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―
―
古
代
の
墳
墓
は
、
我
々
に
ほ
と
ん
ど
無
尽
蔵
な
富
を
与
え
て
く
れ
る
。
美
術
―

考
古
学
の
き
わ
め
て
特
殊
な
分
野
を
扱
っ

て
い
る
と
信
じ
る
者
も
、
つ
い
に
は
、
自
分
が
真
に
普
遍
的
な
原
理
の
真
っ
只
中
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
自
叙
伝
』
よ
り
（
１
）

）

は
じ
め
に

イ
ン
ド
に
お
け
る
建
築
の
歴
史
は
ス
ト
ゥ
ー
パ
（stupa
）
に
始
ま
る
。
釈
尊
の
生
と
死
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
建
設
さ
れ
た
ス

ト
ゥ
ー
パ
は
、
イ
ン
ド
を
は
る
か
に
越
え
て
、
中
央
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
へ
伝
播
し
、
南
ア
ジ
ア
の
国
々
に
あ
ま
ね
く
広
が
っ
た
。

仏
塔
崇
拝
は
、
そ
の
形
態
の
違
い
は
あ
れ
、
南
伝
・
北
伝
の
両
仏
教
に
共
通
す
る
信
仰
形
態
で
あ
る
。
仏
教
だ
け
で
は
な
く
、
お
よ

そ
塔
な
る
建
築
物
の
持
つ
宗
教
性
―
―
あ
る
い
は
宗
教
が
塔
と
い
う
建
築
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た

聖
な
る
も
の

ヌ

ミ

ノ

ー

ゼ

―
―
は
、
古
今
東
西
を
問
わ
ず
、
ほ
と
ん
ど
普
遍
的
に
見
出
さ
れ
る
。

タ
ナ
ト
ス
と
塔

山
　
本
　
隆
　
信
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近
年
の
仏
教
学
に
お
け
る
中
心
的
問
題
の
一
つ
に
、
大
乗
仏
教
の
起
源
は
ど
こ
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
こ
の
難
題
の
ブ
レ
ー
ク

ス
ル
ー
と
し
て
仏
塔
信
仰
が
照
射
さ
れ
て
さ
ま
ざ
ま
に
議
論
さ
れ
て
い
る
（
平
川
彰
の
研
究
と
そ
れ
に
対
す
る
批
判
）。
大
乗
発
生
の

起
源
に
関
す
る
問
題
は
、
密
教
（
＝
後
期
大
乗
仏
教
）
発
生
の
問
題
と
も
パ
ラ
レ
ル
な
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
必
ず
し

も
密
教
に
お
け
る
仏
塔
崇
拝
の
意
味
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。

こ
こ
で
は
仏
塔
に
お
け
る
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
―
―
す
な
わ
ち
そ
の
神
話
的
世
界
、
及
び
宗
教
心
理
学
的
な
側
面
―
―
を
分
析
し
、
真
言

密
教
に
お
い
て
仏
塔
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
考
察
し
た
い
。

ス
ト
ゥ
ー
パ
の
起
源
、
そ
の
神
話
上
の
意
味

南
伝
の
『
大
般
涅
槃
経
』
な
ど
に
は
釈
尊
の
入
滅
後
、
火
葬
さ
れ
て
そ
の
舎
利
を
八
分
し
塔
（
八
大
塔
）
を
建
て
た
こ
と
を
伝
え

る
。
さ
ら
に
分
骨
後
の
空
瓶
を
祀
る
塔
と
、
荼
毘
の
後
に
出
た
炭
灰
を
集
め
て
祀
っ
た
塔
を
含
め
て
、
全
部
で
十
の
塔
が
建
て
ら
れ

た
こ
と
を
記
載
し
て
い
る
（
２
）

。
こ
の
伝
承
は
お
お
よ
そ
歴
史
的
事
実
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
百
年
後
（
北
伝
仏
教
の
説
）
な
い
し
二

百
年
後
（
南
伝
仏
教
の
説
）
に
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
出
て
（
紀
元
前
二
六
八
〜
二
三
二
年
在
位
と
さ
れ
る
が
諸
説
あ
る
）、
八
大
塔
の
う
ち

七
つ
の
塔
を
開
鑿
し
て
舎
利
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
八
万
四
千
の
各
地
に
分
骨
し
て
塔
を
建
て
た
と
い
う
。
八
万
四
千
は
と
も
か
く

と
し
て
、
こ
れ
に
よ
り
イ
ン
ド
各
地
に
数
多
く
の
仏
塔
が
建
立
さ
れ
て
、
仏
教
は
一
大
教
線
を
張
る
に
至
っ
た
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に

よ
っ
て
増
広
さ
れ
た
と
さ
れ
る
仏
塔
は
今
で
も
わ
ず
か
な
が
ら
残
っ
て
い
る
が
、
建
築
物
と
し
て
も
っ
と
も
古
い
と
検
証
し
う
る
仏

塔
は
紀
元
前
二
〜
三
世
紀
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
（
３
）

。

な
ぜ
そ
も
そ
も
釈
尊
の
墳
墓
が
「
ス
ト
ゥ
ー
パ
」
と
呼
ば
れ
た
の
か
、
そ
の
起
源
は
著
し
く
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
る
（
４
）

。
ス
ト
ゥ
ー

パ
（stup

a

）
と
い
う
語
の
由
来
は
、

sty
ai

（
堆
積
や
塊
に
集
め
ら
れ
る
、
拡
げ
る
、
測
る
）、
あ
る
い
は
　stu

（
凝
固
さ
れ
る
、
凝

√
√
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集
さ
れ
る
）、
あ
る
い
は
　stup

（
積
み
上
げ
る
、
積
み
重
ね
る
、
建
立
す
る
）
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
原
語
自
体
は
『
リ
グ
・
ヴ
ェ

ー
ダ
』
に
見
出
さ
れ
る
が
、
用
例
は
少
な
い
。
す
で
に
杉
本
卓
洲
氏
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
、
ス
ト
ゥ

ー
パ
と
い
う
語
の
意
味
を
見
て
み
よ
う
（
５
）

。

１
　
樹
木
の
冠
（R. gveda

1-24-7

）

ヴ
ァ
ル
ナ
神
の
讃
歌
で
説
か
れ
る
。
根
を
上
に
向
け
、
枝
を
下
に
向
け
て
、
逆
立
ち
し
た
樹
木
と
し
て
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
。
逆
立

ち
し
た
樹
は
ア
シ
ュ
バ
ッ
タ
樹
、
菩
提
樹
で
あ
り
、
宇
宙
樹
の
表
現
で
あ
る
。

２
　
火
炎
の
冠
毛
（Ibid.,3-29-3

）

火
を
お
こ
す
た
め
の
板
と
棒
の
摩
擦
で
生
じ
る
炎
と
し
て
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
。
火
鑽
板
と
火
鑽
錘
に
よ
る
点
火
法
は
、
女
性
と
男

性
の
交
接
と
シ
ン
ボ
ル
的
に
同
一
視
さ
れ
、
後
世
の
考
え
で
は
そ
う
し
て
生
じ
る
火
は
胎
児
（garbha

）
と
さ
れ
る
。

３
　
天
地
を
つ
な
ぐ
軸
（Ibid.,7-2-1

）

ア
グ
ニ
神
の
讃
歌
で
説
か
れ
る
。
地
上
か
ら
立
ち
上
が
り
天
空
に
ま
で
到
る
炎
と
し
て
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
。
天
上
の
神
々
と
地
上

の
人
間
と
を
結
ぶ
中
軸
、
柱
で
あ
り
、
宇
宙
樹
の
表
現
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

４
　
黄
金
の
塊
（Ibid.,10-149-5

）

サ
ヴ
ィ
ト
リ
の
讃
歌
で
説
か
れ
る
。
黄
金
の
丘
、
神
聖
な
輝
き
を
も
つ
光
明
の
堆
積
と
し
て
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
。
黄
金
＝
ヒ
ラ
ニ

ヤ
（h
irany

a

）
の
シ
ン
ボ
ル
は
、
太
初
の
原
水
に
孕
ま
れ
た
黄
金
の
胎
児
＝
ヒ
ラ
ニ
ヤ
ガ
ル
バ
（h

irany
a-g
arb
h
a

）
や
、
黄

金
の
卵
を
類
推
さ
せ
る
。

こ
う
し
た
神
話
上
に
見
出
さ
れ
る
ス
ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
語
の
用
例
の
な
か
に
、
仏
塔
と
し
て
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
諸
要
素
が
暗
示
さ

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
樹
木
に
つ
い
て
は
、
聖
樹
信
仰
と
仏
塔
と
は
密
接
な
関
係
性
が
あ
る
。
ま
た
男
女
の
交
接
か
ら
生
じ
る
胎
児

√
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の
イ
メ
ー
ジ
は
、
仏
塔
の
心
柱

し
ん
ば
し
ら

と
覆
鉢
ふ
く
は
つ

と
い
う
形
態
上
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
予
想
さ
せ
、
仏
塔
に
納
め
る
聖
な
る
舎
利
が
種
子
（b

ija.
精
子
を
も
意
味
す
る
）
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
と
関
連
す
る
（
６
）

。
さ
ら
に
天
地
を
貫
く
光
明
や
黄
金
に
秘
め
ら
れ
て
い
る
意
味
観
念
は
、

日
月
星
河
の
光
り
輝
く
宇
宙
を
表
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
黄
金
は
永
遠
性
・
不
死
性
（
＝
不
壊
堅
固
な
る
般
涅
槃
）
の
表
現
で
あ
る
。

仏
塔
の
中
に
金
製
の
納
入
物
・
舎
利
容
器
が
出
土
し
た
り
、
仏
塔
そ
れ
自
体
が
金
に
塗
ら
れ
た
り
す
る
の
も
、
そ
う
し
た
シ
ン
ボ
ル

表
現
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
仏
教
以
前
の
神
話
の
中
に
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
基
本
線
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
こ
う
し
た
シ
ン
ボ
ル
内
容
を
も
つ
語
を
、
仏
教
が
礼
拝
信
仰
対
象
た
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
表
示
す
る
語
と
し
て
採
用
し
た
の

で
あ
る
。

仏
塔
の
形
態

仏
塔
の
形
態
は
歴
史
的
、
地
域
的
に
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
古
代
イ
ン
ド
の
代
表
的
な
仏
塔
で
あ
る
サ
ー
ン
チ
ー
第
一
塔
を
例
に
し
て
、

そ
の
形
態
を
図
示
し
て
お
く
（
図
１

サ
ー
ン
チ
ー
第
一
塔
（
７
）

）。
主
と
し
て
イ
ン
ド
仏
塔
は
、
底
外
部
か
ら
順
に
、
塔
門
、
欄
楯
、
階

段
、
繞
道
、
そ
し
て
本
体
た
る
基
壇
、
覆
鉢
、
平
頭
、
傘
竿
、
傘
蓋
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
用
材
は
、
煉
瓦
、
石
、
土
―
―
な
か

に
は
心
柱
に
木
材
を
用
い
た
例
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
―
―
な
ど
が
使
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
各
部
の
意
味
を
先
行
研
究
（
８
）

に
従
っ
て
述
べ

よ
う
。

塔
門
　Skt.torana.

塔
の
四
方
に
し
ば
し
ば
美
し
い
彫
刻
を
伴
っ
て
築
か
れ
る
。
後
世
（
五
世
紀
以
降
）
の
付
加
で
あ
る
が
、
サ
ー

ン
チ
ー
第
一
塔
の
門
を
く
ぐ
る
と
基
壇
上
部
の
小
龕
中
に
仏
像
が
あ
る
。
し
ば
し
ば
塔
門
に
は
仏
伝
四
相
ま
た
は
八
相
の
モ

チ
ー
フ
を
取
り
込
ん
で
い
る
も
の
が
あ
り
、
東
門
は
誕
生
、
南
門
は
成
道
、
西
門
は
転
法
輪
、
北
門
は
涅
槃
を
象
徴
す
る
と

も
さ
れ
仏
塔
の
方
位
を
決
定
づ
け
る
。
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欄
楯
　S

k
t.
v
ed
ik

a.

仏
塔
の
外
縁
を
囲
む
柵
。
し
ば
し
ば
ス
ト

ゥ
ー
パ
は
聖
樹
と
同
一
視
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
聖
樹
を

柵
で
囲
む
の
が
浮
彫
な
ど
に
描
写
さ
れ
る
。
聖
樹
を
表
徴

し
聖
域
を
画
定
す
る
た
め
の
結
界
の
役
割
を
果
た
す
。

繞
道
　Skt.

pradak
sina-patha.

仏
塔
周
囲
に
巡
ら
さ
れ
た
道
。

右
繞
（
時
計
回
り
に
周
囲
を
め
ぐ
る
行
為
）
は
貴
人
や
聖

人
に
敬
意
を
表
す
る
た
め
の
儀
礼
作
法
で
あ
る
。
こ
う
し

た
行
為
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
、
東
か
ら
西
へ
と
回
転
す
る

日
月
の
運
行
に
よ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

基
壇
　S

k
t.
m
ed
h

i.

仏
塔
の
全
重
量
を
支
え
る
土
台
で
、
円
形

ま
た
は
方
形
に
造
ら
れ
る
（
９
）

。
し
ば
し
ば
円
形
基
壇
の
内
部

に
は
車
輪
状
構
造
の
環
状
壁
が
存
在
す
る
。
上
か
ら
見
る

と
轂
と
輻
と
輪
か
ら
な
る
そ
の
形
状
が
法
輪
に
似
て
い
る

こ
と
か
ら
法
輪
シ
ン
ボ
ル
説
が
唱
え
ら
れ
る
が
、
近
年
の

研
究
で
は
、
た
ん
に
実
際
の
建
築
構
造
上
の
問
題
で
あ
り
、

ロ
ー
マ
の
墓
廟
建
築
技
術
が
イ
ン
ド
に
輸
入
さ
れ
た
も
の

と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

覆
鉢
　S

k
t.
anda.

仏
塔
本
体
の
大
部
分
を
形
成
す
る
半
球
状
の
盛
土
部
。
ア
ン
ダ
と
い
う
語
は
「
卵
」
を
意
味
す
る
（
た
と
え
ば

図１

（
10
）

（
11
）
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anda-sam
b
h
av
a

は
「
鳥
」
の
こ
と
）。
ま
た
ガ
ル
バ
（g

arb
h
a

）
と
も
よ
ば
れ
、「
母
胎
、
胎
児
」
を
意
味
す
る
。
後
述
す
る

が
、
日
本
の
多
宝
塔
建
築
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
亀
腹
（
ま
た
は
水
体
）
と
称
さ
れ
る
一
層
目
の
屋
根
上
に
あ
る
白
い

土
饅
頭
部
分
だ
が
、
こ
の
箇
所
は
覆
鉢
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
そ
ら
く
仏
塔
の
も
っ
と
も
シ
ン
ボ
リ
カ
ル

な
イ
メ
ー
ジ
が
潜
ん
で
い
る
。

平
頭
　S

k
t.
h
arm
ik

a.

覆
鉢
頂
部
に
置
か
れ
る
欄
楯
で
方
形
に
囲
ま
れ
た
平
地
の
部
分
。
そ
の
起
源
は
定
か
で
な
い
が
、
供
養
物

を
載
せ
る
机
や
聖
餐
台
か
ら
変
化
し
た
も
の
と
も
さ
れ
る
。
ま
た
こ
う
し
た
観
点
か
ら
聖
餐
台
上
で
犠
牲
獣
を
火
に
よ
っ
て

供
養
す
る
か
ら
火
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
象
徴
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
仏
塔
を
須
弥
山
と
観
念
し
た
場
合
、
平
頭
は
山
上
の

宮
殿
乃
至
神
殿
を
象
徴
す
る
と
い
う
。

傘
蓋
　Skt.chatra.

古
代
イ
ン
ド
で
は
貴
人
の
後
ろ
か
ら
侍
者
が
傘
を
か
ざ
す
慣
習
が
あ
り
、
古
く
は
傘
に
よ
っ
て
そ
の
下
に
仏
が

い
る
こ
と
を
象
徴
す
る
。
平
頭
か
ら
多
く
の
蓮
葉
型
の
傘
蓋
が
繁
茂
す
る
様
を
表
現
し
た
浮
彫
が
あ
り
（
図
２

ア
マ
ラ
ー

ヴ
ァ
テ
ィ
ー
出
土
・
ナ
ー
ガ
を
伴
う
仏
塔
の
浮
彫
。
二
〜
三
世
紀
）、
仏
塔
が
水
瓶
と
同
一
視
さ
れ
、
豊
饒
性
・
生
産
・
生
殖
・

生
命
力
の
象
徴
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。

心
柱
　Skt.y

upa.

塔
に
は
心
柱
が
な
い
場
合
も
あ
る
。「
ユ
ー
パ
」
は
ヴ

ェ
ー
ダ
祭
式
に
お
い
て
犠
牲
獣
を
繋
ぎ
止
め
て
お
く
聖
柱
を
意
味

す
る
。
世
界
の
中
心
に
位
置
す
る
宇
宙
軸
（ax

is
m
u
n
d
i

）
を
象

徴
す
る
と
さ
れ
る
。

ス
ト
ゥ
ー
パ
建
築
の
各
部
の
名
称
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
祭
式
の
祭
壇
と
密
接

な
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
基
壇
（m

ed
h

i

）
はm

ed
h
a

（
犠

図２
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牲
獣
、
供
物
）
と
、
欄
楯
（v

ed
ik

a

）
はv

ed
i

（
祭
壇
）
と
そ
れ
ぞ
れ
関
係
が
あ
り
、
心
柱
（y

up
a

）
は
祭
壇
に
犠
牲
獣
を
つ
な
ぎ

止
め
て
お
くy

upa

（
聖
柱
）
と
ま
っ
た
く
の
同
語
で
あ
る
。

宇
宙
論
的
に
言
う
と
、
仏
塔
は
須
弥
山
や
世
界
樹
を
象
徴
す
る
。
須
弥
山
＝
宇
宙
山
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
は
南
方
仏
教
の
ダ
ゴ
バ

（dagoba=
dh

atugarbha

）
の
形
状
が
よ
り
直
截
に
そ
れ
を
象
徴
し
て
い
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
後
世
に
は
仏
塔
と
人
間
身
体
と
を
連
関
さ
せ
る
見
方
が
あ
る
。
そ
う
し
た
仏
塔
の
身
体
論
を
見
て
み
よ
う
。
身
体
の
各
部

分
に
特
徴
的
な
性
質
を
配
当
す
る
身
体
論
的
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
は
、
イ
ン
ド
文
化
圏
に
お
け
る
チ
ャ
ク
ラ
理
論
か
ら
展
開
さ
れ
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
仏
塔
を
五
大
、
ま
た
は
四
大
の
象
徴
と
見
な
す
発
想
は
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
タ
キ
シ
ラ
の
仏
塔
に

そ
う
し
た
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
が
う
か
が
え
る
と
い
う
。
世
界
の
構
成
要
素
（
地
・
水
・
火
・
風
・
空
）
を
身
体
に
当
て
は
め
る
シ
ン
ボ

リ
ズ
ム
は
、
密
教
に
お
い
て
は
布
字
観
と
い
う
瞑
想
法
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
。
後
世
の
日
本
密
教
の
五
輪
塔
な
ど
は
、
い
わ
ば

仏
塔
の
身
体
化
で
あ
っ
て
、
五
大
（
＝
身
体
）
と
仏
塔
を
具
体
的
に
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
３

五
輪
塔
と
し
て
の
身
体
）。

さ
ら
に
後
世
に
お
い
て
ネ
パ
ー
ル
の
仏
塔
（
図
４

ネ
パ
ー
ル
・
ス
ヴ
ァ
ヤ
ン
ブ
ー
ナ
ー
ト
寺
院
）
に
は
平
頭
に
目
が
描
か
れ
る
な
ど

図３

図４

（
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明
ら
か
に
仏
塔
が
身
体
性
を
帯
び
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
の
仏
塔
は
い
わ
ゆ
る
相
輪
部
分
に
仏
塔
建
築
の
構
成
要
素
を
集
約
し
て
い
る

の
で
、
イ
ン
ド
仏
塔
と
は
あ
ま
り
対
応
し
な
い
が
、
五
輪
塔
に
即
し
て
下
部
か
ら
仏
塔
の
身
体
性
を
順
に
述
べ
て
お
く
。
四
角
い
足

腰
部
は
基
壇
に
相
当
し
地
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
表
す
。
円
い
腹
部
は
覆
鉢
に
相
当
し
水
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
表
す
。
ア
ン
ダ
自
体
が
「
水

泡
」
と
も
考
え
ら
れ
、
古
代
イ
ン
ド
神
話
で
は
水
に
浮
か
ぶ
宇
宙
卵
を
意
味
す
る
。
三
角
の
胸
部
は
屋
根
部
な
の
で
平
頭
な
ら
び
に

傘
蓋
に
相
当
す
る
と
言
え
よ
う
か
。
こ
こ
は
火
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
表
す
。
ネ
パ
ー
ル
の
仏
塔
は
平
頭
に
目
が
描
か
れ
る
の
で
顔
部
に

相
当
す
る
と
言
え
る
。
眼
と
光
・
炎
・
火
の
対
応
は
、
古
代
人
の
心
性
で
は
普
遍
的
で
あ
る
。
半
月
形
の
顔
部
は
、
形
状
か
ら
す
れ

ば
相
輪
の
覆
鉢
上
の
受
花
に
相
応
す
る
が
、
傘
蓋
の
部
分
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
団
形
の
頭
部
は
、
形
状
は
相
輪
最
上
部
の
宝
珠
に

相
応
す
る
の
だ
ろ
う
が
、
傘
蓋
乃
至
傘
竿
の
頂
部
と
し
て
お
こ
う
。

真
言
密
教
に
お
け
る
仏
塔

『
両
部
大
経
』
に
お
け
る
仏
塔
の
記
述
は
数
少
な
い
。『
大
日
経
』
で
は
わ
ず
か
三
例
だ
け
で
あ
り
、『
金
剛
頂
経
』（『
真
実
摂
経
』）

で
は
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
（caity
a

）
が
三
例
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
（stup

a

）
が
一
例
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
見
る
と
真
言
密
教
で
は
あ
ま

り
仏
塔
を
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
い
な
い
と
い
う
感
が
あ
る
。
だ
が
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

イ
ン
ド
で
は
大
き
な
仏
塔
が
八
世
紀
以
降
あ
ま
り
造
ら
れ
な
く
な
る
が
、
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
密
教

経
典
が
さ
か
ん
に
作
成
さ
れ
、
マ
ン
ダ
ラ
が
説
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
ち
ょ
う
ど
七
〜
八
世
紀
頃
に
あ
た
る
。
仏
塔
の
代
わ

り
に
マ
ン
ダ
ラ
が
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
主
張
す
る
も
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
八
〜
九
世
紀
以
降

の
出
来
事
と
し
て
、
次
第
に
仏
塔
の
周
囲
に
密
教
系
の
四
仏
が
配
さ
れ
る
奉
献
塔
が
各
地
で
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
を
引
く
。

い
わ
ば
マ
ン
ダ
ラ
化
し
た
仏
塔
が
出
て
き
た
と
い
う
現
象
を
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
一
般
民
衆
が
マ
ン
ダ
ラ
の
作

（
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（
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成
を
信
仰
儀
礼
と
し
て
受
容
し
て
い
き
、
そ
れ
が
仏
塔
建
立
の
習
俗
と
混
淆
し
た
も
の
と
考
え
る
か
、
さ
ら
に
は
マ
ン
ダ
ラ
諸
尊

（
＝
密
教
仏
）
の
救
済
力
が
仏
塔
に
投
射
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
見
る
か
、
ま
た
は
双
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
の
相
互
交
流
に
よ
る
も
の

と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
建
築
上
の
浮
彫
と
し
て
密
教
仏
が
た
ま
た
ま
採
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
見
方
が
あ
り

得
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
五
世
紀
以
降
、
仏
塔
の
四
方
に
仏
伝
四
相
（
誕
生
・
成
道
・
転
法
輪
・
涅
槃
）
ま
た
は
八
相
（
四

相
＋
三
道
宝
階
降
下
、
千
仏
化
現
、
酔
象
調
伏
、

猴
奉
蜜
）
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
仏
像
を
配
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
、
さ
ら
に
そ

れ
と
併
行
し
な
が
ら
覆
鉢
の
小
龕
に
阿

如
来
以
下
の
密
教
四
仏
を
配
す
る
仏
塔
が
八
〜
九
世
紀
以
降
出
現
し
て
く
る
。
マ
ン
ダ
ラ

と
仏
塔
と
の
類
似
性
は
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
り
、
す
で
に
田
中
公
明
氏
が
マ
ン
ダ
ラ
と
仏
塔
と
の
融
合
に
つ
い
て
ジ
ャ
ジ
プ
ル
や

ア
マ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
ー
等
の
仏
塔
を
例
に
し
て
言
及
し
て
い
る
。

以
下
、『
大
日
経
』
に
お
け
る
仏
塔
の
用
例
を
検
証
し
、
蔵
漢
両
注
釈
を
参
照
し
つ
つ
、
マ
ン
ダ
ラ
に
仏
塔
の
観
念
が
ど
の
よ
う

に
投
影
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

『
大
日
経
』
に
お
け
る
仏
塔
の
用
例
と
し
て
、
原
語
は
す
べ
て
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
（caity

a

）
で
あ
っ
て
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
（stup

a

）

は
確
認
さ
れ
な
い
。
次
の
『
大
日
経
』
第
二
章
「
具
縁
品
」
か
ら
の
三
例
だ
け
が
確
認
さ
れ
る
。
漢
訳
は
「
塔
」
ま
た
は
「
制
底
」

と
訳
し
て
い
る
が
、
原
語
は
す
べ
て
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
と
思
わ
れ
る
の
で
、『
大
日
経
』
に
関
す
る
論
述
に
つ
い
て
は
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ

の
語
を
用
い
て
お
く
。
上
段
に
漢
語
、
下
段
に
蔵
文
か
ら
の
和
訳
を
示
し
て
お
く
。

１

最
初
の
例
は
マ
ン
ダ
ラ
を
描
く
べ
き
土
地
の
一
つ
と
し
て
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
の
語
が
示
さ
れ
る
。

正
覺
縁
導
師
　
聖
者
聲
聞
衆
　
　
　
諸
仏
と
独
覚
と
　
さ
ら
に
勝
者
の
声
聞
に
よ
り

曾
遊
此
地
分
　
佛
常
所
稱
譽
　
　
　
慰
撫
さ
れ
た
土
地
　
そ
れ
ら
を
牟
尼
は
称
賛
さ
れ
る

（
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）
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及
餘
諸
方
所
　
僧
坊
阿
練
若
　
　
　
他
方
は
種
々
様
々
で
あ
り
　
立
派
な
僧
院
や
園
林
と

華
房
高
樓
閣
　
勝
妙
諸
池
苑
　
　
　
心
地
よ
い
住
居
や
高
楼
と
　
綺
麗
な
池
や
苑
と

制
底
火
神
祠
　
牛
欄
河

中
　
　
　
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
、
祠
、
牛
舎
　
川
が
合
流
し
た
と
こ
ろ
と

諸
天
廟
空
室
　
仙
人
得
道
處
　
　
　
一
切
諸
天
の
住
居
と
　
そ
の
空
室
に
も

如
上
之
所
説
　
或
所
意
樂
處
　
　
　
弟
子
を
利
益
せ
ん
が
為
に
　
マ
ン
ダ
ラ
を
描
き
な
さ
い

利
益
弟
子
故
　
當
畫
漫
茶
羅
　
　
　
或
い
は
意
に
適
う
土
地
に
　
ど
こ
で
も
適
宜
描
く
べ
き
で
あ
る

（
大
正
一
八
・
四
中
〜
下
。
漢
訳
「
制
底
」T

ib.m
chod

rten.T
oh494/O

ta126,D
161a/P

125a-b

）

―
―
『
大
日
経
』
に
よ
れ
ば
、
マ
ン
ダ
ラ
を
描
く
べ
き
土
地
と
し
て
次
の
箇
所
が
好
ま
れ
る
。
漓
果
樹
が
多
く
清
水
の
湧
き
出
る
山

林
、
滷
水
鳥
が
い
る
よ
う
な
大
き
な
川
の
辺
、
澆
仏
跡
・
聖
者
ゆ
か
り
の
土
地
、
潺
僧
院
や
世
俗
の
清
浄
な
場
所
、
で
あ
る
。
こ
の

文
脈
に
お
け
る
「
制
底
」
は
潺
に
属
す
る
も
の
で
、
そ
の
す
ぐ
後
出
す
る
「
祠
（
火
神
祠
）」
と
並
列
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
は
い
わ

ゆ
る
大
き
な
仏
塔
で
は
な
く
て
、
聖
樹
等
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
仏
塔
と
し
て
は
澆
仏
教
ゆ
か
り

の
聖
地
が
そ
れ
に
あ
た
り
、『
大
日
経
疏
』
で
は
正
し
く
そ
れ
を
「
八
塔
と
及
び
三
乗
の
聖
衆
の
遺
跡
」
と
し
て
い
る
。

２

第
二
の
例
は
幸
い
な
こ
と
に
梵
文
が
残
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
金
剛
阿
利
沙
偈
」
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
の
文

脈
は
、
三
昧
耶
戒
壇
に
入
る
作
法
中
、
い
よ
い
よ
マ
ン
ダ
ラ
加
入
儀
礼
を
行
う
際
に
阿
闍
梨
が
弟
子
に
記
別
を
与
え
る
場
面
で

あ
る
。
だ
が
い
か
な
る
理
由
か
、
当
該
箇
所
の
蔵
訳
は
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
の
語
を
指
示
し
な
い
の
で
、
こ
の
箇
所
は
梵
蔵
漢
三
者

を
参
照
し
つ
つ
和
訳
を
示
し
て
お
く
。

esa
m

argavarah
srim

an
m
ah

ay
anam

ahodayah
/
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yena
y

uyam
gam
isyato

bhavisyatha
tath

agatah
/

svayam
bhuvo

m
ah

an
ag

ah
sarvalokasya

cetiy
ah
//

此
殊
勝
願
道
　
大
心
摩
訶
衍
　
　
　
大
乗
を
大
い
に
興
す
　
こ
の
最
勝
道
は
吉
祥
を
有
す
る

汝
今
能
志
求
　
當
成
就
如
來
　
　
　
汝
ら
が
こ
こ
に
お
い
て
進
む
な
ら
ば
　
如
来
と
な
り

自
然
智
大
龍
　
世
間
敬
如
塔
　
　
　
自
然
生
者
、
大
龍
　
一
切
世
間
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
と
な
る
だ
ろ
う

（
大
正
一
八
・
六
上
。
漢
訳
「
塔
」T

ib.D
163b-164a/P

128a

）

―
―
蔵
訳
が
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
を
指
示
し
な
い
理
由
は
、
こ
の
箇
所
が
一
切
世
間
を
「
知
る
（m

k
h
y
en
p
a

）」
と
な
っ
て
お
り
、
こ

れ
は
ヴ
ィ
ッ
ド
（vid

）「
知
る
」
の
何
ら
か
の
変
化
詞
と
還
梵
さ
れ
う
る
の
で
、cetiy

ah

がvedayate

な
ど
に
見
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
蔵
訳
で
は
「
大
龍
」
が
「
大
幸
福
者
（sk

al
p
a
ch
en
p
o

）」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
「
マ
ハ
ー
バ
ー
ガ
（m

ah
ab
h

ag
a

）」

と
還
梵
さ
れ
う
る
が
、
お
そ
ら
く
「
マ
ハ
ー
ナ
ー
ガ
（m

ah
an

ag
a

）」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
こ
の
箇
所
は
蔵
訳
者
シ
ー
レ
ー
ン
ド
ラ

ボ
ー
デ
ィ
の
見
た
梵
文
写
本
が
乱
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

『
大
日
経
広
釈
』
は
こ
の
箇
所
の
注
釈
が
な
い
が
、『
大
日
経
疏
』
は
興
味
深
い
注
釈
を
施
し
て
い
る
。
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
は
翻
訳
す
れ
ば
「
幸
福
の
集
積
（
福
聚
）」
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
諸
仏
の
あ
ら
ゆ
る
功
徳
の
集
積
が
そ
の

な
か
に
あ
る
。
だ
か
ら
世
間
の
人
は
幸
福
を
求
め
て
、
皆
が
（
仏
塔
に
対
し
て
）
供
養
し
て
敬
意
を
払
う
。
あ
な
た
は
今
菩
提

心
を
お
こ
し
て
、
一
切
如
来
の
大
い
な
る
幸
福
の
集
積
を
納
め
と
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
世
間
の
人
が
（
あ
な
た
を
）
敬
う

の
は
、
仏
塔
を
思
う
が
如
く
に
な
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
が
「
福
徳
の
集
積
（p

u
ny
a-sk
an
d
h
a

）」
と
観
念
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
菩
提
心
を
お
こ
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
福
徳
を
集
め
、
自
身
が
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
と
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
後
述
す
る
が
、
空
海
も
仏
塔
を
「
功
徳
聚
」

（
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と
呼
ん
で
い
る
。
功
徳
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
天
界
（sv

arg
a

）
に
生
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
の
が
イ
ン
ド
仏
教
の
伝
統
的

な
信
仰
で
あ
る
（
こ
の
信
仰
観
念
は
イ
ン
ド
に
広
く
認
め
ら
れ
る
）。
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
は
、
現
世
の
功
徳
を
来
世
の
生
天
へ
と
向
け
る

た
め
の
変
換
機

コ
ン
バ
ー
タ
ー

お
よ
び
増
幅
器

ア

ン

プ

と
し
て
の
装
置
で
あ
っ
た
。
真
言
密
教
は
、
こ
の
外
的
な
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
を
内
的
な
菩
提
心
に
求
め

て
、
生
天
・
解
脱
と
い
う
目
的
を
果
た
し
「
成
仏
」
を
遂
行
す
る
。

３

第
三
の
例
は
、
大
日
如
来
が
三
昧
（
一
体
速
疾
力
三
昧
）
に
入
っ
て
、
有
名
な
「
我
、
本
不
生
を
覚
り
…
」
に
は
じ
ま
る
悟
り

の
内
容
を
説
い
た
後
に
、
金
剛
手
が
そ
れ
に
答
え
て
讃
歎
し
た
偈
文
で
あ
る
。

諸
佛
甚
希
有
　
權
智
不
思
議
　
　
　
一
切
諸
仏
の
方
便
と
　
般
若
は
稀
有
で
大
不
思
議
で
あ
り
ま
す

離
一
切
戲
論
　
諸
佛
自
然
智
　
　
　
自
然
生
者
は
　
一
切
の
戯
論
を
離
れ
た
法
を
覚
知
し
て

而
爲
世
間
説
　
滿
足
衆
希
願
　
　
　
一
切
世
間
の
あ
ら
ゆ
る
意
願
を
　
満
足
せ
し
め
ま
す

眞
言
相
如
是
　
常
依
於
二
諦
　
　
　
真
言
の
相
も
同
様
で
あ
り
　
二
諦
に
よ
く
住
す
る
こ
と
を

若
有
諸
衆
生
　
知
此
法
教
者
　
　
　
一
切
有
情
が
知
る
な
ら
ば
　
世
間
の
供
養
す
る
と
こ
ろ
と
な
る
で
し
ょ
う

世
人
應
供
養
　
猶
如
敬
制
底
　
　
　
　
　

（
漢
訳
は
一
偈
、
蔵
訳
は
半
偈
）

（
大
正
一
八
・
九
中
〜
下
。
漢
訳
「
制
底
」T

ib.m
chod

gnas.D
169a-b/P

133b

）

―
―
蔵
訳
「
供
養
す
る
と
こ
ろ
（m

ch
od
g
n
as

）」
は
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
（caity

a

）
と
還
梵
す
る
こ
と
が
で
き
、『
大
日
経
広
釈
』

（B
h

asy
a

）
に
お
け
る
『
大
日
経
』
本
文
は
正
し
く
「
世
間
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
（m

ch
od
rten

）
と
な
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
箇

所
で
『
大
日
経
疏
』
が
大
変
興
味
深
い
注
釈
を
施
し
て
い
る
の
で
そ
れ
を
示
し
て
お
こ
う
。

チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
と
は
釈
尊
の
身
体
の
遺
骨
を
納
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
神
々
や
人
間
が
福
徳
を
祈
っ
て
、
皆
が
供
養
を

（
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さ
さ
げ
る
。
も
し
真
言
行
者
が
、
こ
の
よ
う
な
（
経
典
の
）
意
義
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
法
身
の
遺
骨
を
納
め
た
も
の
と
な
る
。

あ
ら
ゆ
る
世
間
の
供
養
と
尊
敬
を
受
け
る
に
価
す
る
も
の
と
な
る
。
ま
た
さ
ら
に
イ
ン
ド
語
で
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
（caity

a

）
と

チ
ッ
タ
（citta

）
と
は
字
体
が
似
て
い
る
。
こ
こ
に
秘
密
が
あ
っ
て
、
心
を
す
な
わ
ち
仏
塔
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
三
重
の
マ

ン
ダ
ラ
（
最
外
院
）
は
、
自
心
を
も
っ
て
基
壇
と
し
て
、
徐
々
に
積
み
上
げ
て
、
黒
色
の
中
央
の
胎
蔵
（g

arb
h
a

）
は
最
上
階

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
は
大
変
に
高
い
。
ま
た
中
央
の
八
葉
か
ら
徐
々
に
第
三
重
ま
で
広
が
っ
て
、
仏
が
衆
生

の
種
類
に
従
っ
て
現
し
た
身
体
に
い
た
る
ま
で
、
ど
こ
に
で
も
あ
ま
ね
く
行
き
渡
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
は

極
め
て
広
大
で
あ
る
。
蓮
華
台
の
ダ
ル
マ
ダ
ー
ト
ゥ
（dharm

adh
atu

）
は
、
す
な
わ
ち
法
身
の
遺
骨
で
あ
る
。
も
し
衆
生
が
、

心
は
菩
提
の
象
徴
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
大
日
如
来
と
等
し
く
な
る
。
だ
か
ら
（
経
文
に
）「
世
間
の
人
が

（
真
言
行
者
を
）
供
養
す
る
の
は
、
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
を
崇
拝
す
る
が
如
く
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
こ
で
、
胎
蔵
マ
ン
ダ
ラ
が
巨
大
で
立
体
的
な
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
と
観
念
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
心
（citta

）
を

仏
塔
（caitya

）
と
す
べ
き
こ
と
、
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
蓮
華
台
が
ダ
ル
マ
ダ
ー
ト
ゥ
（
法
身
の
遺
骨
）
と
さ
れ
、
法
界
や
法
身

が
よ
り
具
体
的
な
身
体
を
有
し
舎
利
（
遺
骨
）
を
有
す
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
べ
き
は
、『
大
日
経
』
に
お
け
る

説
法
の
会
座
が
「
法
界
宮
」（d

h
arm
ad
h

atu
-b
h
av
an
a

）
と
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
は
大
日
如
来
の
法
身
の
遺
骨
を

生
ず
る
場
所
で
あ
る
。
バ
ヴ
ァ
ナ
（b

h
av
an
a

）
は
天
界
の
宮
殿
を
意
味
す
る
が
、
そ
こ
が
宮
殿
で
あ
る
理
由
は
、
仏
塔
の
平
頭
が

ま
さ
し
く
宮
殿
・
神
殿
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

マ
ン
ダ
ラ
が
仏
塔
・
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
と
観
念
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
、
そ
の
他
に
も
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
マ
ン
ダ
ラ
の
語
義
の
な
か
に
仏
塔
の
機
能
が
内
在
さ
れ
て
い
る
。『
大
日
経
疏
』
に
よ
れ
ば
マ
ン
ダ
ラ
に
は
、
漓
輪
円
、

（
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滷
発
生
、
澆
聚
集
な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
先
に
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
を
「
功
徳
聚
」
と
す
る
の
を
見
た
が
、
こ
れ
に
関
連
し
て
マ
ン
ダ
ラ

も
ま
た
「
福
徳
の
集
積
」
と
観
念
さ
れ
て
い
る
例
を
『
大
日
経
疏
』
に
見
て
み
よ
う
。

マ
ン
ダ
ラ
に
は
集
め
る
（
聚
集
）
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
如
来
の
真
実
な
る
功
徳
を
一
つ
の
場
所
に
集
め
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
十
方
世
界
の
種
々
無
数
の
智
慧
が
、
車
輪
の
輻
が
車
軸
に
集
ま
る
よ
う
に
、
中
心
に
い
ま
す
大
日
如
来
を
補
佐
し
て
、

す
べ
て
の
衆
生
を
あ
ら
ゆ
る
方
法
に
よ
っ
て
、
大
日
如
来
の
悟
り
の
境
地
に
入
ら
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
マ
ン
ダ
ラ
と
い

う
。

周
辺
か
ら
中
央
へ
一
箇
所
に
集
め
ら
れ
た
功
徳
を
体
現
し
た
存
在
が
、
す
な
わ
ち
大
日
如
来
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
全
体
の
動
き
が

マ
ン
ダ
ラ
と
言
わ
れ
る
。
マ
ン
ダ
ラ
が
、
車
軸
イ
メ
ー
ジ
、
法
輪
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
が
興
味
深
い
。
し
ば
し

ば
仏
塔
の
円
形
基
壇
が
車
輪
状
構
造
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
法
輪
の
シ
ン
ボ
ル
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
よ
う
。

そ
の
他
に
も
マ
ン
ダ
ラ
と
仏
塔
と
の
建
築
機
能
上
の
類
似
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
マ
ン
ダ
ラ
中
央
の
蓮
台
は
ガ
ル
バ

（g
arb
h
a

）
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
語
は
仏
塔
に
お
い
て
は
「
覆
鉢
」
を
意
味
す
る
。
ま
た
さ
ら
に
マ
ン
ダ
ラ
の
周
囲
に
繞
道
を
巡
ら

す
こ
と
、
四
門
を
建
て
る
こ
と
、
な
ど
は
、
仏
塔
建
築
に
お
い
て
い
ず
れ
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
四
門
は
、
四
門
出
遊
の
故
事
や

仏
伝
四
相
「
誕
生
・
成
道
・
転
法
輪
・
涅
槃
」
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
阿
字
の
四
転
（
発
心
・
修

行
・
菩
提
・
涅
槃
）
と
類
似
し
て
い
る
。
阿
字
（
＝
大
日
如
来
・
菩
提
心
）
の
展
開
を
仏
塔
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
表
現
し
た
も

の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
仏
塔
と
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
の
構
造
と
の
類
似
性
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、
マ
ン
ダ
ラ
の
基
本
的
な
設
計
法
は
、
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
寺
院
建
築
法
に
見
ら
れ
る
ヴ
ァ
ー
ス
ト
ゥ
プ
ル
シ
ャ
マ
ン
ダ
ラ
（v

astu
p
u
rsam

andala

）
と
構
造
的
に
よ
く
似
て
い
る
。
胎
蔵

マ
ン
ダ
ラ
は
墨
打
ち
段
階
で
八
一
区
画
（
９
×
９
）
に
分
割
さ
れ
る
が
、
同
様
な
こ
と
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
に
も
見
ら
れ
る
。

（
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さ
ら
に
は
仏
塔
と
マ
ン
ダ
ラ
の
機
能
的
な
類
似
（
滅
罪
と
招
福
）
で
あ
る
。
仏
塔
は
作
功
徳
の
場
と
し
て
の
機
能
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
マ
ン
ダ
ラ
の
本
質
で
も
あ
る
。
人
々
の
作
功
徳→

生
天
へ
の
願
い
は
仏
塔
信
仰
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
る
。
仏
塔
そ
し
て
マ
ン
ダ

ラ
は
そ
の
功
徳
の
集
積
で
あ
っ
た
。

大
乗
で
は
仏
塔
信
仰
の
称
揚
と
と
も
に
、
仏
塔
信
仰
の
否
定
運
動
も
起
こ
っ
た
。
原
理
主
義
的
、
急
進
的
な
仏
塔
否
定
を
通
じ
て
、

仏
塔
が
内
化
さ
れ
る
と
い
う
現
象
（
仏
性
の
内
在
性
の
重
視
）
が
起
こ
る
が
、
密
教
に
い
た
っ
て
、
そ
れ
は
た
ん
な
る
内
的
な
観
念

で
は
な
く
て
、
具
象
的
な
行
法
と
し
て
実
践
す
る
こ
と
が
遂
行
さ
れ
た
の
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
密
教
は
自
己
の
菩
提
心
を
開
発
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
福
徳
を
集
積
し
、
宇
宙
論
的
な
観
念
を
背
景
と
し
た
瞑
想
・
ヨ
ー
ガ
と
身
体
論
的
な
技
法
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
己
を
ま
さ
し
く
仏
塔
と
す
る
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、『
大
日
経
』
に
見
る
仏
塔
観
念
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
、
要
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

１
　
仏
塔
は
マ
ン
ダ
ラ
を
描
く
べ
き
清
ら
か
な
土
地
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

２
　
発
心
に
よ
り
功
徳
が
集
め
ら
れ
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
仏
塔
の
如
く
で
あ
る
と
観
念
さ
れ
る
。

３
　
仏
塔
と
マ
ン
ダ
ラ
は
、
功
徳
の
集
積
、
作
功
徳
の
場
と
見
な
さ
れ
る
。

４
　
仏
塔
＝
心
＝
マ
ン
ダ
ラ
の
等
式
に
よ
り
、
真
言
行
者
に
法
身
の
遺
骨
が
内
在
化
さ
れ
る
。

５
　
仏
塔
と
マ
ン
ダ
ラ
の
間
に
は
、
建
築
機
能
上
の
類
似
が
見
出
さ
れ
る
（
ガ
ル
バ
、
繞
道
、
四
門
な
ど
）。

―
―
こ
う
し
た
仏
塔
の
教
理
的
・
実
際
的
・
機
能
的
・
外
形
的
な
背
景
の
も
と
に
、
マ
ン
ダ
ラ
を
本
尊
と
す
る
真
言
教
理
の
核
が
形

成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
後
世
の
真
言
密
教
の
行
法
に
お
い
て
、
仏
塔
の
身
体
化
（
＝
行
者
の
仏
塔
化
）
が
実
現
さ
れ
て

い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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空
海
に
お
け
る
仏
塔

イ
ン
ド
起
源
の
仏
塔
が
、
中
央
ア
ジ
ア
を
経
て
、
中
国
に
渡
り
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
蒙
っ
た
か
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
。
も
と
も
と
あ
っ
た
中
国
の
高
楼
閣
式
建
築
が
仏
塔
に
採
用
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
北
伝
仏
教
で
は
主
と
し
て
楼
閣

型
の
塔
が
発
展
し
た
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
舎
利
を
祀
る
祠
堂
建
築
が
ス
ト
ゥ
ー
パ
建
築
と
結
合
し
て
そ
れ
が
楼
閣
式
高
塔
と
発
展

し
た
と
も
、
あ
る
い
は
基
壇
部
が
多
層
化
し
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
は
平
頭
自
体
が
仏
塔
の
祠
堂
的
性
格
を
象
徴
的
に
表

し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
な
さ
れ
る
。

中
国
式
の
仏
塔
が
日
本
に
伝
播
し
た
の
は
、
仏
教
移
入
後
す
ぐ
の
こ
と
で
六
世
紀
後
半
（
大
和
朝
廷
時
代
）
頃
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

最
初
に
多
層
塔
と
し
て
伝
播
し
た
仏
塔
形
態
も
、
時
代
を
経
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
仏
塔
が
流
入
し
、
ま
た
そ
れ
ら
は
日
本
的
に
変

容
し
て
い
っ
た
。
飛
鳥
期
の
僧
伽
藍
形
式
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
形
式
と
同
じ
く
、
礼
拝
の
対
象
を
祀
る
仏
塔
地
区
（stupa

）
と
僧

徒
の
集
団
が
居
住
す
る
僧
院
地
区
（v

ih
ara

）
と
の
二
つ
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
仏
塔
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
囲
を
囲
む
よ
う
に
僧
堂

が
建
設
さ
れ
た
が
、
次
第
に
仏
塔
が
僧
堂
か
ら
離
れ
て
周
辺
的
な
地
位
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
平
安
朝
に
な
っ
て
空
海
が
、
仏

塔
を
ふ
た
た
び
伽
藍
の
中
央
に
ひ
き
よ
せ
る
が
、
そ
れ
ら
の
変
容
の
過
程
を
論
ず
る
の
は
本
論
の
主
題
か
ら
外
れ
、
ま
た
そ
の
紙
幅

も
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
空
海
が
建
設
し
よ
う
と
し
た
仏
塔
の
プ
ラ
ン
と
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
に
高
野
山
下
賜
の
勅
許
が
下
っ
て
か
ら
、
空
海
は
ま
ず
金
堂
及
び
大
塔
の
建
設
に
と
り
か
か
っ
た
。
当
初

の
高
野
山
上
伽
藍
の
プ
ラ
ン
は
、
金
堂
を
中
心
と
す
る
東
西
二
基
の
塔
の
建
設
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
大
塔
建
設
に
着
手
し
た
の

は
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
十
五
年
後
の
承
和
元
年
（
八
三
四
）
に
な
か
な
か
進
捗
し
な
い
大

塔
の
建
設
に
対
し
て
、
勧
進
表
を
出
し
て
い
る
。
そ
の
全
文
を
以
下
に
挙
げ
る
。
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巻
八

勧
進
し
て
仏
塔
を
造
り
奉
る
知
識
の
書

敬
っ
て
勧
む
、
仏
塔
曼
荼
羅
等
を
造
り
奉
る
べ
き
事

夫
れ
諸
仏
の
事
業
は
大
慈
を
以
て
先
と
し
、
菩
薩
の
行
願
は
大
悲
を
以
て
本
と
す
。
慈
は
能
く
楽
を
与
え
、
悲
は
能
く
苦
を

抜
く
。
抜
苦
与
楽
の
基
も
と
い

、
人
に
正
路
を
示
す
是
な
り
。
所
謂
正
路
に
二
種
有
り
、

一
は
定
慧
門
、
二
に
は
福
徳
門
。
定
恵
は
正
法
を
開
き
、
禅
定
を
修
す
る
を
以

て
旨
と
し
、
福
徳
は
仏
塔
を
建
て
、
仏
像
を
造
る
を
以
て
要
と
す
。
三
世
の
諸

仏
、
十
方
の
薩

、
皆
斯
の
福
智
を
営
み
て
仏
果
を
円
満
す
。
是
の
故
に
此
の

年
、
四
恩
を
抜
済
し
、
二
利
を
具
足
せ
ん
が
為
に
金
剛
峯
寺
に
於
い
て
毘
盧
遮

那
法
界
体
性
の
塔
二
基
、
及
び
胎
蔵
金
剛
界
両
部
の
曼
荼
羅
を
建
て
奉
る
。
然

る
を
今
工
夫
数
多
く
し
て
粮
食
給つ

き
難
し
。
今
思
わ
く
、
諸
の
貴
賤
の
四
衆
と

斯
の
功
業
を
同
じ
く
せ
ん
と
。
一
塵
大
嶽
を
崇
く
し
、
一
滴
広
海
を

深
く
す
る
所
以
は
、
心
を
同
じ
く
し
力
を
勠あ
わ

す
る
が
致
す
所
な
り
。

伏
し
て
乞
う
、
諸
の
檀
越
等
、
各
一
銭
一
粒
の
物
を
添
え
て
斯
の
功

徳
を
相
済
え
。
然
ら
ば
則
ち
営
む
所
の
事
業
不
日
に
し
て
成
り
、
所

生
の
功
徳
万
劫
に
し
て
広
か
ら
ん
。
四
恩
は
現
当
の
徳
に
飽
き
、
五

類
は
幽
顕
の
福
を
饒
ゆ
た
か

に
せ
ん
。
同
じ
く
無
明
の
郷さ
と

を
脱
し
、
済
し
く

大
日
の
殿
に
遊
ば
ん
。
敬
っ
て
勧
む
。

図５
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承
和
元
年
八
月
廿
三
日

―
―
承
和
元
年
（
八
三
四
）
は
、
空
海
の
最
晩
年
に
あ
た
る
。
こ
の
大
塔
完
成
を
見
ず
に
、
翌
年
三
月
に
空
海
は
入
定
し
た
。
こ
の

遺
業
は
空
海
の
弟
子
た
ち
が
完
遂
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
基
の
大
塔
建
設
プ
ラ
ン
は
、
東
塔
（
胎
蔵
）
・
西
塔
（
金
剛
界
）
と
し
て

両
部
不
二
の
理
念
を
表
し
た
も
の
で
、
東
塔
が
高
さ
十
六
丈
で
、
一
丈
八
尺
六
寸
の
胎
蔵
大
日
如
来
、
一
丈
四
尺
の
四
仏
を
安
置
し
、

西
塔
は
高
さ
九
丈
で
、
八
尺
の
金
剛
界
大
日
如
来
、
五
尺
の
四
仏
を
安
置
す
る
。
東
塔
は
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
頃
に
実
恵
、
真

然
の
代
に
完
成
し
た
と
さ
れ
、
西
塔
は
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
に
真
然
が
建
立
し
た
。
西
塔
の
規
模
が
東
塔
よ
り
か
な
り
小
さ
い
理

由
は
、
当
時
の
高
野
山
の
運
営
状
況
が
非
常
に
困
難
で
あ
っ
た
た
め
に
規
模
を
縮
小
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
東
塔
は
一
基
で
両
部
不
二
の
理
念
を
表
す
「
根
本
大
塔
」
と
し
て
の
性
格
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
後
世
に
新
た
に
根
本
大
塔
の
さ
ら
に
東
に
東
塔
が
造
ら
れ
、
根
本
大
塔
を
中
心
に
東
西
の
両
塔
が
立
ち
並
ん
だ
が
、

今
は
そ
の
東
塔
は
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
根
本
大
塔
は
五
度
の
焼
失
に
遭
い
、
現
在
の
大
塔
は
六
代
目
に
あ
た
る
。
高
野
山
大

塔
を
忠
実
に
模
し
て
造
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る
根
来
寺
大
塔
は
、
近
世
以
前
（
十
六
世
紀
）
に
建
て
ら
れ
た
唯
一
現
存
す
る
大
塔
で
あ

る
。
高
野
山
創
建
大
塔
の
姿
は
あ
ま
り
明
ら
か
で
は
な
く
、
一
層
の
み
で
あ
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
冨
島
義
幸
氏
が
そ
の
姿
を
復

元
し
て
お
り
（
図
５

高
野
山
創
建
大
塔
復
元
立
面
図
）、
そ
の
復
元
図
を
見
る
と
、
後
世
の
多
宝
塔
と
比
べ
て
亀
腹
が
非
常
に
大
き

い
点
が
注
目
さ
れ
る
。
単
層
か
ら
な
る
宝
塔
形
式
か
ら
多
宝
塔
が
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

真
言
密
教
は
歴
史
的
に
イ
ン
ド
に
濃
厚
な
起
源
を
持
つ
か
ら
、
多
宝
塔
も
イ
ン
ド
仏
塔
の
要
素
を
ふ
ん
だ
ん
に
織
り
込
ん
だ
も
の

と
言
え
る
。
一
般
的
な
多
層
塔
形
式
を
変
革
し
て
、
大
塔
・
多
宝
塔
と
い
う
建
築
様
式
に
ま
と
め
た
の
は
、
お
そ
ら
く
空
海
の
創
作

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
多
宝
塔
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
視
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
特
質
は
亀
腹
（
水
体
）
と
い
わ
れ
る
覆
鉢
に
相
当

す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
曲
線
状
に
材
組
を
し
た
上
に
漆
喰
を
塗
っ
た
、
い
わ
ば
張
子
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
建
築
力
学
上
の

（
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役
目
を
果
た
し
て
い
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
装
飾
を
施
し
た
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

覆
鉢
は
イ
ン
ド
語
で
は
卵
を
意
味
し
、
白
い
亀
腹
は
ま
さ
し
く
卵
の
よ
う
だ
。
こ
の
卵
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
誕
生
・
生
産
・
豊
饒
と

い
っ
た
、
完
成
さ
れ
た
一
個
の
宇
宙
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
イ
ン
ド
仏
塔
に
お
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
。

空
海
が
独
自
に
こ
う
し
た
イ
ン
ド
仏
塔
の
原
基
を
追
求
し
得
た
の
は
、
ま
さ
し
く
驚
き
の
念
を
禁
じ
得
な
い
。

イ
ン
ド
で
は
大
き
な
仏
塔
に
寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
大
小
無
数
の
奉
献
塔
が
建
立
さ
れ
た
が
、
高
野
山
上
に
お
け
る
大
小
無
数
の

墓
石
群
も
、
根
本
大
塔
を
中
心
と
し
た
無
数
の
奉
献
塔
群
に
他
な
ら
な
い
。
約
二
十
五
万
基
と
言
わ
れ
る
一
大
墓
石
群
の
形
成
に
は

高
野
聖
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
い
と
さ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
宗
教
現
象
を
説
き
明
か
す
原
理
は
あ
ま
り
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

歴
史
的
に
見
て
仏
教
は
、
聖
地
に
仏
塔
と
い
う
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
を
建
て
、
そ
の
仏
塔
を
生
け
る
仏
陀
と
し
て
崇
拝
し
、
民
衆
の
信

仰
を
集
め
て
き
た
。
イ
ン
ド
で
は
、
仏
塔
は
た
ん
な
る
釈
尊
の
墳
墓
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
「
生
命
あ
る
現
存
す
る
ブ
ッ
ダ
」
で
あ

っ
た
。
空
海
が
仏
塔
建
立
に
意
義
を
見
出
し
た
の
は
、
歴
史
的
に
仏
教
全
体
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
仏
塔
信
仰
を
背
景
に
し
て
い
る
。

仏
塔
造
立
の
功
徳
を
謳
う
勧
進
僧
と
し
て
の
空
海
の
な
か
に
、
す
で
に
後
の
霊
場
高
野
山
が
で
き
る
下
地
は
あ
っ
た
と
言
え
る
。
高

野
山
そ
の
も
の
が
浄
土
・
天
界
へ
と
つ
な
が
る
聖
地
と
見
な
さ
れ
る
山
上
浄
土
信
仰
と
い
う
現
象
と
、
空
海
が
永
遠
に
生
命
あ
っ
て

現
存
す
る
超
人
と
見
な
さ
れ
る
大
師
入
定
信
仰
と
い
う
現
象
と
は
、
仏
塔
信
仰
を
基
軸
と
し
た
ま
っ
た
く
パ
ラ
レ
ル
な
同
一
現
象
で

あ
る
。
こ
う
し
た
仏
塔
の
も
つ
根
本
性
格
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
の
高
野
聖
た
ち
が
は
じ
め
て
活
躍
し
え
た
の
だ
ろ
う
。

次
に
掲
げ
る
の
は
、
空
海
が
建
設
に
取
り
か
か
っ
た
も
う
一
つ
の
塔
、
東
寺
五
重
塔
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
空
海
が
高
野
山
大

塔
建
設
に
着
手
し
た
の
は
弘
仁
十
年
（
八
一
九
）
と
さ
れ
る
が
、
大
塔
の
勧
進
表
を
出
し
た
の
は
そ
の
十
五
年
後
（
八
三
四
）
で
あ

っ
た
。
こ
の
間
に
東
寺
別
当
と
し
て
五
重
塔
建
立
に
着
手
し
た
の
が
天
長
三
年
（
八
二
六
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
東
寺
の
塔
の
勧

進
表
を
次
に
見
て
み
よ
う
。

（
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九

東
寺
の
塔
を
造
り
奉
る
材
木
を
曳
き
運
ぶ
勧
進
の
表

右
、
東
寺
の
別
当
沙
門
少
僧
都
空
海
等
奏
す
。
空
海
等
聞
く
。
三
宝
を
興
隆
す
る
こ
と
、
唯
一
人
に
憑よ

る
。
一
人
の
務
む
る

所
は
惟
れ
孝
、
惟
れ
徳
。
徳
の
聚
ま
る
所
は
、
塔
幢
是
れ
最
な
り
。
塔
を
ば
功
徳
聚
と
名
け
、
幢
を
ば
与
願
印
と
号
す
。
功
徳

聚
は
則
ち
毘
盧
遮
那
の
万
徳
の
集
成
す
る
所
、
与
願
印
は
則
ち
宝
生
・
地
蔵
の
三
昧
身
な
り
。
是
の
故
に
塔
を
建
て
、
幢
を
建

つ
れ
ば
、
福
徳
尽
る
こ
と
無
し
。
近
く
は
人
天
の
王
と
作な

り
、
遠
く
は
法
界
の
帝
と
為な

る
。
東
寺
は
先
帝
の
御
願
な
り
。
帝
、

四
朝
を
経
、
年
三
十
に
逾こ

え
た
り
と
雖
も
、
然
も
猶
紹
構
未
だ
畢
ら
ず
。
道
俗
観
る
者
咸
く
早
く
成
ら
ん
こ
と
を
願
う
。
何
に

況
や
先
聖
盍
ぞ
御
願
速
や
か
に
畢
ら
ん
こ
と
を
願
い
た
ま
わ
ざ
ら
ん
。
空
海
等
、
謬
あ
や
ま

っ
て
良
匠
に
代
わ
っ
て
叨
む
さ
ぼ

っ
て
御
願
に
預

か
れ
り
。
日
夕
に
駈
馳
し
て
東
西
に
経
営
す
。
今
、
塔
幢
の
材
木
近
く
東
山
に
得
た
り
。
僧
等
今
月
十
九
日
従よ

り
夫
と
与と
も

に
曳

き
運
ぶ
。
木
は
大
き
に
力
は
劣
に
し
て
功
を
成
さ
ん
こ
と
太
は
な
は

だ
難
し
。
譬
え
ば
蟷
螂
の
車
に
対
い
、
蚊
虻
の
嶽
を
負
わ
ん
が
如

し
。
一
人
の
孝
恩
、
百
官
の
忠
心
に
非
ず
自よ

り
は
何
ぞ
能
く
先
聖
の
御
願
を
荘
厳
し
、
広
大
の
仏
事
を
成
就
せ
ん
。
今
、
望
む

ら
く
は
、
六
衛
八
省
親
王
京
城
等
を
し
て
、
力
を
勠あ
わ

せ
誠
を
竭つ
く

し
て
各
曳
く
こ
と
一
味
な
ら
し
め
よ
。
但
し
、
東
西
二
寺
の
工

夫
を
し
て
、
各
引
木
を
持
て
材
を
安お

き
て
相
刻
ま
し
め
ん
。
然
ら
ば
則
ち
子
来
の
人
夫
雲
の
如
く
し
て
集
ま
り
、
塔
幢
の
材
木

不
日
に
し
て
到
り
な
ん
。
僧
等
が
微
願
是
の
如
し
。
天
慈
允
許
し
て
諸
司
に
宣
付
し
た
ま
え
。

天
長
三
年
十
一
月
廿
四
日

―
―
『
東
宝
記
』
に
、
塔
材
を
曳
く
諸
司
の
配
置
人
数
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
予
定
表
に
よ
れ
ば
、
天
長
三
年
（
八
二
六
）
十
一

月
二
十
七
日
か
ら
二
十
九
日
、
十
二
月
一
日
か
ら
十
二
月
四
日
ま
で
、
計
七
日
か
け
て
東
山
の
地
か
ら
塔
材
を
運
ぶ
計
画
で
あ
り
、

塔
心
材
四
枝
を
曳
行
す
る
人
数
は
延
べ
一
五
五
〇
人
、
幢
材
四
枝
は
延
べ
六
〇
〇
人
、
幢
柱
十
六
枝
は
延
べ
一
二
八
〇
人
、
計
三
四

（
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三
〇
人
が
こ
の
材
木
運
搬
事
業
に
関
わ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
勧
進
表
が
出
さ
れ
た
の
が
十
一
月
二
十
四
日
で
あ
る
が
、
そ
の

五
日
前
か
ら
僧
侶
と
人
夫
で
運
搬
を
試
み
た
が
果
た
せ
ず
、
諸
司
の
協
力
を
要
請
す
る
に
到
っ
た
よ
う
だ
。
東
寺
は
官
寺
で
あ
る
か

ら
諸
司
が
協
力
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
春
宮
・
右
大
臣
、
左
右
近
衛
府
、
太
政
官
か
ら
諸
親
王
、
国
府
役
人
に
到
る
ま
で
協
力

を
要
請
し
た
空
海
の
卓
越
し
た
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
と
統
率
力
は
見
事
で
あ
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
塔
心
材
の
第
一
、
第
二
材
の
曳
行

を
担
当
し
た
延
べ
九
〇
〇
人
の
人
夫
が
ど
こ
の
所
轄
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
春
宮
よ
り
も
上
位
の
存
在
は
天
皇
以
外
に
な
い
。

こ
の
心
材
に
は
伏
見
稲
荷
神
社
の
御
神
木
が
使
わ
れ
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
。
多
く
の
民
衆
が
力
を
合
わ
せ
て
成
し
遂
げ
た
一
大
事
業

で
あ
っ
た
。

ま
た
注
目
す
べ
き
は
、
空
海
自
身
が
山
の
中
に
わ
け
入
り
、
塔
材
を
探
し
て
木
を
曳
き
だ
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
、

供
儀
用
の
柱
を
森
か
ら
伐
り
だ
す
の
は
司
祭
者
の
役
割
で
あ
っ
た
。
エ
リ
ア
ー
デ
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

実
際
、
供
儀
用
の
柱
（y
up
a

）
は
「
宇
宙
木
」
と
目
さ
れ
る
木
か
ら
作
ら
れ
る
。
樵
人
を
伴
い
、
森
の
な
か
で
そ
の
木
を
選

定
す
る
の
は
、
司
祭
者
自
身
で
あ
る
。
こ
の
木
が
伐
採
さ
れ
て
い
る
間
、
彼
は
木
に
向
か
っ
て
、「
頂
き
で
空
を
か
す
る
な
、

腹
で
空
気
を
傷
つ
け
る
な
」
と
呼
び
か
け
る
。
こ
の
柱
は
一
種
の
宇
宙
の
柱
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
『
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー

ダ
』
に
、「
お
お
、
森
の
主
（v

an
asp
ati

）
よ
、
地
の
中
心
に
立
た
れ
よ
」
と
あ
る
通
り
だ
。
ま
た
『
シ
ャ
タ
パ
タ
・
ブ
ラ
ー

フ
マ
ナ
』
に
も
、「
汝
の
頂
き
で
空
を
支
え
、
汝
の
胴
で
空
気
を
満
た
し
、
汝
の
足
で
大
地
を
堅
固
に
せ
り
」
と
あ
る
。

実
際
に
工
事
現
場
の
総
監
督
と
し
て
指
揮
し
た
空
海
の
中
に
、
高
度
に
霊
性
化
さ
れ
た
シ
ャ
ー
マ
ン
的
性
格
を
も
見
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
空
海
の
著
し
く
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
側
面
（
山
林
修
行
者
、
治
病
者
、
請
雨
儀
礼
・
供
儀
の
司
祭
者
）
が
、
い
か
な
る
宗
教

性
に
基
づ
い
て
い
る
の
か
は
今
後
さ
ら
に
考
究
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。
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空
海
に
よ
っ
て
建
設
が
始
め
ら
れ
た
東
寺
五
重
塔
の
造
営
は
な
か
な
か
進
捗
せ
ず
、
空
海
入
定
後
、
元
慶
元
年
（
八
七
七
）
に
真

雅
の
代
に
完
成
し
た
と
も
、
仁
和
二
年
（
八
八
六
）
頃
に
完
成
さ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
塔
を
「
功
徳
聚
」
と
呼
称
す
る
と
い
う
文
言
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
『
大
日
経
疏
』
の
記
述
に
基
づ
く
。
造
寺
造
塔
を

行
う
こ
と
の
仏
教
思
想
内
に
お
け
る
動
機
づ
け
を
、
他
な
ら
ぬ
『
大
日
経
疏
』
か
ら
援
引
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

空
海
が
実
際
に
関
わ
っ
た
二
つ
の
仏
塔
に
関
す
る
記
事
を
見
た
が
、
空
海
に
お
い
て
仏
塔
が
ど
の
よ
う
に
思
想
的
に
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
か
を
次
の
例
か
ら
見
て
み
よ
う
。

３

『
真
言
付
法
伝
』

王
宮
に
生
じ
双
樹
に
滅
し
遺
身
の
舎
利
を
も
っ
て
塔
を
起
て
て
供
養
す
れ
ば
人
天
の
勝
妙
の
果
報
及
び
涅
槃
の
因
を
感
受
し

た
も
う
（
是
は
釈
迦
如
来
の
説
法
得
益
を
明
す
）。

―
―
法
・
報
・
応
の
三
身
説
に
よ
る
説
法
の
位
相
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
に
続
い
て
、
報
身
仏
さ
ら
に
法
身
仏
（
自
受
用
仏
・
自

性
仏
）
の
説
法
の
利
得
を
説
く
。
同
文
が
『
弁
顕
密
二
教
論
』
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
身
説
に
依
拠
し
て
、
そ
れ
を
仏
教
発

展
史
的
に
捉
え
る
視
法
は
、
空
海
の
根
本
的
な
仏
教
観
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
応
化
身
（
仏
が
衆
生
を
救
う
た
め
に
仮
に
現
し
た
身
体
）

で
あ
る
釈
迦
如
来
の
説
法
の
功
徳
・
利
益
の
特
徴
が
、
塔
の
建
立
供
養
に
よ
る
功
徳
の
集
積
を
通
じ
て
の
救
済
、
と
捉
え
ら
れ
て
い

る
点
に
注
意
さ
れ
た
い
。
仏
教
が
衆
生
救
済
の
た
め
に
説
法
を
行
う
際
、
解
脱
と
生
天
と
い
う
二
つ
の
方
向
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち

存
命
中
に
お
け
る
苦
か
ら
の
解
放
と
、
死
後
に
お
け
る
安
楽
世
界
へ
の
転
生
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
イ
ン
ド
仏
教
一
般
の
通
念

で
あ
っ
て
、
解
脱
と
生
天
と
い
う
二
つ
の
救
済
面
を
、
宗
教
の
究
極
的
な
目
的
と
す
る
の
は
、
初
期
仏
教
か
ら
密
教
ま
で
一
貫
と
し

て
変
わ
ら
な
い
。
空
海
は
そ
の
通
念
を
受
け
て
そ
の
位
相
を
応
化
身
の
説
法
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
仏
の
説
法
を
仏
身
論
の
観
点
か
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ら
三
段
階
に
分
け
て
、
ま
ず
最
初
の
段
階
を
仏
塔
信
仰
か
ら
説
き
お
こ
し
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
そ
し
て
歴
史
的
に
も
仏
塔
信
仰

を
め
ぐ
っ
て
、
大
乗
、
そ
し
て
密
教
も
大
き
く
展
開
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
、
空
海
の
仏
教
理
解
は
ま
さ
し
く
正
鵠
を
射

て
い
る
。

さ
ら
に
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
大
乗
仏
教
発
生
の
問
題
と
も
関
わ
る
が
、
仏
塔
を
肯
定
ま
た
は
否
定
す
る

に
せ
よ
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
心
性
は
非
常
に
仏
教
徒
に
と
っ
て
具
象
的
な
実
際
上
の
問
題
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
わ
ゆ

る
「
仏
性
」（b

u
d
d
h
ad
h

atu

）
と
い
う
用
語
が
「
仏
陀
の
遺
骨
」
を
意
味
す
る
こ
と
の
重
要
性
が
下
田
正
弘
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
法
身
や
法
界
と
い
う
用
語
も
ま
た
仏
性
の
語
と
同
じ
問
題
圏
に
あ
る
。「
法
身
」（d

h
arm
ak

ay
a

）
と
は
、

何
か
抽
象
的
・
観
念
的
な
超
越
的
存
在
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、「
法
の
集
成
」
す
な
わ
ち
「
経
巻
」
を
意
味
す
る
。
イ
ン
ド

に
は
縁
起
法
頌
（
法
舎
利
）
を
納
め
た
無
数
の
奉
献
塔
が
あ
り
、
大
乗
経
典
を
舎
利
と
し
た
仏
塔
（
経
塔
）
の
例
と
し
て
は
、
有
名

な
ギ
ル
ギ
ッ
ト
写
本
が
大
量
に
発
見
さ
れ
た
仏
塔
な
ど
が
あ
る
。
や
は
り
真
言
密
教
の
文
脈
で
も
、
法
身
と
は
具
体
的
な
存
在
で
あ

っ
て
、
本
尊
・
大
日
如
来
と
し
て
の
「
仏
塔
」（
法
界
体
性
塔
）
を
意
味
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

４

『
秘
蔵
記
』

舎
利
（
天
竺
に
は
米
粒
を
呼
ん
で
舎
利
と
す
。
仏
舎
利
は
亦
米
粒
に
似
た
り
。
是
の
故
に
舎
利
と
曰
う
。）
…
中
略
…
宝
塔
（
舎

利
有
る
を
率
都
婆
と
曰
い
、
舎
利
無
き
を
制
底
と
曰
う
。
又
斯
底
と
曰
う
。
漢
家
に
は
省
略
し
て
率
都
婆
を
呼
ん
で
塔
と
曰
う
）

―
―
『
秘
蔵
記
』
は
空
海
の
著
作
と
し
て
厳
密
に
は
問
題
が
あ
る
が
参
考
の
た
め
に
載
せ
て
お
い
た
。
本
文
は
「
塔
（stup

a

）」
と

「
制
底
（caity

a

）」
と
い
う
二
つ
の
用
語
の
区
別
を
定
義
し
た
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
。
遺
骨
の
有
無
に
よ
っ
て
ス
ト
ゥ
ー
パ

と
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
が
区
別
さ
れ
る
と
言
う
が
、
実
際
上
は
そ
の
よ
う
な
区
別
は
さ
れ
な
い
。
チ
ャ
イ
テ
ィ
ヤ
に
も
遺
骨
が
埋
蔵
さ
れ
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る
ケ
ー
ス
は
多
々
あ
り
、
仏
塔
を
意
味
す
る
語
と
し
て
、
イ
ン
ド
で
は
ま
っ
た
く
の
同
義
語
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
空
海
の
著
作
に
お
け
る
仏
塔
の
用
例
か
ら
、
仏
塔
に
い
か
な
る
意
義
が
あ
っ
た
か
、
そ
の
要
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

１
　
仏
塔
内
部
の
空
間
に
両
部
曼
荼
羅
諸
尊
を
配
置
す
る
こ
と
で
、
仏
塔
と
マ
ン
ダ
ラ
の
完
全
な
融
合
を
果
た
し
た
。

２
　
大
塔
・
多
宝
塔
と
い
う
建
築
様
式
は
、
イ
ン
ド
以
来
の
仏
塔
の
原
基
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
る
。

３
　
後
世
の
高
野
山
・
大
師
信
仰
に
は
、
仏
塔
信
仰
が
基
軸
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

４
　
空
海
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
要
素
が
、
仏
塔
建
立
に
際
し
て
も
如
実
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。

５
　
空
海
は
、
仏
塔
の
文
化
・
思
想
史
上
の
変
遷
と
意
味
を
的
確
に
理
解
し
、
そ
の
展
開
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

ま
と
め
―
―
タ
ナ
ト
ス
と
塔
―
―

さ
て
真
言
密
教
、
及
び
空
海
の
思
想
に
お
い
て
、
目
立
た
な
い
な
が
ら
も
仏
塔
が
大
き
な
テ
ー
マ
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
見
て

き
た
が
、
さ
ら
に
そ
の
思
想
・
宗
教
心
理
学
上
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

ス
ト
ゥ
ー
パ
研
究
者
の
な
か
に
は
、
旧
石
器
・
先
史
時
代
の
考
古
学
、
墳
墓
の
研
究
か
ら
こ
の
道
に
入
っ
た
人
が
見
受
け
ら
れ
る
。

ス
ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
古
代
墳
墓
建
築
の
シ
ン
プ
ル
で
美
し
い
形
態
や
シ
ン
ボ
ル
表
現
に
刺
戟
さ
れ
、
こ
の
世
界
へ
足
を
踏
み
入
れ
た

人
々
は
数
多
い
よ
う
だ
。
ア
ジ
ア
各
地
に
広
が
っ
た
仏
塔
は
、
仏
教
が
世
界
に
広
ま
っ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
よ
り
、
仏
塔
に
人
気

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
仏
教
が
外
部
世
界
へ
広
ま
っ
た
の
だ
、
と
発
想
を
逆
転
す
る
人
も
い
る
。
そ
の
と
お
り
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
な
ぜ
仏
塔
は
そ
れ
ほ
ど
人
を
魅
了
す
る
の
か
。
人
間
に
は
生
天
へ
の
切
な
る
願
い
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
答
え
ら
れ
よ
う
が
、

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
そ
の
願
い
が
仏
塔
を
通
し
て
果
た
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
心
性
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
考
察
し
た
い
。
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宮
治
昭
氏
は
、
仏
塔
や
涅
槃
像
な
ど
、
死
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
建
築
・
絵
画
・
浮
彫
等
の
仏
教
美
術
を
総
称
し
て
「
涅
槃
美
術
」

と
呼
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
涅
槃
美
術
は
死
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
男
女
神

ミ

ト

ゥ

ナ

像
や
抱
擁
像
、
豊
満

な
夜
叉
女
神

ヤ

ク

シ

ニ

ー

等
に
よ
っ
て
荘
厳
さ
れ
、
む
し
ろ
生
と
性
、
豊
饒
・
多
産
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
。
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
生
と
死
は

そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
性
の
象
徴
に
死
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
ま
た
死
の
象
徴
に
濃
厚
な
生
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ

て
い
る
。
自
ら
の
生
を
思
い
、
死
・
涅
槃
を
願
う
、
民
衆
の
深
い
心
性
が
仏
塔
に
魅
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

仏
塔
に
は
二
つ
の
相
反
す
る
要
素
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
仏
塔
研
究
者
は
そ
れ
を
太
陽
信
仰
と
月
信
仰
と
に
分
け
、
基
本
原

理
を
二
分
化
し
て
見
せ
て
い
る
（
父
―
母
、
空
―
大
地
、
昼
―
夜
、
生
―
死
、
垂
直
―
水
平
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
―
シ
ヴ
ァ
な
ど
）。
確
か
に

仏
塔
の
も
つ
第
一
の
美
し
さ
は
、
そ
の
天
を
つ
く
上
昇
の
父
性
的
・
男
性
的
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
こ
れ
に
は
仏

塔
の
心
柱
（y

up
a

）
が
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
一
方
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
仏
塔
に
示
さ
れ
る
安
定
感
は
母
性
的
・
女
性
的
シ

ン
ボ
リ
ズ
ム
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
覆
鉢
（anda

）
の
土
饅
頭
型
の
半
円
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
卵
象
徴
は
誕
生
・
生

産
・
豊
饒
の
自
然
力
を
表
し
て
い
る
。
古
代
の
墳
墓
の
な
か
に
は
死
と
再
生
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
二
つ
の

象
徴
が
折
り
重
な
っ
た
と
こ
ろ
に
「
高
次
の
至
福
サ
ル
ス

」（
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
）
が
あ
る
。

先
に
仏
塔
＝
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
語
の
神
話
モ
チ
ー
フ
に
は
次
の
点
が
あ
る
の
を
見
た
。
す
な
わ
ち
、
宇
宙
樹
・
包
摂
・
上
昇
・
中
心

軸
・
光
明
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
の
宗
教
心
理
学
上
の
意
義
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
神
話
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の

象
徴
に
個
人
的
無
意
識
か
ら
離
れ
た
集
合
無
意
識
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
は
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
で
あ
る
。
神
話
に
お

け
る
心
理
分
析
は
、
は
や
く
フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
人
間
に
は
二
種
類
の
欲
動
が
あ
る
と
い
う
。
―
―
「
一
つ
は
生
命
を
死
に
導
く
欲
動
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
生
命
の
更
新
を
つ
ね
に
求
め
、
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
性
欲
動
で
あ
る
。」
―
―
前
者
は
タ
ナ
ト
ス
（
死
の
欲
動
）
と
さ
れ
、
後
者
は

（
63
）

（
64
）

（
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エ
ロ
ス
（
生
の
欲
動
）
と
さ
れ
る
。
フ
ロ
イ
ト
は
タ
ナ
ト
ス
の
概
念
を
発
展
さ
せ
て
、
そ
れ
を
仏
教
の
概
念
で
あ
る
涅
槃
原
則

（nirv
ana-principle

）
と
も
称
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
概
念
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
後
期
思
想
に
属
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
ユ
ン
グ
と
の

対
話
と
相
克
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
と
さ
れ
る
。
ユ
ン
グ
は
ス
イ
ス
の
バ
ー
ゼ
ル
文
化
圏
に
属
し
、
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
の
母
権
制
論

か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
心
理
学
上
の
議
論
が
、
古
代
墳
墓
の
研
究
に
後
半
生
を
捧
げ
た
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
を

め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は
誠
に
興
味
深
い
。
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
、
父
と
子
の
父
権
制
に
立
っ
た
フ
ロ
イ
ト
は
、
そ
う
し
た
影
響

は
希
薄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
魔
女
学
へ
の
関
心
や
死
の
欲
望
へ
の
言
及
な
ど
は
、
フ
ロ
イ
ト
に
欠
け
て
い
た
母
性
的
心

理
面
を
補
償
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
創
め
ら
れ
た
近
代
心
理
学
は
父
性
的
世
界
に
立
脚
し
て
お
り
、
生
・
性
欲
に
関
す
る
言
説
に
満
ち
て
い
る
。

そ
の
フ
ロ
イ
ト
の
欲
望
論
に
対
す
る
反
照
の
よ
う
に
、
ユ
ン
グ
は
東
洋
に
接
近
し
、
よ
り
女
性
的
原
理
に
親
和
性
を
示
し
て
、
死
や

母
性
象
徴
、
集
合
的
無
意
識
の
存
在
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
た
。「
フ
ロ
イ
ト
と
ユ
ン
グ
」
は
相
補
的
・
相
互
補
完
的
な
二
十
世
紀

の
心
理
学
界
に
お
け
る
二
大
巨
塔
で
あ
る
。

ユ
ン
グ
が
ス
イ
ス
・
ボ
ー
リ
ン
ゲ
ン
の
地
に
自
ら
建
て
た
家
屋
が
塔
で
あ
っ
た
こ
と
は
有
名
な
話
だ
（
図
６
）。
ユ
ン
グ
は
、
母

と
妻
の
死
を
契
機
と
し
て
塔
の
建
設
を
思
い
立
っ
た
と
い
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
塔
は
「
母
な
る
暖
炉
」「
霊
的
集
中
の
場
」
を
意
味

し
て
い
た
。
彼
は
『
自
伝
』「
塔
」
の
章
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

最
初
か
ら
塔
は
、
私
に
と
っ
て
成
熟
の
場
所
―
―
つ
ま
り
私
が
過
去
、
現
在
そ
う
で
あ
り
、
未
来
に
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
も

の
に
な
り
う
る
、
母
の
胎
内
、
あ
る
い
は
母
の
像
と
思
え
た
。
そ
れ
は
私
が
石
の
中
で
ふ
た
た
び
生
れ
か
わ
る
か
の
よ
う
な
感

じ
を
与
え
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
塔
は
個
性
化
の
過
程
を
具
現
す
る
も
の
、
青
銅
よ
り
も
永
続
的
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、

記
念
す
べ
き
場
所
で
あ

っ
た
。

（
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）
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フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
と
親
交
の
あ
っ
た
、
ア
メ
リ
カ
の
宗
教

心
理
学
者
Ｗ
・

ウ
ィ
リ
ア
ム

ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
晩
年
に
「
多
元
的
宇
宙
」

（A
P
luralistic

U
niverse

）
と
い
う
世
界
像
を
提
唱
し
て
い
る
。

こ
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
言
う
多
元
的
宇
宙
こ
そ
、
ま
さ
し
く
仏
塔

が
内
蔵
し
て
い
る
世
界
像
で
あ
る
と
言
え
る
。
大
き
な
仏
塔
に

寄
り
添
う
よ
う
に
集
ま
る
奉
献
塔
群
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
世

界
の
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
世
界
軸
（axis
m
undi

）
が

貫
い
て
い
る
。
仏
塔
を
貫
く
心
柱
は
、
虚
空
へ
聳
え
る
世
界
軸

で
あ
り
、
涅
槃
へ
の
通
路
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仏
教
・
密
教
が

主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
生
き
て
い
る
我
々
の
中
に
こ
そ
、
そ

う
し
た
世
界
軸
を
貫
か
せ
る
べ
き
で
あ
り
、
我
々
一
人
一
人
が
世
界
の
中
心
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
語
ら
れ
る
死
・
涅
槃
は
決
し
て
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
あ
り
得
な
い
。
空
海
の
言
う
「
虚
空
尽
き
、
衆
生
尽
き
、
涅
槃
尽
き
な

ば
、
我
が
願
い
も
尽
き
な
ん
」
と
い
う
万
灯
会
願
文
は
、
究
極
的
な
救
済
＝
涅
槃
を
謳
っ
て
い
る
。
こ
の
文
言
は
『
華
厳
経
』「
普

賢
行
願
讃
」
に
依
る
が
、
ど
こ
ま
で
も
衆
生
の
救
済
を
願
い
、
普
賢
菩
薩
行
に
邁
進
す
る
善
財
童
子
の
姿
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
人
々
を
虚
空
へ
と
上
昇
さ
せ
、
涅
槃
に
み
ち
び
く
文
化
装
置
が
仏
塔
で
あ
り
、
空
海
の
仏
塔
建
立
の
意
義
も
ま
さ
し
く
そ

こ
に
あ
っ
た
。

空
海
が
創
め
た
大
塔
形
式
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
は
、
タ
ナ
ト
ス
（
死
の
欲
望
）
を
最
高
度
に
昇
華
せ
し
め
た
も
っ
と
も
美
し
い
宗
教
建

築
の
一
つ
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

図６

（
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〈
略
号
〉

T
oh

＝
東
北
目
録
（
デ
ル
ゲ
版
＝
台
北
版
西
蔵
大
蔵
経
〔D

〕）

O
ta

＝
大
谷
目
録
（
北
京
版
西
蔵
大
蔵
経
〔P

〕）

大
正
＝
大
正
新
修
大
蔵
経

定
弘
全
＝
定
本
弘
法
大
師
全
集

弘
大
全
＝
弘
法
大
師
全
集

弘
伝
全
＝
弘
法
大
師
傳
全
集

印
仏
研
＝
印
度
学
仏
教
学
研
究

〈
参
考
文
献
〉

仏
塔
研
究
に
つ
い
て
は
枚
挙
に
遑
が
な
い
の
で
と
く
に
参
照
し
て
、
本
論

文
に
引
用
し
た
も
の
の
み
挙
げ
て
お
く
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
仏
塔
研
究
史
に

つ
い
て
は
杉
本
卓
洲
﹇1984：

34-45

﹈「
研
究
略
史
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

Irw
in
,
Joh
n

﹇1980

﹈T
he

A
xial

Sym
bolism

of
T

he
E

arly
Stupa:

A
n

E
xeg

esis,
T
h
e
S
t up
a
Its

R
elig
iou
s,
H
istorical

an
d

A
rchitectual

Significance,F
ranz

Steiner
V
erlag,W

iesbaden.

（B
eirag

e
zu
r
S

ud
asien

forsch
u
n
g
S

ud
asien

-In
stitu

t

U
niversitat

H
eidelberg,B

and.55

）

石
田
茂
作
﹇1977

﹈『
佛
教
考
古
學
論
攷
　
四
　
佛
塔
編
』
思
文
閣
出
版

乾
仁
志
﹇1993

﹈「
金
剛
界
曼
荼
羅
と
仏
塔
」『
印
仏
研
』42-1

小
倉
泰
﹇1999

﹈『
イ
ン
ド
世
界
の
空
間
構
造
―
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
の
シ
ン

ボ
リ
ズ
ム
―
』
春
秋
社

梶
山
雄
一
﹇1977

﹈「
塔
・
仏
母
・
法
身
」『
高
井
隆
秀
教
授
還
暦
記
念
論
集

密
教
思
想
』

桑
山
正
進
﹇1978

﹈「
ス
ト
ゥ
ー
パ
方
形
基
台
の
由
来
」『
足
利
惇
氏
教
授
喜

寿
記
念
　
イ
ン
ド
學
オ
リ
エ
ン
ト
學
論
集
』
国
書
刊
行
会

桑
山
正
進
﹇1998

﹈「
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
霊
廟
と
大
ス
ト
ゥ
ー
パ
車
輪
状
構

造
の
由
来
―
」『
東
方
學
報
』
第
七
〇
冊

K
ottk

am
p
,
H
ein
o

﹇1992

﹈D
er

S
tu

p
a

a
ls

R
ep

rasen
ta

tio
n

d
es

buddhistischen
H

eisw
eges

:U
ntersuchungen

zur
E

ntstehung
und

E
ntw

icklung
architektonischer

Sym
bolik,

O
tto
H
arrasow

itz,

B
onn
U
niversity,W

iesbaden.

（Studies
in
O
riental

R
eligions;

V
ol.25

）

G
ovinda,

L
am
a
A
nagarika

﹇1976

﹈P
sycho-cosm

ic
Sym

bolism
of

the

B
uddhistSt upa,

D
harm

a
P
ublishing.

酒
井
真
典
﹇1976

﹈「
塔
婆
建
立
へ
の
功
徳
」『
密
教
学
会
報
』
一
五

酒
井
真
典
﹇1987

﹈『
酒
井
真
典
著
作
集
　
第
二
巻
　
大
日
経
広
釈
全
訳
』

法
蔵
館

下
沢
剛
﹇1984

﹈「
木
造
塔
」『
新
版
仏
教
考
古
学
講
座
　
第
三
巻
　
塔
・
塔

婆
』
雄
山
閣

下
田
正
弘
﹇1997

﹈『
涅
槃
経
の
研
究
―
大
乗
経
典
の
研
究
方
法
試
論
』
春

秋
社

杉
本
卓
洲
﹇1984

﹈『
イ
ン
ド
仏
塔
の
研
究
―
仏
塔
崇
拝
の
生
成
と
基
盤
―
』

平
楽
寺
書
店

杉
本
卓
洲
﹇1996

﹈「
仏
塔
の
生
成
と
そ
の
信
仰
の
展
開
」『
仏
教
学
セ
ミ
ナ

ー
』
六
三

村
主
惠
快
﹇1964

﹈「
真
言
密
教
に
於
け
る
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
―
そ
の
「
塔
」

に
つ
い
て
―
」『
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
』
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Snodgrass,
A
drian

﹇1985

﹈T
he

Sym
bolism

of
the

Stupa,
Studies

on

S
ou
th
east

A
sia,

C
orn
ell
U
n
iv
ersity

,
N
ew
Y
ork
.

（2n
d

printing,1988

）

高
田
修
﹇1969

﹈『
佛
教
美
術
史
論
考
』
中
央
公
論
美
術
出
版

高
橋
堯
英
﹇1997

﹈「
タ
キ
シ
ラ
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
関
す
る
一
考
察
」『
印
仏

研
』45-2

高
橋
堯
昭
﹇1992

﹈「
仏
塔
信
仰
の
二
重
性
―
ミ
ト
ナ
・
飲
酒
・
猟
狩
像
の

意
味
す
る
も
の
―
」『
印
仏
研
』40-2

高
橋
堯
昭
﹇1997

﹈「
仏
塔
信
仰
の
二
重
性
―
仏
塔
の
中
の
ギ
リ
シ
ア
を
手

が
か
り
と
し
て
―
」『
印
仏
研
』45-2

田
中
公
明
﹇2004

﹈『
両
界
曼
荼
羅
の
誕
生
』
春
秋
社

T
u
cci,
G
iu
sep
p
e

﹇1988

﹈ST
U

P
A

art,architectonics
and

sym
bolism

,

S
ata-P

itak
a
S
eries,V

ol.347,
A
d
ity
a
P
rak
ash
an
.

（F
irst

published
in
Italian,R

om
a,R
eale

A
ccadem

ia
d

’Italia,1932

）

冨
島
義
幸
﹇1998

﹈「
平
安
時
代
寺
院
建
築
に
お
け
る
密
教
空
間
の
形
態
と

そ
の
変
遷
に
関
す
る
研
究
」
京
都
大
学
博
士
学
位
論
文

『
日
本
建
築
史
基
礎
資
料
集
成
　
十
二
　
塔
婆
　
蠡
』﹇1999

﹈
中
央
公
論
美

術
出
版

原
實
﹇1987

﹈「g
arb
h
a

研
究
」『
高
崎
直
道
博
士
還
暦
記
念
論
集

イ
ン
ド

学
仏
教
学
論
集
』
春
秋
社

F
isch
er,
K
lau
s

﹇1980

﹈H
idden

Sym
bolism

in
Stupa-R

ailing
R

eliefs:

C
oincidentia

O
ppositorum

of
M

ara
and

K
am

a,
T
h
e
S
tup
a
Its

R
elig
iou
s,
H
istorical

an
d
A
rch
itectu

al
S
ig
n
ifican

ce,
F
ran
z

Steiner
V
erlag,W

iesbaden.

（B
eirage

zur
S

udasienforschung

S
udasien-Institut

U
niversitat

H
eidelberg,B

and.55

）

藤
井
恵
介
﹇1998

﹈『
密
教
建
築
空
間
論
』
中
央
公
論
美
術
出
版

M
arsh

all,
S
ir
Joh
n

﹇1951

﹈T
a

xila
:

A
n

Illu
stra

ted
A

cco
u

n
t

o
f

A
rchaeologicalE

xcavations,
3
V
ols,C

am
bridge.

宮
治
昭
﹇1992

﹈『
涅
槃
と
弥
勒
の
図
像
学
―
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
へ

―
』
吉
川
弘
文
館

村
田
治
郎
﹇1959

﹈「
仏
舎
利
を
ま
つ
る
建
築
」『
佛
教
藝
術
』
第
三
八
号

山
本
智
教
﹇1973

﹈「
宝
塔
・
多
宝
塔
・
大
塔
」『
密
教
学
研
究
』
第
五
号

頼
富
本
広
﹇1985

﹈「
仏
塔
周
囲
の
四
尊
像
に
つ
い
て
」『
密
教
文
化
』
第
一

五
〇
号

R
oth,

G
ustav,

﹇1980

﹈Sym
bolism

of
T

he
B

uddhist
Stupa,

T
he
Stupa

Its
R
eligious,H

istorical
and
A
rchitectual

Significance,F
ranz

Steiner
V
erlag,W

iesbaden.

（B
eirage

zur
S

udasienforschung

S
udasien-Institut

U
niversitat

H
eidelberg,B

and.55

）

註（
１
）

Ｊ
・
Ｊ
・
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
母
権
制
序
説
』
吉
原
達
也
訳
、
筑
摩

書
房
、
二
〇
〇
二
、
三
八
頁

（
２
）

中
村
元
『
ブ
ッ
ダ
・
最
後
の
旅
―
大
パ
リ
ニ
ッ
バ
ー
ナ
経
―
』
岩
波

書
店
、
一
九
八
〇
、
一
七
四
〜
一
八
一
頁

（
３
）

高
田
修
﹇1969：

71

﹈「
仏
塔
の
遺
跡
は
、
最
も
古
い
も
の
で
も
マ

ウ
リ
ヤ
時
代
以
前
に
は
遡
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。」

（
４
）

杉
本
卓
洲
﹇1984：

190-248

﹈
に
よ
れ
ば
、
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
起
源

に
関
す
る
諸
学
者
の
見
解
を
七
つ
ほ
ど
に
要
約
し
て
提
示
し
て
い
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る
。
漓
丸
屋
根
説
、
滷
頭
蓋
骨
説
、
澆
マ
ウ
ン
ド
・
土
饅
頭
説
、
潺

シ
ュ
マ
シ
ャ
ー
ナ
（
非
ア
ー
リ
ヤ
ン
・
ア
ス
ラ
系
の
円
形
墓
）
説
、

潸
外
来
説
、
澁
シ
ン
ボ
ル
複
合
説
、
澀
巨
石
建
造
物
説

（
５
）

杉
本
卓
洲
﹇1984：

49-70

﹈

（
６
）

宮
治
昭
﹇1992：

40-42

﹈

（
７
）

図
版
１
は
中
村
元
編
著
『
ブ
ッ
ダ
の
世
界
』
学
習
研
究
社
、
一
九
八

〇
、
三
〇
九
頁
よ
り
転
載
。

（
８
）

仏
塔
の
シ
ン
ボ
ル
理
解
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
杉
本
卓
洲

﹇1984

﹈、
宮
治
昭
﹇1992

﹈、G
ov
in
d
a

﹇1976

﹈、S
n
od
g
rass

﹇1988

﹈
な
ど
の
諸
研
究
に
従
っ
た
。

（
９
）

桑
山
正
進
﹇1978

﹈

（
10
）

多
く
の
研
究
者
が
法
輪
シ
ン
ボ
ル
説
を
唱
え
る
（
桑
山
正
進

﹇1998：
542

﹈）。S
n
od
g
rass

﹇1988：
78-100

﹈
は
、
法
輪
シ
ン

ボ
ル
説
の
他
に
卍
（sv

astik
a

）、
日
輪
、
生
死
輪
廻
図
、
八
葉
蓮

華
の
シ
ン
ボ
ル
な
ど
の
諸
説
を
提
示
す
る
。

（
11
）

桑
山
正
進
﹇1998

﹈

（
12
）

杉
本
卓
洲
﹇1984：
66

﹈、G
ovinda

﹇1976：
30

﹈

（
13
）

G
ovinda

﹇1976：
7

﹈

（
14
）

杉
本
卓
洲
﹇1984：

211

﹈

（
15
）

図
版
２
は
中
村
元
編
著
、
前
掲
書
、
三
五
六
頁
よ
り
転
載
。

（
16
）

Irw
in

﹇1980

﹈

（
17
）

杉
本
卓
洲
﹇1984：

67

﹈

（
18
）

T
u
cci

﹇1988：
49

﹈、G
ov
in
d
a

﹇1976：
93-98

﹈、S
n
od
g
rass

﹇1985：
374-375

﹈

（
19
）

高
橋
堯
英
﹇1997：

690

﹈
仏
塔
に
お
け
る
四
大
表
象
は
、
基
壇
の

粘
土
が
地
大
、
奉
献
タ
ン
ク
に
描
か
れ
た
水
生
動
物
と
タ
ン
ク
に
充

た
さ
れ
た
水
が
水
大
、
タ
ン
ク
に
描
か
れ
た
ラ
ン
プ
が
火
大
、
タ
ン

ク
に
描
か
れ
た
羽
を
広
げ
た
鳥
が
風
大
を
象
徴
す
る
と
い
う
（
こ
れ

はM
arsh

all

﹇1951

﹈
の
意
見
に
よ
る
）。
こ
れ
は
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム

の
機
能
退
化
と
も
言
え
、
即
現
実
的
、
具
体
的
な
事
物
で
描
写
し
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。M

arsh
all

﹇1951

﹈
は
、
こ
う
し
た
タ

ン
ク
が
死
者
の
葬
送
儀
礼
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

（
20
）

図
版
３
は
『
五
輪
九
字
明
秘
密
釋
』（『
興
教
大
師
全
集
　
下
』
一
一

三
二
頁
）
よ
り
転
載
。

（
21
）

図
版
４
は
『
世
界
の
聖
域
潯

ヒ
マ
ラ
ヤ
の
僧
院
』
講
談
社
、
一
九

八
一
、
二
四
頁
よ
り
転
載
。

（
22
）

G
ovinda

﹇1976：
5

﹈

（
23
）
『
大
日
経
』
に
お
け
る
仏
塔
の
用
例
。
漢
訳
は
「
制
底
」
が
三
例

（「
制
底
火
神
祠
」
大
正
一
八
・
四
中
、「
猶
如
敬
制
底
」
大
正
一

八
・
九
下
、「
或
造
制
底
漫
荼
羅
等
」
大
正
一
八
・
五
三
下
）。「
塔
」

が
同
じ
く
三
例
あ
る
（「
世
間
敬
如
塔
」
大
正
一
八
・
六
上
、「
寺
塔

練
若
古
仙
室
」
大
正
一
八
・
四
五
下
、「
謂
佛
塔
圖
像
出
生
光
焔
音

聲
等
」
大
正
一
八
・
五
二
上
）。
こ
の
う
ち
の
三
例
は
第
七
巻
の
儀

軌
中
の
文
言
で
あ
る
。
蔵
訳
は
本
文
に
示
し
た
三
例
の
他
、
儀
軌

（u
tta
ra
ta
n
tra

）
部
分
に
二
ヶ
所
あ
る
（D

2
3
4
a
/
P
1
9
8
b
,

D
246a/P

210b

）。

（
24
）

乾
仁
志
﹇1993：

424

﹈

（
25
）

頼
富
本
広
﹇1985：

113

﹈
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（
26
）

田
中
公
明
﹇2004：

169-187

﹈

（
27
）
『
大
日
経
疏
』
大
正
三
九
・
六
一
五
下

（
28
）
「
金
剛
阿
利
沙
偈
」『
大
日
経
疏
』
大
正
三
九
・
六
二
八
上
〜
下

（
29
）

J.S.Speyer
:

E
in

altjavanischer
m

ahayanistischer
K

atechism
us,

Z
D
M
G
,L
X
V
II,1913,p.354-355.

（
30
）
『
大
日
経
疏
』
大
正
三
九
・
六
二
八
中

（
31
）

J.
S
.
N
eg
i,

T
IB

E
T

A
N

-S
A

N
S

K
R

IT
D

IC
T

IO
N

A
R

Y
,
V
O
L
.3,

C
IH
T
S,1995,p.1322

に
よ
る
還
梵
。

（
32
）
『
大
日
経
広
釈
』（B

h
asya

）T
oh2663/O

ta3487,D
136a/

P
168a.

（
33
）
『
大
日
経
疏
』
大
正
三
九
・
六
四
七
中

（
34
）
『
大
日
経
』「
法
界
宮
」
大
正
一
八
・
一
上
。T
ib.chos

kyi
dbyings

kyi
pho

brang.D
151b/P

115b.
「
宮
（pho

brang

）」
はag

ara,

g rha,
pura,

prasada,
bhavana,

m
edha,

rajakula

な
ど
と
還
梵

さ
れ
う
る
が
、『
大
日
経
広
釈
』（B
h

asy
a

）
は
こ
の
箇
所
が
「
生

（’b
y
u
n
g
b
a

）」D
67b
/P
80a

と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
彼
此
判
断
し

て
原
文
はbhavana

で
あ
っ
た
ろ
う
。

（
35
）
『
大
日
経
疏
』
大
正
三
九
・
六
二
六
上

（
36
）
繞
道
…
『
大
日
経
』
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
行
道
」
に
相
当
す

る
。（
大
正
一
八
・
六
下
。T

ib.
bskor

ba
yi

’khor
ba
[P
. ,khor

sa].
D
164b

-165a/P
129a.

『
大
日
経
広
釈
』（B

h
asy
a

）b
sk
or

ba ’i
snam

bu.
D
119a/P

146b.

酒
井
真
典
﹇1987：

106

﹈
師
は

正
し
く
「
繞
道
」
と
訳
す
）。
灌
頂
時
に
、
マ
ン
ダ
ラ
を
三
匝
行
道

（
三
回
繞
る
行
為
）
す
る
が
、
こ
れ
は
仏
塔
供
養
と
同
じ
儀
礼
で
あ

る
。『
真
実
摂
経
』
で
は
マ
ン
ダ
ラ
外
郭
（b

ah
y
am
andala

）
に
相

当
す
る
も
の
だ
ろ
う
（
堀
内
本
　204,601,853,1267,1350,1505,

1865

な
ど
）。
マ
ン
ダ
ラ
を
墨
打
ち
し
て
四
門
・
櫓
と
の
境
界
に
外

円
を
描
く
。
さ
ら
に
そ
の
周
辺
に
種
々
の
供
養
物
を
配
し
捧
げ
る
の

も
仏
塔
供
養
と
ま
っ
た
く
同
じ
行
為
で
あ
る
。
ま
た
灌
頂
時
に
マ
ン

ダ
ラ
を
行
道
す
る
際
、「
吉
慶
阿
利
沙
偈
」
と
い
う
歌
を
詠
う
が
、

そ
れ
が
八
相
成
道
の
讃
歌
で
あ
る
の
は
、
仏
塔
に
お
け
る
歌
舞
供
養

儀
礼
と
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

（
37
）

四
門
…
『
大
日
経
』（
大
正
一
八
・
六
下
〔D

165a/129a

〕、
三
六

下
〔D

215a/P
179b

〕）
な
ど
。『
真
実
摂
経
』catu

storana.

（
堀

内
本
　204,852,1504,1864

な
ど
）。

（
38
）
『
大
日
経
略
釈
』（P

ind
arth

a

）T
oh
2662/O

ta3486,
D
30b
-

31a/P
36b
.

北
村
太
道
訳
『
チ
ベ
ッ
ト
文
和
訳
　
大
日
経
略
釈
』
一

九
八
〇
、
七
二
頁
。
ヴ
ァ
ー
ス
ト
ゥ
プ
ル
シ
ャ
マ
ン
ダ
ラ
に
つ
い
て

は
す
で
にS

n
od
g
rass

﹇1985：
107-111

﹈
が
指
摘
し
て
い
る
。
ま

た
小
倉
泰
﹇1999

﹈
参
照
。
出
野
尚
紀
氏
の
二
〇
〇
四
年
・
駒
澤
大

学
に
お
け
る
発
表
レ
ジ
ュ
メ
「
建
築
論
書S

a
m

a
r

a
n

g
a

n
a

-

s utradhara

に
お
け
るV

astu
p
u
ru

sam
andala

の
構
成
」
に
は
大
変

示
唆
を
受
け
た
。

（
39
）

村
田
治
郎
﹇1959

﹈

（
40
）

石
田
茂
作
﹇1977：

45

﹈

（
41
）

宮
治
昭
﹇1992：

48

﹈

（
42
）

高
田
修
﹇1969：

64

﹈

（
43
）
『
南
山
秘
記
』（
弘
伝
全
三
・
二
五
、『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』
一
、

一
〇
頁
下
）

§

§

§

§
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（
44
）
『
性
霊
集
』（
定
弘
全
八
・
一
五
九
〜
一
六
〇
、
弘
大
全
三
・
五
一
六

〜
五
一
七
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
七
一
』
三
八
二
〜
三
八
三
頁
）

（
45
）
『
金
剛
峰
寺
雑
文
』『
金
剛
峰
寺
堂
塔
建
立
由
来
書
』『
高
野
春
秋
編

年
輯
録
』
な
ど
。

（
46
）

冨
島
義
幸
﹇1998：

14

﹈

（
47
）

創
建
大
塔
が
一
層
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
は
、『
金
剛
峯
寺
建
立
修
行

縁
起
』
に
「
多
寶
塔
一
基
高
十
六
丈
。
一
層
之
勢
寔
勝
數
重
塔
。」

（
弘
伝
全
一
・
五
四
）
と
伝
え
て
い
る
（
同
文
が
『
金
剛
峯
寺
雑
文
』

弘
伝
全
二
・
一
三
な
ど
に
見
ら
れ
る
）。

（
48
）

図
版
５
は
『
朝
日
百
科
・
日
本
の
国
宝
別
冊
　
国
宝
と
歴
史
の
旅
８

塔

形
・
意
味
・
技
術
』
二
〇
〇
〇
、
朝
日
新
聞
社
、
四
一
頁
よ
り

転
載
。

（
49
）

下
田
正
弘
﹇1998：

143

﹈

（
50
）

下
田
正
弘
﹇1998：

142

﹈
下
田
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

―
「
例
え
ば
日
本
の
大
師
信
仰
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
で
は
弘
法
大
師
が

「
入
定
」
し
た
高
野
山
に
お
い
て
信
者
が
最
後
を
迎
え
る
の
が
理
想

と
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
叶
わ
な
け
れ
ば
「
遺
骨
」
を
入
定
の
地

の
高
野
山
に
ま
で
も
た
ら
す
の
が
信
者
の
願
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
入
滅
し
た
聖
者
と
共
な
る
地
で
最
後
を
迎
え
る
こ
と
に
、
来
世

へ
の
特
別
の
意
味
を
認
め
た
信
仰
が
な
せ
る
宗
教
行
為
で
あ
る
。
今

の
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
巡
る
一
連
の
事
情
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
と
同
じ
よ

う
な
意
図
を
持
っ
た
行
為
と
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。」

（
51
）
『
南
山
秘
記
』
に
「
弘
仁
十
年
六
月
一
日
大
塔
心
柱
ヲ
壇
上
ニ
曳
ク
」

（
弘
伝
全
三
・
二
五
）
と
あ
る
。
著
者
の
明
澄
尊
信
房
の
記
述
に
は

疑
わ
し
い
点
も
あ
る
が
、
事
実
と
す
れ
ば
空
海
が
高
野
山
を
下
賜
さ

れ
た
の
が
弘
仁
七
年
（
八
一
六
）
だ
か
ら
、
そ
の
三
年
後
に
は
大
塔

の
建
設
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（
52
）
『
性
霊
集
』（
定
弘
全
八
・
一
六
六
〜
一
六
七
、
弘
大
全
三
・
五
一
六
、

『
日
本
古
典
文
学
大
系
七
一
』
三
九
二
〜
三
九
四
頁
）

（
53
）
『
日
本
古
典
文
学
大
系
七
一
』
五
二
八
頁
。

（
54
）

弘
大
全
五
・
四
四
一
「
東
寺
の
塔
材
に
稲
荷
神
社
の
神
木
を
伐
り
聖

躬
不
豫
な
る
が
為
に
同
社
に
従
五
位
下
の
位
田
を
授
ら
る
詔
（
天
長

四
年
正
月
十
九
日
）」

（
55
）

ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー
デ
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
下
、
堀
一
郎
訳
、

二
〇
〇
四
、
筑
摩
書
房
（
初
訳
本
は
一
九
七
四
、
冬
樹
社
。
原
著
は

一
九
五
一
）。
イ
ン
ド
原
典
の
引
用
箇
所
は
同
書
の
注
一
二
七
〜
一

三
〇
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
56
）
『
高
野
春
秋
編
年
輯
録
』
二
、
三
二
頁
下

（
57
）

冨
島
義
幸
﹇1998

﹈

（
58
）
『
略
付
法
伝
』（
定
弘
全
一
・
一
二
〇
、
弘
大
全
一
・
五
一
）。
ま
た

『
弁
顕
密
二
教
論
』
巻
下
（
定
弘
全
三
・
一
〇
二
、
弘
大
全
一
・
四

九
八
）
に
も
説
く
。

（
59
）

た
と
え
ば
『
大
日
経
広
釈
』（T

oh
2663/O

ta3487,
D
5a/P

5b
-6a

）

に
は
『
大
日
経
』
の
究
極
の
目
的
を
「
至
福
と
至
善

（a
b
h
y
u
d
a
y
a
-n
ih

sre
y
a
sa

）
を
得
る
こ
と
」
と
し
て
い
る
。

ab
h
y
u
d
ay
a

は
生
天
の
類
語
、n

ihsrey
asa

は
解
脱
・
涅
槃
の
類
語

で
あ
る
（
拙
論
「
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ヤ
の
論
書
序
文
に
見
ら
れ
る
定
型
的

表
現
に
つ
い
て
」『
智
山
学
報
』
第
五
二
輯
、
二
〇
〇
三
、
一
〇
九



タナトスと塔

― 89 ―

頁
参
照
）。
シ
ャ
ー
ン
タ
ラ
ク
シ
タ
・
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
作
『
摂
真
実

論
』（T

attvasangraha

）
の
著
作
目
的
も
、
ブ
ッ
ダ
グ
ヒ
ヤ
同
様

「ab
h
y
u
d
ay
a-n
ihsrey

asa

」
だ
が
、
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
は
そ
れ
を

「
説
一
切
有
部
で
有
名
な
説
」
で
あ
る
と
い
う
。
明
確
な
典
拠
は
示

し
得
な
い
。

（
60
）
塚
本
啓
祥
『
イ
ン
ド
仏
教
に
お
け
る
虚
像
と
実
像
』
山
喜
房
佛
書
林
、

二
〇
〇
一
、
一
三
四
頁

（
61
）
『
秘
蔵
記
』（
定
弘
全
五
・
一
三
九
、
弘
大
全
二
・
二
四
）

（
62
）

出
典
は
『
摩
訶
僧
祇
律
』
巻
三
三
（
大
正
二
二
・
四
九
八
中
）、『
妙

法
蓮
華
経
文
句
』
巻
八
下
（
大
正
三
四
・
一
一
二
下
）。
杉
本
卓
洲

﹇1984：
49

﹈
に
よ
る
。

（
63
）

G
ovinda

﹇1976：
45

﹈

（
64
）

バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
は
卵
象
徴
を
至
福
の
源
泉
と
見
な
し
て
い
る
。

Ｊ
・
Ｊ
・
バ
ハ
オ
ー
フ
ェ
ン
『
古
代
墳
墓
象
徴
試
論
』
平
田
公
夫
・

吉
原
達
也
訳
、
二
〇
〇
四
（
原
著
は
一
八
五
九
）、
一
九
九
頁

（
65
）

フ
ロ
イ
ト
と
ユ
ン
グ
の
問
題
、
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
知
識
社
会
に
お
け

る
意
義
に
つ
い
て
は
、
上
山
安
敏
『
フ
ロ
イ
ト
と
ユ
ン
グ
』（
岩
波

書
店
、
一
九
八
九
）
が
大
変
有
益
で
あ
る
。

（
66
）

フ
ロ
イ
ト
『
快
感
原
則
の
彼
岸
』、
フ
ロ
イ
ト
、
竹
田
青
嗣
編
・
中

山
元
訳
『
自
我
論
集
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
六
、
一
七
三
頁

（
67
）

図
版
６
は
、
Ａ
・
ヤ
ッ
フ
ェ
編
『
ユ
ン
グ
自
伝
』
２
、
河
合
隼
雄
・

藤
縄
昭
・
出
井
淑
子
共
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
三
、
図
版
一
頁

よ
り
転
載
。

（
68
）

前
注
同
書
、
三
七
頁

（
69
）
高
野
山
万
灯
会
の
願
文
『
性
霊
集
』
巻
第
八
（
定
弘
全
八
・
一
五
八
、

弘
大
全
三
・
五
一
六
、『
日
本
古
典
文
学
大
系
七
一
』
三
八
〇
頁
）

（
70
）

普
賢
行
願
讃
の
出
典
。「
乃
至
虚
空
得
究
竟
　
衆
生
無
餘
究
竟
然

及
業
煩
惱
乃
至
盡
　
乃
至
我
願
亦
皆
盡
」（
不
空
訳
『
普
賢
菩
薩
行

願
讃
』
大
正
一
〇
・
八
八
一
上
）。
不
空
訳
は
「
涅
槃
」
が
「
煩
悩
」

と
な
っ
て
い
る
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
原
典
は
『
華
厳
経
』「
入
法

界
品
」
最
終
章
（
第
五
三
章
）「
普
賢
行
願
讃
」
第
四
六
偈
。
梵
文

和
訳
は
梶
山
雄
一
監
修
『
さ
と
り
へ
の
遍
歴
（
下
）
華
厳
経
入
法
界

品
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
、
四
三
六
頁
。
本
訳
書
に
ヴ
ァ
イ
ド

ゥ
ヤ
校
訂
本
の
頁
数
が
付
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
そ
の

他
『
華
厳
経
』
に
お
け
る
出
典
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
佛
子
。
此

大
願
以
十
尽
句
。
而
得
成
就
。
何
等
為
十
。
所
謂
衆
生
界
尽
。
世
界

尽
。
虚
空
界
尽
。
法
界
尽
。
涅
槃
界
尽
。
佛
出
現
界
尽
。
如
来
智
界

尽
。
心
所
縁
界
尽
。
佛
智
所
入
境
界
界
尽
。
世
間
転
法
　
転
智
転
界

尽
。
若
衆
生
界
尽
。
我
願
乃
尽
。
若
世
界
。
乃
至
世
間
転
法
転
智
転

界
尽
。
我
願
乃
尽
。
而
衆
生
界
。
不
可
尽
。
乃
至
世
間
転
法
転
智
転

界
不
可
尽
故
。
我
此
大
願
善
根
。
無
有
窮
尽
」（『
八
十
華
厳
』
大
正

一
〇
・
一
八
二
中
、
同
文
が
『
六
十
華
厳
』
大
正
九
・
五
四
六
上
、

『
四
十
華
厳
』
大
正
一
〇
・
六
九
六
下
に
も
説
か
れ
る
）。
ま
た
そ
の

偈
文
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
如
是
等
大
願
　
無
量
無
辺
際
　
虚
空

與
衆
生
　
法
界
及
涅
槃
　
世
間
佛
出
興
　
佛
智
心
境
界
　
如
来
智
所

入
　
及
以
三
転
尽
　
彼
諸
若
有
尽
　
我
願
方
始
尽
　
如
彼
無
尽
期

我
願
亦
復
然
」（『
八
十
華
厳
』
大
正
一
〇
・
一
八
四
中
）。
こ
ち
ら

は
「
煩
悩
」
で
は
な
く
「
涅
槃
」
の
語
が
見
出
さ
れ
る
。
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﹇
付
記
﹈
本
論
文
は
智
山
伝
法
院
の
平
成
一
六
年
度
総
合
研
究
テ
ー
マ
「
真

言
密
教
の
現
代
的
展
開
」
を
目
途
と
し
た
〈「
身
体
と
欲
望
」
研
究

会
〉
の
趣
旨
に
添
っ
て
提
出
し
た
個
人
論
文
で
あ
る
。
昨
年
す
で
に

「
身
体
」
に
つ
い
て
論
じ
た
の
で
、
今
回
は
「
欲
望
」
を
テ
ー
マ
に

考
察
し
た
。
欲
望
論
と
し
て
ま
ず
言
及
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

は
フ
ロ
イ
ト
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
イ
ト
は
、
タ
ナ
ト
ス
の
概
念
を
生
物

学
的
な
知
見
か
ら
多
く
の
示
唆
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
フ
ロ
イ

ト
の
生
物
学
主
義
を
批
判
し
た
の
が
ユ
ン
グ
だ
。
心
理
学
の
思
想
圏

に
展
開
さ
れ
た
科
学
と
宗
教
の
相
克
は
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
大

き
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
二
十
世
紀
思
想
の
知
見
を
、
現
代
の
仏
教
学
・
密
教
学

の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
が
本
論
文
の
ね
ら
い
で
あ

っ
た
。
拙
速
な
比
較
は
厳
に
控
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
研
究
、
神
話
学
、
宗
教
学
、
心
理
学
、
宗
教
心
理
学
等
の

学
際
的
な
研
究
に
、
真
言
密
教
が
提
供
し
う
る
資
料
は
極
め
て
多
い
。

宮
坂
猊
下
が
御
提
言
さ
れ
る
「
教
学
再
構
築
」
の
一
環
と
し
て
、
そ

う
し
た
知
見
を
取
り
入
れ
た
思
想
モ
デ
ル
の
構
築
を
今
後
の
大
き
な

課
題
と
し
て
考
え
て
い
き
た
い
。

最
後
に
な
っ
た
が
謝
辞
を
申
し
述
べ
て
お
き
た
い
。
私
が
仏
塔
に

興
味
を
持
っ
た
き
っ
か
け
を
探
る
と
、
遠
藤
祐
純
先
生
の
『
塔
の
あ

る
風
景
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
と
り
わ
け
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
川
崎
大

師
平
間
寺
『
お
大
師
さ
ま
と
共
に
』
の
連
載
を
毎
回
楽
し
み
に
し
て

い
た
（『
北
の
仏
教
・
南
の
仏
教
　
塔
の
あ
る
風
景
』
ノ
ン
ブ
ル
社
、

二
〇
〇
二
と
し
て
出
版
さ
れ
た
）。
先
生
の
古
稀
記
念
論
文
集
は
事

情
に
よ
り
書
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
謹
ん
で
そ
の
学
恩
に
感

謝
し
、
遠
藤
祐
純
先
生
に
、
拙
い
な
が
ら
も
本
論
文
を
捧
げ
ま
す
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
仏
塔
、
マ
ン
ダ
ラ
、『
大
日
経
』、
空
海




