
或
は
．
ハ
キ
ス
タ
ン
岐
大
の
ラ
ホ
ー
ル
博
物
館
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
宝
庫
ペ
シ
ャ
ワ
ル
博
物
館
、
辿
跡
の
中
に
建
つ
タ
キ
シ
ラ
、
ス
ワ

ッ
ト
博
物
館
、
そ
し
て
ハ
ッ
ダ
の
美
し
い
ス
ト
ゥ
ッ
コ
を
も
ち
、
東
西
文
化
交
流
の
証
拠
た
る
ベ
グ
ラ
ム
の
出
土
品
、
そ
し
て
ヒ
ン
ズ
ー

ク
シ
ュ
山
脈
の
北
側
の
異
質
の
美
術
を
も
も
つ
多
彩
な
カ
ブ
ー
ル
、
、
、
ユ
ー
ジ
ァ
ム
等
々
何
度
も
何
度
も
尋
ね
歩
い
て
来
た
。
そ
の
中
で
ふ

と
或
る
種
の
仏
像
が
他
の
群
と
異
っ
た
系
統
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
気
付
く
に
至
っ
た
。
即
ち
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
彫
刻
は
ほ
ぼ

単
身
像
か
仏
伝
図
と
い
っ
て
釈
尊
の
生
涯
の
事
績
を
示
す
群
像
パ
ネ
ル
で
あ
る
が
、
》
」
こ
に
と
り
上
げ
た
二
枚
の
写
真
は
そ
れ
ら
と
は
異

質
の
も
の
と
私
に
は
思
わ
れ
て
来
た
。

私
は
イ
ン
ド
・
・
ハ
キ
ス
タ
ン
壬

れ
て
い
た
仏
像
を
尋
ね
て
来
た
。

●
ハ
キ
ス
タ
ン
或

㈲

そ
も
そ
も
仏
像
は
常
識
的
に
ま
ず
二
世
紀
の
中
頃
、
ク
シ
ャ
ン
朝
の
ヵ
’
一
シ
カ
王
の
直
前
に
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
は
力
’
一
シ

カ
王
の
コ
イ
ン
に
仏
の
姿
が
ミ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
以
前
に
仏
像
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
と
大
乗
仏
教
の
推
移

は
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
の
仏
教
遺
跡
や
仏
塔
の
巡
礼
を
重
ね
、
仏
塔
の
ま
わ
り
や
伺
堂
僧
院
の
壁
に
祀
ら

高
橋
堯
昭
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で
一
緒
に
食
を
と
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
１
て
主
辮
か
ら
少
し
は
な
れ
た
山
の
尾
根
に
散
在
す
る
僧
院
か
ら
は
食
器
類
が
多

く
出
土
し
て
い
る
か
ら
、
同
じ
中
心
堺
を
拝
み
な
が
ら
何
ら
か
の
理
由
で
食
嚥
を
共
に
し
な
い
一
団
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
と
報

告
書
は
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
湛
は
二
様
に
考
え
る
。
即
ち
一
つ
は
こ
の
小
乗
教
団
と
異
っ
た
他
の
小
乗
の
グ
ル
ー
プ
の
存
在
か

と
、
然
し
小
乗
数
Ｍ
同
志
は
食
べ
も
の
は
同
じ
だ
か
ら
、
む
し
ろ
食
べ
も
の
が
違
う
大
乗
の
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
注
Ⅱ
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
。
既
成
の
教
団
と
意
見
を
異
に
し
一
緒
に
食
僻
を
し
な
い
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ひ
っ
そ
り
と
山
陰
で
般
若
を
論
じ
ア
ミ
ダ
を
念
じ

令

丑

、

鰹

面
■
１
９
１
１
１ 一

写真A

然
し
力
’
一
シ
カ
王
の
時
代
に
は
大
乗
は
そ
の

芽
萠
を
出
し
て
は
い
た
が
、
未
だ
ほ
と
ん
ど
形

を
な
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
く
、
為
に

教
団
は
小
乗
仏
教
の
み
で
、
大
乗
は
あ
る
と
す

れ
ば
小
乗
の
寺
の
琳
を
拝
み
つ
、
或
ば
在
家
的

に
或
は
小
乗
の
寺
の
片
す
み
に
集
っ
た
小
グ
ル

ー
プ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
私
は

再
三
棲
神
等
に
稿
を
書
い
た
。
こ
れ
を
略
述
す

る
と
。
即
ち
京
都
大
学
の
調
査
隊
が
メ
ハ
サ
ン

ダ
の
山
寺
を
発
堀
し
た
時
、
主
辮
の
近
く
の
僧

院
群
か
ら
は
食
器
類
が
出
土
せ
ず
厨
房
か
ら
の

み
出
土
し
た
。
こ
れ
は
こ
れ
ら
の
僧
達
は
食
堂
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又
法
華
を
訓
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ

れ
が
や
が
て
将
来
大
乗
教
団
に
成
長
し
て
行
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
の
時
期
は
大
乗

を
志
す
グ
ル
ー
プ
は
大
し
た
拠
点
を
こ
そ
も
た

な
か
っ
た
が
そ
の
熱
烈
な
意
欲
と
こ
の
新
運
動

に
加
わ
っ
た
ベ
ー
ダ
文
学
の
粘
通
者
達
に
よ
っ

て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
よ
る
物
凄
い
量
の
教
典

が
作
り
出
さ
れ
て
行
っ
た
。
一
見
教
典
の
み
あ

っ
て
根
拠
と
な
る
寺
の
な
い
「
幻
の
教
団
」
と

大
乗
が
い
わ
れ
た
の
ば
こ
ん
な
理
由
か
ら
で
あ

っ
た
と
思
う
。

だ
か
ら
カ
ニ
シ
ヵ
王
の
保
護
し
た
の
も
当
時

現
存
し
た
小
乗
仏
教
に
外
な
ら
ず
、
為
に
倶
舎
等
の
ア
ビ
ダ
ル
マ
哲
学
が
肢
高
度
に
降
磯
を
極
め
た
。
こ
の
仏
教
の
隆
磯
か
叉
造
像
の
気

運
を
刺
戟
し
た
の
は
論
を
ま
た
な
い
。
「
仏
像
の
起
源
」
の
高
田
博
士
は
仏
像
は
大
乗
に
で
は
な
く
小
乗
で
起
っ
た
と
言
っ
て
い
る
。
た

し
か
に
小
乗
の
時
代
に
起
っ
て
大
乗
仏
教
が
お
こ
っ
た
か
ら
仏
像
が
出
来
た
の
で
は
な
い
。
然
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
小
乗
か
ら
仏
像
が
起

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

小
乗
の
立
場
で
は
我
狩
は
阿
羅
漢
に
達
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
我
狗
と
仏
と
の
間
に
は
深
い
断
絶
が
あ
る
。
だ
か
ら
人
間
の
姿
に
よ
っ
て 写真B サリバロール出土
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仏
で
あ
る
釈
尊
は
と
う
て
い
表
現
出
来
ず
、
有
名
な
サ
ン
チ
ー
の
仏
塔
の
如
く
、
菩
提
樹
ス
ト
ゥ
ー
”
〈
或
は
法
輪
で
仏
を
表
わ
し
た
「
無

仏
の
仏
伝
図
」
が
作
り
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
然
し
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
文
化
所
謂
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
影
響
で
「
そ
の
最
も
完
全
な
人

間
即
神
」
と
い
う
立
場
が
イ
ン
ド
に
し
み
こ
み
、
や
が
て
そ
れ
が
小
乗
の
立
場
で
は
も
り
切
れ
ぬ
「
よ
り
広
い
」
立
場
に
発
展
し
、
そ
こ

か
ら
や
が
て
仏
像
が
形
成
さ
れ
て
来
た
と
い
え
よ
う
。
高
田
博
士
の
い
う
よ
う
に
仏
像
の
作
り
出
さ
れ
た
二
世
紀
の
前
半
に
は
大
乗
の
寺

が
な
く
小
乗
の
象
で
あ
り
、
従
っ
て
小
乗
の
寺
で
仏
像
が
作
り
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
と
、
こ
の
仏
像
を
作
り
出
し
た
立
場
思
想
と
は
月

ら
別
の
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
然
し
な
が
ら
こ
の
出
来
上
っ
た
仏
像
は
依
然
と
し
て
小
乗
仏
教
の
寺
に
収
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
思
想
と

既
成
組
織
と
の
ジ
レ
ン
マ
、
。
ハ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、
こ
れ
が
歴
史
の
微
妙
な
所
だ
と
思
う
。

然
し
て
形
成
さ
れ
た
仏
像
は
既
成
の
小
乗
の
寺
に
安
置
さ
れ
祀
ら
れ
る
か
ら
、
小
乗
の
寺
の
教
儀
に
則
っ
た
も
の
に
限
ら
れ
る
の
は
当

然
で
あ
る
。
例
え
ば
小
乗
は
過
去
七
仏
し
か
認
め
ず
、
雌
史
的
釈
尊
を
中
心
と
す
る
。
写
典
Ｃ
の
シ
ク
リ
出
土
の
ス
ト
ゥ
ー
。
〈
の
燃
灯
仏

供
養
の
パ
ネ
ル
の
如
く
、
因
位
の
釈
尊
の
立
場
を
貫
く
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
私
が
「
何
ら
か
の
異
っ
た
立
場
」
を
感
ず
る
の
は
、
ラ
ホ
ー
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ァ
ム
の
「
舎
術
城
の
神
変
」
写
典
Ａ
と
称
せ

ら
れ
る
も
の
や
、
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
形
式
で
あ
る
．
ヘ
シ
ャ
ワ
ル
博
物
館
の
釈
迦
説
法
図
或
は
、
ヘ
シ
ャ
ワ
ル
博
物
館
、
サ
リ
バ
ロ
ー
ル

出
土
の
釈
迦
説
法
図
写
真
Ｂ
等
の
一
連
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
特
に
注
目
さ
せ
ら
れ
る
の
は
写
爽
Ｂ
で
あ
る
。
釈
尊
を
か
こ
む
無
数

の
仏
達
、
果
し
て
こ
れ
ら
が
小
乗
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
割
り
切
れ
る
も
の
だ
ら
う
か
。
大
乗
で
は
三
世
十
方
一
切
の
世
界
を
認
め
夫
々
に
仏

を
考
え
る
か
ら
無
最
百
千
億
の
諸
仏
の
存
在
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
小
乗
の
釈
迦
一
仏
の
仏
伝
図
と
は
自
ら
鑪
異
が
あ
る
筈
で

あ
る
。
今
あ
げ
た
写
真
Ａ
Ｂ
に
共
通
す
る
大
勢
の
諸
仏
菩
薩
が
、
い
ろ
い
ろ
の
姿
勢
で
仏
陀
の
説
法
に
耳
を
か
た
む
け
て
い
る
。
こ
れ
ら

に
「
法
華
経
の
序
品
」
の
説
相
の
姿
を
私
は
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
こ
の
中
心
の
仏
ば
大
乗
経
典
を
と
く
久
速
の
仏
で
あ
り
、
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厚
一
興
Ｃ

ま
わ
り
は
三
世
十
方
の
諸
仏
で
あ
る
と
思
う
。

こ
れ
ら
の
作
陥
は
作
風
か
ら
ゑ
て
お
お
よ
そ
三
・
四
世
紀
即
ち
Ａ
Ｄ
二

○
○
年
代
か
ら
三
○
○
年
代
に
か
け
て
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら

経
典
史
的
に
ゑ
て
、
当
時
大
乗
思
想
や
教
典
も
出
現
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
を
考
え
合
せ
て
象
れ
ぱ
、
大
乗
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
け
っ
し
て
不
自

然
で
は
な
い
。

然
も
こ
れ
ら
写
真
Ａ
Ｂ
で
代
表
さ
れ
る
一
連
の
仏
達
は
皆
判
で
お
し
た

よ
う
に
迩
薙
座
の
上
に
坐
し
て
い
る
。
所
謂
「
蓮
華
座
上
の
仏
」
と
い
う

の
が
そ
の
特
徴
で
あ
る
。
蓮
華
座
に
つ
い
て
は
「
大
智
度
論
巻
八
」
に

「
諸
仏
は
宝
華
の
上
に
お
い
て
結
珈
畉
坐
し
て
六
波
羅
蜜
を
説
く
（
大
正

一
二
、
九
四
下
と
と
あ
り
、
叉
瀧
樹
の
作
と
さ
れ
る
「
菩
提
資
綴
論
頌
』

に
は
「
造
作
仏
形
像
、
端
雄
勝
蓮
華
」
と
あ
り
、
こ
の
例
証
を
ひ
い
て
韮

華
と
大
乗
の
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
静
谷
正
雄
氏
は
考
証
し
て
い
る
。

こ
れ
を
参
考
に
し
て
考
え
る
と
更
に
更
に
こ
れ
ら
の
プ
レ
ー
ト
は
当
時
支

配
的
で
あ
っ
た
小
乗
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、
当
時
は
確
た
る
大
乗
教
団
が
な
く
、
こ
れ
ら

が
小
乗
の
寺
に
収
め
ら
れ
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て

(2〃）



又
こ
の
燃
灯
仏
の
彫
刻
の
出
現
と
同
時
代
に
然
も
菩
藤
思
想
の
流
布
し
た
こ
の
地
方
で
、
仏
塔
造
立
供
養
を
録
す
る
碑
銘
に
．
切
諸

仏
供
養
の
た
め
」
と
い
う
奉
献
者
銘
が
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
尚
田
博
士
の
言
う
よ
う
に
こ
れ
叉
大
乗
に
限
ら
な
い
で
あ
ら
う
が
、
す
べ

て
を
小
乗
と
見
る
わ
け
に
行
く
ま
い
。
む
し
ろ
小
乗
の
寺
で
も
．
切
諸
仏
供
養
の
た
め
」
と
い
う
考
え
方
に
移
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
時

そ
れ
は
小
乗
が
こ
の
よ
う
な
彫
刻
を
寺
内
に
安
置
し
た
こ
と
は
何
か
し
ら
こ
れ
に
共
感
す
る
よ
う
な
時
代
的
要
請
、
時
代
思
潮
に
な
っ
て

い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
興
味
深
い
問
題
を
投
げ
か
け
て
る
。

○

然
ら
ば
大
乗
の
寺
は
い
つ
頃
起
っ
て
来
る
か
を
記
録
で
み
る
と
、
法
顕
は
烏
喪
（
烏
丈
那
）
国
の
五
百
の
僧
伽
驍
は
、
「
皆
小
乗
学
」

◎

宿
呵
多
国
（
ス
ワ
ッ
ト
）
は
「
其
国
仏
法
亦
盛
」
と
し
て
大
小
を
言
は
ず
、
健
陀
衛
（
ガ
ン
ダ
ー
ラ
）
は
「
其
国
人
多
小
乗
学
」
と
い
つ

◎
◎

て
い
る
か
ら
、
こ
の
皆
と
多
と
の
｝
一
ユ
ァ
ン
ス
の
机
述
か
ら
み
て
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
は
大
乗
は
西
紀
四
百
年
代
の
は
じ
め
絶
無
で
は
な
い
が

大
し
て
な
い
と
考
え
て
い
い
。
こ
れ
が
玄
樂
に
な
る
と
ガ
ン
ダ
ー
ラ
は
大
小
乗
あ
り
、
私
が
問
題
と
す
る
咀
叉
羅
国
（
タ
キ
シ
ラ
）
は
ほ

と
ん
ど
大
乗
に
化
し
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
か
ら
こ
の
間
の
い
ず
れ
か
の
時
に
変
っ
て
行
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
ｏ

口

前
述
の
シ
ク
リ
出
土
の
「
燃
灯
仏
へ
の
供
推
」
写
爽
Ｃ
、
釈
尊
が
前
世
に
老
母
で
あ
っ
た
時
、
仏
の
歩
む
道
が
泥
だ
ら
け
だ
っ
た
の
で

ゴ
ザ
を
敷
い
た
が
未
だ
足
り
な
い
。
そ
こ
で
自
ら
の
髪
を
泥
道
に
敷
い
て
仏
を
通
し
た
と
い
う
有
名
な
ジ
ャ
ー
タ
カ
ｏ
こ
れ
は
因
位
の
釈

尊
の
菩
薩
行
だ
が
、
こ
の
燃
灯
仏
供
義
の
彫
刻
は
こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
に
か
け
て
出
土
し
、
玄
美
の
大
唐
西
城
記
に

も
そ
の
霊
場
が
ジ
ェ
ラ
ラ
》
ハ
ー
ド
に
あ
っ
た
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
燃
灯
仏
の
物
語
の
流
布
し
た
そ
の
地
方
に
、
大
乗
が
寄
し
く
も
起

っ
た
と
い
う
こ
と
は
無
関
係
で
は
な
か
ら
う
。
因
位
の
釈
尊
の
菩
薩
行
を
三
世
十
方
一
切
の
諸
仏
の
立
場
に
拡
大
し
深
化
し
て
行
っ
た
必

然
で
は
な
か
ら
う
か
。
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代
性
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
小
乗
の
立
場
に
立
つ
も
、
こ
の
わ
く
を
は
み
出
し
て
来
た
新
し
い
時
代
新
し
い
思
想
に
興
味

を
ひ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
所
属
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
も
と
も
と
は
小
乗
時
代
の
寺
で
あ
る
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
ヵ
の
大
塔
内

小
伺
堂
か
ら
発
見
さ
れ
た
銀
薄
板
銘
文
に
「
一
切
の
諸
仏
へ
の
供
養
、
諸
鮮
交
仏
へ
の
供
養
、
諸
阿
羅
漢
へ
の
供
養
の
た
め
菩
薩
堂
を
建

立
し
た
」
と
あ
る
の
は
、
当
時
の
新
し
い
思
想
へ
の
反
応
を
示
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。

然
し
て
前
後
す
る
が
こ
の
「
菩
薩
」
と
い
う
言
葉
は
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
の
彫
刻
中
弓
ャ
夫
人
白
象
入
胎
図
」
の
銘
に
は
如
来
（
国
与
叩

色
ぐ
凰
冨
）
と
あ
っ
て
菩
薩
と
は
な
く
、
又
サ
ン
チ
ー
仏
端
の
銘
に
も
菩
薩
と
い
う
言
葉
は
な
い
か
ら
Ｂ
Ｃ
一
五
○
年
頃
を
上
限
と
し
て
Ａ

Ｄ
五
○
年
頃
の
二
百
年
間
に
考
え
出
さ
れ
た
も
の
と
干
漁
博
士
は
想
定
し
て
い
る
。
而
も
前
述
の
如
く
最
初
は
因
位
の
釈
尊
自
体
の
菩
薩

行
だ
っ
た
も
の
が
、
よ
り
徹
底
し
て
三
世
十
方
の
諸
仏
の
夫
灸
の
菩
薩
行
と
い
う
大
乗
へ
の
深
化
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
従
っ
て
こ
の

菩
薩
思
想
を
回
転
軸
と
し
て
深
化
展
開
し
て
い
っ
た
の
が
小
乗
か
ら
大
乗
へ
の
道
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
然
も
こ
の
担
手
が
大
乗
の
ボ
サ

ッ
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
こ
れ
が
経
典
を
編
纂
し
大
乗
運
動
を
展
開
し
て
行
っ
た
の
だ
と
思
う
。

働

私
は
一
九
七
四
年
十
月
。
ハ
キ
ス
タ
ン
の
ラ
ワ
ル
ピ
ン
デ
ィ
に
滞
在
、
こ
こ
か
ら
三
十
キ
ロ
程
の
有
名
な
仏
教
遺
跡
ク
キ
シ
ラ
を
見
学
中

風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
、
ス
ワ
ッ
ト
の
仏
琳
見
学
を
断
念
静
誕
中
、
所
在
な
き
ま
ま
日
参
し
た
タ
キ
シ
ラ
で
、
今
ま
で
見
落
し
て
い
た
重
大

な
も
の
に
気
付
い
た
。
そ
れ
は
何
度
も
何
度
も
見
学
し
た
モ
ラ
モ
ラ
ド
ゥ
の
僧
院
で
「
二
仏
並
座
」
の
座
像
を
三
対
見
付
け
た
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ま
で
は
そ
れ
ら
の
す
ぐ
隣
り
に
あ
る
「
長
老
を
祀
る
記
念
碑
た
る
美
し
い
ス
ト
ゥ
ー
・
こ
に
幻
惑
さ
れ
て
、
こ
の
二
仏
は
見
て

い
た
が
自
覚
し
な
か
っ
た
。
そ
の
証
拠
に
何
度
も
ち
ゃ
ん
と
写
真
に
う
つ
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
僧
院
の
中
、
個
室
の
入
口
と
隣
の
個
室
の
入
口
と
の
間
の
壁
二
米
位
の
空
間
に
、
恰
も
等
身
大
の
仏
像
が
二
つ
同
一
の
台
座
の

(242）
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上
に
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
が
三
組
あ
っ
て
政
府

に
よ
っ
て
金
網
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。
然
し
三

組
と
も
頭
部
は
な
い
。
入
口
よ
り
仮
り
に
写
真

Ｄ
Ｅ
Ｆ
と
す
る
が
こ
の
中
一
番
左
右
相
対
な
の

は
Ｅ
で
あ
る
。
明
ら
か
に
同
一
の
台
座
、
法
衣

の
裾
も
適
当
で
体
も
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
Ｄ
は

左
側
の
仏
の
方
が
少
し
背
が
低
く
太
い
。
又
Ｆ

は
一
番
興
味
あ
る
も
の
で
あ
る
。
左
側
が
少
し

大
き
く
う
つ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
カ
メ
ラ
が

左
側
に
よ
っ
た
せ
い
で
も
あ
り
、
お
ま
け
に
広

角
レ
ン
ズ
の
為
右
側
が
小
さ
く
な
っ
た
が
、
こ

れ
程
の
差
は
な
い
。
然
し
多
少
は
左
側
の
方
が

大
き
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

程
詳
述
す
る
。
こ
の
Ｆ
の
台
座
が
面
白
い
。
光

背
を
も
つ
仏
が
何
体
も
彫
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

帰
国
し
て
か
ら
マ
ー
シ
ャ
ル
の
大
冊
弓
画
閤
冒

(243）



写
真
，

を
承
る
と
、
こ
の
外
に
数
個
の
二
仏
並
座
の
跡
が
あ
り
、
現
在
も
そ
の
ス

ペ
ー
ス
を
も
っ
た
く
ず
れ
た
台
座
が
残
っ
て
い
る
と
あ
っ
た
。
早
速
こ
れ

を
一
九
じ
五
年
様
、
再
調
査
す
る
と
見
取
図
で
×
印
を
つ
け
た
所
に
く
ず

れ
た
台
座
の
石
が
積
ま
っ
て
い
た
。
更
に
こ
の
モ
ラ
モ
ラ
ド
ゥ
の
僧
院
か

ら
三
粁
弱
東
南
の
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
大
塔
の
中
心
塔
を
か
こ
む
奉
献
小
塔

の
群
の
中
、
Ｐ
２
端
と
人
が
や
っ
と
通
れ
る
位
の
せ
ま
い
通
路
で
接
す
る

Ｐ
１
粥
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
砿
に
二
仏
が
一
組
残
さ
れ
て
い
る
の
を
見
付
け

た
。
（
写
真
Ｇ
）
高
サ
五
十
セ
ン
チ
、
巾
三
米
の
台
座
に
一
米
五
十
セ
ン

チ
位
の
坐
像
が
二
つ
並
ん
で
い
る
。
こ
れ
叉
頭
部
は
な
い
し
、
右
側
の
仏

は
右
肩
ま
で
こ
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
以
来
い
ろ
い
ろ
と
文
献
で
二
仏
を
尋
ね
る
と
東
京
博
物
館
紀
要
館

七
号
の
藤
田
国
男
氏
の
論
文
ハ
ッ
ダ
の
項
に
奉
献
ス
ト
ゥ
ー
・
〈
、
タ
パ
ヵ

ラ
ー
ン
の
復
元
図
が
あ
り
そ
こ
に
沢
山
の
二
仏
が
あ
る
。
（
写
真
Ｈ
）

こ
れ
は
、
ハ
ッ
ダ
を
は
じ
め
て
発
堀
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
国
胃
昏
？

匡
粍
の
報
告
書
に
よ
る
か
ら
十
分
信
が
お
け
る
。
叉
こ
の
外
二
仏
が
想
像

さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
の
カ
ブ
ー
ル
東
北
七
十
キ
ロ

か
っ
て
力
’
一
シ
カ
の
都
で
あ
っ
た
カ
ピ
サ
ベ
グ
ラ
ム
の
厨
。
岸
申
も
四
房
目
‐

(2“）



四
口
寺
の
丘
の
斜
面
シ
ョ
ト
ラ
ク
塔
、
そ
の
最
下
段
の
中
央
よ
り
の
二
つ

の
仏
癒
が
下
段
両
翼
の
仏
寵
と
比
し
て
叉
、
こ
の
ハ
ッ
ダ
の
ス
ト
ゥ
ー
。
〈

と
の
類
推
に
於
て
二
仏
が
お
か
れ
た
も
の
と
見
て
い
い
。

こ
の
タ
キ
シ
ラ
か
ら
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
に
か
け
て
の
範
囲
に
こ
の
「
二

仏
」
か
見
出
さ
れ
る
所
が
、
実
は
か
っ
て
燃
灯
仏
の
物
謡
り
の
流
布
し
た

範
囲
と
ダ
ブ
る
。
即
ち
共
通
の
基
盤
の
上
に
立
つ
点
が
興
味
を
ひ
く
。
こ

の
地
こ
そ
菩
薩
思
想
が
流
布
し
、
大
乗
が
成
立
発
展
し
た
地
域
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
地
域
に
「
二
仏
」
が
作
ら
れ
た
。
「
二
仏
」
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
法
華
経
の
宝
辮
品
の
場
面
を
前
提
す
る
も
の
で
、
そ
の
他
に
二
仏

の
思
想
的
根
拠
は
な
い
。
モ
ラ
モ
ラ
ド
ウ
の
勇
仏
（
写
真
Ｆ
）
の
台
座
に

峰
光
背
を
も
っ
た
仏
が
四
五
体
も
彫
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
当
然
こ
の
光
背

を
も
っ
た
仏
よ
り
も
上
位
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
見
学
の
経
験
か
ら
仏
像
は
大
体
一
尊
か
、
或
は
三
尊

か
で
あ
り
他
は
一
尊
に
礼
拝
群
像
叉
は
仏
伝
等
の
物
語
の
彫
刻
で
あ
る
。

特
に
三
尊
形
式
は
か
の
ヵ
’
一
シ
カ
ｆ
奉
献
の
シ
ャ
ジ
キ
デ
リ
ー
大
塔
か
ら

出
土
し
た
舎
利
容
器
、
イ
ン
ド
ラ
と
ブ
ラ
ー
マ
ン
（
梵
天
と
帝
釈
）
を
従

え
た
中
央
釈
尊
の
三
尊
形
式
が
釈
迦
三
尊
弥
陀
三
尊
等
の
三
尊
形
式
の
祖

写
真
Ｅ
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写
真
Ｆ

と
い
わ
れ
て
い
る
。
仏
塔
で
も
、
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
の
チ
ャ
リ
ヵ
ル
南
西

四
キ
ロ
の
ト
ー
プ
ダ
ラ
ー
大
塔
の
主
瀧
が
一
段
と
他
の
魔
よ
り
大
き
く
、

両
翼
に
ク
ロ
ー
録
ハ
ー
形
に
小
龍
を
も
っ
て
い
る
の
も
、
明
ら
か
に
三
尊
形

式
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
三
尊
形
式
は
ま
こ

と
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
今
ま
で
長
い
こ
と
か
か
っ
て
二
尊
の
形
式
を
こ

の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
探
し
求
め
て
来
た
。
然
も
数
年
前
か
ら
現
ラ
ホ
ー
ル
ミ

ュ
ー
ジ
ュ
ア
ム
館
長
の
ダ
ル
氏
に
も
依
頼
し
て
探
し
て
も
ら
っ
て
来
た
が

二
尊
形
式
特
に
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
初
期
の
も
の
で
あ
る
あ
の
黒
色
片
岩
製

の
仏
像
は
遂
に
発
見
出
来
な
か
っ
た
。
し
い
て
二
尊
形
式
を
あ
げ
る
な
ら

ば
仏
像
で
は
な
い
が
、
鬼
子
母
神
像
、
即
ち
ハ
リ
テ
ィ
が
そ
の
夫
パ
ン
テ

ィ
カ
と
並
ぶ
像
し
か
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
ギ
リ
シ
ャ
的
な
風
貌

を
も
ち
、
明
ら
か
に
相
当
に
早
い
時
期
即
ち
二
三
世
紀
の
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
ど
う
し
て
も
二
仏
の
も
の
は
発
見
出
来
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
私
は
か
っ
て
法
華
経
の
成
立
当
時
、
こ
の
ハ
リ
テ
ィ
と

”
ハ
ソ
テ
ィ
カ
の
像
は
相
当
普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
現
在
ガ
ン
ダ

ー
ラ
で
相
当
数
の
像
が
出
土
し
て
い
る
）
か
ら
法
華
経
の
作
者
は
或
は
宝

(246）



塔
州
の
釈
迦
多
宝
の
二
仏
並
離
の
教
義
を
説
明
す
る
の
に
、
こ
の
ハ
リ
テ

ィ
と
パ
ン
テ
ィ
カ
に
そ
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
二
螺
の
形
式
を
あ
み
出
し
た
の

で
は
な
か
ら
う
か
と
考
え
た
程
だ
。

然
し
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
私
の
見
出
し
た
モ
ラ
モ
ラ
ド
ウ
の
二

仏
、
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
の
奉
献
小
琳
の
二
仏
、
ハ
ッ
ダ
の
復
元
図
や
シ
ョ

ト
ラ
堺
の
仏
像
の
時
代
は
三
世
紀
も
終
り
も
終
り
、
む
し
ろ
四
世
紀
か
ら

五
世
紀
の
も
の
で
、
当
時
全
盛
を
誇
っ
た
ス
ト
ゥ
ッ
コ
の
も
の
で
、
二
三

世
紀
の
黒
色
片
岩
製
で
な
い
こ
と
。
こ
の
黒
色
片
岩
製
と
ス
ト
ッ
コ
の
差

が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
黒
色
片
器
製
の
二
仏
を
求
め
た
私
の
努

力
が
報
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
当
時
は
未
だ
大
乗
が
普
及
せ
ず
、
写
真
Ａ

．
Ｂ
の
如
く
大
乗
思
想
と
思
わ
れ
る
彫
刻
も
三
世
紀
後
半
か
ら
四
世
紀
に

か
け
て
出
て
来
る
と
い
う
歴
史
的
な
配
慮
の
縦
除
か
ら
き
て
い
る
と
思

う
。
だ
か
ら
四
五
世
紀
の
ス
ト
ッ
コ
像
に
二
仏
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
こ

れ
が
大
乗
の
発
達
過
程
か
ら
見
て
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

然
し
て
こ
の
ス
ト
ッ
コ
な
が
ら
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
は
珍
し
い
二
尊
形
式
の

仏
達
に
つ
い
て
も
う
一
度
考
え
て
見
よ
う
。

モ
ラ
モ
ラ
ド
ウ
の
僧
院
の
部
屋
の
入
口
の
塗
の
ス
。
ヘ
ー
ス
が
一
尊
で
は

写
真
Ｇ
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毅
を
深
く
雌
し
て
居
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
は

タ
キ
シ
ラ
の
博
物
館
の
中
に
展
示
さ
れ
て
い
る
同
じ
モ
ラ
モ
ラ
ド
ウ
の
寺
の
メ
イ
ン
ス
ト
ゥ
ー
・
〈
か
ら
移
し
た
一
群
の
彫
刻
群
、
そ
の
一

番
両
側
の
柱
と
柱
と
の
間
に
一
見
二
仏
が
坐
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
と
比
較
す
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
台
座
も
違
う
し

そ
の
感
じ
が
全
然
異
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

又
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
ヵ
の
奉
献
小
琳
Ｐ
１
の
壁
而
の
二
仏
に
し
て
も
、
私
の
測
っ
た
所
た
し
か
に
こ
の
両
側
に
一
体
づ
つ
つ
け
足
し
て
四

仏
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
わ
け
は
な
い
。
四
仏
の
例
は
モ
ラ
モ
ラ
ド
ウ
の
僧
院
の
近
く
、
ジ
ャ
ウ
リ
ア
ン
の
山
頂
の
ス
ト
ゥ
ー
？
〈
の
些

絆

奔

狸
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大
き
す
ぎ
る
か
ら
二
尊
に
し
た
と
い
う
偶
然
性

に
つ
い
て
一
歩
下
っ
て
考
え
る
必
要
は
あ
り
は

し
な
い
だ
ら
う
か
。
然
し
こ
の
よ
う
な
場
合
、

大
概
は
一
尊
に
礼
拝
者
や
こ
の
像
を
寄
附
す
る

奉
献
者
の
像
を
入
れ
る
の
が
な
ら
わ
し
に
な
っ

て
い
る
か
ら
、
ス
ペ
ー
ス
を
う
め
る
方
法
に
は

こ
と
か
か
な
い
。
然
も
仏
像
を
作
る
場
合
そ
ん

な
安
易
な
気
持
で
仏
像
を
作
る
筈
は
な
い
か
ら

意
識
的
に
二
仏
と
し
て
作
っ
た
と
考
え
て
い
い

筈
で
あ
る
。
特
に
写
真
Ｆ
の
台
座
に
は
光
背
を

も
つ
仏
を
彫
っ
て
あ
る
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
意
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蝋
に
あ
る
か
ら
四
仏
は
必
ず
し
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
然
し
こ
の
Ｐ
１
の
奉
献
塔
が
は
じ
め
か
ら
四
仏
で
あ
っ
た
ら
Ｐ
２
塔
と
の
間
が

極
端
に
せ
ま
く
な
っ
て
通
り
抜
け
に
不
自
由
に
な
る
、
即
ち
総
道
が
容
易
で
な
く
な
る
。
ど
う
し
た
わ
け
か
Ｐ
１
と
Ｐ
２
は
平
行
で
な
く

写
真
Ｇ
の
二
仏
の
向
う
側
の
Ｐ
１
と
Ｐ
２
と
の
間
が
不
規
則
に
せ
ま
く
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

又
写
真
Ｇ
で
も
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
台
座
は
は
じ
め
か
ら
二
仏
の
た
め
の
台
座
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
四
仏
の
も

の
を
ち
ぢ
め
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
そ
の
椴
造
上
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
だ
か
ら
こ
の
二
仏
は
意
識
的
に
二
仏
と
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う

だ
か
ら
こ
の
二
仏
は
意
識
的
に
二
仏
と
し
て
作
ら
れ
た
と
い
う

と
こ
ろ
が
大
事
な
の
で
あ
る
。

然
し
て
こ
の
二
仏
が
三
対
現
存
し
、
そ
の
他
四
ヶ
所
に

そ
の
跡
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
モ
ラ
モ
ラ
ド
ウ
の
僧
院
は
主

琳
と
僧
院
と
の
間
に
区
切
り
が
あ
る
。
所
謂
「
琳
地
と
僧

地
」
が
俄
然
と
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
小
乗
の
椎
に

則
っ
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
寺
は
も
と
も
と

は
小
乗
仏
教
の
寺
で
あ
る
。
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
ヵ
の
大
塔
の

Ｉ
方
は
堵
と
僧
院
が
は
っ
き
り
と
分
け
ら
れ
て
い
な
い
。
塔

雲
の
ま
わ
り
に
僧
院
の
あ
る
、
そ
し
て
そ
の
所
属
の
は
っ
き

り
し
な
い
黙
で
あ
る
が
、
前
述
の
如
く
ア
ソ
ヵ
王
の
創
建

力
’
一
シ
カ
王
時
代
の
大
改
修
で
あ
る
か
ら
、
未
だ
大
乗
は

な
く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
極
く
わ
ず
か
の
小
グ
ル
ー
プ
に
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欝

写
真
』
ギ
リ
シ
ャ
風
の
鬼
子
母
神

す
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
小
乗
か
、
小
乗
系
統
の

も
の
と
考
え
て
ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
。

玄
美
は
こ
の
タ
キ
シ
ラ
に
つ
い
て
七
世
紀
初

頭
に
「
僧
徒
寡
少
な
か
ら
大
乗
」
と
い
っ
て
大

乗
に
変
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も

玄
笑
の
言
及
し
て
い
る
の
ば
ク
ナ
ー
ラ
鰐
、
バ

ラ
ー
黙
及
び
当
時
の
都
だ
っ
た
シ
ル
ス
ク
等
で

あ
る
が
、
こ
の
タ
キ
シ
ラ
妓
大
の
寺
で
然
も

ク
ナ
ー
ラ
か
ら
山
伝
い
に
行
け
ば
一
粁
に
も
承

た
な
い
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
に
行
か
な
い
筈
は
な

く
、
又
シ
ル
ス
ク
か
ら
捨
身
の
・
・
ハ
ラ
ー
塔
へ
の

途
中
の
、
タ
キ
シ
ラ
有
数
の
僧
院
た
る
モ
ラ
モ

ラ
ド
ゥ
ヘ
立
ち
よ
ら
な
い
筈
は
な
い
か
ら
、
こ

れ
ら
の
寺
が
Ａ
Ｄ
六
百
年
代
の
は
じ
め
に
す
で

に
大
乗
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
邪
実
で
あ
ろ

う
。
更
に
こ
れ
を
示
す
例
と
し
て
タ
キ
シ
ラ
博

物
館
に
収
め
ら
れ
た
モ
ラ
モ
ラ
ド
ウ
の
主
塔
の
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あ
の
荘
大
な
仏
像
群
は
美
術
的
に
見
て
も
大
乗
の
幻
想
的
な
物
語
を
表
現
し
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

更
に
こ
れ
に
関
し
て
一
つ
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
三
対
の
二
仏
並
座
の
中
完
全
な
対
象
的
な
の
は
Ｅ
で
あ
る
と
い
っ
た
。
こ
れ
は
問

題
は
な
い
。
問
題
に
な
る
の
は
Ｆ
で
あ
る
。
写
真
の
レ
ン
ズ
の
せ
い
と
い
え
ど
も
右
側
が
少
し
小
さ
い
。
然
し
ょ
し
ん
ば
少
し
の
大
小
が

あ
っ
て
も
こ
れ
叉
問
題
と
な
ら
な
い
。
釈
迦
多
宝
の
二
仏
、
必
ず
し
も
同
一
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
多

宝
如
来
の
こ
と
を
漢
訳
に
「
全
身
散
ぜ
ざ
る
こ
と
禅
定
に
入
る
が
如
し
」
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
（
岩
波
文
庫
法
華
経
）
「
あ
た
か
も
瞑
想

を
完
成
し
た
か
の
よ
う
に
、
四
肢
が
痩
せ
身
体
は
衰
え
て
…
…
」
と
あ
る
か
ら
そ
の
特
徴
を
表
現
す
る
為
Ｄ
の
よ
う
に
大
小
が
あ
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
。
然
し
問
題
は
台
座
で
あ
る
。
写
真
Ｆ
の
左
側
の
仏
の
台
座
に
は
両
側
に
比
較
的
大
き
な
光
背
を
も
っ
た
仏
、
中
央
は
仏

と
い
う
よ
り
奉
献
者
が
五
人
い
る
。
然
し
右
側
の
方
は
中
央
に
奉
献
者
ら
し
い
の
が
三
人
（
中
央
が
峡
け
て
い
る
か
ら
も
っ
と
い
た
だ
ろ

う
）
い
て
両
側
の
光
背
を
も
っ
た
仏
は
い
な
い
。

そ
れ
に
加
え
て
左
側
の
仏
の
膝
が
右
側
の
仏
の
膝
の
法
衣
の
中
に
め
り
こ
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
も
し
か
す
る
と
左
側
を
先
に
作
っ
て
あ

と
か
ら
右
側
を
作
り
足
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
（
そ
れ
に
し
て
は
背
後
の
壁
か
ら
は
象
出
な
い
で
ピ
ッ
タ
リ
ニ
体
が
壁
の
ス
。
ヘ
ー
ス
に

収
ま
っ
て
い
る
所
が
不
思
縦
だ
が
）
も
し
後
か
ら
つ
ぎ
足
し
て
二
仏
に
し
た
と
す
る
な
ら
、
一
仏
で
あ
っ
た
時
代
か
ら
二
仏
が
要
諦
さ
れ

る
時
代
に
移
り
行
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
左
側
の
仏
を
作
っ
て
か
ら
そ
う
時
代
の
経
た
な
い
早
い
時
点
で
、
な

ぜ
な
ら
両
者
を
比
較
す
る
に
ほ
と
ん
ど
新
旧
の
蓋
は
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
こ
れ
は
二
仏
を
こ
の
僧
院
が
信
仰
し
採
用
す
る
よ

う
に
な
っ
て
行
っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
時
代
に
な
る
と
Ｅ
の
よ
う
な
完
全
に
一
元
的
な
二
仏
が
作

り
出
さ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
然
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
想
像
で
あ
っ
て
仏
像
製
作
の
前
後
を
示
す
資
料
は
な
い
。

酬‐
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こ
う
考
え
て
来
る
と
大
体
何
世
紀
頃
に
大
乗
の
寺
は
現
れ
又
小
乗
の
寺
は
大
乗
化
し
て
行
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
こ
れ
を
四
五
世
紀

と
考
え
た
い
。
も
し
か
す
る
と
こ
れ
以
前
「
舎
衛
城
の
神
変
」
の
彫
刻
の
出
て
来
た
三
世
紀
の
後
半
に
も
大
乗
に
共
鳴
し
た
一
部
の
も
の

は
或
は
出
た
か
も
知
れ
ぬ
が
、
常
識
的
に
は
こ
の
ス
ト
ッ
コ
の
仏
像
、
そ
し
て
こ
の
仏
像
の
安
置
さ
れ
た
壁
の
構
造
（
写
真
Ｇ
参
証
）
か

ら
見
て
四
五
世
紀
と
ゑ
て
間
違
い
な
か
ろ
う
と
思
う
。

特
に
こ
の
地
方
は
白
フ
ン
の
攻
撃
で
寺
が
こ
わ
さ
れ
再
び
造
塔
造
像
の
力
が
な
く
な
っ
て
了
っ
た
か
ら
、
白
フ
ン
の
伐
入
を
五
世
紀
の

中
期
と
し
て
、
こ
れ
を
年
代
的
に
下
限
と
し
て
考
え
て
い
い
、
更
に
こ
の
ス
ト
ゥ
ッ
コ
彫
刻
の
隆
盛
は
キ
ダ
ラ
ク
シ
ャ
ン
の
侵
入
に
よ
っ

て
雌
盛
を
み
た
か
ら
、
キ
ダ
ラ
ク
シ
ャ
ン
の
伐
入
が
四
世
紀
半
ば
だ
か
ら
、
こ
れ
を
上
限
と
し
て
四
世
紀
半
ば
か
ら
五
世
紀
の
中
頃
ま
で

に
、
こ
の
二
仏
が
作
ら
れ
た
と
見
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
然
も
こ
の
二
仏
を
何
組
も
、
か
く
意
識
的
に
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
作
り
出

し
た
の
は
大
乗
教
団
の
成
立
を
意
味
し
、
又
小
乗
か
ら
大
乗
へ
の
転
宗
が
あ
っ
た
と
ゑ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
四
世
紀
か

ら
五
世
紀
に
か
け
て
法
華
経
を
中
心
と
す
る
大
乗
仏
教
教
団
が
こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
に
か
け
て
流
布
し
て
い
た
こ
と

も
前
述
の
二
仏
を
祀
っ
た
僧
院
や
仏
塔
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
又
こ
の
タ
キ
シ
ラ
や
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
そ
う
速
く
な
い
カ
シ
ミ
ー
ル

ギ
ル
ギ
ッ
ト
か
ら
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
法
華
経
が
出
土
し
て
い
る
事
実
か
ら
も
十
分
裏
付
け
ら
れ
る
と
思
う
。

要
す
る
に
黒
色
片
岩
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
に
二
仏
並
座
が
な
く
、
ス
ト
ゥ
ッ
コ
に
そ
れ
が
あ
る
の
は
こ
の
小
乗
か
ら
大
乗
へ
の
移
行
の

時
間
性
を
示
し
て
い
る
と
共
に
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
の
中
特
異
の
〃
舎
衛
城
の
神
変
″
と
称
さ
れ
る
一
連
の
パ
ネ
ル
が
仏
教
の
歴
史
、
特

に
大
乗
仏
教
の
発
生
と
展
開
を
知
る
上
に
重
要
な
資
料
を
与
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
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