
筆
者
は
東
西
で
ま
こ
と
に
対
照
的
な
像
を
発
見
し
非
常
な
興
味
を
感
じ
て
い
る
。
一
つ
は
弥
勒
菩
薩
像
の
胸
で
二
頭
の
竜
が
向
き
合
っ

て
経
筒
や
宝
珠
を
く
わ
え
て
い
る
像
で
あ
宛
、
も
う
一
つ
は
ロ
ー
マ
皇
帝
ト
ラ
ャ
ヌ
ス
の
鎧
の
胸
の
メ
ド
ウ
ー
サ
の
像
で
あ
る
。
メ
ド
ウ
ー

（
２
）

サ
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
椛
、
そ
の
髪
の
毛
が
一
本
一
本
蛇
と
い
う
こ
の
神
は
多
産
豊
穣
の
神
と
し
て
西
ア
ジ
ア
か
ら
ロ
ー
マ
帝
国
の
領
域

に
か
け
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
。
為
に
ト
ラ
ャ
ヌ
ス
帝
も
こ
の
神
に
あ
や
か
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

問
題
は
そ
の
後
の
二
つ
の
像
の
運
命
で
あ
る
。
竜
は
現
在
に
至
る
ま
で
依
然
と
し
て
「
仏
法
の
守
謹
神
」
「
幸
運
の
神
」
と
し
て
寺
や

犀
雪
黍
の
中
に
祀
ら
れ
て
い
る
塊
、
一
方
の
ト
ラ
ャ
ヌ
ス
帝
の
胸
の
メ
ド
ウ
ー
サ
は
悲
惨
な
運
命
を
た
ど
っ
て
行
っ
滝
。
共
に
地
母
神
。
大

地
の
神
そ
し
て
多
産
豊
穣
の
幸
福
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
来
た
の
に
、
天
な
る
神
・
一
神
教
が
成
立
す
る
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
は
地
母
神
・

多
神
教
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
、
見
せ
し
め
の
如
く
、
次
々
と
壊
わ
さ
れ
た
り
、
又
地
下
水
槽
深
く
、
土
台
の
下
に
「
横
倒
し
」
に
さ
れ
た

（
６
）

り
、
「
逆
さ
ま
」
に
さ
れ
た
り
し
て
封
じ
込
め
ら
れ
て
行
っ
た
。
こ
の
地
母
神
に
対
す
る
東
西
の
考
え
方
の
対
比
が
重
要
に
思
え
る
。
即

ち
こ
こ
に
東
西
の
文
化
の
特
徴
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
小
論
は
「
胸
に
彫
ら
れ
た
像
」
を
介
し
て
東

西
の
文
化
を
比
較
対
照
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
。

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ

１
１
東
西
文
化
の
比
較
対
照
Ｉ

高
橋
堯
昭

(57）
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地
母
神
の
代
表
大
神
ア
ル
テ
ミ
ス
（
ア
ン
タ
リ
ァ
博
物
館
）
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素
朴
な
技
術
し
か
も
て
な
か
っ
た
古
代
の
人
々
は
大
自
然
の
一
寸
し
た
気
候
変
動
に
も
、
収
穫
は
皆
無
に
な
り
、
大
き
く
そ
の
運
命
を

左
右
さ
れ
て
来
た
。
そ
こ
で
人
々
は
こ
の
す
べ
て
を
育
く
み
育
て
て
く
れ
る
大
地
の
神
に
、
ひ
た
す
ら
収
穫
と
幸
せ
を
祈
る
為
に
土
を
こ

れ
、
小
さ
な
人
形
の
よ
う
な
像
を
作
っ
た
。
こ
れ
が
地
母
神
像
で
あ
麺
。
然
し
不
思
議
な
こ
と
に
、
何
の
連
絡
も
な
い
遠
隔
の
地
で
も
又

時
間
的
に
何
千
年
と
い
う
差
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
非
常
に
似
て
い
る
。
例
え
ば
西
ア
ジ
ア
の
大
古
の
も
の
も
、
日
本
の
縄
紋
時
代
の
も

の
も
非
常
に
似
て
い
る
。
「
乳
部
」
や
「
腰
」
が
物
凄
く
大
き
く
、
陰
部
が
は
っ
き
り
く
ま
ど
ら
れ
て
い
麺
。
女
性
が
子
を
産
み
育
て
る

こ
と
に
「
増
え
る
」
こ
と
を
見
、
作
物
の
増
産
・
種
族
の
繁
栄
を
み
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
人
類
が
農
耕
を
は
じ
め
た
頃

か
ら
既
に
猿
得
し
て
い
た
共
通
の
考
え
方
に
よ
り
似
か
よ
っ
た
像
が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
所
謂
エ
リ
ア
ー
冠
の
言
っ
「
鋤
は
男
根
に
、

鋤
き
返
さ
れ
た
地
面
は
女
性
と
み
な
さ
れ
、
大
地
は
生
殖
の
子
宮
。
生
命
の
再
生
力
の
尽
き
る
こ
と
の
な
い
創
造
と
活
力
を
保
持
し
た
大

地
聖
即
ち
地
母
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ギ
リ
シ
ャ
神
話
で
は
、
こ
の
地
母
神
を
「
大
地
（
ガ
イ
ァ
）
が
万
物
の
祖
と
し
て
君
臨
し
て
い
た
。
大
地
は
女
性
で
男
性
で
あ
る
天

（
ウ
ラ
ノ
ス
）
と
交
っ
て
子
を
産
ん
だ
」
と
表
現
し
た
。
即
ち
大
地
こ
そ
神
々
の
系
譜
の
根
源
と
し
て
重
視
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
も
前
述
の
よ
う
に
、
農
耕
民
的
発
想
で
、
男
性
で
あ
る
天
か
ら
の
雨
を
貯
え
、
植
物
を
生
育
さ
せ
穀
物
を
実
ら
せ
る
の
が
こ
の
大

地
と
い
う
こ
と
か
ら
、
所
謂
大
地
の
生
命
力
生
殖
力
を
強
調
し
た
木
偶
様
の
も
の
か
ら
、
地
中
か
ら
出
る
も
の
で
こ
れ
を
象
徴
す
る
よ
う

に
な
っ
て
来
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
天
に
も
達
す
る
か
の
如
き
大
槻
、
は
た
又
大
地
か
ら
涌
現
し
た
よ
う
な
奇
岩
・
洞
窟
、
そ
し
て
大

（
肥
）

地
か
ら
は
い
出
し
て
来
る
「
蛇
」
等
々
で
あ
る
。

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

◇
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イ
ン
ド
で
は
、
こ
う
し
た
生
命
力
の
地
母
神
を
「
樹
神
」
や
「
地
神
」
と
し
て
表
し
て
い
た
。
あ
の
暑
い
イ
ン
ド
で
は
人
々
の
生
活
は

（
鴫
）

い
き
お
い
樹
の
下
に
な
り
岩
の
洞
窟
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
カ
ル
ラ
ー
・
パ
ジ
ャ
ー
等
の
西
南
イ
ン
ド
の
窟
院
の
如
く
、
洞
窟
は
夏
は
ひ
ん

や
り
し
、
冬
は
火
を
た
く
と
い
つ
ま
で
も
暖
か
い
か
ら
人
々
は
そ
の
中
で
生
活
し
易
か
っ
た
為
で
あ
る
。

ま
ず
樹
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
農
村
で
は
大
樹
の
下
に
家
が
作
ら
れ
、
牛
や
家
畜
を
飼
う
。
暑
い
日
中
で
は
老
い
も
若
き
も
樹
の
下
で

ご
ろ
ご
ろ
昼
寝
し
て
い
る
。
日
を
き
め
て
ひ
ら
か
れ
る
「
市
」
も
、
大
樹
の
下
を
ぐ
る
り
と
巡
っ
て
店
の
列
が
作
ら
れ
る
。
町
に
行
く
と

自
転
車
屋
も
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
屋
も
樹
の
下
に
店
を
ひ
ら
く
。
横
町
で
は
大
地
に
手
を
か
け
、
頭
を
太
い
幹
に
こ
す
り
つ
け
て
い
る
者
を

よ
く
み
か
け
る
。
筆
者
は
最
初
の
頃
樹
の
下
で
用
を
足
し
て
い
る
と
思
っ
た
程
で
あ
る
。
実
は
そ
う
で
は
な
い
、
そ
の
樹
の
幹
に
は
赤
い

（
肥
）

粉
が
ぬ
ら
れ
、
又
樹
の
下
に
は
小
さ
な
祠
が
あ
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
供
え
も
の
（
プ
ジ
ャ
ー
）
が
し
て
あ
る
。
祠
の
な
い
場
合
で
も
赤
く
塗

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

蛇
は
冬
眠
か
ら
さ
め
て
大
地
か
ら
出
て
来
る
や
脱
皮
し
て
成
長
す
る
。
そ
の
脱
皮
に
古
代
人
は
再
生
を
見
、
又
男
根
に
似
た
頭
で
一
撃

の
も
と
に
他
を
殺
し
、
た
た
い
て
も
、
半
分
に
切
っ
て
も
動
い
て
い
る
た
く
ま
し
さ
。
又
そ
の
交
合
は
延
々
二
十
時
間
に
も
及
ぶ
と
言
わ

れ
る
そ
の
生
命
力
に
、
蛇
こ
そ
地
母
神
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
た
の
は
ご
く
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
紀
元
前
三
千
年
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ャ
の

マ
リ
遺
跡
か
ら
出
土
し
て
い
る
前
頁
の
写
真
の
像
や
、
又
「
二
匹
の
蛇
が
か
ら
み
合
い
キ
ッ
ス
し
て
い
る
蝿
、
紀
元
前
一
六
○
○
年
の
ク

レ
ー
タ
島
の
「
両
手
に
蛇
を
も
つ
」
大
地
母
神
像
は
こ
う
し
た
古
代
人
の
考
え
方
を
表
し
て
い
る
。
共
に
大
地
の
生
命
力
を
表
す
地
母
神

（
Ｍ
）

乃
至
そ
の
象
徴
・
お
使
い
と
も
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
に
も
縄
文
土
器
に
マ
ム
シ
の
装
飾
の
つ
い
た
も
の
が
あ
る
。
ま
さ

に
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
同
じ
考
え
方
、
同
じ
彫
刻
が
残
さ
れ
て
い
る
。

◇

(〃）
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隣
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ら
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叉
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サ
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ら
れ
供
え
も
の
が
し
て
あ
る
。
大
樹
そ
の
も
の
が
祠
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
大
樹
を
大
地
の
生
命
力
の
表
現
、

地
母
神
の
象
徴
と
し
て
信
仰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
大
地
の
生
命
力
は
前
述
の
如
く
、
樹
だ
け

で
は
な
い
。
快
適
な
洞
窟
の
中
で
の
生
活
か
ら
「
地
の

神
」
と
い
う
考
え
方
が
出
、
や
が
て
、
こ
れ
ら
を
人
間

の
体
で
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
ヤ
ク
シ
ャ
。

樹
下
ヤ
ク
シ
ニ
ー
（
バ
ー
ル
フ
ッ
ト
出
土
）

（
カ
ル
カ
ッ
タ
博
物
館
蔵
）

(62）



こ
れ
は
西
ア
ジ
ヤ
や
地
中
海
沿
岸
で
も
事
情
は
似
て
い
る
。
前
述
の
如
く
西
紀
四
千
年
頃
の
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ャ
の
ウ
ル
遺
跡
に
は
王
と
思

わ
れ
る
人
物
が
両
手
に
大
蛇
を
も
っ
た
浮
彫
り
が
あ
り
、
前
三
千
年
頃
の
マ
リ
遺
跡
に
は
容
器
に
二
匹
の
蛇
が
か
ら
ま
り
合
っ
て
い
る
。

（
釦
）

又
大
地
母
神
イ
シ
ュ
タ
ー
ル
の
神
像
も
、
「
蛇
目
の
イ
シ
ュ
タ
ー
ル
」
と
い
っ
て
蛇
の
よ
う
な
目
を
も
っ
た
像
も
数
多
く
出
土
し
て
い
る
。

（
副
）

更
に
又
前
六
百
年
頃
の
ク
レ
ー
タ
島
出
土
の
像
に
は
大
地
母
神
像
が
両
手
に
蛇
を
も
つ
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
彫
刻
か
ら
蛇
を
大
地
の
生

命
力
の
象
徴
と
し
て
崇
拝
す
る
信
仰
が
こ
の
地
方
に
あ
っ
た
。
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
当
時
こ
の
地
方
が
農
耕
地
で
、
大
地
は
豊
か
な
母
と
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
例
は
枚
挙
に
邉
ま
な
い
。

ヤ
ク
シ
ー
（
夜
叉
宅
）
で
あ
る
。
更
に
、
頭
は
象
や
ワ
ニ
、
尻
つ
ぼ
が
魚
や
蛇
と
い
う
「
マ
カ
ラ
」
で
こ
の
大
地
の
生
命
力
を
表
現
す
る
よ

う
に
な
る
。
然
し
何
よ
り
民
衆
に
強
い
信
仰
を
も
っ
て
い
る
の
は
「
ナ
ー
ガ
（
蛇
）
」
（
ガ
ン
ダ
ー
ラ
で
は
竜
）
で
あ
る
。
コ
プ
ラ
は
暑
い

イ
ン
ド
で
は
実
に
恐
ろ
し
い
生
き
も
の
で
、
現
代
で
も
年
々
多
数
の
人
命
が
失
わ
れ
て
い
る
ト
ー
テ
ム
獣
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
ト
ー
テ

ム
の
常
と
し
て
「
怖
ろ
し
い
も
の
は
、
逆
に
そ
の
強
い
力
で
我
々
か
ら
悪
魔
を
撃
退
し
て
く
れ
る
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
て
蛇
は
多
く
の
も
の
の
中
に
「
守
謹
神
」
と
し
て
彫
ら
れ
、
例
え
ば
仏
塔
を
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
に
し
て
い
る
も
唾
、
寺
の
屋
根
の
棟

は
大
蛇
の
胴
体
、
瓦
は
ウ
ロ
コ
、
柱
も
蛇
が
ぐ
る
ぐ
る
巻
き
だ
し
、
橋
の
欄
干
も
蛇
蝿
の
も
の
ま
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
民
家

の
中
に
も
蛇
や
竜
が
あ
ち
こ
ち
に
彫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
る
。
こ
れ
程
蛇
は
民
衆
の
生
活
の
中
に
生
き
て
い
る
。

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

◇ 。

(”）



胸
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彫
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た
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と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
稿
）

や
が
て
こ
の
農
耕
民
的
思
考
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
う
け
つ
が
れ
、
地
中
海
の
沿
岸
、
特
に
小
ア
ジ
ア
（
ト
ル
コ
の
沿
岸
地
方
）
に
ギ
リ

（
錘
）

シ
ャ
の
植
民
都
市
が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
、
ギ
リ
シ
ャ
神
殿
が
作
ら
れ
て
行
っ
た
。
そ
し
て
メ
ド
ゥ
ー
サ
像
は
こ
こ
に
数
多
く
彫
ら
れ
て

行
っ
た
。
こ
れ
ら
の
地
方
が
農
耕
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
為
に
多
産
や
収
穫
の
増
大
を
祈
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

然
し
、
人
類
の
精
神
史
の
上
に
変
化
が
起
っ
て
来
た
。
大
地
の
神
か
ら
天
な
る
神
へ
と
の
転
換
が
行
わ
れ
て
行
っ
た
。
こ
れ
は
母
系
制

社
会
か
ら
父
系
制
社
会
へ
の
変
化
、
村
落
共
同
体
か
ら
巨
大
な
中
央
集
権
国
家
へ
と
の
社
会
政
治
経
済
体
制
へ
の
変
化
に
か
か
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
女
性
原
理
中
心
の
社
会
か
ら
男
性
原
理
中
心
社
会
へ
の
変
化
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
変
化
の
何
よ
り
も

大
き
な
要
因
は
、
大
地
の
再
生
力
の
根
源
と
な
る
降
水
量
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
西
ア
ジ
ア
を
は
じ
め
イ
ン
ダ
ス
流
域
に

至
る
ま
で
気
候
に
変
化
が
起
り
つ
つ
あ
っ
た
。
西
紀
前
約
一
五
○
○
年
頃
か
ら
こ
の
傾
向
は
一
層
顕
著
に
な
っ
た
。
今
ま
で
降
雨
に
よ
っ

て
の
豊
潤
な
国
土
の
乾
燥
化
が
進
み
、
砂
漠
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
従
っ
て
住
民
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
を
は
ぐ
く
み
育
て
る
大
地
に

生
命
力
が
感
ぜ
ら
れ
な
く
な
り
、
雷
が
鳴
っ
て
雨
を
降
ら
せ
る
天
な
る
獺
の
方
が
住
む
人
に
と
っ
て
は
有
難
く
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

こ
う
し
た
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
、
紀
元
前
一
五
○
○
年
頃
か
ら
「
蛇
を
殺
す
神
々
」
が
登
場
し
て
来
た
。
所
謂
「
天
な
る
神
」
の

一
神
教
の
成
立
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
つ
が
バ
ー
ル
神
の
成
立
で
あ
る
。
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
畔
の
町
テ
ル
ク
か
ら
出
土
し
た
バ
ー
ル
神
の
彫

像
が
そ
れ
で
あ
る
。
即
ち
ア
ッ
シ
リ
ャ
王
ト
ウ
ク
テ
イ
ー
ニ
マ
タ
ニ
世
が
西
紀
前
八
八
五
年
に
建
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
の
鯛
に
は
、

左
手
に
角
の
生
え
た
蛇
を
に
ぎ
り
し
め
、
右
手
で
斧
を
振
り
下
ろ
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
一
神
教
が
成
立
し
て
来
る
と
、
多
く
の
地

母
神
信
仰
が
追
放
さ
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の
最
た
る
も
の
が
旧
訳
聖
書
に
あ
る
「
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
に
禁
断
の
木
の
実

を
食
べ
る
よ
う
誘
惑
し
た
の
が
蛇
で
あ
亙
些
》
と
い
う
神
話
の
成
立
で
あ
る
。
地
母
神
た
る
蛇
を
悪
の
権
化
と
し
て
否
定
し
よ
う
と
す
る
意

て
行
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

(“）



図
が
は
っ
き
り
見
え
る
。
更
に
「
多
神
教
の
町
ソ
ド
ム
が
神
の
業
火
で
焼
か
れ
る
時
、
ふ
り
返
る
な
ふ
り
返
る
と
石
に
化
式
壁
）
等
々
の
シ
ー

ン
は
、
こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
大
地
の
神
多
神
教
を
攻
撃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

パール神（シリア・アレツポ博蔵）右手に蛇、左手に斧

(BC885年）

（65）



胸
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彫
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れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

こ
う
し
た
宗
教
、
ユ
ダ
ヤ
教
を
ひ
き
つ
い
だ
一
神
教
キ
リ
ス
ト
教
が
ひ
ろ
が
っ
て
来
る
と
、
多
神
教
の
神
殿
や
ギ
リ
シ
ャ
の
神
殿
が
壊

曇

鰯〃 〕
ザ 必

譲

1

3勺覇騨姦

汗

争竜

i灘驫デ 蝋
譲溌

零鋤鰯電躍

さ
れ
、
そ
の
石
材

を
使
っ
て
教
会
や

関
連
の
建
物
が
建

蔵
て
ら
れ
て
行
っ
た
。

率
そ
の
時
、
最
も

卜
苛
酷
な
運
命
に
さ

ノサ
ら
さ
れ
た
の
は
ギ

ウ
川
ノ
シ
ヤ
神
彗
頚
妙
趣
酎
々

ド必
の
う
ち
の
メ
ド
ゥ
ー

噸
サ
で
あ
る
。
そ
の

醸
毛
が
一
本
一
本
蛇

帝ス
と
い
わ
れ
る
怪
奇

ヌァ
な
姿
の
神
は
、
そ

り下
の
蛇
と
い
う
地
母

ノ

神
・
多
神
教
の
神

と
い
う
こ
と
か
妻
貝

（66）



函

守

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
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メ
ド
ゥ
ー
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（
高
橋
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錦

1

鯵
鋳騨

＃
》
・

恥
唾
琴
字
“
、
廷
啄
唾
毎
Ｆ

ド

、 今浄

も＃

鎮
逆さまに封じ込まれたメドゥーサ像イスタンブール地下水槽
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彫
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た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

か
っ
て
は
ギ
リ
シ
ャ
の
植
民
都
市
全
域
、
特
に
小
ア
ジ
ア
の
農
耕
地
帯
に
メ
ド
ゥ
ー
サ
は
豊
穣
多
産
の
神
と
し
て
広
く
信
仰
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の
像
は
こ
と
ご
と
く
壊
さ
れ
て
行
っ
た
。

メ
ド
ウ
ー
サ
は
見
る
か
ら
に
気
持
の
悪
い
姿
で
も
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
に
は
神
殿
の
正
面
玄
関
の
菊
に
飾
ら
れ
た
り
、

柱
や
部
屋
の
壁
の
随
所
に
彫
ら
れ
る
ば
か
り
か
、
王
の
鎧
の
胸
に
ま
で
彫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

即
ち
ト
ル
コ
南
部
の
ア
ン
タ
リ
ャ
市
の
東
の
ベ
ル
ゲ
遺
跡
出
土
の
ロ
ー
マ
皇
帝
ト
ラ
ャ
ヌ
ス
帝
（
西
紀
九
七
’
二
七
年
竜
や
ハ
ド
リ

ア
ヌ
ス
帝
（
西
紀
三
七
’
一
三
八
年
）
の
像
で
あ
る
。
こ
の
二
人
の
皇
帝
は
ロ
ー
マ
が
最
も
繁
栄
し
た
時
代
の
皇
帝
で
、
特
に
ト
ラ
ャ

ヌ
ス
帝
は
伝
統
的
な
ロ
ー
マ
の
宗
教
の
復
活
に
努
め
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
迫
害
し
た
皇
帝
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
人
の
皇
帝

が
つ
け
て
い
た
鎧
の
胸
元
に
は
メ
ド
ゥ
ー
サ
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
如
何
に
キ
リ
ス
ト
教
の
拡
大
以
前
に
、
こ
の
メ
ド
ゥ
ー
サ
が
広
く
豊
穣

の
神
・
幸
運
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ひ
ろ
が
っ
て
来
る
と
、
メ
ド
ゥ
ー
サ
像
は
こ
と
ご
と
く
壊
さ
れ
て
行
っ
た
。
特
に
ユ
ス
テ
ィ
ニ
ァ
ス
帝
が
東

ロ
ー
マ
帝
国
の
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
（
現
在
の
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
）
に
ア
ャ
ソ
フ
ィ
ァ
を
は
じ
め
と
す
る
教
会
関
連
の
建
物

の
大
工
事
を
行
う
に
際
し
、
地
下
宮
殿
と
よ
ば
れ
る
大
貯
水
槽
を
作
っ
た
時
、
一
番
奥
ま
っ
た
柱
の
土
台
と
し
て
、
こ
の
メ
ド
ゥ
ー
サ
を

埋
め
て
し
ま
っ
た
。
一
つ
は
「
横
向
き
」
に
、
も
う
一
つ
は
「
逆
さ
ま
」
に
し
て
、
恰
も
封
じ
込
め
る
か
の
如
く
、
深
い
深
い
暗
黒
の
地

下
水
槽
の
奥
底
に
埋
め
て
し
ま
っ
た
。

近
年
の
大
貯
水
槽
の
水
を
ぬ
い
て
大
修
理
が
行
わ
れ
た
時
、
こ
れ
が
偶
然
発
見
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
事
実
か
ら
一
神
教
の
あ
く
な
き
多

神
教
の
排
除
追
求
の
は
げ
し
さ
、
否
そ
の
追
求
の
執
念
を
見
る
思
い
に
か
ら
れ
る
の
は
筆
者
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
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こ
れ
に
対
し
て
東
洋
の
宗
教
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
ア
シ
ョ
カ
の
摩
崖
証
勅
が
如
実
に
示
し
て
い
る
。

「
み
ず
か
ら
の
宗
派
に
対
す
る
信
仰
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
の
宗
派
の
み
を
賞
揚
し
、
或
い
は
他
の
宗
派
を
難
ず
る
者
は
、
こ
の
よ
う

に
な
す
為
、
か
え
っ
て
一
層
み
ず
か
ら
の
宗
派
を
そ
こ
な
う
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
も
っ
ぱ
ら
、
互
い
に
法
を
聞
き
合
い
、
又
そ
れ
を
敬

（
調
）

信
す
る
為
に
、
す
べ
て
和
合
す
る
こ
と
こ
そ
善
で
あ
る
」
と
あ
る
如
く
、
一
つ
が
成
立
す
る
と
他
を
す
べ
て
否
定
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
特
に
仏
教
は
す
べ
て
の
宗
教
を
自
己
の
中
に
と
り
込
み
、
そ
の
神
々
を
自
己
の
中
に
守
護
神
と
し
て
と
り
入
れ
て
行
っ
た
。
こ
う
し

た
寛
容
性
・
和
の
宗
教
、
こ
れ
が
仏
教
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
と
り
わ
け
強
い
包
容
性
を
も
つ
の
が
法
華
経
で
あ
る
。

法
華
経
は
ユ
ニ
ー
ク
な
経
典
で
あ
る
。
す
べ
て
の
神
々
、
す
べ
て
の
文
化
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
を
包
み
込
ん
で
い
る
経
典
で
あ
る
。
方
便

品
を
中
心
と
す
る
前
半
で
は
縁
起
の
理
法
の
解
明
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
存
在
の
成
仏
の
可
能
性
を
解
明
、
従
っ
て
三
乗
は
否
定
さ
る
べ

き
も
の
で
は
な
く
、
一
仏
乗
へ
の
方
便
と
し
て
包
容
し
て
い
る
。
寿
量
品
で
は
仏
陀
の
時
間
空
間
で
の
超
越
性
を
示
し
、
仏
陀
の
方
か
ら

手
を
さ
し
の
べ
す
べ
て
を
包
ん
で
く
れ
る
慈
悲
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
筆
者
に
と
っ
て
の
最
大
関
心
事
は
第
二
十
三
品
（
妙
法
華
経
）

以
後
の
諸
神
の
包
容
摂
取
と
、
そ
の
夫
々
の
神
々
を
法
や
行
者
守
護
の
神
と
し
て
い
る
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
仏
教
と
い
う
よ
り
、
東
洋
的

知
性
・
文
化
の
一
大
特
質
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
の
機
会
で
論
究
し
て
来
た
。
然
し
今
回
は
西
ア
ジ
ア
の
地
母

神
が
一
神
教
に
よ
っ
て
排
撃
駆
逐
さ
れ
て
行
っ
た
プ
ロ
セ
ス
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
母
神
関
連
の
神
々
に
つ
い
て
項
を
追
っ
て
レ

ジ
メ
程
度
に
略
述
し
て
比
較
対
照
の
資
と
し
た
い
。

(ｲ）

（
魂
）

樹
嘩
仲
の
包
容

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

◇

(69）



胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

仏
錘
叡
の
中
に
は
樹
挿
・
夜
叉
信
仰
等
仏
教
以
前
の
神
々
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
否
む
し
ろ
麹
専
も
そ
れ
以
前
の
宗
教
の
中
で
育
っ

て
来
た
と
い
え
る
。
諸
仏
典
に
よ
る
と
、
釈
尊
の
生
れ
る
際
マ
ャ
夫
人
は
樹
神
に
詣
で
樹
の
枝
を
も
っ
と
釈
尊
が
誕
生
凶
、
誕
生
の
宮
参

り
に
樹
神
に
詣
で
る
と
、
樹
神
は
「
そ
の
子
こ
そ
、
『
神
の
中
の
神
』
と
し
て
逆
に
ひ
ざ
ま
づ
い
迄
〕
）
と
い
う
話
が
出
来
た
。
や
が
て
釈

尊
が
出
家
出
城
の
時
、
大
地
か
ら
夜
叉
が
湧
現
、
愛
馬
カ
ン
タ
カ
の
足
を
か
つ
い
で
蹄
の
音
で
城
中
の
人
が
目
覚
め
な
い
よ
う
に
し
て
城

外
に
運
ん
滝
。
或
は
悟
り
の
際
菩
提
樹
の
下
で
樹
神
が
藁
を
敷
い
て
招
じ
入
栂
、
い
よ
い
よ
悟
り
に
近
づ
く
と
マ
ー
ラ
が
悟
り
に
入
る
を

さ
ま
た
げ
た
の
を
地
神
が
大
地
震
を
起
し
電
、
マ
ー
ラ
を
退
散
せ
し
め
た
等
々
、
仏
伝
中
に
は
樹
神
地
神
と
の
か
か
わ
り
は
枚
挙
に
邉
ま

な
い
。
樹
神
も
地
神
も
共
に
「
夜
叉
」
と
し
て
古
来
よ
り
民
衆
に
深
く
信
仰
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

仏
陀
は
こ
う
し
た
イ
ン
ド
の
在
来
の
信
仰
の
中
で
生
れ
且
つ
生
活
し
て
行
っ
た
。
特
に
信
者
か
ら
竹
林
精
舎
、
祇
園
精
舎
を
寄
贈
さ
れ

た
後
で
も
樹
の
下
か
ら
樹
の
下
に
、
又
洞
窟
か
ら
岩
か
げ
に
と
遊
行
し
て
歩
い
た
。
樹
と
は
樹
神
、
洞
窟
や
岩
は
地
神
、
こ
れ
ら
に
包
ま

れ
て
生
涯
を
送
ら
れ
た
。
そ
し
て
又
樹
の
下
で
入
滅
し
て
行
か
れ
た
。
為
に
「
樹
神
の
祀
り
方
に
従
っ
て
祀
ら
れ
て
行
っ
た
竜

従
っ
て
樹
神
・
地
神
の
考
え
方
の
伝
統
か
ら
釈
尊
は
い
つ
し
か
「
人
間
」
と
い
う
枠
を
越
え
て
、
超
越
者
の
方
向
に
進
ん
で
行
っ
た
。

理
想
的
偉
人
の
具
す
べ
き
特
徴
た
る
三
十
二
相
・
八
十
種
好
を
具
し
、
心
に
は
不
可
思
議
な
力
、
即
ち
十
カ
．
四
無
畏
・
三
念
住
・
大
悲

の
十
八
不
共
法
を
具
し
、
現
実
の
歴
史
的
存
在
が
神
格
化
さ
れ
、
神
々
の
上
に
住
す
る
存
在
と
な
っ
て
行
っ
極
。

更
に
釈
尊
へ
の
畏
敬
は
、
必
然
的
に
釈
尊
が
余
り
に
も
偉
大
な
の
で
、
「
只
の
人
で
は
な
く
、
過
去
世
に
無
量
の
徳
を
積
ん
だ
方
（
報

（
魂
）

身
）
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
の
立
場
か
ら
ジ
ャ
ー
タ
カ
が
生
じ
、
更
に
進
ん
で
も
と
も
と
無
始
無
終
の
仏
（
法
身
）
で
あ
り
、
こ
の
仏
が

救
済
の
為
こ
の
世
に
生
れ
（
応
身
）
と
い
う
論
理
に
進
ん
で
行
っ
た
。
こ
れ
が
阿
弥
陀
一
仏
・
法
華
一
仏
乗
へ
と
、
一
神
的
超
越
者
に
似

て
行
っ
た
。
然
し
こ
う
な
っ
て
も
、
他
の
神
々
を
否
定
せ
ず
、
自
ら
の
体
系
の
中
に
と
り
入
れ
て
行
っ
た
。
夜
叉
の
総
大
将
の
毘
沙
門
天

(”）



合
し
、
鬼
子
母
神
も
西
ア
ジ
一

（
㈹
）

た
彫
刻
ま
で
出
土
し
て
い
る
。

句
火
の
仏
の
包
容

が
そ
の
例
で
あ
っ
た
。
然
も
仏
教
の
包
容
性
を
示
す
例
と
し
て
中
央
ア
ジ
ア
の
火
の
神
フ
ァ
ロ
ー
が
毘
沙
門
天
の
大
将
軍
パ
ン
チ
カ
と
融

合
し
、
鬼
子
母
神
も
西
ア
ジ
ア
の
豊
穣
の
神
ア
ル
ド
ク
シ
ョ
ー
と
融
鈍
、
更
に
こ
の
ハ
リ
テ
ィ
ー
と
パ
ン
チ
カ
は
竜
神
信
仰
と
結
び
つ
い

（
㈹
）

た
彫
刻
ま
で
出
土
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
筆
者
は
印
仏
研
蛇
の
２
号
・
棲
神
髄
号
等
で
詳
述
し
て
い
る
。

い
て
の
記
述
が
あ
る
。

筆
者
は
こ
の
火
の
仏
に
興
味
を
も
ち
、
パ
キ
ス
タ
ン
中
の
博
物
館
を
歩
き
、
又
全
世
界
に
散
っ
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
の
中
か
ら
こ
れ
を

三
↓

〃
０
■
■
、
１
４
餌
‐
ｊ
ｌ
ｊ
例
１
１
ｊ
■
１
ｊ
Ｆ
ｌ
ｌ
ニ
ク
ヴ
副
‐

更
に
仏
教
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
仏
に
火
の
仏
が
あ
る
。
そ
の
名
の
如
く
法
華
経
に
は
燃
灯
仏
や
薬
王
品
の
火
焔
定
の
如
き
「
火
」
に
っ

火
の
仏
の
包
容

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）
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出
土
（
主
に
盗
掘
）
し
た
も
の
は
、
こ
れ
ら
と
は
全
然
傾
同
の
違
う
も
の
で
あ
る
。
前
者
が
ギ
リ
シ
ャ
ロ
ー
マ
の
陸
響
の
多
い
の
に
対
し
、

雄
堅
有
は
ペ
ル
シ
ャ
や
中
央
ア
ジ
ア
の
影
響
の
も
の
で
あ
る
。
為
に
後
者
の
傾
同
の
も
の
が
出
土
し
て
も
、
一
時
「
ニ
セ
モ
ノ
」
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
た
。
最
近
筆
者
の
入
手
し
た
彫
刻
の
よ
う
に
「
火
が
法
衣
を
着
て
い
る
堀
と
い
っ
た
感
じ
の
も
の
ま
で
出
土
す
る
に
至
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
前
者
の
常
識
を
超
え
て
い
て
「
ニ
セ
モ
ノ
」
の
烙
印
を
お
さ
れ
て
い
た
。

然
し
、
ク
シ
ャ
ン
の
コ
イ
ン
の
研
究
か
ら
こ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
即
ち
、
ヴ
ィ
ー
マ
カ
ド
フ
ィ
ー
セ

ス
通
か
ら
王
の
肩
に
火
が
出
、
こ
れ
が
カ
ニ
シ
カ
、
特
に
フ
ヴ
ィ
シ
カ
に
な
る
と
王
の
体
か
ら
炎
々
と
焔
が
立
ち
の
ぼ
り
、
臺
回
の
神
像

は
火
の
神
と
は
い
え
や
は
り
体
全
体
か
ら
火
が
も
え
上
っ
て
い
る
。

神
を
超
越
者
と
し
て
考
え
る
だ
け
で
な
く
王
を
も
超
越
者
と
し
て
考
え
る
表
現
の
手
段
と
し
て
火
を
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

て
私
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
仏
も
肩
か
ら
火
が
「
ち
よ
ろ
り
」
と
出
て
い
る
も
の
か
ら
、
体
全
体
、
即
ち
頭
光
背
や
身
光
背
が
火
で
お
お
わ

れ
て
い
る
も
の
、
更
に
仏
頭
が
火
焔
に
な
っ
て
い
て
、
前
述
の
「
火
が
法
衣
を
着
て
い
る
仏
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
、
即
ち
仏
の
実
体
は
火

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
程
の
像
ま
で
出
現
し
火
に
よ
っ
て
仏
の
超
越
性
が
強
調
さ
れ
る
に
至
る
。

然
し
て
火
は
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
か
、
リ
グ
ベ
ー
ダ
に
ア
グ
’
一
の
火
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
ヒ
ン
ズ
ー
教
に
な
っ
て
シ
バ
神
や
ヴ
ィ
シ
ュ

ヌ
の
二
次
的
な
神
と
な
っ
て
い
た
の
が
ク
シ
ャ
ン
の
時
代
に
復
活
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ど
う
や
ら
西
方
の
影
響
と
推
定
出
来
る
。
こ

れ
を
示
す
例
と
し
て
浬
桑
図
が
あ
る
。
有
名
な
シ
ク
リ
の
仏
塔
に
彫
ら
れ
た
浬
桑
図
等
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
出
土
の
も
の
に
は
、
棺
前
に
端

（
“
）

坐
す
る
ス
バ
ド
ラ
に
は
火
焔
は
な
い
。
百
二
十
才
で
入
門
し
た
釈
尊
最
後
の
弟
子
た
る
こ
の
バ
ラ
モ
ン
は
、
他
の
人
々
が
天
を
仰
ぎ
地
に

伏
し
て
号
泣
し
て
い
て
も
こ
の
人
だ
け
は
生
死
を
超
越
し
て
い
て
三
昧
に
入
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
図
柄
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
側
に
共
通
し
た

傾
向
で
あ
っ
た
。

(”）



一
方
バ
ー
ミ
ャ
ン
の
浬
藥
図
で
は
ス
パ
ト
ラ
は
火
を
肩
か
ら
出
し
火
焔
定
に
入
っ
て
い
る
の
が
二
雌
あ
る
。
然
し
年
代
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ

は
三
・
四
世
紀
、
バ
ー
ミ
ャ
ン
は
五
・
六
世
紀
で
あ
る
か
ら
単
純
に
火
は
西
か
ら
と
は
言
え
な
い
。
然
し
こ
こ
に
１
’
－
－
ク
な
比
較
図
が

あ
る
。
燃
灯
仏
で
あ
る
。
ラ
ホ
ー
ル
の
博
物
館
中
央
の
シ
ク
リ
の
仏
塔
の
正
面
に
、
釈
尊
の
前
に
ひ
ざ
ま
づ
く
メ
ー
ガ
、
そ
の
髪
の
毛
を

踏
む
釈
戦
。
然
し
こ
の
仏
の
肩
に
は
火
は
な
い
。
然
し
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
カ
ピ
シ
周
迦
出
土
の
燃
灯
仏
に
は
肩
か
ら
火
が
も
え
出
し
て

い
る
。
シ
ク
リ
の
ス
ト
ゥ
ー
パ
は
三
・
四
世
紀
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
側
の
も
の
も
や
は
り
三
・
四
世
紀
と
最
近
専
門
家
に
編
年
さ
れ
て
い

諏
が
ら
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
と
い
え
る
。
昔
は
ギ
リ
シ
ャ
ロ
ー
マ
的
影
響
の
こ
い
作
品
は
早
く
、
野
暮
つ
た
い
ロ
ー
カ
ル
色
の
こ
い
も

の
は
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
衰
退
期
の
も
の
と
さ
れ
て
来
た
が
、
最
近
は
ギ
リ
シ
ャ
文
化
を
と
り
入
れ
る
に
も
、
そ
の
民
族
種
族
性
を
残
し
た

独
白
怪
を
も
っ
て
い
る
、
即
ち
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
と
り
入
れ
る
手
法
は
色
々
あ
っ
て
画
一
的
で
な
い
と
の
考
え
方
が
出
て
来
た
。
従
っ
て

ガ
ン
ダ
ー
ラ
も
ス
ワ
ッ
ト
も
デ
ィ
ー
ル
も
民
族
種
族
の
文
化
と
ギ
リ
シ
ャ
文
化
と
の
接
触
に
当
っ
て
夫
々
独
自
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
だ
か
ら
シ
ク
リ
の
燃
灯
仏
彫
刻
と
カ
ピ
シ
周
辺
出
土
の
九
・
十
体
の
燃
灯
仏
と
に
は
時
間
差
は
な
い
。
こ
う
な
る
と
西
に
は
火
が

あ
っ
て
東
に
は
な
い
。
即
ち
、
火
は
西
方
の
影
響
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
西
か
ら
の
火
が
燃
灯
仏
と
い
う
釈
尊
の
受
記
に
か
か

わ
る
重
大
な
事
件
に
、
か
か
わ
っ
て
い
る
。
即
ち
こ
の
西
方
の
火
を
自
己
の
中
に
入
れ
燃
灯
仏
と
い
う
重
要
な
仏
の
「
神
話
」
を
作
っ
て

（
㈹
）

行
き
火
の
神
を
仏
教
の
中
に
と
り
入
れ
よ
う
と
す
る
、
そ
の
包
容
性
を
、
前
記
メ
ド
ゥ
ー
サ
を
封
じ
込
め
た
文
化
と
の
対
比
か
ら
、
筆
者

は
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。

り
ぃ
壱
心
ｆ
冊
０
．

㈱
と
㈲
の
例
の
如
く
仏
教
は
他
の
宗
教
を
排
斥
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
中
に
う
け
入
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
と
い
う
よ
り
東
洋

の
叡
知
で
あ
る
。
筆
者
は
竜
神
信
仰
の
包
容
に
つ
い
て
し
ば
し
ば
論
及
し
て
来
極
。
今
回
は
メ
ド
ウ
ー
サ
と
の
対
照
か
ら
竜
神
信
仰
と
仏

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
零
種
橋
）

竜
神
信
仰

ウ

（”）
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教
と
の
関
係
を
略
述
す
る
に
止
め
る
。

法
顕
伝
。
大
唐
西
域
記
宋
雲
行
記
等
の
求
経
僧
の
旅
行
記
や
律
煎
及
経
蝿
に
描
か
れ
て
い
る
如
く
、
仏
教
以
前
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
は
竜

神
信
仰
が
流
布
し
て
い
た
。
そ
し
て
又
竜
神
信
仰
の
祠
が
仏
教
の
僧
院
や
塔
に
変
っ
て
行
く
さ
ま
が
書
か
れ
て
い
る
。
例
え
ば
ナ
ガ
ラ
ハ

（
駒
）

ラ
（
ア
フ
ガ
’
一
ス
タ
ン
の
ジ
ェ
ラ
ラ
バ
ー
ド
）
の
仏
影
窟
は
か
っ
て
竜
の
住
ん
で
い
た
洞
窟
だ
が
、
釈
尊
に
教
化
さ
れ
、
そ
こ
に
仏
影
を

残
し
た
と
か
、
カ
シ
ミ
ー
ル
の
都
ス
リ
ナ
ガ
ル
で
は
、
池
の
中
に
住
む
（
カ
シ
ミ
ー
ル
に
は
大
き
な
湖
が
あ
っ
て
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
中
の
水

郷
を
な
し
て
い
る
）
竜
が
、
仏
弟
子
マ
デ
ィ
ア
ン
テ
イ
カ
に
教
化
さ
れ
、
そ
の
池
を
干
し
て
僧
院
を
作
っ
た
鞄
あ
る
。
こ
れ
は
前
記
求
経

僧
の
旅
行
記
と
善
見
律
毘
婆
沙
や
セ
イ
ロ
ン
の
マ
ハ
ー
パ
ン
サ
、
マ
ハ
ー
バ
ス
ッ
ッ
の
記
事
と
共
通
し
て
い
る
。
故
に
仏
教
は
竜
神
信
仰

の
徒
を
教
化
す
る
と
共
に
、
そ
の
神
を
仏
教
の
神
と
し
て
包
容
し
て
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
四
分
律
に
は
海
の
底
の
竜
王
の
城
へ
人
々
を
幸
福
に
す
る
宝
珠
を
と
り
に
行
く
場
面
が
あ
る
。
悪
戦
苦
斗
や
っ

と
竜
王
に
会
っ
て
宝
珠
を
も
ら
う
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
時
竜
王
は
「
二
竜
を
っ
か
わ
し
て
竜
こ
れ
を
守
謹
さ
せ
て
地
上
に
送
り
帰
さ
せ

た
と
い
う
話
が
の
っ
て
い
る
。
こ
う
な
る
と
竜
は
宝
珠
を
守
る
「
守
護
神
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
来
る
。
こ
れ
に
類
し
た
話
は
求
経
僧

の
旅
行
記
に
出
て
い
る
。
即
ち
カ
ニ
シ
カ
が
後
に
言
う
所
謂
カ
ニ
シ
カ
大
塔
を
作
っ
て
、
そ
の
上
に
真
珠
を
散
り
ぱ
め
た
網
で
覆
っ
て
荘

厳
し
た
。
然
し
後
世
に
盗
人
が
現
れ
て
こ
れ
を
盗
る
こ
と
を
恐
れ
、
網
を
た
た
ん
で
穴
を
堀
っ
て
埋
め
た
。
そ
し
て
『
四
竜
を
し
て
』
守

（
弱
）

ら
し
め
た
と
あ
る
か
ら
竜
は
守
護
神
と
な
っ
て
来
て
い
る
。

筆
者
は
パ
キ
ス
タ
ン
中
の
博
物
館
や
全
世
界
の
博
物
館
や
個
人
蔵
の
菩
薩
像
を
単
念
に
調
べ
あ
げ
て
来
た
。
そ
の
結
果
約
半
数
以
上
の

像
の
胸
に
竜
が
彫
ら
れ
て
い
た
。
向
き
合
っ
た
竜
が
宝
珠
や
経
巻
を
く
わ
え
て
い
る
。
な
ぜ
二
竜
か
、
こ
れ
が
四
分
律
の
二
竜
か
否
か
は

資
料
が
乏
し
く
て
筆
者
に
は
分
ら
な
い
。

(〃）
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め
ら
れ
る
悲
惨
な
運
命
に
な
る
メ
ド
ゥ
ー
サ
。
こ
の
対
比
、

胸
に
彫
ら
れ
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竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

竜
の
上
に
坐
す
バ
ン
チ
カ
（
上
）
と
ハ
ー
リ
テ
ィ
（
下
）

こ
こ
に
仏
教
の
特
徴
が
あ
っ
た
。 然

し
「
経
巻
宝
珠
を
く
わ
え
て
い
る
」
こ
と
だ

け
は
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
経
巻
や
宝

珠
を
守
っ
て
い
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
然
も

仏
位
の
次
の
、
然
も
仏
滅
後
七
億
何
千
万
年
後
の

未
来
世
に
、
仏
と
し
て
出
現
し
て
人
々
を
救
う
弥

勒
仏
に
な
る
菩
薩
の
胸
の
中
で
「
仏
法
」
を
守
る

と
い
う
所
が
注
目
に
値
い
す
る
。
然
も
こ
の
竜
は

仏
教
以
前
の
異
教
の
神
、
こ
れ
が
仏
教
の
包
容
性

で
な
く
て
何
ん
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
同
じ
地
母
神
系
統
の
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
、

こ
れ
が
一
方
で
は
守
護
神
と
し
て
後
々
ま
で
仏
教

の
中
に
と
り
入
れ
ら
れ
て
行
く
の
に
対
し
て
、
ロ
ー

マ
皇
帝
の
胸
に
一
旦
は
彫
ら
れ
な
が
ら
一
神
教
が

ひ
ろ
が
っ
て
来
る
と
、
地
下
水
槽
の
中
に
封
じ
込

っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、
地
母
神
の
数
々
．

。

（”）



が
和
合
し
て
い
る
。
竜
の
上
に
血

典
型
を
筆
者
は
み
る
の
で
あ
る
。

国
連
が
出
来
た
時
、
参
加
国
樫

国
連
が
出
来
た
時
、
参
加
国
は
た
か
だ
か
百
か
国
に
満
た
な
か
っ
た
が
、
現
在
は
二
百
五
十
か
国
に
も
な
っ
て
い
る
。
民
族
自
決
、
夫
々

の
文
化
の
独
自
性
を
強
調
す
る
時
代
の
趨
勢
に
な
っ
て
来
た
。
こ
う
し
た
時
代
に
、
他
の
存
在
・
文
化
の
存
在
を
認
め
な
い
排
他
的
な
一

神
教
的
な
も
の
で
は
争
い
は
尽
き
な
い
。
ユ
ー
ゴ
で
の
血
で
血
を
洗
う
戦
、
ア
ラ
ブ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
争
い
が
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
う
し

た
排
他
の
争
い
を
救
い
う
る
の
は
ア
シ
ョ
カ
の
摩
崖
証
勅
の
示
す
東
洋
の
叡
知
、
和
の
精
神
、
仏
教
特
に
法
華
経
の
寛
容
性
・
包
容
性
、

こ
れ
こ
そ
地
球
の
未
来
を
救
う
も
の
で
あ
る
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。

夜
叉
或
は
地
神
更
に
異
教
の
神
で
あ
る
火
神
を
も
自
ら
の
中
に
神
と
し
て
包
容
す
る
だ
け
で
な
く
、
と
り
入
れ
ら
れ
た
異
教
の
神
々
同
士

が
和
合
し
て
い
る
。
竜
の
上
に
坐
す
パ
ン
チ
カ
・
ハ
ー
リ
テ
ィ
ー
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
異
文
化
包
容
と
排
他
の
東
西
文
化
の
特
質
と

〔
註
〕（

１
）

（
２
）

（
３
）

（
４
）

（
５
）

（
６
）

（
７
）

（
８
）

（
９
）

栗
田
巧
著
○
ｍ
且
冨
圖
エ
ュ
目
も
お

ト
ル
コ
・
ア
ン
タ
リ
ャ
博
物
館
蔵

メ
ド
ゥ
ー
サ
は
大
地
（
ガ
イ
ャ
）
の
子
ケ
ト
と
海
の
神
ポ
ン
ト
ス
の
ポ
ル
キ
ュ
ス
と
の
間
の
子

経
典
の
中
の
八
大
竜
王
と
か
寺
の
梁
や
柱
に
竜
の
彫
刻

ト
ル
コ
・
シ
デ
遺
跡
デ
ィ
デ
ィ
マ
遡
跡
等
の
ア
ポ
ロ
ン
神
殿
の
廃
鰯
に
見
ら
れ
る
こ
わ
さ
れ
た
メ
ド
ゥ
ー
サ

東
ロ
ー
マ
帝
国
ユ
ス
テ
ィ
’
一
ア
ス
が
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
に
地
下
水
槽
を
作
っ
た
時

エ
フ
ェ
ソ
ス
博
物
館
蔵
女
神
ア
ル
テ
ミ
ス
の
像
の
無
数
の
乳
房

ア
ン
カ
ラ
博
物
館
蔵
チ
ャ
タ
ル
ヒ
ュ
ュ
ク
遺
跡
出
土
二
十
セ
ン
チ
大
の
土
製
の
太
っ
た
ビ
ー
ナ
ス

エ
リ
ァ
ー
デ
は
ブ
カ
レ
ス
ト
生
れ
世
界
各
地
の
大
学
で
講
ず
る
宗
教
学
者
、
エ
リ
ア
ー
デ
選
集
十
二
巻
有
名
な
「
聖
と
俗
」
「
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ

ム
」
が
あ
る
。

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）
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（
皿
）

（
ｕ
）

（
妃
）

（
咽
）

（
Ｍ
）

（
妬
）

中
村
元
氏
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
へ
。
｜
六
’
一
七
頁

印
仏
研
第
三
七
の
二
、
夜
叉
信
仰
の
背
景
棲
神
五
八
号
従
地
涌
出
棲
神
六
三
号
樹
と
釈
尊
等
で
論
及

棲
神
六
十
三
号
三
十
頁
に
写
真
掲
載

パ
ー
ル
フ
ッ
ト
・
サ
ン
チ
ー
・
マ
ト
ウ
ー
ラ
に
美
し
い
ヤ
ク
シ
ャ
・
ヤ
ク
シ
ー
の
彫
刻

ナ
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
等
に
仏
塔
の
下
に
コ
ブ
ラ
の
い
る
彫
刻
多
数
あ
り
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
・
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
は
蛇
に
お
お
わ
れ
て
い
る
。

蛇
目
の
イ
シ
ュ
タ
ー
ル
（
）

ク
レ
ー
タ
島
イ
ラ
ク
リ
オ
ン
博
物
館

ト
ル
コ
南
部
ベ
ル
ゲ
・
シ
デ
遺
跡
等

シ
リ
ア
西
北
部
ウ
ガ
リ
ッ
ト
の
五
十
キ
ロ
北
方
の
ジ
ュ
ベ
ル
・
ア
ク
ラ
山
に
パ
ー
ル
神
が
住
む
と
考
え
ら
れ
た
の
は
こ
の
山
が
こ
の
地
方
で
最

も
早
く
冬
雨
が
ふ
る
所
だ
か
ら
。

旧
訳
聖
書
創
世
記
創
造
と
堕
落
（
二
・
四
’
三
・
三
四
章
）

旧
訳
聖
書
三
人
の
客
人
・
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
（
一
八
’
一
九
章
）

シ
デ
遺
跡
ア
ポ
ロ
ン
神
殿
に
無
数
の
メ
ド
ゥ
ー
サ
像
出
土

所
で
は
洞
窟
が
快
適

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

エ
リ
ァ
ー
デ
「
大
地
農
耕
女
性
」
堀
一
郎
訳
未
来
社

釈
尊
誕
生
地
ル
ン
ミ
デ
ィ
の
池
畔
に
大
木
の
下
に
祠
や
赤
粉

イ
ン
ド
各
地
の
奇
岩
洞
窟
を
神
の
住
む
所
と
さ
れ
、
赤
い
粉
が
ぬ
ら
れ
聖
所
と
さ
れ
て
い
る
。

シ
リ
ア
・
マ
リ
遺
跡
出
土
ア
レ
ッ
ポ
博
物
館
蔵

京
都
国
立
博
物
館
縄
文
土
器
に
マ
ム
シ
が
彫
ら
れ
た
土
器

西
南
イ
ン
ド
に
無
数
の
石
窟
夏
長
者
達
の
避
暑
の
為
寄
附
、
パ
キ
ス
タ
ン
西
北
方
か
ら
西
ア
ジ
ア
ま
で
石
窟
が
多
い
の
は
寒
暖
の
差
の
多
い

ア
ン
タ
リ
ャ
博
物
館
蔵

ア
レ
ッ
ポ
考
古
博
物
館
蔵

(汚）
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333231
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筆
者
は
仏
教
学
年
報
五
二
号
の
六
一
頁
で
論
及

棲
神
六
六
号
。
仏
乗
の
も
と
に
」
九
頁
に
写
真
掲
職

三
日
、
冨
豈
弓
閏
竺
回
等
、
フ
ー
シ
ェ
仏
語
発
掘
報
告
書
多
数

ス
ワ
ッ
ト
地
方
出
土
、
同
じ
場
所
に
あ
っ
た
対
の
彫
刻
に
中
央
ア
ジ
ア
の
人
物
像

”
。
ｍ
の
ロ
胃
匡
（
ロ
ー
ゼ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
）
ロ
旨
、
の
号
シ
尋
９
百
切
冨
。
巻
末
コ
イ
ン
の
写
真
集

栗
田
氏
の
四
且
冨
圖
ア
ュ
デ
匿
い
画
お
参
照

京
都
大
学
バ
ー
ミ
ャ
ン
ー
・
２
．
３
．
４

宮
地
昭
中
央
ア
ジ
ア
浬
桑
図
の
図
像
学
的
考
察
仏
芸
二
七
号

栗
田
氏
前
掲
書
二
一
図
七
図
参
照

カ
ー
ブ
ル
博
物
館
蔵
燃
灯
仏
像

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

中

農
前

恩
五
三

頁

中
村
元
氏
前
掲
書
五
○
頁

仏
伝
及
び
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
に

Ｂ
２
旨
画
く
尉
耳
画
。
ゴ
ロ
ロ
ぐ
邑
房

方
広
大
荘
厳
経
出
家
品
（
大
３
１
五
七
五
下
）

仏
本
行
集
経
第
十
七
捨
官
出
家
品
（
大
３
１
七
三
二
下
’
七
三
三
上
）

普
曜
経
第
四
出
家
品
第
一
二
（
大
３
１
五
○
七
中
）

仏
所
行
讃
出
城
品
第
五
（
大
４
１
加
ｌ
中
）

修
行
本
起
経
出
家
品
第
五
（
大
３
１
四
六
八
上
）

仏
本
行
経
出
家
品
第
二
（
大
４
１
六
八
下
）

棲
神
五
八
筆
者
の
「
従
地
涌
出
」
三
○
頁
に
写
真
掲
戦

棲
神
五
八
三
二
頁
に
写
真
掲
載
並
び
に
関
連
記
事

ジ
ャ
ー
タ
ヵ
三
○
五
パ
ラ
ー
サ
本
生
、
そ
の
他
ジ
ャ
ー
タ
カ
五
○
・
四
七
九
・
五
三
七
。
印
仏
研
三
七
の
二
夜
叉
信
仰
の
背
景
で
論
及

（”）
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考
文
献

栗
田
功

安
田
喜
憲

〃

田
辺
勝
美
氏

杉
山
二
郎
氏

定
方
晟

胸
に
彫
ら
れ
た
竜
と
メ
ド
ゥ
ー
サ
（
高
橋
）

田
辺
勝
美
氏
迦
畢
試
国
出
土
の
仏
教
彫
刻
の
製
作
年
代
（
オ
リ
エ
ン
ト
昭
和
四
八
年
）

定
方
晟
燃
灯
仏
の
起
源
と
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
（
印
仏
研
廻
１
１
）
一
九
七
○

棲
神
六
六
号
「
一
仏
乗
の
も
と
に
」
を
論
及
び
印
仏
研
蛇
１
２
号

善
見
律
毘
婆
沙
第
二
（
大
塑
’
六
八
四
下
’
六
八
五
上
）

根
本
説
一
切
有
部
毘
奈
耶
雑
事
四
○
（
大
型
’
四
一
○
下
）

阿
育
王
経
大
釦
’
一
五
六
上
中
、
セ
イ
ロ
ン
島
史
八
Ｉ
一
三
等
々

大
唐
西
域
妃
那
掲
羅
昌
国
（
大
別
’
五
七
九
上
中
）

道
栄
伝
（
長
沢
訳
宗
雲
行
記
二
一
○
’
二
二
頁
）
（
東
洋
文
庫
）

大
唐
西
域
記
迦
湿
弥
羅
国
（
大
副
’
八
八
六
上
中
）

四
分
律
四
十
六
破
僧
鍵
度
品
（
大
鯉
’
九
一
二
中
）

宋
雲
行
記
道
栄
伝
二
一
○
’
二
二
頁
（
東
洋
文
庫
）

ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
Ｉ
。
Ⅱ

大
地
母
神
の
時
代
（
角
川
選
書
）

気
候
が
文
明
を
変
え
る
（
岩
波
書
店
）

錠
光
仏
本
生
図
と
施
死
畏
の
起
源

パ
ー
ミ
ャ
ン
の
仏
教
遺
跡
に
つ
い
て

燃
灯
仏
の
起
源
と
ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
ー
印
仏
研
岨
１
１
（
一
九
七
○
）

ミ
イ
ロ
と
弥
勒

ナ
ガ
ラ
ハ
ラ
お
よ
び
ハ
ッ
ダ
の
仏
教

(80）


