か
れ
た
人
物
に
､
全
-
身
色
の
襲
化
が
な
い
こ
と
で
あ
る
.
第
十
窟
前
期
壁
童
､
あ
る
い
は
後
期
壁
童
で
は
､
イ
ン
ド
に
お
け
る
多
民
族
性

を
反
映
し
て
､
敷
種
の
身
色
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
第
九
窟
前
壁

･
左
側
廊
壁
童
で
は
､
絶
て
責
土
に
よ
る
身
色
が
採
用
さ
れ
'

そ
こ
へ
ベ
ン
ガ
ラ
に
よ
っ
て
草
取
り
が
施
さ
れ
て
い
る
｡
か
か
る
身
髄
の
彩
色
法
は
､
他
の
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
壁
童
で
は
､
王
侯
あ
る
い
は
神
に
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用
い
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
｡
第
九
窟
前
壁

･
左
側
廊
壁
毒
に
お
い
て
､
措
か
れ
た
人
物
が
皆
王
侯
や
神
々
と
諒
解
さ
れ
る
か
ら
､
別
段
奇

異
で
は
な
い
も
の
の
､
第
十
窟
､
特
に
左
側
廊
壁
毒
に
は
'
王
侯
や
神
で
あ
っ
て
も
､
童
面
に
埜
化
を
輿
え
る
た
め
､
別
の
身
色
が
採
用
さ
れ

て
い
る
場
合
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

第
九
窟
前
期
壁
童
で
は
､
そ
れ
に
加
え
て
､
同
じ
-
前
壁

･
左
側
廊
壁
に
お
い
て
､
樹
花
､
タ
ー
バ
ン
の
文
様
'
ス
ト
ゥ
-
パ
の
花
綱

･
花

輪
､
特
定
の
建
物
等
が
､
白
色
の
み
で
括
寓
さ
れ
て
い
る
鮎
が
､
第
十
窟
前
期
壁
童
に
は
見
ら
れ
な
い
｡
ま
た
既
に
腐
れ
た
よ
う
に
､
右
側
廊

壁
に
措
か
れ
た
二
種
の
建
築
蓋
の
う
ち
､
二
番
目
柱
の
背
後
に
嘗
た
る
も
の
に
お
い
て
､
天
井
と
床
の
両
方
が
観
者
に
見
え
る
よ
う
に
､

つ
ま

り
天
井
と
床
が
三
次
元
方
向

へ
進
む
に
従

っ
て
､
互
い
に
接
近
す
る
よ
う
に
措
か
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡
他
の
鮎
で
､
こ
の
建
築
童
は
､

例
え
ば
床
の
横
幅
や
桂
の
丈
が
､
奥
へ
行
く
は
ど
短
縮
す
る
と
い
っ
た
､
奥
行
き
を
表
す
配
慮
が
見
ら
れ
な
い
が
､
か
か
る
技
法
は
'
早
い
段

階
の
不
完
全
な
線
遠
近
法
の

一
種
と
考
え
ら
れ
る
｡
第
十
窟
で
は
､
か
か
る
線
遠
近
法
は
'

一
切
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡

2

第
十
窟
左
側
廊

第
十
窟
左
側
廊
壁
童
で
最
も
問
題
と
な
る
の
は
'
既
述
の
如
-
草
取
り
の
使
用
の
有
無
で
あ
る
｡
同
壁
蓋
で
は
､
男
性
の
タ
ー
バ
ン
に
白
地

の
上
か
ら
責
土
や
ベ
ン
ガ
ラ
が
帯
状
に
彩
色
さ
れ
て
い
る
の
で
'
少
な
く
と
も
陰
影
に
封
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
葺
で
あ
る
｡
と
こ
ろ

が
人
物
像
の
身
髄
に
草
取
り
が
あ
る
か
ど
う
か
が
､
今
日
ま
で
確
定
し
得
な
か
っ
た
｡
取
り
分
け
剥
落
お
よ
び
汚
れ
と
損
傷
が
激
し
い
壁
面
上

で
､
細
か
な
技
法
を
観
察
す
る
の
は
至
難
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
筆
者
に
よ
る
最
近
の
調
査
で
'
こ
の
問
題
に
関
し
て
､
ほ
ぼ
確
か
な
結

論
が
得
ら
れ
た
｡
即
ち
左
側
廊
壁
重
に
措
か
れ
た
人
物
の
う
ち
､
身
健
を
黄
土
で
彩
ら
れ
た
も
の
に
は
､
明
ら
か
に
ベ
ン
ガ
ラ
の
草
取
り
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
他
の
身
色
'
例
え
ば
ベ
ン
ガ
ラ
で
塗
ら
れ
た
人
鰻
に
､
畢
取
り
は
確
認
出
来
な
い
｡
ベ
ン
ガ
ラ
の

一
色
に
よ
る
濃

淡
が
､
全
く
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
断
言
し
得
な
い
け
れ
ど
も
'
仔
細
に
観
察
し
た
限
り
で
は
､
身
色
と
同
色
に
よ
り
華
取
る
こ
と
は
､
恐

459



ら
く
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
式
土
と
い
う
代
表
的
身
色
で
身

憎
を
彩

っ
た
場
合
の
み
､
ベ
ン
ガ
ラ
の
灘
取
り
が
施
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

'LJ｡現
在
ま
で
第
十
窟
左
側
廊
壁
丑
に
お
い
て
､
難
凝
り
の
使
用
を
は
っ
き
り
確

か
め
る
こ
と
が
出
水
な
か
っ
た
理
由
は
'
保
存
状
態
が
前
期
壁
壷
中
で
瓜
も
悪

い
こ
と
に
加
え
て
､
塵
取
り
が
使
用
さ
れ
た
範
周
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
O
第
十
路
左
側
廊
壁
丑
で
､
牽
淑
り
の
施
し
方
が
屈
も
叔
察
し
易
い
の
が
'

ガ
ラ
ス
で
整
わ
れ
保
護
さ
れ
て
い
る
部
分
の
左
端
に
使
道
す
る
､
頭
巾
状
の
裂

を
被

っ
た
兵
士
頭
部
で
あ
る

(圃
l
E
l)｡
こ
こ
で
は
'
顔
面
が
基
本
的
に
け山
上

で
駅
彩
さ
れ
､
顔
の
輪
郭
に
沿
っ
た
郡
分
､
上
帳
お
よ
び
鼻
梁
と
小
包
の
横
に
､

bl一四 兵上頑郎 (Mi叫tO面の桃Ljl)
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ベ
ン
ガ
ラ
の
彩
色
が
認
め
ら
れ
る
｡
現
状
で
は
､
ベ
ン
ガ
ラ
の
一
都
が
剥
落
し
て
い
る
と
W
え
ら
れ
る
が
､
明
ら
か
に
頻
取
り
と
し
て
ベ
ン
ガ

ラ
が
塗
ら
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
｡

第
十
窟
左
側
廊
墜
宜
で
は
'
茄
土
以
外
に
べ
/
ガ
ラ
が
身
也
に
使
わ
れ
て
い
る
｡
=畑
土
の
身
色
と
兇
な
り
'
ベ
ン
ガ
ラ
を
身
色
と
し
た
人
物

像
に
は
､
別
の
色
で
薙
取
る
こ
と
が
確
認
出
水
な
い
｡
ま
た
壁
窪
の
白
下
地
を
利
用
し
て
'
ペ
/
ガ
ラ
の
恐
淡
に
よ
り
餐
す
方
法
も
殆
ど
認
め

ら
れ
な
い
O
た
だ
し
上
に
騨
げ
た
頑
巾
を
被
っ
た
兵
士
か
ら
'
向
か
っ
て
右
四
人
目
の
兵
士
は
､
ベ
ン
ガ
ラ
の
身
色
を
有
L
t
顔
輪
郭
に
近
い

部
分
が
漉
く
､
棚
か
ら
鼻
に
掛
け
て
白
下
地
が
見
え
る
状
態
で
あ
る
O
従
っ
て
､
こ
の
兵
士
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
'
ベ
ン
ガ
ラ
の
煎
淡
に
よ

り
鍵
取
り
が
施
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
｡
し
か
し
'
い
ず
れ
の
部
分
も
'
彩
色
の
仕
方
に
つ
い
て
断
言
し
得
る
は
ど
保
存
状
態
が
l良
く
な
い

も
の
の
､
他
の
同
身
色
の
人
物
像
に
お
い
て
'
か
か
る
彩
色
の
濃
淡
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
､
現
時
粕
で
は
､
こ
の
兵
士
の
彩
色
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に
関
し
て
､
剥
落
に
よ
り
偶
然
に
出
来
た
濃
淡
と
解
秤
し
て
お
く
｡

第
十
窟
左
側
廊
壁
童
で

｢成
道
｣
を
表
す
董
面
の
う
ち
､
先
に
主
題
に
関
し
て
取
り
上
げ
た
､
マ
-
ラ
に
富
た
る
可
能
性
が
あ
る
男
性
像
で

は
､
頭
部
が
黄
土
で
賦
彩
さ
れ
な
が
ら
､
胴
健
に
は
ベ
ン
ガ
ラ
が
濃
く
残

っ
て
い
る
｡
こ
れ
と
同
じ
現
象
が
､
｢初
蒋
法
輪
｣
場
面
に
お
い
て
､

中
央
右
上
の
男
性
飛
天
に
も
認
め
ら
れ
る
｡
東
部
と
豊
躯
で
身
色
が
違
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
'
剥
落
の
程
度
差
の
た
め
か
と
も

考
え
ら
れ
る
｡
ガ
ラ
ス
で
覆
わ
れ
た
壁
面
の
右
端
近
く
､
｢分
舎
利
｣
場
面
に
屠
す
る
王
侯
像
に
も
､
類
似
し
た
彩
色
が
認
め
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ

が
､
そ
の
場
合
に
は
､
部
分
的
に
牽
取
り
の
残
り
方
が
違
う
た
め
と
看
倣
し
得
る
の
に
反
し
て
､
こ
れ
ら
の
像
で
は
'
膿
胞
の
ベ
ン
ガ
ラ
が
､

牽
取
り
と
は
異
な
り
全
面
に
塗
布
さ
れ
て
い
る
｡
今
の
所
'
か
か
る
彩
色
法
が
何
故
用
い
ら
れ
た
か
は
説
明
出
来
な
い
｡
奇
異
な
彩
色
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
｡

第
十
窟
左
側
廊
壁
童
の
技
法
に
つ
い
て
'
も
う

一
難
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
男
女
と
も
､
眉
間
に
疎
ら
な
短
毛
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
は
､
男
性
像
に
お
い
て
､
後
頭
部
や
馨
に
後
れ
毛
が
措
か
れ
て
い
る
鮎
と
改
ん
で
､
他
の
前
期
壁
蓋
に
は
認
め

ら
れ
な
い
｡
な
お
人
物
像
の
上
絵
に
睡
毛
が
措
か
れ
る
鮎
は
､
第
九
窟
に
は
現
れ
な
い
も
の
の
､
第
十
窟
右
側
廊
壁
蓋
に
も
認
め
ら
れ
る
所
で

あ
る
｡

-

第
十
窟
右
側
廊

第
十
窟
右
側
廊
壁
毒
も
保
存
状
態
が
一良
好
で
な
-
､
牽
取
り
の
使
用
に
つ
い
て
は
観
察
し
難
い
｡
け
れ
ど
も
､
王
侯
階
級
の
人
物
像
を
中
心

に
用
い
ら
れ
た
責
土
の
身
色
を
ベ
ン
ガ
ラ
で
牽
取
る
方
法
は
､
左
側
廊
壁
墓
よ
り
遥
か
に
容
易
に
､
ま
た
確
賓
に
看
取
さ
れ
る
｡
ベ
ン
ガ
ラ
の

身
色
を
持
つ
像
に
つ
い
て
は
､
左
側
廊
壁
墓
と
同
様
に
､
往
々
に
し
て
剥
落
に
よ
っ
て
現
れ
た
濃
淡
と
匝
別
し
難
い
た
め
'
観
察
が
困
難
で
あ

る
｡
し
か
し
な
が
ら
左
側
廊
壁
毒
と
は
違
い
､
よ
-
見
る
と
白
下
地
を
利
用
し
て
､
ベ
ン
ガ
ラ
の
濃
淡
に
よ
る
牽
取
り
が
施
さ
れ
て
い
る
の
が
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明
ら
か
で
あ
る
｡
右
側
廊
壁
土
で
は
､
動
物
も
+
肥
り
を
蕪
放
し
て
描
耗
さ
れ
て
い
る
｡
ベ
ン
ガ
ラ
の
濃
淡
に
よ
る
草
取
り
は
､
｢六
牙
象

ジ
十
-
タ
カ
｣
に
多
数
登
場
す
る
象
の
7
部
に
､
人
物
の
協
会
と
兜
な
り
､
非
常
に
明
腺
な
形
で
見
る
こ
と
が
出
来
る

(I
L五
)｡

邦
十
指
右
側
腹
壁
並
に
認
め
ら
れ
る
技
法
で
'
巌
も
問
砧
と
な
る
の
は
次
の
鮎
で
あ
る
｡
第
九
～牡
馴
胸
壁
丑
や
苅
十
窟
左
側
廊
壁
並
で
は
､

全
く
ハ
イ
ラ
イ
ト
の
技
法
が
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
邦
卜
鈷
右
側
雌
で
は
､
ハ
イ
ラ
イ
ト
が
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
､
性

か
な
が
ら
指
摘
出
来
る
の
で
あ
る
｡
第
十
台
右
側
席
で
も
､
奥
寄
り
に
措
か
れ
た

｢
シ
ヤ
ー
マ
･
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
に
'
か
か
る
問
題
は
舶
係
せ

ず
､
｢六
牙
象
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
の
王
宮
を
舞
義
と
す
る
敷
場
面
の
う
ち
'
二
場
面
に
描
か
れ
た
同
じ
王
の
顔
貌
iq
現
が
問
題
と
な
る
｡
そ
の
二
場

面
と
は
､
TJJ
が
王
妃
の
不
快
を
兄
X
･つ
場
面
JJ､
同
ジ
十
I
タ
カ
の
結
束
に
廿
uた
る
､
運
ば
れ
た
象
牙
を
比
て
1P
妃
が
却
死
す
る
場
面
で
あ
る
｡

AI申
げ
た
'
い
ず
れ
の
域
面
に
お
い
て
も
､
斜
め
揃
を
向
い
た
王
の
顔
は
'
鼻
発
と
小
鼻
が
明
る
-
彩
ら
れ
て
い
る
(■
〓
ハ)｡
二
箇
所
で
同

■一五 坂東ポ (r六牙穀 ジ十一タカ｣串分)
丁ジ+ンタ-邦卜切石{Jt顎

I-人 r_d邸 (T六汗取 り十-タカ｣JB分)
T リ 十-/ター罪十頂iI-*#LR

じ
現
象
が
見
ら
れ
る
以
上
'
角
然
の
剥
落
に

よ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
什pE
土
の
身
色
を

整
っ
て
か
ら
白
上
で
賦
彩
し
た
の
か
､
あ
る

い
は
‖山
上
の
身
色
を
塗
布
す
る
時
鮎
で
'
郎

分
的
に
彩
色
を
控
え
て
白
下
地
を
見
せ
て
い

た
の
か
へ
現
時
鮎
で
は
催
貨
な
判
噺
が
出
火

な
い
｡
後
の
や
り
方
で
あ
れ
は
'
完
全
な
ハ

イ
ラ
イ
ト
と
は
言

え
な
い
.
し
か
し
､
か
か

る
描
き
方
が
見
出
さ
れ
る
か
ら
に
は
､
少
な

く
と
も
ハ
イ
ラ
イ
ト
に
頬
す
る
技
法
が
現
れ
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始
め
て
い
た
と
看
倣
す
こ
と
が
出
来
る
｡
｢六
牙
象
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
の
王
宮
場
面
で
は
､
同
王
が
も
う

一
度
措
か
れ
て
い
る
が
､
鼻
の
部
分
に
人

馬
的
傷
が
付
け
ら
れ
て
い
る
た
め
､
彩
色
法
が
観
察
し
得
な
い
.
他
の
人
物
像
に
か
か
る
表
現
が
認
め
ら
れ
ず
､
こ
れ
を

ハ
イ
ラ
イ
ト
と
解
し

て
も
､
今
の
所
､
王
の
み
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
の
は
注
意
さ
れ
る
｡

序
で
に
嫡
れ
て
お
く
と
､
｢六
牙
象
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
に
三
度
描
か
れ
た
王
の
顔
に
は
､
い
ず
れ
の
場
合
も
眉
よ
り
少
し
上
の
部
分
で
眉
に
大
鰭

平
行
に
'
濃
い
ベ
ン
ガ
ラ
で
細
い
線
が
引
か
れ
て
い
る
｡
額
の
敏
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
､
何
を
表
し
て
い
る
の
か
判
ら
な
い
｡
同

様
の
線
が
､
同
窟
左
側
廊
壁
蓋
の

｢初
樽
法
輪
｣
場
面
に
措
か
れ
た
男
性
像
の

一
部
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
言
い
添
え
て
お
-
｡

と
こ
ろ
で
'
｢
シ
ヤ
ー
マ
･
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
に
現
れ
る
王
は
､
｢六
牙
象
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
の
王
の
よ
う
に
'
顔
貌
が
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
使
用
し
て

描
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
低
い
｡
ま
た
繭
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
措
か
れ
た
王
は
､
タ
ー
バ
ン
を
含
め
た
頭
髪
の
形
式
に
差
異
が
あ
る
｡
｢六
牙
象

ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
の
王
で
は
､
タ
ー
バ
ン
で
覆
わ
れ
て
い
な
い
頭
頂
部
の
髪
が
､
縞
状
に
描
か
れ
て
い
る
の
が
'

一
番
大
き
な
違
い
で
あ
る
｡
服

装
は
と
も
か
く
､
王
が
王
宮
に
い
る
時
と
､
狩
猟
に
出
た
時
と
で
､
頭
髪
の
僅
か
な
部
分
を
措
き
分
け
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
よ
っ
て
ハ
イ

ラ
イ
ト
の
問
題
も
顧
慮
し
て
､
少
な
-
と
も
第
十
窟
右
側
廊
壁
童
で
は
'
複
数
の
董
家
が
制
作
に
参
加
し
た
と
推
察
さ
れ
る
｡
た
だ
し
､
そ
れ

に
も
拘
わ
ら
ず
､
二
つ
の
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
主
題
が
､
自
然
に
連
績
す
る
よ
う
に
描
出
さ
れ
て
い
る
の
は
､
注
目
さ
れ
る
所
で
あ
る
｡
な
お
左
側

廊
壁
蓋
で
は
､
墓
家
が
畢
猪
か
複
数
か
を
判
断
す
る
た
め
の
根
接
が
､
現
時
鮎
で
は
見
出
せ
な
い
｡

四

ア
ジ

ャ
ン
ク

-
第
九
窟

･
第
十
窟
壁
童
の
制
作
年
代

-

制
作
年
代
を
考
察
す
る
方
法

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九

･
十
窟
前
期
壁
蓋
の
制
作
年
代
を
検
討
す
る
に
は
､
い
-

つ
か
の
方
法
が
考
え
ら
れ
る
｡
例
え
ば
'
壁
童
が
石
窟
の
造
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皆
嘗
初
に
措
か
れ
た
と
偶
定
し
て
'
第
九

･
十
窟
の
建
築
的
特
色
か
ら
造
営
時
期
を
解
明
し
､
そ
れ
か
ら
壁
墓
の
制
作
時
期
を
推
定
す
る
方
法

が
あ
る
｡
既
に
詳
論
し
た
よ
う
に
,
石
窟
の
造
営
時
期
を
建
築
的
特
質
か
ら
明
ら
か
に
す
る
方
法
に
は
,
簡
単
に
解
決
出
来
な
い
問
題
が
付
随

純

し
て
い
る
｡
従

っ
て
こ
の
方
法
に
よ
る
限
り
､
あ
る
程
度
大
き
な
幅
を
持

っ
た
年
代
で
､
石
窟
の
造
営
時
期
を
捉
え
ざ
る
を
得
な
い
｡
ま
た
壁

塞
が
石
窟
開
整
時
の
制
作
に
か
か
る
と
考
え
る
べ
き
根
接
が
な
く
､
言
う
ま
で
も
な
く
'
こ
の
方
法
は
有
数
と
は
言
え
な
い
｡

第
十
窟
左
側
廊
壁
蓋
に
つ
い
て
は
､
既
述
の
如
-
､
同
時
代
に
姶
具
を
用
い
て
書
か
れ
た
銘
が
窟
入
口
近
-
に
残
り
､
そ
れ
を
古
宇
撃
で
分

析
し
て
､
制
作
年
代
を
解
明
す
る
試
み
が
早
-
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
か
な
り
断
片
的
に
し
か
残
ら
ず
､
そ
れ
に
よ
っ
て
呈

示
さ
れ
た
結
果
が
前
二
世
紀
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
､
客
観
的
分
析
に
耐
え
得
る
状
態
と
は
言
え
な
い
｡

ま
た
他
に
壁
墓
作
例
が
映
如
し
て
い
る
も
の
の
'
浮
彫
は
作
例
が
か
な
り
豊
富
な
た
め
､
そ
れ
ら
と
様
式
を
比
較
し
て
､
前
期
壁
蓋
の
制
作

時
期
を
探
る
方
法
が
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
､
あ
る
時
期
を
過
ぎ
る
ま
で
､
彫
刻
と
給
蓋
が
様
式
に
関
し
て
､
蓉
達
程
度

に
差
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
根
接
が
あ
る
｡

つ
ま
り
､
文
献
資
料
に
基
づ
い
て
慎
重
に
考
察
す
る
限
り
'
古
代
イ
ン
ド
で
は
､
壁
童
を
中
心

と
し
た
袷
童
の
方
が
､
主
に
宗
教
に
お
け
る
穫
拝
像
を
制
作
し
て
い
た
彫
刻
よ
り
､
早
-
高
度
に
展
開
し
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
し
得
る
の
で

('t5)

あ
る
｡
従

っ
て
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
蓋
を
浮
彫
作
例
と
様
式
的
に
比
較
し
て
も
､
正
し
い
客
観
的
結
果
が
得
ら
れ
る
と
は
考
え
難
い
｡

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
童
の
制
作
年
代
を
解
明
す
る
上
で
､
信
頼
出
来
る
結
果
が
得
ら
れ
､
現
時
鮎
で
最
も
有
数
と
考
え
ら
れ
る
の
は
､
次

の
方
法
で
あ
る
｡
即
ち
'
イ
ン
ド
の
彫
刻

･
給
童
に
お
い
て
は
､
主
題
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず
､
同
時
代
の
社
合
で
通
常
用
い
ら
れ
て
い
た
形
式

の
衣
服

･
装
身
具
等
が
'
表
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
蓋
に
措
か
れ
た
人
物
が
身
に
着
け
て
い
る
服

装
や
装
身
具
､
あ
る
い
は
人
物
が
持

つ
器
物
に
は
､
浮
彫
に
表
現
さ
れ
た
同
種
の
服
装

･
装
身
具
あ
る
い
は
器
物
と
比
較
す
る
こ
と
で
､
あ
る

特
定
の
時
期
に
だ
け
に
現
れ
る
形
式
で
措
寓
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
も
の
が
､
い
-
つ
か
指
摘
出
来
る
｡
そ
の
よ
う
な
時
代
を
追

っ
て
形
が

明
瞭
に
奨
化
す
る
形
象
を
見
出
し
､
浮
彫
作
例
を
参
考
に
し
て
制
作
時
期
を
探
る
方
法
で
あ
る
｡
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今
述
べ
た
方
法
に
よ
る
時
､
制
作
時
期
の
手
掛
か
り
と
な
る
形
象
は
'
以
下
の
候
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
｡
即
ち
､
長
期
に
亙

っ
て
彫
刻

作
例
に
現
れ
る
け
れ
ど
も
､
時
期
に
よ
っ
て
形
に
は
っ
き
り
変
化
が
あ
る
も
の
､
あ
る
い
は
特
定
の
彫
刻
作
例
に
し
か
見
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
､

個
に
そ
れ
が
用
い
ら
れ
緯
け
て
い
れ
ば
､
他
の
時
期
の
彫
刻
作
例
に
も
雷
然
表
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
､
賓
際
は
他
に
認
め
ら
れ

ず
､

一
時
的
に
の
み
流
行
し
た
と
看
倣
し
得
る
も
の
の
い
ず
れ
か
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
従

っ
て
､

一
見
有
効
そ
う
で
あ

っ
て
も
､
主
題
等

の
関
係
で
彫
刻
に
現
れ
難
い
形
象
を
選
揮
す
る
の
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
｡

賓
際
に
､
こ
の
方
法
を
用
い
て
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
蓋
の
制
作
年
代
を
考
察
す
る
場
合
､
留
意
す
べ
き
鮎
が
二
つ
あ
る
｡

一
つ
は
'
少
な

く
と
も
イ
ン
ド
古
代
美
術
に
お
い
て
､
彫
刻
と
姶
墓
で
表
現
さ
れ
た
も
の
が
､
制
作
さ
れ
た
時
世
の
流
行
を
反
映
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
も
の

の
､
た
と
え
髪
化
が
急
激
で
あ

っ
て
も
'
古
い
形
か
ら
新
し
い
形

へ
完
全
に
移
行
す
る
に
は
､

l
定
の
時
間
を
要
し
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
で
あ
る
｡
特
に
文
化
の
中
心
地
と
遠
隔
地
で
は
､
あ
る
程
度
の
時
間
差
が
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
｡
ま
た
も
う

一
鮎
は
､

よ
り
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
､
比
較
す
る
彫
刻
資
料
の
制
作
年
代
そ
の
も
の
が
､
殆
ど
の
場
合
大
ま
か
に
し
か
明
ら
か
に
し
得
な

い
こ
と
で
あ
る
｡
要
す
る
に
イ
ン
ド
古
代
彫
刻
に
は
､
イ
ン
ド
古
代
史
に
未
解
明
の
部
分
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て
､
前
期
併
教

石
窟
に
関
す
る
問
題
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
､
同
様
の
年
代
論
に
つ
い
て
の
困
難
な
問
題
が
付
き
纏

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
､
作
業

が
精
確
に
進
め
ら
れ
た
場
合
で
も
､
得
ら
れ
た
結
果
は
､
あ
る
程
度
の
幅
を
持

っ
た
､
若
干
暖
味
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
し
か
し
な

が
ら
､
か
か
る
方
法
以
上
に
有
数
な
手
段
は
見
出
せ
な
い
と
信
じ
る
の
で
あ
る
｡

次
に
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁
蓋
の
制
作
時
期
を
解
明
す
る
た
め
に
､
如
何
な
る
彫
刻
作
例
を
比
較
資
料
と
し
て
用
い
る
べ
き
か
検
討
せ
ね

ば
な
ら
な
い
｡
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁
毒
は
､
部
分
的
に
後
期
壁
墓
が
上
を
覆
う
よ
う
に
措
か
れ
た
こ
と
か
ら
､
ま
た
同

一
窟
の
異
な

っ
た
場

所
に
措
か
れ
た
後
期
壁
重
と
比
べ
､
汚
損
に
よ
る
槌
色
が
激
し
い
こ
と
か
ら
､
後
期
壁
蓋
が
措
か
れ
た
五
世
紀
以
降
の
時
期
よ
り
'
制
作
が
か

な
り
遡
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
｡

つ
ま
り
､
前
期
壁
墓
は
'
遅
-
見
積
も

っ
て
も
四
世
紀
よ
り
前
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
｡
同
時
に
'
既
述
の
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如
-
'
前

一
世
紀
よ
り
早
い
作
で
は
あ
り
得
な
い
｡
換
言
す
れ
ば
､
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時
代

(前
丁
八
五
年
頃
～
後
1
0
0
年
頃
)
中
頃
乃
至
ク

.C

シ
ャ
ー
ン
時
代

(
1
0
0
年
頃
i
三

九
年
)
後
半
の
制
作
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
従

っ
て
'
か
か
る
時
期
に
制
作
さ
れ
た
彫
刻
が
'
比
較
材

舶

料
と
し
て
使
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
｡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
'
イ
ン
ド
古
代
彫
刻
は
､
制
作
年
代
が
判
然
と
し
な
い
作
例
が
殆
ど
で
あ
る
｡
特
に
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時
代
の
作
例

に
､
そ
の
鮎
が
顧
著
で
あ
る
｡
以
下
に
取
り
上
げ
る
彫
刻
作
例
に
は
､
制
作
時
期
の
問
題
に
関
し
て
､
そ
れ
自
健
で
別
稿
を
要
す
る
も
の
が
少

な
か
ら
ず
あ
る
｡
よ
っ
て
､
差
し
首
た
り
本
稿
の
目
的
に
は
､
制
作
時
期
を
確
賓
に
含
み
得
る
だ
け
の
幅
を
持

っ
た
年
代
を
､
各
彫
刻
作
例
に

輿
え
る
こ
と
で
用
い
る
し
か
な
い
｡
利
用
す
る
彫
刻
作
例
の
制
作
時
期
は
'
そ
の
都
度
口車
ホ
す
る
こ
と
に
す
る
｡
た
だ
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時

代
を
代
表
す
る
二
つ
の
作
例
､
即
ち
バ
ー
ル
フ
ッ
-
出
土
の
ス
ト
ゥ
-
パ
欄
楯

･
塔
門
浮
彫
と
サ
ー
ン
チ
-
第

一
塔
塔
門
浮
彫
は
､
前
期
壁
重

と
比
較
す
る
際
に
度
々
言
及
す
る
だ
け
で
な
-
､
そ
の
も
の
が
同
時
代
の
基
準
的
作
例
ゆ
え
､
確
害
と
考
え
ら
れ
る
制
作
年
代
を
示
し
て
お
く
｡

前
者
は
前

一
〇
〇
年
を
中
心
と
し
た
時
期
､

つ
ま
り
前
二
世
紀
末
乃
至

一
世
紀
初
､
後
者
は
前

一
世
紀
後
半
乃
至
後

一
世
紀
前
半
の
制
作
と
す

る
の
が
､
今
の
所
穏
富
と
考
え
ら
れ
る
｡
同
時
代
の
他
作
例
は
'
こ
れ
を

一
尺
度
と
し
て
､
ま
た
別
の
要
素
を
加
味
し
て
､
制
作
時
期
を
判
断

す
べ
き
で
あ
る
｡

ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
の
彫
刻
に
は
､
制
作
時
期
を
示
す
刻
銘
を
持

つ
も
の
が
多
-
､
前
代
の
作
例
ほ
ど
相
封
年
代
の
問
題
が
少
な
い
と
言
え
る
｡

し
か
し
な
が
ら
絶
封
年
代
に
つ
い
て
は
､
特
に
マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
制
作
さ
れ
た
彫
刻
で
は
､
在
銘
作
例
の
多
-
に
カ
ニ
シ
カ
紀
元
に
よ
る
制
作
年

を
刻
む
も
の
の
､
同
紀
元
の
問
題
が
未
解
決
で
あ
る
た
め
､
完
全
に
は
決
定
し
難
い
｡
こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
徐
裕
が
な
い
け
れ
ど
も
､
最

a眼e

近
は
､
同
紀
元
が
後
七
八
年
に
始
ま
る
と
す
る
説
に
輿
す
る
研
究
者
が
多
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
｡
し
か
し
筆
者
は
'
同
紀
元
が
後
二
世
紀
前

牛
乃
至
中
頃
に
開
始
さ
れ
た
と
看
倣
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
｡



アジャンター第九窟 ･第十窟壁蓋

-

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九
窟

･
第
十
窟
壁
蓋
と
彫
刻
作
例
に
お
け
る
形
象
の
形
式
比
較

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
童
の
制
作
年
代
に
関
し
て
は
､
上
で
技
法
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
様
に
'
第
九
窟
壁
蓋
は
､
装
飾
童
は
さ
て
措
い

て
､
措
か
れ
た
箇
所
に
よ
っ
て
制
作
時
期
が
違
う
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
差
異
が
な
く
､

一
括
し
て
検
討
出
来
る
｡
そ
れ
に
封
し
て
､

第
十
窟
壁
童
は
､
左
側
廓
と
右
側
廓
で
技
法
上
の
径
庭
が
あ
り
'
問
題
が
若
干
複
雑
で
あ
る
た
め
'
左
側
廊
と
右
側
廊
壁
童
を
別
個
に
考
察
す

る
必
要
が
あ
る
｡
そ
の
鮎
を
顧
慮
し
て
､
以
下
に
彫
刻
作
例
と
表
現
さ
れ
た
形
象
の
形
式
に
つ
い
て
比
較
を
行
う
｡

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
毒
に
描
か
れ
た
形
象
は
､
言
う
ま
で
も
な
-
多
岐
に
亙
る
｡
そ
の
中
で
彫
刻
と
の
比
較
封
照
に
よ

っ
て
､
制
作
年
代

を
推
測
す
る
の
に
活
用
出
来
る
も
の
は
､
既
に
述
べ
た
候
件
を
滞
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
､
か
な
り
限
定
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
か
か
る
形
象

に
は
､
特
定
の
壁
面
の

一
部
に
の
み
現
れ
る
も
の
と
､
建
築
童
の
み
し
か
残
ら
な
い
第
九
窟
右
側
廊
壁
と
装
飾
文
の
み
措
か
れ
た
同
窟
側
廊
天

井

･
墓
輪
を
除
い
て
､
ど
の
壁
面
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
と
が
あ
る
.
ま
ず
全
健
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
形
象
を
取
り
上
げ
'
次
に
限
ら
れ
た
部

分
に
だ
け
認
め
ら
れ
る
形
象
に
注
目
す
る
｡

Ⅲ

第
九
窟

･
第
十
窟
壁
童
全
髄
に
現
れ
る
形
象

①

タ
ー
バ
ン

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁
童
中
､
ど
の
壁
面
の
壁
重
に
も
措
か
れ
､
そ
の
形
式
的
特
色
が
､
彫
刻
作
例
と
の
比
較
に
よ
っ
て
､
壁
蓋
の
制
作
年

代
を
推
定
す
る
た
め
の
参
考
に
な
る
も
の
に
､
男
性
が
着
け
る
タ
ー
バ
ン
が
あ
る
｡
前
期
壁
書
全
億
に
措
か
れ
た
男
性
像
は
､
説
話
の
展
開
に

伴
う
同

l
人
の
繰
り
返
し
を
含
め
て
､
断
片
的
な
も
の
も
数
え
れ
ば
､
約
百
四
十
億
が
確
認
さ
れ
る
｡
そ
の
う
ち
の
約
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
'

細
部
に
は
明
ら
か
な
形
式
差
が
あ
る
も
の
の
､
基
本
的
に
同
じ
方
法
で
タ
ー
バ
ン
を
頭
に
巻
い
て
い
る

(囲
五
二

六
二

七
)｡
即
ち
､
髪
を
束

ね
て
前
頭
部
に
球
状
の
撃
を
作
り
､
そ
の
磐
の
形
を
崩
さ
ず
に
'
長
い
布
を
頭
部
全
髄
に
巻
き
付
け
る
方
法
で
あ
る
｡
磐
そ
の
も
の
は
､
全
-
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布
を
な
か
な
い
収
合
と

一
都
に
の
み
雀
き
付
け
る
似
合
､
お
よ
び
全
髄
を
布
で
額
っ
て
し
ま
う
似
合
が
あ
る
が
､
そ
れ
以
外
の
布
の
雀
き
方
は

ほ
ぼ

一
定
で
あ
る
｡

古
代
イ
ン
ド
に
お
い
て
'
タ
ー
バ
ン
に
形
式
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
は
､
影
刻
作
例
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
.
今
述
べ
た
タ
ー
バ
ン
の
形
は
'
後

ほ
ど
詳
し
く
取
り
上
げ
る
'
特
殊
な
形
式
を
し
た
王
侯
の
タ
ー
バ
ン
と
は
異
な
り
'
ポ
ス
ト
･
マ
ウ
-
7
時
代
を
適
し
て
､
彫
刻
に
殆
ど
襲
化

な
く

l
皿
し
て
現
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
出
氷
る
.

つ
ま
り
古
く
は
パ
ー
ル
フ
ッ
ト
相
楯

･
坊
門
浮
彫
か
ら
､
下
っ
て
は
､
前
期
沸
教
石
滋
に

刻
ま
れ
た
浮
彫
中
､
力
-
ル
ラ
ー
石
持
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
7
瓜

(祁
八
宙
)
に
お
い
て
'
滋
正
面
や
柑
内
列
性
比
朗
上
に
点
さ
れ
た
-
ト
ゥ
ナ

(粥

女
の
カ
ッ
プ
ル
)
の
男
性
像
に
ま
で
紀
め
ら
れ
る
｡
後
者
は
､
同
店
が
造
営
さ
れ
た
時
の
作
と
考
え
ら
れ
'
同
店
は
､
既
述
の
如
く
､
刻
緒
か
ら

後

1
世
だ
中
頃
乃
至
後
半
に
開
聖
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
｡
た
だ
し
カ
ー
ル
ラ
ー
石
斑
の
男
性
像
で
は
､
鹿
本
的
に
同
形
式
の
タ
ー
バ
ン
な
が
ら
､

■l-t gii+ (三t)所帯 (｢桝Il法仙｣革分)

T ジ 十/ター苅十頂左tJtJe

■一八 日.ゥナ (部分) カールラー邦八m正Idf]

皆
が
他
と
凄
い
茸
状
に
表
さ

れ
て
い
る
鮎
が
特
異
で
､
制

作
時
朋
が
遅
れ
る
こ
と
に
よ

る
新
し
い
要
素
が
現
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る

(Z
L
八
)｡

ポ
ス
ト
･
マ
ウ
リ
ア
時
代

の
諏
要
作
例
で
あ
る
サ
ー
ン

チ
ー
第

1
塔
塔
門
浮
影
に
お

い
て
､
今
述

べ
た
形
式
の

タ
ー
バ
ン
と
日収
ん
で
'
別
種



の
タ
ー
バ
ン
あ
る
い
は
髪
型
が
見
ら
れ
る
軸
は
注
意
さ
れ
ろ
｡
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
､
後
で
言
及
す
る
｡
ま
た
カ
ー
ル
ラ
ー
の
チ
+
イ
テ
ィ
ア

沿
搾
彬
に
お
い
て
､
ミ
ト
ゥ
ナ
魚
の
男
性
の

1
部
に
'
布
で
包
ん
だ
磐
の
周
縁
に
触
り
和
を
網
T
b
せ
た
も
の
が
'
嫡
常
の
形
式
以
外
に
認
め
ら

れ
る
｡
こ
れ
に
叫
し
て
も
､
後
で
JF
れ
る
｡

か
か
る
タ
ー
バ
ン
の
形
式
は
'
芸

の
考
え
方
に
よ
れ
ば
後

t
O
O
年
前
後
､
つ
ま
り
ク
ソ
ヤ
ー
ン
時
代
が
始
ま
ろ
う
と
す
る
切
､
決
定
的

な
襲
化
を
来
す
｡

マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
制
作
さ
れ
た
紡
俊
の
う
ち
､
比

較
的
制
作
時
期
が
早
い
坐
像
に
は
､
モ
快
の
賓
を
し
た
列
性
二
人
を
払
侍
と

し
て
作
っ
た
三
尊
形
式
を
取
る
も
の
が
あ
る
｡
そ
れ

ら
の
脇
侍
が
眉
け
る
タ
ー
バ
ン
は
'
ポ
ス
ト
･
マ
ウ
-
7
時
代
の
彫
刻
と
は
､
決
定
的
に

異
な
っ
た
形
式
的
特
色
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
新
し
い
形
式
の
タ
ー
バ
ン
が
現
れ
る
と
､
t
C
い
形
式
は
全
-
用
い
ら
れ
な
-
な
っ

た
よ
う
で
､
雨
形
式
が
併
存
し
た
謹
汝
は
な
い
｡

N-JL tI三q右払持上平身 カトラー出上
7 トゥラーT4物rE

例
え
ば
'
カ
ニ
シ
カ

1
世
の
治
世
よ
り
早
い
制
作
と
見
ら
れ

る
'
マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
カ
ト
ラ
I
か
ら
出
土
し
た
三
尊
形
式
の
沸
坐

倭

(マ
ト
ゥ
ラ
I
博
物
触
成
)
に
お
い
て
'
脇
侍
の
タ
ー
バ
ン
は
'
前

頑
郡
の
暫

(左
仙
侍
は
向
か
っ
て
右
に
ず
ら
せ
て
い
る
)
を
布
で
包
ん

で
'
そ
の
周
練
に
t
Jf
を
折
り
g
み
扇
状
に
触
か
な
袋
を
付
け
た

装
飾
を
二
屯
に
廻
ら
せ
て
い
る

(iE
l
九
)｡
た
だ
し
彰
は
球
形
を

i･1
さ
ず
､
前
代
に
お
け
る
は
ど
判
然
と
し
な
い
｡
同
機
の
タ
ー
バ

ン
は
'
ク
シ
ャ
-
ン
時
代
の
;i
い
頃
マ
ト
ゥ
ラ
ー
で
作
ら
れ
た
'

他
の
三
特
使
の
脇
侍
や
､
粥
鰍
俊
に
も
見
ら
れ
る
｡
ま
た
か
か
る

タ
ー
バ
ン
の
形
式
は
､
ク
/
ヤ
ー
ン
時
代
初
期
の
み
な
ら
ず
､
佳



か
に
埜
化
が
あ
る
も
の
の
'
ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
の
マ
･L
ウ
ラ
ー
で
制
作
さ
れ
'
タ
ー
バ
ン
を
着
け
て
表
さ
れ
て
い
る
男
性
像
で
あ
れ
ば
'
制
作

時
期
の
如
何
に
拘
わ
ら
ず

1
8
し
て
認
め
ら
れ
る
所
で
あ
り
'
前
代
の
形
式
は

一
切
見
出
す
こ
と
が
山
舛
な
い
｡

一
〇
〇
年
前
後
に
起
こ
っ
た
'
タ
ー
バ
ン
の
形
式
襲
化
は
､
マ
ト
ゥ
ラ
ー
に
留
ま
ら
ず
､
西
都
イ
ン
ド
の
俳
敢
石
田
や
'
南
都
イ
ン
ド
の
7
-

ン
ド

ラ
地
方
の
彫
刻
に
関
し
て
も
､
同
様
に
指
摘
出
来
る
｡
後
二
世
紀
前
半
の
逓
倍
と
考
え
ら
れ
る
ナ
I
ン
ク
第
三
溝
で
は
'
入
口
の
守
門
細

が
'

マ
ト
ゥ
ラ
I
に
お
け
る
場
合
と
少
々
形
式
が
異
な
る
が
､
同
様
に
暫
の
周
鯛
に
袋
を
取

っ
た
布
飾
り
を
背
け
て
い
る
O

マ
ト
ゥ
ラ
I
と
迎

う

の
は
'
球
形
に
近
い
暫
部
分
に
比

へ
て
､
布
飾
り
が
小
さ
い
こ
と
で
あ
る
｡
要
す
る
に
､
襲
化
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
の
'
マ
ト
ゥ
ラ
I

に
お
け
る
形
よ
り
前
代
の
タ
ー
バ
ン
に
近
く
､
言
う
な
ら
ば
保
守
的
で
あ
る
.
二
世
紀
後
半
の
開
聖
で
あ
る
カ
ン
ヘ
I
リ
石
塔
の
チ
ャ
イ
テ
ィ

ア
舟

(夢
二
哲

に
お
い
て
､
入
口
両
側
に
浮
彫
ら
れ
た
四
封
の
-
ト
ゥ
ナ
像
に
も
､
男
性
に
は
､
特
殊
な
被
り
物
と
恵
ん
で
､
ほ
ぼ
同
じ
タ
I

bI二〇 男性頭部 Tマラ-ケTティー出上

アマラ-ケTティー考古博物fn

バ
ン
が
表
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
7
-
ン
ド
ラ
地
方
の
ア
マ
ラ
ー

ケ

ア
テ
ィ
ー
か
ら
出
土
し
た
ス
ト
ゥ
ー
パ
棚
楯
お
よ
び
理
鉢

･
逓

増
石
板
浮
彫
あ
る
い
は
丸
彫
像
で
は
'
二
世
紀
の
作
例
に
'
同
じ

タ
ー
バ
ン
の
形
式
が
認
め
ら
れ
る

(㈱
二
〇
)｡
こ
れ
ら
の
形
式
は
､

先
に
畢
げ
た
カ
ー
ル
ラ
ー
の
チ
ャ
イ
テ

ィ
ア
宙
に
お
い
て
男
性
像

の

1
郡
に
見
ら
れ
た
タ
ー
バ
ン
が
､
大
き
く
展
榊
し
た
も
の
と
把

握
出
来
る
｡
カ
ー
ル
ラ
ー
石
窟
浮
彫
の
タ
ー
バ
ン
は
､
言
わ
ば
過

渡
的
状
況
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
｡

ア
ジ
ャ
ン
タ
I
前
期
壁
釜
に
描
か
れ
た
夕
-
パ
ン
は
'
以
上
の

結
果
か
ら
'
ク
シ
ャ
I
ン
時
代
に
入
る
前
後
に
あ
っ
た
､
大
き
な
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形
式
愛
化
よ
り
前
の
古
い
形
式
を
示
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
序
で
に
指
摘
し
て
お
-
と
､
タ
ー
バ
ン
の
形
式
愛
化
に
基
づ
い
た
場

合
､
カ
ニ
シ
カ
紀
元
を
後
七
八
年
に
始
ま

っ
た
と
考
え
る
説
は
､
否
定
さ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
｡
前
期
壁
童
に
描
か
れ
た
タ
ー
バ
ン
は
､
比
較

に
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
､
最
も
早
い
彫
刻
資
料
た
る
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
欄
楯

･
塔
門
浮
彫
を
初
め
と
し
て
､
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
リ
ア
時
代
の
彫
刻

に
お
い
て
､
形
式
的
特
徴
に
関
す
る
限
り
､
同
時
代
を
通
し
て
大
き
-
髪
化
す
る
こ
と
が
な
く

よ
り
細
か
く
形
態
の
類
似
を
探
求
す
る
こ
と

が
困
難
で
あ
る
｡

な
お
錬
談
で
は
あ
る
が
､
か
か
る
タ
ー
バ
ン
の
形
式
愛
化
は
'
今
ま
で
美
術
作
品
の
制
作
年
代
を
検
討
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
と
し
て
用
い

ら
れ
た
こ
と
が
な
い
け
れ
ど
も
､
か
な
り
有
効
で
あ
る
こ
と
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
｡
従

っ
て
'
こ
の
方
法
を
他
の
作
例
に
も
活
用
す
る
こ
と

が
出
来
る
.

一
例
を
挙
げ
れ
ば
､
サ

ー
ン
チ
-
第
二
塔
欄
楯
浮
彫
の

l
部
が
改
刻
さ
れ
た
時
期
は
､
タ
ー
バ
ン
の
形
か
ら
､
ク
シ
ャ
ー
ン
時
代

(20
)

よ
り
前
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ

る

｡

②

王
侯
の
頚
飾
り
留
め
具

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
蓋
に
措
か
れ
た
､
王
侯
の
姿
を
取

っ
た
男
性
は
､
神
々
を
表
す
場
合
も
含
め
て
､
第
十
窟
右
側
廓
の

｢
シ
ヤ
ー
マ
･

ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
に
登
場
す
る
'
狩
猟
時
の
特
別
な
服
装
を
し
た
王
を
例
外
と
し
て
､
貴
金
属
の
長
い
鎖
を
幾
重
に
も
平
ら
に
責
べ
､
二
箇
所
に

四
角
い
飾
り
板
を
繋
い
で
作

っ
た
頚
飾
り
を
総
て
が
着
け
て
い
る
.
現
状
で
か
か
る
頚
飾
り
が
確
認
出
来
る
男
性
像
は
､
全
髄
で
六
十
錬
り
で

あ
る
｡
剥
落
に
よ
り
不
明
の
も
の
が
か
な
り
あ
る
が
､
そ
の
う
ち
の
大
凡
三
分
の

l
の
像
で
は
'
ど
ち
ら
か
の
眉
上
に
白
色
の
丸
い
物
髄
が
措

か
れ
て
い
る

(囲
一
二
二

六
･
二
五
)｡
大
型
の
耳
飾
り
と
重
な

っ
て
紛
ら
わ
し
い
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
､
注
意
深
く
観
察
す
れ
ば
耳
飾
り
で

は
な
い
こ
と
が
判
る
｡

こ
れ
ら
は
､

一
見
何
で
あ
る
か
不
明
な
が
ら
､
第
九
窟
左
側
廊
壁
に
措
か
れ
た
斜
め
後
ろ
向
き
の
男
性
像
に
お
い
て
､
同
じ
物
髄
が
頚
の
後

ろ
の
丁
度
頚
飾
り
の
繋
ぎ
目
に
嘗
た
る
箇
所
に
措
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
更
に
は
後
述
の
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時
代
の
彫
刻
に
お
け
る
表
現

471



か
ら
､
朝
飾
り
の
留
め
貝
と
見
て
糊
連
い
な
い
｡
即
ち
朝
飾
り
の
1
瑞
に
こ
の
丸
い
物
鰭
を
取
り
付
け
'
も
う

1
万
の
鵡
は
紐
を
輪
に
し
て
お

い
て
'
頚
へ
の
右
腕
を
容
易
に
す
る
た
め
の
工
夫
の
1
郡
で
あ
る
O

か
か
る
留
め
貝
は
'
ポ
ス
ト
･
マ
ウ
リ
ア
時
代
の
浮
鮭
で
は
､
王
侯
男
性
の
朝
飾
り
に
多
数
認
め
ら
れ
る
Q
ま
た
同
時
代
の
丸
彫
男
神
像
に

も
'
同
様
に
判
然
と
朝
飾
り
の
留
め
具
が
刻
ま
れ
て
い
る
｡
し
か
し
丸
彫
神
像
は
､
背
面
も
刻
み
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
同
櫛
の
留
め
具
が
必

ず
表
さ
れ
て
い
る
が
'
浮
彫
で
は
､
背
面
俊
以
外
に
も
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
前
期
壁
宜
の
よ
う
に
留
め
貝
が
表
さ
れ
て
い
る
か
否
か
は
'
作
例
に

よ
っ
て
異
な
る
C

パ
ー
ル
フ
ノ
ト
棚
稲
梓
彫
に
お
い
て
は
'
説
話
噺
等
に
表
さ
れ
た
小
さ
な
男
性
像
の
多
-
は
､
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
同
形
式
の
頚

飾
り
を
怒
け
て
い
る
が
､
こ
れ
ら
は
絶
て
正
面
向
き
に
捉
え
ら
れ
た
俊
で
あ
り
､
留
め
貝
は

一
切
表
現
さ
れ
て
い
な
い
｡
更
に
､
い
く
つ
か
の

t■二一持切斡満期性上半身 パール7･/ト出上れ
肺隅tE カルカ-/タ､イ/ドrO物qL

破
面
に
刻
ま
れ
た
'
男
性
の
背
面
俊
や
側
面
像
は
'
イ
ン
ド
で
石
彫
が
普
及
し
始
め

た
時
期
の
作
で
､
表
現
技
術
が
充
分
敬
遠
し
て
い
な
か
っ
た
ゆ
え
か
､
王
供
の
姿
杏

し
た
男
性
で
も
､
頚
飾
り
を
宅
け
て
い
る
よ
う
に
表
さ
れ
て
い
る
像
は
全
-
な
い
｡

ま
た
棚
相
性
の
所
々
に
等
身
大
に
近
い
大
き
さ
で
梓
彫
ら
れ
た
守
頚
鍬
俊
の
う
ち
'

粥
a
E
P
像
は
絶
て
正
面
向
き
に
表
さ
れ
､
背
後
に
あ
る
留
め
貝
を
見
せ
て
は
い
な
い
｡

た
だ
し
守
遜
跡
で
は
な
い
が
､
同
株
に
大
き
く
よ
さ
れ
た
､
偶
楯
剛
性
の
持
帳
騎
渇

男
性
像
は
'
馬
と
と
も
に
側
面
観
で
表
さ
れ
t
か
つ
ま
た
頭
部
が
高
浮
彫
に
1･1
つ
て

い
る
た
め
も
あ
っ
て
､
朝
の
後
ろ
に
や
や
偏
平
な
球
形
を
し
た
留
め
貝
が
は
っ
き
り

親
祭
出
氷
る

(ii
T
〓
)｡

俳
成
辺
の
空
地
で
あ
る
ボ
ー
ド
･
ガ
ヤ
I
に
お
い
て
､
進
哲
竹
山初
は
菩
提
樹
と
金



剛
鞍
座
を
取
り
巻
い
て
い
た
F
楯

(グ
ブ
タ
時
代
の
頃
に
私
材
を
追
加
し
て
'
両
全
を
も
僻
む
よ
う
に
改
任
さ
れ
た
)
の
浮
彫
は
'
前

1
世
紀
後
半
頃
の
制

作
で
あ
る
｡
説
話
ii
等
の
小
魚
に
は
'
殆
ど
の
場
合
男
性
の
類
折
り
が
省
略
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
､
守
磯
称
と
し
て
棚
理
性
に
比
較
的
大

き
く
彫
り
出
さ
れ
た
男
神
像
が
一
世
だ
け
凍
っ
て
い
て
'
正
面
向
き
に
表
さ
れ
た
俊
の
左
C=
前
下
帯
り
に
'
同
形
式
の
朝
飾
り
留
め
只
が
判
然

と
彫
出
さ
れ
て
い
る
()
二
二
)｡
こ
れ
は
'
ア
ジ
+
ン
タ
ー
前
期
壁
土
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
､
前
向
き
の
俊
の
E=
先
に
留
め
只
が
表
現
さ
れ
た

浮
彩
と
し
て
は
､
慮
盲
例
と
言
え
る
｡

サ
ー
ン
チ
I
邦

丁
塔
塔
門
浮
鹿
で
は
､
守
門
辞
と
し
て
門
柱
内
側
面
下
方
に
､
比
較
的
大
き
く
表
さ
れ
た
粥
帥
俊
だ
け
で
な
く
､
説
話
地
等

の
比

較
的
小
魚
で
あ
っ
て
も
､
王
侯
の
形
妻
を
取
る
前
向
き
の
男
性
像
に
は
'
宛
先
に
同
席
の
留
め
L
rが
L=
の
洩
り
に
確
認
さ
れ
る
｡
説
話
3'

等
の
韮
面
で
後
ろ
向
き
に
表
さ
れ
た
俊
で
は
､
頚
の
長
後
ろ
に
留
め
具
が
彫
り
出
さ
れ
て
い
る
｡
例
え

ば
､
同
東
門
右
庄
内
側
面
成
下
監
制
の

l■二二 93■上Ill身 ポー ト･uヤー■肝tt

ポーr･d十-Jf占… ■暮

■二三 rf門中上'11身 サー/チー苅-橋架門右托
n■【栢JB下LKI1
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守
門
神
像
に
お
い
て
は
､
か
な
り
大
振
り
な
蓮
華
形
の
留
め
具
が
'
左
肩
前
に
高
く
浮
彫
ら
れ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る

(固
二
三
)｡
サ
ー
ン
チ
-

第

一
塔
塔
門
浮
彫
よ
り
若
干
遅
れ
､
後

一
世
紀
前
牛
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
第
三
塔
塔
門

(四
方
に
四
門
を
建
て
る
第
一
塔
と
異
な
り
､
南
の
一
門
の

み
)
浮
彫
で
は
､
頚
飾
り
留
め
具
の
表
現
に
関
し
て
'
第

一
塔
塔
門
浮
彫
の
場
合
と
全
-
同
様
で
あ
る
｡

以
上
の
よ
う
に
'
ボ
ー
ド

･
ガ
ヤ
ー
欄
楯
浮
彫
や
サ
ー
ン
チ
-
第

一
･
三
塔
塔
門
浮
彫
が
制
作
さ
れ
た
頃
は
､
王
侯
の
頚
飾
り
留
め
具
が
､

賓
用
に
留
ま
ら
ず
装
飾
的
意
味
合
い
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
て
い
た
の
か
､
前
向
き
の
像
で
も
眉
前
に
殊
更
強
調
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

少
な
-
な
い
｡
か
か
る
留
め
具
が
'
元
来
頚
の
後
ろ
の
位
置
に
あ
る
べ
き
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
｡
し
か
る
に
､
肩
前
に
留
め
具
が
乗
る
表
現

を
見
る
と
､
紀
元
前
後
に
か
か
る
大
き
な
留
め
具
が
頚
飾
り
の
必
須
の
装
飾
的
付
属
物
と
な
り
､
前
か
ら
見
え
る
よ
う
に
紐
を
長
め
に
し
て
'

眉
前
に
見
せ
る
着
け
方
が
流
行
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
欄
楯
浮
彫
の
場
合
､
頚
飾
り
留
め
具
が
こ
の
よ
う
に
は
表
現
さ
れ
て

い
な
か

っ
た
理
由
は
'
細
か
な
表
現
が
技
術
的
に
出
来
な
か

っ
た
た
め
か
､
あ
る
い
は
墳
末
な
細
部
表
現
に
拘
泥
し
な
か

っ
た
た
め
か
､
は
た

ま
た
留
め
具
の
愛
別
的
着
け
方
が
未
だ
流
行
し
て
い
な
か

っ
た
た
め
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
｡

マ
ト
ゥ
ラ
ー
お
よ
び
そ
の
近
郊
か
ら
出
土
し
た
丸
彫
像
で
'
制
作
時
期
が
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時
代
と
推
定
出
来
る
男
紳

(ヤ
ク
シ
ャ
)
像
が

数
億
現
存
し
て
い
る
｡
パ
ー
ル
カ
ム
出
土
の
マ
ニ
バ
ド
ラ
･
ヤ
ク
シ
ャ
像

(
マ
ト
ゥ
ラ
ー
博
物
館
戒
)
を
初
め
と
す
る
こ
れ
ら
の
像
は
､
前

一
世
紀

中
頃
乃
至
後

一
世
紀
後
牛
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
て
大
過
な
い
｡
パ
ー
ル
カ
ム
出
土
像
は
､
研
究
が
進
む
前
は
､
マ
ウ
リ
ア
時
代

(前
三
二
〇
年

頃
～
l
八
五
年
頃
)
の
制
作
と
看
倣
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
が
､
刻
銘
の
書
髄
の
鮎
か
ら
も
'
そ
れ
ほ
ど
早
い
作
で
は
な
-
'
前

l
世
紀
中
頃
乃
至
後

牛
の
制
作
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
ら
の
像
も
'
頚
飾
り
の
紐
の
形
式
に
は
い
-
ら
か
の
差
が
あ
る
も
の
の
､
や
は
り
頚
の
後
ろ
に
､
今
ま
で
取
り
上

げ
た
も
の
と
同
類
の
留
め
具
が
刻
出
さ
れ
て
い
る
.
同
様
に
ヘ
ヴ
ィ
デ
ィ
シ
ャ
ー
か
ら
出
土
し
た
丸
彫
男
神
像

(ヴ
ィ
デ
ィ
シ
ャ
I
博
物
館
戒
)
は
､

後

一
世
紀
前
牛
乃
至
後
車
の
作
と
考
え
ら
れ
､
蓮
華
形
の
留
め
具
が
頚
の
後
ろ
に
大
き
-
彫
り
出
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
マ
ト
ゥ
ラ
ー
と
そ
の

近
郊
か
ら
出
土
し
た
像
で
は
､
紐
の
結
び
目
と
の
関
係
で
留
め
具
が
右
に
寄

っ
て
刻
ま
れ
て
お
り
､
上
述
の
浮
彫
と
同
じ
-
､
少
し
ず
れ
た
だ
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け
で
留
め
具
が
前
か
ら
も
見
え
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
今
畢
げ
た
丸
彫
像
に
､
后
の
前
に
留
め
貝
を
表
し
た
例
は
見
ら
れ
な
い
｡
丸
彫
像
で
あ
る
ゆ
え
'
留
め
‖
ペを
C=
前
に
表
す
必

要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
'
サ
ー
ン
チ
ー
罪

l
購
橋
門
浮
彫
に
お
け
る
表
現
を
見
た
似
合
'
留
め
貝
が
前
向
き
の
像
の
眉
前
の
連
り
に

刻
ま
れ
て
い
る
の
は
､
留
め
貝
の
存
在

を
憩
潮
す
る
た
め
の
野
な
る
方
便
に
し
て
は
､
少
し
過
剰
と
感
じ
ら
れ
る
O
彫
刻
に
お
い
て
留
め
貝
が

現
れ
る
位
腿
と
鵬
逃
し
て
'
留
め
貝
を
星

別
に
出
す
頚
飾
り
の
若
け
方
が
現
耳
に
流
行
し
た
か
否
か
は
､
浮
彫
と
丸
彫
を
見
る
頗
り
､
ど
ち
ら

と
も
断
言
出
火
な
い
｡

さ
て
､
か
か
る
頚
飾
り
留
め
貝
は
'
先
に
取
り
上
げ
た
タ
ー
バ
ン
の
形
式
担
化
と
呼
鹿
す
る
か
の
よ
う
に
､
ク
/
ヤ
ー
ン
時
代
に
な
る
ま
で

に
'
彫
刻
作
例
に
見
ら
れ
Lll-
な
る
｡
そ
れ
と
同
時
に
､
掛
を
何
連
も
横
に
退
べ
二
頂
所
で
四
角
い
飾
り
頓
を
繋
い
だ
形
式
の
頬
飾
り
が
､
徐
々

に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
し
い
｡
マ
ト
ゥ
ラ
I
か
ら
は
'
光
背
が
彫
り
出
さ
れ
て
い
る
た
め
､
頚
の
後

ラクナウ州立rg物鮒

ろ
が
確
認
出
来
な
い
悌
教
の
菩
薩
像
以
外
に
'
ク
ソ
ヤ
ー
ン
時
代
の
丸
彫
明
神
像
が
'
少
な
く
と
も
二
､

三
倍
出
土
し
て
い
て
､
朝
飾
り
の
宕
け
方
が
観
察
出
来
る
Q

l
例
を
挙
げ
れ
ば
'
同
時
代
の
比
較
的
早
い

作
と
考
え
ら
れ
る
､
ガ
ネ
I
ン
ユ
ラ
ー
出
土
の
東
部
を
秋
航
し
た
男
神
像

(従
架

｢賛
成
俊
｣
と
さ
れ
て
米
た

が
､
光
背
が
な
い
以
上
'
明
ら
か
に
洋
銀
で
は
な
い
)
(ラ
ク
ナ
ウ
州
EV
博
物
触
感
)
は
､
二
重
の
郡
飾
り
を
ポ
け
る
鮎

や
長
い
方
の
朝
飾
り
が
雛
を
‖血
べ
て
作
ら
れ
て
い
る
鮎
で
､
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時
代
以
来
の
形
式
を

持

っ
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
､
背
面
か
ら
搬
察
す
る
と
'
朝
飾
り
が
申
純
に
紐
を
結
ん
で
省
け
ら
れ
て
い

る
の
が
判
る

(iE
t
西
)0

こ
の
よ
う
な
軸
飾
り
の
石
け
方
が
､
正
純
に
い
つ
始
ま
っ
た
か
は
不
明
な
が
ら
'
後

1
0
0
年
前
後
を

項
と
し
て
'
留
め
貝
を
用
い
た
甑
飾
り
が
'
彫
刻
作
例
に
見
ら
れ
な
く
な
る
の
は
確
か
で
あ
る
｡
襲
化
が
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速
や
か
で
あ

っ
た
の
か
､
新
し
い
着
け
方
が
現
れ
て
か
ら
古
い
形
式
も
行
わ
れ
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
｡
同
様
に
二
世
紀
に
入

っ
て
か
ら
制
作

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
､
パ
ワ
ー
ヤ
ー
出
土
の
マ
ニ
バ
ド
ラ

･
ヤ
ク
シ
ャ
像

(グ
ア
-
リ
オ
ー
ル
考
古
博
物
館
戒
)
は
､
丸
彫
の
た
め
背
面
も
彫
刻
さ

捕

れ
､
新
し
い
形
式
の
頚
飾
り
を
紐
で
結
ん
で
着
け
て
い
る
の
が
確
認
出
来
る
｡
な
お
西
部
イ
ン
ド
お
よ
び
南
部
イ
ン
ド
の
彫
刻
で
､
ク
シ
ャ
ー

ン
時
代
の
制
作
に
な
る
も
の
に
'
頚
飾
り
留
め
具
が
刻
み
出
さ
れ
て
い
る
例
は
皆
無
で
あ
る
｡

以
上
の
比
較
か
ら
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
墓
に
措
か
れ
た
､
王
侯
男
性
の
頚
飾
り
留
め
具
は
､
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時
代
の
彫
刻
に
表
さ

れ
た
､
王
侯
の
形
姿
を
取

っ
た
像
に
通
有
の
形
式
で
あ
る
と
言
い
得
る
｡
上
に
取
り
上
げ
た
作
例
か
ら
､
か
か
る
形
式
は
､
地
域
性
よ
り
も
時

代
性
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
前
向
き
の
像
が
､
肩
先
に
留
め
具
を
見
せ
て
い
る
鮎
を
重
税
す
れ
ば
､
ア
ジ

ャ
ン

タ
-
前
期
壁
童
は
､
同
時
代
後
半
の
彫
刻
と
の
連
関
が
強
い
と
結
論
出
来
る
｡
頚
飾
り
の
着
け
方
の
愛
化
を
制
作
年
代
考
察
の
手
掛
か
り
と
す

る
こ
と
は
､
先
の
タ
ー
バ
ン
と
全
-
同
様
に
､
制
作
時
期
が
未
確
定
で
あ
る
彫
刻
作
例
の
年
代
決
定
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
パ
ト

ナ
ー
出
土
の
丸
彫
男
神
像
二
髄

(カ
ル
カ
ッ
タ
'
イ
ン
ド
博
物
館
戒
)
は
'
制
作
時
期
に
つ
い
て
前
三
世
紀
か
ら

一
世
紀
ま
で
諸
説
あ
る
け
れ
ど
も
､

う
ち

一
億
の
頚
飾
り
が
､
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時
代
の
彫
刻
に
は
現
れ
な
い
新
形
式
で
あ
る
上
に
､
二
健
と
も
留
め
具
を
用
い
ず
紐
の
み
で
頚

飾
り
を
着
脱
す
る
形
で
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
､
制
作
時
期
の
再
検
討
が
迫
ら
れ
よ
う
｡

佃

第
九
窟
壁
蓋
に
の
み
現
れ
る
形
象

王
侯
の
儀
穫
用
タ
ー
バ
ン

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九
窟
左
側
廊
壁
童
の
う
ち
'
ス
ト
ゥ
-
パ
を
樽
拝
す
る
王
侯
た
ち
の

一
群
中
に
､
一
際
目
亘

っ
た
男
性
が
措
か
れ
て
い
る
0

そ
の
人
物
は
､
ス
ト
ゥ
-
パ
に
比
較
的
近
い
場
所
に
亘

っ
て
い
て
､
顎
髭
を
生
や
し
て
い
る
鮎
と
'
タ
ー
バ
ン
の
馨
を
包
む
部
分
が
装
飾
化
さ

れ
て
大
き
い
鮎
で
､
他
か
ら
匡
別
さ
れ
る

(園
二
五
)｡
特
に
タ
ー
バ
ン
の
撃
を
包
む
部
分
は
､
幾
重
に
も
飾
り
裂
が
巻
き
付
け
ら
れ
て
飾
ら
れ
て

い
る
｡
同
男
性
の
向
か

っ
て
左
に
は
､
顎
髭
こ
そ
な
い
が
､
や
や
装
飾
が
控
え
目
な
同
種
の
タ
ー
バ
ン
を
着
け
た
男
性
が
措
か
れ
て
い
る
｡
前
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省
は
､
十
赦
名
か
ら
な
る
'
ス
ト
ゥ
I
バ
供
葦
を
な
す
人
物
中
に
あ
っ

て
､
足
も
身
分
の
高
い
王
で
あ
り
､
後
者
は
恐
ら
く
王
子
で
あ
ろ
う
.

こ
の
よ
う
に
暫
称
分
が
過
大
で
､
し
か
も
飾
り
た
て
ら
れ
た
タ
ー
バ

ン
は
､
ポ
ス
ト

･
マ
ク
リ
7
時
代
の
彫
刻
に
お
い
て
サ
ー
ン
チ
ー
邦

1
二
二
椛
塔
門
浮
彫
に
多
叔
現
れ
る
｡
そ
れ
以
外
に
は
､
サ
ー
ン
チ
ー

第
二
塔
棚
措
辞
影
の
う
ち
'
遅
れ
て
改
刻
お
よ
び
追
刻
さ
れ

た
悉
面
の

1
つ

(苅

下
ヒ
春
作
両
面
琴

1匿
i
i)'
あ
る
い
は
マ
ト
ゥ
ラ
ー
近
郊
山

-れ
l

上
の
九
彫
神

像
二
位

(
マ
･･
ウ
ラ
ー
博
物
仙
丘
)
に
も
認
め
ら
れ
る
｡
他
に

は
'
近
似
し
た
タ
ー
バ
ン
が

'
マ
ト
ゥ
ラ
I
出
土
の
浮
杉
の
錘

1
都
に

(苔

見
ら
れ
る
だ
け
で
あ

る

｡

こ
れ
ら
は
サ
ー
ン
チ
ー
第

1
二
二
塔
塔
門
浮
彫
と
大
凡
同
時
代
の
作
と
石
放
し
得
る
o
た
だ
し
農
密
に
言
え
ば
､
マ

ト
ゥ
ラ
I
の
丸
彫
神
像
の
タ
ー
バ
ン
は
､
蟹
玉
と
浮
影
に
比
べ
て
盟
を
収
っ
た
布
飾
り
が
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
い
の
で
､
少
し
遡
る
制
作
で
あ

る
可
能
性
も
あ
る
｡
サ
ー
ン
チ
ー
の
浮
彰
で
は
､
タ
ー
バ
ン
の
僧
都
分
が
か
な
り
蚕
対
さ
れ
良
人
に
讃
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
､
噂
丑
に
お

け
る
助
合
と
全
く
同
形
と
は
言

い
搬
い
が
､
鹿
本
的
に
同
和
萩
の
タ
ー
バ
ン
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
C
サ
ー
ン
チ
I
誘

一
横
塔
門
に

あ
っ
て
は
､
通
常
の
タ
ー
バ
ン
を
着
け
た
人
物
の
み
で
構
成
さ
れ
た
丑
面
も
少
な
く
な
い
が
､
か
な
り
の
敗
の
査
面
に
か
か
る
タ
ー
バ
ン
を
省

け
た
王
侯
あ
る
い
は
列
掛
が
浮
彫
ら
れ
て
い
る
(f
二
六
)｡
同
i=3
三
塔
堵
門
で
は
､
門
仕
上
の
赦
遜
庇
に
､
こ
の
形
の
タ
ー
バ
ン
が
去
さ
れ
て
い

る
｡サ

ー
ン
チ
ー
第

1
二
二
塔
塔
門
浮
影
で
'
か
か
る
タ
ー
バ
ン
を
前
け
た
王
侯
あ
る
い
は
明
神
は
'
何
か
を
抱
拝
す
る
場
面
ま
た
は
外
出
す
る

場
面
な
ど
に
表
さ
れ
､
正
装
し
て
い
る
有
様
が
描
究
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
か
か
る
タ
ー
バ
ン
は
'
形
の
上
か
ら
も
普
段
用
い
る
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も
の
で
な
く
､
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
王
の
怖
戚
与
誇
示
す
る
た
め
の
俵
穏
用
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
.
ア
ジ
ャ
ン
タ
I
節
九
招
左
側
雌
壁
に
描
か
れ
た
王
と
王
子
の
タ
ー

バ
ン
は
､
塀
面
の
状
況
か
ら
正
に
そ
の
よ
う
な
性
格
を
示
し
て
い
る
｡
サ
ー
ン
チ
ー

第

7
堺
塔
門
浮
杉
に
か
か
る
タ
ー
バ
ン
が
多
数
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
､
王
快
や
男
神

が
偵
頑
用
タ
ー
バ
ン
を
胡
け
る
必
要
が
な
い
域
合
で
あ
っ
て
も
'
同

1
東
面
に
現
れ

る
校
放
列
性
に
菱
化
を
琴

入
る
た
め
､
あ
る
い
は
身
分
の
迎
い
を
示
す
た
め
で
あ

っ

た
と
考
え
ら
れ
る
｡

生
鮮
が
嘩

T<
目
で
若
干
早
-
制
作
さ
れ
た
と
も
見
ら
れ
る
マ
ト
ゥ
ラ
I
の
丸
彫
神

像
を
措
い
て
'
王
侯
の
損
得
用
タ
ー
バ
ン
は
'
サ
ー
ン
チ
ー
第

1
塔
塔
門
浮
彫
よ
り

前
の
作
例
に
全
く
見
出
せ
な
い
｡
例
え
ば
パ
ー
ル
7
7
ト
Ⅶ
楯
浮
彫
中
に
は
､
か
か

る
タ
ー
バ
ン
が
現
れ
て
も
不
思
議
で
な
い
迦
面
が
多
-
存
在
し
な
が
ら
'
軒
桁
に
は

全
く
措
乾
さ
れ
て
い
な
い
｡
思
う
に
タ
ー
バ
ン
の
形
式
が
兼
戦
連
で
､
俵
程
用
タ
ー
バ
ン
が
1:5時
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
ま
た

サ
ー
ン
チ
I
夢

二
塔
塔
門
浮
形
よ
り
遅
れ
る
彫
刻
作
例
に
も
､
.)
の
形
式
は
全
-
見
ら
れ
な
い
｡
た
だ
し
サ
ー
ン
チ
ー
邦

1
･
三
横
倍
門
辞
彫

と
制
作
時
期
が
近
い
と
思
わ
れ
る
､

7
-
ン
ド
ラ
地
方
の
ジ
ヤ
ツ
ガ

ッ
ヤ
ベ
ー
タ
出
土
の
ス
ト
ゥ
ー
バ
題
雌
石
板
浮
彫

(
マ
ド
ラ
ス
州
.止
博
物
触

良
)
に
は
'
3iJ都
分
を
格
別
誇
張
す
る
軸
で
同
じ
だ
が
､
そ
の
先
端
が
上
方
に
曲
が
っ
た
形
で
児
な
っ
た
鳩
社
用
タ
ー
バ
ン
が
描
〟.,.=
さ
れ
て
い

る
｡
謎
本
的
に
同
機
の
タ
ー
バ
ン
に
地
域
的
筆
型
が
加
わ
っ
た
例
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
安
す
る
に
仏
和
用
タ
ー
バ
ン
は
､
比
較
的
短
期

州
の
み
流
行
し
て
､
横
能
性
に
放
け
る
た
め
早
く
磨
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
あ
る
い
は
へ
既
述
の
カ
ー
ル
ラ
ー
石
謝
辞
彫
の
-
ト
ゥ
ナ
俊
に
お
い

て
'

1
郡
に
成
れ
た
過
渡
的
形
式
の
タ
ー
バ
ン
を
介
在
さ
せ
て
考

え
る
と
'
ク
ソ
十
-
ノ
時
代
に

T
般
化
す
る
形
式
の
王
侯
の
タ
ー
バ
ン
は
'
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か
か
る
儀
躍
用
タ
ー
バ
ン
に
付
け
ら
れ
た
布
飾
り
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
豆
し
た
と
､
看
倣
す
こ
と
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
｡

上
に
示
し
た
よ
う
に
､
王
侯
の
儀
樽
用
タ
ー
バ
ン
が
描
寓
さ
れ
て
い
る
鮎
で
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九
窟
壁
毒
は
サ
ー
ン
チ
-
第

一
･
三
塔
塔

門
浮
彫
と
制
作
時
期
が
近
い
と
言
え
る
｡
な
お
第
九
窟
壁
重
に
は
､
撃
を
側
頭
部
寄
り
に
作

っ
て
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
男
性
が
数
人
措
か
れ
て

い
る
｡
細
部
ま
で
形
式
が
近
似
し
た
タ
ー
バ
ン
は
､
や
は
り
サ
ー
ン
チ
1
第

l
塔
塔
門
浮
彫
に
時
々
表
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
､
他
の
作
例
に
殆

ど
見
出
せ
な
い
｡
か
か
る
鮎
に
お
い
て
も
､
第
九
窟
壁
重
と
サ
ー
ン
チ
-
第

一
塔
塔
門
浮
彫
の
関
係
は
深
い
と
推
測
さ
れ
る
｡
た
だ
強
い
て
言

え
ば
､
壁
墓
に
お
け
る
方
が
､
撃
が
側
頭
部
に
寄

っ
た
埜
型
タ
ー
バ
ン
が
判
然
と
措
か
れ
て
い
て
'
同
浮
彫
に
お
け
る
よ
り
も
形
式
上
若
干
展

開
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡

用

第
十
窟
左
側
廊

･
右
側
廊
壁
童
に
共
通
し
て
現
れ
る
形
象

女
性
の
被
り
物

第
十
窟
左
側
廊

･
右
側
廊
壁
重
に
措
か
れ
､
第
九
窟
壁
童
の
現
存
部
分
に
全
-
現
れ
な
い
形
象
で
'
制
作
年
代
の
検
討
に
参
考
と
な
る
も
の

に
女
性
が
頭
に
着
け
る
被
り
物
が
あ
る
｡
第
十
窟
左
側
廊
壁
童
に
お
い
て
､
窟
前
方
お
よ
び
ス
ト
ゥ
-
パ
に
近
い
窟
後
方
に
断
片
的
に
残
る
性

別
が
不
明
な
も
の
を
除
外
す
れ
ば
､
特
に

｢成
道
｣
場
面
に
集
中
し
て
'
二
十
六
の
女
性
像
が
現
存
し
て
い
る
｡
そ
の
う
ち
剥
落
の
た
め
判
断

し
難
い
も
の
を
措
く
と
､
十
五
の
女
性
像
が
､
問
題
の
被
り
物
を
着
け
て
措
か
れ
て
い
る

(囲
二
七
)｡
右
側
廊
壁
童
で
は
､
同

一
人
物
の
繰
り
返

し
を
含
め
て
'
｢
シ
ヤ
ー
マ
･
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
で
二
人
､
｢六
牙
象
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
で
十
八
人
､
｢菩
提
樹
供
養
｣
で
六
人
の
女
性
が
表
さ
れ
て
い

る
｡
そ
の
う
ち
同
種
の
被
り
物
は
､
｢六
牙
象
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
中
の

一
健
と

｢菩
提
樹
供
養
｣
中
の
三
髄
の
女
性
像
に
認
め
ら
れ
る
｡

今
取
り
上
げ
て
い
る
被
り
物
は
'
上
流
階
級
の
女
性
あ
る
い
は
そ
れ
と
同
等
の
姿
を
取
る
女
神
が
着
け
る
も
の
で
あ

っ
た
ら
し
い
｡
右
側
廓

の

｢六
牙
象
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
に
お
い
て
､
王
妃
が
着
け
ず
､
侍
女
が
着
け
て
い
る
鮎
か
ら
判
断
す
る
と
､
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
晴
れ
の
場
や
外

四一∫

出
時
に
着
用
す
る
傾
向
が
あ

っ
た
や
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
被
り
物
は
､
壁
毒
あ
る
い
は
後
で
記
す
彫
刻
で
見
る
限
り
､
文
様
入
り
の
厚
手
の
裂
､



あ
る
い
は
刺
織
で
飾
ら
れ
た
布
製
で
'
比
按
的
長
く
輪
状
に
な
っ
て

い
て
､
前
頭
部
を
中
心
に
租
の

1
郡
か
ら
頭
頂
部
､
そ
し
て
側
頑
郡

の

1
帯
と
耳
を
腿
す
よ
う
に
着
け
､
錬

っ
た
分
を
背
後
に
垂
ら
し
て

い
る
｡
布
は

一
番
と
は
限
ら
な
か

っ
た
よ
う
で
'
吸
牧
の
布
を
頚
ね

て
被

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
女
性
像
が
救
例
温
め
ら
れ
る
と
と
も

に
'
二
枚
の
布
を
前
頭
郡
で
交
叉
さ
せ
て
'
被

っ
て
い
る
女
性
像
が
､

左
側
廊
筆
立
の

｢成
必
｣
場
面
に

1
例
措
か
れ
て
い
る
｡

か
か
る
被
り
物
は
､
既
に
パ
ー
ル
フ
ッ
ト
胡
稲
梓
彫
に
現
れ
て
い

る
｡
同
辞
影
に
ぷ
さ
れ
た
女
性
は
､
儀
任
か
な
例
外
を
除
い
て
'
絶

て
ア
ジ
+
/
タ
ー
第
十
窟
空
重
に
お
け
る
の
と
同
席
の
披
り
物
を
前

け
て
い
る
｡
同
浮
彫
中
'
胡
併
任
に
彫
ら
れ
た
等
身
大
に
近
い
女
神

像
に
よ
っ
て
､
放
り
物
に
付
け
ら
れ
た
紬
か
な
文
様
の
斑
際
が
判
る

(iE
二
八
).
前

1
世
紀
初
乃
至
前
半
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

サ
ー
ン
チ
ー
節
二
堵
珊
楯
浮
鹿
に
お
い
て
J
)､
か
か
る
女
性
の
披
り

物

に
関
し

て
'
ほ
ぼ
同
様
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
｡

ボ
ー
ド

･
ガ
ヤ
ー
胡
楯
浮
影
は
､
概
し
て
小
便
が
多
い
上
に
風
化

が
進
ん
で
い
る
た
め
'
女
性
の
放
り
物
に
つ
い
て
は
､
不
分
明
i･t
鮎

が
少
な
く
な
い
｡
た
だ
叔
寮
可
能
な
査
面
に
よ
る
限
り
､
素
材
は
同

H二七 女性 (五N)頭部 (｢成ia｣稚分)
T:ノ十ンタ一節十向丘N峰延
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様
に
せ
よ
'
被
り
物
は
頑
か
ら
背
中
に
垂
れ
る
形
式
で
な
-
､
頭
頂
部
と
後
頭
部
の

一
都
を
覆
う
帽
子
状
に
表
さ
れ
て
い
る
｡
被
り
物
の
形
自

髄
が
こ
の
地
方
で
異
な

っ
て
い
た
の
か
､
あ
る
い
は
､
基
本
的
に
同
形
式
の
被
り
物
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
が
､
彫
刻
家
の
捉
え
方
が
違

っ
て

い
た
の
か
､
ど
ち
ら
と
も
断
定
出
来
な
い
｡

サ
ー
ン
チ
-
第

一
･
lll塔
塔
門
浮
彫
は
､
上
に
言
及
し
た
浮
彫
よ
り
制
作
時
期
が
遅
れ
る
た
め
か
､
女
性
の
髪
型
や
被
り
物
に
関
し
て
か
な

り
多
様
に
な

っ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
今
問
題
に
な

っ
て
い
る
形
の
被
り
物
を
着
け
た
女
性
像
が
壁
倒
的
に
多
い
｡
な
お
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
十
窟

壁
蓋
に
見
ら
れ
る
､
他
の
被
り
物
や
髪
型
の
殆
ど
に
つ
い
て
､
個
々
に
指
摘
す
る
の
は
省
略
す
る
が
､
同
浮
彫
中
に
同
じ
形
が
確
認
さ
れ
る
こ

と
を
言
い
添
え
て
お
く
｡

問
題
の
被
り
物
は
､
西
部
イ
ン
ド
の
係
数
石
窟
浮
彫
や
'
南
部
イ
ン
ド
の
ア
-
ン
ド
ラ
地
方
の
ス
ト
ゥ
-
パ
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
浮
彫
で
､

ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時
代
に
制
作
さ
れ
た
も
の
に
は
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
｡
例
を
示
せ
ば
､
前

一
世
紀
末
乃
至
後

一
世
紀
前
牛
の
制
作
と
看

徹
さ
れ
る
ベ
-
ド
ゥ
サ
ー
石
窟
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
に
お
い
て
'
ヴ

ェ
ラ
ン
ダ
桂
の
柱
頭
に
表
さ
れ
た
-
ト
ゥ
ナ
像
浮
彫
や
､
カ
ー
ル
ラ
ー
の

チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
に
お
け
る
ミ
ト
ゥ
ナ
像
浮
彫
､
あ
る
い
は
ア
-
ン
ド
ラ
地
方
の
ジ
ャ
ッ
ガ

ッ
ヤ
ベ
ー
タ
出
土
ス
ト
ゥ
-
パ
基
壇
石
板
浮
彫
中

の
女
性
像
に
も
､
同
形
式
の
被
り
物
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
｡

た
だ
し
カ
ー
ル
ラ
ー
石
窟
浮
彫
に
つ
い
て
は
'
次
の
鮎
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡
即
ち
-
ト
ゥ
ナ
像
の
女
性
の
中
に
は
､
被
り
物

を
少
し
後
ろ
寄
り
に
着
け
て
い
る
も
の
が
あ
り
､
同
じ
被
り
物
を
表
し
た
他
の
浮
彫
に
比
べ
て
'
着
け
方
に
愛
化
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る

(囲
一
八
)｡
タ
ー
バ
ン
の
場
合
と
同
様
に
､
同
浮
彫
は
服
飾
に
関
し
て
､
あ
る
面
過
渡
的
段
階
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
強
-
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
-

前
期
壁
毒
の
制
作
年
代
を
推
察
す
る
上
で
､
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
に
入
る
と
'
か
か
る
形
式
の
被
り
物
は
､
イ
ン
ド
の
如
何
な
る
地
域
の
彫
刻
に
も
現
れ
な
-
な
る
｡
そ
の
鮎
は
､
既
に
取

り
上
げ
た
形
象
の
場
合
と
全
-
同
様
で
あ
る
｡
た
だ
北
と
南
で
女
性
の
髪
型
に
か
な
り
差
が
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
即
ち

マ
ト
ゥ

481



ラ
ー
に
お
い
て
ク
ン
ヤ
ー
ン
時
代
に
制
作
さ
れ
た
彫
刻
で
は
､
女
性
像
の
過
半
が
被
り
物
を

1
切
石
け
ず
'
萄
特
の
髭
型
を

不
し
て
い
る
｡
被

り
物
は
､
巣
民
族
の
女
性
を
表
し
た
と
思
わ
れ
る
俊
で
'
頭
頂
郡
を
覆
う
低
い
相
子
状
の
物
が
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
｡

ク
/
ヤ
ー
ン
時
代
の
7
-
ン
ド
ラ
地
方
で
制
作
さ
れ
た
彫

刻に
お
い
て
'
ア
マ
ラ
ー
ゲ
ァ
テ
ィ
ー
出
土
浮
彫
に
し
ば
し
ば
表
さ
れ
て
い
る
背

面
像
で
親
祭
す
る
と
､
女
性
は
紫
型
の
鮎
で
マ
ト
ゥ
ラ
ー
に
似
て
い
る
も
の
の
､
殆
ど
の
場
合
後
頭
部
で
髪
を
絡
め
て
作

っ
た
髭
に
､
ポ
ス

ト

･
マ
ウ
リ
7
時
代
の
浮
影
に
見
ら
れ
た
も
の
と
形
が
類
似
し
た
､
長
-
垂
れ
下
が
る
輪
に
な

っ
た
飾
り
を
懸
け
て
い
る

(ii
1
1<
)｡
こ
れ
は
､

マ
ト
ゥ
ラ
I
で
は
全
く
見
ら
れ
な
い
形
式
で
あ
る
｡
慈
恵
的
な
見
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
､
7
-
/
ド
ラ
地
方
で
上
流
の
女
性
は
､

マ
ト
ゥ

ラ
I
で
流
行
し
た
も
の
に
近
い
架
型
を
依
り
入
れ
る
と
同
時
に
､
前
代
に

l
般
的
で
あ
っ
た
被
り
物
を
放
棄
せ
ず
'
後
頭
部
に
ず
ら
せ
解
に
懸

け
て
用
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

■■･..I._.▲_ ここ一一 - -,⊂王:Lここ

A(二ノL ｢ラー7ラとの対面｣邸分
アマラー ゲ1テ ィ-山上1t楯III石
アマラーゲ′ティ-々LLrTg物鮒

ク
ノ
ヶ
ー
ン
時
代
に
制
作
さ
れ
た
俳
敬
石
窟
中
の
浮
彫
で
は
'
カ
ン
ヘ
I
リ
の

チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
入
口
の
･r,
ト
ゥ
ナ
俊
に
お
い
て
､
頭
郡
が
破
損
し
た

l
鰻
を
除

き
､
女
性
健
三
僧
は
'
頑
に
鉢
怒
状
に
飾
り
倍
を
締
め
､
前
代
の
被
り
物
に
形
式
那

近
い
飾
り
布
を
､
後
頭
部
寄
り
に
懸
け
て
下
に
垂
ら
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
マ
ト
ゥ

ラ
I
と
も
7
-
ン
ド
ラ
地
方
と
も
迎
う
形
式
で
あ
る
が
､
促
い
て
言
え
ば
後
者
に
近

似
し
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､
や
は
り
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
7
時
代
の
彫
刻
に
お

け
る
被
り
物
の
石
け
方
と
は
､
大
き
く
兜
な
っ
て
い
る
｡

上
述
の
比
較
か
ら
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
諦
十
窟
壁
正
に
描
か
れ
た
女
性
の
被
り
物

は
'
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
リ
ア
時
代
の
浮
彫
に
見
ら
れ
る
形
式
と

1
致
す
る
こ
と
が
明
白

で
あ
る
｡
同
壁
丑
に
現
れ
る
他
の
髪
型
や
被
り
物
を
も
顧
慮
す
る
と
へ
男
性
の
頚
柿
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り
留
め
具
の
場
合
と
異
な
り
､
ボ
ー
ド

･
ガ
ヤ
ー
欄
楯
浮
彫
と
は
被
り
物
の
形
式
が
相
似
し
な
い
も
の
の
､
そ
こ
反
映
さ
れ
た
時
世
の
鮎
で
､

や
は
り
サ
ー
ン
チ
-
第

一
･
三
塔
塔
門
浮
彫
と
の
密
接
な
関
係
が
指
摘
出
来
る
｡

囲

第
十
窟
左
側
廊
壁
重
に
の
み
現
れ
る
形
象

①

王
侯
風
男
性
の
特
殊
な
髪
型

第
十
窟
左
側
廊
壁
蓋
の

｢成
道
｣
場
面
に
は
､
前
期
壁
童
の
他
の
部
分
に
見
ら
れ
な
い
髪
型
を
し
た
王
侯
風
男
性
が
措
か
れ
て
い
る

(囲
一

二
)｡
向
か

っ
て
右
横
の
女
性
の
右
肩
に
左
手
を
お
い
た
男
性
で
､
落
臆
し
た
マ
-
ラ
と
解
す
る
説
が
あ
る
人
物
で
あ
る
｡
同
人
物
の
比
定
に
関

し
て
は
､
後
に
更
に
解
れ
る
こ
と
と
し
て
､
差
し
富
た
り
特
殊
な
髪
型
だ
け
に
注
目
す
る
｡
こ
の
髪
型
は
'
前
頭
部
と
側
頭
部
の
境
通
り
で
大

き
-
磐
を
取

っ
た
形
で
､
今
の
場
合
は
撃
が
向
か

っ
て
左
側
に
寄

っ
て
い
る
｡
大
き
な
害
に
は
､
賓
石
を
連
ね
た
装
飾
を
髪
の
毛
の
流
れ
に

従

っ
て
廻
ら
せ
て
い
る
の
が
､
壁
蓋
か
ら
判
る
｡

か
か
る
髪
型
は
'
ポ
ス
ト

･
マ
ウ
-
ア
時
代
お
よ
び
ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
を
通
じ
て
'
彫
刻
作
例
に
は
殆
ど
現
れ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
サ
ー
ン

チ
-
第

一
塔
塔
門
浮
彫
に
お
い
て
の
み
'
複
数
の
毒
面
に
同
種
の
髪
型
を
し
た
王
侯
風
男
性
像
が
見
ら
れ
る
｡
即
ち
南
門
左
桂
正
面
第
三
匝
劃

(主
題
未
詳
)､
北
門
左
桂
内
側
面
第
二
匡
劃

(主
題
未
詳
)､
同
第
三
匝
劃

(｢竹
林
精
舎
説
法
｣)､
東
門
下
段
楯
正
面

(通
常

｢
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
菩
提
樹

参
拝
｣
と
さ
れ
る
)､
同
左
桂
正
面
第
二
匿
劃

(｢成
道
｣)
の
五
重
面
に
か
か
る
髪
型
の
男
性
が
刻
ま
れ
て
い
る
｡
そ
の
う
ち
東
門
下
段
楯
正
面
に
お

い
て
は
'
同

一
人
物
の
繰
り
返
し
が
あ
る
と
思
わ
れ
'
そ
れ
も
別
個
に
数
え
る
と
､
こ
の
髪
型
の
男
性
が
三
億
認
め
ら
れ
る

(囲
三
〇
)｡
他
の
蓋

面
で
は
'
各

一
億
の
み
現
れ
る
｡
な
お

一
見
類
似
し
た
髪
型
が
'
西
門
石
柱
内
側
面
最
下
匿
劃
の
守
門
神
像
と
同
左
桂
外
側
面
の
装
飾
文
中
の

男
性
像
に
現
れ
る
｡
し
か
し
よ
く
観
察
す
る
と
､
絶
て
髪
の
短
い
頭
部
に
､
球
形
の
飾
り
か
何
か
が
付
い
た
鉢
巻
状
の
帯
を
締
め
た
状
態
を
表

し
て
い
て
､
全
く
別
種
の
髪
型
で
あ
る
こ
と
が
剃
る
｡

さ
て
今
挙
げ
た
五
蓋
面
の
う
ち
､
東
門
下
段
楯
正
面
は
､
最
近
提
出
さ
れ
た
説
に
よ
っ
て
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
十
窟
左
側
廊
壁
蓋
の

｢成
道
｣

483
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と
鵬
係
付
け
ら
れ
'
従
来
の

｢
ア
シ
n
I
力
王
の
書
出
樹
参
拝
｣
と
す
る
主
題
比
定

tm

が
否
定
さ
れ
て
'
同
じ
く

｢成
氾
｣
と
さ
れ
た
｡
上
述
の
如
く
'
同
辞
膨
土
面
で
は

問
題
の
髭
型
を
し
た
男
性
が
三
世
彫
ら
れ
て
い
る
｡
韮
面
中
央
に
は
菩
提
樹
が
表
さ

れ
'
そ
の
左
側
で
は
､
菩
提
樹
の
左
下
に
壷
を
持
っ
て
豆
つ
男
性
､
右
僻
で
は
'
菩

提
樹
の
右
下
で
合
辛
す
る
男
性
と
'
そ
の
更
に
右
で
象
の
後
脚
上
に
豆
つ
男
性
が
問

越
の
安
里
を
し
て
い
る
｡
こ
の
立
面
を
い
ず
れ
の
王
威
に
比
定
す
る
場
合
で
･0
'
後

二
者
は
'
同

一
人
物
の
異
な
っ
た
動
作
と
解
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
土
面
を

｢
成
道
｣
と
す
る
説
で
は
､
食
前
右
側
に
二
庶
表
さ
れ
た
男
性
と
ア

ジ
ャ
ン
タ
I
第
十
窟
左
側
鹿
壁
畳
の
｢成
必
｣
に
描
か
れ
た
同
座
の
変
型
の
男
性
が
'

と
も
に
マ
ー
二
7
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
同
説
で
は
'
髪
型
の
1
敦
に
気
付
か
な
か
っ

た
の
か
'
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
'
こ
の
説
を
認
め
た
場
合
'
浮
杉
と
壁
ま
で

動
作
が
異
な
る
も
の
の
､
マ
1
-7
が
雨
着
に
お
い
て
同
じ
変
型
で
表
さ
れ
て
い
る
鮎

は
注
意
さ
れ
る
｡
サ
ー
ン
チ
ー
邦

1
増
収
門
に
お
い
て
'
浮
彫
丑
面
左
の
壷
を
持
っ

た
男
性
が
'
同
詮
に

題
づ
い
た
に
せ
よ
'
マ
I
ラ
と
は
解
挿
出
来
a･.
い
の
に
加
え
て
'

同
北
門
左
往
に
満
す
る
二
丑
面
で
も
'
同
じ
紫
製
を
し
た
人
物
が
マ
ー
ラ
を
表
わ
し

て
い
る
可
能
性
が
か
な
り
低
い
か
ら
に
は
､
か
か
る
髪
型
を
マ
ー
ラ
固
有
の
も
の
と

は
石
撒
し
得
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
同
じ
く
如
門
左
往
の

｢成
滋
｣
を
点
し
た
正

面
に
'
タ
ー
バ
ン
を
か
け
合
革
す
る
三
人
の
列
性
と
と
も
に
'
問
題
の

髪
型
を
し
て



合
掌
す
る
人
物
が
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
､
｢成
皿
｣
に
か
か
る
髪
型
の
男
性
が
登
城
す
る
の
が
'

即な
る
偶
然
と
も
言
い
切
れ
な

い
｡問題

の
髪
型
を
し
た
男
性
が
現
れ
る
頻
り
の
一
丑
面
'
即
ち
南
門
左
桂
の
土
面
は
'
同
門
が
倒
壊
し
た
際
の
旧
儲
お
よ
び
風
化
に
よ
っ
て
､

1
部
分
救
察
し
難
い
状
態
で
あ
る

(■
三
I
)｡
け
れ
ど
も
土
面
右
下
に
表
さ
れ
て
い
る
の
が
､
牙
を
見
せ
る
な
ど
醜
悪
な
容
貌
を
持
つ
と
同
時

に
'
短
4
で
頑
邸
が
過
大
tId兇
形
の
人
物
群
で
あ
る
こ
と
か
ら
､
そ
れ
ら
を
率
い
る
問
題
の
髪
型
を
し
た
騎
毅
人
物
は
､
マ
ー
二
フ
で
あ
る
可
能

性
が
人
で
あ
る
.
つ
ま
り
こ
の
土
面
は
'
マ
-
ラ
が
そ
の
軍
勢
を
従
え
て
､
ン
十
-
キ
ア
ム
二
を
妨
告
す
る
た
め
に
騒
け
つ
け
る
坂
両
を
戎
す

と
考
え
ら
れ
る
｡
か
つ
て
同
士
面
は
'
イ
ン
ド
ラ
を
初
め
と
す
る
神
々
が
'
併
発
供
養
に
藁

す
る
様
を
表
す
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た

が
､
異
形
の
人
物
の
存
在
か
ら
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
の
丑
面
で
も
､
か
か
る
特
殊
な
髪
型
と
マ
ー
ラ
が
結
び
付
け

得
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
同
暮
面
の
場
合
､
磐
を
側
頭
範
寄
り
に
作
っ
て
タ
ー
バ
ン
を
巻
い
た
形
が
'
部
分
的
風
化
に
よ
っ
て
､
問
題
の
髪
型
に

見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
'
言
い
添
え
て
お
か

Iq三一 サ ー ンチー苅-J古FGFl左蛙正面第

二11JI

ね
ば
な
ら
な
い
｡

サ
ー
ン
チ
ー
邦

l
塔
堵
門
浮
彫
で
は
､
他
に
北
門
中
段
楯
背
面
､
四
円
下
段
府

背
面
お
よ
び
同
右
桂
内
側
面
股
上
監
制
に

｢成
心
｣
が
表
さ
れ
て
い
る
｡
B
Lに
南

門
左
蛙
内
側
面
最
上
区
制
も
'
同
壬
超
の
可
能
性
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
韮
面
に
お

い
て
'
マ
ー
ラ
に
1:aた
る
と
想
わ
れ
る
人
物
は
'
通
常
の
タ
ー
バ
ン
を
ぷ
け
て
盛

現
さ
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
サ
ー
ン
チ
I
邦

l
燐
塔
門
搾
彫
で
､
問
題
の
髪
型
が
常

に

｢成
逝
｣
場
面
に
現
れ
る
と
は
限
ら
な
い
｡
け
れ
ど
も
､
壁
並
と
搾
彫
に
亙
っ

て
､
｢成
並
｣
を
表
し
た
場
面
あ
る
い
は
マ
ー
ラ
が
顎
糊
す
る
別
の
切
面
に
､
こ
の



特
殊
な
髪
型
が
共
遜
し
て
見
ら
れ
る
鮎
は
､
や
は
り
検
討
に
瓜
す
る
と
考
え
ら
れ
る
C
本
編
の
論
旨
か
ら
は
､
や
や
外
れ
る
蛾
い
が
あ
る
も
の

の
'
ア
ジ
十
ン
タ
I
前
期
壁
土
と
も
深
く
係
わ
る
間
鮎
で
あ
る
た
め
へ
指
摘
し
て
お
く
｡

さ
て
､
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
髪
型
と
厳
密
に
同
形
式
と
言
え
る
も
の
は
､
サ
ー
ン
チ
ー
第

一
堺
塔
門
浮
彫
に
し
か
現
れ
ず
､
そ
れ
よ
り
遅
れ

る
作
例
に
･G
l
切
認
め
ら
れ
な
い
｡
た
だ
し
次
代
に
制
作
さ
れ
た
7
-
ン
ド
ラ
地
方
の
浮
彫
中
に
､

1
見
類
似
し
た
頑
肺
が
認
め
ら
れ
る
｡
し

か
し
'
そ
れ
は
､
か
か
る
髪
型
あ
る
い
は
常
部
分
が
片
側
に
寄
っ
た
タ
ー
バ
ン
の
展
開
形
式
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
'
老
齢
や
布
飾
り

が
付
加
さ
れ
た
､
本
質
的
に
異
な
っ
た
形
式
の
頭
飾
り
で
あ
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
'
か
か
る
特
殊
な
髪
型
に
舶
す
る
限
り
'
ア
ジ
十
ン
タ
-

苅
十
鈷
左
側
雌
壁
韮
Iu
同
塔
門
辞
形
は
､
止
い
関
係
に
あ
る
と
椎
葉
さ
れ
る
｡

②

三
井
形
が
付
い
た
棚

第
十
措
左
側
廊
壁
立
で
､
上
述
の
髪
型
と
同
様
に
､

l
箇
所
に
し
か
表
さ
れ
て

い
な
い
が
､
制
作
年
代
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
形
象
に
､
｢分
舎
利
｣
に
雷
た
ら

場
面
に
措
か
れ
た
兵
士
が
手
に
持
っ
て
い
る
､
三
部
形
が
付
い
た
楯
が
あ
る

(■

三
二
)｡
こ
の
兵
士
は
､
沸
金
利
を
要
求
し
て
ク
シ
ナ
ガ
ラ
に
攻
め
て
き
た
渚
王
の

軍
を
迎
え
解
っ
た
め
に
'
右
手
に
先
が
丸
い
創
､
左
手
に
問
題
と
な
る
楯
を
持
っ

て
措
か
れ
て
い
る
｡
楯
は
'
二
つ
の
形
を
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
い
て
､
上
方
が
三

繋
形
､
下
方
が
や
や
下
に
帯
曲
し
た
長
方
形
で
'
両
方
と
も
SF
郭
に
沿
っ
て
狭
い

帯
状
の
操
が
廼
ら
さ
れ
て
い
る
｡
こ
こ
に
措
か
れ
た
楯
は
､
上
方
の
三
つ
葉
形
が

下
方
の
長
方
形
よ
り
､
大
き
く
形
作
ら
れ
て
い
る
粘
が
注
目
さ
れ
る
｡

同
席
の
楯
は
､
既
に
パ
ー
ル
フ
ア
ト
棚
稲
梓
彫
に
現
れ
て
い
る
｡
楯
が
認
め
ら

It三二 tBと旬を持った兵士 (｢分合刊｣弟分)
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れ
る
浮
彫
丑
面
は
､
和
楯
入
口
に
位
置
し
三
面
に
浮
影
が
施
さ
れ

た
鵡
蛙
の
一
つ

(
1
暮
面
に
や
り
れ
た
王
ilG
･り
｢プ
ラ
セ
I
ナ
+･h
ッ
ト

性
｣
と
僻
捕
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
)
の
側
面
E*
下
匡
AI
に
苗
た
る
(■
三

三
)｡
同
土
面
は
､
刻
ま
れ
た
主
題
名
に
よ
り
'
ま
た
楯
を

｢符
｣

と
誤
認
し
て
､
従
来
ジ
十
-
タ
カ
の
1
つ
に
主
祖
が
比
定
さ
れ
て

l加)

い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
以
下
の
通
り

｢箱
｣
と
さ
れ
た
物
租
が

紛
れ
も
な
-
楯
で
あ
る
か
ら
､
比
定
さ
れ
た
主
題
に
つ
い
て
は
再

検
討
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
｡

バ
ー
ル
フ
ッ
ト
胡
楯
浮
彫
に
お
け
る
楯
は
､
剣
を
納
め
た
輔

(下
屯
の
ろ
が
見
え
る
)
と
思
し
き
物
に
重
ね
'
表
面
右
上
の
樹
木
に

懸
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
浮
彫
ら
れ
て
い
る
｡
表
面
に
捕
吏
用
の

那
材
あ
る
い
は
文
任
が
線
列
さ
れ
て
い
る
軸
は
他
に
見
ら
れ
な
い

け
れ
ど
も
､
軌
入
り
の
剣
ら
し
い
物
髄
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る

こ
と
と
'
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
楯
と
形
が
酷
似
す
る
こ
と
か

ら
'
楯
と
見
て
脚
迎
い
な
い
｡
た
だ
し
､
ア
ジ
十
ン
タ
ー
第
卜
鈷

左
側
廊
y
並
の
糖
と
比
べ
た
時
'
パ
ー
ル
フ
ッ
ト
Ⅶ
肺
搾
彫
中
の

楯
は
'
三
瀬
形
が
校
錐
で
あ
る
上
に
'
壁
土
の
場
合
と
逆
に
長
方

形
郡
分
の
方
が
並
か
に
面
積
が
廉
い
鮎
で
実
な
っ
て
い
る
｡
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バ
ー
ル
フ
ッ
ト
欄
楯
浮
彫
の
場
合
と
同
形
の
楯
は
､
ピ
タ
ル
コ
ー
ラ
-
石
窟
に
お
い
て
第
四
窟

へ
上
る
階
段
入
口
左
右
に
浮
彫
ら
れ
た
守
門

像
に
現
れ
る

(囲
三
四
)｡
同
浮
彫
は
､
同
窟
が
開
聖
さ
れ
た
前

一
世
紀
中
頃
乃
至
後
牛
の
作
と
考
え
ら
れ
る
｡
守
門
像
が
手
に
執
る
の
は
明
ら
か

に
楯
で
あ
る
か
ら
､
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
欄
楯
浮
彫
中
の
同
じ
形
を
持

つ
物
髄
が
､
楯
で
あ
る
と
断
定
出
来
る
の
で
あ
る
｡
二
髄
の
守
門
は
､
楯
と

と
も
に
槍
を
執
る
｡
た
だ
し
楯
と
槍
を
執
る
手
は
､
左
右
の
守
門
で
逆
に
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
守
門
が
持

つ
楯
は
､
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
欄
楯
浮

彫
の
場
合
よ
り
も
､
制
作
時
期
が
遅
-
､
ま
た
像
の
大
き
さ
が
か
な
り
異
な
る
た
め
か
､
表
面
に
着
け
ら
れ
た
装
飾
に
隔
た
り
が
あ
る
｡
即
ち

ピ
タ
ル
コ
ー
ラ

-
石
窟
浮
彫
の
楯
は
､
長
方
形
部
分
の
三
葉
形
が
付
-
側
の
最
遠
に
文
様
帯
が
､
も
う

一
方
の
長
蓮
に
細
か
い
房
飾
り
が
壷
べ

て
彫
ら
れ
て
い
る
｡

バ
ー
ル
フ
ッ
ト
欄
楯
浮
彫
に
表
さ
れ
た
楯
と
異
な
り
､
ピ
タ
ル
コ
ー
ラ
-
石
窟
浮
彫
の
楯
は
､
守
門
が
執
る
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
た
め
'

か
か
る
形
の
楯
の
持
ち
方
が
判
る
｡
そ
れ
と
同
時
に
､
元
来
長
方
形
部
分
が
楯
の
本
髄
で
あ
り
､
三
葉
形
部
分
は
付
加
部
分
な
が
ら
'
単
な
る

飾
り
で
な
く
､
手
首
を
保
護
す
る
働
き
が
あ

っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
の
鮎
に
お
い
て
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
十
窟
左
側
廊
壁
董
中
の
楯

と
は
'
三
葉
形
と
長
方
形
か
ら
な
る
の
は
同
じ
で
も
'
か
な
り
差
異
が
認
め
ら
れ
る
｡

ピ
タ
ル
コ
ー
ラ

-
石
窟
浮
彫
と
同
形
式
の
楯
が
､
別
の
前
期
併
教
石
窟
に
浮
彫
ら
れ
て
い
る
｡

コ
ー
ン
ダ
ネ
-
石
窟
に
お
い
て
､
チ
ャ
イ

テ
ィ
ア
窟
正
面
上
方
の
窓
枠
左
右
に
教
区
劃
に
分
け
て
表
さ
れ
た
人
物
像

(殆
ど
が
ミ
ト
ゥ
ナ
像
に
な
っ
て
い
る
)
の
う
ち
'
左
端
匿
劃
に

一
億
だ
け

彫
ら
れ
た
男
性
像
が
持

っ
て
い
る
楯
で
あ
る

(囲
三
五
)｡
こ
れ
ら
の
人
物
像
は
､
石
窟
が
開
整
さ
れ
た
時
の
制
作
で
あ
り
､
前

一
世
紀
中
頃
乃
至

後
牛
に
浮
彫
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
ピ
タ
ル
コ
ー
ラ

-
石
窟
浮
彫
ほ
ど
男
性
像
が
大
き
-
な
い
た
め
､
表
面
の
装
飾
が
全
-
認
め
ら
れ
な
い

も
の
の
､
全
-
同
形
の
楯
が
同
じ
持
ち
方
で
彫
出
さ
れ
て
い
る
｡

次
に
三
葉
形
付
き
の
楯
が
見
出
さ
れ
る
の
は
'
オ
-
ツ
サ
州
に
あ
る
ジ
ャ
イ
ナ
教
石
窟
で
あ
る
ウ
ダ
ヤ
ギ
-

･
カ
ン
ダ
ギ
-
石
窟
の
う
ち
､

ウ
ダ
ヤ
ギ
-
第

一
窟
の
上
階
浮
彫
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
三
葉
形
が
奨
形
さ
れ
る
と
同
時
に
'
構
え
方
も
奨
化
し
て
三
葉
形
を
手
首
と
逆
の
方
向
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に
向
け
て
持
た
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
明
ら
か
に
原
初
的
形
式
と
次
に
取
り
上
げ
る

新
形
式
の
中
開
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
た
だ
同
浮
彫
は
'
以
下
に
述
べ
る
節

形
式
の
三
幸
形
付
き
楯
を
表
し
た
浮
鮭
よ
り
'
制
作
年
代
の
鮎
で
早
い
と
は
言
い
切

れ
な
い
｡
オ
リ
γ
サ
ー
に
お
い
て
､
楯
の
形
式
筆
化
が
遅
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
0

新
し
い
三
葉
形
付
き
楯
は
'
サ
ー
ン
チ
ー
第

1
堵
堵
門
浮
彫
中
'
北
門
浮
彫
に
既

に
現
れ
て
い
る
｡
北
門
石
柱
外
側
面
は
､
他
門
の
門
桂
外
側
面
と
同
様
に
､
全
面
に

装
飾
文
が
浮
彫
ら
れ
､
左
右
細
網
の
植
物
文
様
の
脚
に
､

1
封
の
男
性
あ
る
い
は
1

封
の
女
性
が
左
右
梱
解
的
に
組
み
合
わ
さ
れ
倣
め
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
魁
面
で
､
罪

性
三
封
と
女
性
二
封
が
縦
に
交
互
に
配
さ
れ
た
う
ち
､
迦
撃
を
持
つ
下
方
の
女
性

1

封
を
除
い
て
､
こ
れ
ら
の
人
物
は
'
総
て
向
か
っ
て
右
側
が
下
げ
た
右
手
に
剣
を
敬

り
つ
つ
振
り
上
げ
た
左
手
に
楯
を
持
ち
'
向
か
っ
て
左
側
が
左
右
の
手
で
持
物
を
入

れ
替
え
て
表
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
し
校
数
の
彫
刻
家
に
よ
る
共
同
制
作
の
ゆ
え
か
'

最
下
の
男
性

1
封
の
う
ち
'
向
か
っ
て
左
の
み
は
､
彫
り
損
な
っ
て
右
手
を
下
ろ
し

剣
を
持
っ
て
い
る
｡

こ
こ
に
描
出
さ
れ
た
楯
と
剣
は
'
7
./
ヤ
ン
タ

I
第
十
窟
左
別
腹
壁
斑
に
お
け
る

場
合
と
は
ぽ
同
形
で
あ
る
(革
三
ハ)｡
特
に
楯
は
'
三
光
形
部
分
が
､
長
方
形
郁
分
よ

り
目
豆
つ
と
同
時
に
､
手
首
を
休
講
す
る
H
用
を
離
れ
､
上
に
向
く
よ
う
に
持
た
れ

て
い
る
鮎
で
も
､
既
に
取
り
上
げ
た
浮
彫
中
の
楯
に
比
べ
て
'
壁
食
に
措
か
れ
た
楯

山三六 郎と剣を持った粥性 サー/チ-7f- ■三五 朋を持った9!性 コー ンyネー
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と
非
常
に
近
似
し
て
い
る
｡
た
だ
サ
ー
ン
チ
ー
第

1
塔
楼
門
浮
彫
中
の
楯
は
'
長
方
形
部
分
の
下
最
速
に
沿
っ
て
､
単
純
な
飾
り
が
付
け
ら
れ

て
い
る
鮎
と
'
三
柴
形
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
鮎
で
､
壁
鼓
の
楯
と
若
干
呆
な
る
だ
け
で
あ
る
｡
な
お
同
塔
門
浮
彫
で
は
'
南
門
下
段
桁
背

面
の

｢分
合
利
｣
に
も
楯
が
描
究
さ
れ
て
い
る
｡
け
れ
ど
も
形
が
全
-
異
な
っ
て
い
て
､
同
じ
時
期
に
い
く
つ
か
の
蛎
の
形
式
が
存
在
し
た
こ

と
が
推
察
さ
れ
る
｡

ポ
ス
ト
･
マ
ウ
-
ア
時
代
の
浮
彫
作
例
に
つ
い
て
言
え
ば
､
コ
ー
ン
ダ
ネ
ー
石
鈷
搾
彫
が
制
作
さ
れ
て
か
ら
サ
ー
ン
チ
I
第

一
塔
塔
門
浮
彫

が
作
ら
れ
る
ま
で
の
閲
に
'
長
方
形
に
三
太
形
を
付
け
た
形
の
楯
に
､
大
き
な
筆
化
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
群
で
あ
る
｡
手
首
を
保
護
し
て
い
た

三
斐
形
部
分
が
掘
大
し
て
'
楯
の
付
属
部
分
か
ら
中
心
郁
分
に
な
る
と
同
時
に
'
楯
の
構
え
方
そ
の
も
の
も
襲
わ
っ
た
の
で
あ
る
｡

今
歩
け
た
も
の
と
殆
ど
同
形
の
栃
が
'
同
じ
サ
ー
ン
チ
-
の
第
三
塔
塔
門
浮
彫
に
も
見
出
さ
れ
る
｡
同
塔
門
中
段
楯
背
面
に
お
い
て
唐
草
文

中
に
配
さ
れ
た
､
男
性
が
手
に
持
っ
て
い
る
楯
が
そ
れ
で
あ
る
(些
二七
).
こ
の
盤
面
で
は
引
十
人
の
男
性
が
表
さ
れ
'
絶
て
右
手
に
第

1
塔
北

N三 ヒ 僻と剣を持ったyi牲 サ ー /チ ー

苅三岱上削II仲段耶背面左鵡部分

門
右
往
の
場
合
と
同
形
の
楯
を
､
三
袋
形
が
上
に
な
る
よ
う
に
掲
げ
て
執

っ
て
い
る
｡
こ
こ
で

も
'
剣
が
7
ジ
ャ
ン
ク
ー
第
十
舟
左
側
廊
壁
盤
に
描
か
れ
た
形
と
同
じ
な
が
ら
'
楯
の
三
#
形

は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
O

サ
ー
ン
チ
I
第
三
倍
塔
門
揮
彫
よ
り
後
'
か
か
る
形
式
の
楯
は
彫
刻
作
例
に
全
く
現
れ
な

い
｡
た
だ
し
'
次
代
に
制
作
さ
れ
た
ア
マ
ラ
ー
ゲ
ァ
テ
ィ
I
欄
糖
浮
彫
の
う
ち
､
後
二
世
紀
後

半
の
作
で
あ
る
盗
面
の
1
郎
の
み
に
は
､
丁
度
こ
の
形
式

の
長
方
形
部
分
を
秋
落
し
へ
三
梨
形

ld]

の
み
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
形
の
楯
が
描
寓
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
そ
れ
以
降
､
こ
の
系
統
の
楯
は

全
く
現
れ
な
く
な
る
｡
即
ち
､
少
な
く
と
も
南
都
イ
ン
ド
で
1
時
的
に
せ
よ
'
三
架
形
付
き
の

楯
が
､
更
に
大
き
-
形
式
襲
化
し
た
こ
と
が
頒
わ
れ
る
O
ま
た
三
部
形
付
き
楯
と

1
緒
に
虫
現



アジャンクー第九窟 ･第十窟壁蓋

さ
れ
る
こ
と
が
多
か

っ
た
､
先
が
丸
-
年
増
な
剣
も
､
次
代
の
彫
刻
に
見
出
せ
な
い
｡
ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
の
彫
刻
で
､
剣
は
殆
ど
の
場
合
､
先

の
尖

っ
た
通
常
の
形
で
措
寓
さ
れ
て
い
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
十
窟
左
側
廊
壁
蓋
に
措
か
れ
た
楯
は
､
サ

ー
ン
チ
-
第

一
塔
お
よ
び
第
三
塔
塔
門
浮
彫
に
表
さ
れ
た

楯
の
形
式
に
最
も
近
い
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
壁
毒
に
措
か
れ
た
楯
の
三
葉
形
部
分
が
特
に
大
き
い
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
､
同
形
式
の
楯
が

三
葉
形
を
大
き
-
さ
せ
､
長
方
形
部
分
を
退
化
さ
せ
る
方
向
に
愛
化
し
た
こ
と
か
ら
､
壁
毒
の
楯
は
､
こ
れ
ら
の
浮
彫
に
お
け
る
よ
り
も
更
に

蓉
達
し
た
形
を
持

つ
､

つ
ま
り
若
干
制
作
時
期
が
遅
い
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
欄
楯
浮
彫
と
ピ
タ
ル

コ
ー
ラ
t
石
窟
浮
彫
中
の
楯
を
比
較
し
た
場
合
､
制
作
時
期
の
早
い
前
者
の
三
葉
形
が
よ
り
大
き
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
｡
よ

っ
て
部
分
の
僅

か
な
大
小
関
係
を
制
作
年
代
の
差
に
結
び
付
け
る
こ
と
は
､
必
ず
し
も
有
効
と
は
言
い
難
い
｡

③

兵
士
の
頭
巾
状
被
り
物

次
に
取
り
上
げ
る
兵
士
の
頭
巾
状
被
り
物
は
､
既
に
挙
げ
た
形
象
に
比
べ
て
､
制
作
年
代
の
考
察
に
と

っ
て
の
有
数
性
が
劣
る
｡
何
故
な
ら

ば
'
多
数
の
兵
士
が
措
か
れ
た
場
合
の
み
､
か
か
る
被
り
物
が
現
れ
得
る
の
で
あ

っ
て
'
そ
の
よ
う
な
主
題
が
､
常
に
ボ
ス
-

･
マ
ウ
リ
ア
乃

至
ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
の
彫
刻
に
採
用
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
欄
楯
浮
彫
を
例
に
取
れ
ば
､
同
浮
彫
に
は

｢
分
舎
利
｣
の
如
き
､
兵
士
が
大
勢
登
場
す
る
墓
面
が
全
-
残

っ
て
い
な
い
｡
従

っ
て
壁
重
の
制
作
年
代
を
推
定
す
る
手
段
と
し
て
､
完
全
で
あ

る
と
は
言
い
難
い
｡
け
れ
ど
も
､
壁
童
の
制
作
年
代
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
て
'
か
か
る
被
り
物
は
あ
る
程
度
の
効
力
を
有
し
て
い
る
た
め
､

等
閑
に
付
し
得
な
い
｡

問
題
と
な
る
頭
巾
状
被
り
物
は
､
第
十
窟
左
側
廊
壁
童
の
う
ち
､
ガ
ラ
ス
で
保
護
さ
れ
た
壁
面
の
左
端
に
嘗
た
る
主
題
未
詳
部
分
､
お
よ
び

右
端
に
近
い

｢悌
舎
利
回
収
｣
か
と
思
わ
れ
る
場
面
と

｢
分
合
利
｣
場
面
に
措
か
れ
た
数
人
の
兵
士
に
現
れ
る

(囲

一
鞘
)｡
こ
の
被
り
物
は
､
通

常
の
タ
ー
バ
ン
と
同
様
に
磐
を
含
め
て
頭
部
を
布
で
覆
い
､
更
に
耳
か
ら
顎
に
裂
を
回
し
､
最
後
に
鉢
巻
状
に
裂
を
締
め
る
形
式
で
あ
る
｡
か
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か
る
被
り
物
は
'
サ

ー
ン
チ
I
第

1
塔
塔
門
浮
彫
中
､
｢分
舎
利
｣
を
表
し
た
南
門
下
段
抑
背
面

(元
は
正
面
を
向
い
て
い
た
)
の
公
面
に
お
い
て
'

何
人
か
の
兵
士
が
背

け
て
表
さ
れ
て
い
る

(些
二
八
)｡
同
王
威
を
表
す
西
門
中
段
楯
背
面
の
盗
面
に
も
､
同
展
の
被
り
物
を
し
た
兵
士
が
見
ら

れ
る
が
､
建
物
の
中
に
い
る
よ
う
に
衷
さ
れ
て
い
る
た
め
'
頚
要
な
特
徴
で
あ
る
留
部
分
が
腿
れ
て
い
る
.

上
に
頼
れ
た
よ
う
に
兵
士
が
登
場
す
る
彫
刻
主
題
が
必
ず
し
も

1
般
的
で
な
い
た
め
､
サ
ー
ン
チ
I
邦

i
塔
堵
門
浮
彫
に
遡
る
彫
刻
作
例

に
'

か
か
る
被
り
物
を
缶
け
た
兵
士
の
存
在
は
確
認
出
来
な
い
｡

ク
ソ
ヤ
ー
ン
時
代
の
彫
刻

作
例
に
も
､

同
じ
被
り
物
は
見
出
せ
な
い
.

ク

/
ヤ
ー
ン
時
代
の
マ
ト
ゥ
ラ
ー
彫
刻
で
は
､
兵
士
自
他
が
表
さ
れ
る
こ
と
が
稀
だ
か
ら
悠
然
で
あ
る
が
､
兵
士
が
し
ば
し
ば
表
現
さ
れ
て
い
る

ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
や
7
-
ン
ド
ラ
地
方
の
彫
刻
に
も
'
同
じ
被
り
物
は

l
切
見
ら
れ
な
い
O
と
こ
ろ
が
'
こ
れ
と
若
干
類
似
し
た
､
耳
か
ら
顎

～三八 ｢分会利｣雛JJ) サーソナー不一甥rG門下段耶仲南

を
布
で
埋
い
'
そ
の
上
か
ら
磐
を
布
で
包
ん
で
､
周
り
に
細
い
布
を
救
燦
巻
き
付
け
た
タ
ー

バ
ン
を
加
え
た
形
式
が
､
ス
ワ
I
ト
地
方
の
プ
ト
カ
ラ
1
離
泊
跡
出
土
の
浮
彫
に
少
例
見
ら

r<)

れ
る
と
同
時
に
､
磐
を
取
ら
ず
頭
部
全
倍
を
布
で
役
い
､
更
に
耳
か
ら
朝
ま
で
布
を
雀
い
た

形
の
､
言
わ
ば
問
過
の
被
り
物
を
申
鈍
化
し
た
よ
う
な
放
り
物
が
'
ア
I
ン
ド
ラ
彫
刻
の
う

ち
ナ
I
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
タ
の
浮
彫
に
現
れ
る
｡
ク
ソ
ヤ
ー
ン
時
代
に
兵
士
の
被
り
物

が
､
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
確
E
Zで
あ
る
｡
な
お
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
の
浮
彩
に
は
'
兵
士

と
は
娘
な
っ
た
男
性
に
ナ
I
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
グ
浮
彫
に
近
似
し
た
被
り
物
が
現
れ
る
こ

と
を
言
い
添
え
て
お
く
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
'
7
.シ
ャ
/
タ
I
第
十
宙
左
側
廊
壁
盤
の
兵
士
に
見
ら
れ
た
東
巾
状
被

り
物
が
'
い
つ
頃
か
ら
使
用
さ
れ
始
め
た
の
か
は
不
明
な
が
ら
'
遅
く
と
も
ク
シ
ヤ
ー
ン
時

代
に
は
'
髪
型
や
被
り
物
が
変
化
し
て
､
か
か
る
タ
ー
バ
ン
と
頭
巾
が
合
わ
さ
っ
た
よ
う
な



被
り
物
が
兵
上
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
増
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
要
す
る
に
､
同
壁
正
は
､
タ
ン
十
I
ン
時
代
よ
り
前
の
形
式
の
頭
巾
状

被
り
物
を
措
駕
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

川

第
十
窟
右
側
廊
壁
立
に
の
み
現
れ
る
形
象

閲

崩

第
十
宙
右
側
庵
壁
土
の
制
作
年
代
を
検
討
す
る
燃
'
同
左
側
鹿
壁
立
に
描
か
れ
た
兵
士
の
頭
巾
状
被
り
物
と
同
じ
く
､
充
分
と
は
言
え
な
い

が
い
く
ら
か
有
故
LJ
手
掛
か
り
と
し
て
閣
崩
が
あ
る
｡
こ
の
関
白
は
'
｢六
牙
毅
ジ
十
-
タ
カ
｣
の
王
宮
似
両
の

1
つ
に
お
い
て
'
侍
女
が
手
に

執
っ
て
い
る
様
が
措
常
さ
れ
て
い
る
(ji
t二
九
)｡
願
由
は
､
同
主
題
の
王
宮
場
面
中
､
特
に
日
を
引
く
形
象
で
あ
る
.
と
こ
ろ
が
即
応
は
､
搾
影

に
お
い
て
王
侯
の
日
常
生
活
が
描
出
さ
れ
て
い
る
場
合
'
そ
の
中
に
描
か
れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
'
か
か
る
主
題
が
ど
の
作
例
に
も
表
さ

れ
て
い
る
評
で
は
な
い
た
め
､
抜
身
只
の
よ
う
に
必
ず
彫
刻
作
例
に
描
駕
さ
れ
る
と
は
言
え

N三ノL fgEi引 .Yった女性 (｢人LT穀il十一タカ｣
郎LJT) 丁ジ十ンター邦十m右Pl鹿壁

な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
'
年
代
を
探
る
手
段
と
し
て
の
園
由
の
有
効
性
が
若
干
劣
る
｡
し
か
し
な

が
ら

7
.ノ
十
ン
タ
1
前
期
壁
N
中
､
邦
十
鈷
右
側
価
に
だ
け
見
ら
れ
る
形
象
で
'
言
及
す
る

に
足
る
も
の
が
他
に
な
い
の
に
加
え
､
既
に
検
討
し
て
舛
た
形
象
か
ら
は
蒔
き
得
な
い
'
右

側
雌
壁
道
の
制
作
時
期
の
上
限
を
､
殊
に
こ
の
㈲
由
が
あ
る
程
度
示
唆
し
柑
る
た
め
､
敢
え

て
取
り
上
げ
る
僻
地
が
あ
る
｡

問
題
の
閣
崩
は
､
固
形
あ
る
い
は
捕
固
形
を
な
し
'
下
方
の
練
に
沿
っ
て
左
右
相
締
約
に

二
極
所
穴
を
あ
け
､
手
で
握
る
部
分
を
作
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
｡
同
形
式
の
幽
崩
は
､

彫
刻
で
は
サ
ー
/
チ
ー
第
三
塔
塔
門
浮
彫
に
お
い
て
､
中
段
舶
正
面
中
央
範
左
端
に
現
れ

る
｡
壬
越
は

｢
過
去
俳
供
養
｣
で
あ
り
t
t
宮
切
血
で
は
な
い
が
､
故
面
で
囲
由
は
供
養
の



rlMO サー./千一那三培培門中段朋正面EI】央

帯左ヰ

た
め
の
逝
只
と
し
て
､
女
性
の
亨
に
執
ら
れ
て
い
る

(J
elO
)｡
同
じ

サ
ー
ン
チ
I
で
も
､
邦

1
塔
塔
門
浮
雌
に
は
'
同
形
式
の
即
応
が
描
潟
さ

れ
て
い
て
も
奇
異
で
な
い
去
面
が
多
数
あ
り
な
が
ら
'
か
か
る
関
白
は
全

く
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
｡
よ
り
制
作
時
期
が
早
い
彫
刻
作
例
に
も
､

･)
の
形
の
粛
崩
は
見
ら
れ
な
い
｡
こ
れ
が
'
サ
ー
ン
チ
ー
第
三
塔
塔
門
浮

影
が
作
ら
れ
た
頃
に
普
及
し
始
め
た
､
比
較
的
新
し
い
形
式
の
断
由
か
と

思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
､
は
っ
き
り
析
淀
す
る
の
は
倖
ら
れ
る
｡

同
様
の
関
白
は
t
E
iに
下

っ
て
ア
マ
ラ
ー
ゲ
ァ
テ
ィ
ー
細
糖
坪
彫
中
､

l_
I

二
世
紀
後
半
に
制
作
さ
れ
た
丑
面
の
い
-
つ
か
に
見
出
さ
れ
る
｡
ア
マ

ラ
ー
ゲ
丁

テ
ィ
I
出
土
の
浮
彫
で
も
､
そ
れ
よ
り
遅
い
作
例

に
'

か
か
る
醜
后
は
現
れ
な
い
｡
ま
た
ク
ノ
ヤ
ー
ン
時
代
の
別
の
作
例
に
も
､

見

る
こ
と
が

出
来
な
い
｡
こ
の
よ
う
に
7
ジ
ャ
ン
タ
ー
･
サ
ー
ン
チ
I
･
ア
マ
ラ
ー
ケ
ア
テ
ィ
ー
に
の
み
滋
現
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
､
あ
る

い
は
､
か
か
る
形
式
の
財
由
は
'
イ
/
ド
の
南
吊
り
で
1
定
期
朋
用
い
ら
れ
た
の
で
な
い
か
･U
推
蒸
さ
れ
る
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
､
関
白
と
い
う
も
の
は
'
あ
ら
ゆ
る
彫
刻
作
例
に
現
れ
得
る
形
象
で
は
な
い
ゆ
え
､
ポ
ス
ト
･
マ
ク
リ
ア
時
代
の
早
い
彫

刻
作
例
に
こ
の
形
の
関
白
が
見
ら
れ
な
い
鮎
を
､
過
度
に
哀
詞
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
｡
た
だ
サ
ー
ン
チ
ー
苅

1
構
横
門
浮
影
に
な
く
､
同
第

三
塔
塔
門
や
7
マ
ラ
ー
プ
ア
テ
ィ
ー
偶
楯
浮
彫
の
一
郎
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
'
か
か
る
園
由
の
形
式
は
､
ポ
ス
ト
･
マ
ウ
リ
7
時
代
遅
く
に

現
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
あ
る
程
度
可
能
で
あ
ろ
う
｡
よ
っ
て
ア
ジ
ナ
ン
タ
-
邦
十
拓
右
側
廊
壁
盃
の
制
作
時
期
は
､
か
か
る
関
白
が
措
か
れ

て
い
る
こ
と
の
み
を
崩
せ
に
言
う
な
ら
ば
､
サ
ー
ン
チ
ー
苅
三
塔
塔
門
搾
彫
よ
り
遅
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
､
大
き
く
遡
る
可
能
性
は
少
な
い

で
あ
ろ
う
｡



アジャンク-第九窟 ･第十窟壁蓋

-

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九
窟

･
第
十
窟
壁
重
の
制
作
年
代
に
関
す
る
結
論

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九

･
十
窟
前
期
壁
蓋
に
現
れ
る
､
い
-

つ
か
の
形
象
を
取
り
上
げ
､
同
じ
種
類
の
封
象
が
､
制
作
時
期
が
異
な
る
彫
刻
作

例
に
お
い
て
如
何
な
る
形
式
で
表
さ
れ
る
か
､
あ
る
い
は
ど
の
時
期
の
彫
刻
作
例
に
の
み
見
ら
れ
る
か
を
､
以
上
観
察
し
て
来
た
｡
そ
し
て
､

そ
の
結
果
と
し
て
壁
童
に
措
か
れ
た
も
の
と

一
致
す
る
形
が
現
れ
る
彫
刻
作
例
を
確
認
し
'
各
々
の
形
象
に
つ
い
て
､
壁
童
の
制
作
年
代
が
ど

の
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
か
を
考
察
し
た
｡
か
か
る
基
礎
作
業
を
練
合
し
､
結
論
と
し
て
述
べ
得
る
こ
と
を
以
下
に
記
す
｡
そ
の
際
､
前
期
壁
蓋

の
閲
に
存
在
す
る
技
法
面
の
差
異
を
､
初
め
か
ら
顧
慮
す
べ
き
か
否
か
が
問
題
と
な
る
｡
け
れ
ど
も
､
既
に
論
じ
た
よ
う
に
'
各
壁
面
で
保
存

状
態
に
隔
た
り
が
あ
り
'
細
か
な
技
法
の
観
察
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
､
差
し
首
た
り
､
特
定
の
形
象
に
つ
い
て
､
彫
刻
作
例
中
の
表
現
と
比

較
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
た
結
果
だ
け
を
纏
め
た
結
論
を
述
べ
る
｡

ま
ず
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
董
全
膿
と
し
て
は
､
タ
ー
バ
ン
や
王
侯
の
頚
飾
り
留
め
具
の
形
式
か
ら
'
ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
よ
り
前
の
制
作
で

あ
る
こ
と
が
確
薫
で
あ
る
｡
更
に
限
定
す
る
と
す
れ
ば
､
カ
ー
ル
ラ
ー
石
窟
浮
彫
の
ミ
ト
ゥ
ナ
像
の

一
部
に
見
ら
れ
る
､
タ
ー
バ
ン
の
過
渡
的

形
式
が
壁
蓋
に
現
れ
な
い
鮎
を
重
税
し
て
､
後

l
世
紀
後
半
よ
り
早
い
制
作
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
言
え
る
｡
第
十
窟
壁
重
に
関
し
て
は
､

全
く
同
様
の
こ
と
が
､
女
性
の
被
り
物
の
形
式
を
根
接
に
し
た
だ
け
で
も
指
摘
し
得
る
｡

各
壁
面
だ
け
に
認
め
ら
れ
る
形
象
を
彫
刻
作
例
の
表
現
と
比
較
し
た
場
合
､
ま
ず
第
九
窟
壁
墓
は
､
王
侯
の
儀
躍
用
タ
ー
バ
ン
を
基
礎
に
制

作
年
代
の
上
限
を
設
定
す
る
と
す
れ
ば
'
サ

ー
ン
チ
-
第

一
･
三
塔
塔
門
浮
彫
に
制
作
時
期
が
近
い
こ
と
か
ら
､
早
-
と
も
前

一
世
紀
末
以
降

の
制
作
と
看
倣
す
こ
と
が
出
来
る
｡
も
し
同
壁
墓
に
お
け
る
他
の
タ
ー
バ
ン
が
､
同
浮
彫
の
場
合
よ
り
僅
か
に
聾
達
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
鮎
を
強
調
す
る
な
ら
ば
'
上
限
を
若
干
下
げ
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡

第
九
窟
壁
重
の
か
か
る
制
作
年
代
は
､
ガ
ル
ダ
と
ナ
-
ガ
の
人
格
的
表
現
が
封
に
な

っ
て
見
ら
れ
る
鮎
に
着
目
し
て
､
同
主
題
の
は
ば
同

一
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形
式
に
よ
る
表
現
が
現
れ
る
､
ジ

ュ
ン
ナ
ル
石
窟
ブ
-
タ

･
レ
t
ナ
石
窟
群
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
浮
彫
に
制
作
時
期
が
接
近
す
る
こ
と
を
顧
慮
し

た
場
合
に
も
'
全
-
矛
盾
が
認
め
ら
れ
な
い
｡
同
様
に
列
柱
上
墓
輪
に
描
か
れ
た

｢有
翼
獣
と
牧
童
｣
と
類
似
し
た
主
題
が
､
ア
マ
ラ
ー
ゲ

ァ

テ
ィ
ー
出
土
の
比
較
的
小
振
り
の
欄
楯
笠
石
浮
彫
､
ク
ダ
ー
第
六
窟
浮
彫
お
よ
び
カ
ン
ダ
ギ
リ
第
三
窟
浮
彫
に
現
れ
る
鮎
を
'
制
作
時
期
の
接

近
に
よ
る
と
解
辞
し
た
場
合
､
ク
ダ
ー
石
窟
浮
彫
の
制
作
が
他
よ
り
遅
れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
'
装
飾
文
壁
童
も
主
要
壁
面
の
壁
墓
と
ほ

ぼ
同
時
期
の
作
で
あ
る
こ
と
が
類
推
出
来
る
と
同
時
に
､
や
は
り
制
作
時
期
の
関
係
に
何
ら
無
理
が
生
じ
な
い
｡

第
十
窟
左
側
廊
壁
蓋
は
'
男
性
の
特
殊
な
髪
型
あ
る
い
は
楯
の
形
式
､
更
に
兵
士
の
頭
巾
状
被
り
物
を
も
参
考
に
し
て
'
サ
ー
ン
チ
-
第

一
･
三
塔
塔
門
浮
彫
に
制
作
年
代
が
近
い
と
考
え
て
間
違
い
な
い
｡
か
か
る
制
作
時
期
で
あ
る
な
ら
､
ブ

ッ
ダ
を
具
髄
的
に
表
現
せ
ず
'
備
侍

の
主
題
を
措
い
て
い
る
鮎
も
諒
解
出
来
る
｡
仮
に
､
楯
に
お
い
て
三
葉
形
が
長
方
形
部
分
よ
り
顧
著
に
大
き
い
鮎
を
重
要
視
す
る
な
ら
ば
､
同

浮
彫
よ
り
多
少
遅
れ
る
時
期
の
制
作
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
そ
の
よ
う
に
断
定
す
る
の
は
若
干
蹟
曙
さ
れ
る
の
で
､
取
り
敢
え
ず

は
､
前

一
世
紀
末
以
降
の
作
と
見
て
大
過
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
｡

第
十
窟
右
側
廊
壁
蓋
に
つ
い
て
は
'
他
と
違

っ
て
､
制
作
年
代
の
上
限
を
設
定
す
る
の
に
充
分
有
効
な
形
象
が
見
出
せ
な
い
も
の
の
'
圏
扇

の
形
式
に
着
目
す
れ
ば
､
サ
ー
ン
チ
-
第
三
塔
塔
門
浮
彫
よ
り
大
幅
に
早
い
制
作
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
｡
か
か
る
鮎
を
踏
ま
え
て
､
紀
元

前
後
以
降
の
制
作
と
す
る
の
が
安
富
と
考
え
ら
れ
る
が
､
圏
崩
の
形
式
を
重
税
す
る
こ
と
に
､
全
-
問
題
が
な
い
謹
で
は
な
い
｡

以
上
を
練
合
す
れ
ば
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
t
前
期
壁
童
は
､
前

一
世
紀
末
以
降
､
後

一
世
紀
後
牛
以
前
の
作
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
れ
を
更
に
狭
め

る
と
す
る
と
､
前
期
壁
蓋
で
問
題
と
な
る
形
象
の
多
-
に
､
サ
ー
ン
チ
I
第

l
塔
塔
門
浮
彫
よ
り
若
干
遅
れ
る
特
色
と
'
カ
ー
ル
ラ
ー
石
窟
浮

彫
よ
り
多
少
遡
る
特
色
が
指
摘
し
得
る
た
め
'
紀
元
前
後
乃
至
後

一
世
紀
中
頃
の
制
作
で
あ
る
可
能
性
が
､
比
較
的
高
い
と
言
え
る
｡

,?',)

筆
者
は
､

サ
ー
ン
チ
1
第

l
塔
南
門
上
段
楯
背
面

(本
来
は
正
面
)
中
央
に
刻
ま
れ
た
銘
文
に
あ
る

｢
シ
-

･
サ
ー
タ
カ
ニ

王

｣

を
サ
ー
タ

ヴ

ァ
-

ハ
ナ
朝
の
三
代
目
の
王
と
看
倣
し
､
同
王
朝
の
始
ま
り
を
前

l
世
紀
後
半
と
考
え
る
こ
と
か
ら
､
同
塔
塔
門
浮
彫
が
､
後

1
世
紀
前
半
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を
中
心
と
し
た
時
期
に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
る
豆
場
を
取

っ
て
い
る
｡
確
賓
性
を
重
ん
じ
れ
ば
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
重
は
､
上
に
述
べ
た

制
作
年
代
の
い
ず
れ
か
の
時
鮎
に
制
作
さ
れ
た
と
す
べ
き
で
あ
る
｡
し
か
し
筆
者
の
豆
場
か
ら
は
､
年
代
を
虞
-
取

っ
て
後

一
世
紀
前
半
乃
至

後
半
､
よ
り
狭
-
考
え
た
時
は
後

一
世
紀
中
頃
を
中
心
と
し
た
時
期
に
､
前
期
壁
重
が
措
か
れ
た
と
い
う
考
え
方
を
提
言
し
た
い
｡

か
か
る
時
期
は
､
筆
者
の
見
解
に
従
う
と
'
サ
ー
タ
ヴ

ァ
-
ハ
ナ
朝
三
乃
至
五
代
目
の
王
の
支
配
時
期
に
富
た
り
､
正
に
同
王
朝
の
費
展
期

で
あ

っ
た
｡
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
石
窟
は
､
同
王
朝
の
都
た
る
プ
ラ
テ
ィ
シ
ュ
ク
ー
ナ

(現
パ
イ
タ
ー
ン
)
に
比
較
的
近
-
'
こ
の
時
期
に
同
王
朝
の
支

配
下
に
あ

っ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
確
害
で
あ
る
｡
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
石
窟
が
壁
毒
で
飾
ら
れ
る
候
件
は
'
充
分
整

っ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
｡
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
毒
が
､
同
王
朝
と
関
係
が
深
い
サ
ー
ン
チ
-
第

一
･
三
塔
塔
門
浮
彫
と
､
い
-

つ
か
の
特
殊
な

形
象
の
形
式
的
特
色
の
鮎
で
繋
が
り
を
持

つ
こ
と
も
理
解
し
易
い
｡

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
毒
は
､
彫
刻
作
例
と
の
比
較
に
よ
っ
て
'
全
髄
が
近
い
時
期
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
に
至

っ
た
｡
と
こ

ろ
が
､
現
時
鮎
で
分
析
可
能
な
技
法
面
を
重
税
す
る
と
､
第
十
窟
左
側
廊
壁
童
が
､
草
取
り
の
鮎
に
お
い
て
最
も
未
寄
達
で
あ
り
'
最
も
制
作

時
期
が
早
い
と
す
る
考
え
方
が
容
易
に
提
出
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
第
九
窟
壁
毒
と
第
十
窟
右
側
廊
壁
蓋
に
つ
い
て
'

ハ
イ
ラ
イ
ト
的
技

法
が
後
者
の

一
部
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
'
後
者
の
制
作
が
よ
り
遅
い
と
見
れ
な
-
は
な
い
｡
け
れ
ど
も
､
以
上
に
検
討
し
た
如
-
､

特
定
の
封
象
を
措
い
た
形
象
の
形
式
的
特
徴
に
基
づ
-
限
り
､
第
十
窟
左
側
廊
壁
蓑
の
制
作
を
他
よ
り
上
げ
､
同
右
側
廊
壁
蓋
の
制
作
時
期
を

下
げ
て
考
え
る
積
極
的
根
接
が
な
い
｡
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
'
技
法
面
の
差
は
'
制
作
時
期
と
は
異
な

っ
た
側
面
か
ら
解
樺
す
べ
き
で
あ
る
と

感
じ
ら
れ
る
｡

ア
ジ
ャ
ン
ク
I
前
期
壁
墓
の
制
作
年
代
に
関
す
る
詳
細
な
先
後
関
係
は
､
技
法
と
密
接
に
連
関
す
る
様
式
の
側
面
が
充
分
解
明
さ
れ
て
か
ら

こ
そ
､
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
特
に
問
題
と
な
る
第
十
窟
左
側
廊
壁
童
の
蓋
面
下
方
が
殆
ど
残
ら
な
い
上
に
､
残
存
面
積

そ
の
も
の
が
他
よ
り
少
な
い
ゆ
え
'
前
期
壁
毒
に
お
け
る
様
式
的
比
較
が
進
め
難
い
｡
現
時
鮎
で
は
､
備
に
前
期
壁
蓋
の
閲
に
制
作
時
期
の
連
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い
が
存
在
し
た
と
し
て
も
大
き
な
差
が
な
-
､
上
の
よ
う
に
形
象
を
彫
刻
作
例
と
比
較
し
た
時
､
薫
際
に
は
技
法
面
に
よ
っ
た
場
合
と
逆
の
考

え
方
も
不
可
能
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
に
留
め
る
｡

さ
て
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
童
の
制
作
年
代
が
以
上
の
如
-
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
次
に
壁
毒
が
描
か
れ
た
時
期
が
'
石
窟
の
建

築
と
し
て
の
造
営
時
期
と
'
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九

･
十
窟
が
'
ほ
ぼ
確
害
に
前

一
世
紀
後
半
乃
至
後

一
世
紀
後
牛
に
造
営
さ
れ
た
と
考
え
得
る
こ
と
は
､
既
に
論
じ
た
｡
壁
毒
の
制
作
時
期
が
､
可
能
性
の
あ
る
年
代
を
廉
く

取

っ
た
時
､
前

一
世
紀
末
乃
至
後

一
世
紀
後
牛
と
な
る
以
上
､
壁
童
は
､
石
窟
開
整
時
の
作
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
考
え
る
の
が
妥
首
で
あ

ろ
う
｡

筆
者
の
見
解
に
従

っ
て
壁
蓋
の
制
作
年
代
を
最
も
狭
-
取

っ
て
､
後

一
世
紀
中
頃
前
後
の
作
と
し
､
石
窟
が
壁
蓋
制
作
の
直
前
に
造
管
さ
れ

た
と
推
定
し
て
も
､
石
窟
の
建
築
的
特
色
に
不
合
理
な
鮎
は
格
別
認
め
ら
れ
な
い
｡
換
言
す
れ
ば
､
石
窟
開
墾
と
壁
蓋
制
作
と
の
閲
に
､
あ
る

程
度
の
時
間
差
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
殆
ど
な
い
｡
た
だ
し
､
第
十
窟
左
側
廊
壁
の
入
口
に
近
い
端
に
残
る
寄
進
銘
は
､
こ
の

部
分
に
す
ぐ
壁
童
が
措
か
れ
る
こ
と
が
濠
定
さ
れ
て
い
れ
ば
'
こ
の
箇
所
に
刻
ま
な
か

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
よ
っ
て
壁
童
制
作
が
､
石
窟

の
建
築
と
し
て
の
完
成
に
数
年
遅
れ
て
始
め
ら
れ
た
可
能
性
は
､
第
九
窟

･
第
十
窟
と
も
に
あ
り
得
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
を
大
き
-
上

回
る
年
代
差
は
､
想
定
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
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-
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窟
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第
十
窟
壁
童
の
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義

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九

･
十
窟
前
期
壁
童
の
制
作
年
代
が
あ
る
程
度
確
定
さ
れ
得
た
こ
と
を
基
礎
に
'
イ
ン
ド
胎
毒
史
に
お
け
る
位
置
付
け
を

含
め
て
､
同
壁
童
の
有
す
る
意
義
､
あ
る
い
は
更
に
派
生
す
る
問
題
を
検
討
し
て
'
本
稿
の
締
め
括
り
と
し
た
い
｡
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ま
ず
主
題
面
で
言
え
ば
､
第
十
窟
左
側
廊
壁
重
の
悌
侍
が
'
価
侍
圏
の
展
開
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
意
義
を
持

っ
て
い
る
｡
こ
れ
に
関
し

(30)

て
は
､
既
に
別
の
拙
稿
中
で
論
じ
て
あ
る
た

め

'

こ
こ
で
詳
述
す
る
こ
と
は
控
え
る
が
､
次
の
鮎
が
特
に
記
憶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
即
ち
ア

ジ
ャ
ン
ク
ー
の
併
侍
囲
壁
童
が
､
価
侍
の
重
要
事
を
蓋
面
で
時
間
順
に
配
列
し
た
最
古
の
作
例
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
少
な
く
と
も

｢分
舎
利
｣
場
面
に
は
､
舞
童
と
な
る
場
所
の
関
係
を
重
税
し
た
構
成
が
顛
著
で
､
細
か
な
場
面
が
必
ず
し
も
墓
面
で

一
定
方
向
に
時
間
的
に
展

開
し
て
行
-
と
は
限
ら
な
い
も
の
の
､
大
き
-
時
間
順
に
場
面
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
｡
か
か
る
構
成
が
成
豆
し
た
背
景
に

は
､
悌
侍
文
学
の
整
理
統
合
と
い
っ
た
動
き
が
傑
件
と
し
て
考
え
ら
れ
､
同
壁
蓋
は
袷
蓋
の
問
題
に
留
ま
ら
な
い
意
義
を
有
し
て
い
る
｡

ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁
童
の
様
式
的
問
題
に
つ
い
て
は
､
既
に
述
べ
た
よ
う
に
壁
童
の
保
存
状
態
に
差
が
あ
っ
て
'
充
分
な
観
察
と
研
究
は
､

慎
重
に
時
間
を
掛
け
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
従

っ
て
本
稿
で
は
技
法
の
基
本
的
な
側
面
の
み
を
記
述
し
､
様
式
面
お
よ
び
様
式
と
不
可

分
の
関
係
に
あ
る
技
法
面
は
'
敢
え
て
言
及
し
な
か
っ
た
｡
こ
こ
で
は
､
か
か
る
側
面
に
関
し
て
､
現
時
鮎
で
解
明
さ
れ
て
い
る
所
を
記
し
て

お
く
｡

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
童
で
重
要
な
の
は
､
本
稿
で
特
に
明
ら
か
に
し
た
牽
取
り
の
使
用
を
初
め
､
イ
ン
ド
古
代
壁
毒
に
用
い
ら
れ
た
技
法

の
大
牛
が
､
既
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
約
四
百
年
遅
れ
て
措
き
始
め
ら
れ
た
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
後
期
壁
蓋
と
比
較
し
た
時
､
次
に
挙
げ

る
技
法
の
み
が
､
前
期
壁
蓋
で
全
-
用
い
ら
れ
て
い
な
い
か
､
あ
る
い
は
充
分
蓉
達
し
て
い
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
｡
即
ち
①

ハ
イ
ラ
イ

ト
､
②
人
物

･
動
物
括
寓
に
お
け
る
短
縮
法
､
③
後
ろ
向
き
も
含
め
た
人
物

･
動
物
が
向
-
方
向
の
措
き
分
け
'
④
囲
環
構
団
に
よ
る
群
像
表

現
､
⑤
人
物
の
性
格

･
感
情
措
寓
､
お
よ
び
⑥
建
築
蓋
に
お
け
る
猪
特
の
線
遠
近
法
で
あ
る
｡

上
に
列
挙
し
た
六
項
目
の
う
ち
､
①
に
つ
い
て
は
'
少
な
-
と
も
第
十
窟
右
側
廊
壁
蓋
の

一
部
に
､
萌
芽
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
既
に
述
べ

た
｡
②

の
短
縮
法
は
'
前
期
壁
重
に
お
い
て
全
-
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
が
'
未
だ
顛
著
な
賓
達
は
見
ら
れ
な
い
｡
③

に
関
し
て
は
､

既
に
解
れ
た
よ
う
に
第
十
窟
左
側
廊
壁
墓
の
下
牛
が
剥
落
L
t
背
面
像
が
措
か
れ
た
可
能
性
が
あ
る
部
分
が
映
け
て
い
る
た
め
､
同
部
分
の
み

499
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は
確
か
め
ら
れ
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
他
の
前
期
壁
童
且
で
は
､
斜
め
後
ろ
向
き
の
人
物
が
少
数
措
か
れ
て
い
る
｡
人
物
の
斜
め
横
向
き
に
つ
い
て

は
､
正
面
観
と
四
分
の
三
面
観
の
中
開
の
向
き
が
未
賓
連
な
だ
け
で
､
後
期
壁
童
且
と
の
差
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
｡
ま
た
第
十
窟
右
側
廊
壁

毒
の
う
ち

｢六
牙
象
ジ
ャ
ー
タ
カ
｣
に
お
い
て
､
象
は
人
間
以
上
に
細
か
く
頭
部
の
向
き
が
描
き
分
け
ら
れ
て
い
て
､
そ
の
鮎
で
相
首
聾
達
し

た
段
階
に
あ
る
｡
④

に
つ
い
て
は
､
剥
落
部
分
が
他
よ
り
多
い
第
十
窟
左
側
廊
壁
蓋
は
さ
て
措
い
て
'
同
右
側
廊
壁
童
と
第
九
窟
壁
重
で
は
､

部
分
的
に
囲
環
構
圏
を
取

っ
て
い
る
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
る
｡
た
だ
そ
の
場
合
､
後
期
壁
墓
な
ら
ば
蓋
面
下
方
に
背
面
像
が
配
さ
れ
て
､
構
圏

が
完
結
す
る
の
に
封
し
て
､
背
面
像
が
あ
ま
り
措
か
れ
な
い
た
め
､
横
国
の
緊
密
性
に
お
い
て
劣

っ
て
い
る
｡
⑤

に
関
し
て
言
え
る
の
は
､
第

十
窟
壁
蓋
で
兵
士
の

l
郡
や
猟
師
が
､
頬
骨
が
高
-
褐
色
の
肌
に
措
か
れ
て
い
て
､
身
分
が
卑
し
い
こ
と
を
表
そ
う
と
す
る
意
園
が
見
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
｡
し
か
し
性
格
や
感
情
の
表
現
は
､
来
賓
達
で
あ
る
｡
更
に
⑥
も
､
第
十
窟
壁
童
で
は
確
認
出
来
な
い
が
､
第
九
窟
左
側
廊
壁
童

に
措
か
れ
た
ス
ト
ゥ
-
パ
を
囲
む
塀
､
あ
る
い
は
右
側
廊
壁
に
断
片
的
に
残
る
建
築
童
に
よ
る
限
り
､
後
期
壁
蓋
と
の
径
庭
は
そ
れ
ほ
ど
大
き

-
な
い
｡
要
す
る
に
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
童
に
お
い
て
､
後
期
壁
蓋
で
完
成
し
て
い
る
技
法
の
大
半
が
､
既
に
聾
達
を
始
め
て
い
た
と
言
え

る
｡ア

ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
蓋
で
最
も
顧
著
な
技
法
で
あ
る
牽
取
り
の
使
用
に
注
目
す
れ
ば
､
上
に
論
じ
た
よ
う
に
､
牽
取
り
の
技
法
が
充
分
に

聾
達
し
て
い
な
い
と
見
ら
れ
る
第
十
窟
左
側
廊
壁
童
が
､
他
と
制
作
時
期
に
大
き
な
隔
た
り
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
鮎
は
､
ど
の
よ
う
に
解
秤

す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
鮎
に
つ
い
て
､

一
部
に
現
れ
る
ハ
イ
ラ
イ
ト
的
技
法
の
問
題
も
含
め
て
､
検
討
し
て
お
き
た
い
｡

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
墓
と
比
較
し
得
る
だ
け
の
先
行
作
例
が
現
存
し
な
い
以
上
､
一
つ
の
仮
説
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
､
後

一
世
紀
に
は
､

(=
)

『
エ
-

ユ
ト
ゥ
ラ
ー
海
案
内
記
』
を
引
く
ま
で
も
な
-
､
イ
ン
ド
と

ロ
ー
マ
と
の
交
易
が
最
も
盛
ん
で
あ

っ
た
こ
と
を
背
景
に
､
牽
取
り
の
番
達

｢….3)

に
関
し
て
ロ
ー
マ
か
ら
の
影
響
を
顧
慮
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ

る

｡

サ
ー
タ
ヴ

ァ
-
ハ
ナ
朝
も

ロ
ー
マ
と
の
交
易
に
大
き
な
役

割
を
擦

っ
た
か
ら
に
は
'
や
や
想
像
の
域
に
踏
み
込
み
過
ぎ
る
嫌
い
が
あ
る
も
の
の
'
前
期
壁
蓋
が
措
か
れ
る
ま
で
に
､
何
ら
か
の
形
で
ロ
ー

500
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マ
の
貢
献
に
よ

っ
て
､

ハ
イ
ラ
イ
ト
を
含
む
畢
取
り
の
技
法
が
侍
わ
り
'
壁
童
が
措
か
れ
た
頃
に
急
速
に
蓉
達
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
.
更
に
第
十
窟
左
側
廊
壁
墓
を
擦
首
し
た
蓋
家
が
'
同
じ
時
期
に
制
作
し
て
い
た
董
家
､
特
に
同
右
側
廊
壁
墓
の

l
部
分
を
措
い
た
蓋

家
に
比
べ
､
技
法
と
様
式
に
関
し
て
か
な
り
保
守
的
で
､
牽
取
り
を
自
在
に
扱
う
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
と
見
る
の
は
無
謀
で
あ
ろ
う
か
｡
そ

れ
は
と
も
か
く
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁
墓
は
､
イ
ン
ド
古
代
壁
童
を
特
徴
付
け
る
技
法
の

一
つ
で
あ
る
畢
取
り
が
完
成
し

っ
つ
あ
る
時
期
に

措
か
れ
､

ハ
イ
ラ
イ
ト
も
含
め
て
牽
取
り
の
技
法
が
完
成
に
至
る
過
程
の

一
面
を
具
鰭
的
に
示
し
て
い
る
作
例
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

牽
取
り
の
鮎
に
加
え
て
､
童
旦
面
の
下
牛
が
剥
落
し
て
い
る
た
め
か
も
知
れ
な
い
が
､
第
十
窟
左
側
廊
壁
蓋
に
後
ろ
向
き
の
人
物
が
見
ら
れ
な

い
こ
と
も
'
重
家
の
保
守
性
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
｡
と
す
れ
ば
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
童
が
措
か
れ
た
頃
は
､
イ
ン
ド
古
代
壁
蓋

の
展
開
に
お
け
る
技
法
的
樽
換
期
に
雷
た

っ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
､

ロ
ー
マ
と
の
活
番
な
交
易
が
'
イ
ン
ド

古
代
壁
蓋
の
馨
達
に
何
ら
係
わ
り
を
持
た
な
か

っ
た
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
本
稿
に
お
い
て
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
童
の
様
式
的
側
面
を
探
求
し
､
そ
の
特
質
を
完
全
に
明
ら
か
に
す
る
錬
裕
が
な
い
が
､

現
時
鮎
で
次
の
鮎
は
指
摘
し
得
る
｡
前
期
壁
童
は
､
サ

ー
ン
チ
-
第

一
塔
塔
門
浮
彫
に
近
い
時
期
の
制
作
に
な
る
け
れ
ど
も
'
重
面
構
成
や
毒

面
の
空
間
性
に
お
い
て
は
､
同
浮
彫
よ
り
遥
か
に
聾
達
し
て
い
る
｡
即
ち
後
者
に
お
い
て
も
､

一
董
面
に
人
物
や
動
物
が
多
数
措
害
さ
れ
､
互

い
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
'
前
者
に
比
べ
る
と
､
童
面
を
隙
間
な
-
形
象
で
充
填
す
る
傾
向
が
強
-
､
董
面
に
お
け
る
形
象

の
密
度
に
関
し
て
は
ど
の
部
分
も
大
き
-
撃
わ
ら
な
い
｡

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
重
に
あ

っ
て
は
､
個
々
の
人
物
や
動
物
の
形
態
が
､
描
寓
さ
れ
る
方
向
や
姿
勢

･
動
作
の
鮎
を
含
め
て
､
よ
り
自
然

な
上
に
､
形
象
相
互
の
垂
切
は
､
説
話
の
展
開
に
即
鷹
し
た
場
面
毎
の
纏
ま
り
あ
る
い
は
構
成
上
の
愛
化
を
求
め
て
､
常
に
程
度
差
が
付
け
ら

れ
て
い
る
｡
し
か
も
第
九
窟
や
第
十
窟
右
側
廊
壁
墓
で
は
､
部
分
的
に
背
面
像
が
裏
面
下
寄
り
に
配
さ
れ
､
後
期
壁
蓋
は
ど
の
完
結
性
に
は
映

以l･̂,

け
る
も
の
の
､
サ

ー
ン
チ
-
第

一
塔
塔
門
浮
彫
に
は
殆
ど
認
め
難
い
囲
環
横
国
が
採
用
さ
れ
て
い
る
｡
更
に
､
環
境
措
寓
に
蓋
面
の
虞
い
面
積
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が
割
か
れ
る
こ
と
が
な
い
の
は
後
者
と
同
様
な
が
ら
､
前
者
で
は
､
後
者
の
よ
う
に
蓋
面
の
間
隙
を
､
格
別
の
必
然
性
な
し
に
'
樹
木

･
宕

･

りム

建
物
等
の
形
象
で
埋
め
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
｡

つ
ま
り
前
者
で
は
､
場
面
の
環
境
を
明
示
す
る
た
め
､
あ
る
い
は
連
漬
し
た
毒
面
上
で
場
面

即

を
匝
切
る
た
め
に
､
か
か
る
形
象
が
適
切
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
結
論
と
し
て
述
べ
れ
ば
､
前
者
の
蓋
面
に
は
'
後
者
よ
り
遥
か
に
自
然
な
深

奥
空
閲
が
現
出
し
て
い
る
｡

今
述
べ
た
鮎
に
お
い
て
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁
蓋
は
､
同
じ
サ
ー
タ
ヴ

ァ
-
ハ
ナ
朝
下
に
制
作
さ
れ
た
､
ア
マ
ラ
ー
ゲ

ァ
テ
ィ
ー
出
土
浮

彫
の
う
ち
二
世
紀
後
牛
の
作
例
に
､
よ
り
接
近
し
て
い
る
｡
た
だ
同
浮
彫
で
は
､
更
に
積
極
的
に
後
ろ
向
き
の
像
を
多
用
L
t
空
閲
の
深
さ
を

強
調
し
よ
う
と
し

つ
つ
も
､
形
象
を
過
度
に
童
面
に
持
ち
込
む
鮎
で
サ
ー
ン
チ
-
第

一
･
二
1塔
塔
門
浮
彫
と
同
様
で
､
董
面
空
間
の
自
然
性
に

お
い
て
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁
蓋
は
ど
の
効
果
が
得
ら
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
｡

以
上
の
よ
う
に
蓋
面
構
成
や
裏
面
の
空
間
性
に
つ
い
て
浮
彫
作
例
と
比
較
し
た
場
合
､
ア
ジ
ャ
ン
ク
-
前
期
壁
蓋
が
､
誤

っ
て
二
世
紀
以
降

の
作
と
看
倣
さ
れ
る
虞
も
あ
る
た
め
､
制
作
年
代
の
考
察
に
は
､
浮
彫
作
例
と
の
様
式
比
較
を
避
け
'
上
述
の
方
法
に
よ
っ
た
の
で
あ
る
｡
既

に
濠
想
し
た
こ
と
な
が
ら
､
少
な
-
と
も
紀
元
後
の
あ
る
時
期
ま
で
は
､
彫
刻
よ
り
袷
蓋
の
方
が
饗
達
程
度
が
高
か

っ
た
こ
と
が
､
上
に
見
た

よ
う
に
賓
讃
さ
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
｡
文
献
資
料
に
よ
れ
ば
､
前
数
世
紀
か
ら
社
台
の
上
層
部
で
展
開
を
始
め
た
イ
ン
ド
壁
蓋
は
､
古
代
社
合

｢叫,i)

に
お
い
て

一
貫
し
て
上
層
部
を
中
心
に
､
世
俗
童
と
し
て
享
受
さ
れ
支
持
さ
れ
蓉
展
を
席
け
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
鮎
で
彫
刻
と
は
､
本
質
的
に

異
な

っ
て
い
る
｡
後
期
壁
童
が
描
か
れ
た
頃
は
'
既
に
給
墓
と
彫
刻
の
閲
の
落
差
が
解
滑
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
｡
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁

童
は
､
そ
こ
に
至
る
前
の
古
代
美
術
の
状
況
を
具
鰻
的
に
判
然
と
物
語
る
鮎
に
お
い
て
も
､
掛
け
替
え
の
な
い
壁
蓋
作
例
と
言
う
こ
と
が
出
来

る

｡



結

語

ア
ジ
ャ
ン
ク
-
第
九

･
十
窟
に
措
か
れ
た
前
期
壁
童
に
つ
い
て
､
特
に
長
い
聞
未
解
明
の
ま
ま
で
あ

っ
た
制
作
年
代
の
問
題
を
中
心
に
論
じ

て
来
た
｡
制
作
年
代
に
関
し
て
､
上
に
示
し
た
結
論
は
､
今
後
前
期
価
教
石
窟
の
造
営
年
代
の
研
究
や
イ
ン
ド
古
代
彫
刻
の
研
究
が
､
更
に
正

し
-
進
展
し
た
と
し
て
も
､
大
き
-
訂
正
す
る
必
要
が
な
い
と
確
信
す
る
｡
現
時
鮎
で
は
､
こ
れ
以
上
に
制
作
時
期
を
限
定
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
｡

本
稿
で
取
り
上
げ
た
他
の
問
題
で
は
､
主
題
あ
る
い
は
技
法
に
関
す
る
問
題
の

一
部
に
解
決
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
｡
ま
た
ア
ジ
ャ
ン

ク
-
前
期
壁
童
の
様
式
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
全
膿
と
し
て
の
要
鮎
の
み
し
か
論
述
し
得
な
か

っ
た
｡
こ
れ
ら
は
絶
て
'
今
後
の
課
題
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
同
壁
墓
の
技
法

･
様
式
の
研
究
が
更
に
深
ま
れ
ば
､
本
稿
で
確
定
せ
ず
に
お
い
た
､
前
期
壁
蓋
内
部
で
の
制
作
時
期
に
関

す
る
前
後
関
係
､
あ
る
い
は
各
壁
面
に
お
け
る
蓋
家
の
共
同
制
作
の
存
否
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
｡
そ
の
鮎
を
顧
慮
し
な
が
ら
'

研
究
を
進
め
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
｡

アジャンター第九窟 ･第十窟壁童

で 註＼J

ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
前
期
壁
葦
全
髄
を
､
前
二
世
紀
の
作
と
考

え
る
研
究
者
が
少
な
-
な
い
.
C
f
.C
.
S
iv
a
ra
m
a
m
u
rti
,In
d
ia
n
P
a
in
ting
.

N
e
w
D
e
lh
i,
)9
70.
p
p
.
2
4
-
2
7.
そ
の

l
方
で
'
例
え
ば
'
次
の
書
に
お
け
る

K
.

R

.S
r

in
iv
a
san
の
よ
う

に
､

第
十
窟
左
側
廊
壁
蓋
を
前
二
世
紀
'
第
九
窟
壁
蓋

を
前
一
世
紀
､
第
十
窟
右
側
廊
壁
蓋
を
後
三
乃
至
四
世
紀
の
作
と
す
る
研
究
者
も

い
る
｡
c
f.K
IA
.
N
ita
k
a
n
ta
S
a
stri
(e
d.)
.T
h
e
M
a
u
ry
a
s
&
S
a
ta
va
h
a
n
a
s.

32
5
B
.
C
.i
A
I
D
1
300
(A
C
o
m
p
r
e
h
e
n
siv
e
H
is
to
ry
o
f
ln
d
ia
.V
o
tu
m
e

T

w
o
),Cal
cutta
.

)957.
p
p
.
757-
7631

(2
)
拙
稿

｢
イ
ン
ド
悌
教
槍
童
の
展
開
～
壁
童
の
整
帝
と
躍
拝
毒
の
成
豆
-
｣
『係
数
聾

術
』
第
二

1
四
戟

(平
成
六
年
五
月
)'
七
七
-
八
六
頁
参
照
｡

(-
)
前
期
悌
敦
石
窟
の
年
代
論
に
関
し
て
は
'
次
の
書
が
比
較
的
客
観
性
が
高
-
信
頼

出
来
る
｡
た
だ
し
西
部
イ
ン
ド
に
お
け
る
併
教
石
窟
造
営
開
始
時
期
を
早
-
設
定

し
過
ぎ
て
い
る
鮎
は
､
首
肯
出
来
な
い
｡
そ
の
た
め
､
特
別
な
理
由
も
な
-
'
石

窟
閲
覧
が
完
全
に
停
滞
し
て
い
た
親
閲
を
'
紀
元
前
後
に
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い

結
果
に
な
っ
て
い
る
｡
V
.
D
eh
ejia
,
E
ar
ly
B
u
d
d
h
ist
R
ock
T
em
p
les.
A

C
h
ro
n
o
log
ica
l
S
tu
dy
.
L
o
n
d
o
n
.1
9
7
2
.

(4
)
第
十

窟

の
奉
献
銘

に

つ

い
て
は

､

次
の
二
書

の
富
該
箇
所
を
参
照
｡
1.
B
u
rg
e
ss-

503
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( ( /一､
13 12ll) ) ＼_.../

R
eP
o
r
t
on
th
e
B
u
d
d
h
is
t
C
a
ve
Temp
le
s
and
Their
Znscrip
tion
s

(A
r･

C
h
aeo
togical
S
u
rv
e
y
o
f
W

estern
J
n

dia.V
ot.tV
).
London.18
8
3
,
p
-

L
L
6
.
お
よ
び
M
.
K
.
D
ha
val
ik
ar."N
e
w
ln
scriptionsfro
m

A
j
a忠
a
"
,A
rs

O
rie
n
ta
lis
,
V
o
1.V
lI.
A
nn
A
rbor.
)
9
6
8
.
p
p
.)
4
7-
)
4
8
.

V.
D
eh
e
jia
.
op.
c
it.,
pp.
)
5
7
-
158
.

古
-
は

前
二
世
紀
と
さ
れ
る

こ
と
が
多
か

っ
た
が
､
註

(-
)
に
奉
げ
た
書
の
同

じ
箇
所
で
は
前

一
世
紀
前
半
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

V
I
D
e
h
e
jia
一
OP
.
c
it.,
p
p
.
1
7
7
-
)
7
8
参
照
｡

例
え
ば
､

ジ
ュ
ン
ナ
ル
石
窟

シ
ヴ
ネ
-
リ
ー
東
群
第
四
十
八
窟
等
が
､
開
整
時
期

が
遅
-
'
後
壁
が
平
ら
な
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
で
あ
る
｡

チ
-
シ
ク
石
窟
で
ヴ
ィ
ハ
-
ラ
窟
と
し
て
最
も
早
い
開
巻
で
あ
る
第
十
九
窟
に
､

同
窟
が
サ
ー
タ
グ

ァ
-
ハ
ナ
朝
二
代
目
の
王

｢
カ
ン
ハ

(
ク
-
シ
ュ
ナ
)
｣
の
治
世

に
造
営
さ
れ
た
旨
を
記
す
刻
銘
が
あ
る
｡
c
fL
.
B
u
rg
e
ss
,op
ICit"
p
1
9
8
.
筆
者

の
見
解
で
は
､
同
王
は
前

一
世
紀
後
牛
あ
る

い
は
末
か

ら
後

一
世
紀
前
牛
頃
に
在

位
し
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
チ
ャ
イ
テ
ィ
ア
窟
は
'
諸
事
情
の
た
め
完
成
が
遅
れ
た

に
し
て
も
'
第
十
九
窟
に
大
き
-
遅
れ
る
こ
と
な
-
造
営
が
始
ま

っ
た
筈

で
あ

る
｡

次
の
書
に
'
養
家
サ
イ
イ
ド

･
ア
フ
マ
ド
等
に
よ
る
､
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九

･
十

窟
前
期
壁
蓋
の
比
較
的
正
確
な
措
き
起
こ
し
が
掲
載
さ
れ
て
い
て
'
細
部
の
形
式

や
裏
面
構
成
､
あ
る
い
は
主
題
の
検
討
に
有
益
で
あ
る
｡
た
だ
し
不
正
確
な
部
分

が
皆
無
と
は
言
え
な
い
た
め
'

常
に
原
蓋
と
封
頗
す
る
必
要
が
あ
る
｡

G
.
Y
az
･

d
an
i
e
t
a
1..
A
ja
n
ta
.P
a
r
t
ZTZ,
L
o
n
d
o
n
,)
9
4
6
.
p
ls
.X
X
tV
,

X
X
tX

and

X
X
X
.

G

.Y
a
z
d
an
iet
al1.OPICit.,
pp.
15
-
19参
照
｡

次

の
書

で
は

､
見
誤
っ
て
鳥
を

コブ
ラ
と
解
樺
し
て
い
る
.
G
.Y

a
z
d
a
n
i
e
t
al
..

op
.
c
it..
p
.
)
6
.

大
英
博
物
館

所
蔵
分
で
は
､
三
個
の
笠
石
断
片
に
同
主
題
が
見
ら
れ
る
｡

c
f.,
R
.

K
n
o
x
.
A
m
a
ra
v
a
ti.
B
ud
d
h
is
t
S
c
u
lP
tu
rle

f
ro
m

th
e

G
rea
t

S
tiiPa
,

叫眼
内

W狐
的

姐矧
的

L
o
n
d
on,19
9
2
.
P
P
19
0
1
9)
(N
os
.
32
.
33
a
n
d

34).

D
.
S
c
hting
lo
ff
.Stu
d
ies
in
the
A
ja
n

ta
P
a
in
ting
s
.Zdentif1.Catio
ns
and

Zn
te
79
retations.I)ethi,
1987,pp
.

1I
L3
参
照
｡

G

.Y
a
zdani
etal
..opICit..
p
p
.
9
0
-
9)参
照
｡

D
.
Schtingtoff.
"A
恥o
k
a
o
r
M
a
r
a?
O
n
th
e

interpre
ta
tio
n

of
s
om
e

S
a
fici
retie
fs".L
.A
.H
ercu
s

etal
.
(e
d
.)
VZn
dologic
al
a
n
d

B
ud
d
hist

S
tudies.
V
o
lu
m
e
in
H
o
n
o
ur
of
Prof
e
ssorJI
W
.
d
e
Jong
on
his
Sixtieth

B
irthd
ay.C
an
b
e
rra
.1
9
8
2
.p
p.4
4
)
-
4
5
5
参

照

.

DI
S
chtinglo
ff
Vop.cit..p
p16
4
-
7
2
参
照
.

次
の
拙
稿
を
参
照
｡
｡T
he
Ge
n
e
sis
of
B
u
ddhist
P
aintin
g
in
A
n
c
ie
n
t

tn
d
ia
a
n
d
Zts
E
arly
D
e
v
e
lop
m
e
nt-
W

ith
Special
R
e
f
erenc
e
to
th
e

R
e
la
tio
nship
of
B
u
d
dhist
C
om
m
un
itie
s
t
o
P
aintin
g

in
E
arty

T
im
e
s".A
esthetics
,N
u
m
b
e
r
5

()
9
9
2
)
,p
p
.89
-
lo
g
.

例
え
ば
'
ク
シ
ャ
ー
ン
時
代
の
美
術

を
扱
っ
た
次

の
書
で

は
､
カ

ニ
シ
カ
紀
元
が

後
七
八
年

に
開
始
し
た
と
す
る
考

え
方
を
採
用
し

て
い
る
｡
S
.J
.
C
z
u
m
a
}

K
us
h
a
n
S
c
u
lp
tu
re
.]m
a
g
e
s
f
ro
m
E
a
r
ly
Zn
d
ia
,C
te
v
e
la
n
d
,1
9
8
5
1

次
の
論
文
に
お
い
て
'
サ
ー
ン
チ

-
第
二
塔
欄
楯

浮
彫
中
の
教
皇
面
が
'
グ
ブ
タ

朝
下
に
改
刻
さ
れ
た
と
結
論
付
け

て
い
る
が
'
タ
ー
バ
ン
の
形
式
か
ら
完
全
な
誤

謬
で
あ
る
こ
と
が
剃
る
｡
秋
山
光
文

｢
サ
ー
ン
チ
I
第
二
塔
欄
楯
桂
浮
彫
の
改
作

時
期
に
つ
い
て
｣
町
田
甲

一
先
生
古
希
記
念
合
編

『論
叢
沸
教
美
術
史
』
吉
川
弘

文
館
'
昭
和
六
十

一
年
､

一
-
二
二
亘
｡

バ
ル
ナ

･
カ
ラ
ン
か
ら

一
九
八
七
年
に
出
土
し
た
'
両
堂
の
守
門
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
る
在
銘
像

(N
o
.8
7
.14
5
･
N
o
.∞
7
.)
4
6
)
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
､

次
の
論
文
を
参

照
｡
た
だ
し

同
論
文
は

､
著
者
に
古
代
イ
ン
ド
彫
刻
に
封
す
る
正

し
い
認
識
が
映
如
し
て
い
る
上
に
'
刻
銘
の
古
宇
撃
的
分
析
を
重
視
し
過
ぎ
た
た

め
'
結
論
に
首
肯
し
難
い
鮎
を
多
-
含
ん
で
い
る
O
D
.
M

.S
rin
iv
a
s
a
n
a
n
d
L
.

S
a
n
d
e
r
,"N
e
w
ty
D
is
c
o
v
e
re
d
tn
s
c
rib
e
d
M
a
th
u
r
抄
Sculptures
of
P
ro
b
･

ab
te

D
oork
e
e
pers
.
D
atin
g
to
th
e
K
S
a
tra
p
a
P
erio
d
"
,A
rc
hiv
e
s

of

504



A
sian
A
r
t.X
L
tIZ
()990).p
p
16
3
1
6
91

(22
)

剣
と
小
人
物
像
を
手
に
し
た
男
紳
浮
彫

(
マ
ト
ゥ
ラ
ー
博
物
館
戒
､
N
o
.ト
ー∞)

が
､
比
較
的
近
い
形
の
タ
ー
バ
ン
を
着
け
て
表
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
浮
彫
像
と
バ

ル
ナ
･
カ
ラ
ン
出
土
丸
彫
像
の

1
髄
は
､
持
物
が

l
致
し
て
い
る
.

(23
)

註

(16
)
に
翠
げ
た
論
文
参
照
｡

(24
)

H
.
L
tid
e
rs
(e
d
.)
.B
h
a
rh
u
tZ

n
scriP
tions
(C
o
rp
u
s
tn
s
crip
tio
n
u
m
ln
･

d
ic
aru
m
,V
o
t.tt.P
art
tⅠ),O

o
tacam
u
n
d
.
19
63,
)54
-
15
5
参
照
｡

(2
)

大
英
博
物
館
所
蔵
の
欄
楯
桂
の
1
つ
に
､
問
題
の
楯
が
浮
彫
ら
れ
て
い
る
｡

cf..

R
.
K
n
o
x
.op
.
cit..
p
.6
7
(N
o
.15
)
.

(26
)

D
o
m
e
n
ico
F
a
c
ce
n
n
a
,S
cu
lP
tu
res
f
rom
th
e
S
a
cred
A

r

e

a
of
B
u
tk
a
ra
Z

(S
w
a
t.
W
IP
a
k
ista
n
)〉P
a
rt
3
,
R
o
m
e,
1964
.p
I.C
D
L
XX

V
Zlt
参
照
｡

(27
)

一
例
を
挙
げ
れ
ば
､
ギ
メ

博物
館
所
蔵
の
ナ
-
ガ
ー
ル
ジ

ュ
ナ
コ
ン
ダ
出
土
石
板

浮
彫

(N
o
.M
G
.
170
6
7)

に
'
単
純
化
し
た
兵
士
の
頭
巾
状
被
り
物
が
見
ら
れ

る
｡

(28
)

大
英
博
物
館
所
蔵
の
欄
楯
桂

･
貫
石

･
笠
石
の
一
部
に
同
形
の
圃
扇
が
浮
彫
ら
れ

て
い
る
o
C
f.-R
IK
n
o
x
,op
.cit.,p
p
.55
(N
o
.
9
)
,6
7
(N
o
.)5)
.7
9
(N
o
.2
3)

a
n
d
9
6
(N
o
.3
7).

アジャンクー第九窟 ･第十窟壁妻

~ヽ
29＼_..

J.H
.
M
arsh
al
l

a
n
d
A
I
F
o
u
ch
er.
T
h
e
M
on
um
en
ts
of
S
d
3
Ch
i.
3
v
o
ls..

C
a
lcut
t

a.
1940,V
o
I.),
p
.342
(N
o
.39
8
).

(30
)

註

(-
)
に
挙
げ
た
拙
稿
'
八
四
-
八
六
頁
参
照
｡

(31
)

比
較
的
新
し
い
謬
註
と
し
て
は
'
次
の
書
を
参
照
｡

L.C
asson
一
T
h
e
P
eriP
lu
s

M
a
ris
E
ry
th
ra
ei,
P
rin
ce
to
n
,)98
9
.

(3
)

イ
ン
ド
と
ロ
ー
マ
の
交
易
に
つ
い
て
は
'
次
の
二
書
を
参
照
.
V
.
B
e
g
le
y
a
n
d

R
.D
.
d
e
P
u
m
a

(e
d
.)
.
R
o
m
e
a
n
d
In
d
ia
.
th
e
A
n
cien
t
S
ea
T
ra
d
e.

W
isco
n
sin
,
)991
;
P
.I.
T
u
rn
er.
R
om
an
C
oin
s
from
Zn
dia
,
L
on
d
o
n
,

)
9

891

(33
)
註

(
18

)
に
馨
げ
た
拙
稿
参
照
｡

〔付
記
〕

本
稿
で
括
圏
に
使
用
し
た
寓
虞
は
'
絶
て
筆
者
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
｡
特

に
ア
ジ
ャ
ン
タ
-
第
九

･
十
窟
壁
毒
の
寓
虞
は
'
元
の
壁
妻
そ
の
も
の
の
状
態
が

悪
い
上
に
､
撮
影
の
傑
件
も
非
常
に
厳
し
い
た
め
､
能
う
限
り
見
え
易
-
し
た
に

も
拘
わ
ら
ず
'
か
な
り
不
明
瞭
で
あ
る
｡
そ
れ
に
加
え
て
'
第
十
窟
で
壁
蓋
保
護

の
た
め
に
巌
め
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
の
潅
ぎ
目
や
傷
が
､
囲
様
を
更
に
観
察
し
難
く
し

て
い
る
場
合
も
あ
る
｡
論
旨
を
税
覚
的
に
賓
謹
す
る
た
め
の
根
幹
に
係
わ
る
こ
と

ゆ
え
遺
憾
で
は
あ
る
が
'
諒
解
さ
れ
た
い
｡

本
研
究
は
､
共
同
研
究

｢六
朝
美
術
の
研
究
｣
(班
長

禽
布
川

寛
)
の
報
告
の
一

部
で
あ
る
｡
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