
隠
さ
れ
た
基
壇
」
か
ら
見
た
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル

染

谷

臣

道

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
・
ジ
ャ
ワ
の
仏
教
寺
院

ジ
ャ
ワ
島
中
部
の
、
周
囲
を
ぐ
る
っ
と
山
に
囲
ま
れ
た
ク
ド
ゥ
盆
地
の
中

央
に
、
ど
っ
し
り
と
腰
を
下
ろ
し
た
高
さ
四
二
メ
ー
ト
ル
、
一
辺
が
約
一
二

〇
メ
ー
ト
ル
の
、
全
体
的
に
は
四
角
錐
の
形
を
し
た
壮
大
な
石
造
の
寺
院
、

世
界
最
大
の
仏
教
遺
跡
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
が
あ
る
（
図
１
）。
七
七
五
年
か

ら
八
六
〇
年
に
わ
た
っ
て
仏
教
王
国
シ
ャ
イ
レ
ン
ド
ラ
が
建
立
し
た
。
私
は

こ
の
石
の
塊
を
何
度
も
見
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
た
び
に
思
っ
た
。
ボ
ロ
ブ

ド
ゥ
ー
ル
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
。
何
の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
の
か
、
と
。

こ
の
大
建
築
は
シ
ャ
イ
レ
ン
ド
ラ
王
国
の
滅
亡
も
あ
り
、
ま
た
、
十
世
紀
の

前
半
に
起
き
た
ム
ラ
ピ
山
の
大
爆
発
も
あ
り
、
十
九
世
紀
の
初
頭
に
イ
ギ
リ

ス
人
提
督
ラ
ッ
フ
ル
ズ
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
ま
で
地
中
に
埋
も
れ
て
い

た
。
ラ
ッ
フ
ル
ズ
は
提
督
の
仕
事
の
傍
ら
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
を
は
じ
め
ジ
ャ

ワ
の
歴
史
に
関
心
を
も
ち
、
大
著T

h
e H

istory
 
of
 
Java

を
著
わ
し
た

が
、
そ
れ
以
来
、
多
く
の
研
究
者
か
ら
数
々
の
疑
問
が
提
出
さ
れ
、
議
論
さ

れ
て
き
た
。

一
説
で
は
祖
霊
（
シ
ャ
イ
レ
ン
ド
ラ
王
家
の
祖
霊
）
の
居
所
（
墳
墓
）
つ

ま
り
ス
ト
ゥ
ー
パ
で
は
な
い
か
と
い
う
。
祖
霊
は
山
の
上
に
い
る
と
い
う
世

界
各
地
に
見
ら
れ
た
祖
霊
信
仰
は
ジ
ャ
ワ
に
も
あ
っ
た
。
山
を
模
っ
た
墳
墓

だ
と
い
う
。
山
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
ス
メ
ル
山
、
仏
教
の
須
弥
山
の
よ
う
に

至
上
神
で
あ
る
イ
ン
ド
ラ
神
や
帝
釈
天
の
居
所
で
あ
り
、
そ
れ
も
重
な
ろ

う
。ボ

ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
は
八
世
紀
末
に
長
安
の
恵
果
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
た
金

二
七



剛
界
曼
荼
羅
と
胎
蔵
界
曼
荼
羅
を
合
わ
せ
た
両
界
曼
荼
羅
で
は
な
い
か
と
も

言
わ
れ
て
い
る
。
恵
果
の
弟
子
の
一
人
は
空
海
で
、
彼
は
日
本
に
真
言
宗
を

伝
え
た
が
、B

ia
n
h
u
n
g

（
弁
弘
）
な
る
弟
子
も
い
た
。
彼
は
ジ
ャ
ワ
人
で

あ
り
、
恵
果
の
教
え
を
ジ
ャ
ワ
に
持
ち
帰
っ
た
とM

ik
sic

は
い
う
が

（M
ik
sic:

21

）
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
岩
本
は

弁
弘
が
唐
に
渡
り
恵
果
に
「
胎
蔵
の
大
法
を
伝
授
さ
れ
た
」（
岩
本：

一
一

八
）
と
ま
で
は
述
べ
て
い
る
が
、
彼
が
ジ
ャ
ワ
に
戻
っ
た
と
は
明
言
し
て
い

な
い
。
と
は
い
え
、
恵
果
の
師
で
あ
る
不
空
（A

m
o
g
h
a
v
a
jra

）
は
ス
リ

ラ
ン
カ
（
な
い
し
中
央
ア
ジ
ア
）
出
身
だ
が
、
ジ
ャ
ワ
で
金
剛
智
（V

a
-

jra
b
o
d
h
i

）
に
出
会
い
、
唐
に
渡
っ
て
密
教
を
教
え
た
と
い
う
経
緯
も
あ

る
。
七
世
紀
末
、
す
で
に
ス
リ
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
（
パ
レ
ン
バ
ン
）
で
は
仏
教
が

盛
ん
だ
っ
た
と
い
う
義
浄
の
報
告
も
考
え
れ
ば
、
唐
に
渡
っ
た
ジ
ャ
ワ
人
は

B
ia
n
h
u
n
g

だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
中
に
は
恵
果
の
教
え
を
ジ
ャ

ワ
に
伝
え
た
僧
も
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

両
界
曼
荼
羅
の
教
え
は
、
ま
ず
下
段
の
第
一
回
廊
か
ら
第
四
回
廊
の
上
で

東
南
西
北
に
向
か
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
九
二
体
づ
つ
、
そ
し
て
そ
の
上
の
第
五
段

で

に
お
さ
め
ら
れ
た
六
四
体
の
仏
像
に
表
れ
て
い
る
。
東
側
の
仏
像
は
触

地
印
を
結
ぶ
阿

仏
で
あ
り
、
南
側
の
仏
像
は
施
与
印
の
宝
生
仏
、
西
側
の

仏
像
は
禅
定
印
の
阿
弥
陀
仏
、
北
側
の
仏
像
は
施
無
畏
印
を
結
ぶ
不
空
成
就

仏
で
あ
る
。
そ
し
て
五
段
目
の
六
四
体
は
同
じ
よ
う
に
東
南
西
北
に
向
い
て

座
し
て
い
る
が
、
全
て
説
法
印
の
毘
蘆
遮
那
仏
で
あ
る
。
第
五
段
目
の
上
に

は
さ
ら
に
三
段
に
わ
た
っ
て
下
か
ら
三
二
体
、
二
四
体
、
一
六
体
、
全
部
で

七
二
体
の
仏
像
が
座
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
全
て
同
じ
転
法
輪
印
を
結
ぶ
釈

迦
牟
尼
仏
で
あ
る
。
こ
れ
ら
合
わ
せ
て
五
〇
四
体
の
仏
像
の
配
置
は
金
剛
界

曼
荼
羅
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
仏
像
の
顔
や
姿
は
い
ず
れ
も
安
ら
か
で
、

二
八
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見
る
者
の
心
を
和
ま
せ
る
。
触
地
印
、
施
与
印
、
禅
定
印
、
施
無
畏
印
、
説

法
印
、
転
法
輪
印
も
ま
た
見
る
者
に
働
き
掛
け
る
。
観
仏
供
養
で
あ
る
。

第
一
回
廊
か
ら
第
四
回
廊
は
中
央
部
が
出
っ
張
っ
た
方
形
だ
が
、
回
廊
の

両
側
面
に
は
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
（
仏
伝
図
）、
ジ
ャ
ー
タ
カ
（
本
生
話
）、

ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
、
そ
し
て
ガ
ン
ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
（
華
厳
経
入
法
界
品
で
語
ら
れ

て
い
る
ス
ダ
ー
ナ
（
善
財
童
子
）
の
巡
礼
物
語
）
が
レ
リ
ー
フ
で
描
か
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
聞
く
べ
き
話
し
と
し
て
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

後
で
述
べ
る
よ
う
に
、「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
は
説
法
を
す
る
人
々
や
そ
れ

を
聞
く
人
々
の
姿
を
描
い
た
レ
リ
ー
フ
が
非
常
に
多
い
。
た
だ
、
そ
こ
で
は

何
を
話
し
て
い
る
の
か
、
は
全
く
判
ら
な
い
。
し
か
し
全
体
に
わ
た
っ
て
繰

り
返
し
現
れ
る
と
こ
ろ
に
、
話
す
こ
と
、
聞
く
こ
と
の
大
事
さ
を
、
制
作
者

は
強
調
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

説
法
と
同
じ
よ
う
に
多
い
の
が
施
し
の
姿
を
描
い
た
レ
リ
ー
フ
で
、
そ
こ

に
も
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
あ
ら
ゆ
る
人
が
あ
ら
ゆ
る
人
々
に
対
し
て
行
う
べ

き
善
行
と
し
て
施
し
を
行
う
こ
と
の
大
事
さ
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
が
人
間
の
真
の
あ
り
方
を
示
し
、
悟
り
に
至
る

よ
う
に
促
し
て
い
る
場
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
が
祖
霊
の
居
所
で
あ
り
、「
山
」
で
あ
り
、

両
界
曼
荼
羅
で
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ

る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
新
た
に
、
こ
れ
が
上
円
下
方
墳
で
あ
る
こ
と
も
明

ら
か
で
あ
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
形
は
大
き
く
分
け
れ
ば
方
形
の
下
段
と

円
形
の
上
段
に
分
け
ら
れ
る
が
、
方
形
の
下
段
は
大
地
、
上
段
の
円
形
は
天

を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
服

部
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
方
形
も
完
全
な
方
形
で
な
く
、
中
央
部
が
張
り
出

し
た
形
に
な
っ
て
い
て
上
段
の
円
形
と
の
関
連
を
暗
示
し
て
い
る
し
、
上
段

の
円
形
も
四
隅
が
突
き
出
し
た
よ
う
な
円
形
で
、
方
形
の
名
残
り
を
と
ど
め

て
い
る
（
服
部：

五
七
〜
五
八
）
。
真
円
は
最
上
部
に
到
達
し
な
い
と
現
れ
な

い
。
こ
う
し
た
下
段
か
ら
最
上
段
に
至
る
ま
で
の
形
の
連
続
性
は
地
上
か
ら

徐
々
に
天
上
へ
と
向
か
う
過
程
と
、
最
終
段
階
の
真
の
空
、
真
の
無
、
つ
ま

り
人
間
の
死
と
い
う
最
終
点
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
は
か
つ
て
「
寺
（
僧
が
集
ま
る
と
こ
ろ
）」
で
は
な
い

か
と
解
釈
さ
れ
た
。B

a
ra
b
u
d
h
u
r

はb
o
ro

とb
u
d
h
u
r

か
ら
な
り
、

b
o
ro

は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の

b
ih
a
ra

（w
ih
a
ra

）
でb

u
d
u
r

は
「
丘
」

の
意
味
、
し
た
が
っ
て
「
丘
の
上
の
僧
房
」
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
だ
っ

た
（
千
原：

一
二
七
）
。
し
か
し
今
日
で
はb

h
u
m
isa
m
b
h
a
ra
b
h
u
d
a
ra

の

前
略
形
で
「
悟
り
の
因
を
助
け
る
様
々
な
善
法
」
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
生

田：

一
五
九
）
。
な
お
、b

h
u
d
a
ra

は
「
山
」
の
意
味
で
あ
る
（
生
田：

一
五

九
）
。本

稿
は
、
こ
の
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
最
下
段
に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
隠
さ

れ
た
基
壇
」
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
が
何
だ
っ
た
の
か
、

隠された基壇」から見たボロブドゥール

二
九



何
の
た
め
に
造
ら
れ
た
の
か
、
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
善
因
善
果
悪
因
悪
果
を
描
い
た
も
の
か

隠
さ
れ
た
基
壇
」
と
呼
ば
れ
る
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
土
台
部
分
は
、
そ

の
一
部
を
除
き
、
今
日
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
新
基
壇
」
と
呼
ば

れ
て
い
る
分
厚
い
石
で
覆
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
図
１
で
明
ら
か
な
よ

う
に
、「
新
基
壇
」
の
幅
は
広
く
、
高
さ
（
厚
さ
）
も
相
当
な
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
取
り
外
す
こ
と
は
簡
単
な
作
業
で
は
な
い
し
、
取
り
外
す
に
し
て
も

全
体
を
一
度
に
行
え
ば
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
上
部
構
造
の
崩
壊
を
招
く
危
険

が
あ
る
。
た
だ
、
今
か
ら
一
二
五
年
ほ
ど
前
の
一
八
八
五
年
、
オ
ラ
ン
ダ
人

J.
W
.
Izerm

a
n

を
団
長
と
す
る
調
査
団
が
「
新
基
壇
」
を
取
り
除
き
（
お

そ
ら
く
部
分
的
な
取
り
除
き
作
業
を
繰
り
返
し
た
の
で
あ
ろ
う
）、
全
体
に

わ
た
っ
て
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
調
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
と
き

に
ジ
ャ
ワ
人
の
カ
メ
ラ
マ
ンK
a
sia
n
 
C
ep
h
a
s

が
撮
影
し
た
写
真
が
残
さ

れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
写
真
集R

ah
asia d

i K
aki B

orobu
d
u
r:
T
h
e

 
H
id
d
en
 
F
oot of B

orobu
d
u
r

を
も
と
に
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

現
在
で
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
も
あ
っ
て
、
こ
の
「
隠
さ
れ
た
基

壇
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

R
ah
asia

 
d
i K

aki B
orobu

d
u
r

で
も
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
「
人
生
の

流
れ
（k

a
rm
a
v
ib
h
a
n
g
g
a

）」（
分
別
善
悪
応
報
経
）
つ
ま
り
善
因
善
果

悪
因
悪
果
を
描
い
た
も
の
と
簡
単
に
説
明
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
詳
し
い

考
察
は
な
い
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
に
関
す
る
著
作
や
論
文
は
決
し
て
少
な
く

な
い
が
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
簡
単
な
説
明
で
終
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
写

真
集
の
写
真
を
丹
念
に
見
て
み
る
こ
と
で
、
制
作
者
が
何
を
訴
え
た
か
っ
た

の
か
、
が
わ
ず
か
な
が
ら
も
汲
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
そ
れ

は
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る

こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
横
幅
が
ほ
ぼ
二
メ
ー
ト
ル
、
縦
が
五
七
セ
ン
チ
の

レ
リ
ー
フ
一
六
〇
枚
か
ら
成
る
。「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
真
ん
中
が
出
っ
張

っ
た
方
形
の
第
一
回
廊
〜
第
四
回
廊
と
同
じ
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
ボ
ロ
ブ

ド
ゥ
ー
ル
は
東
面
が
正
面
で
、
そ
の
中
央
部
か
ら
南
寄
り
に
進
ん
で
見
て
行

く
構
成
を
と
っ
て
い
る
か
ら
、「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
も
そ
の
順
序
で
見
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
東
面
の
南
寄
り
に
は
二
〇
枚
の
レ
リ
ー
フ
が

な
ら
び
、
南
面
は
四
二
枚
、
西
面
は
四
〇
枚
、
北
面
は
四
一
枚
、
東
面
の
北

寄
り
は
一
七
枚
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
東
南
西
北
に
同
じ
よ
う
に
四
〇
枚
ず

つ
が
並
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
東
南
西
北
は
い
ず
れ
も
等
距
離

だ
か
ら
レ
リ
ー
フ
の
横
幅
が
異
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
正
確
な
寸
法

は
明
ら
か
で
は
な
い
。

隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
上
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
「
人
生
の
流
れ
」

を
描
い
た
も
の
と
い
わ
れ
て
き
た
。
確
か
に
、
善
因
善
果
、
悪
因
悪
果
を
示

三
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す
レ
リ
ー
フ
は
一
六
〇
枚
の
レ
リ
ー
フ
の
う
ち
に
何
枚
か
は
存
在
す
る
。
だ

が
、
市
場
の
様
子
を
描
い
た
も
の
、
敬
礼
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
も

の
、
聖
所
を
掃
除
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
い
た
も
の
、
参
詣
を
描
い
た
も
の

な
ど
が
あ
ち
こ
ち
に
見
ら
れ
る
し
、（
対
話
や
会
合
を
含
む
）
説
法
の
レ
リ

ー
フ
と
施
し
の
レ
リ
ー
フ
も
多
い
。
説
法
は
四
八
枚
、
施
し
が
六
一
枚
も
あ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
後
で
紹
介
す
る
よ
う
に
、
ご
く
日
常
的
な
姿
を

描
い
た
も
の
で
、
上
段
の
第
一
回
廊
か
ら
第
四
回
廊
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

経
典
に
従
っ
て
絵
画
化
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
が
た
い
。
む
し
ろ
良
い
話
を

聞
く
こ
と
、
討
論
し
合
う
こ
と
そ
し
て
施
し
を
行
う
こ
と
の
大
事
さ
を
示
そ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
図
２
や
図
３
で
は
説
法
を

真
剣
に
聞
き
入
っ
て
い
る
姿
や
考
え
込
ん
で
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

良
い
話
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
第
一
回
廊
か
ら
始
ま
る
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス

タ
ラ
な
ど
の
物
語
で
あ
ろ
う
。

も
し
こ
の
解
釈
が
正
し
い
な
ら
ば
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
建
立
の
目
的
の
一

つ
が
一
般
民
衆
の
教
化
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。M

ik
sic

は
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ

ー
ル
が
エ
リ
ー
ト
の
た
め
に
建
立
さ
れ
た
の
か
、
大
衆
の
た
め
に
建
立
さ
れ

た
の
か
、
に
関
し
て
大
衆
向
け
に
建
立
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
が

（M
ik
sic:

27

）
、「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
を
見
て
も
彼
の
主
張
は
正
当
と
思
わ
れ

る
。隠

さ
れ
た
基
壇
」
の
レ
リ
ー
フ

隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
合
わ
せ
て
一
六
〇
枚
の
レ
リ
ー
フ
か
ら
成
る
。
そ

れ
ら
全
て
に
共
通
す
る
一
つ
の
特
徴
は
必
ず
人
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

で
、
風
景
や
器
物
だ
け
を
描
い
た
レ
リ
ー
フ
は
一
枚
も
な
い
。
し
か
も
描
か

れ
て
い
る
人
々
は
、
そ
の
表
情
、
服
装
、
持
ち
物
そ
し
て
周
囲
の
風
景
な
ど

か
ら
当
時
の
ジ
ャ
ワ
の
人
々
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
と
き
に
何
を

表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
る
と
は
い
え
、

図２ 説法を聞く人々（p.160)

図３ 説法を聞き思案する人々と話し合う人々（p. 163）
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格
好
の
民
族
誌
的
資
料
で
あ
る
。
当
時
の
民
衆
の
姿
を
知
る
う
え
で
日
本
に

は
絵
巻
物
な
ど
の
絵
画
資
料
が
豊
富
だ
が
、
ジ
ャ
ワ
に
は
絵
巻
物
に
似
た
ワ

ヤ
ン
・
べ
ベ
ル
な
ど
を
除
く
と
石
造
建
築
に
彫
ら
れ
た
レ
リ
ー
フ
し
か
な

い
。
し
か
し
そ
の
レ
リ
ー
フ
も
神
や
天
人
あ
る
い
は
イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
っ
た

物
語
を
描
い
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
、
当
時
の
ジ
ャ
ワ
社
会
の
様
子
を
示
す

も
の
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
「
隠
さ
れ
た

基
壇
」
の
レ
リ
ー
フ
は
非
常
に
貴
重
で
あ
る
。「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
の
上
の

第
一
回
廊
以
上
の
主
壁
と
欄
楯
の
レ
リ
ー
フ
は
、「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
と
違

っ
て
そ
の
全
て
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
は
イ
ン
ド
か
ら
伝
わ
っ

た
物
語
で
あ
り
、
当
時
の
ジ
ャ
ワ
社
会
と
無
関
係
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、

あ
く
ま
で
も
イ
ン
ド
伝
来
の
物
語
で
あ
り
、
イ
ン
ド
的
で
あ
る
こ
と
は
避
け

ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
の
絵
と
共
通
す
る
よ
う
な
絵
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。

隠
さ
れ
た
基
壇
」
の
レ
リ
ー
フ
を
見
る
と
、
当
時
、
ジ
ャ
ワ
の
人
々
が

水
田
や
焼
畑
を
耕
作
し
て
い
た
こ
と
、
ニ
ワ
ト
リ
や
豚
や
犬
な
ど
の
家
畜
を

飼
育
し
て
い
た
こ
と
、
果
物
を
売
り
、
網
で
魚
を
取
っ
て
市
場
で
そ
れ
を
売

り
、
猪
を
縛
っ
た
り
、
羊
の
皮
を
剥
い
だ
り
、
養
殖
池
で
鯉
な
ど
の
魚
を
飼

っ
て
い
た
こ
と
、
宮
廷
や
道
路
で
行
わ
れ
る
歌
や
踊
り
や
楽
器
演
奏
に
興

じ
、
物
乞
い
や
助
産
や
泥
棒
や
、
火
吹
き
竹
で
火
を
熾
し
た
こ
と
、
陶
器
で

料
理
を
し
た
こ
と
、
看
病
し
、
弔
い
、
ど
ん
な
ふ
う
に
休
養
を
と
っ
た
か
、

な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（H

a
ria
n
i S
a
n
tik
o
:
26

38

）
。
王
侯
貴
族
あ
る

い
は
裕
福
な
人
々
が
ど
ん
な
生
活
を
し
て
い
た
か
も
判
る
。
そ
れ
は
し
ば
し

ば
天
界
の
様
子
と
違
わ
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
レ
リ
ー
フ
の
中
に
は
天

界
（sw

a
rg
g
a

）
と
い
う
刻
字
が
彫
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
の

絵
と
あ
ま
り
違
わ
な
い
。

服
装
、
装
身
具
、
髪
形
な
ど
に
つ
い
て
見
る
と
、
一
般
に
下
半
身
は
く
る

ぶ
し
ま
で
の
サ
ロ
ン
（
腰
巻
）
を
身
に
つ
け
、
普
通
の
帯
な
い
し
宝
石
を
ち

り
ば
め
た
帯
を
締
め
、u

n
ca
l

（
飾
り
帯
）
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
も
あ

る
。
手
足
に
は
腕
輪
、
足
輪
、
首
飾
り
、
耳
飾
り
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
頭

頂
に
結
い
上
げ
た
髪
型
（ja

ta
m
a
k
u
ta

）
や
冠
、
篭
型
の
冠
（k

a
ra
n
-

d
a
m
a
k
u
ta

）
で
王
か
貴
族
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
宝
石
と
装
身
具
は
男

女
で
変
わ
ら
な
い
。
半
円
錐
の
帽
子
（k

irita
m
a
k
u
ta

）
を
か
ぶ
っ
て
い

る
男
も
い
る
。

高
段
に
座
っ
て
い
る
の
は
王
や
貴
人
で
、
僧
を
含
む
低
階
層
の
人
は
彼
ら

に
敬
礼
し
て
い
る
。
金
持
ち
は
衣
類
や
装
身
具
に
つ
い
て
は
王
や
貴
人
と
変

わ
ら
な
い
が
、
謁
見
を
し
て
い
る
の
で
そ
う
と
判
る
。
中
流
の
女
性
は
く
る

ぶ
し
ま
で
の
衣
類
と
帯
を
身
に
つ
け
て
い
る
が
、
胸
は
は
だ
け
た
ま
ま
で
あ

る
。
宝
石
は
あ
ま
り
豪
華
で
は
な
い
。
普
通
の
男
の
下
半
身
の
衣
類
は
膝
ま

で
の
シ
ョ
ー
ツ
で
、
身
に
付
け
た
宝
石
は
王
や
貴
族
ほ
ど
に
飾
り
立
て
た
も

の
で
は
な
い
。
僧
は
長
い
衣
類
を
着
て
右
肩
を
露
出
し
て
い
る
。
頭
は
坊
主
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頭
か
短
髪
か
ピ
ン
で
と
め
た
よ
う
な
形
で
あ
る
。
顎
ひ
げ
を
生
や
し
、
頭
頂

に
髷
を
結
っ
て
い
る
の
は
修
行
者
（sra

m
a
n
a

）
で
あ
ろ
う
（H

a
ria
n
i

 
S
a
n
tik
o
:
26

33
）
。

レ
リ
ー
フ
は
何
を
語
っ
て
い
る
の
か

隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
全
体
が
完

成
を
見
る
前
に
一
般
に
公
開
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
基
壇
が
造
ら

れ
た
の
は
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
建
立
の
第
二
段
階
で
あ
る
七
九
五
年
以
降
だ
と

言
わ
れ
て
い
る
（
生
田：

一
五
七
）
。
つ
ま
り
基
壇
よ
り
先
に
上
段
部
分
つ
ま

り
第
一
回
廊
か
ら
上
の
部
分
が
造
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
第
一
回
廊
は

釈
迦
の
誕
生
以
降
サ
ー
ル
ナ
ー
ト
（
鹿
野
苑
）
で
行
っ
た
最
初
の
説
法
ま
で

を
描
い
た
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
（
仏
伝
図
）、
釈
迦
が
前
世
に
行
っ
た
善
行

を
語
る
ジ
ャ
ー
タ
カ
（
本
生
話
）、
た
と
え
話
の
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
、
そ
し
て

第
二
回
廊
と
第
三
回
廊
で
は
善
財
童
子
（
ス
ダ
ー
ナ
）
の
巡
礼
物
語
（
ガ
ン

ダ
ヴ
ュ
ー
ハ
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
七
七
五
年
ご
ろ
か
ら
七
九
〇
年
ご
ろ
ま

で
の
第
一
段
階
で
す
で
に
第
二
回
廊
あ
た
り
ま
で
は
建
造
さ
れ
て
い
た
ら
し

い
し
、
第
三
回
廊
、
第
四
回
廊
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
露
壇
お
よ
び
第
一
円

壇
、
第
二
円
壇
、
第
三
円
壇
、
そ
れ
ら
円
壇
に
置
か
れ
る
小
ス
ト
ゥ
ー
パ
と

仏
像
（
釈
迦
牟
尼
仏
）、
さ
ら
に
最
高
壇
の
大
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
構
想
は
す
で

に
確
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
意
識
し
て
制
作
者
は
こ
の

寺
院
を
訪
れ
る
一
般
大
衆
に
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
の
東
面
の
中
央
部
を
起
点

に
左
方
向
（
南
方
向
か
ら
さ
ら
に
西
方
向
そ
し
て
北
方
向
）
へ
と
移
動
し
な

が
ら
見
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

だ
と
す
る
と
、
ま
ず
最
初
に
目
に
入
る
の
が
一
番
目
の
レ
リ
ー
フ
で
あ
る

（
図
４
）。
こ
の
レ
リ
ー
フ
の
右
側
半
分
は
獲
っ
た
魚
を
入
れ
た
魚
籠
（
び

く
）
を
前
に
座
る
漁
師
ら
が
描
か
れ
、
左
側
で
は
何
か
束
ね
た
も
の
を
天
秤

棒
で
担
ぐ
男
や
肩
に
担
ぐ
男
ま
た
太
鼓
の
よ
う
な
も
の
を
叩
い
て
い
る
男
が

描
か
れ
て
い
る
。R

ah
asia d

i K
aki B

orobu
d
u
r:
T
h
e H

id
d
en F

oot
 

of
 
B
orobu

d
u
r

の
解
説
で
は
市
場
の
様
子
と
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
そ

れ
以
上
の
説
明
は
な

１
）

い
が
、
魚
を
獲
る
こ
と
が
罪
で
あ
る
と
語
る
レ
リ
ー
フ

は
他
に
何
枚
か
あ
る
の
で
こ
の
絵
も
そ
の
殺
生
の
罪
を
暗
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

二
番
目
の
レ
リ
ー
フ
（
図
５
）
は
弓
矢
を
も
っ
た
男
が
描
か
れ
、
左
側
で

は
魚
を
さ
ば
い
て
い
る
男
と
壺
を
火
に
掛
け
、
火
吹
き
竹
で
火
を
吹
い
て
い

る
男
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
上
で
何
か
を
話
し
合
っ
て
い
る
男
た
ち
が

い
る
。
解
説
で
は
、「
動
物
を
殺
し
た
罪
で
死
罪
を
受
け
る
」
と
あ
る
。
三

番
目
の
絵
（
図
６
）
は
三
人
の
女
性
が
堕
胎
し
て
い
る
姿
だ
と
い
う
。
説
明

文
に
は
「
辱
め
を
受
け
た
女
性
が
堕
胎
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
堕
胎
の
理
由

と
し
て
辱
め
を
受
け
た
か
ら
と
い
っ
て
い
る
が
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
か
ら
そ

の
よ
う
な
理
由
を
得
た
の
か
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

三
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四
番
目
の
レ
リ
ー
フ
（
図
７
）
は
二
人
の
獄
吏
が
罪
人
の
首
に
首
枷
を
掛

け
て
刑
を
執
行
し
て
い
る
絵
ら
し
い
。
こ
の
レ
リ
ー
フ
の
左
半
分
は
輪
郭
線

だ
け
が
描
か
れ
、
彫
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
未
完
成
の
レ
リ
ー
フ
は

む
し
ろ
北
側
に
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
完
成
さ
れ
た
レ
リ
ー
フ
が
多
い
こ
の
辺

り
に
あ
る
の
は
不
思
議
で
あ
る
（
図
８
参
照
）。
五
番
目
（
図
９
）
は
中
央

部
で
刀
や
槍
を
右
手
に
も
ち
、
左
手
に
盾
を
も
っ
て
踊
っ
て
い
る
ら
し
い
四

人
の
男
が
描
か
れ
、
右
側
で
は
そ
れ
に
抗
議
す
る
よ
う
な
手
付
き
を
し
て
い

る
男
た
ち
、
そ
の
抗
議
を
制
止
す
る
よ
う
な
、
そ
れ
で
い
て
男
た
ち
に
は
背

を
向
け
る
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
左
側
で
は
、
命
を
落
と
し
た
か
落

と
し
そ
う
に
な
っ
て
い
る
ら
し
い
子
供
を
抱
え
た
男
と
女
そ
し
て
そ
れ
を
心

配
そ
う
に
見
守
る
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
絵
は
何
を
描
こ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
可
能
だ
ろ
う
。
実
戦
で
は
な
い
と

し
て
も
戦
闘
と
い
う
罪
悪
（
殺
生
）
を
非
難
し
た
絵
で
は
な
い
か
と
思
う

が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

図４ 市場の風景（p.136)

図５ 殺生の罪で死罪を受ける人々（p.136)

図６ 辱めを受けた女性の堕胎（p.58)

図７ 罪人の刑 左側は未完成（p.80)
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六
番
目
の
レ
リ
ー
フ
（
図
10
）
は
一
転
し
て
平
和
な
様
子
が
描
か
れ
て
い

る
。
右
側
で
は
樹
木
の
下
で
一
人
の
男
（
解
説
で
は
「
尊
敬
さ
れ
る
人
物
」

と
書
か
れ
て
い
る
）
が
四
人
の
男
（
解
説
文
で
は
そ
の
髪
型
か
ら
の
推
測
だ

ろ
う
が
、「
お
そ
ら
く
僧
だ
ろ
う
」
と
い
っ
て
い
る
）
に
向
か
っ
て
話
し
掛

け
て
い
る
一
方
、
左
側
で
は
妻
と
思
わ
れ
る
女
性
を
後
ろ
に
し
た
男
（
解
説

で
は
「
尊
敬
さ
れ
る
人
物
」）
が
豪
勢
な
建
物
の
中
に
座
り
、
屋
外
に
い
る

二
人
の
女
性
に
向
か
っ
て
話
し
掛
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
話
し
掛
け
て
い
る

内
容
は
判
ら
な
い
が
、
一
番
目
か
ら
五
番
目
ま
で
の
レ
リ
ー
フ
と
の
関
連
を

考
え
れ
ば
、
人
間
と
し
て
為
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
七
番
目
の
レ
リ
ー
フ
（
図
11
）
も
同
じ
よ
う
に
平
和
な
様
子
が

う
か
が
わ
れ
る
。
左
側
で
は
花
束
の
贈
呈
が
見
ら
れ
、
中
央
と
右
側
で
は
二

つ
の
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
話
し
合
っ
て
い
る
。

八
番
目
（
図
12
）
は
ま
た
一
転
し
て
罪
人
が
刑
吏
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
姿

が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
家
の
中
に
い
る
貴
人
に
贈
物
を
差
し
出

図８ 北面の西側にあるわずかに彫られただけの未完成

レリーフ（p.113）

図９ 戦闘の踊り。子を介抱 悼む （p.87)

図10 信奉者（おそらく僧）に教えを説く人と話し合う

人々（p.65）

図11 討論と花の贈呈（p.83)

図12 罪人の取り押さえと名士と民衆の会合（p.104）
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し
て
い
る
貴
人
、
そ
し
て
地
べ
た
に
座
る
従
者
ら
し
い
人
々
の
姿
が
描
か
れ

て
い
る
。
そ
の
様
子
か
ら
は
深
刻
な
様
子
は
見
ら
れ
な
い
。
罪
人
と
贈
物
を

授
受
す
る
貴
人
た
ち
と
い
う
対
照
的
な
絵
が
一
枚
の
レ
リ
ー
フ
に
お
さ
め
ら

れ
て
い
る
か
ら
に
は
何
か
相
互
に
関
連
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
は
不
明
で

あ
る
。
何
を
読
み
取
る
か
、
そ
れ
は
鑑
賞
者
の
自
由
に
任
さ
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
し
、
案
内
人
と
鑑
賞
者
に
向
か
っ
て
話
し
合
う
よ
う
促
し
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
は
人
々
が
話
し
合
っ
て
い
る

姿
を
描
い
た
レ
リ
ー
フ
が
多
い
。
第
一
回
廊
、
第
二
回
廊
と
上
段
の
レ
リ
ー

フ
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
を
題
材
に
話
し
合
う
こ
と
、
議
論
す
る
こ
と

を
推
奨
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
九
番
目
（
図
13
）
も
同
様
で
、
右
側

で
は
豚
を
連
れ
て
い
る
人
、
魚
を
捕
え
て
い
る
人
、
そ
し
て
家
禽
が
描
か

れ
、
左
側
で
は
貴
人
（
解
説
文
で
は
「
重
要
な
役
目
を
も
っ
た
人
々
」）
数

人
が
向
か
い
合
っ
て
話
を
し
て
い
る
。
豚
の
飼
育
（
そ
れ
は
屠
殺
を
伴
う
）

や
魚
を
捕
え
る
こ
と
は
殺
生
な
生
業
と
し
て
罪
と
さ
れ
る
か
ら
八
番
目
の
罪

人
と
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
左
側
で
貴
人

同
士
が
話
し
て
い
る
こ
と
も
そ
れ
に
関
連
し
た
話
し
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
〇
番
目
（
図
14
）
も
同
じ
構
図
を
と
っ
て
い
る
。
右
側
で
は
二
人
の
男
が

通
行
中
と
思
わ
れ
る
人
を
襲
い
、
金
品
を
巻
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
か
の

よ
う
で
あ
る
。
そ
の
右
側
で
三
人
が
制
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
左
側
で
は

立
派
な
屋
根
の
下
で
貴
人
（
座
っ
て
い
る
台
の
下
に
あ
る
箱
や
壺
に
は
財
宝

が
収
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
）
が
戸
外
で
敬
礼
を
す
る
僧
と
思
わ
れ
る
人
物

と
向
き
合
っ
て
い
る
。
追
剥
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
一
番
目
か
ら
一
〇
番
目
ま
で
は
罪
が
描
か
れ
、
そ
れ
に
つ
い

て
話
し
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
レ
リ
ー
フ
が
続
い
て
き
た
。
し
か
し
一
一

番
目
か
ら
は
ま
る
で
変
わ
っ
て
施
し
の
レ
リ
ー
フ
が
続
く
。
一
一
番
目
（
図

15
）
は
左
端
に
座
る
金
持
ち
（
彼
が
座
る
台
の
下
に
あ
る
箱
は
財
宝
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
）
が
子
供
を
抱
え
た
女
性
を
背
後
に
屋
外
で
施
し
を

図14 三人の通行人を脅す追剥と止める女（p.143）

図13 豚と魚の飼育と重要な役目をもった人々の会合

（p.156）
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し
て
い
る
人
々
を
見
て
い
る
。
彼
の
す
ぐ
下
に
座
る
女
性
が
織
物
ら
し
い
も

の
を
手
に
し
て
い
る
か
ら
織
物
を
施
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
金

持
ち
の
頭
上
に
描
か
れ
て
い
る
屋
根
は
（
他
の
レ
リ
ー
フ
に
出
て
く
る
も
の

と
比
較
し
て
）
さ
ほ
ど
豪
勢
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
彼
は
金
持
ち
で
は
あ
る

が
社
会
的
地
位
は
高
く
な
い
よ
う
だ
。
な
お
、
こ
の
金
持
ち
が
左
手
を
差
し

出
し
て
い
る
の
で
彼
が
施
し
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
こ
の
よ
う
な
手

振
り
が
伴
わ
な
い
場
合
、
施
し
を
し
て
い
る
の
か
受
け
て
い
る
の
か
判
り
に

く
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
の
レ
リ
ー
フ
の
右
側
に
は
病
人
が
治
療
を

受
け
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
治
療
の
絵
は
こ
の
他
に
も
何
枚
か
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
施
し
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
一
二
番
目
（
図

16
）
は
施
し
と
説
法
の
二
つ
が
一
つ
の
レ
リ
ー
フ
の
左
右
に
描
か
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
右
側
で
は
何
人
か
の
男
女
に
壺
と
織
物
の
よ
う
な
も
の
を
与

え
、
左
側
で
は
家
の
な
か
で
一
人
の
男
が
夫
婦
と
思
わ
れ
る
男
女
に
話
し
掛

け
、
屋
外
で
そ
れ
を
見
て
い
る
七
人
の
男
女
が
描
か
れ
て
い
る
。
施
し
と
説

法
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
不
明
だ
が
、
同
じ
レ
リ
ー
フ
に
描

か
れ
て
い
る
か
ら
に
は
関
係
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
施
し
を
す
る
こ

と
の
大
事
さ
を
説
法
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
施
し
と
説
法

は
同
じ
も
の
だ
と
言
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

施
し
や
説
法
の
レ
リ
ー
フ
が
並
ん
で
い
る
中
で
一
三
番
目
（
図
17
）
は
少

し
異
質
で
あ
る
。
中
央
に
は
台
の
う
え
で
横
に
な
っ
た
男
が
描
か
れ
、
そ
の

両
端
で
は
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
男
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
何
か
を
真
剣
な
表
情
で

相
談
し
て
い
る
が
、
そ
の
表
情
や
姿
勢
や
手
付
き
な
ど
か
ら
見
る
と
悪
事
を

企
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
解
説
文
で
は
「
怠
け
も
の
と
悪

人
の
絵
」
と
あ
る
。

一
四
番
目
（
図
18
）
は
四
つ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
右
端
の
刀
を
振

り
回
し
て
い
る
よ
う
な
絵
が
何
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い

が
、
そ
の
左
側
に
は
立
っ
た
男
か
ら
壺
に
入
っ
た
液
体
を
受
け
て
い
る
絵
が

図15 金持ちの貧者への織物の施しと看病 （p.53）

図16 一人の導師への施しと夫婦に教えを説く一人の名

士（p.63）
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描
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
酒
で
あ
ろ
う
。
そ
の
左
側
で
は
一
人
の
男
が
右

手
の
人
差
指
を
向
け
て
お
り
、
そ
の
右
の
男
と
話
し
て
い
る
。
酒
飲
み
の
行

為
を
非
難
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
左
端
の
三
人
は
夫
婦
と
子
供
の
家

族
だ
ろ
う
。
屋
根
の
上
に
鳥
（
家
鴨
だ
ろ
う
か
）
が
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と

田
舎
の
貧
し
い
農
家
な
の
だ
ろ
う
。
こ
の
レ
リ
ー
フ
も
酒
飲
み
と
い
う
悪
行

を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
五
番
目
（
図
19
）
は
解
説
に
よ
る
と
、「
一

人
の
金
持
ち
が
家
の
外
で
行
わ
れ
て
い
る
食
べ
物
の
分
配
を
見
て
い
る
」
図

と
い
う
こ
と
で
、
確
か
に
そ
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
が
、
私
に
は
治
療

を
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
左
側
で
も
二
人
の
男
が
木
の
下
で
治

療
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
後
の
一
八
番
目
と

一
九
番
目
に
つ
な
が
る
。

一
六
番
目
（
図
20
）
と
一
七
番
目
（
図
21
）
は
導
師
と
僧
が
説
法
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
一
六
番
目
の
中
央
部
で
は
森
の
中
で
数
人
の
人
々
が
対

等
な
関
係
で
話
し
合
っ
て
い
る
様
子
、
そ
の
右
側
で
は
高
い
位
置
に
座
る
男

図19 食べ物の施しを見る金持ち（p.137)

図18 金持ちから食べ物の施しを受ける男女（p.146）

図17 怠け者と悪人の絵（p.105)

図21 女性たちに説教している祭司（p.31)

図20 森で教えを説く導師と僧（p.45)
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が
説
法
し
て
い
る
様
子
、
ま
た
左
側
で
は
座
布
団
に
座
っ
た
夫
婦
と
お
ぼ
し

き
男
女
が
直
に
座
っ
た
二
人
に
話
し
掛
け
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
趣
は
異
な
る

が
、
話
を
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
一
七
番
目
は
中
央
部
と
右
側

で
そ
れ
ぞ
れ
導
師
が
対
等
の
高
さ
で
人
々
と
話
を
し
て
い
る
。
左
側
で
は
二

組
の
夫
婦
と
思
し
き
男
女
が
並
ん
で
座
り
、
何
か
を
話
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
下
に
い
る
男
た
ち
は
従
者
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
絵
で
は
か
な
り
念

入
り
に
描
か
れ
、
存
在
感
が
あ
る
。

一
八
番
目
（
図
22
）
の
右
側
で
は
一
人
の
男
が
た
く
さ
ん
の
人
々
に
介
抱

さ
れ
て
い
る
。
台
の
下
に
壺
な
ど
が
置
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
金
持

ち
な
の
だ
ろ
う
。
右
側
で
は
何
人
か
の
人
々
が
話
し
合
っ
て
い
る
が
、
病
気

の
こ
と
、
介
抱
の
こ
と
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
九
番

目
（
図
23
）
も
同
じ
よ
う
に
介
抱
を
受
け
て
い
る
絵
で
あ
る
。
こ
の
絵
は
一

八
番
目
よ
り
具
体
的
で
患
者
の
頭
を
マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
者
、
腹
や
胸
を
さ
す

る
者
、
薬
を
持
っ
て
く
る
者
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
側
で
は
回
復
し
た

患
者
を
祝
福
し
て
い
る
絵
と
も
と
れ
る
（
解
説
で
は
そ
の
よ
う
に
記
述
し
て

い
る
）
が
、
右
側
の
五
人
の
人
々
の
手
を
見
る
と
回
復
を
祈
願
し
て
い
る
絵

と
も
と
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
東
面
の
南
端
の
二
枚
は
病
人
を
介
抱
す
る

絵
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
一
八
番
目
と
一
九
番
目
で
は
い

ず
れ
も
患
者
が
座
る
台
の
下
に
壺
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
酒
の
入
っ
た
壺
と
解

釈
し
、
飲
酒
の
戒
を
破
っ
た
た
め
に
病
気
に
な
っ
た
と
す
る
伊
東
の
解
釈
も

不
可
能
で
は
な
い
（
伊
東：

二
八
）
。
こ
の
二
枚
は
「
新
基
壇
」
が
取
り
除
か

れ
、
今
日
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
にR

ah
asia

 
d
i
 
K
aki

 
B
orobu

d
u
r

の
写
真
が
左
右
逆
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

二
〇
番
目
（
図
24
）
は
東
面
の
南
端
に
な
る
。
こ
の
レ
リ
ー
フ
の
右
側
に
は

乳
飲
み
子
を
抱
え
た
女
性
と
夫
が
嬉
し
そ
う
に
話
し
、
周
囲
の
人
々
も
彼
ら

に
向
け
て
敬
礼
の
手
付
き
を
す
る
な
ど
平
和
な
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

そ
の
半
面
、
左
側
で
は
酒
を
飲
ん
で
い
る
男
、
手
足
を
振
り
上
げ
た
滑
稽
な

図22 看病される男（p.138)

図23 看病される男と回復を祝福される男（p. 239）（こ

の写真は左右が逆）
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し
ぐ
さ
で
踊
る
男
た
ち
、
女
性
に
か
ら
む
男
、
そ
れ
を
囃
し
た
て
る
か
の
よ

う
な
男
た
ち
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
八
番
目
と
一
九
番
目
と
の
連
続
性

を
考
え
る
と
、
い
ず
れ
も
飲
酒
に
よ
る
病
気
と
飲
酒
に
よ
る
迷
惑
行
為
を
表

現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
一
番
目
（
図
25
）
か
ら
は
南
面
に
入
る
。
こ
の
レ
リ
ー
フ
は
そ
の
上
に

v
iru
p
a

（
悪
い
顔
）
と
い
う
刻
字
が
残
っ
て
い
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
て
き

た
。
一
六
〇
枚
の
レ
リ
ー
フ
の
う
ち
三
五
枚
に
こ
の
刻
字
が
残
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
レ
リ
ー
フ
の
絵
を
解
釈
す
る
上
で
参
考
に
な
っ
て
き
た
。v

iru
p
a

も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
レ
リ
ー
フ
に
描
か
れ
た
二
一
人
の
男
た

ち
の
表
情
は
い
ず
れ
も
憂
い
を
含
ん
で
い
る
か
、
恐
れ
、
荒
ん
で
い
る
。
穏

和
な
顔
は
一
つ
も
な
い
。
解
説
文
で
は
「
下
品
な
話
を
す
る
人
た
ち
と
上
品

な
話
を
す
る
人
た
ち
」
と
あ
る
が
、
ど
れ
が
上
品
な
話
を
す
る
人
た
ち
な
の

か
、
よ
く
判
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
表
情
や
腹
の
突
き
出
た
体
形
あ
る
い
は

筋
肉
質
の
体
形
、
あ
る
い
は
手
付
き
な
ど
か
ら
見
る
と
、
良
か
ら
ぬ
企
み
を

相
談
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
彫
刻
師
に
「
悪
い
顔
」
を
描

け
と
命
じ
た
設
計
者
の
意
図
は
「
悪
巧
み
を
す
る
と
こ
の
よ
う
な
悪
い
人
相

に
な
る
ぞ
」
と
い
う
警
告
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

二
二
番
目
（
図
26
）
は
そ
の
前
の
レ
リ
ー
フ
と
は
変
わ
っ
て
、
右
側
で
は

傘
を
も
っ
た
男
た
ち
が
木
造
の
粗
末
な
家
に
住
む
聖
人
（
解
説
で
は
そ
う
表

現
さ
れ
て
い
る
が
、
導
師
な
い
し
修
行
者
の
こ
と
だ
ろ
う
）
の
家
を
訪
れ
て

い
る
。
左
側
で
は
男
た
ち
が
話
し
合
っ
て
い
る
が
、
そ
ば
で
男
の
子
が
聞
い

て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
男
た
ち
の
表
情
に
卑
猥
さ
を
感
じ
と
れ
る
も
の

の
、
そ
う
で
は
な
く
、
た
わ
い
な
い
話
題
を
話
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
二
三
番
目
（
図
27
）
は
左
端
で
二
組
の
男
た
ち
が
喧
嘩
し
て
い
る
姿
が

描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
仲
裁
に
入
る
男
も
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に

対
し
て
右
側
で
は
二
人
の
祭
司
が
人
々
に
向
か
っ
て
説
法
を
し
て
い
る
。
中

央
部
分
は
未
完
成
と
思
わ
れ
、
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
表
情
は
明
ら
か
で
は

図25 上に「悪い顔」の刻字（p.149)

図24 幸せな家族と酒飲みの家族（p.88)

四
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な
い
が
、
判
る
範
囲
で
は
そ
の
表
情
は
穏
や
か
で
左
端
の
喧
嘩
と
は
対
照
的

で
あ
る
。
そ
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
づ
け
が
可
能
で
あ

ろ
う
。
二
四
番
目
（
図
28
）
は
聖
所
（ca

ity
a

）
を
清
掃
し
て
い
る
姿
だ

と
想
像
で
き
る
。
右
側
で
は
箒
を
手
に
し
た
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
中
央
部

で
は
踊
っ
て
い
る
よ
う
な
姿
が
見
え
る
が
、
清
掃
作
業
を
応
援
す
る
囃
し
に

合
わ
せ
て
踊
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
左
端
で
は
棒
の
よ
う
な
も
の
を
持
っ
て

は
い
る
が
、
話
し
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
男
た
ち
が
い
る
。
解
説
で
は
清
掃

作
業
に
加
わ
ら
な
い
者
は
そ
の
結
果
を
受
け
る
、
と
あ
る
が
、
話
し
に
夢
中

に
な
っ
て
清
掃
作
業
に
加
わ
ら
な
い
彼
ら
を
差
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ど
の

よ
う
な
罰
な
の
か
は
判
ら
な
い
。

二
五
番
目
（
図
29
）
に
は
二
つ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
も

穏
や
か
で
は
な
い
。
右
側
で
は
右
端
の
貴
人
と
と
も
に
二
人
の
貴
人
が
老
婆

と
思
わ
れ
る
女
性
を
指
で
差
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
手
の
ひ
ら
を
向
け
て
い

る
が
、
こ
れ
は
非
難
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
左
側
で
は
幼
子
を
背
に
し

図26 聖人に近づく男たち（p.149)

図27 従者に説法する貴族と祭司。諍い（p.32)

図28 聖所（caitya）を掃除する男たち（p.92）

図29 争いと老婆の怒り（p.132)

四
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た
女
性
が
左
手
に
棒
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
四
人
の
男
た
ち
に
立
ち
向
か

っ
て
い
る
。
一
人
の
男
は
尻
も
ち
を
つ
い
て
い
る
。
解
説
文
で
は
「
男
た
ち

に
老
婆
と
孫
が
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
ま
だ
若
い
男
た
ち
に
対
し

て
幼
子
を
背
負
っ
た
女
性
が
立
ち
向
か
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
絵
は
女

性
に
理
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
た
い
の
だ
ろ
う
。
一
人
の
男
が
女
性
の
前
で
尻

も
ち
を
つ
い
て
い
る
の
は
女
性
の
剣
幕
の
凄
さ
、
怒
り
の
凄
さ
を
表
わ
し
て

い
る
。

二
六
番
目
（
図
30
）
は
貴
人
が
織
物
な
ど
を
民
衆
に
施
し
て
い
る
よ
う

だ
。
民
衆
の
な
か
に
導
師
も
い
る
ら
し
い
。
二
七
番
目
（
図
31
）
も
施
し
の

図
で
あ
る
。
右
側
で
は
板
葺
き
の
屋
根
の
下
に
住
む
導
師
の
家
族
が
花
を
も

つ
従
者
を
連
れ
た
女
性
の
訪
問
を
受
け
、
左
側
で
は
豪
華
な
家
に
住
む
貴
人

夫
妻
が
侍
女
た
ち
に
施
し
を
し
て
い
る
ら
し
い
。
二
八
番
目
（
図
32
）
は
森

の
中
に
住
む
導
師
の
家
族
を
何
人
か
の
男
女
が
説
法
を
聞
き
に
訪
れ
た
と
こ

ろ
だ
ろ
う
。
先
頭
の
男
が
敬
礼
を
し
て
い
る
。
左
側
で
は
板
葺
き
の
家
で
夫

図33 聖所詣でと施し（p.24)

図34 作業と説法（p.164)

図30 施し（p.42)

図31 施し（p.43)

図32 説法（p.36)
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婦
が
周
り
の
男
女
に
話
し
掛
け
て
い
る
。
二
九
番
目
（
図
33
）
で
も
男
女
が

聖
所
に
詣
で
、
左
側
で
は
貴
人
が
施
し
を
し
て
い
る
。
三
〇
番
目
（
図
34
）

の
左
側
で
は
解
説
に
よ
れ
ば
、
高
床
の
建
物
を
建
造
中
と
あ
る
が
、
建
物
自

体
は
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
か
ら
む
し
ろ
貯
蔵
物
を
運
ん
で
い

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
建
物
の
下
の
人
物
は
何
ら
か
の
作
業

を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
左
側
で
は
人
々
が
対
話
し
て
い

る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
両
者
の
関
係
は
い
か
よ
う
に
も
関
係
づ
け
ら
れ

る
。
三
一
番
目
（
図
35
）
は
二
つ
の
場
面
か
ら
成
る
が
、
い
ず
れ
も
来
訪
を

受
け
て
い
る
図
で
あ
る
。
右
側
で
は
聖
所
の
前
に
座
る
僧
が
三
人
の
男
女
の

来
訪
を
受
け
、
贈
り
物
が
届
け
ら
れ
る
。
左
側
で
は
四
人
の
女
性
に
囲
ま
れ

た
貴
人
が
二
人
の
男
の
来
訪
を
受
け
て
い
る
。
三
二
番
目
（
図
36
）
で
は
二

人
の
貴
人
が
家
族
と
共
に
人
々
に
施
し
を
し
て
い
る
よ
う
だ
。
右
端
の
腰
と

足
が
曲
が
り
杖
を
つ
い
た
老
人
は
痛
々
し
く
気
の
毒
で
あ
る
。
重
労
働
の
結

果
か
、
貧
困
の
結
果
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
助
け
を
必
要
と
す
る
こ
の
よ
う

な
老
人
は
当
時
、
多
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
で
は
豪
奢
な

家
に
住
み
、
豪
奢
な
衣
服
と
装
身
具
を
身
に
付
け
た
貴
人
や
金
持
ち
が
た
く

さ
ん
描
か
れ
て
い
る
一
方
、
こ
の
よ
う
な
老
人
が
登
場
す
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
少
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
制
作
者
は
こ
う

し
た
弱
者
よ
り
も
強
者
を
多
く
描
き
た
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ

ろ
う
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
で
お

こ
う
。
三
三
番
目
（
図
37
）
の
右
側
で
は
貴
人
が
家
族
と
共
に
聖
所
を
訪
れ

て
い
る
。
左
側
は
豪
華
な
宮
殿
に
住
む
貴
人
が
三
人
の
男
か
ら
贈
物
を
受
け

て
い
る
、
あ
る
い
は
解
説
に
あ
る
よ
う
に
、
贈
物
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ど

ち
ら
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
ど
ち
ら
と
も
解
釈
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
二
六
番
目
か
ら
ず
っ
と
八
五
番
目
ま
で
は
ほ
ぼ
施
し
と
説
法

の
レ
リ
ー
フ
が
延
々
と
続
く
。
そ
し
て
八
六
番
目
で
突
然
、
一
変
し
、
九
三

番
目
ま
で
の
八
枚
は
地
獄
の
様
相
が
描
か
れ
て
い
る
。

図35 説教（p.84)

図36 施し（p.27)
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八
六
番
目
（
図
38
）
はsa

n
jiw

a

とk
a
la
su
tra

と
い
う
刻
字
が
あ
り
、

中
央
で
男
同
士
が
取
っ
組
み
合
っ
て
争
っ
て
い
る
。
図
で
は
あ
ま
り
は
っ
き

り
し
な
い
が
鉄
の
爪
を
も
っ
た
男
同
士
が
争
っ
て
い
る
ら
し
い
。
彼
ら
の
上

に
一
羽
の
鳥
が
頭
を
下
げ
て
彼
ら
を
狙
う
恰
好
を
見
せ
て
い
る
が
、
鉄
の
く

ち
ば
し
を
も
っ
て
い
る
よ
う
だ
（M

ik
sic:

66

）
。
左
側
で
は
立
ち
木
に
羊
を

逆
さ
に
吊
り
下
げ
て
皮
を
剥
い
で
い
る
二
人
の
男
が
描
か
れ
、
そ
の
左
側
で

刃
物
を
も
っ
た
獄
吏
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
羊
の
皮

を
剥
い
だ
者
のk

a
la
su
tra

で
の
刑
で
あ
ろ
う
。sa

n
jiw

a

は
日
本
で
い

う
等
活
地
獄
、k

a
la
su
tra

は
黒
縄
地
獄
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

八
七
番
目
（
図
39
）
はsa

n
g
h
a
ta

（
衆
合
地
獄
）
とra

u
ra
v
a

（
号
叫

地
獄
）
と
い
う
刻
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
右
側
に
は
象
に
踏
み
つ
け
ら
れ
そ

う
に
な
っ
て
い
る
男
の
姿
、
中
央
部
で
は
岩
の
間
に
首
を
挟
ま
れ
て
い
る

男
、
鼠
と
思
わ
れ
る
動
物
を
手
に
し
た
男
の
姿
と
犬
に
吠
え
ら
れ
て
い
る

男
、
そ
の
左
側
に
は
棒
で
殴
ら
れ
て
い
る
男
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。
ど
れ

図37 聖所詣でと施し（p.24)

図38 等活地獄と黒縄地獄（p.154)

図39 衆合地獄と号叫地獄（p.154)

図40 大叫地獄と炎熱地獄（p.60)
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がsa
n
g
h
a
ta

で
ど
れ
が
、ra
u
ra
v
a

な
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
鼠

を
捕
え
た
人
間
が
落
ち
る
と
さ
れ
る
地
獄
はM

ik
sic

に
よ
れ
ばsa

n
g
h
-

a
ta

だ
と
い
う
（M

ik
sic:

66

）
。

八
八
番
目
（
図
40
）
はm

a
h
a
ra
u
ra
v
a

（
大
叫
地
獄
）
とta

p
a
n
a

（
炎
熱
地
獄
）
と
い
う
刻
字
が
あ
る
。
左
側
で
は
棒
で
舌
を
抑
え
つ
け
ら
れ
、

鎌
の
よ
う
な
も
の
で
切
ら
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
男
、
中
央
部
で
は
女
性
を

殴
っ
て
い
る
男
、
そ
の
左
で
は
犬
に
咬
ま
れ
そ
う
に
な
っ
て
い
る
男
と
家
の

形
を
し
た
鍋
で
焼
か
れ
る
男
の
姿
が
あ
る
。
解
説
文
で
は
「
妻
を
殴
っ
た
男

は
釜
で
焼
か
れ
る
」
と
い
う
説
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
舌
を
抑
え
つ
け

ら
れ
て
い
る
の
は
嘘
を
言
っ
た
者
が
受
け
る
刑
だ
ろ
う
。

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
に
は
罪
に
関
す
る
理
論
的
な
説
明
は
な
い
。
あ
く
ま
で

も
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
そ
の
結
果
（
悪
果
）
を
示
す
と
い
う
形
を
と
っ
て

い
る
。
し
か
し
仏
教
が
教
え
る
五
つ
の
罪
す
な
わ
ち
不
殺
生
、
不

盗
、
不

邪
淫
、
不
妄
語
、
不
飲
酒
は
ジ
ャ
ワ
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
不
殺

図43 水田とネズミ 見守るだけの農民夫婦（p. 112、

142）

図42 魚を獲る殺生と釜茹での刑（p.17)

図41 魚を煮る殺生と大熱地獄と阿鼻地獄（p. 157、59、

155）

図44 地獄（p.60)

四
五

隠された基壇」から見たボロブドゥール



生
に
つ
い
て
は
図
38
、
図
39
、
図
41
、
図
42
で
か
な
り
細
か
い
例
を
挙
げ
て

い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
不

盗
、
不
邪
淫
そ
し
て
不
飲
酒
は
数
例
を
挙
げ
る

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
不
妄
語
は
具
体
的
に
絵
で
表
現
す
る
の
は
難
し
い

が
、
舌
を
抑
え
ら
れ
る
と
い
う
判
り
や
す
い
刑
で
図
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

不
殺
生
を
奨
励
す
る
か
の
よ
う
な
レ
リ
ー
フ
が
多
い
の
は
制
作
者
が
特
に
こ

の
罪
を
重
視
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
六
五
番
目
（
図
43
）

の
レ
リ
ー
フ
の
悲
し
げ
な
農
民
夫
婦
の
悩
み
も
判
る
。
そ
こ
で
描
か
れ
て
い

る
夫
婦
は
高
床
の
家
の
下
で
田
圃
の
稲
を
食
い
荒
ら
す
鼠
を
た
だ
見
守
る
だ

け
、
何
も
で
き
ず
や
る
せ
な
い
表
情
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
の
下
に

い
る
犬
で
さ
え
、
鼠
を
追
う
の
を
あ
き
ら
め
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
自
ら
育

て
た
稲
が
被
害
に
あ
っ
て
も
戒
め
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
不

殺
生
は
人
々
に
対
し
て
と
り
わ
け
厳
し
い
掟
だ
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、
後
に

述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
掟
は
今
日
の
ジ
ャ
ワ
で
は
見
事
に
消
え
て
い
る
。

八
九
番
目
（
図
41
）
はp

ra
ta
p
a
n
a

（
大
熱
地
獄
）
とa

v
ici

（
阿
鼻
地

獄
、
無
間
地
獄
）
と
い
う
刻
字
が
あ
る
。
右
側
で
は
二
人
の
女
性
が
魚
や
亀

を
煮
て
い
る
。
そ
の
左
側
に
は
釜
茹
で
に
さ
れ
る
人
た
ち
が
描
か
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
殺
生
の
な
か
で
も
川
や
海
に
い
る
動
物
を
殺
し
た
者
が
落
ち
る

地
獄
（p

ra
ta
p
a
n
a

）
で
あ
る
。
左
側
で
は
女
性
に
刀
を
振
り
下
ろ
そ
う
と

し
て
い
る
男
が
描
か
れ
、
そ
の
左
側
に
は
獄
吏
に
叩
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
男

が
描
か
れ
て
い
る
。
図
42
（
一
〇
九
番
目
）
に
は
刻
字
が
な
い
が
、
同
じ
地

獄
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
だ
。

等
活
地
獄
な
ど
日
本
で
聞
く
地
獄
は
そ
の
刑
の
残
酷
さ
（
重
い
刑
で
死
ん

だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
生
き
返
ら
さ
れ
再
び
刑
を
執
行
さ
れ
る
、
な
ど
）、（
何

百
兆
年
、
何
千
兆
年
と
い
う
）「
刑
期
」
の
途
方
も
な
い
長
さ
と
比
較
す
る

と
、「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
の
地
獄
絵
は
さ
ほ
ど
残
酷
と
は
い
え
な
い
。
む
し

ろ
滑
稽
な
絵
す
ら
あ
る
。
こ
の
差
異
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
に
つ
い
て
は

興
味
深
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
で
は
深
入
り
を
避
け
て
お
こ
う
。

九
〇
番
目
（
図
44
）
は
右
端
に
女
性
に
抱
き
つ
く
男
と
何
か
を
吸
っ
て
い

る
男
が
描
か
れ
て
い
る
。
解
説
に
は
ア
ヘ
ン
を
吸
っ
た
者
と
あ
る
。
中
央
部

で
は
三
人
の
男
（
性
別
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
）
が
踊
っ
て
い
る

姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
足
は
波
の
よ
う
な
も
の
の
中
に
あ
る
か
ら

熱
湯
で
苦
し
め
ら
れ
る
地
獄
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
九
二
番

目
（
図
46
）
に
も
同
じ
よ
う
な
波
が
描
か
れ
て
い
る
）。
左
側
は
損
傷
が
激

し
く
何
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
損
傷
が
激
し
い
レ
リ
ー
フ

は
何
枚
か
あ
る
が
、
損
傷
の
原
因
は
判
ら
な
い
。

九
一
番
目
（
図
45
）
は
右
端
で
三
人
の
男
が
何
か
を
話
し
て
い
る
。
そ
の

左
で
は
木
に
つ
か
ま
っ
た
一
人
の
男
が
首
を
つ
か
ま
れ
た
格
好
、
そ
の
左
側

で
は
吹
き
矢
を
吹
く
者
、
石
の
上
の
動
物
を
叩
い
て
い
る
者
が
描
か
れ
、
そ

の
左
側
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
格
好
の
五
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
説
明
で
は

「
悪
口
を
言
っ
た
者
や
動
物
を
狩
る
者
は
地
獄
で
苦
し
め
ら
れ
る
」
と
あ
る
。

四
六

第16号 2011年比較文明研究



悪
口
を
言
っ
た
者
と
い
う
の
は
右
端
の
三
人
の
男
を
差
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
が
、
絵
を
見
た
限
り
で
は
悪
口
を
言
っ
た
の
か
ど
う
か
は
は
っ
き
り
し
な

い
。
一
つ
の
解
釈
だ
ろ
う
。
た
だ
、
吹
き
矢
を
吹
く
と
か
動
物
を
叩
く
と
い

う
の
が
殺
生
の
罪
を
犯
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
刻
字
は
な
い
が

地
獄
の
絵
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

九
二
番
目
（
図
46
）
の
レ
リ
ー
フ
は
右
端
に
木
の
下
で
居
眠
り
を
し
て
い

る
男
の
前
で
女
性
の
肩
に
手
を
回
し
て
い
る
男
、
そ
の
左
で
は
槍
を
突
き
付

け
ら
れ
、
犬
に
吠
え
ら
れ
て
樹
木
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
男
、
そ
の
左
側
で

は
殴
ら
れ
て
い
る
男
、
釜
茹
で
に
さ
れ
て
い
る
男
た
ち
（
女
性
も
い
る
か
も

し
れ
な
い
が
判
別
で
き
な
い
）
が
描
か
れ
て
い
る
。
説
明
で
は
「
刀
を
持
っ

て
殺
す
者
、
夫
が
寝
て
い
る
間
に
姦
通
す
る
女
。
と
も
に
地
獄
で
苦
し
み
を

受
け
る
」
と
あ
る
。
槍
を
突
き
付
け
ら
れ
、
犬
に
吠
え
ら
れ
て
い
る
男
は
姦

通
の
罪
を
犯
し
た
ゆ
え
の
罰
を
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
姦
通
で
罰
を
受
け
る
女
は
左
端
の
釜
茹
で
の
中
に
い
る
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
釜
茹
で
の
刑
は
姦
通
の
罪
を
犯
し
た
者
、
刀
で
切
り
つ
け
た
者

な
ど
が
受
け
る
刑
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
図
47
は
追
剥

を
し
た
者
（
右
端
）
が
火
あ
ぶ
り
の
刑
（
左
端
）
を
受
け
て
い
る
絵
ら
し

い
。九

三
番
目
（
図
48
）
に
は
動
物
が
描
か
れ
、
中
央
部
で
は
男
が
獄
吏
と
思

わ
れ
る
男
に
棒
で
殴
ら
れ
て
い
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
地
獄
の
絵
だ
ろ

う
。
解
説
に
よ
れ
ば
、「
鳩
、
孔
雀
、
イ
ン
コ
、
馬
、
水
牛
、
ジ
ャ
コ
ウ
ジ

カ
は
罪
人
の
生
ま
れ
か
わ
り
」
と
あ
る
。
仏
教
で
は
全
て
の
生
き
物
は
輪
廻

を
繰
り
返
す
と
い
う
。
鳩
、
孔
雀
、
イ
ン
コ
、
馬
、
水
牛
、
ジ
ャ
コ
ウ
ジ
カ

は
罪
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
な
ら
ば
、
そ
の
他
の
動
物
た
と
え
ば
象
、
ト
ラ
、

豹
、
牛
、
猿
、
蛇
、
犬
、
猫
、
ニ
ワ
ト
リ
、
魚
、
蠅
な
ど
は
罪
人
の
生
ま
れ

変
わ
り
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
違
い
は
ど
う
認
識
さ
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
釈
迦
が
城
を
出
る
と
き
に
乗
っ
た
馬
は
カ
ン
タ
カ
と
呼
ば

図46 大熱地獄 （p.61)

図45 衆合地獄 （p.60)

四
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れ
、
第
一
回
廊
の
ラ
リ
タ
ヴ
ィ
ス
タ
ラ
で
も
特
別
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
カ

ン
タ
カ
も
罪
人
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
認
識
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し

九
四
番
目
（
図
49
）
に
は
ガ
ル
ー
ダ
の
頭
と
コ
ブ
ラ
の
頭
が
描
か
れ
、
解
説

で
は
「
罪
人
は
死
後
、
ガ
ル
ー
ダ
の
頭
と
五
匹
の
コ
ブ
ラ
が
頭
に
」
の
る
と

あ
る
。
九
三
番
目
と
関
連
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
九
三
番
の
よ
う
に
地
獄
の
絵

は
描
か
れ
て
い
な
い
。

地
獄
の
絵
は
九
三
番
で
終
わ
る
。
た
だ
し
一
〇
九
番
、
一
一
〇
番
、
一
一

八
番
、
一
一
九
番
、
一
二
〇
番
、
一
二
一
番
に
も
地
獄
が
出
て
く
る
。
八
六

番
か
ら
九
三
番
ま
で
は
地
獄
図
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
と
離
れ
た

位
置
に
あ
る
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

九
五
番
目
（
図
50
）
で
再
び
一
転
す
る
。
そ
こ
で
は
左
端
の
貴
人
と
思
わ

れ
る
二
人
と
中
央
の
一
人
が
人
々
の
施
し
の
要
求
を
拒
否
し
て
い
る
よ
う
な

格
好
に
見
え
る
。
解
説
で
は
「
箱
を
差
し
出
す
。
施
し
を
求
め
る
人
々
に
対

し
て
拒
絶
」
と
あ
る
。

図47 追剥の火あぶり地獄（炎熱地獄 ）（p.63）

図48 罪人の生まれ変わり（p.155)

図51 施しの拒絶 （p.71)

図50 施しの拒絶（p.44)

図49 罪人の死後（p.62)

四
八
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隠
さ
れ
た
基
壇
」
で
は
物
品
の
授
受
を
描
い
た
レ
リ
ー
フ
が
六
一
枚
、

ま
た
説
法
を
描
い
た
レ
リ
ー
フ
が
四
八
枚
あ
る
が
、
そ
の
数
の
多
さ
が
意
味

す
る
の
は
そ
う
し
た
行
為
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
施
し

を
拒
絶
す
る
こ
と
が
大
き
な
罪
と
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
地
獄
の
絵

の
そ
ば
に
こ
の
絵
が
あ
る
の
は
施
し
の
拒
絶
が
罪
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た

か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
九
六
番
目
（
図
51
）
も
同
様
だ
ろ
う
。
左
右
両
端
の

貴
人
と
思
わ
れ
る
男
が
左
手
の
手
の
ひ
ら
を
敬
礼
す
る
人
々
に
向
け
て
い
る

が
、
こ
れ
は
拒
絶
の
サ
イ
ン
で
は
な
か
ろ
う
か
。
中
央
右
側
で
争
っ
て
い
る

姿
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
拒
絶
へ
の
反
感
を
表
わ
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
。
た
だ
しR

ah
asia d

i...

に
そ
う
し
た
解
説
は
な
い
。

九
六
番
目
か
ら
は
施
し
と
説
法
の
姿
が
四
枚
描
か
れ
、
一
〇
一
番
目
（
図

52
）
に
入
っ
て
い
よ
い
よ
天
界
の
レ
リ
ー
フ
が
登
場
す
る
。
天
界
の
レ
リ
ー

フ
は
こ
れ
ま
で
に
は
出
て
こ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
一
〇
一
番
目
に
は
じ
め

て
天
界
が
現
れ
、
一
二
六
番
目
か
ら
は
少
し
ず
つ
、
そ
し
て
一
四
七
番
目
か

ら
は
集
中
的
に
現
れ
て
く
る
。
一
〇
一
番
目
が
天
界
の
絵
で
あ
る
こ
と
は
、

生
命
を
象
徴
す
る
聖
樹k

a
lp
a
ta
ru

と
、
天
界
に
住
む
と
い
う
、
頭
は
人

間
で
胴
体
は
鳥
の
聖
鳥k

in
a
ra

k
in
a
ri

が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
判
断
で

き
る
。
こ
の
二
つ
は
天
界
を
象
徴
し
て
い
る
か
ら
仮
にsv

a
rg
g
a

（
天
界
）

の
刻
字
が
な
く
て
も
天
界
を
描
い
た
レ
リ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

一
〇
三
番
目
か
ら
は
北
面
に
な
り
、
一
四
四
番
目
か
ら
は
東
面
に
入
る

が
、
概
し
て
こ
の
辺
り
は
穏
や
か
な
絵
が
続
く
。
貴
人
、
地
主
（
地
主
を
意

味
す
るb

h
o
g
i

の
刻
字
が
あ
る
）、
あ
る
い
は
天
界
の
人
々
は
い
ず
れ
も
穏

や
か
な
表
情
で
ゆ
っ
た
り
と
座
り
、
豪
勢
な
衣
服
と
装
身
具
で
身
を
ま
と

い
、
複
数
の
女
性
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
図
が
多
い
。
ま
た
、
果
物
を
含
む

食
物
の
他
、
陶
器
、
織
物
な
ど
の
贈
物
や
楽
器
を
演
奏
し
て
い
る
女
性
も
描

か
れ
て
い
る
。
天
界
を
意
味
す
るsv

a
rg
g
a

の
刻
字
が
あ
る
レ
リ
ー
フ
も

九
枚
あ
る
。
そ
の
刻
字
が
な
く
て
も
穏
や
か
な
雰
囲
気
が
描
か
れ
た
レ
リ
ー

図53 天界の様子 svarggaの刻字がある（p.75）

図52 天界の演奏（p.52)

四
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フ
も
あ
り
、
こ
の
世
の
幸
福
な
姿
と
天
界
の
姿
は
ほ
ぼ
同
一
と
い
う
印
象
を

受
け
る
。
つ
ま
り
天
界
は
こ
の
世
の
貴
人
、
王
、
地
主
な
ど
の
上
層
を
モ
デ

ル
に
し
て
想
像
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

上
層
の
人
々
の
絵
に
し
て
も
天
界
の
絵
に
し
て
も
、
中
心
に
座
る
の
は
豪

勢
な
服
と
装
身
具
を
身
に
付
け
た
男
で
あ
る
。
図
53
はsv

a
rg
g
a

の
刻
字

も
あ
り
、
図
54
はk

in
a
ra

k
in
a
ri

が
描
か
れ
て
い
る
か
ら
天
界
の
絵
で

あ
り
、
図
55
は
こ
の
世
の
権
力
者
の
姿
だ
ろ
う
。「
世
界
の
支
配
者
」
の
刻

字
が
あ
る
。
そ
し
て
彼
ら
を
中
心
に
複
数
の
女
性
が
座
る
。
つ
ま
り
上
層
で

あ
れ
天
界
で
あ
れ
、
中
心
に
座
る
男
は
善
行
を
積
ん
だ
男
性
の
姿
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
現
世
に
あ
っ
て
は
下
層
の
者
も
女
性
も
そ
う
し
た
人
物
に
は
な

り
得
な
い
よ
う
だ
。
天
界
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
不
平
等
が
不
条
理
で

あ
る
と
は
考
え
ず
、
そ
れ
を
所
与
の
前
提
と
し
て
容
認
す
る
世
界
観
、
そ
し

て
そ
う
し
た
現
世
の
姿
を
そ
の
ま
ま
天
界
の
姿
と
す
る
世
界
観
は
、
イ
ス
ラ

ム
が
描
く
天
国
と
同
じ
く
、
今
日
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
納
得
し
が
た
い
。

数
々
の
絵
に
描
か
れ
た
縁
の
下
の
人
々
（
そ
れ
は
小
さ
く
、
首
が
捻
じ
曲
げ

ら
れ
た
よ
う
な
、
卑
屈
な
格
好
で
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
）
は
天
界
で

も
描
か
れ
る
。
天
界
に
も
従
者
が
い
る
の
だ
。
天
界
で
も
自
由
が
な
い
の
は

矛
盾
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
制
作
者
は
裕
福
な
男
性
に
の
み
関
心
を
集
中
し
、

下
層
の
男
も
女
性
も
視
野
に
は
な
い
よ
う
だ
。
確
か
に
、
鳩
に
は
な
ら
な
か

っ
た
（
当
然
の
こ
と
な
が
ら
天
界
の
レ
リ
ー
フ
に
はk

in
a
ra

k
in
a
ri

を

除
け
ば
動
物
は
描
か
れ
て
い
な
い
）。
人
間
と
し
て
天
界
で
も
生
き
続
け
ら

れ
た
の
だ
か
ら
ま
し
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
従
者
は
卑
屈
な
姿
で
描

か
れ
、
女
性
は
侍
る
形
で
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。

隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
見
ら
れ
る
天
界
の
絵
は
、
金
銀
や
宝
石
で
飾
ら
れ

た
宮
殿
や
蓮
の
花
が
咲
く
池
あ
る
い
は
阿
弥
陀
仏
を
中
心
に
描
い
た
日
本
で

見
ら
れ
る
極
楽
の
絵
と
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
異
な
る
。「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
の

天
界
は
宮
殿
や
蓮
の
花
は
隅
の
方
に
わ
ず
か
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
中
心

図54 天界の様子（p.134)

図55 権力者「世界の支配者」の刻字（p.28)

五
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に
描
か
れ
て
い
る
の
は
裕
福
な
男
性
で
あ
る
。
そ
の
周
り
を
囲
む
女
性
た
ち

は
い
ず
れ
も
妖
艶
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
日
本
の
極
楽
に
は
そ
の
よ
う
な

女
性
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
制
作
者
が
も
っ
た
理
想
像

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
当
時
の
王
侯
貴
族
の
生
活
で
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
。刻

字
が
残
っ
た
理
由
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て

一
六
〇
枚
の
う
ち
三
五
枚
は
そ
の
上
部
に
刻
字
が
あ
る
。
た
だ
し
刻
字
が

あ
る
の
は
二
一
番
目
を
除
け
ば
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
全
て
が

一
二
一
番
目
以
降
で
あ
る
。
一
二
一
番
目
は
北
面
の
中
央
部
か
ら
や
や
西
寄

り
に
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
後
の
東
寄
り
と
東
面
の
北
寄
り
に
刻
字
が
集
中
し

て
い
る
。
こ
の
刻
字
が
何
の
た
め
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
制
作
者
の
彫

刻
師
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
た
と
も
、
参
拝
者
が
絵
を
理
解
す
る
た
め
の
指

針
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
き
た
が
（M

ik
sic:

67

）
、
後
者
で
あ
れ
ば
、
全
て

刻
字
が
残
っ
た
は
ず
で
、
実
際
に
は
多
く
の
レ
リ
ー
フ
に
刻
字
が
見
ら
れ
な

い
わ
け
だ
か
ら
そ
れ
は
考
え
に
く
い
。
と
い
う
こ
と
は
前
者
だ
ろ
う
が
、
そ

れ
で
は
な
ぜ
三
五
枚
だ
け
に
残
り
、
そ
れ
以
外
の
一
二
五
枚
に
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。
本
来
は
一
枚
々
々
彫
刻
が
終
わ
っ
た
段
階
で
刻
字
は
消
さ
れ
る
は

ず
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
三
五
枚
だ
け
は
消
せ
な
い
理
由
が
あ
っ

た
。
そ
の
理
由
は
、
消
さ
れ
な
か
っ
た
レ
リ
ー
フ
の
位
置
が
一
一
四
番
目
か

ら
一
五
七
番
目
に
集
中
し
て
い
る
未
完
成
の
レ
リ
ー
フ
の
位
置
と
ほ
ぼ
一
致

す
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
建
造
の
途
中
で
崩
れ
始
め
た
か
ら

だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
崩
れ
始
め
た
た
め
に
新
基
壇
で
覆
わ

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
刻
字
を
消
す
余
裕
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
未
完
成

の
レ
リ
ー
フ
は
北
面
か
ら
東
面
に
掛
け
て
多
い
。
基
壇
の
完
成
が
間
近
に
迫

っ
て
い
た
こ
ろ
に
北
面
か
ら
東
面
に
掛
け
て
崩
落
が
始
ま
っ
た
か
ら
に
違
い

な
い
。

刻
字
は
次
に
示
す
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

21

v
iru
p
a

（
悪
い
顔
）

121

a
b
h
id
y
a

（
面
白
く
な
い
）、v

y
a
p
a
d
a

（
悪
い
た
く
ら
み
）

123

k
u
ca
la

（
良
い
行
い
）

124

ca
ity
a
v
a
b
d
a
n
a

（
ス
ト
ゥ
ー
パ
を
礼
拝
）、su

v
a
rn
a
v
a
rn
a

（a
v
a
d
a
n
a

の
ヒ
ー
ロ
ー
）

125

su
sv
a
ra

（
ガ
ル
ー
ダ
の
子
）、m

a
h
o
ja
sk
a
sa
m
a
v
a
d
h
a
n
a

（
権
力
者
集
団
）

126

g
h
o
sti

（
丁
寧
に
話
す
）

127

c
a
tra

d
a
n
a
d
a
n
a

（
傘
を
贈
る
）、v

iy
a
d
h
a
rm
m
a
k
a
y
a
-

ch
ita

（
聖
人
の
家
族
）

128
M
a
h
eca

k
h
y
a
sa
m
a
v
a
d
h
a
n
a

（
聖
人
た
ち
）

129

ca
k
ra
v
a
rti

（
世
界
の
支
配
者
）
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130
sv
a
rg
g
a

（
天
国
）

131

g
h
a
n
ta

（
鐘
）、m

a
h
eca

k
h
y
a
sa
m
v
a
d
h
a
n
a

（
聖
人
た
ち
）

132

ca
k
ra
v
a
rti

（
世
界
の
支
配
者
）

133

ca
b
d
a
cra

v
a
n
a

（
説
法
を
聞
く
）

134

g
h
o
sti

（
丁
寧
に
話
す
）、sv

a
rg
g
a

（
天
国
）

137

sv
a
rg
g
a

（
天
国
）

138

k
u
ca
la
d
h
a
rm
m
b
h
a
ja
n
a

（
聖
人
の
灰
）

139

b
h
o
g
i

（
地
主
）

140

sv
a
rg
g
a

（
天
国
）

141

p
a
ta
k
a

（
旗
）

142

a
d
h
y
a
b
h
o
g
i

（
裕
福
な
地
主
）

144

sa

…
（

）

147

sv
a
rg
g
a

（
天
国
）

151

sv
a
rg
g
a

（
天
国
）

152

d
h
a
rm
a
ja
v
a
d
a

（
宗
教
を
論
じ
る
）、sv

a
rg
g
a

（
天
国
）

153

sv
a
rg
g
a

（
天
国
）

154

v
a
so
d
a
n
a

（
装
身
具
を
贈
る
）、b

h
o
g
i

（
地
主
）、sv

a
rg
g
a

（
天
国
）

そ
れ
ぞ
れ
何
を
意
味
す
る
の
か
興
味
深
い
。sv

a
rg
g
a

の
よ
う
に
単
純

明
快
な
刻
字
も
あ
る
が
、b

h
o
g
i

（
地
主
）
やa

d
h
y
a
b
h
o
g
i

（
裕
福
な
地

主
）
が
天
界
の
絵
と
似
た
よ
う
な
絵
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
、m

a
h
o
-

ja
sk
a
sa
m
a
v
a
d
h
a
n
a

（
権
力
者
集
団
）、ca

k
ra
v
a
rti

（
世
界
の
支
配

者
）
やv

iy
a
d
h
a
rm
m
a
k
a
y
a
c
h
ita

（
聖
人
の
家
族
）、m

a
h
e
c
a
k
-

h
y
a
sa
m
a
v
a
d
h
a
n
a

（
聖
人
た
ち
）
も
ま
た
天
界
の
絵
と
似
た
よ
う
な
絵

で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
意
味
す
る
も
の
も
興
味
深
い
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー

ル
の
寄
進
者
へ
の
敬
意
を
表
現
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
天
界
と
い

う
理
想
を
彼
ら
の
生
活
の
モ
デ
ル
に
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
だ
と
す
れ
ば
、
当
時
の
人
々
の
幸
福
観
も
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。

丁
寧
に
話
す
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

刻
字
の
な
か
で
特
に
私
の
関
心
を
ひ
い
た
の
はg

h
o
sti

（
丁
寧
に
話
す
）

と
い
う
刻
字
で
あ
る
。
こ
の
刻
字
が
あ
る
レ
リ
ー
フ
は
二
枚
し
か
な
い
が
、

そ
の
う
ち
一
枚
は

sv
a
rg
g
a

（
天
国
）
と
い
う
刻
字
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て

一
枚
の
レ
リ
ー
フ
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
し
、
も
う
一
枚
も
、
刻
字
は
な
い

け
れ
ど
も
、
天
界
の
象
徴
で
あ
るk

a
lp
a
ta
ru

とk
in
a
ra

k
in
a
ri

が
描

か
れ
て
い
る
の
で
天
界
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

「
丁
寧
に
話
す
」
と
い
う
こ
と
と
天
界
に
大
き
な
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

実
は
、「
丁
寧
に
話
す
」
こ
と
は
今
日
の
ジ
ャ
ワ
社
会
で
も
極
め
て
重
要

だ
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
価
値
観
が
す
で
に
一
二
〇
〇
年
前
か
ら
あ
っ
た
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
、
興
味
深
い
。
私
は
「
丁
寧
に
話
す
」
と
訳
し
た
が
、
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R
ah
asia

 
d
i
 
kaki

 
B
orobu

d
u
r

で
使
わ
れ
て
い
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語

so
p
a
n

は
単
に
「
丁
寧
な
」
だ
け
で
な
く
、
礼
儀
正
し
い
、
整
然
と
し
た
、

上
品
な
、
し
と
や
か
な
、
慎
み
深
い
、
優
雅
な
、
謙
遜
、
平
穏
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
意
味
も
あ
わ
せ
も
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
の

h
a
lu
s

（
ジ
ャ
ワ
語
で
はa

lu
s

）
に
近
い
。
未
だ
文
化
的
背
景
が
薄
い
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
語
のh

a
lu
s

は
と
も

２
）

か
く
、
ジ
ャ
ワ
語
のa

lu
s

に
は
「
上
品

な
」、「
滑
ら
か
な
」、「
優
雅
な
」、「
純
粋
な
」、「
玄
妙
な
」、「
目
に
見
え
な

い
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
も
含
み
持
た
さ
れ
て
お
り
（
染
谷：

三
六
五
）
、

so
p
a
n

に
似
て
い
る
。so

p
a
n

に
話
し
、
振
る
舞
う
こ
と
が
一
二
〇
〇
年

前
に
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

g
h
o
sti

がsv
a
rg
g
a

と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
はg

h
o
sti

で
あ
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
はg

h
o
sti

で
あ

る
こ
と
が
、
天
界
の
よ
う
に
、
平
穏
で
豊
か
で
何
の
問
題
も
な
い
状
態
を
作

り
出
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
代
の
ジ
ャ
ワ

社
会
で
はa

lu
s

な
話
し
方
、a
lu
s

な
物
腰
が
高
く
評
価
さ
れ
る
。
逆
に
粗

野
な
（
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
・
ジ
ャ
ワ
語
と
も
にk

a
sa
r

と
い
う
）
話
し
方

や
物
腰
は
軽
蔑
さ
れ
る
し
、
忌
避
さ
れ
る
。
ジ
ャ
ワ
語
は
日
本
語
に
似
て
尊

敬
語
、
丁
寧
語
、
謙
譲
語
が
あ
り
、
何
段
か
の
層
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

上
層
の
言
葉
は
ま
る
で
歌
う
か
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
、
穏
や
か
な
抑
揚

と
、
丁
寧
な
物
言
い
で
使
わ
れ
る
。
単
語
に
し
て
も
一
般
に
長
い
（
染
谷：

八
六
、
三
三
一
）
。
そ
れ
に
対
し
て
下
層
の
言
葉
は
一
般
に
早
く
、
歯
切
れ
は

よ
い
が
軽
い
し
、
単
語
も
短
い
。
上
層
の
言
葉
は
笑
み
を
絶
や
さ
ず
、
穏
や

か
な
感
情
を
伴
っ
て
話
さ
れ
る
。
上
層
の
言
葉
は
聞
く
者
を
穏
や
か
で
平
和

な
気
分
に
さ
せ
る
。
怒
気
を
露
わ
に
す
る
こ
と
な
ど
は
絶
対
と
い
っ
て
よ
い

ほ
ど
な
い
。
私
が
ま
だ
ジ
ャ
ワ
語
を
十
分
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
ろ
、
私
が

よ
く
知
る
ジ
ャ
ワ
人
が
あ
る
ジ
ャ
ワ
人
を
訪
れ
る
際
に
同
行
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
彼
ら
は
時
に
笑
み
を
浮
か
べ
、
と
き
に
や
や
深
刻
な
表
情
を
見
せ
て

い
た
が
、
穏
や
か
な
雰
囲
気
で
終
始
し
た
。
別
れ
た
後
に
何
の
用
件
だ
っ
た

の
か
を
訊
い
て
驚
い
た
の
を
今
も
覚
え
て
い
る
。
彼
の
用
件
は
何
度
も
催
促

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
返
済
さ
れ
な
い
借
金
の
取
り
立
て
だ
っ
た
。
本
当
は

怒
り
た
い
気
分
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
見
た
限
り
そ
の
よ
う
な
様
子
は

み
じ
ん
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
私
に
は
借
金
の
取
り
立
て
だ
と
は
思

い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
と
き
彼
は
言
っ
た
。「
こ
れ
が
ジ
ャ
ワ
流
の
や

り
方
な
ん
だ
よ
」
と
。
あ
の
よ
う
な
穏
や
か
な
取
り
立
て
方
で
は
用
件
を
全

う
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
が
、
圧
力
を
掛
け
て

相
手
を
困
ら
せ
れ
ば
ど
ん
な
仕
返
し
が
返
っ
て
く
る
か
判
ら
な
い
、
だ
か
ら

気
長
に
手
間
暇
か
け
て
返
済
を
待
つ
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
ジ
ャ
ワ
人

は
一
般
に
事
を
荒
立
て
な
い
平
和
主
義
者
だ
と
い
っ
て
よ
い
が
、
事
な
か
れ

主
義
を
生
む
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

上
層
レ
ベ
ル
の
ジ
ャ
ワ
語
が
平
和
主
義
（
事
な
か
れ
主
義
）
で
あ
る
の
に
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対
し
下
層
レ
ベ
ル
は
奔
放
で
活
気
に
満
ち
て
い
る
。
だ
か
ら
ジ
ャ
ワ
語
で
覆

わ
れ
て
い
る
ジ
ャ
ワ
社
会
は
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
奔

放
、
活
気
は
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
も
随
所
に
見
ら
れ
て
興
味
深
い
。
一
六

〇
枚
の
レ
リ
ー
フ
全
体
に
人
物
が
た
く
さ
ん
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る

が
、
と
く
に
市
場
（
一
番
目
、
図
４
）、
戦
闘
の
踊
り
（
五
番
目
、
図
９
）、

酒
を
飲
ん
で
踊
っ
て
い
る
絵
（
二
〇
番
目
、
図
24
）、
寺
院
を
掃
除
し
て
い

る
絵
（
二
四
番
目
、
図
28
）、
楽
団
の
絵
（
三
九
番
目
、
一
一
七
番
目
）
な

ど
を
見
て
い
る
と
人
々
の
ざ
わ
め
き
、
笑
い
声
、
歌
声
、
楽
音
な
ど
が
聞
こ

え
て
く
る
よ
う
で
活
気
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
今
日
で
も
ジ
ャ
ワ

の
あ
ち
こ
ち
で
見
か
け
る
風
景
で
あ
り
、
一
二
〇
〇
年
前
の
様
子
は
容
易
に

想
像
で
き
る
。

隠
さ
れ
た
基
壇
」
が
意
図
し
た
も
の

隠
さ
れ
た
基
壇
」
が
ど
う
い
う
意
図
で
作
ら
れ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
、

そ
れ
を
語
る
文
書
な
ど
が
な
い
た
め
に
、
推
察
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い

が
、
よ
く
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
「
人
生
の
流
れ
（k

a
rm
a
v
ib
h
a
n
g
-

g
a

）」
つ
ま
り
善
因
善
果
悪
因
悪
果
を
描
い
た
と
い
う
点
は
否
定
で
き
な

い
。
そ
れ
は
、
東
面
の
南
側
に
悪
行
の
諸
例
が
集
中
的
に
描
か
れ
、
西
面
の

北
側
と
北
面
の
一
部
で
さ
ま
ざ
ま
な
地
獄
絵
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
他

方
、
天
界
と
裕
福
な
人
々
の
姿
が
北
面
の
東
側
な
ら
び
に
東
面
の
北
側
に
集

中
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
明
ら
か
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
地
獄
絵
は
悪
果
で
あ
り
、
天
界
は
善
果
で
あ
る
。
た
だ
、
裕
福
な
人
々

は
天
界
で
は
な
く
現
世
の
姿
な
の
だ
か
ら
こ
れ
を
善
果
と
見
な
せ
る
か
ど
う

か
は
微
妙
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
レ
リ
ー
フ
の
設
計
者
や
彫
刻
師
が
ど
う
い
う

考
え
で
こ
れ
ら
を
制
作
し
た
の
か
、
そ
し
て
ま
た
、（
現
実
化
は
し
な
か
っ

た
と
は
い
え
）
見
た
で
あ
ろ
う
観
察
者
が
ど
う
解
釈
し
た
だ
ろ
う
か
。
天
界

と
現
世
の
裕
福
な
人
々
の
姿
は
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

善
因
善
果
悪
因
悪
果
を
描
こ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と

は
い
え
、
全
体
を
見
れ
ば
、
天
界
や
地
獄
の
絵
は
、
現
世
の
「
天
界
」（
裕

福
な
人
々
の
姿
）
や
悪
行
の
絵
を
含
め
て
も
少
な
い
、
と
い
う
事
実
を
考
え

る
と
、「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
は
と
く
に
強
調
し
た
い
意
図
が
あ
っ
た
と
考

え
ざ
る
を
得
な
い
。
天
界
の
絵
は
一
五
枚
、
地
獄
の
絵
は
一
三
枚
、
悪
行
の

絵
も
一
六
枚
ほ
ど
し
か
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
物
品
の
授
受
が
六
一
枚
、

説
法
を
描
い
た
レ
リ
ー
フ
が
四
八
枚
も
あ
り
、
圧
倒
的
に
多
く
、
比
で
は
な

い
。物

品
の
授
受
は
三
施
の
う
ち
の
財
施
（
衣
服
、
飲
食
、
田
宅
、
珍
宝
な
ど

を
他
に
施
す
こ
と
）
で
あ
り
、
説
法
は
法
施
（
他
人
に
仏
法
を
説
き
聞
か
せ

る
こ
と
）
に
他
な
ら
な
い
。
三
施
の
う
ち
の
無
畏
施
（
一
切
の
衆
生
に
畏
怖

の
念
が
な
い
よ
う
に
さ
せ
る
こ
と
）
は
そ
れ
ら
双
方
に
関
わ
る
と
い
っ
て
よ

い
。
財
施
が
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
れ
ば
物
質
的
欠
乏
へ
の
畏
怖
の
念
は
弱

五
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ま
る
し
、
説
法
も
ま
た
人
々
の
不
安
を
取
り
除
く
。
死
ん
だ
後
に
天
界
に
行

く
に
は
三
施
を
ど
れ
だ
け
実
施
し
た
か
が
条
件
だ
か
ら
、
三
施
の
推
奨
に
力

を
入
れ
る
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
施
し
と
説
法
の
レ
リ
ー
フ
は
、
地
獄
絵
が
連

続
し
て
い
る
西
面
の
一
部
（
八
六
番
目
か
ら
九
六
番
目
の
一
一
枚
）
を
除
く

と
、
ほ
ぼ
全
体
に
わ
た
っ
て
満
遍
な
く
見
ら
れ
、
中
に
は
一
枚
の
レ
リ
ー
フ

に
両
方
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

物
品
で
あ
れ
、
言
葉
で
あ
れ
、
他
者
に
施
す
こ
と
の
大
事
さ
を
人
々
に
伝

え
た
い
と
い
う
願
い
、
そ
れ
は
善
因
を
積
み
な
さ
い
、
と
い
う
推
奨
に
他
な

ら
な
い
が
、
そ
れ
が
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
強
く
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

こ
れ
は
、
文
明
の
も
つ
根
元
的
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い

大
事
な
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
文
明
が
根
元
に
も
つ
格
差
構
造
は
文
明
が
文

明
と
し
て
成
立
す
る
た
め
の
必
須
条
件
で
あ
り
、
こ
れ
な
く
し
て
文
明
は
あ

り
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
多
く
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
き
た
こ
と
は
古

今
東
西
の
文
明
史
を
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
格
差
、
不
平
等
、
収
奪
は
文

明
の
「
原
罪
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
明
が
こ
の
課
題
を

解
決
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
文
明
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て

人
類
は
誰
も
が
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
し
、
誰
も
が
等
し
く
食
べ
物
を
口
に
す

る
こ
と
が
で
き
た
、
あ
る
い
は
で
き
な
か
っ
た
（
か
つ
て
「
未
開
」
と
呼
ば

れ
た
）
文
明
以
前
の
状
態
と
は
大
き
く
異
な
る
世
界
を
生
き
る
こ
と
に
な
っ

た
。
唯
一
、
限
り
な
い
施
し
の
連
鎖
に
よ
っ
て
の
み
文
明
は
延
命
を
図
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
運
命

隠
さ
れ
た
基
壇
」
は
施
し
を
勧
め
、
上
段
に
描
か
れ
て
い
る
ラ
リ
タ
ヴ

ィ
ス
タ
ラ
な
ど
を
見
て
説
法
を
聞
き
、
仏
像
を
見
て
心
の
安
ら
ぎ
を
得
（
観

仏
供
養
）、
つ
い
に
は
大
ス
ト
ゥ
ー
パ
に
人
生
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
つ
め
る

こ
と
を
勧
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
不
殺
生
を
は
じ
め
、
一
言
で
い
え
ば
、

平
和
へ
の
祈
願
が
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
に
溢
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ

は
ほ
ぼ
同
時
代
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
遺
跡
プ
ラ
ン
バ
ー
ナ
ン
（P

ra
m
-

b
a
n
a
n

）
と
大
き
く
異
な
る
点
で
は
な
い
か
と
思
う
。
プ
ラ
ン
バ
ー
ナ
ン
の

中
心
は
ロ
ロ
ジ
ョ
ン
グ
ラ
ン
（L

o
ro
jo
n
g
g
ra
n
g

）
で
そ
の
中
心
で
あ
る

シ
ヴ
ァ
聖
堂
に
祀
ら
れ
る
主
神
は
、
平
和
と
は
相
容
れ
な
い
破
壊
の
神
シ
ヴ

ァ
で
あ
る
。
破
壊
の
神
が
主
神
で
あ
る
と
こ
ろ
に
ま
ず
大
き
な
特
徴
が
あ

る
。
加
え
て
、
シ
ヴ
ァ
神
の
妃
で
あ
る
ド
ゥ
ル
ガ
ー
女
神
は
シ
ヴ
ァ
神
の
北

側
の
聖
堂
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
神
々
と
戦
っ
て
勝
っ
た
悪
魔
王
マ
ヒ
シ
ャ

が
姿
を
変
え
た
水
牛
を
踏
み
つ
け
た
立
像
の
姿
で
彼
女
は
祀
ら
れ
て
い
る
。

彼
女
の
右
手
が
そ
の
水
牛
の
尾
を
つ
か
み
、
左
手
が
悪
魔
の
髪
を
つ
か
ん
で

い
る
姿
は
ふ
く
よ
か
な
美
神
の
姿
に
似
つ
か
わ
し
く
な
く
荒
々
し
い
。
シ
ヴ

ァ
神
に
し
て
も
ド
ゥ
ル
ガ
ー
女
神
に
し
て
も
、
殺
生
と
は
無
縁
で
は
な
い
。

五
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ロ
ロ
ジ
ョ
ン
グ
ラ
ン
に
は
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
物
語
が
側
壁
に
描
か
れ
て
い
る

が
、
こ
の
物
語
に
も
殺
生
が
ま
つ
わ
り
つ
い
て
い
る
。
ラ
ー
マ
は
ヴ
ィ
シ
ュ

ヌ
神
の
化
身
で
あ
り
、
彼
が
征
伐
す
る
の
は
悪
魔
王
ラ
ワ
ナ
で
あ
る
。
愛
す

る
妻
を
ラ
ワ
ナ
に
奪
わ
れ
た
ラ
ー
マ
は
ラ
ワ
ナ
を
倒
す
。
正
義
が
悪
を
力
で

滅
ぼ
す
物
語
は
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
に
描
か
れ
た
諸
々
の
物
語
と
対
照
的
で
あ

る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
も
プ
ラ
ン
バ
ー
ナ
ン
（
ロ
ロ
ジ
ョ
ン
グ
ラ
ン
）
も
煎

じ
つ
め
れ
ば
悪
（
罪
）
を
引
き
起
こ
す
人
間
の
欲
望
を
戒
め
て
い
る
わ
け
だ

が
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
が
「
〜
す
る
勿
れ
」
と
い
う
戒
告
と
そ
れ
を
全
う
し

た
結
果
と
し
て
の
天
界
行
き
を
勧
め
て
い
る
、
つ
ま
り
結
果
を
来
世
に
先
送

り
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
プ
ラ
ン
バ
ー
ナ
ン
は
、
こ
の
世
の
中
で
悪
と
戦

う
こ
と
を
勧
め
て
い
る
よ
う
だ
。
こ
の
違
い
は
大
き
い
。
悪
（
罪
）
を
こ
の

世
で
決
済
し
な
い
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
と
、
こ
の
世
で
決
着
さ
せ
よ
う
と
す
る

プ
ラ
ン
バ
ー
ナ
ン
。
対
照
的
で
あ
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
が
ス
タ
ー
テ
ィ
ッ

ク
で
、
プ
ラ
ン
バ
ー
ナ
ン
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
印
象
を
与
え
る
の
も
当
然
だ

ろ
う
。

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
に
は
他
の
限
界
も
あ
っ
た
。
人
間
が
為
す
こ
と
に
善
悪

の
判
断
を
下
す
こ
と
は
簡
単
で
は
な
い
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
善
の
よ
う
に
見

え
て
も
善
と
は
限
ら
ず
、
悪
の
よ
う
に
見
え
て
も
悪
と
は
限
ら
な
い
。
権
力

者
が
力
づ
く
で
庶
民
か
ら
（
税
を
含
む
）
金
品
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
強
盗

は
違
う
の
だ
ろ
う
か
。「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
は
追
剥
の
絵
が
描
か
れ
て
お

り
、
明
ら
か
に
不

盗
を
促
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
豪
奢
な
生
活
を
す
る
王

侯
貴
族
の
富
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
庶
民
か
ら
の
税
あ
る
い
は
外
国
か
ら

奪
い
取
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は

盗
と
ど
う
違
う
の
だ
ろ

う
か
。
仮
に
税
の
徴
収
と

盗
を
分
け
ら
れ
る
と
し
て
も
そ
の
境
界
は
し
ば

し
ば
曖
昧
で
あ
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
は
そ
う
し
た
疑
問
す
ら
発
し
な
い
。

も
う
一
つ
の
限
界
は
死
後
の
世
界
を
信
じ
な
け
れ
ば
善
因
善
果
悪
因
悪
果

の
「
法
則
」
も
成
り
立
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
法
則
」
は
誰

し
も
が
認
め
る
客
観
的
事
実
に
基
づ
く
自
然
科
学
的
法
則
で
は
な
く
、
信
仰

に
基
づ
く
「
法
則
」
に
過
ぎ
な
い
。
当
時
も
信
じ
な
い
人
が
い
た
だ
ろ
う

が
、
二
十
一
世
紀
の
世
俗
化
し
た
現
代
世
界
は
信
じ
な
い
人
ば
か
り
と
い
っ

て
よ
い
。
だ
か
ら
こ
そ
人
殺
し
と
い
う
最
悪
の
殺
生
が
正
義
の
名
の
も
と
に

平
然
と
行
わ
れ
て
い
る
戦
争
は
絶
え
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
国
家
の
た

め
、
民
族
の
た
め
と
は
い
え
、
殺
生
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
地
獄
行
き
は
間

違
い
な
い
は
ず
だ
が
、
も
は
や
「
法
則
」
の
効
力
は
な
い
。
と
な
れ
ば
、
こ

の
世
で
決
済
す
る
プ
ラ
ン
バ
ー
ナ
ン
的
解
決
法
し
か
な
い
わ
け
だ
が
、
ま
た

し
て
も
文
明
社
会
の
原
罪
が
障
害
と
な
っ
て
現
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
し
ば
し

ば
国
家
権
力
の
形
を
と
る
、
権
力
が
発
す
る
、
暴
力
以
外
の
何
も
の
で
も
な

い
、
物
理
的
力
が
も
の
を
い
う
の
だ
か
ら
。

プ
ラ
ン
バ
ー
ナ
ン
を
建
立
し
た
の
は
古
マ
タ
ラ
ム
王
国
（
サ
ン
ジ
ャ
ヤ
王

朝
）
だ
っ
た
。
こ
の
王
国
と
シ
ャ
イ
レ
ン
ド
ラ
王
国
は
必
ず
し
も
敵
対
関
係

五
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に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
シ
ャ
イ
レ
ン
ド
ラ
王
国
の
王
女
プ
ラ
モ
ー
ダ
ワ

ル
ダ
ニ
は
古
マ
タ
ラ
ム
王
国
の
王
ラ
カ
イ
・
ピ
カ
タ
ン
に
嫁
い
だ
。
と
は
い

え
両
国
間
の
関
係
は
微
妙
で
、
ラ
カ
イ
・
ピ
カ
タ
ン
は
プ
ラ
モ
ー
ダ
ワ
ル
ダ

ニ
の
末
弟
で
あ
る
バ
ー
ラ
プ
ト
ラ
と
戦
い
、
こ
れ
に
勝
ち
、
そ
の
結
果
、
シ

ャ
イ
レ
ン
ド
ラ
王
国
は
ジ
ャ
ワ
か
ら
逃
れ
、
ス
マ
ト
ラ
に
勢
力
を
移
し
た
と

言
わ
れ
て
い
る
（
深
見：

二
九
八
）
。
平
和
主
義
の
仏
教
が
「
戦
闘
的
な
」
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
に
勢
力
を
奪
わ
れ
た
形
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
シ
ャ
イ
レ
ン
ド

ラ
王
国
が
衰
退
し
た
の
は
巨
大
な
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
建
造
に
あ
た
っ
て
出

費
が
か
さ
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
が
建
造
さ

れ
た
こ
ろ
の
七
六
七
年
、
七
七
四
年
、
七
八
七
年
に
ジ
ャ
ワ
の
軍
隊
が
イ
ン

ド
シ
ナ
半
島
各
地
を
襲
い
、
財
産
や
捕
虜
を
奪
っ
た
と
い
う
。
出
兵
の
理
由

は
も
ち
ろ
ん
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
な
ど
の
建
造
の
費
用

を
調
達
し
よ
う
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
出
兵
に
よ
る
収
益
で
費
用
を
賄

え
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
が
、
文
明
の
歴
史
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
増

大
す
る
軍
事
費
で
文
明
そ
の
も
の
が
凋
落
す
る
と
い
う
こ
と
が
シ
ャ
イ
レ
ン

ド
ラ
で
も
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

古
マ
タ
ラ
ム
国
も
九
二
六
年
に
ム
ラ
ピ
山
が
大
爆
発
を
起
こ
し
た
た
め
に

や
が
て
東
ジ
ャ
ワ
に
拠
点
を
移
し
、
古
マ
タ
ラ
ム
国
が
栄
え
て
い
た
地
域
に

は
ほ
と
ん
ど
人
が
住
ま
な
く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
（
生
田：

一
六
四
）
。

そ
し
て
ジ
ャ
ワ
社
会
の
中
心
は
東
ジ
ャ
ワ
に
移
っ
た
。

殺
生
を
厭
わ
な
い
現
代
ジ
ャ
ワ
人

東
ジ
ャ
ワ
で
栄
え
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
王
国
モ
ジ
ョ
パ
イ
ッ
ト
も
や
が
て
イ
ス

ラ
ム
王
国
に
屈
し
、
十
五
世
紀
に
は
再
び
中
部
ジ
ャ
ワ
の
北
海
岸
地
帯
に
中

心
が
移
り
、
さ
ら
に
再
び
中
部
ジ
ャ
ワ
内
陸
部
に
移
っ
た
。
仏
教
か
ら
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
そ
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
と
い
う
宗
教
的
変
遷
を
経
験
し
た
ジ
ャ
ワ
の

人
々
は
も
は
や
殺
生
を
厭
わ
な
く
な
っ
た
。
今
日
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
祭
儀
イ

ド
ゥ
ル
ア
ド
ハ
（
イ
ー
ド
・
ア
ル
ア
ド
ハ
ー
）
の
と
き
に
は
、
羊
を
逆
吊
り

に
し
て
皮
を
剥
ぎ
、
肉
を
切
り
出
す
、「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
に
見
ら
れ
た
と

同
じ
屠
殺
が
行
わ
れ
る
。
現
代
の
ジ
ャ
ワ
人
に
は
何
の
抵
抗
も
な
い
ど
こ
ろ

か
、
楽
し
み
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
町
内
の
有
力
者
が
寄
進
し
た
羊
を
町

内
の
広
場
に
集
め
、
次
か
ら
次
へ
と
足
を
縛
っ
て
横
倒
し
に
し
た
羊
の
喉
元

を
切
り
裂
く
。
子
供
た
ち
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
祈
り
の
言
葉
を
唱
え
な
が
ら
楽

し
そ
う
に
そ
の
光
景
を
見
守
っ
て
い
る
。
や
が
て
肉
は
、
普
段
、
肉
を
食
べ

る
機
会
が
な
い
貧
乏
な
家
庭
に
配
ら
れ
る
。
私
が
か
つ
て
一
九
八
二
年
か
ら

一
九
八
三
年
に
か
け
て
調
査
し
た
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
街
で
見
た
風
景
で

あ
る
。
ま
た
、
一
九
七
七
年
か
ら
七
九
年
に
か
け
て
調
査
し
た
ジ
ャ
ワ
の
村

で
は
養
魚
地
を
作
り
、
淡
水
魚
を
飼
い
、
村
人
の
動
物
た
ん
ぱ
く
質
を
補
お

う
と
い
う
事
業
が
進
ん
で

３
）

い
た
。
彼
ら
に
は
そ
れ
が
殺
生
で
あ
る
と
い
う
意

識
は
全
く
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
村
人
の
一
人
と
立
ち
話
し
て
い
た
と
き
、

彼
は
足
元
に
近
寄
っ
て
き
た
蜥
蜴
を
あ
っ
と
い
う
間
に
裸
足
の
足
で
踏
み
潰

五
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し
て
し
ま
っ
た
。
彼
に
殺
生
の
観
念
が
微
塵
も
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

一
九
六
五
年
九
月
三
〇
日
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
大
事
件
が
起
こ
っ
た
。

九
・
三
〇
事
件
と
呼
ば
れ
、
そ
れ
は
今
日
に
至
る
も
な
お
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
人
々
に
重
く
の
し
か
か
る
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
い
る
。
何
十
万
人
と
い
う

人
々
が
犠
牲
に
な
っ
た
、
同
じ
国
民
同
士
が
殺
し
合
っ
た
大
事
件
だ
っ
た
。

ス
カ
ル
ノ
政
権
下
で
鬱
積
し
た
不
満
が
引
き
金
に
な
っ
た
に
せ
よ
、
狂
気
の

塊
と
な
っ
て
隣
人
同
士
が
殺
し
合
っ
た
の
で
あ
る
。
も
し
仏
教
の
不
殺
生
が

残
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
の
よ
う
な
凄
惨
な
事
件
は
起
き
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
今
日
の
ジ
ャ
ワ
社
会
あ
る
い
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
社
会
で
は
イ
ス
ラ

ム
教
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
に
置
き
換
わ
り
、
仏
教
は
遠
い
過
去
に
消
え
て
し
ま

っ
た
よ
う
だ
。

最
後
に
、
優
し
さ
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
微
笑
ま
し
い
レ
リ
ー
フ
を
紹
介
し

て
本
稿
を
閉
じ
た
い
。
そ
れ
は
一
一
一
番
目
（
図
56
）
で
、
長
旅
を
行
く
よ

う
な
子
連
れ
の
夫
婦
の
姿
が
左
端
に
描
か
れ
て
い
る
レ
リ
ー
フ
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
絵
は
「
隠
さ
れ
た
基
壇
」
の
中
で
は
珍
し
く
、
当
時
の
人
々
の
生

活
の
一
端
を
見
る
よ
う
で
見
る
者
の
心
を
温
め
ず
に
は
お
か
な
い
。
一
二
〇

〇
年
の
歳
月
を
一
挙
に
越
え
て
私
た
ち
に
迫
っ
て
く
る
。
妻
は
頭
の
上
と
左

手
に
大
き
な
荷
物
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
そ
こ
ま
で
と
い
っ
た
感

じ
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
幼
い
子
を
連
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
長
距
離
を
行

く
旅
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
そ
れ
ほ
ど
遠
く
も
な
い
が
近
く
も
な
い
寺
に
参
詣

に
行
く
と
こ
ろ
だ
ろ
う
か
。
父
親
は
幼
い
子
を
肩
に
乗
せ
て
行
く
。
左
に
や

や
首
を
傾
け
て
い
る
の
は
歩
き
過
ぎ
て
疲
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
子
供
の
質

問
に
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
彼
ら
の
会
話
が
聞
こ
え
て
く

る
よ
う
だ
。

図56 施し 旅をする子供連れの夫婦（左端）（p.127)
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注１
）

以
下
で
「
解
説
」
あ
る
い
は
「
解
説
文
」
と
あ
る
の
は
、R

ah
asia d

i K
aki

 
B
orobu

d
u
r

の
「
レ
リ
ー
フ
の
リ
ス
ト
」
に
あ
る
簡
単
な
説
明
の
こ
と
で
あ
る
。

記
述
者
名
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
説
明
の
根
拠
な
ど
に
つ
い
て
も
記
載
が

な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
が
、
可
能
な
限
り
参
考
に
し
た
。

２
）

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
は
一
九
四
五
年
に
独
立
し
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
国
語

と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
共
和
国
の
理
想
に
沿
う
言
語
で
は
あ
ろ
う
が
、

長
い
歴
史
を
経
て
形
成
さ
れ
た
民
族
の
文
化
の
裏
打
ち
が
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
共
和

国
の
歴
史
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
を
支
え
る
だ
ろ
う
が
、
ま
だ
ま
だ
長
い
時
間
が
必
要

だ
ろ
う
。

３
）

私
が
調
査
し
た
マ
ル
タ
ニ
村
（
仮
称
）
で
は
村
の
有
識
者
た
ち
数
名
が
呼
び
掛

け
て
一
九
七
七
年
に
村
人
の
動
物
蛋
白
源
を
確
保
す
る
目
的
の
「
淡
水
魚
飼
育
事

業
」
が
始
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
の
事
業
は
主
導
者
の
熱
意
に
も
関
わ
ら
ず
、
村
人
た

ち
の
疑
心
暗
鬼
や
多
く
の
村
人
の
理
解
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
や
が
て

放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
事
業
の
目
的
、
会
議
の
様
子
、
村
人
の
反
応
な
ど
に
つ
い

て
は
、
染
谷
一
九
九
三：

二
二
六
、
二
八
四
｜
二
八
五
、
三
一
五
｜
三
二
〇
な
ど
を

参
照
さ
れ
た
い
。
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