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ハ

ッ
ダ
最
近
の
沓
鋸
に
関
す
る
問
題

桑

山

正

進

タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
麿
寺
跡
1
塔
院
-
壁
轟

･
岡
堂
-
阿
波
遊
歴
龍
三
教
化
-

燐
塔
分
類
-
主
塔
構
成
-
到
型
構
成
1
基
壇
形
態
-
仰
塔
編
年

タ
パ

･
シ

ョ
ト
ル
廃
寺
跡

『
大
唐
西
域
記
』
巻
第
二
郡
掲
羅
局
園
の
髄
羅
城
を
中
心
に
し
た
現
在
い
う
と
こ
ろ
の

ハ
ッ
ダ
は
'
東
に
ガ

ン
ダ

ー
ラ
､
西
に
カ

ー
ピ
シ
ー

を
ひ
か
え
､
両
地
方
の
中
間
に
嘗
り
'
沸
教
寺
院
跡
の
豊
富
な
こ
と
は
両
地
方
に
お
と
ら
な
い
｡
そ
の
様
相
に
関
し
て
は
ジ

ュ
ー
ル

･
バ
ル
ト

ゥ

I
Jules
B
a
rth
o
u
x

の
調
査
に
依
る
と

こ
ろ
が
大
き
い

(J･
Barthoux,L
es
F
ou
ille
s
de
H
ad
d
a,Z

s

i
u

P
a

s
et
Sites
)

M

e'm
oires
de
la
D
d
lerg
ation

a

rc
h
d
olog
iquef
r
a

ngaise
en
A
f
g
h
anistan
(

M
D
A
F
A
)
)
T

om
e

N
,
P
a
ris
〉

)93
3
;
肖

f
ig
ures
et
f
ig
urines
,

M

D
A
F
A
Z
T
o
m
e

V
Z
,
P
a
ris)
)93
0
)

｡

と
こ
ろ

が
こ
の
報
告
は
寄
掘
成
果
の
正
確
な
侍
達
と
い
う
よ
り
'
む
し
ろ
調
査
資
料
に
も
と
づ
-
研
究
が
主
で
あ
り
､
わ
れ
わ
れ
が

ハ
ッ
ダ

の
燐
数
寺

院
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
利
用
債
値
が
低
-
な

っ
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
再
検
討
は
箕
地

の
調
査
に
移
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

が

､
バ
ル
ト
ゥ
-
に
よ

っ
て
登
掘
さ
れ
た
遺
跡
は
そ
の
後
破
壊
さ
れ
表
し
て
､

こ
の
よ
う
な
箕
地
の
再
検
討
に
も
支
障
を
き
た
し
て
い
る
｡
故

ロ
ー
ラ
ン
ド

B
enjam
in
R
o
w

land
Jr.の
言
を
ま

つ
ま
で
も
な
-
'
狂
信
的
な
ム
ス
-
ム
に
そ
の
原
因
が
あ
る

(A
ncient
Art
of
A
fg
hanistan
P

T
o
k
y
.
,

)
9
6
4
,

p
.
2
2
2)
｡
ま
た
遺
跡
ば
か
り
で
な
-
'
遺
物
は
カ

ー
ブ

ル
博
物
館
と
ギ
メ
博
物
館
に
分
割
所
蔵
さ
れ
て
不
便
で
あ
る
｡

し
か
も
報

告
さ
れ
た
造
物
に
は
彫
像
が
多
-
'
大
量
に
出
土
し
た
は
ず
の
建
築
細
部
な
ど
は
す
-
な
い
｡
彫
像
の
検
討
に
は
稗
会
す
る
と
こ
ろ
が
あ

っ
た

ハ
ッ
ダ
最
近
の
番
折
に
関
す
る
問
題

三
三
五



東

方

撃

報

が
'

ハ
ッ
ダ
の
寺
院
全
般
に
関
す
る
再
検
討
は
'
こ
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
残
さ
れ
方
か
ら
は
む
ず
か
し
い
｡

一
九
六
六
年

1
0
月
に
開
始
さ
れ
た
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル

T
a
p
a

Sh
o
t
o
r

の
沓
掘
ほ
'
今
世
紀
二

〇
年
代
に
行
わ
れ
た
調
査
の
不
備
や
そ
の

後
の
再
検
討
の
む
づ
か
し
さ
を
補
う
ば
か
り
で
な
-
'
ま
た
あ
た
ら
し
い
事
案
を

ハ
ッ
ダ
に
も
た
ら
し
た
｡
そ
の
意
味
で
重
要
で
あ
る
の
に
あ

ま
り
注
意
さ
れ
て
い
な
い
O
こ
の
調
査
は
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
人
だ
け
に
よ
る
組
織
的
な
も
の
で
あ
り
'
蚤
掘
後
の
保
存
が
ゆ
き
と
ど
い
た
遺
跡

で
敬
掘
者
以
外
が
再
検
討
を
実
際
に
お
こ
な
え
る
利
鮎
が
あ
る
｡
登
掘
は
冬
'こ
と
に
お
こ
な
わ
れ
'
現
在
に
至
り
'

一
九
六
八
年
ま
で
に
は
塔

院

Stdp
a
court
が
'
ま
た

1
九
六
九
年
か
ら

1
九
七
二
年
春
ま
で
に
は
塔
院
以
外
の
地
域
の
零
拓
が
す
す
め
ら
れ
た
｡
こ
こ
で
は
ほ
ぼ
完
全

に
登
掘
が
お
わ

っ
た
塔
院
に
限

っ
て
若
干
の
紹
介
を
お
こ
な
い
'
筆
者
の
観
察
結
果
も
加
え
て
ハ
ッ
ダ
寺
院
調
査
の
今
後
の
問
題
鮎
を
指
摘
し

､
た

い

｡一
九
二
二
年
以
来
三

〇
年
間
の
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
に
お
け
る
考
古
学
調
査
標
が
'
フ
ラ
ン
ス
と
同
園
と
の
協
定
に
よ
り
'
フ
ラ
ン
ス
人
に
猫

占
的
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
事
案
で
あ
る
｡
そ
の
権
益
の
き
れ
た

1
九
五
三
年
よ
り
の
ち
'

イ
タ
-
ア

(
is
titu
to

lta
lia
n
o

p
er
il

M
e
d
io

e
d

E

strem
o
O
riente)
や
日
本

(京
都
大
学
)
を
は
じ
め
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
以
外
の
外
国
人
調
査
が
可
能
に
な

っ
た
｡

し
か
し
ア
フ

ガ

ニ
ス
タ
ン
人
だ
け
で
組
織
さ
れ
た
調
査
は
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
.
従
来
文
部
省
に
属
し
て
い
た
カ
ー
ブ

ル
博
物
館
は
'
外
観
調

査
隊
と
提
携
し
て
t
jo
in
t
e
x
p
e
d
itio
n

の
形
で
調
査
に
参
加
し
て
い
た
｡

と
こ
ろ
が

一
九
六
五
年
冬
前
後
に
な

っ
て
ハ
ッ
ダ
に
お
け
る
盗
掘

が
す
さ
ま
じ
い
も
の
と
な
り
'

G
･
-
ウ
ツ
チ
博
士
を
し
て

ハ
ッ
ダ
全
域
保
護
の
要
請
を
な
さ
し
め
'
そ
れ
と
同
時
に
故
水
野
清

7
博
士
は
､

ハ
ッ
ダ
西
南
部
に
あ
る
ラ
ル
マ
寺
院
跡
の
畿
掘
を
あ
え
て
お
こ
な
い
'
敬
掘
後
の
管
理
を
同
国
政
府
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
よ
り
､

ハ
ッ
ダ
全
域

の
保
護
を
促
そ
う
と
し
た
｡

一
九
六
六
年
に
始
め
ら
れ
た
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
の
敬
掘
は
'
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
政
府
の
如
上
の
事
件
に
封
す
る
-

ア
ク
シ
ョ
ン
に
他
な
ら
な
い
｡

敬
掘
措
富
は
'
あ
ら
た
に
設
置
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ン
考
古
研
究
所
す
な
わ
ち

D
ir
ectio
n
g
6
n
braLe
d'archgotogie
et
de
ta
conservatio
n
d
es



m
o
n
u
m
en
ts
historiq
u
es
(局
長
は
D
r.
Chaibai
M
.ustami
ndy)
で
あ
る
｡
カ
ー
ブ

ル
博
物
館
と
と
も
に
情
報
文
化
省
に
属
す
る
｡
同
園
に
お
け
る

文
化
財
の
管
理
運
営
を
こ
の
二
部
局
が
分
措
し
て
行
う
こ
と
と
な
り
'
文
化
財
行
政
が

一
歩
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
博
物
館
は

出
土
品
の
管
理
展
覚
と
そ
れ
に
よ
る
教
育
に
任
務
が
限
定
さ
れ
'
従
来
の
考
古
活
動
の
監
督
や
外
国
調
査
除
に
関
す
る

一
切
の
事
務

･
責
任
は

新
局
の
取
り
扱
う
と
こ
ろ
と
な

っ
た
｡
同
局
は
外
国
除
に
封
す
る
役
割
を
積
極
的
に
果
す
と
と
も
に
'
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
人
だ
け
の
調
査
園
を

組
織
し
､

ハ
ッ
ダ
村
北
方
の
猫
立
丘
陵
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
の
零
掘
を
開
始
し
た
｡
敬
掘
さ
れ
た
こ
の
遺
跡
に
は
兵
士
が
常
駐
L
t
こ
れ
以
外
の

ハ
ッ
ダ
の
諸
遺
跡
を
も
巡
察
兵
二
名
が
監
視
を
お
こ
な
い
'
い
ま

ハ
ッ
ダ
は
以
前
の
よ
う
な
盗
掘
を
う
け
な
い
こ
と
と
な

っ
た

(藤
田
国
雄
｢
ハ
ッ

ダ
の
遺
跡
｣'
蛮
術
新
潮
一九
七
競
､
l九
六
六
年
五
月
)0

塔

院

(囲
-

･
挿
国
1
)

東
側
に
狭
い
入
口
を
も
つ
タ
パ

･
ン
ヨ
ト
ル
の
塔
院
は
､
不
整
形
の
四
通
形
平
面
を
も
つ
｡
そ
の
中
心
に
東
南
む
き
の
主
塔
を
お
き
'
周
囲

に
小
塔
を
配
す
る
｡
両
者
の
問
に
は
主
塔
に
沿

っ
て
続
道
が
で
き
る
よ
う
基
間
が
残
さ
れ
'
主
塔
と
小
塔
群
全
能
を
も
ま
た
ま
わ
れ
る
よ
う
'

耐
堂
を
開
い
た
塔
院
外
壁
と
の
間
に
も
茎
間
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
両
堂
は
八
つ
あ
る
が
､
二
両
堂
は
未
沓
拓
で
あ
る
｡
塔
院
に
至
る
参
道
は
な

-
､
入
口
は
虞
場
に
ひ
ら
い
て
い
る
｡
こ
の
虞
場
の
北
壁
は
僧
房
匠
の
外
壁
の
外
側
と
い
う
こ
と
に
な
り
'
そ
こ
に
三
つ
の
壁
寓
を
ひ
ら
い
て

い
る
O

塔
院
全
鰻
の
建
築
に
は
'
構
築
材
料
の
使
い
わ
け
が
み
ら
れ
る
｡
す
べ
て
の
塔
は
石
材
に
'
そ
の
他
の
架
構
は
泥
に
よ
る
｡
主
塔
の
壁
面
は

石
膏
塗
装
で
'
そ
こ
に
ス
ト
ゥ
ッ
コ
彫
像
を
飾
る
が
'
内
核
や
壁
面
の
構
築
は
､
片
岩
､
石
灰
岩
､
硬
岩
'
河
原
石
を
用
い
る
｡
各
々
の
塔
に

よ
り
こ
の
よ
う
な
石
材
の
利
用
法
や
組
み
合
わ
せ
は
異
な
り
､
後
述
の
よ
う
に
そ
れ
に
よ

っ
て
構
築
時
期
に
差
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
と

こ
ろ
が
こ
れ
に
封
し
て
再
堂
や
両
堂
が
ひ
ら
か
れ
て
い
る
塔
院
外
壁
､
あ
る
い
は
僧
房
な
ど
'
塔
以
外
の
建
築
は
す
べ
て
正
方
形
の
指
紋
瓦
や

ハ
ッ
ダ
最
近
の
賛
掘
に
関
す
る
問
題

三
三
七



東

方
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報

三
三
八

泥
､
練
り
土

(い
わ
ゆ
る
pisか)
に
よ
り

つ
-
ら
れ
て
い
る
｡

そ
の
う
え
､
嗣
堂
に
配
置
さ
れ
た
彫
像
も
泥
づ
-
り
で
あ
り
'

塔
荘
厳
と
し
て
の

彫
像
が
ス
ト
ゥ
ッ
コ
製
で
あ
る
の
と
い
ち
じ
る
し
い
封
麿
を
示
し
て
い
る

(圃
11
)0

タ
キ
シ
ラ

T
ax
ita
t
ガ

ン
ダ

ー
ラ

G
a
n
d
h
ara
t

ス
ワ
ー
ト

S
w
a
t
に
お
け
る
係
数
寺
院
で
は
'
塔
も
そ
の
ほ
か
の
建
築
も
石
造
で
あ
る
｡

ハ
ッ
ダ
東
方
の
バ
サ
ー
ワ
ル

B
as抑w
a
t
石
窟
寺
院
に
あ
る
弼
堂

(泥
､
ス
ト
ゥ
ツ
コ
両
様
の
彫
像
が
出
土
し
た
)
も
右
横
で
あ
る

(水
野
清
1編

『バ
サ
ー
ワ
ル

と
ジ

ェ
ラ
ラ
バ

ー
ド

･
カ

ー
ブ
ル
』
京
都
大
学
､

1九
七
〇
､
第
1部
第
二
章
参
照
)｡

ジ

ェ
ラ
ー
ラ

ー
バ
ー
ド
よ
り
西
方
で
は
'

カ
ー
ブ

ル
北
方
の
シ
ョ
ト
ラ
ク

S
h
o
to
rak
t

ハ
ム

･
ザ
ル
ガ
ル

K
ham
Zargar
の
コ
-
･
イ

･
モ
-

K
o
h-T
M
o
ri'
カ
ー
ブ

ル
南
方

ロ
ー

ガ
ル

Logarの
グ

ル

･
ダ
ラ

G
u
t

D
arah
が
塔
も
両
堂
も
僧
房
も
石
造
建
築
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
と
ほ
ぼ
同
地
域
に
あ
る
カ

ー
ブ

ル
の
テ
ペ

･
マ
ラ
ン
ジ
ャ
ン

T
ep
e
M
aran
ja
n
t

ゴ
ル
バ
ン
ド
渓
谷
中
の
フ
ォ
ン
ド
キ
ス
タ
ン

F
on
d
o
kista
n
'
ガ
ズ

ニ
ー
の
タ
パ

･
サ
ル
ダ
ー
ル
T
a
p
a

Sard
ar
な
ど
が
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
と

同
じ
-
'
塔
が
石
積
､
そ
の
ほ
か
の
建
物
が
泥
づ
-
り
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
構
築
の
し
か
た
を
み
て
'
寺
院
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
俳
塔
､
と
-
に
塔
院
の
主
塔
の
建
築
に
あ
-
ま
で
も
右
横
が
固
執
さ
れ

て
い
る
事
責
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
パ
ク
ト
-
ア
以
北
の
塔
院
の
主
塔
が
泥
づ
-
り
で
あ
る
以
上
､
如
上
の
地
域
の
高
大
な
併
塔
建
築
が

耐
久
性
な
ど
の
理
由
で
右
横
に
す
る
必
要
が
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
｡
岡
堂
や
僧
房
'
あ
る
い
は
タ
パ

･
サ
ル
ダ

ー
ル
小
塔
に
み
ら
れ
る

泥
建
築
技
術
が
､
壮
大
な
塔
建
築
を
許
さ
な
か

っ
た
と
も
考
え
が
た
い
｡
そ
う
す
る
と
､

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
･
ク
シ
ュ
山
脈
以
南
の
各
地
の
塔
院
に

お
い
て
右
横
悌
塔
と
相
並
び
､
泥
づ
-
り
岡
堂
が
あ
る
場
合
'
主
塔
だ
け
は
石
を
積
ん
で
建
立
す
る
と
い
う
侍
銃
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
｡
タ
キ
シ
ラ
か
ら
ヒ
ン
ド
ゥ
ー

･
ク
シ
ュ
山
南
に
わ
た
る
地
域
に
お
い
て
'

フ
ォ
ン
ド
キ
ス
タ
ン
も
タ
パ

･
サ
ル
ダ

ー
ル
も
テ
ペ

･

マ
ラ
ン
ジ
ャ
ン
も
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
も
俳
院
建
築
史
上
の
後
年
期
に
屠
す
る
か
ら
で
あ
る
｡



壁

轟

･
詞

堂

(圃
2
'
3
'
6
㌧
7
･
挿
囲
1
)

塔
院
入
口
の
む
か

っ
て
北
側
の
壁
､
す
な
わ
ち
正
確
に
は
北
東
か
ら
南
西
に
の
び
て
塔
院
に
つ
づ
い
て
い
る

1
八

･
六
メ
ー
ト
ル
の
壁
面
は

比
較
的
残
り
が
よ
い
｡
こ
の
壁
に
三
つ
の
壁
禽

(挿
囲
1
､
A
､
B
t
C
)
が

つ
-
ら
れ
て
い
る
o

北
東
隅
に
近
い
位
置
､

階
段
昇
り
口
'

そ
れ
に

両
者
の
中
央
の
三
寵
で
あ
る
｡
そ
の
う
ち
残
り
方
の
よ
い
の
は
'
中

央

の
禽

B
と
階
段

ぎ
わ

の
轟

C
と

で
あ

る
｡
後
者
は
'
中
央
に
坐
備

(頭
部
が
敏
落
)'
左
右
に
各
二
鰭
の
供
養
者
泥
像
を
配
す
る
｡

そ
の
配
置
法
は
'

後
方
の
像
を
前
方
の
像
の
上
方
に
お
-
や
り
方
で
あ
る
｡

後
方

供
養
者
に
は
頭
部
が
欽
損
L
t
む
か

っ
て
右
側
の
像
で
は
と
-
に
残
り
が
わ
る
い
｡
こ
れ
ら
供
養
者
の
性
格
は
し
た
が

っ
て
つ
か
み
に
-
い
｡

供
養
者
の
う
ち
前
方
左
右
の
像
は
僧
形
で
あ
る

(国
2
､
3
)
｡
大
づ
か
み
な
モ
デ
-
ン
グ
な
が
ら
表
情

の
彫
出
は
卓
抜
で
あ
る
｡
中
央
寓
で
は
蛇

座
が
注
目
さ
れ
る

(囲
7

)
｡

二
匹
の
蛇
が
ほ
ぼ
左
右
封
栴
に
か
ら
み
あ

っ
て
高
い
董
座
の
基
部
を
ま
い
て
い
る
｡

後
尾
を
か
ら
み
あ
わ
せ
'
結

び
目
の
よ
う
に
L
t

こ
れ
を
中
心
に
し
て
頭
は
垂
座
の
左
右
南
端
に
お
き
､

む
か
い
あ

っ
て
い
る
｡

関
連
資
料
は
バ
ー
グ

･
ガ
イ

B
agh

G
a
JIJ

に
あ
る

(J.
B
arthou
x,
F
ou
illes
deH
adda,
M
D
A
F
A

rV
,
p
.

)5
5
)
0

塔
院
に
は
い
る
と
､
階
段
の
右
側
に
北

へ
約

一
四

･
八
メ
1
-
ル
に
及
ぶ
塔
院
北
東
外
壁
が
あ
る
｡
そ
こ
に
二
つ
の
弼
堂

D
'

E
を
ひ
ら
-
｡

両
堂
に
至
る
問
に
三
つ
の
低
い
腰
掛
状
の
童
が
壁
に
と
り

つ
け
ら
れ
て
い
る
｡
茎
と
壷
と
の
間
隔
は
ほ
ぼ
三
メ
1
-
ル
で
あ
る
｡
こ
れ
と
ま

っ

た
-
同
性
格
の
童
は
､
東
南
外
壁
に
も
三
つ
あ
る
｡
こ
れ
ら
六

つ
の
垂
は
い
ず
れ
も
粗
質

の
石
膏
を
塗
り
､
表
面
は
ま

っ
た
-
あ
ら
さ
れ
て
も
'

あ
れ
て
も
お
ら
ず
'
塗
装
富
初
の
状
態
を
保

っ
て
い
る
｡
ま
た
俳
像
を
す
え
た
あ
と
も
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
墓
を
塔
院
の
外
壁
に
そ

っ
て
据
え

た
例
は
パ
ル
-
ゥ
I
の
蚤
掘
し
た
若
干
の
も
の
以
外
に
な
い
｡
そ
の
性
格
が
何
で
あ

っ
た
か
今
後
の
沓
掘
例
の
槍
加
を
ま

つ
し
か
な
い
｡

嗣
堂
の
う
ち
t

E
は
詞
堂
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
け
で
と
-
に
注
意
を
促
す
こ
と
は
な
い
｡
と
こ
ろ
が
詞
堂

D
は
い
ろ
い
ろ
な
特
色
を
も

っ
て
い
る
｡
間
口
は
約

1
･
八
メ
ー
ト
ル
'
奥
行
は

一
･
六
メ
ー
ト
ル
'
奥
壁
の
幅
は

1
･
九
メ
ー
ト
ル
で
間
口
よ
り
や
や
虞
め
で
あ
る
.
両

堂
の
床
は
'
塔
院
続
道
部
の
床
面
よ
り
高
-

つ
-

っ
て
い
る
｡
伺
堂
の
床
に
は
三
壁
に
そ

っ
て
'
幅
四

〇
セ
ン
チ
の
低
い
基
童
を
ベ
ン
チ
状
に

ハ
ッ
ダ
最
近
の
蓉
掘
に
関
す
る
問
題

三
三
九



東

方

学

報

ま
わ
し
て
い
る
｡

三
四
〇

各
壁
は
､
鴨
居
の
よ
う
な
張
り
出
し
を
つ
-
り
出
し
て
'
上
下
二
面
に
区
分
さ
れ
て
い
る
｡
上
段
は
狭
く

張
り
出
し
の
上
に
角
柱
を
な
ら

べ
て
い
た
｡
い
ま
は
む
か

っ
て
右
隅
に

1
本
残
る
だ
け
で
あ
る
.
お
そ
ら
-

コ
-
ン
-
ゥ
ス
風
の
柱
頭
を
載
せ
て
い
た
も
の
で
､
柱
身
に
は
'

平
行
し
た
二
本
の
刻
線
が
あ
り
'
刻
線
の
上
下
南
端
に
は
内
轡
し
た
刻
線
で
二
本
の
刻
線
を
結
ん
だ
装
飾
が
み
ら
れ
る
｡
柱
礎
部
は
粗
い
二
暦

の
判
型
で
あ
る
.
下
段
は
十
分
に
高
-
'
三
本
の
隣
桂
を
彫
出
し
'
園
桂
は
尖
挟
ア
ー
チ

p
o
inted
arch
を
支
え
て
い
る
｡

ア
ー
チ
内
に
は
､

蓮
華
座
に
立
ち
､
圃
光
を

つ
け
た
併
像
が
あ
る
｡
泥
像
で
あ
る
か
ら
あ
ら
か
た
-
ず
れ
去
り
'
わ
ず
か
に
両
足
や
.東
光
を
残
し
て
い
る
に
す
ぎ

な

い

｡

こ
の
間
堂
の
壁
面
構
成
'
す
な
わ
ち
鴨
居
状
の
張
り
出
し
で
壁
を
区
切
り
'
上
下
に
桂
を
つ
け
る
構
成
は
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
の
多
-
の

石
窟
寺
院
に
み
ら
れ
る
石
窟
内
部
の
壁
面
構
成
と
ま

っ
た
-
同
じ
で
あ
り
'
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
バ
ー
ミ
ヤ
ー
ン
と
の
関
係
が
追
求
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
｡

囲
柱
の
桂
身
は
単
な
る
細
長
い
囲
筒
で
は
な
-
'

溝
彫
装
飾

fluting
を
も
ち
'
し
か
も
溝
の
上
端
が
三
枚
の
花
鋸
の
よ
う
に
め
-
れ
あ
が

っ
て
硬
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
柱
礎
部
は
'
判
型
の
便
化
表
現
で
あ
り
､
裁
頂
四
角
錐
に
水
平
刻
線
を
入
れ
'
到
型
を
摸
し
て
い
る
｡

溝
彫
装
飾
の
例
は
こ
の
地
方
で
は
ま
れ
で
'
し
か
も
使
化
し
て
い
る
鮎
が
注
目
さ
れ
る
｡

ス
ワ
-
ト
の
ブ
ト
カ
ラ
塔
院
の
小
塔

14
㌧
27
に
み
る

線
泥
片
岩
の
細
い
園
柱
は
'
溝
彫
装
飾
を
も
つ
が
'

教
本
の
線
刻
に
終

っ
て
い
る

(D･
Fac
cena
and
G
･
Gui11ini)
Reports
on
the
Campaigns
]9
5
6
:

]958
in
Sw
a
t

(

P
akista
n),Reportsand
M
em
oirs
V.
≡

,

I
s

M
E
O
L
962,
P
ts･
X
ItI,
X
IV
･)｡
も

っ
と
も
整

っ
た
例
は
'

わ
ず
か

一
五

･
六
セ
ン
チ
の

小
さ
い
テ
ラ
コ
ッ
タ
で
あ
る
が
'
タ
キ
シ
ラ
の
シ
ル
カ
ブ

S
irk
ap

E
地
区
第

Ⅱ
暦
出
土
品
で
あ
る
か
ら
､

年
代
も
ふ
る
-
､

キ
-
ス
ト
紀
元

の
ご
-
初
期
で
あ
る

(Sir
J
.
M
arsh
a
tt
,
Taxila)V
o1.早
)951
,

P
t･

)
3
5
)

N
o.1
2
6
)

0

囲
柱
と
ア
ー
チ
と
鴨
居
と
の
間
に
充
瑛
さ
れ
た
猛
禽
の
浮
彫
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
｡
上
段
ア
ー
チ
の
間
に
翼
を
な
か
ば
ひ
ら
い
て
立
ち

あ
が

っ
た
猛
禽
は
羽
毛
の
表
現
が
た
-
み
で
あ
る

(図
6
)
｡

猛
禽
の
表
現
は
わ
り
に
多
い
が
'

ア
ー
チ
間
充
嬢
の
役
割
を
果
す
例
は
多
-
は
な



い
｡

ビ
マ
ラ

ー
ン
第
二
塔

(番
浜
は
C
･
M
ass.n
に
よ
る
)
の
無
蓋
の
舎
利
容
器
に
打
ち
出
し
の
例
が
あ
る

(H
.
H
.
W
ilson,
A
riana
A
ntiqu
a,
)84r
P
L

N

L

)

2
1)

｡

こ
れ
に
近
い
も
の
と
し
て
､
ダ

ル
マ
ラ

ー
ジ
カ

ー
出
土
品

(Sir
J
.

M
arsh
a
u
,

op.
cit.,
V
o
t.
声

P
l.
2
1
7
,

N
o
.

78,
Vo
l.

P

p
1
7L
O
.
)

'

シ
ク
-
出
土
の
浮
彫
悌
侍
中
の
も
の

(I･
L
y
.
n
s
a
n
d
H
･

lng
hEtD
Ga,ild
haran
A
ri
of
P
akistan
,

)

957)
N
.
.

)
4
5
.

)
が
あ
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
の
例
で

は
翼
は
い

っ
ぱ
い
に
開
か
れ
､
ア
ー
チ
間
の
三
角

ス
ペ
ー
ス
を
み
た
す
に
す
ぎ
な
い
｡
三
角

ス
ペ
ー
ス
を
み
た
す
も
の
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
､

出
土
地
不
明
で
い
ま
ラ
ホ
ー
ル
博
物
館
に
あ
る
ガ
ー
ラ
ン
ド
上
に
立

つ
烏
の
例
が
あ
り
'
ま
た
ア
ー
チ
と
烏
と
の
組
み
あ
わ

せ
は
無
数

で
あ

る
｡
し
か
し
'
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
の
烏
は
上
の
ど
れ
と
も
形
態
や
表
現
が
ち
が
い
'

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
･
ク
シ

ュ
以
南
で
は
近
い
例
が
な
い
｡
沓
掘

捨
富
者

ム
ス
タ

マ
ン
デ
ィ
氏
は
カ

ー
ブ

ル
南
方
の
グ

ル

･
ダ
ラ
塔
院
出
土
の
例
が
年
代
的
に
近
い
と
考
え
た
が
'
私
は
こ
れ
を
み
た
こ
と
が
な

い
｡
そ
こ
で
次
善
の
資
料
に
､

ス
ル
フ

･
コ
タ
ル
S
u
r
k
h

R
o
ta
)

神
殿

B
の
拝
火
壇
正
面
を
飾
る
二
羽
の
鷲
を
考
え
て
み
る
.
そ
こ
で
は
'

ア
ー
チ
問
充
填
と
い
う
添
え
も
の
で
は
な
-
'
拝
火
壇
の
主
た
る
荘
厳
で
あ
る

(D.
Sc
htum
ber

ger)
Le
temp
te
d
e
Su
r
kh
KotaLen
Bact-iane
(I
)

Journal
A
siaiique
,

C

C
X

L

II,
2,
p
.
1
9
2
,

P
t.

IV
,
).)0

三
本
の
壁
柱
で
区
切
ら
れ
た
柱
間
二
間
に
各

l
羽
の
鳥
が
立
ち
あ
が

っ
て
巽
を
な
か
は
ひ
ら
い
て
い
る
o
壁
桂
は
柱
頭
部
か
ら
礎
盤
に
い
た

る
ま
で
完
全
に
残

っ
た

コ
-

ン
-
ゥ
ス
風
で
'
中
央
の
桂
は
図
柱
'
両
側
は
角
柱
で
あ
る
｡
ち

ょ
う
ど
柱
頭
の
高
さ
に
鳥
の
胸
が
あ
り
'
そ
れ

よ
り
上
は
-
ず
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
中
央
囲
柱
の
柱
頭
の
上
に
は
小
さ
い
礎
盤
が
残
り
'

こ
れ
ら
三
本
の
柱
の
上
に
別
の
架
構
の
あ

っ
た
こ

と
が
わ
か
る
｡
そ
の
上
部
架
構
が
三
本
の
杜
と
ア
ー
チ
で
あ

っ
た
こ
と
は
､
同
時
代
の
併
塔
や
浮
彫
か
ら
推
し
は
か
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の

ア
ー
チ
の
下
に
烏
が
彫
り
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
ア
ー
チ
間
の
充
填
と
し
て
烏
が
配
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
'

ス
ル
フ

･

コ
タ
ル
の
こ
の
例
が
､
烏
の
形
態
や
羽
毛
の
表
現
､
あ
る
い
は
ア
ー
チ
と
囲
桂
と
の
セ
ッ
ト
な
ど
の
鮎
で
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
の
も
の
に
は
な
は

だ
近
い
と
み
た
い
｡
そ
の
う
え
両
者
と
も
素
材
が
同
じ
で
'
泥
づ
-
り
な
の
で
あ
れ
ば
'
技
法
上
か
ら
の
関
連
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
は
な

-ヽ
〇

､..∨

ハ
ッ
ダ
最
近
の
番
握
に
関
す
る
問
題
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挿囲1 タパ ･ショトル塔院卒面圏 (1968年昔時)

三
四
二

塔
院
北
隅
を
形
成
す
る
の
は
'
弼
堂

F
で
あ
る
｡
前
室
と
王
室

と
か
ら
成
る
｡
王
室
の
残
り
は
恵
い
が
お
そ
ら
-
正
方
形
の
平
面

で
あ

っ
た
｡
中
央
に

一
過
二

･
八
メ
ー
ト
ル
の
方
形
基
壇
を
も
つ

小
塔
が
安
置
さ
れ
て
い
た
｡
い
ま
は
初
成
基
壇
を
残
す
だ
け
で
あ

る
が
'
柱
間
四
問
の
こ
の
基
壇
の
北
壁
む
か

っ
て
左
端
の
柱
間
に

は
給
墓
が
残

っ
て
い
た
｡
壁
の
左
端
を
む
-
代
緒
色
の
線
描
に
よ

･ヽ1J｣

る
人
物
の
顔
で
'
柱
間
い
っ
ぱ
い
に
措
か
れ
て
い
る
｡

前
室
の
平
面
形
は
'
長
連
四

･
六
メ
-
ー
ル
'
短
蓮
二

･
六
メ

1
-
ル
で
'
王
室
を
つ
な
ぐ
正
中
線
の
方
向
に
短
遠
が
あ
る
｡
左

右
側
壁
に
は
､
床
に
奥
行
九

〇
セ
ン
チ
､
高
さ
約
二

〇
セ
ン
チ
の

低
卒
な
基
墨
を
も
う
け
'
そ
こ
に
大
悌
立
像
を
お
い
た
｡
右
壁
で

は
基
重
の
中
央
に
長
さ
七
七
セ
ン
チ
と
い
う
大
き
い
足
が
残

っ
て

い
る
｡
主
等
の
む
か

っ
て
右
に
供
養
者
立
像
が
あ
り
､
そ
の
履
物

は
サ
ン
ダ
ル
で
は
な
-
'
皮
の
長
靴
で
'

ス
ル
フ

･
コ
タ
ル
､
シ

ョ
-

ラ
ク
'

マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
ク
シ
ャ
ー
ナ
風
俗
の
人
物
像
の
も
の

と
同
じ
で
あ
る
｡
こ
の
供
養
者
が
繰
る
の
と
同
じ
壁
面
前
方
に
は
'

小
さ
-
低
い
コ
-
ン
-
ウ
ス
風
壁
桂
が
尖
挟
ア
ー
チ
を
の
せ
'
ア

ー
チ
の
下
に
蓮
華
座
上
の
坐
価
を
お
い
た
が
'
い
ま
は
垂
座
が
残



っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
o
塔
院
西
南
の
外
壁

(入
口
と
塔
を
は
さ
ん
で
反
封
側
の
壁
)
の
西
端
に
二
つ
の
詞
堂
J
'

K
が
あ
る
｡
ま
た
未
賛
掘
の
両
堂
が

そ
の
南
に
二
つ
あ
る
o
敬
掘
さ
れ
た
両
堂
は
ほ
と
ん
で
規
模
が
同
じ
で
'
間
口
二
メ
ー
ト
ル
'
奥
行
二

･
二
メ
ー
ト
ル
を
測
る
｡
左
右
側
壁
は

天
井
に
む
か

っ
て
内
轡
し
て
い
る
か
ら
'
カ
マ
ボ
コ
型
天
井

barre
t

vau
tt
を
形
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
泥
煉
瓦
づ
み
の
こ
の
種
の
天

井
は
例
が
す
-
な
い
｡
奥
壁
の
高
さ
は
三
メ
ー
ト
ル
ま
で
残

っ
て
い
る
｡
カ

マ
ボ
コ
型
天
井
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
も
例
が
あ
る
が
t

T
般
的

で
は
な
い
｡
ジ
ャ
マ
ル

･
ガ
-

l
a
m
a
l
garhi
や
タ
フ
テ
ィ

･
バ
イ

T
ak
h
T
i･
B
a
h
i

の
牛
地
下
式
僧
房
の
天
井
は
カ
マ
ボ
コ
型
で
あ
る
｡
し

か
し
'
各
石
材
は
カ

マ
ボ
コ
型
を
形
成
す
る
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
加
工
さ
れ
'
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
'
建
築
技
術
か
ら
は
本
来
の

barret
vau
tt
と
は
言
い
が
た
い
o
沸
教
寺
院
の
例
を
求
め
る
な
ら
ば
'

ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
盆
地
に
は
な
-
p

ハ
ッ
ダ

･
ジ

ェ
ラ
ー
ラ
ー
バ
ー
ド

以
西
に
あ
る
｡
フ
ォ
ン
ド
キ
ス
タ
ン
七
夕
パ

･
サ
ル
ダ

ー
ル
'
タ
パ

｡
ス
カ
ン
ダ
ル

T
a
p
a
S
k
a
n
d

a

rt
ジ

ェ
ラ
ー
ラ
ー
バ
ー
ド
西
方
山
麓
の

石
窟
な
ど
に
本
来
の
こ
の
種
の
ア
ー
チ
を
み
る
｡
右
横
や
泥
煉
瓦
積
以
外
で
は
'
カ

マ
ボ
コ
型
天
井
は
多
-
の
石
窟
寺
院
に
お
い
て
岩
盤
を
え

ぐ
り
出
し
た
も
の
と
し
て
は
無
数
に
存
在
す
る
が
'
そ
れ
も
ジ

ェ
ラ
ー
ラ
ー
バ
ー
ド
以
西
に
限
ら
れ
る
｡

両
堂
J
は
'
奥
壁
に
少
-
と
も
三
億
の
泥
像
が
あ

っ
た
｡
壁
面
中
央
に
三
ヶ
所
固
形
剥
離
跡
が
あ
り
'
柄
孔
で
あ
る
こ
と
を
示
し
'
悌
像
を

と
め
て
い
た
謹
濠
で
あ
る
｡
彫
像
は
下
牛
身
だ
け
が
か
ろ
う
じ
て
残
る
｡
む
か

っ
て
左
の
側
壁
奥
に
は
'
奥
壁
左
端
の
泥
像
と
接
し
て
個
だ
け

が
残

っ
て
い
る
｡

洞
望

K
に
は
'
奥
壁
に
獣
脚
が
支
え
る
垂
座
が
あ
り
､
こ
こ
に
施
無
畏
印
を
結
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
像
が
あ

っ
た
｡
そ
の
像
の
前
に
は
'
ほ

と
ん
ど
残
ら
な
い
が
'
結
釦
妖
坐
の
小
俳
が
あ
る
｡
南
側
に
は
立
像
が
あ

っ
た
｡
脚
以
下
が
残
り
､
サ
ン
ダ

ル
状
の
履
物
に
よ

っ
て
菩
薩
像
で

あ

っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
い
ず
れ
も
低
卒
な
基
垂
に
の
っ
て
い
る
こ
と
は
､
他
の
両
堂
と
か
わ
ら
な
い
｡
側
壁
に
は
も
と
は
各
々
二
趨
ず

つ
悌
像
が
あ

っ
た
こ
と
が
'
菩
薩
像
の
前
に
小
さ
い
足
が
洩

っ
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
.
伺
堂
の
床
面
は
い
ち
め
ん
に
焼
け
て
黒
-
な

っ
て

い
る
が
'
火
は
像
に
及
ん
で
い
な
い
｡

ハ
ッ
ダ
最
近
の
蓉
堀
に
関
す
る
問
題
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塔
院
北
西
の
外
壁
に
は
両
堂

F
の
と
な
り
に
耐
堂
G
が
あ
る
｡
規
模
は

K
や
J
と
同
じ
で
あ
る
｡
奥
壁
に
坐
併
大
小
を
前
後
し
て
お
き
'
側

壁
に
立
像
を
お
-
鮎
'
両
堂

K
と
著
る
し
-
に
て
い
る
｡
た
だ
こ
の
両
堂
奥
壁
の
大
坐
俳
は
歓
落
部
分
の
状
態
か
ら
侍
坐
像
で
あ

っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
｡

阿
波
遇
羅
龍
王
教
化

(囲
8
､

9
､
10
)

塔
院
北
西
外
壁
の
西
端
に
あ
る
両
堂
は
規
模
大
き
-
､
表
現
さ
れ
た
テ
ー
マ
も
特
殊
で
あ
る
と
同
時
に
'
そ
の
泥
像
群
が
ま
る
彫
で
'
し
か

も
頭
部
を
よ
-
残
す
も
の
も
あ
り
､
造
像
史
上
タ
パ

･
シ
ョ
-
ル
の
位
置
を
特
異
な
も
の
に
し
て
い
る

(挿
囲
I
t
H
)｡

二

･
四
メ
1
-
ル
に
二

･
九
メ
-
ー
ル
の
平
面
で
'
側
壁
残
高
約
二
メ
ー
ト
ル
｡
火
災
に
よ
り
梁
材
が
両
堂
内
部
に
焼
け
お
ち
へ
そ
こ
の
群

像
も
焼
け
'
像
の
木
心
が
熟
を
う
け
て
も
ろ
-
な
り
t
の
ち
の
雨
水
浸
透
に
よ
る
被
害
も
大
き
か

っ
た
｡
す
べ
て
の
像
は
相
接
し
て
複
雑
に
配

置
さ
れ
'
し
か
も
各
像
は
繊
細
な
タ
ッ
チ
を
み
せ
て
い
た
か
ら
'
こ
こ
の
清
掃
に
は
最
大
級
の
注
意
が
擁
わ
れ
､
三
五
日
も
の
長
期
の
作
業
で

よ
う
や
-
概
略
を
つ
か
む
に
い
た

っ
た
と
言
う
｡

こ
の
伺
堂
に
は
も
と
は

一
四
髄
の
泥
像
が
物
語
の

1
場
面
を
表
現
し
た
も
の
と
し
て
お
か
れ
た
が
'
清
掃
さ
れ
た
あ
と
原
位
置
に
残

っ
て
い

た
の
は
八
健
で
あ
る
｡
ム
ス
タ
マ
ン
デ
ィ
氏
が
こ
の
伺
堂
を
名
づ
け
て

F
ish
P
orch
と
し
た
と
う
り
'

床
や
壁
面
全
鰭
は
'
水
が
あ
る
い
は

流
れ
'
あ
る
い
は
渦
を
ま
-
あ
り
さ
ま
を
泥
の
浮
彫
り
で
あ
ら
わ
し
'
こ
と
に
奥
壁
に
は
'
蓮
の
葉
が
風
に
ひ
る
が
え
る
も
の
を
表
現
し
､
奥

壁
か
ら
床
に
か
け
て
魚
類
の
遊
泳
す
る
さ
ま
を
高
浮
彫
で
み
せ
､
こ

の
全
鰭
が
蓮
池
な
い
し
泉
流
に
お
け
る
場
面
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い

る
｡
そ
の
魚
類
の
な
か
で
二
つ
の
頭
を
重
層
的
に
も

つ
怪
魚
が
非
常
に
珍
奇
な
彫
刻
と
し
て
特
筆
さ
れ
る
の
で
あ
る

(圃
8
)｡

奥
壁
の
中
央
に
は
'
三
葉
形
に
波
の
表
現
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
あ
る
｡
こ
の
部
分
の
縁
遠
に
は
数
個
の
柄
孔
が
あ
き
'
彫
像
が
剥
落
し
た

跡
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
こ
の
三
葉
形
は
も
ち
ろ
ん
頭
光
と
身
光
で
あ
り
'
そ
の
形
態
か
ら
坐
像
と
し
て
の
悌
陀
像
が
と
り
つ
け
ら
れ
'



こ
の
場
面
に
お
け
る
主
演
者
の

1
人
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
｡

こ
の
場
面
を
演
ず
る
諸
像
は
'
奥
壁
南
端
に
上
下
二
億
づ

つ
と
む
か

っ
て
右
側
壁
に
坐
像
'
左
側
壁
に
立
像
二
髄

(う
ち
手
前
は
雨
足
の
み
)､
さ
ら
に
正
中
線
よ
り
や
や
左
に
偏
し
て

一
能
が
あ
る
｡

左
右
繭
隅
の
像
は

頭
部
は
す
で
に
敏
落
し
て
い
る
が
､
偏
裡
右
肩
'
身
鰭
に
密
着
し
た
衣
を

つ
け
､
腰
か
ら
上
を
水
面
に
あ
ら
わ
す
｡
壁
の
隅
角
を
巧
み
に
利
用

し
て
お
か
れ
て
い
る
｡
繭
像
と
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
像
を
封
稀
に
と
り

つ
け
て
い
た
ら
し
い
｡
左
隅
の
床
に
ひ
ざ
ま
づ
い
て
合
掌
す
る
菩
薩
像
と

頚
飾
や
著
衣
が
に
て
お
り
'
頭
部
が
な
-
て
も
､
同
じ
-
菩
薩
像
と
考
え
ら
れ
る
o

合
掌
菩
薩
は
完
全
に
頭
部
を
残
し
て
い
る

(囲
10
).

顔
の

つ
-
り
に
は
'
い
わ
ゆ
る

ハ
ッ
ダ
の
ス
-
ゥ
ッ
コ
像
の
よ
う
な
彫
り
の
鋭
さ
は
な
-
'
全
鱒
に
ま
る
み
が
あ
り
'
眼
も
口
元
も
み
な
ま
る
い
｡

と
-
に
眼
の
つ
-
り
が
､
壁
禽

C
の
僧
形
像
に
近
い
｡
衣
紋
の
ま
る
み
､
袴
の
重
い
表
現
が
'
壁
禽

B
の
像
に
通
ず
る
｡
む
か

っ
て
右
の
隅
に

も
ひ
ざ
ま
づ
-
像
が
あ
る
｡
お
そ
ら
-
左
の
こ
の
像
と
左
右
封
稀
に
お
か
れ
た
も
の
と
考
え
る
｡
左
側
壁
に
そ

っ
て
立

つ
人
物
は
腰
か
ら
上
が

な
-
な

っ
て
い
る
が
'
左
腕
は
や
や
残

っ
て
い
る
o
不
思
議
に
も
残
さ
れ
た
下
牛
身
は
壁
の
方
に
む
い
て
い
る
｡
左
手
を
さ
し
あ
げ
た
姿
勢
で
､

膝
ま
で
も
な
い
短
衣
を
着
'

し
か
も
腰
で
た
-
し
あ
げ
'

動
的
な
姿
勢
で
あ
る
｡

ム
ス
ク

マ
ン
デ
ィ
氏
と
と
も
に

私
も
こ
の
像
を
執
金
剛
紳

V

ajrap
an
i
に
比
定
す
る
の
は
'

そ
の
姿
勢
'
畢
手
'
短
衣
に
よ
る
｡
執
金
剛
神
の
手
前
の
壁
を
背
に
し
て
も
う
ひ
と
つ
立
像
が
あ

っ
た
ら
し

-
､
正
中
線
に
む
か

っ
て
八
の
字
に
ひ
ら
い
た
足
が
の
こ
る
(.
ま
た
合
掌
菩
薩
の
右
う
し
ろ
の
壁
ぞ
い
に
も
足
が

l
封
残

っ
て
い
る
｡

次
に
富
商
堂
の
場
面
を
解
樺
す
る
の
に
も

っ
と
も
重
要
な
人
物
像
が
あ
る
｡
ち

ょ
う
ど
執
金
剛
神
の
前
に
､
両
堂
中
央
を
む
い
て
'
い
ま
ま

さ
に
膝
を
屈
し
よ
う
と
し
た
像
で
あ
る

(囲
9
).

頭
部
は
な
-
な

っ
て
い
る
が
､

豊
麗
な
頚
飾
を

つ
け
た
こ
の
ー
ル
ソ
ー
は
完
全
に
ま
る
彫
り

で
厚
み
が
あ
り
'
量
感
が
あ
る
｡
水
に
ぬ
れ
て
密
着
し
た
衣
を

つ
け
た
髄
は
蓮
池
の
中
か
ら
出
現
し
た
よ
う
で
あ
る
｡
雨
脚
の
問
の
床
面
か
ら

く
ね
-
ね
と
像
の
背
後
に
の
ぼ

っ
て
ゆ
-
蛇
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
'

こ
の
像
自
身
を
龍
王
に
比
定
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
む
づ
か
し
-
な

0ヽ
､ーVす

べ
て
木
心
泥
像
群

で
構
成
さ
れ
る
こ
の
間
堂
が
表
現
す
る
主
題
は
'
悌
陀
'
執
金
剛
紳
'
聖
衆
'
龍
王
'
蓮
池

(あ
る
い
は
泉
流
)
に
よ

っ
て

ハ
ッ
ダ
最
近
の
蓉
塀
に
関
す
る
問
題

三
四
五
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判
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
も
龍
王
の
位
置
は
'
諸
々
の
聖
衆
か
ら
離
れ
'
ひ
と
り
猶
立
し
て
お
か
れ
る
関
係
に
あ
る
｡

い
わ
ゆ
る
ガ
ン
ダ

ー
ラ
の
浮
彫
に
あ
ら
わ
れ
て
-
る
寵
王
に
'
ナ
-
ガ

･
カ
ー
-
カ

Na
g
a
K
a
tika

が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
併
侍
中
の

7
場

面
で
あ
る
｡
粋
迦
は
菩
提
樹
下
に
急
ぐ
折
し
も
'
カ
ー
-
カ
龍
王
の
住
虞
を
通

っ
た
｡
カ
ー
-
カ
龍
三
は
樺
迦
の
か
ら
だ
が
光
り
か
が
や
く
の

を
み
て
､
成
道
の
近
い
こ
と
を
知
り
'
讃
歎
合
掌
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
こ
に
は
こ
の
両
堂
が
あ
ら
わ
す
も
の
を
み
た
す
要
素
が
な
い
｡

次
に
､
『大
唐
西
域
記
』
(京
都
帝
国
大
草
文
科
大
草
叢
書
本
)
金
第
二
那
撮
羅
局
園
の
候
に
'

-
-
城
西
南
二
十
飴
里
｡
至
小
石
嶺
｡
有
伽
藍
｡

-
-

伽
藍
西
南
｡
深
澗
附
絶
｡
操
布
飛
流
｡
懸
崖
壁
立
｡
東
岸
石
壁
｡
有
大
洞
穴
｡
埋
波

羅
龍
之
折
居
也
｡
-
･･･昔
如
来
在
世
之
時
｡
此
龍
馬
牧
牛
之
士
o
供
王
乳
酪
｡
進
奉
失
宜
｡
班
獲
詰
責
｡
心
懐
意
恨
｡
郎
以
金
銭
買
華
｡
供

養
受
記
琴
堵
披
｡
願
馬
悪
龍
｡
破
圃
害
王
｡
印
趣
石
壁
｡
投
身
而
死
｡
達
居
此
窟
｡
馬
大
龍
王
｡
便
欲
出
穴
成
木
悪
願
｡
適
起
此
心
｡
如
来

巳
壁
｡
懲
此
国
人
馬
龍
折
害
｡
蓮
神
通
力
｡
日
中
印
度
至
｡
龍
見
如
来
｡
毒
心
途
止
｡
受
不
整
戒
｡
願
護
正
法
｡
-
-

と
い
う
埋
波
羅
龍
の
教
化
説
話
が
み
え
る
｡

ま
た
'
同
じ
-
巻
第
三
鳥
使
那
園
の
候
に
は
'

-
-
曹
揖
斐
城
東
北
｡
行
二
百
五
六
十
里
｡
入
大
山
｡
至
阿
波
避
羅
龍
泉
｡
-
-
此
龍
者
迦
菓
波
悌
時
｡
生
在
人
趣
｡
名
日
韓
紙
｡
深
閑
光

術
｡
禁
禁
裏
龍
｡
不
令
暴
雨
｡
国
人
租
之
｡
以
稽
除
根
｡
居
人
衆
庶
｡
感
恩
懐
徳
｡､
家
税
斗
穀
｡
以
薗
避
雷
｡
既
積
歳
時
｡
或
有
通
謀
｡
残

紙
合
怒
｡
願
馬
憩
龍
｡
暴
行
風
雨
｡
損
傷
苗
稼
O
命
終
之
後
｡
馬
此
池
龍
｡
泉
流
白
水
｡
損
傷
地
利
｡
揮
迦
如
来
大
悲
御
世
｡
懸
此
国
人
猫

遭
斯
難
｡
降
紳
至
此
｡
欲
化
暴
龍
｡
執
金
剛
紳
杵
撃
山
崖
｡
龍
王
震
催
｡
乃
出
蹄
依
｡
聞
併
設
法
｡
心
尊
信
悟
｡
如
来
遮
制
｡
勿
損
農
稼
｡

龍
日
o

凡
有
所
食
｡
粗
収
入
田
｡
今

蒙
聖
教
｡
恐
難
済
給
O
願
十
二
歳

1
収
糧
儲
｡
如
来
含
覆
｡
愚
而
許
鷺
｡
故
今
十
二
年

一
遭
白
水
之

災
｡

と
い
う
阿
波
避
羅
龍
教
化
の
詮
話
が
み
え
る
｡



も
し
い
ま
掲
げ
た
三
者
の
う
ち
か
ら
'
こ
の
場
面
に
よ
り
近
い
も
の
を
と
れ
ば
'

『
大
店
西
域
記
』
の
二
つ
の
説
話
で
あ
ろ
う
｡

ム
ス
タ
マ

ン
デ
ィ
氏
は
'
笹
波
羅
龍
王
教
化
を
恩
賞
に
う
つ
し
出
し
た
も
の
で
は
な
い
と
認
め
つ
つ
も
'
地
方
的
な
こ
の
説
話
を
比
定
の
封
象
に
し
な
い

わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
と
考
え
て
い
る
｡
『
大
唐
西
域
記
』
に
み
え
る
こ
の
那
揖
羅
局
国
に
お
け
る
説
話
に
執
金
剛
神
は
出
て
こ
な
い
｡
し
か
し
､

こ
の
程
渡
羅
龍
に
関
連
す
る
那
掲
羅
局
国
の
悌
影
意
の
由
来
を
の
べ
た

『
併
設
観
悌
三
昧
海
経
』
巻
七
に
は
'
園
の
飢
醒
疾
疫
の
原
因
で
あ
る

l･･･--I

恵
龍

･
羅
刺
を
教
化
す
る
時
､
執
金
剛
神
の
金
剛
杵
で
龍
身
を
焼
き
こ
ら
し
め
る
と
み
え
る
｡
ま
た
阿
波
遊
羅
龍
王
教
化
の
場
合
で
は
'
執
金

剛
蕗
の
杵
は
山
崖
を
う
ち
'
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
｡
『
大
唐
西
域
記
』
の
埋
没
羅
龍
説
話
で
は
'

龍
の
住
虞
は
け
わ
し
い
崖
､

瀧
'

洞

穴
と
い
う
環
境
で
'
ゆ

っ
た
り
し
た
蓮
池
や
泉
に
は
関
係
が
浅
い
｡
そ
れ
に
封
し
'
阿
波
遼
躍
龍
説
話
に
は
ス
ワ
1
-
河
の
源
で
あ
る
泉
が
舞

墨
で
'
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
の
同
堂
に
表
現
さ
れ
た
も
の
に
近
い
｡
と
こ
ろ
が
こ
の
説
話
は
ス
ワ
-
ト
地
方
の
も
の
で
あ
り
､
地
理
的
に
遠
-
'

す
ぐ
に
比
定
し
て
'
タ
パ

･
シ
ョ
-
ル
の
こ
の
岡
堂
の
場
面
が
阿
波
避
羅
龍
教
化
を
表
現
し
た
も
の
と
い
い
き
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
｡
し
か

し
､

『
大
唐
西
域
記
』
な
ど
に
燃
燈
燐
の
悌
跡
が
多
い
と
記
さ
れ
た
那
抱
羅
局
国
に
お
い
て
'

燃
燈
悌
関
係
の
造
物
が
茸
際
に
出
土
し
た
例
は

ま
ず
な
-
'
ガ
ン
ダ
ー
ラ
や
カ
ー
ピ
シ
ー
に
出
土
例
が
多
い
｡
こ
の
現
象
を
重
視
す
る
な
ら
ば
'
タ
パ

･
シ
ョ
-
ル
の
こ
の
場
面
も
そ
う
い
う

現
象
の
ひ
と
つ
と
考
え
て
､
阿
波
遮
羅
龍
説
話
に
比
定
し
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
｡
あ
る
地
域
で
人
口
に
胎
英
さ
れ
た
説
話
を
そ
の
地
域
で
可

視
的
な
も
の
に
か
え
て
'
塔
供
養
に
参
詣
す
る
ひ
と
た
ち
に
見
せ
､
説
法
の

一
助
と
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
｡
し
か
も
埋
披
羅
龍
の
た
め
に
梓

迦
如
来
が
そ
の
影
を
と
ど
め
た
と
い
う
有
名
な
排
影
窟
は
記
録
に
よ
る
か
ぎ
り
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
か
ら
さ
ほ
ど
遠
-
な
い
｡

梯

塔

分

類

(挿
団
1
)

主
塔
は
東
南
に
む
き
､
そ
の
周
囲
に
小
塔
三

一
基
を
配
す
る
｡
す
べ
て
方
形
基
壇
を
も
つ
が
'
初
成
基
壇
は
よ
-
残
る

1
万
'
欝
二
基
壇
以

上
は
倒
壊
し
て
い
る
｡
初
成
基
壇
の
形
態
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
'
丈
が
高
い
も
の
は
す
ぐ
囲
筒
部
を
の
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
ム
ス
ク
マ
ン

ハ
ッ
ダ
最
近
の
沓
掘
に
関
す
る
問
題



東

方

撃

報

三
E
I八

デ
ィ
氏
は
'

小
塔
群
を
配
置
'

構
造
'

細
部
に
よ

っ
て
二
群
に
分
類
し
'
こ
の
二
群
が
造
建
時
期
の
前
後
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
た
｡

第

1
群
す
な
わ
ち
前
期
の
造
立
に
属
す
る
跡
は
､

1
､
2
､
3
'

5

'
9
､
10
'
11
㌧
13
㌧
は
'
16
t
は
'
21
t
gy

tG
'
cS
'
27
㌧
3
,
3

に
嘗
る

一
八
基
で
'
主
塔
に
も

っ
と
も
近
接
し
た
位
置
に
こ
れ
を
方
形
に
東
南
か
ら
北
ま
わ
り
に
西
側

へ
と
取
り
囲
ん
で
い
る
｡
分
類
基
準
は
'

Ⅲ
判
型
が
大
部
分
片
岩
小
口
積
で
'
そ
の
上
を
ス
ト
ゥ
ッ
コ
で
お
お
う
｡
②
内
部
は
泥
を
つ
な
ぎ
に
つ
か

っ
た
右
横
で
あ
る
｡
矧
壁
柱
は
片
岩

小
口
積
で
､
ア
カ
ン
サ
ス
の
中
央
の
葉
が
折
り
か
え
り
､
先
端
を
下
に
む
け
'
そ
の
実
肢
の
う
ち
主
脈
と
な
る
も
の
の
若
干
例
に
は
､
節
を

つ

け
た
も
の
が
あ
る
｡
第
二
群
す
な
わ
ち
後
期
の
道
立
に
属
す
る
も
の
は
'
4
'

7
'

7
(b
is)
'

8
㌧
12
'
14
'
17
㌧
19
㌧
23
㌧
24
'
28
'
29
㌧

30
の

二
二
基
で
あ
る
｡
基
壇
判
型
や
壁
柱
は
石
灰
岩
を
き

っ
て
細
部
の
用
途
に
そ

っ
た
形
に
整
え
た
も
の
で
'
そ
の
上
に
ス
-
ウ
ツ
コ
を
塗
り
､

片
岩
小
口
積
で
は
な
い
｡
壁
柱
柱
頭
の
ア
カ
ン
サ
ス
の
葉
は
重
列
で
､
上
列
は
両
端
の
渦
恵
の
問
に
あ
り
'
冠
板
の
上

へ
と
立
ち
あ
が
り
､
先

端
は
折
り
か
え
ら
な
い
｡
柱
身
中
央
に
二
本
の
卒
行
刻
線
と
そ
の
線
端
を
つ
な
ぐ
内
轡
刻
線
と
で
形
成
さ
れ
る
装
飾
を
も

つ
｡
饗
掘
措
富
者
ム

ス
ク
マ
ン
デ
ィ
氏
が
こ
の
二
群
に
前
後
関
係
を
認
め
る
理
由
は
壁
柱
装
飾
に
あ
る
｡
第

1
群
で
は
主
脈
に
節
の
あ
る
ア
カ
ン
サ
ス
の
菓
'
第
二

群
で
は
柱
身
に
あ
る
刻
線
装
飾
の
形
態
が
そ
れ
で
あ
る
｡
第

1
の
'
主
脈
に
節
の
あ
る
ア
カ
ン
サ
ス
の
葉
は
､
ア
イ

･
ハ
ヌ
ム
に
お
い
て
出
土

し
た
も
の
の
系
統
と
考
え
'
第
二
の
刻
線
装
飾
は
'

ス
ル
フ

･
コ
タ
ル
に
み
る
同
形
態
の
装
飾
の
系
統
に
属
す
る
と
考
え
た
｡
ア
イ

･
ハ
ヌ
ム

と
ス
ル
フ
･
コ
タ
ル
と
が
同
じ
-
パ
ク
ト
-
ア
の
地
に
あ
り
な
が
ら
前
者
が
グ

レ
コ
･
パ
ク
ト
-
ア
期
に
属
し
､
後
者
が
ク
シ
ャ
ー
ナ
期
に
屠

す
る
以
上
'
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
に
お
い
て
も
こ
の
二
者
問
に
時
期
差
が
あ
る
と
判
定
し
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
ア
イ

･
ハ
ヌ
ム
に
こ
の
種
の
ア

カ
ン
サ
ス
が
た
し
か
に
あ
り
'
ア
イ

･
ハ
ヌ
ム
の
下
限
が
前
二
世
紀
中
英
で
あ

っ
て
も
'
ま
た
ス
ル
フ
･
コ
タ
ル
に
こ
の
装
飾
が
あ
り
へ
ス
ル

フ

･
コ
タ
ル
創
建
が
カ

ニ
シ
ュ
カ
で
あ

っ
て
も
'
こ
の
前
後
関
係
を
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
の
造
塔
時
期
差
に
そ
の
ま
ま
使
う
と
は
ま

っ
た
-
論
外

で
あ
る
｡
葺
際
こ
の
地
方
の
係
数
寺
院
の
年
代
を
'
た
だ
ひ
と
つ
の
係
数
寺
院
の
調
査
だ
け
か
ら
決
め
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
い
｡
事
情
は
ク

パ

･
シ
ョ
ト
ル
で
も
同
じ
で
あ
る
｡
そ
こ
で
次
善
の
策
と
し
て
'

ハ
ッ
ダ
で
最
近
敬
掘
さ
れ
た
寺
院
の
調
査
結
果
と
比
較
し
て
み
て
'
ク
パ

･



シ
ョ
ト
ル
の
塔
院
が
そ
れ
ら
と
関
連
し
て
ど
う
い
う
位
置
に
あ
る
か
を
考
え
る
｡
そ
の
寺
院
と
は
'
前
に
私
も
加
わ

っ
た
京
都
大
学

一
九
六
五

(4
〕

年
度
の
調
査
に
な
る
ラ
ル
マ
麿
寺
跡
に
は
か
な
ら
な
い
｡
塔
院
に
関
し
て
両
者
に
は
比
較
検
討
す
べ
き
鮎
が
多
々
あ
る
｡

主

塔

構

成

(挿
囲
1
㌧
3
)

タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
の
主
塔
は

1
遺
四

･
七
メ
ー
ト
ル
の
丈
高
い
方
形
基
壇
を
も
つ
｡
各
面
は
五
問
で
各
柱
間
に

一
等
立
像
を
配
し
て
い
る
｡

ラ
ル
マ
の
主
塔
は

一
連
八

･
五
メ
ー
ト
ル
で
同
じ
-
丈
高
い
方
形
基
壇
を
も
ち
'
各
面
は
七
問
､
柱
間
に
は
三
尊
立
像
を
配
す
る
｡
各
柱
間
の

立
像
数
は
ち
が
う
が
､

悌
像
の
様
式
は
酷
似
し
て
い
る

(以
下
ラ
ル
マ
に
つ
い
て
は
註
4
の
文
献
に
よ
る
)
｡

ラ
ル
マ
で
は
三
尊
像
も
壁
面
も
非
常
に
微
細

で
良
質
の
ス
ー
ゥ
ツ
コ
で
お
お
わ
れ
て
い
た
が
､
そ
の
東
壁

(む
か
っ
て
石
壁
)
の
う
ち
'
正
面
寄
り
の
二
間
と
正
面
右
側
の
柱
間
と
の
都
合
三
間

は
'
壁
柱
部
だ
け
は
良
質
の
ス
ト
ゥ
ッ
コ
を
残
し
'

壁
面
だ
け
き
り
と

っ
て
'

そ
の
あ
と
を
粗
い
砂
ま
じ

り
の
ス
ト
ゥ
ッ
コ
で
補
修
し
て
い

た
｡
補
修
後
の
壁
面
に
は
悌
像
を
飾

っ
た
形
跡
は
な
-
､
朱
拓
の
壁
墓
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
ラ
ル
マ
補
修
壁
の
よ
う
な
粗
い
ス
-
ゥ
ッ
コ

を
塗
装
し
た
の
が
タ
パ

･
シ
ョ
-
ル
の
主
塔
の
壁
面
で
あ
る
｡

ラ
ル
マ
主
塔
の
荘
厳
は
'
三
尊
像
の
ほ
か
に
壁
に
沿

っ
て
坐
価
を
随
所
に
計
七
億
置
い
た
あ
と
が
あ

っ
た
が
'
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
で
は
､
正

面
階
段
を
は
さ
ん
だ
左
右
の
柱
間
に
三
葉
型
の
壁
轟
を
も
う
け
て
い
る
｡
右
轟
内
部
に
は
禅
定
燐
を
お
き
'
轟
外
む
か

っ
て
右
に
ひ
ざ
ま
づ
く

供
養
者
を
は
め
て
あ
る
っ
左
轟
に
は
説
法
印
の
坐
傍
を
お
-
｡
相
方
と
も
轟
壁
の
あ
れ
方
が
は
な
は
だ
し
い
｡
こ
の
轟
形
は
同
じ
-
三
業
型
で

は
あ
る
が
'
細
部
は
大
い
に
異
な

っ
て
い
る
｡
三
業
型
の
う
ち
中
央
の
轟
と
側
轟
と
の
高
さ
の
比
が
､
む
か

っ
て
右
で
は
大
き
-
'
左
で
は
小

さ
い
｡
か
つ
左
で
は
三
業
型
全
鰻
が
二
本
の
低
い
壁
柱
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
に
封
L
t
右
で
は
壁
桂
が
な
い
｡
階
段
の
張
り
出
し
部

が
つ
-
る
直
交
す
る
二
面
の
狭
い
壁
に
は
'
坐
燐
と
立
備
と
を
お
-
｡
坐
像
は
階
段
と
平
行
す
る
壁
面
に
あ

っ
て
､
高
い
室
座
に
坐
す
禅
定
印

の
悌
像
で
あ
り
､
塔
基
壇
正
面
壁
と
平
行
す
る
壁
面
に
は
'
立
像
を
お
-

(固
4
'
5
)
｡

ハ
ッ
ダ
最
近
の
蓉
堀
に
関
す
る
問
題

三
四
九
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五
〇

立
像
は
塔
の
柱
間
に
配
さ
れ
た
も
の
と
同

1
で
あ
る
｡
こ
′の
立
像
は
階
段
の
む
か

っ
て
右
側
に
は
存
在
し
な
か

っ
た
｡

塔
基
壇
壁
面
が
あ
れ
て
い
る
の
で
'
塔
の
構
築
法
を
槍
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
内
板
構
造
は
'

こ
の
附
近
通
有
の
裸
岩
を
粗
-
う
ち
か
き
'

長
方
鰭
に
整
え
'
こ
れ
ら
を
泥
で
つ
な
い
で
積
み
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
｡

1
万
㌧
壁
柱
'
判
型
'
轟
な
ど
建
築
細
部
は
'
大
小
の
片
岩
を
え
り

わ
け
て
小
口
積
に
あ
ら
か
た
を

つ
-
り
'
そ
の
上
に
ス
-
ウ
ツ
コ
を
塗
装
し
て
い
る
｡
石
の
大
き
さ
は
や
や
こ
と
な
る
が
'
こ
の
構
築
法
は
ラ

ル
マ
と
同
じ
で
あ
る
｡
ラ
ル
マ
で
は
片
岩
を

つ
む
べ
き
場
所
'
た
と
え
ば
壁
柱
部
な
ど
は
'
硬
岩
を
積
ん
だ
と
き
場
所
を
あ
げ
て
お
き
t
の
ち

に
細
部
を

つ
-
り
出
し
た
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
｡
し
た
が

っ
て
主
塔
の
構
築
は
下
か
ら
順
に
内
核
と
同
時
に
壁
面
細
部
が
で
き
あ
が

っ
て
い

っ

た
の
で
は
な
い
｡
細
部
は
右
横
の
最
終
段
階
で
完
成
し
た
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
で
も
こ
の
構
築
法
に
よ

っ
た
と
考
え
る
｡

判

型

構

成

(挿
圃
2
)

タ
パ

･
シ
ョ
-
ル
の
判
型
は
-
ル
ス

tor
us
(凹
部
)
も

ス
コ
テ
ィ
オ
ス

sk
o
tio
s
(凸
部
)
も
礎
盤
も
ラ
ル
マ
に
-
ら
べ
る

と
や
や
う
す
め
で
'

｢-｣

全
鰻
に
押
し
っ
ぶ
し
た
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
｡

し
か
し
組
み
あ
わ
せ
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る

(挿
固
2

)
｡

す
な
わ
ち
基
壇
壁
面
の
基
部
判

型
の
上
に
壁
桂
が
の
っ
て
い
る
の
で
'
壁
柱
柱
礎
部
の
別
型
と
基
壇
基
部
の
別
型
と
が
連
接
す
る
｡
基
壇
基
部
の
判
型
は
二
組
で
あ
る
か
ら
'

壁
柱
の
そ
れ
を
入
れ
れ
ば
､
三
組
が
ひ
と
つ
づ
き
と
な

っ
て
い
る
｡
下
段
で
は
礎
盤
に
嘗
る
部
分
が
非
常
に
腰
高
と
な
る
特
色
が
あ
り
'
塔
基

壇
全
鰻
が
こ
の
礎
盤
に
の

っ
て
い
る
観
を
あ
た
え
る
｡
こ
こ
ま
で
は
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
も
ラ
ル
マ
も
同
じ
で
あ
る
が
へ
両
者
を
隔
て
る
鮎
は
､

ス
コ
テ
ィ
オ
ス
と
壁
柱
の
礎
盤
下
部
と
の
庭
理
で
あ
る
｡
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
で
は
'

ス
コ
テ
ィ
オ
ス
は
ゆ
る
や
か
な
曲
面
を
示
す
凹
部
に
な
ら

ず
'
平
面
的
に
傾
斜
し
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
傾
斜
面
と
上
下
封
稀
に
礎
盤
下
部
が
虞
理
さ
れ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が
'
ラ
ル
マ
で
は
壁
桂
の
礎

盤
か
ら
ス
コ
テ
ィ
オ
ス
へ
の
接
績
と
こ
の
ス
コ
テ
ィ
オ
ス
だ
け
は
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
風
で
な
-
'

ス
コ
テ
ィ
オ
ス
は
本
来
の
形
を
保
ち
'
曲
面

を
み
せ
て
い
る
｡
礎
盤
か
ら
こ
の
ス
コ
テ
ィ
オ
ス
へ
連
結
す
る
部
分
も
非
常
に
う
す
-
'
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
の
よ
う
な
き
わ
だ
ち
が
な
い
｡
ラ



ル
マ
で
は
下
方
の
ス
コ
テ
ィ
オ
ス
と
礎
盤
の
組
み
合
わ
せ
は
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
と
同
じ
で
あ
る
｡
バ
ル
ト
ゥ
-
の
調
査
し
た
悌
塔
の
測
圏
を
信

用
し
て
使
う
な
ら
ば
'
タ
パ

･
カ
ラ
ー
ン

T
a
p
a
K
a
t抑n
第

1
四

1
塔
に
み
ら
れ
る
剖
型
構
成
が
よ
り
本
来
の
構
成
に
近
い
｡
す
な
わ
ち
ス
コ

テ
ィ
オ
ス
の
上
に
礎
盤
を
重
ね
る
場
合
､

ス
コ
テ
ィ
オ
ス
が
曲
面
を
も

つ
本
来
形
で
あ
れ
ば
'
こ
の
よ
う
な
連
結
が
自
然
で
あ
る
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
o
骨
組
を
片
岩
で
築
き
'
そ
の
上
に
ス
ト
ゥ
ツ
コ
を
ぬ

っ
て
判
型
部
を
つ
-
る
場
合
､
タ
パ

｡
カ
ラ
ー
ン
第

一
四

7
塔
の
よ
う
な
手

･.-;

の
こ
ん
だ
も
の
か
ら
次
第
に
製
作
の
手
間
を
は
ぶ
-
よ
う
に
な
る
こ
と
が
濠
患
さ
れ
る
｡
礎
盤
に
せ
よ
中
線
に
せ
よ
'

ス
コ
テ
ィ
オ
ス
の
上
に

そ
れ
を
の
せ
よ
う
と
す
れ
ば
､

ス
コ
テ
ィ
オ
ス
と
い
う
曲
面
を
も

つ
部
分
を

つ
-
り
出
す
こ
と
は
､
葺
際
の
柱
礎
を
畢
潟
で
つ
-
る
場
合
よ
り

建
物
と
固
定
し
て
い
る
場
合
の
方
が
造
り
に
-
い
｡
傾
斜
面
の
ス
コ
テ
ィ
オ
ス
を

一
.

.

了

0 100cm

L=コ=二二コ二二1==上= = =二二二｣

挿囲2 - ッダ併塔別型の程類 1.タバカラ-ンNo141大塔

2.タバカラ-ンNo33塔 3.ラルマ主塔 4.タパショトル主塔

つ
-

っ
た
例
は
'
タ
パ

･
カ
ラ
ー
ン
第
四
六
㌧
四
八
㌧
九
八
塔
'
タ
パ

･
イ

･
カ

フ
ィ
-

ハ
I
T
a
p
a
十
K
afarih
抑
第
四
六
塔
'
チ
ャ
ヒ
-

･
ダ

ン
デ
ィ

C
hakhil

-
iI
G

houndi
第
二
六
塔
'

プ
ラ
テ
ス
第

7
'

1
7.
一
八
'

二
九
塔
'

ゴ
ー

ル

･
ナ
ウ

G
ar

N
ao
第

二

1塔
に
み
ら
れ
る
｡
こ
れ
ら
と
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
が
上

の
意
味
で
タ
パ

･
カ
ラ

ー
ン
第

1
四

一
塔
よ
り
お
-
れ
た
時
期
の
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
'
ラ
ル
マ
や
タ
パ

･
カ
ラ
ー
ン
第
三
三
塔
'
タ
パ

･
カ
ラ
ー
ン
第

二

七

a
塔
な
ど
は
そ
の
中
間
に
位
置
す
る
｡

ハ
ッ
ダ
最
近
の
寄
握
に
関
す
る
問
題

基

壇

形

態

ラ
ル
マ
主
塔
は
高
低
二
重
の
基
壇
を
も

つ
'
初
成
基
壇
は
高
さ
八
二
セ
ン
チ
'

上
成
基
壇
は
ど
の
-
ら
い
の
高
さ
ま
で
あ

っ
た
か
不
明
で
あ
る
｡
上
成
基
壇
の
壁

三
五

1



東

方

撃

報

三
五
二

面
が
上
の
方
か
ら
こ
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
現
在
残

っ
て
い
る
主
塔
の
最
も
高
い
と
こ
ろ
か
ら
下
成
基
壇
の
上
面
ま
で
は
約
三
五
〇
セ
ン

チ
を
測
る
が
'
こ
の
最
高
鮎
が
上
成
基
壇
の
上
面
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
｡
下
成
基
壇
の
周
囲
に
二
､
三
､
五

-
一
六
の
小
塔
が
あ
る
｡
こ

れ

ら
は
下
成
基
壇
と
同
じ
床
面
に
建
立
さ
れ
て
い
る
｡
小
塔
の
構
造
は
'
内
部
を
河
原
石
と
泥
土
で
か
た
め
'
外
面
は
す
べ
て
石
灰
岩
を
そ
の
細

部
の
用
途
に
し
た
が

っ
て
切
り
整
え
'
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
｡
石
灰
岩
切
石
装
の
小
塔
で
は
'
柱
間
に
あ
る
三
業
亮
型
ま
で

も

1
枚
の
石
か
ら
彫
り
出
さ
れ
る
と
い
う
特
色
を
示
す
.
こ
の
上
に
ス
-
ゥ
ッ
コ
を
塗
装
す
る
o

下
成
基
壇
と
同

一
床
面
に
あ
る
小
塔
群
は
あ
る
時
期
で
埋
め
立
て
ら
れ
た
｡
主
塔
の
下
成
基
壇
葛
石
の
高
さ
で
小
塔
群
が
創
申
さ
れ
､
小
塔

の
問
や
そ
れ
ら
と
主
塔
と
の
間
は
'
こ
わ
さ
れ
た
小
塔
の
石
材
や
そ
れ
を
飾

っ
て
い
た
ス
ー
ウ
ツ
コ
像
'
お
よ
び
土
な
ど
で
充
填
さ
れ
'
後
期

床
面
が
造
成
さ
れ
た
｡
そ
の
床
面
と
は
も
ち
ろ
ん
下
成
基
壇
の
上
面
と
そ
の
延
長
面
で
あ
る
｡
主
塔
階
段
の
む
か

っ
て
左
で
は
'
小
塔
が
二
基

だ
け
後
期
床
上
に
残

っ
て
い
る
が
'
基
壇
の
基
部
を
残
す
に
す
ぎ
な
い

(挿
囲
3
'
第
1
塔
)｡
し
か
し
こ
れ
ら
も
'
河
原
石
を
つ
ん
で
内
核
と
L
t

石
灰
岩
切
石
装
の
外
面
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
た
｡

"

.
I
..
'.

IR.
…

1

M

.
』

挿囲3 ラルマ塔院卒両国

重
層
方
形
基
壇
の
主
塔
す
な
わ
ち
ラ
ル
マ
前
期
形
態
の

基
壇
を
も
つ
主
塔
は
'

ハ
ッ
ダ
で
は
タ
パ

･
カ
ラ
ー
ン
第

1
四

1
塔
'
バ
ー
グ

･
ガ
イ

B
agh

G
a+1'
塔
院
主
塔
'
タ

パ

･
イ

･
カ
フ
ィ
-

ハ
-
第

1
大
塔
の
三
例
が
あ
る
｡

1

万
㌧
単
層
方
形
基
壇
の
主
塔
す
な
わ
ち
ラ
ル
マ
後
期
形
態

の
基
壇
を
も
つ
主
塔
は
'
チ
ャ
ヒ
-

･
ダ

ン
デ
ィ
'
プ
ラ

テ
ス
'
ゴ
ー
ル
･
ナ
ウ
'
デ
ー
･
ダ

ン
デ
ィ
D
eh
G
h
u
ロdi

で
あ
り
'
現
在
み
ら
れ
る
状
態
の
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
主
塔



も
こ
れ
に
展
す
る
｡

ラ
ル
マ
で
認
め
た
前
後
二
回
の
床
面
と
そ
れ
に
伴
う
塔

(正
確
に
は
塔
の
基
壇
形
態
)
の
変
化
は
､
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
で
も
同
様
で
あ

っ
た
｡
す
な

わ
ち
現
状
の
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
塔
院
の
塔
群
は
こ
の
遺
跡
に
お
け
る
後
期
の
様
相
を
示
し
た
も
の
と
私
は
解
搾
す
る
｡
ア
フ
ガ
ン
考
古
研
究
所

の
調
査
は
い
ま
だ
現
床
面
を
掘
り
下
げ
て
こ
れ
を
確
認
し
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
'
将
来
も
し
深
掘
り
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
合
'
ま
さ
に
そ
れ

が
確
認
の
た
め
の
作
業
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
'
床
面
観
察
か
ら
明
ら
か
な
の
に
'
覆
掘
者
は
ま

っ
た
-
言
及
し
て
い
な
い
｡
こ
の
床
に
は
主
塔

を
と
り
か
こ
ん
で
主
塔
と
規
則
的
な
関
係
を
示
す
段
落
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
段
落
と
は
主
塔
の
下
成
基
壇
葛
石
の
端
に
は
か
な
ら

な
い
こ
と
が
ラ
ル
マ
の
事
箕
か
ら
推
測
さ
れ
る
｡
こ
の
低
い
段
落
は
主
塔
正
面
で
は
第
四
塔
西
隅
か
ら
第

一
八
塔
束
隅
に
つ
づ
き
つ
主
塔
西
側

で
は
第

一
八
塔
北
側
か
ら
第
二
四
塔
お
よ
び
第
二
二
塔
東
北
を
通
り
'
第

一
五
塔
の
下

へ
は
い
っ
て
い
る
｡
主
塔
北
側
で
は
柏
接
し
て
つ
-
ら

れ
た
第

二

塔
か
ら
第

1
五
塔
の
南
端
を
通
る
の
で
平
面
因
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
｡
主
塔
東
側
で
ま

っ
た
-
認
め
ら
れ
な
い
の
は
'
段
落

が
で
き
な
い
よ
う
な
床
づ
-
り
が
行
わ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
｡

こ
の
段
落
を
下
成
基
壇
の
葛
石
部
と
み
と
め
る
理
由
は
ほ
か
に
も
あ
る
｡
そ
れ
は
主
塔
と
小
塔
と
の
間
に
残
さ
れ
た
茎
問
で
あ
る
｡
結
果
的

に
は
そ
れ
が
緯
道
と
し
て
使
用
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
'
こ
の
基
間
が
ほ
ぼ

1
定
の
幅
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
床
の
基
礎
構
造
を
考

え
た
う
え
で
小
塔
が
つ
-
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
ラ
ル
マ
に
お
け
る
事
薫
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
'
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル

の
現
状
の
床
面
の
堅
固
の
度
合
に
差
が
あ
り
､
そ
れ
は
埋
め
立
て
部
と
下
成
基
壇
上
面
と
の
差
に
は
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
小
塔

を
そ
の
よ
う
な
床
に
道
立
す
る
と
き
､
堅
固
に
差
の
あ
る
場
所
に
ま
た
が

っ
て
つ
-
る
こ
と
を
避
け
る
必
要
が
あ

っ
た
｡
そ
の
た
め
す
べ
て
の

小
塔
は
同
質
の
硬
度
の
床
上
に
つ
-
ら
れ
た
の
で
あ
る
.
こ
の
場
合
､
も
と
の
下
成
基
壇
上
面
は
造
塔
を
ゆ
る
す
だ
け
の
茎
間

(と
-
に
幅
に
お
い

て
)
が
な
か

っ
た
｡

こ
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'

現
状
の
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
塔
院
に
み
ら
れ
る
主
塔
周
囲
の
規
則
的
な
基
問
は
'
こ
の
主
塔

に
現
床
面
を
上
面
と
す
る
下
成
基
壇
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

ハ
ッ
ダ
最
近
の
畿
握
に
関
す
る
問
題



東

方

学

報

俳

塔

編

年

タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
に
前
後
二
期
の
床
が
漁
想
さ
れ
'
現
在
み
ら
れ
る
床
が
後
期
に
廃
し
､
ラ
ル
マ
で
も
こ
の
事
情
が
存
在
し
た
と
記
す
る
の

は

'
ハ
ッ
ダ
に
お
け
る
悌
塔
が
パ
ル
-
ゥ
I
の
い
う
編
年
や
展
開
過
程
で
は
律
し
き
れ
な
い
こ
と
'
お
よ
び
ム
ス
ク

マ
ン
デ
ィ
氏
の
言
う
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
塔
二
群
分
類
の
不
自
然
さ
を
ぬ
ぐ
い
き
れ
な
い
こ
と
な
ど
と
関
連
す
る
の
で
あ
る

(1.
B
arthoux,
M
D
AFA
,
Tom
e
芦

pp.57
-59)O

ラ
ル
マ
前
期
床
に
は
前
後
三
岡
に
わ
た

っ
て
塗
り
改
め
ら
れ
た
厚
い
ス
-
ウ
ツ
コ
の
床
面
が
あ

っ
た
｡
そ
の
う
ち
も

っ
と
も
早
い
床
面

a
の

上
に
小
塔
第
八
'
九
､

一〇
が
あ
る
｡
主
塔
下
成
基
壇
む
か

っ
て
右
の
張
り
出
し
部
の
上
に
つ
-
ら
れ
た
第
四
塔
は
､
こ
の
張
り
出
し
部
が
の

ち
の
塘
虞
で
あ

っ
て
も
主
塔
と
同
時
に
つ
-
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
も
'
前
出
の
三
塔
が
こ
の
張
り
出
し
に
規
制
さ
れ
て
い
る
以
上
'
三
塔
よ

り
早
い
造
立
で
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
ラ
ル
マ
前
期
で
は
ま
ず
細
部
に
片
岩
を
使

っ
た
小
塔
が
あ
り
､
の
ち
に
片
岩
を
ま

っ
た
-
使
わ
な
い
石
灰

岩
切
石
装
の
小
塔
が
つ
-
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
｡
さ
ら
に
ラ
ル
マ
後
期
に
お
い
て
も
石
灰
岩
切
石
装
に
よ
る
小
塔
の
道
立
が
績
い
た
事
葺
が
あ

る
｡
こ
れ
に
よ
り
'
ム
ス
タ

マ
ン
デ
ィ
民
や
バ
ル
ト
ゥ
I
の
見
解
が
安
富
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
｡
と
こ
ろ
が
事
情
は
そ
の
よ
う
に
簡
明

直
裁
で
は
な
い
｡
そ
れ
は
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
後
期
の

(現
状
の
)
床
に
は
'
石
灰
岩
切
石
裳
の
も
の
も
'
細
部
だ
け
片
岩
で
積
ん
だ
も
の
も
'

ま

た
こ
の
繭
式
が
併
用
さ
れ
た
も
の
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
後
期
塔
院
と
ラ
ル
マ
前
期
塔
院
と
を
同
時
期
と
考
え
れ
ば
､

こ
の
問
題
は
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
雨
塔
院
の
主
塔
の
構
成
が
は
な
は
だ
共
通
し
て
い
る
う
え
に
､
別
型
構
成
細
部
の
異
同
や
外
装

ス
-
ウ
ツ
コ
に
精
粗
の
差
が
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
'
同
じ
後
期
に
し
て
も
'
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
後
期
の
方
が
ラ
ル
マ
後
期
よ
り
時
期

が
降
る
と
み
た
方
が
自
然
で
あ
る
｡
そ
う
な
れ
ば
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
後
期
塔
院
の
方
が
ラ
ル
マ
前
期
塔
院
よ
り
晩
い
時
期
に
屠
す
る
こ
と
に
な

る
｡
そ
の
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
後
期
塔
院
に
前
記
の
よ
う
な
三
種
の
小
塔
構
築
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
ム
ス
タ

マ
ン
デ
ィ
氏
や
パ
ル
-
ウ
-

の
併
塔
展
開
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
'
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
後
期
塔
院
で
は
す
べ
て
の
小
塔
が
石
灰
岩
切
石
装
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

こ
こ
に
彼
ら
の
見
解
の
矛
盾
が
あ
る
｡
悌
塔
全
鰻
を

ハ
ッ
ダ

の
よ
う
な
限
ら
れ
た
地
域
に
お
い
て
す
ら
､
単
純
に
縦
の
関
係
に
並
べ
る
こ
と
は



む
づ
か
し
い
｡
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
'

フ
ォ
ン
ド
キ
ス
タ
ン
な
ど
の
よ
う
な
悌
敦
寺
院
建
築
の
こ
の
地
方
に
お
け
る
終
末
期
に
お
い
て
も
'
主

塔
だ
け
は
片
岩
が
そ
の
用
材
と
し
て
な
お
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
指
摘
し
た
い

(三
三
八
頁
参
照
)｡

ム
ス
ク

マ
ン
デ
ィ
氏
は
タ
パ

･
シ
ョ
ト
ル
塔
院
の
年
代
を
示
し
て
い
る
｡
二
群
に
彼
が
分
類
し
た
小
塔
の
う
ち
'
彼
が
よ
り
晩
い
と
考
え
る

第
二
四
塔
に
壷
形
土
器
が
埋
納
さ
れ
て
お
り
'

中
に

1
塊
の
貨
幣
が
あ

っ
た
.

そ
れ
は
メ
ナ
ン
ド
ロ
ス
銅
貨

一
個

(P･
Gardn
er)

T

h

e

C
o
i
n
s

of

ik
e

Greekand
S
cythic
K
in
g
s

of

B

a

ctria
and
India
in
ike
B
ritish
M

useum
,
p･497
No.66)
P
1.
X
(Ⅰ)
5)
と
サ
ー
サ
ー
ン
の
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
Ⅱ
世

(三
八
三
～

三
八
八
)
潜
行
の
摩
滅
し
た
小
銅
貨

1
0
個
で
あ

っ
た
｡

彼
は
後
者
が
第
二
四
塔
の
造
立
年
代
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
､

第
二

四
塔
を
ふ
-
む
よ
り
敵
い
小
塔
群
を
四
世
紀
末
と
L
t
よ
り
早
い

1
群
を
こ
れ
よ
り
古
い
も
の
で
あ
る
と
し
た
｡
ま
た
塔
院
静
振
の
過
程
で
出

土
し
た
多
-
の
ク
シ
ャ
ー
ナ
貨
か
ら
考
え
て
'

塔
院

(私
の
言
う
後
期
塔
院
)
の
年
代
を

一
-
二
世
紀
に
お
い
た
o

l
方
'
タ
パ

･
シ
ョ
ー
ル
塔
院

の
終
末
を
'
法
頼
'
宋
雲
､
玄
英
の
記
鏡
を
参
考
と
し
て
'

エ
フ
タ
ル
に
よ
る
破
壊
に
蹄
し
た
｡
シ
ャ
ー
プ
ー
ル
Ⅱ
世
貨
に
よ
る
上
の
よ
う
な

年
代
決
定
は
､
か
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わ
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Ⅱ
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あ
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ら
れ
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さ
れ
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あ
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あ
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燐
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あ
る
｡

ハ
ッ
ダ
最
近
の
蚤
掘
に
関
す
る
問
題



東

方

学

報

三
五
六

係
数
寺
院
と
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
の
は
ま
た
在
俗
信
者
で
あ
り
'
そ
の
生
活
の
場
は
都
市
や
村
邑
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
そ
う
い
う

集
落
の
遺
跡
は
彼
ら
の
使
用
し
た
土
器
の
様
相
を
時
代
を
お

っ
て
理
解
す
る
た
め
に
不
可
歓
で
あ
る
｡
タ
キ
シ
ラ
に
お
け
る
都
市
の
畿
掘
は
タ

キ
シ
ラ
欝
Ⅳ
都
市

(シ
ル
ス
ク
)

で
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か

っ
た
か
ら
タ
キ
シ
ラ
の
都
市
と
寺
院
と
の
関
係
は
あ
き
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
｡

し
か
し
､
ガ
ン
ダ

ー
ラ
で
は

1
九
五
八
年
'
六
三
年
'
六
四
年
に
行
わ
れ
た
チ
ャ
ー
ル
サ
ダ

C
h
arsad
a
の
番
掘
が
高
-
詐
債
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
｡
と
-
に
シ
ェ
イ

ハ
ー
ン

･
デ
-
I

S
h
e
ik
h
a

n
Dh
e
r
.1

で
は
都
市
生
活
に
要
す
る
土
器
と
僧
院
生
活
に
要
す
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国1 タパ ･ショトル塔院

困2 壁晶の僧形像 園3 壁 亀の僧形像



園4 主塔正面左の壷

圃5 主塔正面右の轟



圃6 壁桂と羅禽

団8 蓮池の場面 (FishPorch)



圃9 龍王像 (FishPorch) 囲10 菩薩像 (FishPorch)

囲11 小塔 (No.7bis)基壇浮彫




