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敦
爆
第
二
五
七
窟
本
生
図
と
第
四
二
八
窟
本
生
図

｜
｜
初
期
本
生
図
に
見
る
外
来
表
現
の
受
容
と
展
開
・
画
面
構
成
を
中
心
に
ー
ー

尾

崎

直

人

北
涼
・
北
貌
か
ら
陪
に
い
た
る
初
期
敦
埠
壁
画
の
変
遺
・
展
開
を
通
覧
す
る
う
え
で
、
本
生
図
は
好
箇
の
画
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う

に
、
釈
迦
の
前
生
修
行
物
語
を
絵
固
化
し
た
本
生
図
は
、
仏
教
の
東
漸
に
と
も
な
っ
て
仏
伝
図
や
他
の
仏
教
説
話
図
と
と
も
に
東
洋
の
各

地
に
広
ま
り
、
現
在
、
イ
ン
ド
は
無
論
の
こ
と
、
中
央
ア
ジ
ア
や
中
国
・
日
本
な
ど
広
範
囲
の
地
域
に
流
伝
・
分
布
し
て
い
て
、
当
時
の

人
々
に
な
じ
み
の
深
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
が
、
敦
憧
に
も
少
な
か
ら
ぬ
遺
例
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
。
表
一
は
敦
埠
に
お
い
て
現
在
ま
で
に
確
認
さ
れ
た
本
生
図
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
制
作
時
期
は
、
北
涼
か
ら
階
ま
で
と
、

（

1）
 

晩
唐
か
ら
宋
ま
で
の
二
期
に
分
か
れ
、
造
顕
活
動
の
最
も
盛
ん
な
初
唐
・
盛
唐
の
も
の
が
全
く
欠
如
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
北
涼
か

ら
惰
ま
で
の
初
期
本
生
図
は
、
数
の
う
え
で
は
決
し
て
多
い
も
の
で
は
な
い
が
、
各
時
代
に
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
描
か
れ
て
お
り
、
六
朝
期

の
敦
埠
壁
画
を
同
一
画
題
に
よ
っ
て
時
代
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
画
面
構
成
の
う
え
で
惰
唐
あ
た
り
か
ら
盛
ん
に
行
な
わ
れ

は
じ
め
る
仏
教
説
話
画
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
、
後
世
の
中
国
の
「
画
巻
」
や
日
本
の
「
絵
巻
物
」
と
の
関
連
か
ら
も

重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
更
に
、
敦
憧
壁
画
で
は
造
営
年
代
の
明
ら
か
な
基
準
窟
が
六
朝
期
に
は
特
に
少
な
く
、
複
数
場
面
か
ら
成

り
複
雑
な
場
面
展
開
を
も
っ
本
生
図
は
時
代
に
よ
る
表
現
形
式
の
変
化
も
比
較
的
顕
著
で
、
そ
の
点
、
年
代
判
定
の
参
考
に
な
る
部
分
も

ノ、
九



北周 296 北 壁 須閤提本生

299 北 頂 陵子本生

階 II 南東頂 サッタ太子本生

301 南東頂 サッタ太子本生

301 オI: 頂 依子本生

302 東 頂 駿子本生

302 西 頂 サッタ太子本生

419 西 頂 サッタ太子本生

419 東 頂 スダナ太子本生

423 東 頂 スダナ太子本生

表 1 敦憧壁画本生図

時代｜所在窟｜位 置｜ 本生名

北涼l21s I北 壁ltf：すま主匙
｜ ｜ ｜月光王本生

北貌 1 254 I i有 壁｜サッタ太子本生
I II I北 壁｜シピ王本生
I 257 I西 壁！鹿王本生

西貌｜ 428 ｜東壁南側｜サッタ太子本生

I II ｜東壁北側｜スゲナ太子本生

シピ王本生

サッタ太子本生

シピ王本生

シピ王本生

シピ王本生

85 

98 

F

6

1

 

F

4

6

 

唱

i

七。

宋

少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

晩唐

五代

現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
敦
埠
壁
画

の
本
生
図
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
松

本
栄
一
氏
『
敦
憧
画
の
研
究
』
（
附
）

と
百
橋
明
穂
氏
『
敦
埠
壁
画
に
お
け

る
本
生
図
の
展
開
』
（
側
）
と
が
あ
る
。

前
者
は
、
敦
埋
壁
画
の
形
象
資
料
と

し
て
は
ス
タ
イ
ン
と
ベ
リ
オ
の
単
色

図
版
が
あ
る
の
み
と
い
う
き
わ
め
て

限
定
さ
れ
た
情
況
の
も
と
で
な
さ
れ

画
面
に
つ
い
て
、
詳
細
な
図
像
学
的
考
証
を
行
な
っ
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
な
資
料
的
制
約
も
あ
っ
て
載
録
さ
れ
て
い
る
本
生
図
も
決
し

た
労
作
で
、
両
図
版
に
載
せ
ら
れ
た

て
多
く
な
い
が
、
敦
埋
以
外
の
遺
例
と
の
比
較
考
察
も
な
さ
れ
、
そ
の
研
究
成
果
は
い
ま
だ
に
依
る
べ
き
多
く
の
も
の
を
含
む
。
こ
れ
に

対
し
、
後
者
は
、
解
放
後
の
新
し
い
報
告
や
図
版
を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
所
在
は
知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て

不
明
だ
っ
た
多
く
の
本
生
図
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
図
像
学
的
考
察
と
画
面
展
開
法
に
よ
る
分
類
と
を
行
な
い
、
松
本
氏
の
論
考
で
は
触

充
分
な
情
況
に
あ
る
現
在
、
こ
の
方
面
の
研
究
に
資
す
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

れ
ら
れ
て
い
な
い
編
年
の
問
題
に
関
し
て
論
じ
て
い
る
。
説
話
図
の
画
面
形
式
に
関
す
る
氏
の
基
本
的
な
考
察
は
、
資
料
的
に
い
ま
だ
不

と
こ
ろ
で
、
敦
埠
初
期
本
生
図
は
、
北
貌
末
か
ら
西
貌
初
の
こ
ろ
を
境
と
し
て
前
後
に
二
大
別
で
き
る
。
前
者
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、

第

m
・
削
－

m窟
（
以
下
、
数
字
の
み
で
略
記
）
の
本
生
図
で
、
画
面
構
成
や
図
像
の
形
式
に
西
方
的
影
響
が
強
く
窺
え
る
も
の
、
後
者
は
、



制－

m
・
制
－

mな
ど
の
本
生
図
で
、
そ
れ
ら
外
来
要
素
の
中
国
的
展
開
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
本
生

図
の
中
に
は
、
そ
の
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
は
な
い
中
国
的
な
説
話
画
表
現
法
の
原
型
か
既
に
定
式
化
さ
れ
て
い

る
状
況
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
前
者
か
ら
後
者
へ
と
い
う
変
化
な
い
し
展
開
は
、
そ
の
成
立
の
事
管
と
関
連
す
る
の
み
な
ら
ず
、

初
期
敦
憧
壁
画
史
に
お
け
る
西
方
様
式
の
複
雑
な
受
容
過
程
の
一
斑
を
窺
う
う
え
で
、
注
目
に
値
す
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
本
稿
の
ね

ら
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
主
に
画
面
構
成
を
中
心
に
こ
の
変
換
期
の
様
相
と
特
質
を
あ
き
ら
か
に
し
、
そ
の
意
味
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
あ
る
。

｛
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近
年
、
敦
埠
壁
画
の
図
録
が
あ
い
つ
い
で
刊
行
さ
れ
、
次
第
に
資
料
面
で
の
充
実
を
み
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
、
腫
大
な

教
埠
壁
画
の
全
容
を
知
る
に
は
ま
だ
ま
だ
ほ
ど
遠
い
状
況
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
生
図
の
場
合
は
、
今
ま
で
に
そ
の
存
在

が
確
認
さ
れ
て
い
る
遺
例
の
ほ
と
ん
ど
を
図
版
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
、
新
た
に
刊
行
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
鮮
麗
な
色
刷
図
録

は
、
こ
れ
ま
で
の
単
色
図
版
で
は
識
別
で
き
な
か
っ
た
描
写
や
色
彩
効
果
な
ど
の
面
で
、
壁
画
の
新
し
い
側
面
を
知
る
こ
と
を
可
能
に
し

て
い
る
。

教埠第257窟本生図と第428窟本生図

北
貌
末
か
ら
西
雛
初
の
こ
ろ
を
境
に
し
て
、
敦
埠
初
期
本
生
図
は
前
後
二
期
に
分
け
ら
れ
る
。
両
者
の
違
い
を
最
も
明
白
な
も
の
に
し

て
い
る
の
は
画
面
の
構
成
方
法
で
あ
る
。
西
競
以
降
の
本
生
図
は
、
制
窟
の
ス
ダ
ナ
太
子
本
生
図
（
図
1
）
を
例
に
す
る
と
、
横
長
の
画

面
を
上
下
三
段
に
区
切
り
、
そ
の
フ
リ
ー
ズ
を
上
段
左
隅
か
ら
下
段
右
隅
へ
と
Z
形
に
場
面
を
連
続
さ
せ
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
画
面
構

成
上
の
特
徴
は
、
物
語
の
進
行
に
従
っ
て
連
続
的
に
画
面
を
並
列
し
、
継
起
す
る
場
景
を
順
次
に
配
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

従
っ
て
、
説
話
の
筋
を
追
っ
て
画
面
を
見
て
ゆ
く
と
、
常
に
隣
り
あ
う
場
景
と
へ
場
面
は
順
次
に
展
開
し
て
ゆ
く
。
画
面
の
構
成
と
時
間

の
経
過
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
本
図
に
限
ら
ず
、
以
後
の
敦
憧
本
生
図
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
基
本
的
な

特
徴
で
あ
お
v

こ
れ
に
対
し
、
北
親
以
前
の
本
生
図
は
、
こ
れ
と
は
系
統
を
異
に
す
る
画
面
構
成
法
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ

七



七

れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
西
方
的
な
表
現
伝
統
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
が
、
面
白
い
の
は
そ
れ
が
決
し
て
単
一
の
系
統
か
ら
出
て
い
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
美
術
の
伝
統
を
母
体
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、
個
々
の
本
生
図
に
つ
き
、
画
面
構
成

法
と
そ
の
系
譜
と
を
し
ら
ベ
た
ず
ね
て
み
た
い
。
な
お
、
記
述
の
便
宜
上
、
各
本
生
図
の
画
面
構
成
上
の
特
徴
を
先
に
ま
と
め
て
述
べ
、

西
方
と
の
関
り
は
そ
の
後
で
ふ
れ
た
い
。

〈
第

m窟
シ
ピ
王
本
生
図
〉

第

m窟
の
本
生
図
（
図
2
）
は
、
北
壁
中
層
に
あ
ら
わ
さ
れ
、
横
長
の
フ
リ
ー
ズ
式
の
画
面
に
、
内
容
の
異
な
る
い
く
つ
か
の
本
生
図

を
一
説
話
一
場
景
で
横
に
連
続
的
に
並
置
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
図
様
は
き
わ
め
て
簡
潔
明
瞭
。
個
々
の
場
景
は
登
場
人
物
の
動
作
に

よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
一
場
景
と
し
て
構
図
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
隣
り
あ
う
場
景
と
の
聞
に
は
仕
切
り
と
な
る
境
界
線
を
ひ
か
な
い
。

背
景
の
地
の
部
分
は
一
面
に
赤
褐
色
に
塗
り
つ
ぶ
し
、
白
い
小
花
を
散
ら
す
の
み
で
、
舞
台
状
況
の
説
明
と
な
る
背
景
描
写
は
一
切
お
こ

な
わ
な
い
。
図
は
、
左
端
が
ピ
リ
γ
ジ
ェ
リ
カ
王
本
生
、
次
の
一
景
は
内
容
不
明
、
次
の
二
景
が
シ
ピ
王
本
生
、
右
端
の
図
は
月
光
王
本

生
で
あ
る
。
有
名
な
シ
ピ
玉
本
生
図
を
例
に
、

m窟
の
本
生
図
の
画
面
構
成
上
の
特
徴
を
み
て
ゆ
こ
う
。

こ
の
本
生
は
、
釈
迦
が
前
生
に
お
い
て
シ
ピ
王
で
あ
っ
た
と
き
、
善
行
を
お
こ
な
丸
山
山
話
で
、
図
は
、
こ
の
説
話
を
二
景
で
表
現
し
て

い
る
。
向
っ
て
左
の
場
面
は
、
タ
カ
に
追
わ
れ
て
救
い
を
乞
う
ハ
ト
を
た
す
け
よ
う
と
、
自
ら
の
股
の
肉
を
ハ
ト
の
目
方
と
同
じ
だ
け
切

り
取
ら
せ
て
い
る
シ
ピ
王
で
あ
る
。
右
は
、
股
肉
を
と
り
尽
し
身
体
の
各
部
の
肉
を
切
り
尽
し
て
も
天
秤
は
ハ
ト
の
目
方
と
等
し
く
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
王
は
最
後
の
気
力
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
天
秤
に
の
ぼ
る
。
す
る
と
天
地
は
震
動
し
、
諸
天
が
飛
び
来
っ
て
王
の
善
行
を
賛
美

し
た
、
と
い
う
場
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

説
話
そ
の
も
の
が
簡
単
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
が
、
物
語
の
中
心
と
な
る
ク
ラ
イ
マ
y

グ
ス
の
場
面
を
二
景
だ
け
と
り
だ
し
、
最
少
限

の
登
場
人
物
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
構
図
は
、
登
場
人
物
の
仕
草
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、

隣
り
あ
う
説
話
な
い
し
場
景
と
の
聞
に
仕
切
り
は
な
い
。
従
っ
て

m窟
本
生
図
の
画
面
構
成
上
の
特
徴
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で



き
ょ
う
。

一
、
説
話
の
眼
目
と
な
る
主
要
部
分
を
一
な
い
し
二
場
面
だ
け
と
り
出
し
て
あ
ら
わ
す
。
二
、
そ
の
構
図
法
は
、
必
要
最
少
限
の

登
場
人
物
や
事
物
の
み
に
よ
っ
て
場
面
を
構
成
し
、
舞
台
と
な
る
背
景
描
写
は
行
な
わ
な
い
き
わ
め
て
簡
潔
に
し
て
明
瞭
な
も
の
で
あ
る
。

三
、
隣
接
す
る
場
景
と
の
聞
に
区
画
を
設
け
ず
、
も
つ
ば
ら
登
場
人
物
の
動
作
で
一
つ
の
ま
と
ま
り
の
あ
る
構
図
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。

八
第
制
窟
サ
ッ
タ
太
子
本
生
図
V

は
、
南
壁
の
畠
下
、
壁
面
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
位
置
し
、

る
。
捨
身
飼
虎
本
生
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
こ
の
物
語
の
便
概
を
の
べ
る
と
、

本
図
（
図
3

・4）

一
辺
が
約
一
メ
ー
ト
ル
の
方
形
画
面
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い

釈
迦
が
前
生
に
お
い
て
サ
ッ
タ
太
子
で
あ
っ
た
と
き
、
二
兄
と
山
野
に
遊
猟
に
出
か
け
、
生
後
ま
も
な
い
七
子
を
つ
れ
た
餓
虎
に
出
遇

ぅ
。
飢
餓
の
た
め
母
子
と
も
ど
も
死
に
瀕
し
た
そ
の
様
子
を
見
、
三
王
子
は
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
案
し
議
論
を
交
す
が
よ
い
知
恵
が

わ
か
な
い
。
ひ
と
り
大
発
心
を
お
こ
し
た
ザ
ッ
タ
太
子
は
二
兄
を
先
に
還
ら
し
め
、
衣
服
を
脱
い
で
虎
前
に
身
を
よ
こ
た
え
る
が
、
気

力
の
衰
え
た
虎
は
食
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
こ
で
太
子
は
高
山
に
の
ぼ
り
、
乾
竹
で
頚
を
刺
し
て
血
を
流
し
虎
前
に
身
を
投
じ
た
。

す
る
と
天
地
は
震
動
し
大
い
に
異
変
が
お
こ
っ
た
。
時
に
大
愁
苦
を
感
じ
た
二
兄
は
虎
の
所
に
ひ
き
か
え
し
、
事
の
次
第
を
覚
っ
て
お
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一
方
、
王
宮
で
は
王
妃
が
み
た
不
吉
な
夢
や
外
人
か
ら
の
知
ら
せ
に
よ
り
諸
臣
に
命
じ
て
太
子
を
捜
さ
し
め
、

お
い
に
悲
し
む
。

ペコ
L、

に
事
件
の
一
部
始
終
を
知
る
。
大
王
と
王
妃
は
太
子
捨
身
の
地
に
至
り
悲
哀
号
突
し
、
太
子
の
供
養
の
た
め
に
七
宝
塔
を
起
て
る
。

と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

図
は
、
画
面
い
っ
ぱ
い
に
六
景
な
い
し
八
景
か
ら
な
る
場
景
を
区
画
を
設
け
ず
に
配
置
し
て
い
る
。
画
面
右
半
分
は
、
餓
死
寸
前
の
虎

の
母
子
を
見
て
思
い
悩
む
コ
一
王
子
①
、
高
山
に
の
ぼ
り
乾
竹
で
頚
を
切
る
太
子
②
、
高
崖
か
ら
身
を
お
ど
ら
せ
る
と
こ
ろ
③
、
横
た
わ
る

太
子
に
む
ら
が
っ
て
そ
の
肉
を
食
っ
て
い
る
虎
の
母
子
④
、
と
い
う
山
中
で
の
四
場
景
を
、
迷
彩
状
に
あ
ら
わ
し
た
山
岳
文
様
を
背
景
と

し
て
巧
み
に
配
置
し
、
左
半
分
に
は
、
虎
の
と
こ
ろ
に
も
ど
り
太
子
の
遺
骸
を
抱
い
て
痛
嘆
す
る
こ
兄
⑤
、
太
子
の
衣
服
を
拾
い
集
め
な

が
ら
か
な
し
む
諸
臣
⑥
、
太
子
を
亡
く
し
た
悲
報
に
接
し
悲
嘆
に
く
れ
る
大
王
と
王
妃
⑦
、
太
子
の
供
養
の
た
め
に
起
て
た
宝
塔
⑧
、

の
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四
場
景
を
人
物
の
仕
種
や
視
線
に
よ
っ
て
有
機
的
に
連
関
さ
せ
な
が
ら
布
置
し
て
い
る
。
本
図
は
、
⑤
の
場
景
で
、
虎
に
食
わ
れ
て
既
に

骨
に
な
っ
た
は
ず
の
太
子
の
遺
骸
が
え
が
か
れ
て
い
る
点
、
ま
た
⑤
⑥
の
二
景
は
個
々
の
人
物
比
定
が
難
し
く
、
⑤
⑥
⑦
の
三
一
景
を
合
せ

て
一
景
と
み
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
と
い
う
点
な
ど
、
充
分
な
絵
解
き
が
困
難
な
面
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
説
話
の
進
行
に
と
も
な

う
画
面
展
開
は
、
決
し
て
順
次
に
整
然
と
配
列
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
物
語
の
筋
を
お
っ
て
画
面
を
み
て
ゆ
く
と
場
景
は
画
面

内
を
上
下
左
右
あ
ち
こ
ち
と
変
則
的
に
移
動
す
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
お
り
、
図
相
は
、
説
話
内
容
を
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
容
易
に
理

解
で
き
な
い
程
に
錯
綜
し
、
個
々
の
場
景
が
互
に
入
り
く
ん
だ
複
雑
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
加
え
て
境
界
線
を
ひ
か
ず
に
登

場
人
物
や
場
景
を
互
に
重
な
り
あ
う
ほ
ど
に
相
接
し
て
描
き
、
部
分
的
に
同
一
人
物
・
事
物
を
二
景
に
わ
た
っ
て
重
複
的
に
機
能
さ
せ
て

い
た
り
し
て
お
匂
全
体
に
密
集
し
た
構
図
配
置
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。

〈
第
即
窟
鹿
王
本
生
図
〉

⑨
 

本
図
（
図
5
）
は
、
後
壁
中
層
の
フ
リ
ー
ズ
に
描
か
れ
て
い
る
。
説
話
内
容
を
簡
単
に
記
す
と
、

釈
尊
が
前
生
で
鹿
王
「
修
風
L

で
あ
っ
た
と
き
、
あ
る
日
、
河
中
で
濁
者
を
救
い
あ
げ
た
。
鹿
王
は
自
分
の
居
所
を
他
に
告
げ
な
い

こ
と
だ
け
を
約
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
国
の
王
妃
が
夢
に
九
色
の
身
毛
の
鹿
を
見
、
こ
れ
に
莫
大
な
懸
賞
金
を
か
け
て
捜
し
て
い
た
。

男
は
欲
に
目
が
く
ら
み
、
王
宮
へ
出
か
け
て
い
っ
て
鹿
王
の
居
所
を
告
げ
る
。
と
た
ん
に
男
の
体
に
は
願
が
生
じ
、

は
く
息
は
悪
臭
と

な
っ
た
。
男
は
道
案
内
を
し
て
王
の
一
隊
を
導
い
て
鹿
王
の
森
林
へ
や
っ
て
き
た
。
身
に
迫
る
危
険
を
知
ら
ず
眠
っ
て
い
る
鹿
王
。
小

鳥
が
そ
れ
を
知
ら
せ
る
。
も
は
や
逃
れ
ら
れ
ぬ
事
を
覚
っ
た
鹿
王
は
、
自
ら
国
王
の
前
に
姿
を
あ
ら
わ
し
溺
者
救
助
の
件
を
告
げ
る
。

驚
く
国
王
に
対
し
、
更
に
言
葉
を
つ
い
で
法
を
説
く
。
国
王
は
そ
の
言
を
嘉
し
、
弘
慈
の
心
に
深
く
感
じ
て
鹿
を
害
す
る
こ
と
を
禁
ず

る
ふ
れ
を
国
中
に
出
し
た
。

こ
の
本
生
図
は
、
説
話
の
筋
の
進
行
に
と
も
な
う
場
景
展
開
の
仕
方
に
特
異
な
手
法
を
み
せ
る
（
図
6
）
。
す
な
わ
ち
、
七
景
か
ら
な
る

本
図
は
左
端
に
は
じ
ま
り
、
河
中
で
救
い
を
求
め
る
溺
者
①
、
鹿
王
が
急
流
の
中
か
ら
溺
者
を
救
い
出
す
場
面
②
、
救
助
さ
れ
た
男
が
鹿



王
に
礼
を
の
ベ
誓
を
た
て
る
と
こ
ろ
③
。
場
面
は
こ
こ
で
右
端
に
と
び
、
欲
に
目
が
く
ら
ん
だ
男
が
、
国
王
夫
妻
に
鹿
王
の
居
所
を
密
告

し
て
い
る
場
面
④
、
男
の
先
導
で
国
王
が
兵
を
率
い
、
鹿
王
を
捕
え
に
向
っ
て
い
る
と
こ
ろ
⑤
、
身
に
迫
る
危
難
を
知
ら
ず
睡
る
鹿
王
⑥
、

も
は
や
逃
れ
ら
れ
ぬ
と
観
念
し
た
鹿
王
が
自
ら
姿
を
あ
ら
わ
し
、
国
王
に
溺
者
数
助
の
件
を
話
し
て
聞
か
せ
る
と
こ
ろ
⑦
、
と
い
う
よ
う

に
、
物
語
の
筋
に
従
っ
て
図
様
を
た
ど
る
な
ら
ば
、
画
面
左
端
に
は
じ
ま
っ
た
話
は
途
中
か
ら
右
端
へ
と
飛
び
、
そ
こ
か
ら
ま
た
左
方
へ

進
展
す
る
と
い
う
複
雑
な
動
き
を
と
る
こ
と
が
わ
か
る
。
時
間
の
経
過
に
従
い
連
続
的
に
場
景
を
並
べ
て
い
く
展
開
法
を
見
慣
れ
た
目
か

ら
す
る
と
、

一
見
、
奇
異
に
う
つ
る
こ
の
表
現
も
、
画
面
全
体
を
統
一
的
な
説
話
空
間
と
考
え
、
そ
の
中
に
主
要
な
舞
台
を
適
宜
に
配
し
、

そ
れ
を
準
拠
と
し
て
個
々
の
場
景
が
配
置
さ
れ
て
い
る
と
見
る
と
、
そ
の
構
成
原
理
が
納
得
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
画
面
左
手
は
鹿
王
の

棲
む
山
岳
地
帯
で
あ
り
、
右
手
は
王
の
居
城
で
あ
っ
て
、
場
景
の
配
置
は
こ
の
舞
台
設
定
を
基
準
に
按
排
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
時
間
的

な
連
続
配
列
に
よ
り
も
空
間
的
配
置
に
重
き
を
お
い
た
構
図
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

も
う
一
つ
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
、
こ
の
図
に
は
場
景
区
画
の
初
歩
的
形
態
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ

れ
の
場
景
は
登
場
人
物
の
動
作
や
配
置
に
よ
っ
て
一
つ
の
構
図
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
画
面
右
方
で
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
本
生
図
同
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様
、
仕
切
り
と
な
る
事
物
や
界
線
な
ど
区
画
の
機
能
を
は
た
す
描
写
は
見
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
左
方
の
場
景
の
聞
に
え
が
か
れ
た
斜

行
す
る
山
岳
は
、
舞
台
が
山
中
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
一
つ
の
場
景
を
他
か
ら
仕
切
る
役
割
を
も
果
し
て
い
る
。
小
さ
な
山
形
を

連
ね
た
山
岳
列
に
よ
っ
て
場
景
を
区
画
す
る
方
法
は
、
西
灘
以
降
の
本
生
図
に
共
通
す
る
基
本
的
特
徴
で
あ
る
。
本
図
の
場
合
は
左
方
の

一
部
の
場
景
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
お
方
の
場
景
が
山
岳
と
関
り
の
な
い
王
宮
を
舞
台
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と

一
概
に
部
分
的
で
不
完
全
な
も
の
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
く
、
西
雛
以
降
、

一
般
的
に
な
る
場
景
区
画
法
の
先
行
的
表
現

と
み
な
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
と
思
う
。
小
さ
な
山
形
を
連
ね
並
べ
る
あ
ら
わ
し
方
や
、

一
つ
一
つ
の
山
形
を
赤
・
青
・
緑
な
ど
に
色
分

け
す
る
や
り
方
が
同
じ
で
あ
る
の
も
こ
の
考
え
の
裏
づ
け
と
な
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
本
図
が
場
面
展
開
の
う
え
で
は
西
貌
以
降
の
本
生
図
に
な
い
特
異
な
描
写
を
み
せ
て
い
る
と
同
時
に
、

方

七
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で
は
西
貌
以
降
に
一
般
的
に
な
る
場
景
区
画
法
を
も
既
に
と
り
い
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
に
詳
し
く
ふ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と

は
本
図
の
過
渡
期
的
性
絡
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
今
一
つ
の
特
徴
は
、

制
窟
サ
ッ
タ
太
子
本
生
図
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
、
同
一
人
物
を
二
場
面
に
わ
た
っ
て
重
複
的
に
機
能
さ
せ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
⑤
の
場
景
は
そ
の
ま
ま
素
直
に
見
れ
ば
⑦
の
場
景
の
一
部
と
し
て
受
取
る
の
が
自
然
な
見
方

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
こ
の
場
面
は
非
常
に
長
い
も
の
と
な
り
、
こ
の
部
分
だ
け
で
画
面
の
半
分
程
を
占
め
る

は
）
う
に
な
る
。
ま
た
、
道
案
内
を
す
る
溺
者
の
斜
後
方
に
は
傍
題
が
附
し
で
あ
っ
て
、
こ
の
部
分
が
一
場
景
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
つ
ま
り
⑤
の
部
分
は
、
鹿
王
と
国
王
の
対
決
場
面
⑦
か
ら
見
る
と
同
じ
行
列
の
一
部
を
構
成
し
て
い
な
が
ら
、
同
時
に
、
④
景
か
ら

⑥
景
へ
の
視
線
の
移
行
に
際
し
て
は
、
充
分
に
一
つ
の
場
景
と
し
て
の
機
能
も
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
場
景
を
他
か
ら
裁
然
と

仕
切
る
と
い
う
働
き
を
見
せ
な
が
ら
、
他
方
で
は
説
話
内
容
に
応
じ
一
つ
の
場
景
を
数
景
に
わ
た
っ
て
機
能
さ
せ
る
と
い
う
、
融
通
性
の

あ
る
場
面
展
開
を
と
る
と
こ
ろ
に
本
国
の
特
色
が
あ
る
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
北
涼
・
北
魂
の
本
生
図
の
画
面
構
成
上
の
特
色
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

石
窟
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
を
も
っ
た
異
な
る
画
面
形
式
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
制
窟
サ
ッ
タ
太
子
本
生
図
に
代
表

さ
れ
る
西
親
以
降
の
本
生
図
が
、
基
本
的
に
は
共
通
の
画
面
構
成
法
に
よ
っ
て
、
皆
、

一
様
な
特
徴
を
示
す
の
と
は
好
対
照
を
な
す
。
そ

こ
で
、
次
に
は
、
そ
れ
ら
北
涼
・
北
雛
の
本
生
図
に
あ
ら
わ
れ
た
多
様
な
画
面
構
成
上
の
特
色
が
、
実
際
に
は
い
か
な
る
起
源
を
も
ち
、

ど
の
よ
う
な
美
術
の
伝
統
に
つ
な
が
る
の
か
。
節
を
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
。

一
口
に
初
期
敦
埠
壁
画
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
西
方
様

式
と
い
っ
て
も
幾
つ
か
の
系
統
が
複
雑
に
入
り
混
っ
て
い
て
、
そ
の
実
体
は
必
ず
し
も
あ
き
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

従
来
、
敦
埠
の
初
期
壁
画
、
特
に
北
親
の
壁
画
に
つ
い
て
西
方
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
場
合
、
キ
ジ
l
ル
壁
画
と
の
関
連
性
が
多
く
と



り
あ
げ
ら
れ
る
。
表
二
は
、
初
期
敦
憧
壁
画
の
本
生
図
と
問
題
の
イ
ン
ド
・
西
域
に
お
け
る
本
生
図
の
遺
例
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
・
ガ
ン
ダ
I
ラ
地
方
を
除
け
ば
、
中
央
ア
ジ
ア
で
は
圧
倒
的
に
キ
ジ
I
ル
な
ら
び
に
そ
の
近
郊
の
遺

例
が
多
い
。
キ
ジ
l
ル
と
の
結
び
つ
き
が
強
調
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
キ
ジ
l
ル
壁
画
の
画
面
構
成
法
か
ら
み
て
み
た
い
。

キ
ジ
l
ル
千
仏
洞
を
中
心
と
す
る
ク
チ
ャ
（
庫
車
）
地
方
の
壁
画
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
〉
・
の
忌
ロ
毛
色
色
ら
の
く
わ
し
い
報
告
・
研

究
が
あ
り
、
近
年
で
は
上
野
照
夫
氏
に
様
式
面
で
の
考
証
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
に
よ
る
と
、
キ
ジ
l
ル
壁
画
の
様
式
は
大
き
く
一
一
一
つ

に
分
け
ら
れ
、
第
一
期
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
様
式
（
別
年
前
後
）
・
第
二
期
イ
ン
ド
・
イ
ラ
ン
様
式
（
剛

1
刷
年
前
後
）
・
第
三
期
仏
教
的
中

国
様
式
の
一
一
一
期
に
分
類
さ
れ
る
。
第
三
期
の
壁
画
は
、
若
干
の
遺
例
が
ク
チ
ャ
近
郊
の
ク
ム
ト
ラ
に
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
唐

代
中
国
美
術
の
影
響
下
に
描
か
れ
た
絵
画
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
面
の
考
察
対
象
か
ら
外
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。
第
一
期
・
第
二
期
の

様
式
の
特
徴
は
、
前
者
が
ガ
ン
ダ

I
ラ
美
術
の
影
響
の
も
と
に
古
典
的
で
穏
や
か
な
表
現
を
特
色
と
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
基
本
的
に

は
こ
れ
を
継
承
し
つ
つ
も
独
自
な
地
方
的
展
開
を
み
せ
、
色
調
・
形
態
と
も
に
竪
く
観
念
的
な
傾
向
の
強
い
表
現
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
。
第

ガ
ン
ダ
l
ラ
以
外
の
イ
ン
ド
や
イ
ラ
ン
の
美
術
の
影
響
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

二
期
様
式
に
は
上
野
照
夫
氏
に
よ
っ
て
、

教壇第257窟本生図と第428窟本生図

と
こ
ろ
で
、
画
面
構
成
か
ら
見
た
キ
ジ
1
ル
壁
画
本
生
図
は
、
第
一
期
と
第
二
期
と
で
相
違
が
あ
り
、
第
一
期
本
生
図
の
特
徴
は
、
①

一
場
面
の
図
像
が
か
な
り
簡
単
で
あ
る
こ
と
、
②
物
語
内
容
を
複
数
場
面
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
、
③
場
面
展
開
は
時
閣
の
経
過
に
従

っ
て
順
次
フ
リ
ー
ズ
式
に
配
列
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
期
本
生
図
の
特
徴
は
、
①
は
前
者
と
同
じ
で
あ
る
が
、
②
物
語
内
容
を
主
要
場

面
に
よ
っ
て
一
な
い
し
二
場
面
で
あ
ら
わ
す
こ
と
、
③
そ
れ
ら
の
場
面
を
小
さ
な
山
形
を
鱗
状
に
重
ね
合
せ
た
菱
形
区
画
の
中
に
あ
ら
わ

す
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
他
の
美
術
と
の
影
響
関
係
か
ら
み
れ
ば
、
第
一
期
本
生
図
の
特
徴
は
、
簡
単
な
図
像
の
場
面
が
フ
リ
ー
ズ
式
に

配
列
さ
れ
て
い
て
、
場
面
の
展
開
を
た
や
す
く
追
う
こ
と
の
で
き
る
ガ
ン
ダ

i
ラ
の
表
現
と
類
似
し
て
お
り
、

ガ
ン
ダ
l
ラ
以
外
の
イ
ン

ド
の
説
話
図
の
特
徴
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

一
場
面
の
中
に
複
数
の
異
時
の
場
景
を
複
雑
に
か
つ
過
密
気
味
に
配
置
描
写
し
、
説
話
の
展
開

を
表
現
す
る
に
際
し
て
は
時
間
的
連
続
性
よ
り
は
む
し
ろ
舞
台
の
設
定
を
重
ん
じ
る
傾
向
を
も
っ
と
い
う
特
色
な
ど
と
は
根
本
的
な
相
違

七
七
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が
み
ら
れ
る
。
第
二
期
本
生
図
の
特
徴
も
、
石
窟
構
造
や
そ
れ
に
と
も
な
う
画
面
配
置
の
変
化
な
ど
に
よ
っ
て
画
面
形
式
に
変
化
を
来
し
、

第
一
期
本
生
図
の
フ
リ
ー
ズ
表
現
か
ら
説
話
の
も
っ
と
も
枢
要
な
場
面
の
み
を
抜
き
出
し
て
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、

基
本
的
に
は
第
一
期
本
生
図
と
同
様
に
ガ
ン
ダ

I
ラ
美
術
の
図
像
構
成
の
伝
統
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。

キ
ジ
l
ル
壁
画
に
は
、
以
上
に
あ
げ
た
第
一
期
、
第
二
期
の
二
種
の
一
般
的
表
現
の
ほ
か
に
、
次
の
二
種
類
の
図
像
構
成
法
を
み
る
。

一は、

一
説
話
を
一
な
い
し
二
場
景
で
あ
ら
わ
し
、
横
長
の
フ
リ
ー
ズ
式
画
面
を
区
切
っ
て
、
内
容
の
異
な
る
幾
つ
か
の
説
話
を
並
列
配

置
し
て
え
が
く
形
式
の
も
の
で
あ
る
。
隣
接
す
る
場
景
と
の
区
画
は
、
界
線
で
明
確
に
仕
切
る
も
の
と
、
樹
木
に
よ
っ
て
わ
け
る
も
の
と

の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
簡
単
な
図
像
に
よ
っ
て
説
話
内
容
を
簡
潔
に
表
現
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
今
一
つ
は
、
や
は

り
横
長
の
フ
リ
ー
ズ
に
一
説
話
を
三
景
な
い
し
四
景
で
あ
ら
わ
す
形
式
の
も
の
で
あ
る
が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
特
異
な
場
景
配
置

で
あ
る
。
説
話
の
筋
に
従
っ
て
画
面
の
展
開
を
み
る
と
、
途
中
か
ら
場
景
が
反
対
側
へ
飛
ん
で
し
ま
う
。
巧
曲
目
仏
国
各
自
吾
は
、
中
央
の
二

景
と
両
端
の
二
景
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
ほ
ぼ
同
時
に
進
行
す
る
事
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
前
者
を
H

内
側
の
二
景
”
と
し
後
者
を

n
外
側
の

二
景
H

と
し
て
、
図
の
四
場
景
を
二
分
す
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
同
時
異
景
の
分
割
構
図
と
で
も
称
す
べ
き
こ
の
特
異
な
場
景
配
置
は
、

一
般
的
な
ガ
ン
ダ
l
ラ
の
表
現
に

類
を
み
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
簡
単
な
図
像
の
あ
ら
わ
し
方
・
街
潔
な
構
図
は
、
第
一
期
・
第
二
期
の
本
生
図
同
様
に
ガ
ン
ダ
l
ラ

キ
ジ
I
ル
壁
画
本
生
図
に
は
二
例
あ
る
の
み
で
例
外
的
な
作
例
と
い
え
る
。
画
面
展
開
の
う
え
で
は
、

美
術
の
系
統
に
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

キ
ジ
l
ル
以
外
で
は
、

北
道
で
は
シ
ョ
ル
チ
ュ
ク
（
ωO同市
E
駕
番
附
近
）

に
二
例
、

ト
ル
フ
ァ
ン
（
吐
魯
番
）
地
方
に
三
例
が
あ
る

（
表
二
参
照
）
。
い
ず
れ
も
時
代
が
や
や
下
る
ら
し
く
、
逆
に
中
国
か
ら
の
影
響
が
う
か
が
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
簡
単
な
図
像
に
よ
る
一

構
図
二
景
な
い
し
三
景
と
い
う
画
面
構
成
上
の
特
徴
は
、

ガ
ン
ダ
l
ラ
美
術
の
系
譜
に
つ
な
が
る
キ
ジ
l
ル
壁
画
と
の
類
縁
関
係
を
示
し

て
い
る
。

ま
た
、
南
道
の
ミ

l
ラ
ン
の
遺
例
は
、
他
の
併
出
資
料
な
ど
か
ら
三
世
紀
こ
ろ
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
壁
画
の
様
式
や
簡
約
化
さ



れ
た
図
像
構
成
は
、

キ
ジ
l
ル
第
一
期
様
式
に
近
い
も
の
を
お
も
わ
せ
、

ガ
ン
ダ

1
ラ
美
術
と
の
関
連
を
有
す
る
こ
と
は
疑
い
を
い
れ
な

し、。
以
上
、
西
域
に
お
け
る
敦
憧
壁
画
本
生
図
と
問
題
の
作
例
を
、
そ
の
画
面
構
成
の
面
か
ら
み
て
き
た
。
表
こ
に
は
そ
の
簡
単
な
特
徴
を

附
し
て
い
る
。
敦
埠
以
西
の
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
で
は
、
本
生
図
の
画
面
構
成
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
が
ガ
ン
ダ

l
ラ
美
術

の
系
統
一
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
特
徴
と
し
て
、
①
簡
潔
で
明
快
な
図
像
表
現
、
②
時
間
の
流
れ
に
従
っ
て
フ

リ
ー
ズ
式
に
順
次
に
場
面
を
配
列
す
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
②
の
特
徴
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
②
フ
リ
ー
ズ
内
の
最
も
中
心
的
な

場
面
を
一
景
な
い
し
二
景
だ
け
抜
き
だ
し
て
、
小
区
画
の
画
面
（
多
く
は
壁
面
を
網
目
状
に
分
割
区
画
し
た
菱
形
画
面
）

で
象
徴
的
に
あ

ら
わ
す
と
い
う
方
法
に
変
化
す
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
説
話
に
不
可
欠
の
要
素
の
み
で
簡
潔
に
場
面
を
構
成
す
る
と
い
う
原
則
で
は
②
の

特
徴
と
一
致
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
を
先
に
見
て
き
た
敦
埠
本
生
図
と
照
ら
し
あ
わ
せ
で
み
る
と
、

出
窟
本
生
図
の
画
面
構
成
が
き
わ
め
て
よ
く
似
た
特
徴
を

も
つ
こ
と
が
わ
か
る
。
簡
単
な
図
像
で
構
成
さ
れ
た
明
快
な
構
図
、

一
説
話
を
一
・
二
景
で
あ
ら
わ
し
、
物
語
の
展
開
に
あ
ま
り
意
を
用

敦爆第257窟本生図と第428窟本生図

い
な
い
と
こ
ろ
な
ど
は
、

サ
ン
チ
ー
や
ア
ジ
ヤ
ン
タ

l
等
の
イ
ン
ド
美
術
が
特
徴
と
す
る
諸
点
、
ー
ー
あ
た
か
も
空
白
を
恐
れ
る
か
の
よ

う
に
、
説
話
内
容
に
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
人
物
や
事
物
を
や
た
ら
に
描
き
込
む
と
か
、
説
話
の
進
行
と
一
致
し
な
い
複
雑
な
場
景
配
置

を
行
な
う
と
か
、
或
は
隣
接
す
る
場
景
を
重
な
り
あ
う
ほ
ど
に
密
集
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
た
り
し
て
、
結
果
と
し
て
、
錯
綜
し
た
複
雑
な
画

ガ
ン
ダ
l
ラ
美
術
の
影
響
を
受
け
た
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
地
方

面
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
ー
ー
と
は
対
照
的
な
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

の
遺
例
と
の
類
似
性
が
明
瞭
で
あ
る
。
な
か
ん
づ
く
、
キ
ジ

l
ル
壁
画
本
生
図
と
の
聞
に
は
緊
密
な
影
響
関
係
が
予
想
さ
れ
る
。
単
に
現

存
す
る
遺
例
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で
に
も
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
モ
チ
ィ
l
フ
や
描
写
技
法

の
面
で
の
類
似
性
は
、
他
地
方
と
の
関
係
以
上
に
両
者
の
距
離
の
近
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
寵
下
や
側
壁
の
フ
リ
ー
ズ
に
一
説
話
一

景
な
い
し
二
景
で
簡
略
に
表
現
す
る
キ
ジ

I
ル
洗
足
洞
（
司
ロ
担
当

gnrgm∞
E
E叩
）
や
小
峡
谷
中
間
洞
（
冨
E
Z
B口
出
α巴
土
日

R
E
aロ
g

七
九



敦燈壁画本生図と同主題の作例

シピ王本生図

構図形式・特徴窟名および図版掲載資料名地在所

1構図2景

（高田・上野「インド美術JPL.158) 
I (Yazdani'. V) 
XVII(Yazdani•. LXV.c. LXVI a-c) 
Svat出 BritishM蔵「世界の美術館・大
英博物館 I」講談社 PL.114
Musik-H (Griinw. Alt-k. Fig.130) 
Gebetm-H (Griinw. Alt-K. Fig. 251) 
Schlucht-H (Griinw. Alt-K. Fig.115) 
Bodh-gew-H(Le cog. Bud-Sp. VI. Fig 
116) 
Fusswasch-H(Le cog. Bud-Sp. VI. Taf. Iフリーズ1構図1景区画
13.2) 

竪フリーズ区画3景
3景以上
4景以上

フリーズ1構図1景

1構図1景
1構図2景
1構図1景
1構図2景

菱形

(Fergusson, Tree and Serpent Worship 
PL. LX) 

Amaravati 

Nagarjunakonda 
Mathurii 
Ajant孟
Ajant孟（施限）
Gandhara 

Qyzyl 

II 

II 

円形1構図3景密集構図

竪長画面5景
菱形1構図1景

” 
” 

II 

II 

鹿王本生図

l山ータカ概観Jp.123. 
II (Yazdani•. text p. 36）図剥落

1r… L.c~ はVIII)Bodh-gew-H(Le cog. Bud-Sp. VI. Fig. 
173) 
Musik-H(Le cog. Bud-Sp. VI. Fig.174) 
Schlucht-H(Lecoq. Bud-Sp. VI. Fig.175) 

駿子本生図

Bharhut 
Ajant亙

II 

Qyzyl 

II 

II 

「ジャータカ概観」 p.127
(Jamal Garhi) (Foucher. Gr-Bud. Fig. 
143) 
X(Yazdani3 XXVIII. b. XXIX.) 
XVII (Yazdani' XLIX. b) 
Bodh・gew-H(Lecog. Bud-Sp. VI. Fig. 
13) 
Sohwertt-H(Le cog. Bud-Sp. VI. Fig.14) 
Schlucht-H (Le cog. Bud-Sp. VI. Fig.15) 
Gebetm-H B.25(Griinw. Altbud-K.p.115) 
Nagar-H l.c(Griinw. Altbud-K. p.131) 
Drittletzte-H. K. B 
小峡谷の中間洞（Lecog. Bud-Sp VI. Taf lフリーズ1構図2景
A.6) 

3景ないし4景密集構図
フリーズ7景樹木で区画

Sanchi 
Gandhara 

八。

フリーズ7景
竪長画面4景以上
菱形1構図2景

" 1構図1景

（所在のみ記述）
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（資料の略号は注⑧に記す）
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所在地

表2 インドおよび東トルキスタンにおける

窟名および図版掲載資料名 構図形式・特徴

スダナ太子本生図

XVI窟（Yazdani.Text p.60. PL VIII 
c-e）刻文のみ
XVII (Yazdani. 4. XIX～XXVI) I 30景以上

Musik-H (Griinw. Altbud-k Fig.129) ｜菱形・ 1構図1景

Schwertt-H (Le coq. Bud-Sp VI. Fig42) I II 11 

小流峡の第3窟（Lecoq. Bud-Sp. VI. ｜フリーズ4景
Fig.93) 
Buddha-H (Lecoq. Bud-Sp. VI. Fig. 94) ｜フリーズ3景
Bodh-gew-H(Le coq. Bud-Sp. VI. Fiι ｜菱形・ 1構図1景

43) I 
Fusswasch-H (Le Coq. Bud-Sp. VI. taf. Iフリーズ区画1構図1景

C.13) I 
11 I Teufels-H (Griinw. Altbud-k. Fig.317) I 1景？

Qarakhoja I Temp.10. (Le coq. Bup-Sp. VI.Fig. 44) I 1構図2景

Miran IM. V. Caitya(S句in.Serindia I Fig.137-1フリーズ
138) I 

Bharhut 

Siinchi 北門

Amaravati 

Niigarjunakonda 
Mathurii 
Gandh孟ra

II 

Ajantii 

Qyzyl 
II 

II 

II 

” 
II 

の

画

景

区

H

唱且：
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げ

上

上
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Mathurii M. J.4. 
Jiimal-Garhi出（Foucher.Gr-Bud. Fig 
144) 
タレリ出（樋口「インドの仏跡」P162.)

フリーズ6景樹木で区画

｜フリ叩2景以上
区画なし

サッタ太子本生図

Mathurii 
Qyzyl 

II 

II 

八 II

II 

II 

II 

Qarakhoja 
Sengim, Aghis 

§ V orcup 
II 

Mathurii M.J.5 
Musik-H(Griinw. Altbud-k. Fi巨142) ｜菱形・ 1構図2景
Gebetm-H(Griinw. Altbud-k. Fig.255) I 11 11 

II. Anl. Maya-H (Griinw. Altb-k Fig. I II 
381) 
Schwertl-H(Le coq. Bud-Sp VI. Fig.58) I 11 1 1 
Schlucht-H(Le coq. Bud-Sp VI. Fig.59) I 11 1構図2景

Bodh・gew-H(Lecoq. Bud-Sp VI. Fig.62) I 11 11 

Fusswasch-H(Le coq. Bud-Sp VI taf C.18) Iフリーズ1構図2景
Temp 10. (Griinw Altbud-k. p.339) 
Temp 7. (Le coq. Chotscho. p.12) 

” 

H叫 sch
Handschrift司H(Griinw Altbud-K. Fig. 447) I 

1構図2景ない
し3景
1構図2景
1構図2景
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ωロ
E
E
Z）
な
ど
の
構
図
形
式
に
、
最
も
近
い
類
似
的
特
徴
を
見
出
せ
る
よ
う
に
思
う
。

以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、
敦
埠
第
問
窟
の
本
生
図
は
、
画
面
構
成
の
う
え
で
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
地
方
の
本
生
図
と
関
連
性
を

も
ち
、
な
か
で
も
キ
ジ
l
ル
壁
画
に
は
一
段
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
敦
憧
初
期
本
生
図
に
は
キ
ジ

ー
ル
・
ガ
ン
ダ
l
ラ
の
系
統
以
外
の
美
術
の
影
響
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
第
削
窟
お
よ
び
第
加
窟
の
本
生
図
が
、

うf

ン
ダ
l
ラ
を
除
く
イ
ン
ド
美
術
の
伝
統
と
む
す
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
ゆ
き
た
い
。

四

第
制
窟
サ
ッ
タ
太
子
本
生
図
は
、
油
絵
を
思
わ
せ
る
濃
密
な
描
法
・
精
徽
な
隈
取
り
な
ど
に
西
方
様
式
の
影
響
が
濃
厚
に
う
か
が
わ
れ

る
作
例
で
あ
る
が
、
そ
の
傾
向
は
画
面
構
成
の
う
え
に
も
強
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
個
々
の
場
景
は
仕
切
り
を
設
け

る
こ
と
な
く
互
に
入
り
く
ん
だ
り
重
な
り
あ
っ
た
り
し
て
ほ
と
ん
ど
隙
聞
な
く
配
置
さ
れ
、

し
か
も
、
場
面
の
説
明
と
な
る
添
景
事
物
の

敦爆第257窟本生図と第428旗本生図

描
写
を
極
力
は
ぶ
き
、
最
少
限
の
構
成
要
素
で
集
約
的
に
描
写
し
て
い
る
。
物
語
の
進
展
に
と
も
な
う
場
景
配
置
は
、
自
然
の
上
下
関
係

に
従
う
配
慮
が
一
部
に
窺
え
る
程
度
で
、
筋
を
追
っ
て
画
面
を
見
る
と
場
景
は
あ
ち
こ
ち
と
め
ま
ぐ
る
し
く
移
動
す
る
。
あ
き
ら
か
に
、

キ
ジ

l
ル
第
一
期
や
ガ
ン
ダ

l
ラ
浮
彫
の
フ
リ
ー
ズ
の
如
き
、
説
話
の
進
行
が
容
易
に
了
解
で
き
る
よ
う
な
順
次
配
列
と
は
異
な
る
変
則

的
配
置
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
物
語
内
容
に
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
筋
の
展
開
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
な
ほ
ど
に
錯
雑
し
た
様
相
を
示

し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
西
競
以
降
の
本
生
図
に
お
い
て
中
国
的
な
表
現
形
式
と
し
て
定
式
化
す
る
と
こ
ろ
の
、

説
話
の
筋
の
進
展
に
と
も
な
っ
て
順
次
フ
リ
ー
ズ
式
に
場
景
の
配
置
を
行
な
う
場
面
展
開
法
と
も
き
わ
だ
っ
た
対
照
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
特
異
な
表
現
は
、

ガ
ン
ダ

I
ラ
を
除
く
イ
ン
ド
美
術
の
特
色
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
に
お
け
る
説
話
図
は
、

画
面
構
成
の
う
え
で
い
く
つ
か
の
著
し
い
特
徴
を
も
っ
て
お
り
、
比
較
的
容
易
に
他
の
地
域
の
表
現
と
の
違
い
を
見
わ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
説
話
画
の
描
写
形
式
は
、
も
と
に
な
る
説
話
の
性
格
や
長
短
に
よ
っ
て
多
少
と
も
制
約
を
受
け
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
イ
ン
ド
の
場



合
、
：
い
か
な
る
画
面
形
式
を
と
る
に
し
て
も
、

一
説
話
一
場
景
と
い
う
の
は
ご
く
ま
れ
で
、
多
く
は
二
景
以
上
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
二
、

一
説
話
を
複
数
の
場
景
で
あ
ら
わ
す
場
合
、

フ
リ
ー
ズ
式
の
画
面
に
順
次
に
並
列
す
る
方
式
と
、
方
形
な
い
し
は
円
形
の
画
面
に
適
宜
に

場
景
配
置
す
る
や
り
方
の
二
種
類
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
で
あ
ら
わ
す
に
し
て
も
そ
の
場
景
配
置
は
必
ず
し
も
物
語
の
筋
の
展
開
に
し
た
が

っ
て
順
序
正
し
く
配
列
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
三
、
継
起
す
る
個
々
の
場
景
は
、
物
語
の
主
要
舞
台
を
基
準
と
し
て
そ
の
な
か
に
配
置

さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
物
語
の
筋
を
お
っ
て
画
面
を
み
て
ゆ
く
と
場
景
が
必
ず
し
も
連
続
し
て
い
な
い
と
い
う
前
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
る
。

四
、
人
物
と
人
物
の
間
隔
に
ゆ
と
り
が
な
く
、
ま
た
、
個
々
の
場
景
が
互
に
他
の
場
景
と
重
な
り
あ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
、
全
体
と
し
て
空
白

（げ｝

部
分
の
少
な
い
密
集
し
た
構
図
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
バ

l
ル
フ
y

ト
以
来
、

サ
ン
チ
l
・
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
な
ど
イ
ン
ド
各
地
の
浮
彫
・
壁
画
の
説
話
図
に
共
通
し
て
見
出
さ
れ

る
基
本
的
な
特
色
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
ガ
ン
ダ

I
ラ
美
術
の
も
つ
表
現
特
徴
と
は
あ
き
ら
か
な
対
照
を
示
し
て
い
る
。
と
く
に
コ
一
、
の
特
徴

は
、
イ
ン
ド
で
も
ほ
と
ん
ど
ア
ジ
ャ
ン
タ
l
に
の
み
見
ら
れ
る
特
異
な
構
図
法
で
あ
る
。

第
削
窟
サ
y

タ
太
子
本
生
図
が
、
こ
れ
と
同
様
の
画
面
構
成
法
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
は
明
瞭
で
あ
る
。

一
説
話
を
二
景
以
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上
の
複
数
場
景
で
あ
ら
わ
す
こ
と
、
個
々
の
場
景
聞
に
ゆ
と
り
が
な
く
、
互
に
重
な
り
合
う
ほ
ど
に
密
集
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
物
語

の
筋
を
追
っ
て
図
様
を
た
ど
る
と
上
下
左
右
不
規
則
に
移
行
し
変
則
的
な
場
景
配
置
を
行
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
総
体
に
複
雑
な
図
像
構

成
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
同
時
に
ま
た
、

サ
ン
チ
l
・
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
な
ど
の
イ
ン
ド
の
表
現
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
特
色
で
あ
る
。

本
図
は
場
景
を
仕
切
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
意
を
用
い
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
本
来
な
ら
時
間
・
空
聞
を
異
に
す
る
場
景
を
、

相
い
重
な
る
よ
う
な
場
景
配
置
・
同
一
人
物
や
事
物
の
二
景
に
わ
た
る
重
複
機
能
な
ど
に
よ
っ
て
積
極
的
に
連
続
す
る
よ
う
に
あ
ら
わ
し
、

重
層
的
か
つ
有
機
的
な
絵
画
空
聞
を
創
出
し
て
い
る
。
相
い
異
な
る
場
景
を
互
い
に
仕
切
る
と
い
う
方
向
に
は
む
か
わ
ず
、

ス
ム
ー
ス
な

場
景
移
行
・
動
的
に
連
繋
づ
け
ら
れ
た
構
成
へ
の
指
向
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ガ
ン
ダ
l
ラ
や
敦
憧
の
西
貌
以
降
の
表
現
が
、
個
々
の
場
景

を
時
間
的
空
間
的
に
他
か
ら
峻
別
さ
れ
た
独
立
的
な
構
図
と
し
て
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
と
は
、
造
形
空
間
に
対
す
る
根
本
的
思
想

八
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四

の
相
違
が
感
じ
ら
れ
る
。

次
に
、
第
加
窟
庫
王
本
生
図
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
本
図
の
大
き
な
特
色
は
、
横
長
の
フ
リ
ー
ズ
画
面
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
場
景
配
置
が
物
語
の
進
行
に
従
っ
て
順
次
に
配
列
さ
れ
る
方
式
を
と
ら
ず
、
筋
を
追
っ
て
画
面
を
み
て
ゆ
く
と
、
場
景

が
あ
ち
こ
ち
と
不
・
規
則
に
移
動
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
画
面
左
端
の
鹿
王
の
す
む
山
中
の
場
面
に
は
じ
ま
る
説
話
は
、
途

中
か
ら
画
面
右
端
・
溺
者
が
密
告
に
で
か
け
る
王
宮
の
場
面
へ
と
と
び
、
反
転
し
て
国
王
と
鹿
王
と
の
対
決
場
面
（
中
央
左
寄
り
）
へ
と

進
展
し
て
ゆ
く
（
図
6
）
。
こ
の
場
景
展
開
が
、
敦
埠
の
一
般
的
な
展
開
法
と
異
っ
て
お
り
、
キ
ジ
I
ル
を
中
心
と
す
る
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン

の
遺
例
に
も
類
例
の
な
い
き
わ
め
て
特
異
な
表
現
で
あ
る
こ
と
は
前
に
確
か
め
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
れ
が
イ
ン
ド
美
術
と
つ
な
が
り
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
か
で
も
ア
ジ
ャ
ン
タ
l
最
古
期
の
第
四
窟
に

〔初日

（
醗
子
）
本
生
図
・
六
牙
象
本
生
図
の
場
面
展
開
は
、
最
も
近
似
す
る
も
の
で
あ
る
。

え
が
か
れ
た
シ
ュ
ヤ
l
マ

と
こ
ろ
で
敦
憧
と
ア
ジ
ャ
ン
タ
l
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
の
が
酸
子
本
生
図
で
あ
る
。
敦
埠
壁
画
に
は
、
三
面
の

陵
子
本
生
図
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
前
に
こ
れ
ら
を
西
貌
以
降
の
一
般
的
本
生
図
か
ら
除
外
し
て
お
い
た
の
は
、
そ
れ
ら
と
異
っ
て
画
面

構
成
の
う
え
で
古
様
な
表
現
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
様
な
表
現
と
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
鹿
王
本
生
図
に
あ
ら
わ
れ
た
構
図
形
式

で
あ
る
、
イ
ン
ド
・
ア
ジ
ャ
ン
タ
l
第
叩
窟
の
本
生
図
に
つ
な
が
る
場
面
展
開
法
で
あ
る
。
場
面
展
開
の
う
え
に
看
取
さ
れ
る
そ
の
つ
な

が
り
は
、
イ
ン
ド
か
ら
敦
埋
ま
で
の
美
術
表
現
の
伝
婚
を
具
体
的
に
跡
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
一
つ
の
徴
証
的
事
例
で
あ
る
が
、
陵
子
本

生
図
の
場
面
展
開
に
関
し
て
は
、
他
に
異
な
る
見
解
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
紹
介
し
な
が
ら
こ
の
間
題
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
そ
れ

は
ま
た
鹿
王
本
生
図
の
場
面
展
開
法
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

段
文
傑
氏
は
、
隣
子
本
生
図
の
変
則
的
な
画
面
構
成
に
つ
い
て
、
両
側
か
ら
始
っ
て
中
央
で
終
る
構
図
、
と
い
う
解
釈
を
し
め
し
て
い

る
（
噌
図
7
は
、
そ
の
場
面
展
開
と
個
々
の
場
面
内
容
で
あ
る
。
①

2
⑧
は
、
段
氏
が
附
し
た
番
号
で
、
①
か
ら
④
ま
で
の
左
側
の
展
開
と

⑤
か
ら
⑧
ま
で
の
右
側
の
展
開
に
よ
っ
て
、
最
も
高
潮
せ
る
場
面
を
中
央
に
配
置
し
た
構
図
と
解
釈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、



説
話
の
筋
を
追
っ
て
こ
の
図
を
み
て
ゆ
く
と
、

ω2刷
（

ωと
仰
は
逆
で
も
可
）
の
順
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
①
と
⑤
は
同
時
刻
の

場
景
で
あ
る
が
、
筋
の
展
開
か
ら
は
場
景
は
④
か
ら
⑥
へ
と

n
飛
ぶ
H

の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
両
側
か
ら
始
っ
て
中
央
で
終
る
構
図
」
と

し
て
片
づ
け
る
の
は
、
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
そ
の
こ
と
は
「
最
高
潮
」
の
場
面
で
あ
る
筈
の
⑧
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
に

ふ
さ
わ
し
い
図
像
上
の
配
慮
を
も
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
ま
た
厳
密
に
中
央
部
分
に
配
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

点
に
も
窺
わ
れ
る
（
た
だ
し
鹿
王
本
生
図
の
描
写
は
、
ま
さ
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
）
。

表

現
の
上
で
は
、
⑧
の
場
景
は
他
と
対
等
の
資
格
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
構
図
形
式
が
、
説
話
の
高
潮

場
面
を
強
調
す
る
た
め
に
中
国
で
独
自
に
案
出
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

ア
ジ
ャ
ン
タ
l
第
叩
窟
の
シ
ュ
ヤ
1
7
本
生
図
（
図
8
）と

比
較
対
照
さ
せ
て
み
る
と
き
、

お
の
ず
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
両
者
は
、
場
面
展
開
の
う
え
で
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
法
に
よ
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
イ
ン
ド
美
術
に
特
有
の
あ
ら
わ
し
方
｜
時
間
の
経
過
に
従
う
よ
り
も
、
説
話
の
背
景
と
な
る
舞
台
の
設
定
の
方
に
重
点
を
お
い

て
場
景
の
配
置
を
お
こ
な
う
ー
ー
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
抑
窟
の
朕
子
本
生
図
は
、
図
様
が
ま
だ
半
分
ほ
ど
未
確
認
で
あ

る
が
、
第
加
窟
に
つ
い
て
は
、
同
様
の
場
景
配
置
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。
教
埠
と
イ
ン
ド
と
の
こ
の
よ
う
な
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類
似
を
、
単
な
る
偶
然
の
結
果
に
帰
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、

ア
ジ
ャ
ン
タ
l
第
四
窟
で
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
法
が
、
敦
憧
の
陵
子

本
生
図
の
な
か
に
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
は
る
か
に
自
然
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
連
関
関
係
の
な
か
に
鹿
王
本
生
図
を
お
い
て
み
る
と
、
そ
の
場
面
展
開
の
特
異
な
性
格
が
一
層
明
瞭
な
も
の
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
説
話
内
容
の
展
開
に
際
し
、
場
面
が
連
続
的
に
配
置
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
時
間
の
連
続
性
を
場
景
配
置
の

大
原
則
と
す
る
西
貌
以
降
の
本
生
図
と
は
あ
き
ら
か
に
異
な
る
や
り
方
で
あ
り
、
舞
台
設
定
を
優
先
原
理
と
し
て
場
景
の
配
置
が
行
な
わ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
ア
ジ
ャ
ン
タ

l
の
シ
ュ
ヤ

l
マ
本
生
図
か
ら
敦
憧
の
賊
子
本
生
図
へ

と
つ
ら
な
る
一
連
の
イ
ン
ド
的
な
構
図
形
式
の
系
譜
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
舞
台
設
定
を
時
間
の
連
続
性
よ

り
優
先
さ
せ
る
場
景
配
置
法
が
、
鹿
王
本
生
図
と
陵
子
本
生
図
と
い
う
内
容
の
異
な
る
説
話
図
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
当
時

八
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か
な
り
幅
広
く
も
ち
い
ら
れ
て
い
た
手
法
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
さ
せ
る
。

以
上
、
敦
埠
初
期
本
生
図
の
う
ち
、
北
涼
・
北
競
の
作
例
に
見
ら
れ
る
西
方
様
式
に
つ
い
て
、
画
面
構
成
の
面
か
ら
西
域
・
イ
ン
ド
の

美
術
と
の
関
連
性
を
調
べ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
そ
こ
に
見
出
せ
る
も
の
は
、
い
く
つ
か
の
地
域
の
系
統
を
異
に
す
る
表
現
法
の
混
在
の

状
況
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第

m窟
の
本
生
図
は
、
キ
ジ
I
ル
か
ら
ガ
ン
ダ
l
ラ
へ
と
繋
る
系
統
と
関
連
し
、
第
制
窟
サ
y

タ
太
子
本
生

図
お
よ
び
第
加
窟
鹿
王
本
生
図
は
、
ガ
ン
ダ
l
ラ
を
除
く
イ
ン
ド
の
説
話
画
表
現
の
伝
統
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
と
に
鹿
王
本
生
図
は
、

イ
ン
ド
で
も
紀
元
前
一
世
紀
に
遡
る
古
様
な
表
現
法
を
祖
形
と
し
、
そ
れ
が
北
周
・
惰
の
駿
子
本
生
図
に
ま
で
連
綿
と
し
て
承
け
継
が
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
が
確
認
さ
れ
た
。

北
涼
・
化
現
の
本
生
図
に
は
、
キ
ジ
l
ル
・
ガ
ン
ダ
l
ラ
の
系
統
と
イ
ン
ド
の
系
統
と
の
二
種
の
相
い
異
な
る
表
現
伝
統
が
併
存
し
て

お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
西
方
伝
来
の
表
現
法
は
、
西
雛
以
降
の
本
生
図
に
な
る
と
姿
を
消
し
て
し
ま
い
（
た
だ
し
陵
子
本
生
は
例
外

で
あ
る
）
、
か
わ
っ
て
時
間
の
連
続
性
に
重
点
を
お
い
た
絵
巻
形
式
の
画
面
展
開
法
が
あ
ら
た
に
登
場
し
て
く
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
敦
埠
壁
画
で
は
、
北
競
末
か
ら
西
魂
初
に
か
け
て
の
時
期
は
、
第
削
・
蹴
窟
な
ど
の
壁
画
に
窺
わ
れ
る
よ
う
に
、
モ

チ
ィ

l
フ
や
描
法
・
彩
色
な
ど
に
顕
著
な
中
国
化
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
る
時
期
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
壁
画
配
置
や
石
窟
構
造

の
う
え
に
も
著
し
い
変
化
を
き
た
す
。
そ
の
意
味
で
こ
の
時
期
は
、
敦
埠
壁
画
史
の
う
え
で
、
最
初
の
重
要
な
転
換
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。

画
面
構
成
を
通
し
て
み
る
限
り
、
本
生
図
に
つ
い
て
も
や
は
り
こ
の
時
期
は
表
現
上
の
大
き
な
変
革
が
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か

で
あ
る
。
そ
の
変
革
の
根
本
的
性
格
は
、
本
生
需
の
絵
解
き
と
し
て
の
機
能
が
強
化
さ
れ
る
方
向
へ
の
変
化
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
北
韓
ま

で
の
本
生
図
で
は
比
較
的
大
き
な
単
独
の
場
景
で
、
物
語
の
エ
ッ
セ
ン
ス
た
る
中
心
場
面
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し
た
り
、
個
々
の
場
景
を

説
話
内
容
や
性
格
と
密
接
な
連
関
の
も
と
に
有
機
的
に
配
置
し
構
成
し
て
い
て
、
必
ず
し
も
も
と
に
な
る
説
話
そ
の
も
の
の
説
明
的
描
写

に
拘
泥
し
な
い
の
に
対
し
、
西
競
以
降
の
表
現
で
は
、
物
語
内
容
を
筋
の
展
開
に
そ
っ
て
わ
か
り
易
く
か
っ
詳
細
に
描
写
す
る
の
に
適
し

た
形
式
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
れ
は
場
景
配
置
や
図
相
の
う
え
で
と
く
に
一
部
分
に
重
点
を
お
く
こ
と
の
な
い
、
客
観
的
と
も
い
え
る



記
述
的
描
写
で
あ
る
。
本
来
、
そ
れ
ら
の
説
話
を
創
り
出
し
育
ん
で
い
っ
た
イ
ン
ド
や
西
域
と
異
っ
て
、
そ
れ
を
受
け
容
れ
る
側
の
中
国

に
あ
う
て
み
れ
ば
、
如
何
な
る
物
語
内
容
で
あ
る
か
を
読
み
取
り
、
文
人
々
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
第
一
義
の
要
件
で
あ
っ
た
筈
で
あ
り
、

こ
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
未
知
の
説
話
を
で
き
る
だ
け
わ
か
り
易
く
絵
画
化
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
時
間
的
経
過
を
追
っ
て
場
面
を
並

置
す
る
方
法
が
も
っ
と
も
有
効
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
。
こ
の
方
法
が
中
国
で
独
自
に
創
出
さ
れ
た
も
の
か
、
或
は
外
来

的
な
条
件
に
起
因
す
る
も
の
か
の
詮
議
は
一
応
お
く
と
し
て
、
当
時
の
中
国
に
お
け
る
本
生
図
の
表
現
が
、
初
め
て
見
る
者
に
も
容
易
に

理
解
で
き
る
よ
う
な
方
向
へ
の
変
化
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
各
場
面
に
添
附
さ
れ
た
傍
題
（
短
冊
形
）

に
簡
単
な
説
明
文

を
記
入
す
れ
ば
、
そ
の
機
能
が
充
分
に
果
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
。

い
く
つ
か
の
系
統
よ
り
成
る
多
様
な
外
来
的
構
図
形
式
が
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
、
こ
れ
に
か
わ
っ
て
あ
ら
た
に
別
種
の
構
図
形
式
が
登

場
し
て
く
る
と
い
う
右
の
よ
う
な
経
緯
は
、
敦
埠
に
お
け
る
仏
教
美
術
の
受
容
と
い
う
観
点
に
た
て
ば
、
種
々
の
外
来
要
素
が
比
較
的
伝

来
当
初
の
趣
き
を
つ
よ
く
の
こ
し
な
が
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
初
期
の
段
階
か
ら
、
そ
れ
ら
の
外
来
要
素
に
取
捨
選
択
が
加
え
ら
れ
、
自
ら

の
目
的
に
か
な
う
よ
う
に
改
変
さ
せ
て
い
る
次
の
段
階
へ
と
進
ん
で
い
る
状
況
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
外
来
要
素
の
積
極
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的
な
移
植
期
か
ら
、
自
国
の
文
化
や
事
情
に
合
っ
た
も
の
を
再
創
造
し
て
ゆ
く
摂
取
期
へ
の
移
り
ゆ
き
が
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五

北
雛
以
前
の
本
生
図
と
西
貌
以
降
の
本
生
図
と
は
、
単
に
画
面
構
成
の
う
え
だ
け
で
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
前
節
ま
で
に
、
北
貌

以
前
で
は
個
々
の
本
生
図
ご
と
に
系
統
を
呉
に
す
る
画
面
構
成
が
見
ら
れ
、
そ
れ
が
西
貌
以
降
に
な
る
と
ほ
ぼ
一
種
類
の
表
現
に
統
一
さ

れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
こ
れ
と
同
時
に
北
親
以
前
で
は
、
お
の
お
の
の
本
生
図
ご
と
に
系
統
の
異
な
る
外
来
要
素
が

観
察
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
一
画
面
中
に
も
そ
れ
ら
が
混
在
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
状
況
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
混
在
の

状
況
と
西
貌
以
降
の
中
国
的
に
整
理
さ
れ
た
表
現
と
の
対
照
は
、
前
節
で
述
べ
た
こ
と
と
は
ま
た
別
の
意
味
で
、
説
話
表
現
の
摂
取
の
様

八
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相
と
特
質
と
を
よ
く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
間
題
に
関
し
て
述
べ
て
ゆ
き
た
い
。

第
削
窟
サ
ッ
タ
太
子
本
生
図
（
図
3
）
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
く
上
で
理
解
し
や
す
い
作
例
で
あ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
図
像
構
成

で
は
本
図
は
イ
ン
ド
絵
画
の
表
現
伝
統
に
つ
ら
な
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
で
あ
る
が
、
図
像
聞
の
空
間
関
係
に
は
そ
れ
と
異
な
る
特
徴
が
見

出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
画
面
右
半
の
太
子
投
身
場
面
の
背
景
は
、
全
両
に
わ
た
っ
て
迷
彩
風
の
山
岳
模
様
で
埋
め
つ
く
さ
れ
、
前
面
の
事
件

が
山
中
を
舞
台
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
注
目
に
値
す
る
の
は
、
登
場
人
物
や
虎
な
ど
が
、
そ
の
山
岳
の
う
え
に
あ

た
か
も
浮
遊
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
平
而
的
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
背
景
で
あ
る
山
岳
と
の
空
間
関
係
は
、
決
し
て
現
実

の
空
間
関
係
に
も
と
づ
い
た
一
一
一
次
元
的
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
場
景
と
場
景
を
仕
切
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ

は
、
む
し
ろ
場
而
が
山
中
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
だ
け
の
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
た
山
岳
文
様
と
で
も
い
う
べ
き
表
現
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の

説
話
図
に
は
こ
の
よ
う
な
装
飾
的
傾
向
の
つ
よ
い
図
案
化
さ
れ
た
山
岳
の
描
写
は
見
あ
た
ら
な
い
。
積
木
細
工
を
お
も
わ
せ
る
岩
石
な
い

し
は
山
躍
の
描
写
に
、
誇
張
さ
れ
観
念
化
さ
れ
た
表
現
傾
向
が
う
か
－
か
え
る
が
、
そ
れ
も
抽
象
的
な
文
様
の
段
階
に
ま
で
進
む
こ
と
は
な
く
、

登
場
人
物
と
の
空
間
関
係
も
あ
く
ま
で
現
実
的
な
一
一
一
次
元
空
間
の
延
長
上
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
異
な
背
景
描
写
お
よ
び
そ
れ
に
と
も

な
う
空
間
的
関
係
は
、

ガ
ン
ダ
l
ラ
の
系
統
の
簡
略
化
さ
れ
た
、
し
か
し
基
本
的
に
は
現
実
性
に
も
と
づ
い
た
あ
ら
わ
し
方
と
も
異
な
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
似
す
る
も
の
は
、
キ
ジ
l
ル
壁
画
の
一
部
に
存
す
る
。
図
9
は
、
海
馬
洞
（
百
害
o
E
B宮
B
E
Z
O）
の
蒲
鉾
形

Am｝
 

グ
リ
ュ
ン
ウ
ェ

l
デ
ル
に
よ
る
と
、
苦
行
者
の
覚
悟
入
盟
集
の
説
話
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
人
物
や
禽
獣
の
背
景
に
は
、

天
井
半
面
で
、

白
や
偏
色
・
鮮
紅
色
な
ど
に
色
分
け
さ
れ
た
菱
形
の
山
岳
が
、
下
か
ら
上
へ
と
重
な
り
合
っ
て
全
面
を
埋
め
つ
く
し
て
い
る
。
お
の
お
の

の
菱
形
山
岳
は
、
小
さ
な
山
形
が
十
六
個
ほ
ど
畳
積
し
て
形
づ
く
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
色
分
け
さ
れ
た
菱
形
の
境
界
は
波
状
線
を
な

し
て
い
る
。
著
し
い
様
式
化
は
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
描
出
さ
れ
る
樹
木
や
河
池
の
表
現
に
も
お
よ
び
、
全
体
と
し
て
極
め
て
平
面
的
で
装

飾
的
な
山
岳
文
様
を
現
出
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
中
に
適
宜
に
配
置
さ
れ
る
登
場
人
物
は
、
こ
れ
を
地
の
文
様
と
し
て
あ
た
か
も
浮
び
漂
っ

て
い
る
か
の
よ
う
に
あ
ら
わ
さ
れ
、
図
像
と
背
景
と
の
特
異
な
空
間
関
係
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
。
そ
の
関
係
は
、
舞
台
設
定
と
し
て
現



実
的
な
＝
一
次
元
空
聞
を
指
向
す
る
も
の
で
は
な
く
、
物
語
の
舞
台
が
山
中
で
あ
る
こ
と
を
装
飾
的
に
示
唆
す
る
だ
け
の
、
観
念
的
で
図
案

的
傾
向
の
著
し
い
表
現
で
あ
る
。
波
状
の
境
界
線
を
も
ち
個
々
の
菱
形
区
画
ご
と
に
色
分
け
さ
れ
た
山
岳
描
写
、
又
そ
の
集
合
体
と
し
て

の
平
面
的
か
つ
装
飾
性
の
つ
よ
い
山
岳
文
様
、
さ
ら
に
図
像
と
背
景
と
の
特
異
な
空
間
関
係
な
ど
は
、

い
ず
れ
も
第
削
窟
サ
ッ
タ
太
子
本

生
図
の
表
現
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
削
窟
サ
ッ
タ
太
子
本
生
図
は
、
図
像
構
成
の
面
で
は
イ
ン
ド
絵
画
と
つ
な
が
り
を
も
っ
一
方
で
、
登
場
人
物
と
背
景
と
の
空
間
関
係

お
よ
び
山
岳
摘
写
で
は
キ
ジ
l
ル
壁
画
と
の
関
連
性
が
看
取
さ
れ
る
。
あ
き
ら
か
に
系
統
の
異
な
る
要
素
が
、
同
一
画
面
内
の
複
雑
な
構

図
中
に
無
理
な
く
一
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
々
の
モ
テ
ィ
l
フ
や
文
様
な
ど
の
よ
う
な
単
な
る
形
態
の
描
写
と
違
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
図
像
の
配
置
に
よ
っ
て
生
じ
る
複
雑
な
空
間
的
雰
囲
気
や
図
像
構
成
上
の
特
徴
は
、
固
有
の
民
族
的
或
は
文
化
的
影
響
に
左
右
さ

れ
る
傾
向
が
大
き
く
、
そ
の
意
味
で
、
漢
代
画
象
石
や
壁
画
・
漆
絵
な
ど
に
見
る
伝
統
的
な
中
国
絵
画
と
は
か
な
り
趣
き
を
異
に
す
る
本

図
は
、
絵
師
（
作
画
者
）

の
性
格
や
図
様
の
伝
来
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
興
味
深
い
作
品
と
い
え
る
。
本
図
の
制
作
は
、
外
来
的
条
件

の
か
な
り
優
位
な
情
況
を
背
景
と
し
て
す
す
め
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
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別
系
統
の
表
現
要
素
が
同
一
画
面
内
に
調
和
的
に
併
存
し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
次
の
第
如
窟
鹿
王
本
生
図
（
図
5
）
に
も
同
様
に

う
か
が
え
る
。

第
加
窟
鹿
王
本
生
図
は
、
場
景
の
配
置
の
方
法
に
、
紀
元
前
後
頃
の
イ
ン
ド
絵
画
の
古
様
な
表
現
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
前
に
指
摘
し
た
が
、
本
図
に
は
ま
た
、
個
々
の
図
像
の
え
が
き
方
や
充
分
な
余
白
の
と
り
方
な
ど
に
、
中
国
絵
画
の
伝
統
が
色
濃
く

で
て
い
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。
馬
車
や
宮
闘
の
描
写
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
切
紙
細
工
を
お
も
わ
せ
る
細
く
切
れ
の
鋭
い
天
火
・
或
は

宝
冠
紐
・
動
物
の
四
肢
の
あ
ら
わ
し
方
な
ど
は
、
南
朝
の
由
時
刻
画
や
龍
門
の
浮
彫
な
ど
に
見
る
特
徴
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
山
川
窟

サ
ッ
タ
太
子
本
生
図
が
、
細
徽
な
隈
取
り
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
凹
凸
画
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
物
の
丸
み
を
出
し
て
い
る
の
と
は
あ
き
ら
か

に
区
別
さ
れ
る
。
ま
た
、
背
景
と
し
て
フ
リ
ー
ズ
下
縁
お
よ
び
土
方
に
配
置
さ
れ
る
山
岳
鮮
は
、
漢
代
画
象
石
の
表
現
と
軌
を
一
に
す
る
。

IL 
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個
々
に
色
分
け
し
た
小
さ
な
山
形
を
横
に
重
ね
あ
わ
せ
る
よ
う
に
並
列
し
て
お
り
、
人
物
と
比
べ
て
も
か
な
り
小
さ
い
観
念
的
な
山
岳
で

あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
山
岳
群
は
舞
台
が
山
中
で
あ
る
こ
と
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
画
面
の
左
側
で
は
場
景
を
仕
切

る
役
割
を
も
は
た
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
西
親
以
降
の
本
生
図
で
は
常
套
的
な
手
法
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
山
岳
群
に
よ
る

場
景
区
画
が
本
図
で
初
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
人
物
と
山
岳
と
の
空
間
関
係
も
、
比
例
や
配
置
な
ど
の
面
で
、
西
貌
以
降
の
本

生
図
の
表
現
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
諸
点
に
お
い
て
、
本
図
は
中
国
式
の
表
現
形
式
を
そ
な
え
た
最
初
の
本
生
図
で
あ
る
と

み
な
し
て
き
し
っ
か
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
登
場
人
物
が
頭
光
を
つ
け
天
衣
を
ま
と
い
上
半
身
裸
体

で
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
宝
冠
や
女
性
の
衣
装
、
装
身
具
な
ど
は
キ
ジ
l
ル
壁
画
に
み
る
も
の
と
類
似
し
て
い
る
な
ど
、
非
中
国
的
雰
囲

気
も
濃
厚
で
あ
っ
て
、
西
親
以
降
の
本
生
図
が
い
ず
れ
も
登
場
人
物
の
服
制
を
中
国
式
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
と
対
照
し
て
み
る
な
ら

ば
、
本
図
が
ま
だ
基
本
的
に
は
西
方
絵
画
を
念
頭
に
お
き
、
そ
れ
を
モ
デ
ル
と
し
て
作
画
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
中
国
的
な

表
現
へ
大
幅
に
傾
斜
し
つ
つ
も
、
依
然
と
し
て
西
方
的
な
表
現
へ
の
指
向
が
根
底
に
は
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
の
二
本
生
図
で
は
、
雑
多
な
西
方
様
式
お
よ
び
中
国
様
式
が
混
在
し
、
全
体
と
し
て
次
第
に
中
国
的
な
特
色
を
つ
よ
め
な
が
ら
も
、

基
本
的
に
は
外
来
的
な
表
現
へ
と
向
か
う
眼
が
と
ざ
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
第
制
窟
の
本
生
図
に
な
る
と
、
西
方
様
式
は
す
っ
か
り
影
を
ひ
そ
め
、
外
来
要
素
は
ほ
ぼ
全
面
的
に
中
固
化
さ
れ
て
、

以
後
の
本
生
図
の
表
現
形
式
は
、
こ
の
図
で
基
本
的
な
性
格
を
そ
な
え
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
図
は
以
後
の
本
生
図
と
若
干
異

な
る
特
徴
を
そ
な
え
て
い
る
。
そ
れ
は
次
に
述
べ
る
よ
う
な
、
場
景
の
配
置
に
関
す
る
も
の
で
、
西
方
様
式
の
痕
跡
と
で
も
い
う
べ
き
表

現
で
あ
る
。
西
貌
以
降
の
本
生
図
は
、
画
面
構
成
の
う
え
で
北
貌
以
前
の
も
の
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
て
き
た
が
、
こ
の
特

徴
に
よ
っ
て
両
者
の
関
連
の
あ
り
方
に
一
つ
の
示
唆
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
ゆ
く
。

第
制
窟
ス
ダ
ナ
本
生
図
（
図
1
）
は
、
三
段
に
仕
切
ら
れ
た
フ
リ
ー
ズ
に
、
説
話
の
進
展
に
し
た
が
っ
て
順
序
よ
く
場
景
を
配
列
し
て

（勾）

い
る
。
そ
の
点
で
西
貌
以
降
の
場
景
展
開
法
と
ま
っ
た
く
同
じ
形
式
を
そ
な
え
て
い
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
最
下
段
の
右
端
・
本
図
の



最
後
の
数
景
に
至
っ
て
、
順
次
に
場
景
を
配
列
す
る
と
い
う
原
則
が
急
に
や
ぶ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

檀
特
山
中
で
禽
獣
と
戯
れ
、
怪
我
を
し
て
野
猿
の
手
当
を
う
け
る
二
児
⑩
＠
。
そ
こ
へ
老
バ
ラ
モ
ン
が
現
れ
太
子
に
二
児
の
布
施
を

も
と
め
る
⑫
。
不
吉
な
予
感
に
お
そ
わ
れ
愛
児
の
も
と
へ
帰
り
を
急
ぐ
妃
の
前
に
、
獅
子
に
身
を
変
じ
た
帝
釈
が
立
ち
ふ
さ
が
る
⑮
。

布
施
さ
れ
た
二
児
を
せ
き
た
て
て
下
山
す
る
バ
ラ
モ
ン
＠
。
草
庵
に
帰
り
っ
き
事
の
一
部
始
終
を
知
る
や
大
地
に
倒
れ
伏
し
て
号
突
す

る
妃
⑮
。
（
図
叩
）

場
景
は
フ
リ
ー
ズ
の
最
後
尾
の
部
分
に
と
こ
ろ
せ
ま
し
と
あ
ら
わ
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
の
整
然
と
し
た
配
置
か
ら
変
則
的
な
配
置
へ
と
急
変

す
る
。
説
話
は
ス
ダ
ナ
太
子
が
バ
ラ
モ
ン
に
二
児
を
布
施
す
る
と
こ
ろ
で
終
っ
て
お
り
、
諸
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
内
容
的
に
は
中
途

（
川
崎
）

で
画
面
が
と
ぎ
れ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
す
る
と
、
こ
れ
は
残
り
少
な
い
画
面
に
説
話
の
高
潮
場
面
を
無
理
に
で
も
描
き

つ
く
そ
う
と
し
た
結
果
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
同
じ
よ
う
な
変
則
的
な
場
景
配
置
が
、
同
窟
の
サ
ッ
タ
太
子
本
生
図
に
も
見

ら
れ
る
。
説
話
の
帰
結
部
た
る
起
塔
供
養
の
場
面
が
、

フ
リ
ー
ズ
の
最
後
に
え
が
か
れ
ず
、
太
子
捨
身
の
余
骨
が
散
乱
す
る
場
面
の
上
隅

に
置
か
れ
て
い
る
。
以
後
の
本
生
図
が
、

一
貫
し
て
説
話
の
筋
に
忠
実
な
場
景
進
行
を
と
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
規
則
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的
な
場
景
配
置
の
中
に
現
れ
る
変
則
的
な
表
現
は
、
単
に
絵
師
の
窮
余
の
策
あ
る
い
は
機
転
に
よ
る
も
の
と
す
る
だ
け
で
は
充
分
に
説
明

し
き
れ
な
い
。
む
し
ろ
鹿
王
本
生
図
や
酸
子
本
生
図
な
ど
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
舞
台
設
定
を
優
先
さ
せ
る
場
景
配
置
法
が
そ

の
基
盤
と
し
で
あ
れ
ば
こ
そ
そ
の
よ
う
な
即
興
的
な
描
写
も
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
国
的
な
説
話
画
の
描
写
形
式
が
ま
だ
充
分

に
は
固
定
化
し
て
い
な
い
過
渡
的
な
時
期
の
、
西
方
的
表
現
の
な
ご
り
を
の
こ
し
た
折
衷
的
か
つ
臨
機
応
変
の
表
現
で
あ
る
よ
う
に
思
え

る
。
中
国
的
な
場
景
配
置
法
を
考
案
し
本
生
図
に
適
用
し
た
当
初
の
段
階
で
は
、
も
と
も
と
外
来
的
な
説
話
で
あ
る
本
生
図
の
表
現
に
、

従
来
の
西
方
的
場
景
配
置
の
手
法
が
状
況
に
応
じ
適
宜
に
使
用
さ
れ
る
と
し
て
も
不
思
議
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
場
面
展
開
よ
り
み
て
表
現
形
式
の
根
本
的
な
変
化
が
予
想
さ
れ
る
北
貌
か
ら
西
貌
に
か
け
て
の
時
期
に
関
し
、
そ
の
変
化
が
本

九
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質
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
か
め
、
又
、
そ
の
様
相
と
特
質
と
に
つ
い
て
も
あ
き
ら
か
に
す
べ
く
、
北
貌
と
西
貌
の
本
生
図
と
を
比
較
検
討

し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
北
貌
か
ら
西
貌
へ
の
本
生
図
の
変
化
は
、
単
に
場
面
展
開
法
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
表
現
形
式
全
般
に
関

わ
る
根
本
的
な
内
容
の
も
の
｜
｜
す
な
わ
ち
、
異
系
統
の
表
現
が
一
図
中
に
混
在
す
る
北
貌
の
様
式
か
ら
、
そ
れ
ら
が
中
国
的
に
整
備
統

一
化
さ
れ
る
西
読
の
様
式
へ
と
本
質
的
な
変
容
を
と
げ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
い
わ
ば
西
方
様
式
の
模
倣
・
移
植
の
段

階
か
ら
、
そ
れ
を
消
化
吸
収
し
て
中
国
独
自
の
も
の
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
段
階
へ
の
脱
皮
な
い
し
は
飛
躍
が
う
か
が
え
る
。
む
ろ
ん
、

板
底
に
あ
る
連
続
的
な
要
素
も
見
の
が
し
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
と
に
非
連
続
的
な
側
面
、
す
な
わ
ち
、
以
後
の
中
国
説
話
画
の

表
現
を
決
定
的
に
方
向
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
新
た
な
特
徴
に
、

よ
り
積
極
的
な
意
義
が
見
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
第

制
・
加
窟
本
生
図
か
ら
第
制
窟
本
生
図
へ
と
い
う
移
り
は
、
初
期
敦
憧
壁
画
本
生
図
と
い
う
わ
く
を
越
え
て
、
中
国
絵
画
史
の
う
え
で
も

重
要
な
意
味
を
も
っ
と
い
え
よ
う
。

要
す
る
に
、
初
期
敦
憧
壁
画
本
生
図
に
お
い
て
見
ら
れ
る
、
第
出
－

m窟
と
第
刷
窟
と
の
聞
の
表
現
上
の
差
異
は
、
こ
の
時
期
が
、
説

話
画
の
表
現
全
般
に
わ
た
る
画
期
的
な
変
革
の
時
期
｜
｜
作
画
の
モ
デ
ル
と
な
る
規
範
が
、
外
来
的
な
も
の
か
ら
中
固
な
も
の
へ
と
転
換

し
た
時
期
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
（1
）
惰
以
前
の
本
生
図
と
晩
唐
以
後
の
本
生
図
は
単
に
時
代
が
へ
だ
た
る
だ
け
で
な
く
、
画
商
形
式
や
描
写
形
式
・
石
窟
内
で
の
位
置
な
ど
の
点
で

大
き
く
異
な
る
、
ほ
と
ん
ど
別
種
の
本
生
図
で
あ
る
。
仮
に
、
前
者
を
初
期
本
生
図
、
後
者
を
後
期
本
生
図
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（2
）
『
美
術
史
』
陥
・
昭
和
五
三
年
一
一
月

（3
）
東
京
大
学
文
学
部
文
化
交
流
研
究
施
設
に
近
年
も
た
ら
さ
れ
た
嬢
寄
梅
民
撮
影
の
写
真
に
も
と
，
つ
い
て
、
百
橋
氏
が
捕
き
起
し
図
を
紹
介
し
て

い
る
。

（
4
）
『
敦
埠
の
波
』
陳
舜
匡
・
平
凡
社
・
一
九
七
六
・
七

『
敦
埠
・
シ
ル
ク
？
i
ド
』
（
毎
日
グ
ラ
フ
別
冊
）
毎
日
新
聞
社
・
一
九
七
七
・
六
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『
敦
爆
へ
の
道
』
部
健
吾
・
石
嘉
福
・
日
本
放
送
出
版
協
会
・
一
九
七
八
・
四

『
人
民
中
国
』
別
冊
「
敦
埠
莫
高
窟
」
・
人
民
中
国
雑
誌
社
・
一
九
七
八
・
六

『
敦
短
彩
塑
』
（
単
色
）
敦
短
文
物
研
究
所
編
・
文
物
出
版
社
・
一
九
七
八
・
一

O

『
敦
憧
の
美
百
選
』
円
城
寺
次
郎
・
日
本
経
済
新
聞
社
・
一
九
七
八
・
二

『
敦
爆
彩
塑
』
（
色
刷
）
敦
燥
文
物
研
究
所
編
・
文
物
出
版
社
・
一
九
七
八
・
一
二

『
敦
煙
｜
壁
画
芸
術
と
井
上
靖
の
詩
情
展
』
毎
日
新
聞
社
・
一
九
七
九
・
三

『
敦
爆
の
美
術
』
常
書
鴻
他
・
大
日
本
絵
画
・
一
九
七
九
・
四

『
敦
憧
的
芸
術
宝
蔵
』
敦
健
文
物
研
突
所
編
・
文
物
出
版
社
・
一
九
八

0
・
九

『
中
国
石
窟
、
敦
健
莫
高
窟
』
（
全
五
巻
）
長
広
敏
僅
・
岡
崎
敬
・
郵
健
吾
監
修
・
平
凡
社
・
文
物
出
版
社
共
同
出
版
・
一
九
八

0
・
卜
一
（
第

一
巻
）
以
下
続
刊

（
5
）
た
だ
し
、
陵
子
本
生
図
（
第
捌
・
訓
－

m窟
）
だ
け
は
後
述
す
る
よ
う
に
イ
ン
ド
伝
来
の
古
様
な
構
図
法
に
も
と

e
つ
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り

例
外
的
作
例
と
し
て
お
く
。

（6
）
『
六
度
集
経
』
巻
第
一
（
大
正
三
・
一

b
t
c
）
・
『
菩
薩
本
生
霊
論
』
巻
第
一
（
大
正
三
・
一
二
三
二
一
b
t一一一一一一四
a
）
・
『
大
荘
厳
論
経
』
巻
第
十

二
（
大
正
四
・
三
二
一

a
tコ
一
二
三
C

）
・
『
賢
愚
経
』
巻
第
一
（
大
正
四
・
三
五
一

c
J三
五
二
b
）
・
『
大
智
度
論
』
巻
第
四
（
大
正
廿
五
・
八

八
a
t
c
）
・
『
衆
経
撲
雑
警
喰
経
』
巻
上
（
大
正
四
・
五
コ
二

b
J
c
）
な
ど
に
詳
し
い
記
事
を
の
せ
る
。

（
7
）
『
菩
薩
本
生
霊
論
』
巻
第
一
（
大
正
三
・
一
一
二
三
一
b
J一一一一二三
b
）
・
『
菩
薩
投
身
飼
餓
虎
起
塔
因
縁
緑
』
（
大
正
一
二
・
四
二
四
b
t四
二
八

a
）・

『
六
度
集
経
』
巻
第
一
（
大
正
二
了
二
b
）
・
『
賢
愚
経
』
巻
第
一
（
大
正
四
・
三
五
二
b
J二一五二一
b
）
・
『
金
光
明
経
』
巻
第
四
（
大
正
十
六
・
一
二

五
三

C
2二
一
五
六

C
）
・
『
合
部
金
光
明
経
』
巻
第
八
（
大
正
十
六
・
三
九
六

c
J三
九
九

C
）
・
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
巻
第
十
（
大
正
十
六
・
四

五
O
C
2四
五
四
b
）
な
ど
が
こ
の
説
話
を
伝
え
る
、
た
だ
、
第
似
窟
の
サ
ッ
タ
太
子
本
生
図
は
、
『
金
光
明
経
』
巻
第
四
捨
身
口
聞
を
典
拠
と
し

て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
松
本
栄
一
氏
に
よ
っ
て
論
証
さ
れ
て
い
る
（
『
徹
煙
室
の
研
究
』
図
像
編
・
二
七

O
頁）。

（8
）
④
景
の
上
方
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
虎
子
は
、
②
景
の
サ
ッ
タ
太
子
を
う
か
が
う
か
の
よ
う
な
し
ぐ
さ
で
描
か
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
②

景
と
④
景
と
は
互
に
異
な
る
場
景
と
し
て
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
両
景
に
ま
た
が
る
よ
う
な
虎
子
の
描
写

に
よ
っ
て
、
画
面
に
連
続
性
を
与
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
景
を
時
間
的
・
空
間
的
に
幅
の
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
。
同
様
の
表
現
は
、
④
景
を
見
お

ろ
し
て
い
る
①
景
の
三
王
子
の
描
写
に
見
ら
れ
、
本
来
、
餓
虎
を
見
て
い
る
筈
の
と
こ
ろ
が
、
既
に
太
子
を
食
っ
て
い
る
④
景
に
よ
っ
て
集
約
的

九



九
四

に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
⑤
景
と
⑧
景
お
よ
び
⑦
景
と
⑤
景
の
聞
に
も
視
線
や
身
ぶ
り
に
よ
る
暗
示
的
な
む
す
び
つ
き
が
認
め
ら
れ
、
全

体
と
し
て
個
々
の
場
景
を
互
に
他
か
ら
区
切
る
よ
う
に
は
あ
ら
わ
さ
ず
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
造
形
空
間
と
し
て
の
積
極
的
な
連
続
性
を
つ
く
り

出
す
方
向
に
画
面
を
構
成
し
て
い
る
の
が
本
図
の
大
－
ぎ
な
特
徴
で
あ
る
。

（9
）
こ
の
説
話
を
伝
え
る
経
典
に
は
、
『
六
度
集
経
』
巻
第
六
（
大
正
三
・
コ
一
一
一
一

a
t
b）
・
『
菩
薩
本
縁
経
』
巻
下
鹿
品
（
大
正
三
・
六
六

C
2
六
八

b
）
・
『
九
色
鹿
経
』
（
大
正
三
・
四
五
二
b
2四
五
三

a
）
・
『
板
本
説
一
切
有
部
見
奈
耶
破
僧
事
』
巻
第
十
五
（
大
正
廿
四
・
一
七
五
a
t
一
七
六

b
）
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
『
根
本
説
一
切
有
部
昆
奈
耶
破
僧
事
』
は
、
唐
の
義
浄
訳
で
あ
り
時
代
的
に
本
図
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ま
た

『
菩
薩
本
縁
縦
』
は
内
容
的
に
み
て
本
図
の
図
相
と
一
致
し
な
い
。
『
六
度
集
経
』
と
『
九
色
鹿
経
』
は
ほ
ぼ
同
内
容
で
、
本
図
の
図
相
と
も
よ
く

あ
う
。

（
叩
）
人
物
や
説
話
を
あ
ら
わ
し
た
か
た
わ
ら
に
傍
題
を
附
け
図
像
内
容
を
説
明
す
る
た
め
の
補
助
と
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
漢
代
画
象
石
な

ど
に
常
套
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
中
国
の
伝
統
的
な
表
現
形
式
で
あ
る
が
、
敦
僅
の
本
生
図
で
は
、
傍
題
と
場
景
と
は
ほ
ぼ
正
確
な
対
応
関
係
に

あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
例
え
ば
、
制
窟
の
本
生
闘
で
は
、
傍
題
を
附
さ
れ
た
場
景
は
必
ず
時
間
的
に
他
と
は
区
別
さ
る
べ
き
独
立
的
な
場
景
で
あ

り
、
携
題
が
余
白
の
関
係
か
或
は
つ
け
落
し
な
ど
に
よ
っ
て
数
ヶ
所
附
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
の
を
除
く
と
、
携
題
の
添
附
は
ほ
ぼ
正
確
に

各
場
景
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
、
既
に
、
加
窟
の
本
生
図
に
お
い
て
見
ら
れ
る
説
話
ご
と
の
傍
題
と
同
じ
意
図
に
発
す
る
も
の
と
恩
わ

れ
、
敦
爆
で
は
少
な
く
と
も
北
涼
・
北
貌
初
期
に
遡
る
表
現
形
式
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
制
窟
の
本
生
図
に
は
こ
れ
が
見
え
ず
、
そ
の

極
め
て
西
方
的
な
描
写
特
徴
と
あ
い
ま
っ
て
、
こ
の
図
の
作
者
や
成
立
の
や
や
特
殊
な
事
情
を
思
わ
せ
る
。

（U
）
〉
・
の
同
由
国
喝
邑
aw
－－〉
F
V
E
E
z
a
w
r
o
同内回目
Z
S骨件。回目ロの
rzo回目白
n
F吋
酉

H
E
m
g
p
回
R
－z
－
E
H
N・
〉
・
の
同
曲
目
d

諸
島
叩
「
〉
FE関
Egnvp
回
R
Z
P

E
N
0・〉・
4
B
U
の
oa
ロ・開・

4
E仏師白
F邑
F

U
目
。
回
邑
昏
宮
町
田
n
Z
ω
Z
S
E
r－
田
富
山
口
。
－
a
o
p
a
F
国
主
F
思
NN18・

（
ロ
）
上
野
照
夫
氏
「
キ
ジ
l
ル
千
仏
洞
の
仏
教
美
術
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
様
式
」
（
『
仏
教
芸
術
』
五

O
号
、
昭
和
三
七
年
十
二
月
）

（
日
）
前
掲
論
文

（M
）
中
野
照
男
氏
「
キ
ジ
l
ル
壁
画
第
二
期
の
本
生
図
」
（
『
美
術
史
』
一

O
四
号
、
昭
和
五
三
年
一
一
一
月
）

（
時
）
洗
足
洞
（
司
巨
額
4
3
2吉田岡田
F
S
F〉
小
流
峡
の
第
三
洞
（
O
広三
s
z
z
o
E
O
島
月
間
宮
山
口
自
国
g
z
n
r
z
n
r
c

（
時
）
〉
－
S
E
U
のD
S

F

開・
4
〈
乱
含

nr邑
F
盟
何
回
昆
仏
E
E
R
r
o
ω
Z
S
E
a
r－
ロ
吉
宮
－

B
5・
2
・
ω・8
・

（
口
）
高
田
修
氏
「
ア
ジ
ャ
ン
タ
l
壁
画
の
仏
教
説
話
と
そ
の
描
写
形
式
に
つ
い
て
」
（
『
仏
教
美
術
史
論
考
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、

一八一一一

2
一
八
五
頁
。

一
九
六
九
年
）



敦短第257窟本生図と第428'1i吉本生図

（
児
）
同
窟
北
壁
の
シ
ビ
王
本
生
図
も
ほ
ぼ
向
様
の
表
現
法
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
図
は
中
央
の
シ
ビ
王
の
尊
像
化
が
著
し

く
、
図
像
構
成
の
面
で
系
統
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
問
）
本
図
の
場
景
配
置
に
関
し
て
、
松
本
氏
と
百
橋
氏
は
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
「
壁
画
の
左
半
は
物
語
の
前
半
を
示
し
、
残
る
右
半
は

物
語
の
後
半
を
示
す
。
」
（
松
本
『
前
掲
書
』
二
八
七
頁
）
。
「
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
当
る
鹿
玉
と
国
王
と
が
対
面
し
て
溺
人
数
助
の
因
縁
を
語
る
場

面
が
中
央
に
置
か
れ
、
鹿
王
の
側
と
国
王
の
側
と
で
各
々
同
時
進
行
し
て
い
る
事
柄
が
フ
リ
ー
ズ
の
左
右
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
」
（
百
橋

「
前
掲
論
文
」
二

O
頁）

（
初
）
こ
の
舞
台
設
定
優
先
の
場
面
展
開
は
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
l
に
限
ら
ず
、
サ
ン
チ
ー
や
ア
マ
ラ
ヴ
ァ
テ
ィ
な
ど
イ
ン
ド
古
代
の
絵
画
な
い
し
絵
画
的

表
現
に
共
通
的
に
観
察
さ
れ
る
表
現
特
徴
で
あ
る
が
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
で
は
第
卜
七
窟
（
五
世
紀
後
半
）
の
大
猿
本
生
図
や
六
牙
象
本
生
図
な
ど

に
そ
れ
が
比
較
的
よ
く
窺
え
る
ほ
か
、
特
に
、
第
卜
結
（
前
一
位
紀
）
の
シ
ュ
ヤ
l
マ
本
生
図
や
六
牙
象
本
生
図
が
画
面
形
式
や
場
面
配
置
の
う

え
で
も
っ
と
も
顕
著
な
類
縁
性
を
示
し
て
い
る
。

（
幻
）
「
敦
爆
早
期
壁
画
的
民
族
伝
統
和
外
来
影
響
」
（
『
文
物
』
一
九
七
八
年
十
二
期
一

O
頁）

（
勾
）
〉
・
の
同
出
口
唱
。
ι巴
w
〉
F
F
Z《日仏｝阿佐江田
nro
関口－
Z
S
2
0回
一
回
。
r
z
g一回
nra吋ロ円
r
山田
S
P
∞
2
－z
－
HU】

IN・
ω
－HC目・

（
幻
）
百
橋
氏
に
よ
っ
て
、
第
二
九
六
結
（
筒
）
の
微
妙
比
丘
厄
故
事
図
と
善
事
太
子
本
位
図
と
は
、
二
層
の
フ
リ
ー
ズ
を
上
下
交
互
に
場
面
が
移
動
す

る
特
異
な
展
開
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
以
前
の
展
開
法
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
説
か
れ
た
（
同
氏
『
前
掲
論
文
』
二

四

t
二
五
頁
）
が
、
本
図
（
ス
ダ
ナ
太
子
本
生
図
）
の
展
開
法
に
注
目
す
る
と
、
フ
リ
ー
ズ
内
を
場
景
が
上
下
に
交
互
に
移
動
し
な
が
ら
進
行
し

て
ゆ
き
、
前
者
と
よ
く
似
た
展
開
法
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
フ
リ
ー
ズ
の
単
複
層
の
違
い
は
あ
る
が
、
復
層
フ
リ
ー
ズ
の
中
央
境
界
線

は
、
機
能
的
に
は
単
層
フ
リ
ー
ズ
の
小
山
岳
列
と
近
い
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
、
場
景
が
画
商
内
を
一
方
か
ら
他
方
へ
順
次
に

遂
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
点
で
は
、
両
者
を
同
じ
画
商
展
開
を
と
る
グ
ル
ー
プ
と
み
な
し
て
さ
し
っ
か
え
な
い
。

（
斜
）
松
本
氏
『
前
掲
書
』
二
六
七
頁
。
百
橋
氏
「
前
掲
論
文
」
一
一
一
頁

（お）
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〔
付
記
〕

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
大
阪
大
学
助
教
授
肥
塚
隆
氏
、
九
州
大
学
教
授
平
田
寛
氏
、
九
州
大
学
助
教
授
菊
竹
淳
一
氏
、
東
京
国
立
博
物
館
中

野
照
男
氏
よ
り
懇
切
な
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
。
末
筆
な
が
ら
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
謝
意
を
表
し
た
い
。
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敦：埠第257窟本生図と第428窟本生図

図 1 第428窟スダナ太子本生図

図10 同略図
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図7

②一一－－③－－ーーう④
(3) (4) (5) 

① 

①（2) 国王の宮居。

②（3) 王の乗馬出猟。

⑮－－－－－－-ff>-－－－－ーーー⑥
(8) (7) (6) 

③ω 国王，谷川にそって鹿群を追う。時に水汲みに来あわせた駿子に

出逢う。鹿群朕子のわきを馳け去る。

・i><,> 国王，鹿をめがけて矢をいるが誤って際子にあたる。

⑤ω 殴子，山中で・果物を采集し盲父母を養っている。

⑥〈時 国王，山に入って盲父母をさがし陵子を誤って射殺したことを告

ぐ。

⑦（7) 国王，様子のもとへ盲父母をみちびく。

⑧（8) 盲父母，賊子のもとへ至り死体を抱いて歎く。同時に天人が空中

より薬を施し，駿子は蘇える。

（「敦埠早期壁画的民族伝統和外来影響」『文物』 1978・12より転戦）

※「O」は原文の数字，「（）」は筆者が物語の紡に従って新たに付

した数字。
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