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北
支
那
石
窟
構
輿
論

水
　
野

清

一

望

　
北
支
那
に
お
け
る
石
窟
、
す
な
は
ち
石
窟
寺
院
は
い
ろ
一
の
概
黙
か
ら
議
論
に
上
せ
う
る
の
で
あ
る
が
、
ま
つ
こ

こ
で
は
そ
の
構
造
に
つ
い
て
論
じ
た
い
。

　
北
支
那
に
お
い
て
贈
爵
寺
院
が
努
ま
れ
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
申
す
ま
で
も
な
く
佛
毅
の
流
荒
し
た
以
來
の
こ
と

で
、
そ
の
垂
穂
の
も
と
つ
く
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
西
域
、
印
度
の
石
窟
寺
院
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
支
郡
で
い
ち
ば
ん
早

く
黒
髭
せ
ら
れ
た
の
は
そ
の
悪
罵
た
る
敦
煙
の
地
で
あ
る
ら
し
い
。
甘
粛
省
の
敦
燈
千
佛
洞
の
鰯
始
は
落
蓋
の
長
始
三

年
藪
五
重
も
し
く
は
建
元
二
年
血
書
燃
と
い
は
れ
て
み
る
。
つ
い
で
北
下
文
成
帝
の
時
晒
六
輝
に
山
西
省
大
同
工
商
の

石
窟
寺
院
が
開
盤
さ
れ
は
じ
め
た
。
北
魏
の
孝
文
帝
が
洛
陽
遷
都
晒
鋸
の
後
は
主
と
し
て
洛
陽
附
近
の
伊
闘
龍
門
に

お
い
て
石
窟
造
螢
が
行
は
れ
た
Q
し
か
し
ま
た
河
南
輩
縣
や
陳
西
郷
縣
、
甘
粛
浬
川
乃
至
満
洲
國
義
縣
な
ど
に
も
北
魏

時
代
の
石
窟
が
あ
る
。
そ
の
の
ち
、
北
魏
が
衰
亡
し
東
西
魏
に
わ
か
れ
礪
王
難
北
齊
、
窯
業
券
賦
し
た
時
代
疇
短
Q
。

‘
N
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北
支
那
石
窟
構
造
論

に
お
い
て
乳
管
と
蕩
灘
と
が
首
都
、
副
都
と
な
る
に
謹
ん
で
、

苦
陽
の
西
に
天
龍
出
石
窟
が
、
郷
都
の
西
に
響
堂
山
石
窟
が
螢
ま
れ

た
。
同
じ
く
北
魏
北
齊
時
代
に
か
け
て
山
東
省
濟
南
総
記
崖
、
瀧
洞

大
佛
寺
、
融
業
瀧
華
洞
等
も
開
馨
さ
れ
、
爾
魏
階
に
か
け
て
寳
画
の

小
石
窟
が
開
か
れ
た
。
階
唐
時
代
に
お
い
て
は
敦
煙
、
龍
門
、
天
龍

山
を
は
じ
め
と
し
て
、
由
東
雲
門
山
、
駝
山
等
の
造
窟
が
行
は
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
ぜ
　
　
コ

特
に
後
者
に
は
三
代
の
造
管
が
多
い
。
麟
一

な
て
石
携
造
螢
は
ほ
と
ん
ど
斐
饗
磐
し
わ
た
っ
て
行
は
綱

れ
、
さ
ら
に
小
規
模
の
も
の
を
ひ
ろ
ふ
と
そ
の
分
布
の
密
度
は
一
暦

増
大
す
る
。
時
代
を
も
つ
て
い
へ
ば
北
朝
か
ら
階
唐
、
す
な
は
ち
四

世
紀
か
ら
七
八
世
紀
に
お
よ
ん
で
盛
大
に
造
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
，
、

そ
の
問
に
地
域
的
、
時
代
的
相
違
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
お
の
つ
か

ら
當
然
で
あ
る
。
い
ま
は
主
と
し
て
そ
の
蒔
代
的
鍵
遷
の
一
般
を
論

じ
た
い
考
へ
で
あ
る
が
．
は
る
か
に
そ
の
造
螢
が
衰
微
し
、
わ
っ
か

に
敦
煙
そ
の
他
に
若
干
の
遺
構
を
乱
す
五
代
宋
元
以
後
の
も
の
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巷
　
第
一
號
　
　
　
七
九



　
　
　
　
北
支
那
石
窟
構
逡
論

い
て
は
特
に
…
蕎
及
す
る
必
要
を
認
め
府
か
い
。

静
ゆ
二
十
薫
巻
　
第
…
號

八
○

2

　
こ
れ
ら
の
数
多
い
石
窟
は
精
密
な
測
岡
を
驚
く
の
で
こ
ま
か
い
比
較
を
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
淀
や
こ
れ
を
構

造
の
上
か
ら
お
ほ
ざ
つ
ば
に
．
分
類
す
れ
ば
、
奪
像
中
心
の
石
窟
と
塔
廟
中
心
の
石
窟
と
に
二
分
せ
ら
れ
る
と
思
ふ
。
こ

れ
は
構
造
上
の
二
大
別
で
あ
る
と
と
も
に
右
窟
魚
島
の
意
義
か
ら
い
っ
て
も
ま
た
別
種
の
範
疇
に
面
す
る
も
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
じ
ノ
け
ゑ
へ
　
か
ロ
ノ
　
へ

　
尊
像
漸
窟
は
龍
魏
特
に
雲
崩
初
期
の
大
凶
癩
戸
雌
判
で
は
云
い
李
面
形
を
も
ち
、
圓
い
天
弁
を
も
つ
て
み
る
。
尊
像
は

大
き
く
後
壁
に
つ
く
ら
れ
、
左
、
右
壁
に
は
一
ま
わ
り
小
さ
い
佛
、
も
し
く
は
菩
薩
像
が
き
ざ
ま
れ
る
○
つ
ま
り
大
き
さ

に
よ
っ
て
全
燈
が
ひ
と
つ
に
統
一
さ
れ
て
る
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
大
魚
を
中
心
と
し
て
網
鳥
の
石
窟
が
設
計
さ
れ
て

る
る
。
鰐
に
お
い
て
皇
あ
大
豊
嚢
、
融
ぼ
同
欝
構
造
を
も
つ
て
み
る
。
雲
山
岡
の
大
言
は
岡
山
雛
形
の
石
弓

い
っ
て
も
、
完
好
な
圖
形
を
描
か
な
い
。
二
面
圏
は
浜
面
形
に
な
夢
、
…
断
面
岡
も
砲
層
形
に
な
る
。
そ
れ
に
尊
像
が
極

度
に
大
き
く
．
贋
窟
ぱ
全
く
璽
像
に
比
せ
ら
れ
て
る
る
。
石
窟
を
造
冠
し
た
と
い
ふ
よ
り
も
石
…
繍
を
き
ざ
む
た
め
に
寵

窟
を
腿
難
し
た
魏
が
深
い
。
雲
商
で
滋
窟
と
石
佛
と
の
關
係
が
や
、
整
備
さ
れ
た
も
の
は
大
佛
洞
聯
薫
で
あ
る
。
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
｝

で
龍
門
賓
陽
洞
聯
三
は
頭
頂
圓
形
の
も
っ
と
も
整
備
し
た
石
窟
と
し
て
欝
現
し
た
。
左
右
に
も
中
央
と
難
癖
な
佛
三
尊

　
　
　
　
　
　
、
コ

（’　＄o　；・
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を
見
る
が
、
そ
れ
ら
は
佛
立
像
で
中
央
の
座
佛
と
は
制
を
異
に
し
、
大
き
さ
も
や
、
劣
っ
て
み
る
の
で
、
賎
業
圓
形
の
石

窟
塞
間
と
相
侯
っ
て
窟
内
は
よ
く
統
一
が
保
た
れ
て
み
る
。
龍
門
古
陽
洞
蔀
紅
＋
と
蓮
華
洞
郭
耐
と
は
開
墾
の
事
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

を
や
、
異
に
す
る
た
め
左
右
側
壁
は
長
く
延
び
、
準
面
圖
は
一
端
の
圓
い
長
方
形
を
な
し
、
天
井
も
か
ま
ぼ
こ
状
を
な

購
、

．
漁
蓑

鱗
痴

響

第二圖　　龍rl弓∫賓：陽馴

す
。
側
壁
に
は
多
数
の
小
籠
が
緊
ま
れ
、
奥
壁

の
孚
圓
形
に
配
列
さ
れ
た
諸
曾
に
よ
っ
て
窟
内

は
統
↓
さ
れ
て
み
る
。

　
か
う
い
ふ
場
合
、
雲
山
岡
大
要
は
奪
像
が
⊥
土
で

石
窟
が
從
、
龍
門
大
難
は
愈
像
と
石
窟
が
よ
く

緊
密
に
結
合
し
、
そ
の
間
に
寸
分
の
隙
も
見
出

せ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
典
型
は
何
と
い
っ
て
も

や
は
り
賓
陽
洞
臨
二
で
あ
る
と
思
ふ
。
石
窟
の

中
心
は
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
入
口
に
正

面
す
る
最
奥
中
央
に
あ
る
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も

な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
圓
形
圓
頂
の
形
式
で
は
こ
の
最
奥
中
央
が
圓
滑
に
窟
内
周
壁
を
統
合
す
る
。
切
断
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
諸
壁
の
封
立
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て

　
　
　
　
北
支
那
石
窟
樽
造
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼

こ
の
中
央
奥
壁
に
廣
大
な
睾
身
光
が
つ
く
ら
れ
る
。
奉

　
　
　
　
第
二
十
三
雀
第
一
撃
　
　
入
一

（81）



　
　
　
　
牝
支
那
石
窟
榔
瀧
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
二
巻
　
第
一
號
　
　
　
八
二

身
光
は
轡
毒
し
て
石
窟
壁
面
と
な
り
、
中
央
三
尊
佛
を
つ
、
む
。
左
右
の
三
七
佛
も
ほ
や
同
等
に
螢
ま
れ
る
が
、
石
窟

中
心
に
あ
る
中
央
群
の
優
勢
は
中
央
尊
像
の
陣
営
跣
座
と
い
ふ
特
殊
形
式
お
よ
び
大
き
さ
の
優
越
な
ど
か
ら
壇
大
す

る
。
か
く
て
中
央
三
尊
の
中
心
た
る
座
興
の
大
像
は
即
身
の
光
背
が
轡
曲
し
た
中
心
に
凝
集
す
る
。
こ
れ
は
構
造
的
に

も
魏
念
的
に
も
こ
の
石
窟
の
支
配
者
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
中
心
心
像
は
光
背
、
す
な
は
ち
奥
壁
に
蜜
着
す
る
。
吸
着

し
て
壁
面
に
浴
う
て
わ
っ
か
な
が
ら
麺
零
す
る
。
大
像
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
見
よ
。
腹
部
を
中
心
と
し
て
上
下
に
轡
曲

す
る
。
顔
面
は
や
、
前
に
宜
し
て
か
や
み
、
下
裳
は
前
に
は
ね
る
。
寵
壁
（
或
は
光
背
）
の
轡
曲
に
統
制
さ
れ
た
の
は
北

臨
戦
一
般
の
プ
官
フ
ィ
ー
ル
に
お
け
る
特
徴
で
あ
る
。
ひ
る
が
へ
っ
て
圧
面
形
を
見
れ
ば
こ
の
座
像
は
下
裳
が
開
い
て

二
等
邊
三
角
形
の
暴
騰
を
と
る
。
そ
し
て
垂
下
す
る
並
行
禰
線
が
構
造
の
中
心
を
二
等
邊
三
角
形
の
頂
黙
、
す
な
は
ち

や
》
早
撃
の
顔
面
に
集
中
さ
せ
る
。
こ
れ
が
石
窟
構
造
上
の
中
心
で
あ
り
、
ま
た
魏
々
上
の
中
心
で
も
あ
る
。
す
べ
て

が
こ
、
に
集
中
す
る
。
入
口
上
部
に
開
か
れ
た
窓
か
ら
は
光
が
こ
れ
に
集
中
す
る
。
北
魏
石
窟
は
こ
、
に
焦
黙
を
つ
く

っ
て
、
そ
の
他
の
部
分
は
石
窟
の
暗
影
の
う
ち
に
ぼ
や
け
て
兇
え
る
。
急
激
で
な
く
漸
履
的
に
し
っ
か
に
ぼ
や
け
る
。

も
う
　
歩
進
ん
で
い
ふ
な
ら
ば
細
身
の
凹
面
に
凝
集
し
た
光
は
佛
の
御
前
に
ひ
れ
術
す
敬
婁
な
る
信
徒
の
心
に
反
射
す

る
。
石
窟
の
構
造
は
そ
し
て
ま
た
そ
の
理
念
は
傭
眼
の
慈
眼
に
集
中
し
、
佛
徳
を
仰
ぐ
灘
者
の
面
に
反
映
す
る
。
北
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
鯨
像
窟
に
甥
す
る
競
者
の
位
記
は
か
く
の
ご
と
く
嚴
密
に
規
定
さ
れ
て
る
る
。
北
魏
の
奪
像
窟
に
お
い
て
は
こ
れ
…
以

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
を
　
　
ヘ
　
　
へ

外
の
競
方
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
唐
代
の
．
鯨
像
の
や
う
に
そ
の
周
園
を
め
ぐ
り
つ
、
概
ら
れ
る
と
い
ふ
籐
裕
を
の

（82）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

こ
さ
な
い
。
つ
ま
り
鑑
賞
と
い
ふ
や
う
な
思
欲
は
全
く
の
こ
さ
れ
て
み
な
い
の
で
あ
る
。
こ
、
で
は
敬
呈
な
る
信
徒
と

し
て
封
ず
る
よ
り
ほ
か
の
立
場
は
全
然
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
環
臣
姻

　
賓
陽
湖
の
煮
梅
は
五
百
年
代
の
響
く
初
頭
に
あ
る
が
、
こ
の
頃
に
で
春
た
籠
窟
は
す
べ
て
同
機
な
求
心
的
構
造
の
原

口
麟
欝
　
…
，

1一鎌や識憲一こ＿・∵、．，一．．．蘇

　第三圖　雲崩小子（第十一洞外）

理
に
よ
っ
て
開
か
れ
て
る
る
。
こ
れ
は
寵
窟
ば
か
り
で
な
く
、
濁
立

像
に
お
い
て
も
見
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
正
に
五
百
年
初
頭

を
風
靡
し
た
構
造
原
理
で
あ
る
。
試
み
に
も
ろ
一
の
北
魏
佛
籠

麟三

�
z
起
し
も
ろ
一
の
北
魏
像
を
想
起
し
て
見
ら
れ
た
い
。
こ

れ
が
北
魏
様
式
と
い
は
れ
る
も
の
、
基
本
的
特
徴
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
と
思
ふ
。

　
も
し
こ
の
特
徴
づ
け
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
雲
山
岡
大
窟
の
諸

例
は
な
ほ
こ
れ
に
至
る
前
程
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
や
、
緊
密
を
敏

く
構
造
も
理
解
さ
れ
る
し
、
龍
門
蓮
華
洞
曾
像
の
や
、
並
立
的
傾
向

も
つ
ぎ
の
構
造
原
理
へ
の
移
行
を
示
す
も
の
と
す
れ
ば
興
味
深
く
著
せ
ら
れ
る
。
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北
支
那
石
窟
構
輩
論
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箪
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北
魏
の
尊
像
窟
は
上
述
こ
た
厨
形
圓
頂
の
一
形
式
に
と
や
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
ほ
か
に
方
形
李
頂
の
奪
像
窟

も
小
規
模
な
石
窟
中
に
し
ば
く
見
出
さ
れ
て
み
る
。

　
方
形
李
頂
の
石
窟
に
は
圓
形
厨
頂
の
石
窟
と
ち
が
ひ
、
自
然
に
各
面
が
分
立
す
る
。
天
井
が
蔓
立
し
、
周
壁
は
並
立

す
る
。
し
か
し
、
並
立
し
て
も
轟
く
岡
格
に
並
立
す
る
の
は
つ
ぎ
の
時
代
の
構
造
原
理
で
あ
っ
て
、
こ
、
で
は
な
ほ
生

と
從
と
の
…
關
係
が
す
こ
ぶ
・
る
明
白
で
あ
る
。
す
な
は
ち
、
第
ご
に
左
右
壁
を
多
数
の
小
傷
で
埋
め
、
桜
鯛
に
中
心
的
大
寵

を
つ
く
る
…
場
合
は
雲
量
大
佛
洞
、
龍
門
古
園
洞
、
蓮
華
洞
に
似
て
た
や
圓
形
圓
頂
が
・
万
形
李
頂
と
な
っ
た
だ
け
で
あ
る
。

重
壁
中
奪
の
主
導
的
位
置
は
か
は
ら
す
占
や
は
り
そ
の
雛
形
に
よ
る
求
心
的
数
果
は
認
め
ら
れ
る
。
第
二
に
は
左
右
壁

に
も
ひ
と
つ
の
大
尉
を
配
す
る
場
合
で
、
こ
れ
で
は
奥
壁
の
大
姦
と
左
右
壁
の
寵
佛
と
が
そ
れ
ぐ
野
立
す
る
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ボ
フ
　
ぬ

な
る
。
龍
門
纂
十
四
洞
・
魏
字
洞
瞬
翻
等
は
そ
の
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
北
魏
の
石
窟
で
は
磁
壁
の
奪
像
に
は
特
別
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
炉
　
、
｝

魚
形
を
つ
く
ら
す
、
石
窟
奥
壁
に
彫
込
ま
れ
、
こ
、
で
全
膿
を
支
配
し
て
み
る
。
左
右
壁
の
奪
像
は
お
の
一
そ
の
寵

形
の
う
ち
に
閉
ち
こ
め
ら
れ
て
る
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
馬
形
虚
血
の
石
窟
ほ
ど
純
粋
で
は
な
い
が
、
と
に
か
く
こ
、

に
も
そ
の
求
心
的
繕
造
原
理
は
失
は
れ
て
る
な
い
。

　
し
か
る
に
、
こ
れ
が
北
齊
時
代
の
盤
領
に
な
る
と
金
然
別
の
原
書
か
石
窟
を
支
配
す
る
。
ま
つ
も
つ
ど
も
北
魏
機
式

に
近
い
逡
像
を
も
つ
た
天
龍
由
策
二
、
第
三
窟
i
し
た
が
っ
て
そ
の
造
誉
も
い
は
ゆ
る
北
齊
諸
石
窟
の
う
ち
で
は
も

っ
と
も
古
く
、
或
は
東
魏
時
代
の
開
悟
で
は
な
い
か
と
も
患
は
れ
る
の
で
あ
る
が
一
を
と
っ
て
見
る
に
、
こ
、
で
は
既

‘
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に
黙
黙
石
窟
と
は
そ
の
構
造
原
理
を
異
に
し
て
み
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
興
業
は
方
形
で
あ
る
が
、
天
井
は
塾
頭
角
錐

で
、
断
面
で
い
ふ
と
梯
形
を
な
す
。
思
慕
角
錐
の
天
井
は
黄
菜
の
鷺
縢
　
頂
の
微
意
を
う
け
た
も
の
と
い
へ
ば
い
へ
る

が
、
そ
れ
に
も
か
、
は
ら
す
、
そ
の
隅
々
に
あ
る
労
協
の
ご
と
き
つ
く
り
だ
し
を
考
へ
れ
ば
、
そ
の
意
臨
が
壁
面
の
融

合
に
あ
ら
す
し
て
擬
劃
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
〇
膜
壁
も
完
全
に
分
立
し
、
各
号
に
同
格
の
佛
が
二
侠
侍
を
し
た
が

へ
て
並
立
す
る
。
三
里
の
翼
壁
は
形
式
、
大
小
を
同
じ
う
す
る
の
み
な
ら
す
、
中
央
奥
壁
の
奪
像
に
謝
し
て
も
左
右
壁

岡
襟
な
権
が
も
う
け
ら
れ
、
総
形
を
な
す
。
三
壁
の
送
像
が
畢
等
で
あ
っ
て
、
主
と
從
と
の
陶
係
は
明
ら
か
で
な
い
。

こ
、
で
は
中
央
奥
壁
の
支
配
約
地
位
は
三
壁
の
同
形
量
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
こ
ぶ
る
稀
薄
に
さ
れ
て
み
る
。
こ
の
分
散

の
傾
向
が
北
齊
尊
像
窟
に
一
貫
す
る
構
造
原
理
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
5

　
北
齊
の
典
型
的
な
・
奪
像
窟
に
お
い
て
は
こ
の
傾
向
が
よ
り
徹
底
し
て
あ
ら
は
れ
る
。
天
龍
則
、
第
十
洞
、
第
十
六

洞
、
響
堂
山
南
洞
、
第
七
洞
は
北
齊
驚
，
像
窟
の
血
一
型
で
あ
る
が
、
魯
壁
の
寵
形
は
正
し
く
岡
形
鋼
大
で
あ
っ
て
、
壁
面

．い

ﾁ
ぱ
い
に
ひ
ろ
が
る
。
鴨
舘
底
は
ま
つ
上
下
の
轡
曲
を
失
ひ
、
時
に
は
左
右
の
轡
曲
す
ら
弛
緩
す
る
。
こ
れ
に
納

め
ら
れ
る
尊
像
も
北
魏
佛
の
や
う
な
求
心
的
構
成
を
と
ら
な
い
。
正
面
か
ら
見
た
二
等
邊
三
角
形
の
構
圖
は
く
つ
れ
、

側
面
か
ら
箆
た
弓
な
り
の
轡
曲
も
濾
滅
す
る
。
寵
形
の
緊
張
か
ら
槻
放
せ
ら
れ
て
、
の
び
一
と
並
立
す
る
こ
と
に
な

る
。
斯
る
時
は
三
尊
佛
だ
が
，
し
ば
ノ
＼
城
楼
佛
、
檀
越
佛
の
．
奪
像
が
季
板
に
羅
渕
さ
れ
分
散
す
る
。
だ
か
ら
寵
の
外

構
も
尖
撲
寵
よ
り
は
天
蓋
寵
に
向
ひ
、
響
堂
画
の
周
壁
で
は
全
く
天
蓋
寵
の
み
を
見
る
。
寵
鷹
の
弛
緩
、
各
像
の
分
散
、

　
　
　
　
北
部
那
石
窟
欝
琶
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
錦
二
十
慧
巷
　
鎮
一
號
　
　
　
八
五



　
　
　
　
北
支
那
石
窟
構
出
旭
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
「
二
十
三
ぬ
¢
　
第
一
號
　
　
　
　
入
六

袖
壁
の
分
立
が
あ
ら
は
れ
、
分
散
の
精
紳
が
学
漫
す
る
。
北
魏
の
や
う
な
求
心
的
統
合
力
は
後
退
し
、
い
は
や
分
散
の

う
ち
に
或
る
統
一
が
見
出
せ
る
と
い
ふ
や
う
な
ゆ
る
や
か
な
結
合
を
見
る
の
で
あ
る
。
動
き
の
、
と
れ
な
い
や
う
な
緊
張

第四圃　天龍山第十六洞北壁、隔壁

が
ゆ
る
ん
で
、
　
一
種
の
ゆ
と
り
と

か
、
自
由
と
い
っ
た
や
う
な
も
の

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
北
魏

石
窟
の
観
鮎
が
窮
屈
に
も
た
や
の

心
臓
に
凝
集
す
る
に
封
し
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
㌧
．

れ
は
左
右
に
移
動
し
う
る
線
も
し
ω

く
は
面
の
観
窯
で
あ
る
。
も
と
よ

り
唐
代
の
立
腰
的
な
親
黙
を
も
つ

多
楼
さ
に
は
お
よ
ぶ
べ
く
も
な
い

が
、
と
に
か
く
構
造
に
ゆ
と
り
を

生
じ
た
と
い
へ
よ
う
。
螂
随
圃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
ゆ
と
り
は
ま
た
信
仰
上
の
ゆ
と
り
で
も
あ
る
。
全
く
一
義
的
に
規
定
さ
れ
た
信
仰
態
度
に
や
、
批
署
し
、
観
賞

す
る
除
裕
を
生
じ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
か
れ
ら
は
ま
た
三
壁
に
三
つ
の
佛
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
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繹
迦
佛
と
同
格
な
、
し
か
も
別
種
の
佛

　
　
　
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。
安
三
十
出
の

　
　
　
開
皇
九
年
猶
無
に
開
馨
し
た
石
窟
は

澱
や
は
り
こ
の
式
の
三
階
三
寵
制
の
石
窟

　
猷　

離
　
で
あ
っ
て
、
そ
の
記
銘
に
よ
る
と
こ
れ

　
ト　

ス
　
ら
の
三
佛
は
盧
舎
那
佛
、
阿
彌
陀
佛
、

　
　
　
彌
勒
…
佛
で
あ
っ
だ
ら
う
と
い
は
れ
て
ゐ

罹
る
。
多
佛
の
信
仰
は
北
三
蓋
に
も
認
め
剛

　
　
　
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
心
は
あ
く

像
　
ま
で
聯
迦
牟
尼
佛
で
あ
っ
だ
。
し
か
る

　
尊
　
に
こ
、
で
は
む
し
ろ
同
格
の
三
乃
至
四

糊
畿
雰
辛
る
の
で
・
の
る
．
一
に

略

　
　
　
四
佛
と
い
っ
た
の
は
こ
の
謄
代
に
盛
行

　
　
　
し
元
四
面
傷
造
像
を
考
慮
し
た
た
め
で

　
　
　
あ
る
。
こ
の
三
論
三
籠
制
は
四
面
佛
と

　
第
二
十
搬
巻
　
第
㎜
號
　
　
　
八
七



　
　
　
　
北
支
那
石
窟
謹
選
諭

構
造
的
に
も
槻
念
的
に
も
深
い
關
聯
を
も
つ
て
み
る
。

第
二
十
三
鐙
第
一
號

八
入

4

　
北
魏
窟
の
求
心
性
は
い
ひ
か
へ
る
と
寵
を
構
造
の
原
理
と
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
北
齊
窟
の
分
散

性
は
寵
形
の
弛
緩
に
は
じ
ま
り
、
寵
形
の
喪
失
に
至
っ
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
響
堂
山
第
四
洞
、
第
六
濁
は
や
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
さ
ジ
　
サ
へ

殊
の
形
式
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
周
壁
雛
形
の
喪
失
し
た
ひ
と
つ
の
場
面
麟
碑
で
あ
る
。
こ
、
に
至
れ

ば
ひ
と
つ
の
寵
形
す
ら
の
こ
さ
な
い
、
諸
藩
は
寵
形
か
ら
の
開
放
を
え
て
完
全
に
並
立
す
る
。
こ
の
場
合
は
壁
面
か
ら

も
開
放
さ
れ
て
獅
亡
し
て
る
る
。
坐
像
は
何
ら
の
し
め
く
、
り
を
も
た
す
、
方
形
窟
の
三
壁
に
諸
王
諸
菩
薩
が
完
全
に

散
嘉
す
る
。
逸
散
性
は
極
度
に
完
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
、
に
ま
た
新
し
い
統
一
の
し
か
た
が
暗
示
さ
れ
て
み

る
の
を
い
な
め
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
二
七
が
石
窟
の
難
問
内
に
一
律
に
さ
ら
け
出
さ
れ
た
が
た
め
で
あ
る
。
籠
形

に
よ
る
隔
離
は
や
ぶ
れ
て
、
ひ
と
つ
の
案
聞
に
包
癖
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
つ
ぎ
の
膿
展
方
向
を
ふ
く
ん
で
み
る
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ド
ぜ
　
の
へ

こ
れ
は
黄
塵
壁
寵
喪
失
の
ひ
と
つ
の
場
合
麟
碧
で
あ
る
。
い
は
や
方
形
窟
の
壁
面
を
の
こ
し
て
、
寵
底
を
失
っ
た
場
倉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P
賢
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
せ
て

で
あ
る
。
も
し
反
騰
に
壁
面
を
失
っ
て
、
寵
底
を
の
こ
し
た
場
合
鎧
U
に
は
別
の
石
窟
、
す
な
は
ち
身
形
草
頭
の
石
窟

が
成
立
す
る
。
天
龍
肉
第
十
七
洞
は
唐
代
の
造
螢
に
か
、
る
が
、
こ
の
場
合
の
中
聞
階
梯
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
三
壁

に
三
群
の
尊
像
を
も
ち
な
が
ら
、
ひ
と
つ
の
圓
形
圓
頂
の
室
蘭
に
包
概
さ
れ
て
る
る
。
こ
の
い
つ
れ
に
し
て
も
各
壁
の

ら88）



小
噺
が
溝
滅
し
、
ひ
と
つ
の
大
畠
（
實
は
石
窟
に
ほ
か
な
ら
濾
）
に
包
徽
さ
れ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
と
に
か
く
三
壁

三
寵
分
立
の
北
齊
窟
に
壁
寵
裏
失
の
二
つ
の
場
合
が
あ
る
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
つ
ぎ
の
陪
唐
石
窟
の
鵠
霞
は
容
易
に
理

解
で
き
る
。

第六瞳　壁羅喪失過程二

　
右
の
想
定
よ
り
す
れ
ば
階
唐
石
窟
は
必
然
的
に
圓
形

圓
頂
と
方
形
李
下
の
二
形
式
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
。

實
例
で
は
龍
門
羅
鼓
洞
聯
一
第
二
洞
、
第
四
洞
門
の
唐

窟
、
駝
山
第
三
洞
、
雲
門
肉
寵
窟
等
の
一
己
は
第
一
の

形
式
で
あ
り
、
瀧
三
三
善
三
吟
聯
五
永
隆
洞
癌
九
奉
先

寺
洞
副
剛
お
よ
び
東
山
諸
窟
の
唐
錦
石
窟
、
駝
陶
第

　
　
ヰ
ノ
、
｝

一
、
第
四
、
第
五
の
階
麿
窟
は
第
二
の
形
式
で
あ
る
。

駝
虜
、
雲
門
由
の
籠
窟
は
階
代
の
開
盤
、
縫
門
第
…
・

第
二
・
第
四
の
三
洞
も
轟
＋
五
鶏
㌦
以
前
の
造
畢
で
あ
る
。
し
か
る
に
量
定
寺
洞
穫
は
素
魚
三
二
撫
頃
、

奉
先
焦
思
紺
は
威
享
・
上
元
年
間
廼
焦
思
靴
水
隆
洞
聯
灘
は
永
隆
元
年
嫡
入
○
暦
の
造
面
に
か
、
る
。
東
山
諸
滑
に
至
っ
て
は

そ
の
年
代
を
窺
知
し
が
だ
い
が
、
要
撃
寺
、
永
早
耳
以
後
に
な
る
こ
と
は
諸
種
の
事
情
か
ら
う
淀
が
ひ
が
た
い
。
そ
れ

で
あ
る
か
ら
雪
形
圓
頂
の
も
の
ば
晴
代
お
よ
び
初
癒
に
盛
ん
で
、
方
形
帯
解
で
中
、
奪
を
後
壁
に
ほ
る
も
の
は
こ
れ
に
つ

　
　
　
　
北
支
那
石
窟
構
逡
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鎮
二
十
三
巷
　
麓
ご
號
　
　
　
眼
下

（89ノ



、

　
　
　
　
北
支
那
石
窟
構
造
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巻
　
第
】
號
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い
で
初
唐
盛
唐
の
間
に
行
は
れ
、
方
形
李
頂
で
中
質
の
中
庭
に
進
出
せ
る
東
山
諸
洞
の
形
式
は
こ
れ
に
つ
い
で
最
後
に

出
現
し
た
も
の
と
一
図
認
め
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
か
う
い
ふ
ヴ
ァ
ラ
ィ
エ
テ
イ
の
あ
る
う
ち
に
一

第七圖　龍門東山看経寺

場
合
に
は
周
壁
に
め
ぐ
っ
て
配
置
さ
れ
、
興
る
場
合
に
は
後
壁
と
前
壁
に
配
置
さ
れ
る
。

て
、
九
彫
像
に
近
い
。
特
に
叢
る
場
合
に
は
全
一
の
九
彫
像
と
な
り
、
窟
内
中
央
寳
壇
に
安
置
さ
れ
、

内
に
お
け
る
内
陣
の
乙
と
き
釈
態
に
な
る
。
石
窟
室
問
の
い
か
ん
に
か
、
は
ら
す
、

聾
し
た
階
唐
石
窟
の
構
造
原
理
と
い
ふ
も
の
が

見
出
せ
る
と
思
ふ
。
そ
れ
は
北
齊
の
分
散
的
傾

向
に
樹
立
す
る
懸
る
種
の
統
一
で
あ
る
。

　
ま
つ
こ
れ
は
窟
内
に
寵
を
つ
く
ら
な
い
。
盟
・

一
の
石
窟
室
問
に
統
合
さ
れ
て
み
る
。
そ
し
て

そ
の
中
心
に
i
或
は
後
壁
中
央
に
、
或
は
窟

中
央
に
一
大
な
る
中
曾
の
佛
を
安
置
し
、
こ

の
左
右
に
大
き
さ
の
劣
っ
た
菩
薩
像
、
比
丘

像
、
乃
至
覇
王
、
力
士
の
像
を
、
或
は
よ
り
小

な
る
供
養
者
の
像
を
順
次
に
配
列
す
る
。
或
る

　
　
　
　
　
　
　
諸
像
は
高
々
と
彫
．
出
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
た
か
も
佛
殿

　
　
　
　
　
こ
れ
ら
高
直
彫
の
石
像
が
大
小
整

（90）



序
さ
れ
て
か
も
し
串
す
調
和
は
何
よ
り
も
見
事
な
豊
田
で
あ
る
。
束
両
々
鼓
台
の
中
洞
に
三
個
の
塗
立
佛
を
い
れ
た
の

は
や
＼
異
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
決
し
て
こ
れ
を
分
散
せ
し
め
す
、
中
央
に
三
佛
を
集
め
相
封
座
せ
し
め
て
、
窟
内

の
統
…
は
見
事
に
保
た
れ
て
み
る
。
決
し
て
窟
内
に
等
量
の
二
佛
、
三
佛
を
並
麗
せ
し
め
な
い
の
み
7
3
ひ
ら
す
、
い
か
な

る
形
式
に
も
せ
よ
心
霊
の
並
存
は
極
力
こ
れ
を
避
け
る
。
か
く
し
て
階
唐
の
石
窟
は
構
造
上
か
ら
も
槻
念
上
か
ら
も
緊

密
に
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
聯
随
咽

　
こ
の
統
一
の
し
か
た
は
木
造
殿
堂
の
内
部
と
全
く
一
致
す
る
。
北
魏
石
窟
を
寵
窟
の
名
で
い
ひ
あ
ら
は
せ
ば
こ
れ
は

殿
堂
窟
の
名
に
値
す
る
。
こ
れ
に
並
行
し
て
木
造
殿
堂
風
な
手
法
が
ま
淀
石
窟
の
細
部
に
あ
ら
は
れ
る
。
木
造
模
倣
の

黙
で
は
む
レ
の
藩
窟
の
方
が
盛
ん
で
あ
る
が
、
灌
欝
等
の
併
崇
貸
怯
つ
た
だ
け
席
代
簾
の
方
響
造
鈎

殿
堂
の
模
倣
も
純
輝
に
あ
ら
は
れ
て
み
る
と
い
へ
よ
う
。
そ
し
て
揚
代
殿
堂
窟
の
究
摩
し
た
形
式
を
吾
入
は
龍
門
奉
先

生
に
見
る
。
鞭
舌
先
寺
は
高
宗
の
勅
願
で
、
上
元
二
年
立
華
に
竣
成
し
た
。
盧
翁
佛
を
忠
に
二
菩
薩
、
二
羅

漢
、
二
供
養
者
を
後
壁
に
、
紳
王
、
力
士
の
幻
像
を
左
武
お
よ
び
券
面
に
彫
出
し
て
み
る
。
尊
像
は
周
壁
に
固
着
す
る

と
は
い
へ
、
そ
の
高
肉
彫
は
ほ
と
ん
ど
九
彫
像
の
浄
出
し
た
掘
が
あ
る
。
こ
の
鷹
窟
上
部
は
天
井
が
完
備
せ
す
、
か
へ

っ
て
石
壁
に
柏
穴
を
う
が
ち
、
こ
れ
に
よ
つ
で
前
面
に
木
造
の
堂
宇
を
か
ま
へ
だ
も
の
と
見
え
る
。
つ
ま
り
看
窟
と
殿

堂
と
の
折
衷
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
構
造
の
精
紳
よ
り
い
へ
ば
む
し
ろ
木
造
殿
堂
に
從
属
し
た
か
た
ち
で
あ
る
。

　
殿
堂
窟
は
面
出
の
統
一
に
く
ら
べ
る
と
そ
れ
ほ
ど
窮
窟
で
な
い
と
い
へ
る
。
寵
形
の
統
一
が
中
心
の
一
驚
に
凝
集
す

　
　
　
　
詑
支
那
石
窟
構
淺
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
ご
十
三
巻
第
一
號
　
　
九
一
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九
二

る
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
な
く
、
中
心
が
あ
っ
て
離
れ
な
い
と
い
ふ
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
完
好
な
諸
等
像
の
調
和
に

騨
轟
，

第八圖　龍　門　奉　先　寺

よ
つ
て
ま
つ
統
一
の
中
心
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
石
窟
塞

問
が
固
形
圓
頂
で
も
方
形
準
頂
で
も
深
く
問
ふ
と
こ
ろ
は
な
い
。
む

し
ろ
ヴ
ァ
ラ
ィ
エ
テ
イ
を
も
ち
な
が
ら
統
一
を
敏
か
な
い
と
い
ふ
と

こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
北
魏
籠
窟
の
統
一
が
籠
に
し
た
が
ふ
構
築
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
尊
像
に
し
た
が
ふ
人
態
的

な
も
の
で
あ
る
と
い
へ
る
。
ま
た
前
者
が
主
と
し
て
構
造
的
統
一
で

あ
る
に
封
し
て
、
こ
れ
は
む
し
ろ
懸
念
的
統
一
が
主
役
を
演
じ
て
み

る
こ
と
、
な
る
。
た
や
構
造
の
上
よ
り
す
れ
ば
寵
窟
の
統
一
は
動
き

の
と
れ
ぬ
求
心
運
動
で
あ
り
、
殿
堂
窟
の
統
一
は
睡
蓮
の
き
く
遠
心

運
動
で
あ
る
。
つ
ま
り
前
者
で
は
す
べ
て
が
中
心
の
一
貼
に
向
ひ
な

が
ら
も
そ
の
主
要
な
も
の
は
す
べ
て
外
廓
に
あ
る
、
後
者
で
は
主
要

な
も
の
は
す
べ
て
中
心
に
あ
っ
て
外
周
に
向
ふ
ほ
ど
次
第
に
ぼ
や
け

て
ゆ
一
。
そ
こ
に
は
や
、
多
機
な
信
仰
の
態
度
が
包
講
さ
れ
う
る
と

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

思
ふ
。
尊
像
の
周
園
を
め
ぐ
り
つ
、
そ
の
姿
態
を
な
が
め
る
と
い
ふ
や
う
な
態
度
も
ゆ
る
さ
れ
る
が
、
尊
像
を
十
方
に

（　90．　）
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
ヘ
　
へ

蟹
充
し
て
そ
の
理
念
を
で
っ
ち
上
げ
る
と
い
ふ
や
う
な
態
度
も
ゆ
る
さ
れ
て
み
る
や
う
に
見
え
る
。

5

　
さ
て
翻
っ
て
塔
廟
窟
に
一
言
し
た
い
。

　
北
魏
、
殊
に
雲
商
の
塔
廟
窟
は
窟
内
に
明
瞭
な
塔
形
を
つ
く
つ
π
。
雲
山
岡
第
一
洞
、
第
二
洞
、
第
六
洞
、
塔
洞
徽
端

は
す
な
は
ち
そ
れ
で
あ
っ
て
、
特
に
風
洞
は
五
重
の
木
造
形
式
に
よ
る
塔
を
中
央
に
彫
り
き
ざ
み
、
各
層
餐
面
に
若
干

の
佛
寵
を
開
い
た
。
第
一
、
第
二
、
第
六
洞
は
重
層
に
て
や
は
り
木
造
塔
の
形
式
を
と
る
。
た
や
第
六
洞
ば
か
り
は
佛

多
大
き
ゑ
面
に
ひ
と
つ
な
の
で
、
篠
の
た
め
の
構
築
か
と
昊
つ
ひ
塔
形
た
る
に
氣
が
つ
か
ぬ
が
、
や
管
醐

木
造
塔
を
模
し
た
初
学
の
瓦
屋
根
な
ど
塔
た
る
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
周
壁
下
部
に
め
ぐ
る
低
い
屋
根
形
は
正
に
塔

廟
を
か
こ
む
言
忌
を
模
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
い
つ
れ
も
方
形
の
塔
で
、
印
度
西
域
に
見
る
や
う
な
風
輪
の
塔

は
な
い
。
石
窟
も
お
の
つ
か
ら
方
形
で
あ
り
、
李
頂
で
あ
る
。
満
洲
國
義
縣
萬
佛
洞
の
魏
一
嵩
、
甘
酒
座
川
幅
下
王
母

洞
は
雲
溺
第
六
洞
に
ほ
や
一
致
し
て
み
る
。

　
河
南
龍
門
に
は
塔
言
意
な
く
、
輩
縣
石
窟
寺
に
は
纂
二
、
鑓
三
、
第
五
洞
に
こ
れ
を
見
る
が
、
も
は
や
輩
暦
に
し
て

論
罪
を
せ
す
、
た
い
の
方
面
駿
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
雲
山
岡
第
六
淘
の
ご
と
く
餐
爾
に
は
ひ
と
つ
の
大
き
な
佛
織
を

も
ち
、
奪
像
を
き
ざ
み
込
ん
で
み
る
。
こ
れ
で
は
四
面
四
佛
が
あ
ま
り
に
顯
然
と
し
て
、
塔
形
は
後
退
し
た
こ
と
に
な
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る
。
雲
形
に
書
辞
の
あ
る
問
は
中
心
に
あ
る
塔
形
に
よ
っ
て
一
癒
窟
内
は
統
一
さ
れ
て
る
る
わ
け
で
あ
る
が
、
尊
像
に

重
黙
が
お
か
れ
る
と
各
面
各
寵
が
あ
ま
り
に
翼
然
と
し
て
、
各
面
の
分
立
が
昌
立
つ
。
こ
れ
は
北
齊
尊
像
窟
の
三
壁
分

立
に
磨
す
る
も
の
で
、
年
代
か
ら
い
ふ
と
そ
の
先
…
羅
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
つ
ぎ
の
時
代
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
の
方
柱
は
響
黄
雲
の
北
齊
窟
に
し
ば
一
あ
ら
は
れ
、
天
瀧
山
の
階
窟

聯
八
に
至
っ
て
鑑
き
る
。
要
す
る
に
方
柱
制
は
北
魏
末
の
策
縣
鷲
窟
か
ら
、
北
齊
時
代
の
響
堂
山
を
経
て
、
階
…
代
の
天

　
　
第
九
翻
　
塔
　
廟
　
織
　
墾
　
蓬
　
　
　
　
　
ス
ヶ
；
ル
は
＋
尺
躍
位

蚕
⑤
一
　
　
　
　
　
　
讐
丁
懸
五
　
　
　
　
　
饗
。
堂
ぬ
一
　
　
　
　
璽
・
堂
山
ム
　
　
　
　
璽
臼
堂
山
や

鰯
－

魍
－

欝7’職

響
蠕
．麟

τ
き

一
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龍
出
石
窟
に
至
る
ま
で
縫
績
し
て
行
は
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
と
す
る
と
こ
ろ
は
各
爾
の
分
散
に
あ
る
。
四
嗣

の
室
聞
は
至
っ
て
恥
く
、
窟
内
は
熔
の
つ
か
ら
廻
粛
然
と
し
て
全
膿
を
一
望
の
下
に
あ
つ
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

．
る
。
雛
形
た
る
意
識
は
次
第
に
稀
薄
に
な
っ
て
み
る
。
響
堂
山
の
方
関
脇
で
は
す
べ
て
上
部
は
後
壁
と
連
接
し
、
後
方

は
さ
な
が
ら
燧
道
駿
を
な
す
。
四
弼
囚
佛
か
ら
背
面
の
一
溜
を
省
凹
し
て
三
藤
三
寵
隊
一
と
な
う
、
ま
た
左
右
の
寵
を

省
略
し
て
豊
面
一
寵
九
二
と
な
る
。
魚
形
の
後
退
に
反
し
て
寵
像
は
叙
説
さ
れ
、
つ
ひ
に
正
面
一
難
は
深
く
大
き
く
彫



込
ま
れ
全
方
柱
を
察
洞
化
し
、
写
像
は
肉
高
く
大
き
く
切
出
さ
れ
て
、
あ
た
か
も
殿
堂
内
陣
の
槻
を
呈
す
る
に
至
る
。

藤
織
由
零
露
の
場
合
す
な
は
ち
こ
れ
で
あ
る
。
噸
こ
れ
が
も
う
一
歩
前
進
す
れ
ば
塔
形
へ
方
柱
）
は
完
全
に
溝
滅
し
、

腐
市
中
心
の
石
窟
と
轄
成
し
、
別
系
統
よ
り
狡
蔵
し
た
階
唐
殿
堂
雁
窟
、
特
に
内
陣
を
も
つ
殿
堂
窟
の
形
式
と
合
致
す

る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
一
塔
廟
窟
か
ら
奪
像
窟
へ
の
推
移
は
塔
廟
灘
…
舞
か
ら
尊
像
禮
舞
へ
の
墾
遷
で
あ
る
。
た
㎏
億
像
窟
と
い
へ
ば

北
魏
に
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
嚴
密
に
い
へ
ば
尊
像
窟
へ
輩
一
化
し
た
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
澱
。
塔
廟
禮
拝
が

溝
滅
一
堂
は
憂
質
し
た
の
で
あ
る
が
一
し
て
、
尊
像
鼠
舞
專
一
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
塔
中
心
の
伽

蒙
ら
墨
忠
の
鍵
に
叢
し
た
寺
院
建
築
の
霧
に
照
満
し
て
み
る
．
　
　
　
　
　
醐

　
塔
廟
禮
舞
と
い
ふ
の
は
佛
舎
利
、
も
し
く
は
佛
の
霊
感
に
瀾
聯
し
た
信
仰
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
も
の
、
或
は
場
所
を

記
念
し
、
象
徴
す
る
と
こ
ろ
の
塔
に
封
ず
る
禮
拝
は
歴
吏
的
な
佛
陀
、
す
な
は
ち
佛
身
に
謝
す
る
記
念
的
、
直
接
的
な

信
仰
で
あ
る
。
南
朝
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
お
く
が
、
北
朝
、
殊
に
北
魏
に
勝
い
て
は
奪
像
に
つ
い
て
も
圃
様
な
考
へ
が

包
藏
さ
れ
て
る
る
。
北
面
の
奪
像
は
つ
ね
に
何
等
か
の
厳
命
に
お
い
て
佛
陀
の
生
涯
に
閣
面
し
た
、
心
像
で
あ
る
。
佛
身

の
愈
像
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
魔
衆
を
と
も
な
ふ
降
魔
像
で
あ
り
、
鹿
の
諭
せ
ら
れ
る
初
悟
法
輪
の
像
で
あ
る
。
こ
れ
と

い
ふ
標
示
の
見
出
せ
な
い
も
の
も
何
ら
か
佛
陀
の
生
涯
に
因
ん
だ
本
生
圖
、
佛
傳
畠
中
の
像
で
あ
る
。
少
く
と
も
さ
う

い
ふ
も
の
か
ら
造
像
形
式
を
磨
り
て
る
る
と
思
ふ
。
こ
の
時
代
に
本
生
畷
、
佛
搏
岡
の
盛
行
し
た
理
矯
も
こ
、
に
あ
っ

　
　
　
　
北
支
那
石
籍
撫
港
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巷
　
第
一
號
　
　
　
態
勢



　
　
　
　
北
支
那
石
窟
構
造
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
三
巻
第
一
號
　
　
九
六

た
の
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
北
魏
で
は
段
階
的
に
は
種
々
な
相
を
と
る
が
、
要
す
る
に
輩
一
な
佛
身
に
勤
す
る
信
仰
、
い

ひ
か
へ
れ
ば
塔
廟
的
儒
仰
で
あ
っ
た
と
い
へ
る
。

　
こ
れ
に
幽
し
て
北
齊
、
晴
唐
の
信
仰
で
は
佛
身
朗
契
機
が
次
第
に
後
退
す
る
。
こ
ま
か
い
議
論
は
矧
修
論
に
ゆ
つ
る

が
、
要
す
る
に
各
壁
の
分
立
に
よ
つ
て
四
方
の
諸
佛
に
分
化
す
る
。
諸
佛
は
魯
属
性
を
狡
短
し
て
特
殊
佛
に
縛
化
し
、

諸
佛
の
浄
土
を
形
成
す
る
。
特
殊
佛
と
は
た
と
へ
ば
阿
彌
陀
佛
と
か
、
彌
勒
佛
と
か
、
藥
師
佛
と
か
、
或
は
盧
含
那
佛

と
か
で
、
佛
身
を
離
れ
て
超
越
身
を
う
る
。
各
壁
の
佛
國
は
分
化
し
な
が
ら
も
、
た
が
ひ
に
相
似
た
も
の
で
あ
っ
て
並

存
す
る
が
、
つ
ひ
に
階
調
窟
に
至
れ
ば
特
殊
佛
が
一
季
」
を
支
配
し
、
石
窟
に
塾
す
る
か
ぎ
り
で
は
も
は
や
特
殊
佛
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

く
な
る
。
理
論
的
に
完
成
さ
れ
た
超
越
身
で
あ
る
。
だ
か
ら
石
窟
は
雪
像
窟
に
な
り
、
聖
像
は
理
論
酌
、
間
接
的
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

つ
た
力
量
佛
と
な
う
、
こ
れ
を
信
仰
お
よ
び
構
築
の
中
心
と
し
て
晴
唐
手
石
窟
は
造
螢
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
聞
の

事
催
は
一
般
寺
院
と
も
共
通
す
る
で
あ
ら
う
。
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以
上
に
お
い
て
吾
入
は
塔
廟
窟
か
ら
奪
像
窟
へ
、
黒
総
か
ら
殿
堂
窟
へ
、
そ
し
て
石
窟
か
ら
鍛
堂
へ
の
推
移
を
邉
究

し
た
。
こ
れ
が
北
魏
か
ら
巡
警
に
至
る
一
般
的
傾
向
で
あ
っ
た
と
と
も
に
ま
た
北
支
那
石
窟
史
の
大
要
で
あ
る
。
唐
代

以
後
に
お
い
て
石
窟
造
螢
が
頓
に
お
と
ろ
へ
た
の
も
ま
た
所
以
あ
り
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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