
【
抄
録
】

数
多
あ
る
山
岳
表
現
を
も
つ
作
例
の
中
で
も
法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
の
山

岳
に
施
さ
れ
た
表
現
・
技
法
は
特
殊
で
あ
り
、
類
似
作
例
は
み
ら
れ
な

い
。
だ
が
そ
の
全
て
が
独
自
の
も
の
で
、
他
か
ら
の
影
響
が
皆
無
で
あ
る

と
は
考
え
難
い
。

本
論
で
は
そ
の
源
流
を
辿
る
べ
く
古
代
中
国
の
山
岳
表
現
を
も
つ
作
例

の
観
察
と
読
み
解
き
を
進
め
た
。
そ
の
上
で
玉
虫
厨
子
山
岳
表
現
の
詳
細

な
観
察
と
の
比
較
を
行
っ
た
結
果
、
玉
虫
厨
子
の
山
岳
は
あ
る
特
定
の
時

代
や
様
式
の
影
響
を
受
け
て
施
工
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
様
々
な
時
代
の

特
徴
を
内
包
し
た
復
古
的
と
も
呼
べ
る
表
現
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
し
て
比
較
対
象
と
し
て
重
要
な
表
現
を
も
つ
作
例
が
、
梁
と
西
魏
と
云

う
隣
接
し
た
時
代
に
確
認
さ
れ
た
。

さ
ら
に
捨
身
飼
虎
図
は
場
面
の
中
に
枝
の
折
れ
た
竹
を
含
ま
せ
る
こ
と

で
、
場
面
か
ら
場
面
へ
の
時
間
的
推
移
を
表
し
て
い
た
。
そ
し
て
物
語
の

舞
台
で
あ
る
山
岳
は
静
か
ら
動
へ
と
変
動
し
て
い
く
様
を
場
面
順
に
捉
え

て
お
り
、『
金
光
明
経
』
捨
身
品
に
あ
る
「
大
地
六
種
震
動
」
の
情
景
が

描
写
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

玉
虫
厨
子
・
古
代
中
国
・
山
岳
表
現
・
金
光
明
経

捨
身

品
・
捨
身
飼
虎
図

は
じ
め
に

人
間
は
太
古
よ
り
日
月
・
星
辰
・
雲
気
・
火
・
水
な
ど
の
自
然
に
対

し
、
尊
敬
や
畏
怖
な
ど
様
々
な
感
情
を
抱
い
て
き
た
。
中
で
も
山
岳
は
重

要
視
さ
れ
て
き
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

一
口
に
山
岳
と
云
っ
て
も
そ
の
姿
形
は
一
様
で
は
な
く
、
表
現
は
実
に

山

岳

表

現

考

│
│
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代
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か
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へ
│
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多
様
で
あ
る
。
時
に
は
背
景
、
時
に
は
物
語
の
舞
台
、
ま
た
あ
る
時
は
禅

定
の
場
と
云
う
よ
う
に
多
く
の
作
例
で
場
面
描
写
の
全
体
も
し
く
は
一
部

と
し
て
色
々
な
山
の
様
相
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
数
多
あ

る
山
岳
表
現
の
中
で
も
と
り
わ
け
特
異
な
表
現
を
施
さ
れ
て
い
る
の
が
、

（
�
）

法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
で
あ
る
。

こ
の
一
瞬
に
し
て
眼
を
奪
わ
れ
る
よ
う
な
実
在
の
し
よ
う
も
な
い
特
徴

的
な
山
岳
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
先
学
ら
に
よ
っ
て
多
角
的
な

議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
は
表
現
の
一
部
を
抽
出
し
た
観

察
が
多
く
、
山
岳
の
全
体
的
を
捉
え
、
そ
れ
が
含
む
様
々
な
要
素
も
対
象

と
し
た
詳
細
な
比
較
考
察
は
見
当
た
ら
な
い
。

本
論
で
は
、
日
本
仏
教
美
術
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
古
代
中
国
の

諸
作
例
を
観
察
し
た
上
で
比
較
を
行
い
、
こ
の
法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
の
山

岳
表
現
が
如
何
様
な
表
現
的
要
素
を
内
包
し
て
い
る
の
か
と
い
う
部
分
に

光
を
当
て
た
い
。

序
章

法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
の
絵
画
表
現

（
�
）

（
�
）

法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
は
推
古
天
皇
の
御
厨
子
と
云
う
伝
承
を
も
つ
日
本

最
古
の
工
芸
品
の
一
つ
で
あ
る
。
厨
子
は
宮
殿
部
と
須
弥
座
そ
し
て
台
脚

部
か
ら
成
り
、
そ
の
四
方
は
漆
絵
と
密
陀
絵
と
云
う
二
つ
の
画
法
を
併
用

（
�
）

し
た
絵
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
配
置
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な

お
、
以
下
か
ら
の
左
右
表
記
に
関
し
て
は
、
す
べ
て
作
例
に
向
か
っ
て
の

も
の
と
す
る
。

【
宮
殿
部
】

【
須
弥
座
】

○
正
面
…
天
部
立
像
（
扉
絵
）

○
正
面
…
舎
利
供
養
図

○
左
側
面
…
菩
薩
立
像
（
扉
絵
）

○
左
側
面
…
施
身
聞
偈
図

○
背
面
…
霊
鷲
山
図

○
背
面
…
須
弥
山
図

○
右
側
面
…
菩
薩
立
像
（
扉
絵
）

○
右
側
面
…
捨
身
飼
虎
図

本
論
で
は
山
岳
表
現
の
み
ら
れ
る
扉
絵
を
除
い
た
各
面
に
つ
い
て
順
に

観
察
を
進
め
て
い
く
。

（
�
）

第
一
節

宮
殿
部
背
面

霊
鷲
山
図（
図
�
）

構
図
は
左
右
対
称
に
近
く
、
画
面
中
央
に
聳
え
立
つ
の
が
霊
鷲
山
で
あ

る
。
Ｃ
字
形
に
弧
を
描
い
た
パ
ー
ツ
を
五
つ
左
右
交
互
に
積
み
重
ね
た
よ

う
な
山
岳
で
、
岩
窟
の
如
く
窪
ん
だ
部
分
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
羅
漢
が
持
物

を
脇
に
お
い
て
坐
し
て
い
る
。
こ
の
霊
鷲
山
を
構
成
す
る
Ｃ
字
形
の
パ
ー

（
�
）

ツ
は
す
べ
て
堀
塗
り
に
よ
る
岩
片
の
集
合
体
で
あ
り
、
こ
れ
が
山
岳
を
構

成
す
る
最
小
単
位
の
部
分
と
な
る
。
画
面
最
下
部
、
山
の
麓
に
は
蕨
手
状

に
頭
を
下
げ
る
岩
片
を
中
心
に
、
そ
の
左
右
に
二
箇
所
ず
つ
小
さ
な
岩
片

を
放
射
状
に
並
べ
て
い
る
。

頂
上
は
三
峯
式
に
な
っ
て
お
り
そ
れ
ぞ
れ
に
宝
塔
が
建
つ
。
左
右
の
岩

か
ら
鷲
の
頭
部
が
表
れ
出
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
頂
上
宝
塔
の
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中
に
は
仏
が
坐
す
。

飛
天
の
上
方
に
は
日
月
が
重
ね
ら
れ
た
横
線
上
に
表
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
地
平
線
を
表
す
よ
う
な
横
線
は
日
月
と
並
ぶ
よ
う
に
他
の
箇
所
に
も
引

か
れ
て
お
り
、
雲
気
と
も
山
岳
と
も
と
れ
る
腰
に
く
び
れ
を
も
つ
も
の
が

堀
塗
り
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

飛
天
の
下
方
に
は
そ
れ
と
同
様
、
雲
気
を
伴
い
山
に
向
か
っ
て
飛
来
す

る
鳳
凰
が
描
か
れ
る
。
鳳
凰
は
大
き
く
羽
根
を
広
げ
、
大
き
く
前
後
に
開

脚
し
て
い
る
。
そ
の
下
の
蓮
華
も
同
様
に
雲
気
が
伴
う
。

第
二
節

須
弥
座
正
面

舎
利
供
養
図（
図
�
）

こ
の
舎
利
供
養
図
も
ま
た
霊
鷲
山
図
と
同
様
、
ほ
ぼ
左
右
対
称
の
構
図

か
ら
成
っ
て
い
る
。

ま
ず
上
方
中
央
に
は
蓮
華
が
雲
気
を
纏
い
な
が
ら
浮
遊
し
、
そ
の
下
に

は
高
坏
を
左
右
か
ら
片
手
ず
つ
で
支
え
る
よ
う
に
飛
来
す
る
飛
天
が
両
足

を
前
後
に
大
き
く
開
脚
を
し
て
い
る
。
腰
布
や
天
衣
は
揺
ら
め
き
、
特
に

裾
の
部
分
は
大
き
く
湾
曲
を
表
し
、
飛
天
周
り
の
雲
気
の
動
き
と
有
機
的

繋
が
り
を
み
せ
る
。

画
面
の
中
心
に
は
香
炉
が
描
か
れ
る
。
香
炉
は
五
足
の
獣
足
を
も
ち
、

そ
の
下
に
は
足
の
数
だ
け
の
蓮
華
の
装
飾
を
も
つ
盆
の
よ
う
な
も
の
が
描

図 2 舎利供養図

図 1 霊鷲山図

山
岳
表
現
考
│
│
古
代
中
国
か
ら
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
へ
│
│
（
長
谷
川
智
治
）

六
九



か
れ
、
そ
の
上
に
香
炉
が
乗
せ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
香
炉
か
ら
は
煙
が
三

筋
立
昇
っ
て
お
り
、
こ
の
香
煙
は
他
の
雲
気
と
は
異
な
る
描
写
で
表
さ
れ

て
い
る
。

（
�
）

香
炉
の
下
に
は
水
盆
か
ら
派
生
す
る
グ
プ
タ
式
唐
草
に
よ
っ
て
上
方
へ

と
持
ち
上
げ
ら
れ
る
蓮
華
座
に
乗
せ
ら
れ
た
舎
利
容
器
が
描
か
れ
る
。

水
盆
は
中
央
香
炉
と
同
様
に
五
足
の
獣
足
を
も
ち
、
蓮
華
座
に
乗
せ
ら

れ
て
い
る
。

こ
の
蓮
華
座
左
右
隅
の
蓮
弁
の
裏
と
そ
の
上
の
水
盆
中
央
か
ら
は
先
程

述
べ
た
グ
プ
タ
式
唐
草
が
そ
の
身
を
伸
ば
す
。
蓮
弁
裏
か
ら
派
生
す
る
も

の
は
途
中
ま
で
縛
り
目
を
も
つ
よ
う
な
植
物
が
生
え
、
そ
の
二
枚
の
葉
の

間
か
ら
蕨
手
状
に
湾
曲
を
繰
り
返
し
な
が
ら
伸
び
て
い
き
、
そ
の
外
辺
に

は
瘤
を
有
し
て
い
る
。
水
盆
か
ら
の
唐
草
は
す
べ
て
蕨
手
状
で
あ
り
、
堀

塗
り
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
湾
曲
は
両
脇
の
も
の
に
比
べ
て

一
層
強
く
、
上
方
に
あ
る
舎
利
容
器
を
乗
せ
る
蓮
華
座
の
底
全
面
を
覆
い

込
む
よ
う
に
派
生
し
て
い
る
。

蓮
華
座
の
上
に
は
高
坏
を
も
つ
蓮
台
が
乗
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
舎
利
容
器

は
置
か
れ
る
。

そ
れ
に
乗
る
蓮
台
は
高
坏
式
で
脚
元
に
は
小
さ
な
蓮
華
の
蕾
の
よ
う
な

も
の
が
高
坏
を
取
り
囲
む
よ
う
に
並
べ
、
花
弁
は
こ
こ
ま
で
み
て
き
た

ほ
お
づ
き

鬼
灯
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
浮
遊
す
る
蓮
華
の
蕾
の
表
現
に
近
い
。

舎
利
容
器
は
楕
円
形
を
し
て
お
り
、
中
央
を
横
断
す
る
線
か
ら
こ
れ
が

合
子
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
頂
点
に
は
摘
み
が
付
け
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
上
に
は
三
つ
の
小
さ
な
蓮
華
が
浮
遊
す
る
。

で
は
そ
れ
ら
香
炉
や
舎
利
容
器
の
左
右
に
配
さ
れ
た
僧
と
獅
子
に
眼
を

向
け
よ
う
。

僧
侶
で
あ
る
が
、
堀
塗
り
か
ら
成
る
細
い
岩
場
に
敷
物
を
敷
き
、
そ
の

上
に
坐
し
て
い
る
。
片
膝
を
立
て
て
片
手
に
は
柄
香
炉
を
も
ち
、
も
う
片

方
の
手
は
印
の
よ
う
な
も
の
を
示
す
。
ま
た
こ
の
両
僧
は
頭
光
を
頂
く
。

こ
の
よ
う
に
ほ
ぼ
同
様
の
表
現
が
さ
れ
て
い
る
両
僧
で
あ
る
が
、
纏
う
法

（
�
）

衣
は
左
右
で
異
な
っ
て
い
る
。

僧
の
下
に
は
獅
子
が
描
か
れ
る
。
こ
の
獅
子
の
部
分
は
左
右
非
対
称

で
、
左
方
の
獅
子
は
前
脚
を
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
し
て
上
体
を
支
え
つ
つ
顔

を
後
ろ
に
向
け
て
背
後
を
伺
っ
て
い
る
。
ま
た
前
脚
付
け
根
か
ら
生
え
る

羽
根
は
、
線
を
重
ね
た
羽
毛
の
よ
う
な
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。
一
方
右
方

の
獅
子
は
右
前
脚
を
上
げ
て
左
前
脚
の
み
で
上
体
を
支
え
、
鼻
先
を
ぐ
っ

と
上
方
へ
と
伸
ば
し
、
口
を
大
き
く
開
い
て
い
る
。
前
脚
付
け
根
の
羽
根

は
パ
ル
メ
ッ
ト
唐
草
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。

こ
の
獅
子
も
僧
と
同
様
に
岩
場
に
腰
を
下
ろ
し
て
い
る
の
だ
が
、
僧
の

も
の
に
比
べ
て
堀
塗
り
の
パ
ー
ツ
も
大
き
く
、
頑
丈
な
印
象
を
受
け
る
。

ま
た
水
盆
の
乗
る
蓮
華
座
の
下
に
も
同
表
現
の
岩
片
が
五
つ
横
並
び
に
描

か
れ
て
い
る
。
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（
�
）

第
三
節

須
弥
座
左
側
面

施
身
聞
偈
図（
図
�
）

左
側
面
に
描
か
れ
た
施
身
聞
偈
図
は
、
本
生
譚
「
施
身
聞
偈
」
を
題
材

に
描
い
て
お
り
、
異
時
同
図
法
を
用
い
て
物
語
は
展
開
し
て
い
る
。
釈
迦

の
前
世
で
あ
る
雪
山
童
子
と
羅
刹
の
や
り
取
り
描
い
た
第
一
場
面
、
羅
刹

か
ら
聞
い
た
偈
を
岩
壁
に
書
き
残
し
て
い
る
第
二
場
面
、
そ
し
て
羅
刹
と

の
約
束
を
果
た
す
た
め
に
山
頂
か
ら
身
を
投
げ
、
羅
刹
が
帝
釈
天
に
姿
を

戻
し
、
落
下
す
る
雪
山
童
子
を
救
う
第
三
場
面
と
一
画
面
中
に
三
つ
の
場

面
が
含
ま
れ
て
い
る
。

ま
ず
物
語
の
主
人
公
で
あ
る
と
こ
ろ
の
雪
山
童
子
は
計
三
人
描
か
れ
て

お
り
、
全
場
面
に
登
場
し
て
い
る
。
髪
は
長
く
、
着
衣
は
朱
の
襟
で
斑
点

が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
着
衣
は
部
分
的
に
堀
塗
り
を
用
い
る
。

羅
刹
は
身
に
纏
う
の
は
褌
の
み
で
、
大
き
く
口
を
開
き
牙
が
覗
い
て
い

る
。
体
は
正
面
に
向
け
つ
つ
顔
は
雪
山
童
子
に
向
け
て
い
る
。

羅
刹
に
変
じ
て
い
た
帝
釈
天
は
腰
を
前
に
軽
く
突
出
し
、
両
手
の
平
を

腰
前
辺
り
で
軽
く
上
下
で
合
わ
せ
る
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て
お
り
、
踏
み

割
り
蓮
華
に
足
を
乗
せ
て
い
る
。

物
語
の
舞
台
で
あ
る
山
岳
は
堀
塗
り
に
よ
る
岩
片
の
集
合
体
と
し
て
、

画
面
左
に
寄
せ
る
よ
う
に
描
く
。
し
か
し
す
べ
て
が
左
に
寄
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
第
一
場
面
の
雪
山
童
子
と
羅
刹
の
足
元
や
帝
釈
天
の
足
元

辺
り
ま
で
そ
れ
は
続
い
て
お
り
、
正
確
に
は
Ｌ
字
形
を
し
て
い
る
。
頂
上

部
は
な
だ
ら
か
な
曲
線
を
以
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
部
分
は
岩

片
が
剥
き
出
し
と
な
っ
て
い
る
。

山
頂
や
岩
場
の
下
、
羅
刹
の
横
に
は
草
木
や
竹
が
生
え
る
。
そ
し
て
帝

釈
天
の
背
後
に
細
く
長
く
延
び
る
木
が
生
え
て
お
り
、
そ
の
枝
先
に
は
葉

を
付
け
て
い
る
。
ま
た
こ
の
樹
木
の
枝
に
は
二
羽
の
尾
の
長
い
鳥
が
羽
根

を
休
め
る
。

（
�
）

第
四
節

須
弥
座
背
面

須
弥
山
図（
図
�
）

須
弥
山
は
ほ
ぼ
左
右
対
称
の
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
。
画
面
の
中
心
に

聳
え
立
つ
須
弥
山
の
上
方
は
経
年
変
化
に
よ
っ
て
そ
の
図
様
は
詳
し
く
見

え
な
い
が
、
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
の
は
や
は
り
堀
塗
り
の
岩
片
に
よ

る
。
頂
上
に
は
忉
利
天
の
住
む
宮
殿
が
あ
り
、
そ
れ
の
築
か
れ
た
須
弥
山

は
枝
を
伸
ば
す
よ
う
に
岩
場
を
左
右
に
伸
ば
し
、
そ
こ
に
は
四
天
王
が
住

図 3 施身聞偈図
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む
楼
閣
が
あ
る
。

山
岳
そ
の
も
の
の
湾
曲
は
殆
ど
無
く
、
岩
片
の
一
つ
一
つ
も
細
い
。
し

か
し
麓
に
巻
き
付
い
た
二
匹
の
龍
の
足
元
か
ら
広
が
る
海
と
隣
接
し
た
部

分
は
一
転
し
て
波
打
つ
よ
う
な
表
現
が
成
さ
れ
て
い
る
。

海
中
は
二
重
の
横
線
を
幾
重
に
も
重
ね
て
、
そ
の
透
き
間
に
斜
線
を
引

き
、
部
分
的
に
渦
を
引
く
こ
と
で
海
中
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

海
中
の
中
央
に
は
海
竜
王
宮
が
あ
り
、
中
に
は
三
尊
を
描
く
。
そ
し
て
そ

れ
を
囲
む
よ
う
に
竜
を
く
わ
え
る
金
翅
鳥
の
姿
が
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

須
弥
山
の
周
り
に
は
上
方
か
ら
雲
気
を
携
え
る
鳳
凰
の
背
に
ま
た
が
る

神
仙
、
日
月
、
天
馬
、
飛
天
、
鳳
凰
と
ほ
ぼ
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
高
さ
に
並

ぶ
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
透
き
間
を
埋
め
る
よ
う
に
曲
線
に

よ
る
雲
気
や
蕾
形
の
蓮
華
な
ど
が
浮
遊
し
て
い
る
。

（
�
）

第
五
節

須
弥
座
右
側
面

捨
身
飼
虎
図（
図
�
）

施
身
聞
偈
図
と
同
様
に
異
時
同
図
法
を
用
い
、
そ
の
画
題
と
し
て
本
生

譚
「
捨
身
飼
虎
」
を
描
く
。
場
面
は
三
つ
に
分
か
れ
、
山
岳
頂
上
で
摩
訶

薩
埵
太
子
が
衣
を
樹
木
に
か
け
る
第
一
場
面
。
虎
の
親
子
に
そ
の
身
を
捧

げ
る
た
め
に
山
頂
か
ら
投
身
を
し
た
落
下
中
の
太
子
が
第
二
場
面
。
そ
し

て
竹
林
中
で
絶
命
を
し
た
太
子
と
そ
れ
を
喰
ら
う
虎
の
親
子
の
第
三
場
面

か
ら
成
る
。

ま
ず
三
度
登
場
す
る
太
子
で
あ
る
が
、
朱
の
腰
布
を
下
半
身
に
巻
き
、

図 4 須弥山図

図 5 捨身飼虎図
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そ
れ
を
腰
帯
で
留
め
て
い
る
。
沓
は
山
頂
の
第
一
場
面
で
は
履
い
て
い
る

が
、
投
身
中
で
あ
る
第
二
場
面
で
は
履
い
て
い
な
い
。
ま
た
こ
の
場
面
の

太
子
の
腰
布
は
帯
が
解
け
た
の
か
、
下
半
身
よ
り
も
長
く
伸
び
て
翻
っ
て

い
る
。
そ
し
て
第
三
場
面
の
太
子
は
絶
命
を
し
て
腸
を
引
き
ず
り
出
さ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
苦
痛
の
表
情
は
窺
え
な
い
。

山
岳
表
現
は
他
の
面
と
同
様
、
堀
塗
り
に
よ
る
岩
片
の
集
合
体
と
し
て

描
か
れ
、
一
極
湾
曲
の
強
い
山
岳
を
表
し
て
い
る
。
山
頂
は
な
だ
ら
か
な

線
に
よ
っ
て
い
る
が
、
中
腹
あ
た
り
の
岩
壁
は
一
転
し
て
激
し
い
Ｃ
字
形

の
湾
曲
を
示
す
。
こ
の
湾
曲
は
岩
片
の
集
合
体
と
し
て
一
つ
の
大
き
な
Ｃ

字
形
を
表
し
て
い
る
が
、
絶
命
し
て
い
る
太
子
の
頭
部
付
近
の
岩
壁
は
集

合
体
と
し
て
で
は
な
く
岩
片
の
一
つ
一
つ
が
大
き
な
う
ね
り
を
み
せ
る
。

こ
の
よ
う
な
荒
々
し
さ
を
も
つ
山
岳
に
は
多
く
の
植
物
が
生
え
て
お
り

頂
上
に
は
竹
と
樹
木
、
中
腹
の
大
き
な
湾
曲
の
中
に
は
羊
歯
系
の
植
物
と

竹
が
、
そ
し
て
太
子
が
絶
命
す
る
場
面
に
も
竹
が
生
え
て
い
る
。
こ
の
竹

な
の
だ
が
頂
上
で
一
箇
所
、
そ
し
て
下
で
二
箇
所
、
枝
が
折
れ
て
い
る
部

分
が
確
認
で
き
る（
図
�
）。
ま
た
背
の
低
い
植
物
が
頂
上
や
岩
片
の
透
き
間

な
ど
所
々
に
み
ら
れ
る
。

そ
し
て
太
子
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
虎
の
親
子
で
あ
る
が
、
親
虎
と
七
匹

の
子
虎
の
計
八
匹
が
描
か
れ
て
い
る
。
う
ち
岩
場
や
画
面
外
に
半
身
が
隠

れ
て
い
る
子
虎
は
三
匹
い
る
。
親
虎
は
前
脚
を
太
子
に
乗
せ
、
腸
を
食

べ
、
子
虎
た
ち
も
足
先
や
肩
、
手
先
な
ど
に
牙
を
立
て
て
お
り
、
流
れ
出

る
血
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
絵
中
の
山
岳
を
主
要
な
題
材
に
も
つ
、
各

面
の
図
様
と
技
法
の
概
略
で
あ
る
。
前
文
で
も
幾
度
と
な
く
述
べ
て
い
る

が
こ
れ
ら
玉
虫
厨
子
山
岳
表
現
に
共
通
し
て
、
す
べ
て
堀
塗
り
に
よ
る
岩

片
の
集
合
体
と
し
て
一
つ
の
山
岳
を
形
造
っ
て
い
る
。
そ
の
躍
動
感
に
満

ち
た
、
生
物
を
彷
彿
さ
せ
る
よ
う
な
山
岳
は
他
に
類
例
を
み
な
い
。
で

は
、
こ
れ
ら
玉
虫
厨
子
の
山
岳
表
現
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
前
に
ま
ず
大
き
な
分
類
と
し
て
山
岳
を
遠
方
か

ら
捉
え
て
い
る
も
の
を
〈
遠
景
〉、
そ
れ
以
外
の
山
岳
の
部
分
や
山
中
を

描
写
し
た
も
の
を
〈
近
景
〉
と
し
、
各
面
を
以
下
の
よ
う
に
分
け
て
お

く
。

（地上）
図 6 折れた竹部分
（頂上）
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○
遠
景
の
山
岳
…
霊
鷲
山
図
・
須
弥
山
図

○
近
景
の
山
岳
…
舎
利
供
養
図
・
施
身
聞
偈
図
・
捨
身
飼
虎
図

で
は
玉
虫
厨
子
に
描
か
れ
た
山
々
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
置
い
て
お

き
、
次
に
古
代
中
国
の
山
岳
表
現
に
つ
い
て
順
に
作
例
を
み
て
い
こ
う
。

な
お
本
論
で
は
前
文
か
ら
用
い
て
い
る
が
山
岳
を
形
成
す
る
最
小
単
位

の
も
の
を
〈
岩
片
〉、
人
や
動
物
な
ど
が
乗
る
よ
う
な
場
と
し
て
機
能
し

て
い
る
も
の
を
〈
岩
場
〉、
そ
し
て
全
体
を
捉
え
た
も
の
を
〈
山
岳
〉
と

分
類
を
し
、
表
記
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

第
一
章

古
代
中
国
の
山
岳
表
現

第
一
節

漢
代

（
�
）

ま
ず
、
長
沙
馬
王
堆
漢
墓
出
土
の
朱
地
彩
絵
漆
棺
か
ら
観
察
を
始
め
よ

う
。
こ
こ
で
山
岳
表
現
を
読
み
取
れ
る
の
は
、
左
側
面
と
妻
板
足
部
で
あ

る
。左

側
面（
図
�
）に
描
か
れ
た
山
岳
か
ら
み
て
い
こ
う
。
向
か
い
合
う
二
匹

の
龍
は
口
を
大
き
く
開
き
、
体
を
Ｓ
字
形
に
湾
曲
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
透

き
間
に
は
鹿
や
虎
、
鳳
凰
や
羽
人
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
隙
間
に
は
龍

か
ら
派
生
し
た
と
思
わ
れ
る
雲
気
が
充
満
す
る
。
こ
の
よ
う
な
神
秘
世
界

の
中
央
に
は
山
岳
が
龍
に
挟
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
描
か
れ
る
。
玉
葱
の
よ

う
な
形
を
し
た
こ
の
山
岳
は
雲
気
が
ぶ
つ
か
り
合
い
、
上
方
に
向
か
っ
て

隆
起
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
空
間
で
そ
の
身
を
踊
ら
せ
て

い
る
雲
気
表
現
と
類
似
は
す
る
が
流
動
性
は
乏
し
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
も

の
に
な
る
た
め
の
集
積
の
最
中
に
あ
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

で
は
同
漆
棺
の
足
部
妻
板（
図
�
）は
ど
う
か
。
こ
の
画
面
も
ほ
ぼ
左
右
対

称
の
構
図
か
ら
成
っ
て
お
り
、
鹿
が
中
央
に
向
か
っ
て
大
き
く
跳
躍
す
る

図 7 朱地彩絵漆棺（左側面部・トレース）

図 8 朱地彩絵漆棺（足部妻板・トレース）
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よ
う
な
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
周
り
に
は
雲
気
が
充
満
し
、
鹿
に
対

し
て
巻
き
付
く
と
云
う
親
密
な
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。
左
側
面
に
描
か
れ

て
い
た
山
岳
と
似
た
印
象
を
も
つ
雲
気
が
左
右
か
ら
中
央
に
向
か
っ
て
ぶ

つ
か
り
合
い
、
勢
い
を
緩
め
る
こ
と
な
く
上
方
に
向
か
っ
て
隆
起
し
て
い

る
。
し
か
し
隆
起
の
途
中
で
両
手
を
左
広
げ
る
か
の
如
く
雲
気
を
左
右
に

展
開
し
て
い
る
。
こ
れ
が
先
程
述
べ
た
鹿
の
周
り
の
雲
気
と
繋
が
る
。
そ

し
て
こ
の
隆
起
す
る
柔
ら
か
な
雲
気
と
も
山
岳
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
表
現

を
囲
う
よ
う
に
段
を
も
つ
直
線
的
な
三
角
形
が
描
か
れ
る
。
こ
の
三
角
形

は
二
箇
所
、
曲
線
的
な
柔
ら
か
な
雲
気
と
融
和
し
て
い
る
よ
う
な
箇
所
が

（
�
）

み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
は
他
の
作
例
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
河

（
�
）

南
省
博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
る
金
銀
玉
象
嵌
筒
形
金
具（
図
�
）で
あ
る
。
細
か

な
表
現
は
異
な
る
も
の
の
、
四
つ
の
面
に
区
分
け
さ
れ
た
各
面
に
大
き
く

上
下
に
湾
曲
を
繰
り
返
す
雲
気
を
山
岳
に
見
立
て
、
そ
こ
を
場
と
し
て
植

物
や
動
物
、
神
仙
な
ど
が
所
狭
し
と
各
々
思
い
思
い
の
動
き
を
示
し
て
い

（
�
）
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
朱
地
彩
絵
漆
棺
に
近
い
が
全
体
の

構
図
は
、
そ
の
外
棺
に
あ
た
る
黒
地
彩
絵
漆
棺
の
方
が
類
似
し
た
表
現
と

も
云
え
る
。
今
回
は
紹
介
に
留
め
る
が
、
雲
気
と
山
岳
と
が
干
渉
し
て
い

（
�
）

る
と
い
う
点
で
考
え
れ
ば
銀
釦
貼
金
薄
漆
盒
も
同
様
で
あ
る
。

ま
た
左
右
か
ら
の
衝
突
に
よ
り
隆
起
し
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
山
岳
が
派

（
�
）

生
し
て
い
る
よ
う
な
山
岳
表
現
を
貼
金
銀
薄
銀
釦
彩
絵
七
子
奩（
図
�
）に
み

図 9 金銀玉象嵌筒形金具
（展開図）

図 10 貼金銀薄銀釦彩絵七子奩
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る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｃ
字
形
や
Ｓ
字
形
の
線
を
併
せ
な
が
ら
形
成
さ
れ
て

い
く
山
々
は
、
山
岳
特
有
の
険
し
さ
よ
り
も
雲
気
特
有
の
柔
ら
か
さ
を
強

調
し
つ
つ
も
、
湾
曲
す
る
雲
気
を
山
に
見
立
て
た
金
銀
玉
象
嵌
筒
形
金
具

の
山
岳
と
は
異
な
り
、
雲
気
と
山
岳
を
明
確
に
分
け
て
表
現
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
一
つ
の
山
の
裾
か
ら
異
な
る
表
情
の
山
岳
が
傾
斜
を
も
っ
て
そ

の
身
を
伸
ば
す
。

こ
の
山
岳
表
現
は
金
銀
の
薄
い
板
を
漆
の
面
に
象
嵌
を
し
て
お
り
、
部

分
的
に
金
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
平
面
的
な
山
岳
の
中
に
立
体
感
を
含

ま
せ
て
い
る
。
山
岳
の
大
半
は
銀
板
を
用
い
て
い
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
こ

に
黒
漆
で
も
っ
て
曲
線
を
加
え
、
こ
の
銀
板
が
幾
つ
か
の
パ
ー
ツ
の
集
合

体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
表
現
を
も
つ
こ
と
に
も
注
目

し
て
お
き
た
い
。

少
し
話
は
逸
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
細
や
か
な
技
法
の
施
さ
れ
て
い
る

山
岳
に
は
山
頂
付
近
か
ら
茸
の
よ
う
な
も
の
が
派
生
し
て
お
り
、
先
に
ふ

れ
た
銀
釦
貼
金
薄
漆
盒
な
ど
に
も
酷
似
す
る
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。こ

の
茸
形
の
も
の
は
一
体
何
な
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
上
で
江
蘇
揚
州

（
�
）

西
漢
劉
�
智
墓
よ
り
出
土
し
た
竹
・
木
彫
�
件（
図
�
）に
表
現
さ
れ
た
山
岳

に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
二
つ
の
異
な
る
素
材
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
全
面
に
山
岳
の
表
現
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
木
で
作
ら

れ
た
木
彫
�
件
で
あ
る
。
ま
る
で
煙
が
ゆ
っ
く
り
と
立
昇
る
よ
う
に
緩
や

か
に
湾
曲
し
な
が
ら
上
方
へ
と
そ
の
身
を
伸
ば
し
て
い
る
山
岳
は
、
浮
彫

に
よ
っ
て
幾
重
に
も
重
ね
て
連
山
の
様
相
を
み
せ
て
お
り
、
さ
な
が
ら
鱗

の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
山
岳
は
浮
彫
さ
れ
た
輪
郭
線
か
ら
少
し
だ
け
内
側

に
も
う
一
本
輪
郭
を
な
ぞ
る
よ
う
に
線
が
彫
ら
れ
、
一
つ
一
つ
の
山
岳
の

存
在
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
。
山
間
に
は
獣
の
姿
も
み
え
る
。
左
に
は
首

の
長
い
龍
が
胴
を
山
に
絡
め
付
け
て
上
方
を
仰
ぎ
、
中
央
で
は
虎
だ
ろ
う

か
、
獣
が
牛
に
噛
み
つ
く
。
そ
し
て
右
方
に
は
こ
ち
ら
の
様
子
を
窺
う
よ

う
に
、
熊
が
頭
だ
け
を
覗
か
せ
て
い
る
。

図 11 竹・木彫�件（トレース）
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そ
し
て
竹
で
作
ら
れ
た
竹
彫
�
件
も
ま
た
、
Ｃ
字
形
曲
線
を
部
分
的
に

用
い
た
大
小
の
山
岳
が
重
な
る
よ
う
に
浮
彫
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
表
現
は

木
彫
�
件
と
同
様
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
山
岳
か
ら
獣
が
半
身
の
み
が
表
さ

れ
、
山
岳
の
影
か
ら
飛
び
出
し
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
中
央

付
近
に
山
岳
と
同
じ
く
ら
い
大
き
く
表
さ
れ
た
木
で
あ
る
。
枝
先
に
茂
る

葉
は
ま
る
で
茸
の
傘
の
よ
う
で
あ
り
、
山
頂
近
く
か
ら
上
方
に
向
か
っ
て

生
え
て
い
る
。
先
程
み
た
茸
形
の
表
現
は
、
こ
の
表
現
が
形
式
化
し
た
も

の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節

五
胡
十
六
国
時
代

（
�
）

キ
ジ
ル
石
窟
第
三
八
窟
の
主
室
窟
頂
の
右
側
に
描
か
れ
て
い
る
摩
訶
薩

埵
本
生
図（
図
�
）で
あ
る
。
大
き
な
花
び
ら
が
互
い
違
い
に
重
ね
る
よ
う
に

色
分
け
し
て
描
い
て
い
き
、
そ
れ
を
敷
き
詰
め
た
空
間
を
山
岳
と
見
な
し

（
�
）

て
い
る
。
こ
こ
に
は
投
身
中
の
太
子
と
絶
命
後
の
太
子
の
二
人
の
摩
訶
薩

埵
太
子
が
、
異
時
同
図
法
を
用
い
て
描
か
れ
て
い
る
。
山
の
彩
色
は
一
色

で
行
わ
れ
て
お
り
、
平
面
的
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
山
岳
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
背
景
で
は
な
く
、
投
身
す
る
太
子
と
絶
命
し
た
太
子
を
こ

の
一
区
画
に
書
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
区
画
を
山
岳
と
見
做
せ
る

よ
う
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
見
る
も
の
の
想
像
力
に
任
せ
る
よ
う
な
描
写
方
法
は
、
漢

代
の
項
で
紹
介
し
た
雲
気
と
山
岳
を
明
確
に
分
け
て
い
な
い
表
現
に
、
動

物
や
植
物
を
配
す
る
こ
と
で
そ
れ
を
山
岳
と
認
識
さ
せ
る
手
法
に
近
い
。

第
三
節

三
国
時
代

（
�
）

こ
こ
で
は
南
昌
火
車
東
晋
墓
出
土
の
彩
絵
宴
楽
図
案
盤（
図
�
）に
注
目
し

た
い
。

盤
は
人
物
を
中
心
画
題
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
酒
を
呑
む
も
の
、
琴

を
奏
で
る
も
の
、
馬
車
を
走
ら
せ
る
も
の
、
食
事
を
運
ぶ
も
の
が
所
狭
し

と
動
い
て
お
り
、
そ
の
周
り
に
は
鳥
や
獣
が
駆
け
巡
っ
て
い
る
。
そ
の
隙

間
を
縫
う
よ
う
に
頭
を
蕨
手
状
に
曲
げ
る
植
物
が
茂
っ
て
い
る
。
そ
の
中

図 12 摩訶薩埵本生図
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で
も
や
や
大
き
く
描
か
れ
た
山
岳
が
左
隅
に
聳
え
て
い
る
。

Ｉ
字
形
の
山
岳
を
緩
や
か
な
Ｃ
字
形
と
逆
Ｃ
字
形
で
挟
み
込
ん
で
お

り
、
裾
の
広
が
っ
た
ド
レ
ス
の
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
。
全
体
的
に
柔

軟
性
に
富
み
、
頂
上
部
分
は
幾
つ
か
の
瘤
を
有
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。

そ
し
て
両
脇
の
Ｃ
字
形
の
窪
み
に
は
何
か
が
付
い
て
お
り
、
そ
れ
は
中
で

「
十
」
の
字
を
書
く
よ
う
に
し
て
四
つ
に
区
切
ら
れ
て
い
る
。

彩
色
は
ほ
ぼ
朱
漆
か
ら
成
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
山
岳
を
形
成
す

る
各
部
分
の
中
心
に
は
黄
色
の
線
が
引
か
れ
、
Ｃ
字
形
の
も
の
に
関
し
て

は
朱
の
上
か
ら
青
身
が
か
っ
た
彩
色
が
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
頂
上
部
下

両
脇
の
も
の
は
黄
色
で
彩
色
さ
れ
、
黒
に
よ
っ
て
線
が
引
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
同
墓
出
土
の
彩
絵
出
巡
図
奩
に
も
同
様
の
表
現
が
み
ら
れ
、
ま

る
で
雲
気
が
地
表
か
ら
拭
き
出
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
山
岳
表
現
の
類
例
は
み
ら
れ
ず
、
大
変
興
味
深
い
特
殊
な

描
写
と
云
え
る
。

第
四
節

南
北
朝
時
代

第
一
項

北
魏

（
�
）

ま
ず
司
馬
金
竜
墓
出
土
の
彩
絵
人
物
故
事
図
漆
屏
風（
図
�
）で
あ
る
。
数

枚
残
る
内
の
一
枚
の
下
方
に
岩
場
が
あ
り
、
男
性
が
一
人
そ
の
上
に
立
っ

て
い
る
。
背
面
の
山
は
柔
ら
か
な
曲
線
で
構
成
す
る
が
、
足
場
の
み
が
直

線
的
で
険
し
い
表
現
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。

（
�
）

敦
煌
莫
高
窟
の
第
二
五
四
窟
南
壁
中
央
に
描
か
れ
た
薩
埵
太
子
本
生
図

（
捨
身
飼
虎
）（
図
�
）は
キ
ジ
ル
石
窟
の
も
の
の
よ
う
に
山
岳
に
よ
る
区
分
け

は
さ
れ
て
い
な
い
。
ゆ
ら
ゆ
ら
と
立
昇
る
よ
う
曲
線
か
ら
成
る
山
岳
は
一

つ
一
つ
は
背
が
低
く
、
山
岳
と
呼
び
難
い
が
太
子
な
ど
の
存
在
に
よ
っ
て

山
岳
と
認
識
さ
れ
そ
の
舞
台
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
が

最
も
高
く
積
み
上
が
る
の
が
画
面
右
端
で
あ
る
。
こ
の
上
に
は
投
身
す
る

前
の
太
子
が
描
か
れ
竹
を
頸
に
突
き
立
て
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
真
横

図 13 彩絵宴楽図案盤
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に
は
投
身
す
る
太
子
が
お
り
、
そ
の
下
に
は
絶
命
し
親
虎
と
七
匹
の
子
虎

に
食
べ
ら
れ
る
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

彩
色
は
ま
ず
輪
郭
線
を
引
き
、
そ
の
内
側
に
青
い
線
を
少
し
厚
め
に
引

き
、
更
に
そ
の
内
側
を
緑
で
塗
り
込
ん
で
い
る
。
色
彩
は
こ
れ
に
限
ら
な

い
が
、
輪
郭
線
、
内
塗
、
塗
り
込
み
と
三
層
の
彩
色
を
施
す
点
は
共
通
を

し
て
い
る
。

（
�
）

こ
の
よ
う
な
山
岳
表
現
は
麦
積
山
石
窟
の
第
一
三
三
号
窟
第
一
一
龕
の

龕
楣
部
分（
図
�
）に
み
ら
れ
る
。
こ
ち
ら
の
山
岳
は
浮
彫
で
あ
り
描
か
れ
た

も
の
で
は
な
い
が
、
立
昇
る
よ
う
な
曲
線
や
輪
郭
線
を
た
ど
る
幾
本
の
線

な
ど
そ
の
共
通
性
は
高
い
。
し
か
し
こ
の
龕
楣
の
も
の
は
中
央
に
仏
が
坐

し
て
お
り
、
同
じ
舞
台
で
は
あ
る
が
場
と
し
て
の
性
格
も
強
い
こ
と
が
読

図 15 薩埵太子本生図

図 14 彩絵人物故事図漆屏風
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み
取
れ
る
。
こ
の
山
岳
と
似
た
表
現
は
、
先
に
述
べ
た
司
馬
金
竜
墓
か
ら

出
土
し
た
柱
礎（
図
�
）に
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

続
い
て
北
魏
元
謐
の
石
棺
に
線
刻
さ
れ
た
丁
蘭
事
木
母
の
場
面（
図
�
）で

あ
る
。
こ
こ
に
は
近
景
の
山
岳
が
画
面
左
右
下
と
中
央
に
、
そ
し
て
遠
景

の
山
岳
が
画
面
上
方
に
彫
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
近
景
の
山
岳
だ
が
、
画
面

下
方
に
あ
る
も
の
は
先
端
が
三
角
形
に
尖
っ
て
お
り
、
動
き
も
少
な
く
や

や
腰
細
で
あ
る
。
左
の
も
の
は
先
端
部
を
覆
う
よ
う
に
曲
線
が
引
か
れ
、

そ
の
中
を
波
線
状
の
線
が
埋
め
て
お
り
、
羽
根
団
扇
の
よ
う
で
あ
る
。
画

面
中
央
の
も
の
は
こ
れ
ら
に
比
べ
て
動
き
も
大
き
く
、
湾
曲
の
強
い
Ｃ
字

形
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
頂
上
部
は
曲
線
で
描
か
れ
て
お
り
、
下
方
に
あ

る
二
つ
の
山
岳
に
比
べ
て
や
や
柔
軟
性
を
感
じ
ら
れ
る
。

画
面
上
方
の
遠
景
の
山
岳
は
輪
郭
線
で
の
み
の
表
現
で
あ
る
が
、
山
頂

付
近
に
行
く
ほ
ど
細
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
険
し
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
浮
遊
す
る
雲
気
の
輪
郭
線
と
一
部
共
に
し
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ

る
。

図 16 龕楣部分

図 17 柱礎（部分）

図 18 北魏元謐石棺（丁蘭故事）
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第
二
項

梁

四
川
省
成
都
市
万
仏
寺
遺
跡
出
土
の
二
菩
薩
立
像
の
背
面（
図
�
）に
山
岳

は
浮
彫
さ
れ
て
い
る
。
画
面
手
前
に
は
遠
景
の
山
岳
を
描
き
、
中
に
は
草

木
や
人
物
や
宝
塔
が
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
方
中
央
に
は
仏
が
坐
し
て

い
る
。
山
岳
は
曲
線
的
で
、
緩
や
か
な
も
の
と
大
き
く
隆
起
す
る
も
の
に

大
別
で
き
る
。
緩
や
か
な
も
の
は
隆
起
す
る
山
岳
の
麓
に
用
い
ら
れ
、
人

物
達
は
主
に
こ
の
比
較
的
平
坦
な
場
所
に
配
さ
れ
て
い
る
。
隆
起
す
る
山

の
山
間
に
は
鋭
く
細
い
山
岳
や
歪
な
岩
の
よ
う
な
山
岳
が
隙
間
を
埋
め
て

い
る
。
こ
の
歪
な
山
岳
の
中
に
は
二
つ
の
重
な
り
合
う
岩
が
融
合
し
て
い

る
よ
う
な
表
現
が
み
ら
れ
る
点
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
画
面
上
方
に
は
更
に
遠
景
の
山
岳
が
連
な
っ
て
い
る
。
緩
や
か

な
波
線
を
重
ね
た
よ
う
に
連
な
る
山
脈
に
は
横
線
が
彫
ら
れ
、
遥
か
彼
方

の
雲
海
に
浮
か
ぶ
山
々
を
表
現
し
て
い
る
。

次
に
同
遺
跡
出
土
の
須
弥
山
図
浮
彫（
図
�
）で
あ
る
が
こ
れ
は
、
玉
虫
厨

子
・
須
弥
座
背
面
に
描
か
れ
た
須
弥
山
図
と
図
様
で
の
共
通
性
が
高
い
作

例
で
あ
る
。
前
面
の
台
座
に
は
瓔
珞
の
よ
う
な
荘
厳
と
供
物
を
捧
げ
る
飛

天
が
浮
彫
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
台
座
の
上
方
に
須
弥
山
は
聳
え
る
。
構
図

と
し
て
は
左
右
端
に
は
縦
に
連
な
る
よ
う
に
穏
や
か
な
山
岳
が
あ
り
草
木

が
生
え
て
お
り
、
そ
の
麓
部
分

は
更
に
穏
や
か
な
線
と
な
っ
て

横
へ
と
尾
根
を
伸
ば
し
、
須
弥

山
の
麓
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
。

須
弥
山
の
麓
に
は
上
方
に
向

か
っ
て
龍
が
巻
き
付
い
て
お

り
、
頭
や
手
足
の
位
置
か
ら
考

え
て
一
匹
か
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
上
方
に
広
が
る
山
岳
部
分

に
い
く
つ
か
の
龍
の
頭
部
が
確

（
�
）

認
で
き
る
。
こ
の
龍
が
巻
き
付

図 20 須弥山浮彫（正面トレース）

図 19 二菩薩立像・背面（山岳部分）
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く
部
分
の
山
岳
で
あ
る
が
、
龍
の
隙
間
か
ら
み
え
る
岩
肌
は
直
線
的
で
あ

り
、
荒
々
し
い
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
そ
こ
を
抜
け
る
と
左
右
に
連
な

る
よ
う
な
三
山
形
式
の
山
岳
が
姿
を
表
し
、
左
右
の
山
に
は
四
天
王
の
宮

殿
の
内
二
つ
が
、
そ
し
て
中
央
の
大
き
な
山
の
真
ん
中
に
は
忉
利
天
の
宮

殿
、
そ
の
両
端
に
残
り
の
二
つ
の
宮
殿
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

周
り
に
は
多
く
の
人
物
や
飛
天
・
獣
が
表
さ
れ
、
画
面
左
右
の
山
と
中
央

の
須
弥
山
の
間
に
は
う
っ
す
ら
と
で
は
あ
る
が
、
遠
景
の
山
岳
が
連
な
っ

て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
な
お
こ
の
背
面
に
も
緩
や
か
な
山
々
が
尾
根

を
連
ね
る
。

第
三
項

西
魏

（
�
）

麦
積
山
石
窟
・
第
一
二
七
号
窟
頂
右
斜
面
の
部
分
に
描
か
れ
た
薩
埵
太

子
本
生
図
（
捨
身
飼
虎
）（
図
�
）の
山
岳
は
一
風
変
わ
っ
て
い
る
。
中
央
に

は
虎
た
ち
が
太
子
を
喰
ら
う
場
面
が
小
さ
く
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
背
景

と
し
て
二
種
類
の
樹
木
と
山
岳
が
あ
る
の
だ
が
、
隆
起
す
る
山
岳
か
ら
直

線
的
な
山
岳
が
部
分
的
に
飛
び
出
し
て
い
る
。
ま
た
山
岳
か
ら
少
し
隙
間

を
空
け
て
直
線
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
が
そ
れ
ら
を
取
り
囲
む
よ

う
に
描
か
れ
、
さ
な
が
ら
地
滑
り
を
起
こ
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
受
け

る
。

第
四
項

北
周

（
�
）

北
周
の
西
安
北
周
康
業
墓
の
図
屏
線
刻
右
側
の
第
一
・
二
幅
で
あ

る（
図
�
）。
こ
こ
に
は
近
景
と
遠
景
の
山
岳
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
遠
景
は

第
一
幅
の
も
の
は
柱
の
よ
う
に
立
っ
て
お
り
、
第
二
幅
の
も
の
は
緩
や
か

な
曲
線
か
ら
成
る
。
し
か
し
第
二
幅
の
水
を
飲
む
半
身
の
虎
の
辺
り
に
は

斜
め
に
向
か
っ
て
直
線
的
で
荒
々
し
い
岩
が
突
出
し
て
い
る
。
遠
景
の
山

岳
は
双
方
共
に
横
線
を
引
き
、
そ
の
中
に
隆
起
し
た
緩
や
か
な
山
岳
を
表

し
て
い
る
。

（
�
）

敦
煌
莫
高
窟
・
第
四
二
八
窟
の
東
壁
南
側
に
は
薩
埵
太
子
本
生
図
（
捨

身
飼
虎
）（
図
�
）が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
描
か
れ
る
捨
身
飼
虎
の
物
語

は
、
最
上
段
右
上
か
ら
左
に
向
か
っ
て
進
み
、
そ
し
て
左
端
ま
で
来
た
ら

図 21 薩埵太子本生図
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一
段
下
り
て
左
か
ら
右
へ
と
進
行
し
、
ま
た
一
段
下
り
て
左
端
ま
で
進
行

す
る
と
云
う
、
異
時
同
図
法
で
描
か
れ
る
長
い
絵
巻
物
を
三
段
に
重
ね
た

よ
う
な
表
現
法
を
取
っ
て
い
る
。
山
岳
は
人
よ
り
も
小
さ
く
、
曲
線
が
隆

起
す
る
単
純
な
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
配
色
を
個
々
で
分
け
た
り
、
一
つ

の
山
岳
に
細
く
黒
線
で
輪
郭
な
ど
に
沿
っ
て
曲
線
を
描
き
込
む
な
ど
、
細

か
な
部
分
ま
で
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
最
も
特
徴
的
な
の
は
こ
の
山
岳

が
舞
台
と
し
て
た
だ
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
各
場
面
の
区
画
と

し
て
の
機
能
が
強
い
山
岳
表
現
が
成
さ
れ
、
そ
の
配
置
な
ど
か
ら
深
山
の

（
�
）

情
景
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

以
上
が
古
代
中
国
の
山
岳
表
現
の
観
察
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
み
て
き

た
山
岳
作
例
の
個
々
の
特
徴
を
ま
と
め
る
と
表
１
の
よ
う
に
な
る（
表
�
）。

図 22 図屏線刻右側第一・二幅（トレース）

図 23 薩埵太子本生図（部分）
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表
１

古
代
中
国
作
例
の
山
岳
表
現
的
特
徴

作
品
名

形
成
要
素
山
岳
形
状
要
素
の
分
類

山
岳
形
成

生
植
物
の
有
無

山
岳
状
況
山
岳
視
点

役
割

備
考

漢
代

朱
地
彩
絵
漆
棺
（
左
側
面
）

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

○

融
和

遠

場

朱
地
彩
絵
漆
棺
（
足
部
妻
板
）

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

○

融
和

遠

場

雲
気

直

部
分

隆
起

○

融
和

遠

場

金
銀
玉
象
嵌
筒
形
金
具

雲
気

曲

し
な
い

線
状

○（
半
身
あ
り
）

融
和

近

場

銀
釦
貼
金
銀
薄
漆
盒

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

○（
茸
形
木
）

融
和

遠

場

貼
金
銀
薄
銀
釦
彩
絵
七
子
奩

雲
気

曲
（
Ｃ
）

す
る

隆
起

○（
茸
形
木
）

融
和

遠

場

堀
塗
り
的
象
嵌

竹
彫
�
件

山
岳

曲

×

隆
起

○（
半
身
あ
り
）

独
立

近

場

茸
形
の
木

木
彫
�
件

山
岳

曲
（
Ｃ
）

×

隆
起

○（
半
身
あ
り
）

独
立

近

場

山
に
龍
巻
き
付
く

五
胡
十
六
国
薩
埵
太
子
本
生
図
（
キ
ジ
ル
３８
）

花
弁

曲

×

鱗
状

○

独
立

近

舞
台

本
生
譚
・
異
時
同
図
法

三
国
時
代

彩
絵
宴
楽
図
案
盤

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

×

融
和

遠

場

部
分
的
に
分
裂
？

彩
絵
出
巡
図
奩

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

×

融
和

遠

場

部
分
的
に
分
裂
？

南
北
朝
時
代

（
北
魏
）

彩
絵
人
物
故
事
図
漆
屏
風

山
岳

曲
＆
直

×

隆
起
＆
突
出

○

融
和

近

舞
台

柱
礎

山
岳

曲

×

隆
起（
三
山
式
）

○

独
立

近

場

山
に
龍
巻
き
付
く

薩
埵
太
子
本
生
図
（
敦
煌
２５４
）

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

○

独
立

近

舞
台

本
生
譚
・
異
時
同
図
法

龕
楣
（
麦
積
山
１３３
）

山
岳

曲

×

隆
起（
三
山
式
）

○

独
立

近

場
・
舞
台

背
景
も
か
？

石
棺
線
刻
（
北
魏
元
謐
）

山
岳

曲
（
Ｃ
）

×

隆
起（
三
山
式
）

○

独
立

近
・
遠

場
・
背
景

（
梁
）

二
菩
薩
立
像
背
面

山
岳

曲

×

隆
起

○

融
和

近

場

須
弥
山
図
浮
彫

山
岳

曲
・
直

×

隆
起

○

融
和

遠

舞
台

山
に
龍
巻
き
付
く

（
西
魏
）

薩
埵
太
子
本
生
図
（
麦
積
山
１２７
）

山
岳

曲
・
直

×

隆
起

○

部
分
分
離
？

近

舞
台

本
生
譚

（
北
周
）

図
屏
線
刻
右
側
第
一
・
二
幅

山
岳

曲
・
直

×

隆
起

○

独
立

近
・
遠

場
・
背
景

薩
埵
太
子
本
生
図
（
敦
煌
４２８
）

山
岳

曲

×

隆
起

○

独
立

近

舞
台
・
区
画
本
生
譚
・
異
時
同
図
法
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第
二
章

法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
の
山
岳
表
現

こ
こ
ま
で
古
代
中
国
の
作
例
観
察
を
重
ね
て
き
た
。
以
下
か
ら
は
今
一

度
法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
に
立
ち
返
り
、
そ
の
山
岳
表
現
に
眼
を
向
け
て
み

よ
う
。

第
一
節

宮
殿
部
背
面

霊
鷲
山
図

こ
の
山
岳
は
、
遠
方
よ
り
山
岳
の
全
貌
を
捉
え
る
遠
景
の
形
で
山
岳
の

全
体
感
が
分
か
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
山
岳
は
五
つ
の
Ｃ
字
形
を
重

ね
た
よ
う
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
。
頂
上
は
三
峯
式
と
な
っ
て
お
り
、
三

仏
の
坐
す
仏
龕
が
乗
る
箇
所
は
な
だ
ら
か
な
曲
線
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
こ

よ
り
下
の
部
分
で
は
、
比
較
的
ご
つ
ご
つ
と
し
た
岩
肌
の
表
現
を
し
て
い

る
。山

岳
を
形
成
す
る
の
は
堀
塗
り
の
施
さ
れ
た
岩
片
の
集
合
体
で
あ
る
。

こ
の
岩
片
の
一
つ
一
つ
は
比
較
的
長
い
線
で
も
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
強

弱
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
も
の
の
曲
線
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
云
え

る
。
非
常
に
軽
快
で
ゆ
る
や
か
な
筆
裁
き
で
筆
圧
の
強
弱
を
存
分
に
活
か

し
、
線
の
一
本
一
本
に
抑
揚
と
表
情
を
生
み
出
し
て
い
る
。

こ
こ
で
特
徴
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
表
情
豊
か
な
線

の
殆
ど
が
他
の
線
と
接
触
し
て
い
な
い
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
岩

片
自
体
が
明
確
に
区
画
分
け
さ
れ
て
い
な
い
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
り
一
つ
一
つ
の
岩
片
は
独
立
し
て
お
ら
ず
、
隣
接
す
る
他
の
岩
片
と

ど
こ
か
で
融
合
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る（
図
�
）。

そ
の
よ
う
な
岩
片
に
施
さ
れ
た
堀
塗
り
も
一
区
画
に
一
色
の
配
色
を
さ

れ
て
い
る
箇
所
も
あ
れ
ば
、
二
色
施
し
て
い
る
岩
片
も
み
ら
れ
る
。
ま
た

区
画
が
明
確
に
分
か
れ
て
い
な
い
岩
片
に
対
し
て
も
、
同
様
に
一
色
塗
り

と
二
色
塗
り
の
二
種
類
の
岩
片
表
現
を
み
て
取
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
三
色
以
上
の
塗
り
込
み
が
施
さ
れ
て
い
る
岩
片
は
確
認
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
霊
鷲
山
の
下
、
つ
ま
り
画
面
の
底
辺
部
分
に
は
霊
鷲
山
と

完
全
に
分
離
し
た
岩
場
が
横
並
び
に
描
か
れ
て
い
る（
図
�
）。
中
心
に
は
頭

図 24 霊鷲山図（部分・トレース）
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を
垂
れ
る
稲
穂
の
よ
う
な
二
つ
の
岩
片
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
外
へ
波
打
つ

よ
う
に
、
二
な
い
し
三
つ
の
岩
片
か
ら
な
る
岩
場
が
左
右
二
箇
所
ず
つ
に

配
置
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
中
央
か
ら
外
に
向
か
っ
て
一
つ
目
の
岩
場
は
ド
ミ
ノ
の
ピ
ー
ス
が

倒
れ
て
重
な
り
合
っ
た
よ
う
な
描
写
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
植
物
が

生
え
て
い
る
。
そ
し
て
外
側
の
岩
場
は
、
向
か
っ
て
左
の
も
の
は
煉
瓦
を

斜
め
に
積
ん
だ
よ
う
な
岩
場
で
あ
り
、
右
の
も
の
は
そ
れ
ら
と
は
や
や
異

な
る
形
を
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
画
面
底
辺
に
横
並
び
に
な
っ
て
い
る
岩
場
の
堀
塗
り
に
は

他
の
区
画
と
繋
が
る
表
現
や
、
二
色
の
堀
塗
り
が
施
さ
れ
て
い
る
箇
所
は

確
認
で
き
な
い
。

そ
し
て
細
か
な
部
分
で
あ
り
経
年
劣
化
に
よ
っ
て
視
認
し
難
い
が
、
こ

の
底
辺
部
分
の
中
央
岩
場
と
波
状
線
状
の
一
つ
目
の
岩
場
の
間
に
、
縦
に

立
た
せ
た
よ
う
な
岩
片
が
描
か
れ
て
い
る（
図
�
）。
こ
の
よ
う
な
立
つ
岩
片

な
ら
ば
他
の
部
分
で
も
み
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
岩
片
は
他
の
岩
片
と
重

な
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
上
へ
上
へ
と
積
み
上
げ
て
い
く
の
が
玉
虫

厨
子
山
岳
表
現
の
基
本
形
式
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
前
後
で
重
ね
る
の

は
玉
虫
厨
子
絵
中
で
も
こ
の
箇
所
の
み
で
あ
る
。

こ
の
底
辺
の
岩
場
す
べ
て
に
は
植
物
が
生
え
て
お
り
、
こ
れ
と
同
様
の

も
の
が
霊
鷲
山
を
形
成
す
る
岩
場
の
先
端
部
分
に
も
派
生
し
て
い
る
。
そ

の
こ
と
か
ら
こ
の
底
辺
の
岩
場
は
霊
鷲
山
か
ら
独
立
し
た
岩
場
で
は
な

図 26 霊鷲山図（立つ岩片部分）

図 25 霊鷲山図（底部部分）
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く
、
画
面
に
納
ま
り
切
っ
て
い
な
い
霊
鷲
山
の
一
部
が
見
切
れ
て
い
る
可

能
性
も
以
上
の
点
か
ら
示
唆
さ
れ
る
。

第
二
節

須
弥
座
正
面

舎
利
供
養
図

正
面
に
描
か
れ
た
舎
利
供
養
図
に
み
ら
れ
る
山
岳
は
、
二
僧
と
獅
子
の

坐
す
岩
場
と
、
グ
プ
タ
式
唐
草
を
派
生
さ
せ
る
水
盆
を
支
え
る
蓮
華
座
下

部
に
並
ぶ
岩
場
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
場
面
は
山
中
で
の
現
象
を
描

い
た
も
の
で
あ
り
、
山
岳
表
現
で
も
近
景
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。

ま
ず
二
僧
の
坐
す
岩
場
で
あ
る
が
直
線
を
並
べ
て
い
き
、
そ
の
組
み
合

わ
せ
を
以
て
俄
に
弧
を
描
く
。
岩
片
の
一
つ
一
つ
は
細
く
、
沢
山
の
割
り

ば
し
を
並
べ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
狭
い
空
間
で
は
あ

る
が
、
中
に
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る
堀
塗
り
部
分
は
臆
病
な
筆
遣
い
な
が

ら
も
、
塗
り
潰
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
彩
色
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
岩
場
を

構
成
す
る
岩
片
は
す
べ
て
独
立
し
て
お
り
、
塗
り
込
み
も
一
区
画
中
一
色

の
配
色
の
み
で
描
か
れ
る
。

で
は
獅
子
の
坐
す
岩
場
は
ど
う
か
。
二
僧
の
坐
し
て
い
た
岩
場
と
は
打

っ
て
変
わ
り
、
岩
片
の
一
つ
一
つ
に
厚
み
が
あ
る
。
岩
片
の
数
は
僧
の
も

の
と
比
べ
随
分
と
少
な
い
が
、
弱
々
し
い
印
象
は
受
け
な
い
。
た
だ
塗
り

込
み
が
や
や
雑
で
あ
り
、
輪
郭
線
に
沿
っ
て
塗
り
込
み
が
で
き
て
い
な
い

部
分
や
中
を
塗
り
潰
し
て
し
ま
い
、
堀
塗
り
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
箇

所
も
み
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
獅
子
の
坐
す
岩
場
は
岩
片
同
士
が
繋
が
っ
て

い
る
部
分
が
み
ら
れ
、
一
区
画
に
二
色
の
塗
り
込
み
を
施
し
て
い
る
岩
片

も
確
認
で
き
る
。

そ
し
て
蓮
華
座
下
方
の
岩
場
で
あ
る
が
岩
片
が
横
並
び
に
な
っ
て
お

り
、
波
打
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
岩
片
そ
の
も
の
に
も
厚
み
が
あ

り
、
獅
子
の
坐
し
て
い
る
も
の
に
近
い
。
七
つ
の
岩
片
が
部
分
的
に
重
な

り
合
う
よ
う
な
形
で
描
か
れ
て
い
る
が
、
左
端
の
二
片
に
関
し
て
は
他
の

も
の
と
は
離
れ
て
お
り
、
一
つ
の
岩
片
に
も
う
一
つ
の
岩
片
が
乗
る
形
を

と
っ
て
い
る
。

第
三
節

須
弥
座
左
側
面

施
身
聞
偈
図

左
側
面
に
描
か
れ
た
こ
の
施
身
聞
偈
図
は
前
文
で
も
述
べ
た
通
り
、
本

生
譚
の
「
施
身
聞
偈
」
を
題
材
と
し
て
お
り
、
異
時
同
図
法
を
用
い
て
一

画
面
に
三
つ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
物
語
が
進
ん
で
い
く
上
で

一
つ
の
舞
台
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
Ｌ
字
形

に
連
な
っ
た
山
岳
で
あ
る
。

頂
上
部
分
は
な
だ
ら
か
な
曲
線
の
山
を
二
つ
連
ね
、
そ
こ
か
ら
下
の
山

岳
表
現
に
は
堀
塗
り
を
用
い
た
岩
片
の
集
合
体
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い

る
。第

一
の
場
面
で
あ
る
雪
山
童
子
と
羅
刹
と
の
や
り
取
り
の
部
分
で
は
画

面
の
底
辺
部
分
を
覆
う
よ
う
に
岩
場
が
連
な
っ
て
お
り
、
地
面
を
表
現
し
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て
い
る
。
こ
の
地
面
は
岩
片
同
士
が
辛
う
じ
て
繋
が
り
、
お
お
よ
そ
雪
山

童
子
の
立
つ
部
分
と
羅
刹
の
立
つ
部
分
、
そ
し
て
右
端
に
寄
せ
る
よ
う
に

描
か
れ
た
半
身
の
岩
場
と
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
右
端
に
寄
せ

ら
れ
た
岩
場
は
第
三
場
面
に
属
す
る
可
能
性
を
加
味
し
、
こ
こ
で
は
雪
山

童
子
と
羅
刹
の
立
つ
岩
場
を
第
一
場
面
と
し
て
そ
こ
か
ら
観
察
を
進
め

る
。

第
一
項

第
一
場
面
│
偈
を
求
め
る
雪
山
童
子
と
答
え
る
羅
刹
│

ま
ず
雪
山
童
子
の
立
つ
左
端
に
寄
せ
ら
れ
た
山
岳
に
連
な
る
岩
場
は
、

随
分
と
細
分
化
さ
れ
た
岩
片
の
集
合
体
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
岩
片
そ

の
も
の
も
他
の
面
に
比
べ
て
直
線
的
で
細
く
小
さ
く
、
ま
た
無
表
情
で
あ

る
。
特
に
雪
山
童
子
の
背
面
に
あ
る
岩
場
は
タ
イ
ル
を
敷
き
詰
め
た
よ
う

に
透
き
間
な
く
描
か
れ
て
お
り
、
窮
屈
な
印
象
を
受
け
る
。
足
元
の
岩
場

は
そ
れ
に
比
べ
れ
ば
や
や
面
積
的
に
も
余
裕
は
あ
る
も
の
の
、
お
世
辞
に

も
ゆ
と
り
が
あ
る
よ
う
に
は
み
え
な
い
。
岩
片
の
区
画
は
個
々
で
は
っ
き

り
と
分
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
塗
り
込
み
に
関
し
て
は
一
区
画
に
複
数
色

を
配
し
て
い
る
岩
片
も
み
ら
れ
、
中
に
は
三
色
の
塗
り
込
み
が
行
わ
れ
て

い
る
箇
所
も
あ
る
。
堀
塗
り
そ
の
も
の
は
輪
郭
線
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、

き
ち
ん
と
塗
り
込
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
塗
り
潰
し
て
し
ま
う
の
を
恐
れ

て
か
、
筆
遣
い
は
臆
病
で
前
文
の
よ
う
な
印
象
を
後
押
し
す
る
結
果
と
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

次
に
羅
刹
の
足
元
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
や
や
曲
線
を
用
い
て
描
い
て

お
り
、
雪
山
童
子
部
分
の
よ
う
な
直
線
的
で
無
表
情
な
印
象
は
弱
く
、
羅

刹
が
左
脚
を
の
せ
る
岩
片
の
形
か
ら
も
部
分
的
で
は
あ
る
が
険
し
い
岩
肌

の
一
端
が
垣
間
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
最
小
単
位
で
あ
る
岩

片
は
細
く
弱
々
し
い
。
堀
塗
り
部
分
も
前
述
の
雪
山
童
子
の
立
つ
岩
場
と

同
様
で
、
臆
病
な
印
象
は
拭
え
な
い
。

第
二
項

第
二
場
面
│
岩
肌
に
偈
を
書
き
残
す
雪
山
童
子
│

続
い
て
第
二
場
面
の
雪
山
童
子
が
そ
の
身
と
引
換
え
に
、
羅
刹
か
ら
聞

い
た
偈
を
岩
肌
に
書
き
留
め
る
場
面
で
あ
る
。
前
場
面
で
描
か
れ
て
い
た

窮
屈
な
山
岳
の
表
現
は
、
雪
山
童
子
の
頭
部
後
方
辺
り
の
山
頂
の
よ
う
な

ゆ
る
や
か
な
湾
曲
線（
図
�
）か
ら
表
情
を
や
や
異
な
ら
せ
て
い
る
。
ま
る
で

こ
の
湾
曲
線
が
、
何
か
の
区
切
り
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
山
岳
は
俄
に
動

き
始
め
る
。
一
つ
一
つ
の
岩
片

は
細
長
い
も
の
や
太
く
短
い
も

の
、
歪
な
も
の
な
ど
種
類
に
富

ん
で
い
る
。
岩
片
の
大
き
さ
も

僅
か
で
は
あ
る
が
第
一
場
面
の

も
の
よ
り
も
大
き
い
。
雪
山
童

子
の
足
場
と
し
て
機
能
し
て
い

る
岩
場
や
雪
山
童
子
の
頭
部
後

方
な
ど
山
岳
が
隆
起
し
て
い
る

部
分
と
、
次
の
第
三
場
面
の
山

図 27 施身聞偈図（中腹のなだらかな山）
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頂
部
分
と
の
湾
曲
と
相
俟
っ
て
僅
か
な
動
き
を
も
つ
二
つ
の
Ｃ
字
形
を
生

み
出
し
て
い
る
。

堀
塗
り
の
技
量
と
し
て
は
こ
こ
ま
で
の
線
も
塗
り
込
み
も
弱
々
し
い
岩

片
と
さ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
塗
り
込
む
部
分
の
面
積
が
広
く
な

っ
た
せ
い
か
、
彩
色
は
や
や
力
強
く
感
じ
さ
せ
る
。

第
三
項

第
三
場
面
│
投
身
す
る
雪
山
童
子
と
姿
を
戻
し
た
帝
釈
天
│

山
頂
の
ゆ
る
や
か
な
連
な
る
二
つ
の
山
岳
は
部
分
的
に
し
か
区
画
分
け

を
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
堀
塗
り
と
呼
ぶ
べ
き
か
否
か
の
判
断
は
難
し

い
。
堀
塗
り
と
同
様
に
輪
郭
線
に
対
し
て
少
し
の
透
き
間
を
空
け
て
彩
色

を
施
し
て
い
る
が
そ
の
面
積
は
小
さ
く
、
は
っ
き
り
と
塗
り
込
む
の
で
は

な
く
や
や
暈
す
よ
う
な
彩
色
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
暈
し
の
彩
色
は
山
頂

部
分
に
し
か
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
山
頂
部
分
と
堀
塗
り
の
岩
片
が
繋

が
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
り
、
ま
る
で
そ
の
身
を
分
離
さ
せ
る
か
の
よ
う
な

印
象
を
受
け
る
。

帝
釈
天
の
後
方
に
並
ぶ
岩
場
は
第
一
場
面
の
そ
れ
と
は
表
情
が
異
な

る
。
画
面
の
端
と
云
う
こ
と
も
あ
り
、
全
体
の
一
部
分
し
か
描
い
て
い
な

い
可
能
性
も
あ
る
が
、
比
較
的
大
き
め
の
Ｃ
字
形
の
岩
片
を
中
心
に
積
み

上
げ
て
い
る
。
な
お
こ
の
岩
片
も
す
べ
て
堀
塗
り
を
施
さ
れ
る
が
、
多
色

の
塗
り
込
み
を
さ
れ
た
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。

第
四
項

須
弥
座
背
面

須
弥
山
図

背
面
に
描
か
れ
る
須
弥
山
は
霊
鷲
山
図
同
様
、
画
面
の
中
央
に
山
岳
を

配
し
、
そ
の
全
体
感
を
臨
め
る
視
点
か
ら
傍
観
す
る
遠
景
で
山
岳
を
捉
え

て
い
る
。
で
は
須
弥
山
麓
の
海
と
接
し
て
い
る
部
分
か
ら
順
に
み
て
い
こ

う
。こ

の
部
分
の
岩
場
は
海
竜
王
宮
の
置
か
れ
る
海
中
と
、
須
弥
山
周
辺
の

鳳
凰
や
雲
気
の
舞
う
空
中
と
の
境
界
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。

龍
の
足
元
に
あ
る
岩
片
は
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
山
頂
表
現
の
よ
う
な
ゆ
る

や
か
な
曲
線
を
輪
郭
に
も
っ
て
お
り
、
他
の
岩
片
と
は
や
や
異
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
か
ら
左
右
に
伸
び
て
い
る
岩
場
は
大
小
様
々
で
あ
り
、
表
情
に

富
む
。
そ
の
集
合
体
と
し
て
の
岩
場
は
海
中
か
ら
の
波
で
陸
が
隆
起
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

堀
塗
り
は
巧
く
、
塗
り
込
み
の
た
め
に
空
け
ら
れ
た
空
間
も
ほ
ぼ
均
一

で
あ
る
。
そ
の
殆
ど
が
一
色
の
塗
り
込
み
で
あ
る
が
、
龍
の
足
元
な
ど
数

箇
所
に
二
色
の
塗
り
込
み
を
施
し
て
い
る
岩
片
が
み
ら
れ
る
。

で
は
須
弥
山
そ
の
も
の
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。
ま
ず
二
匹
の
龍
が
巻

き
付
く
須
弥
山
の
麓
部
分
だ
が
、
龍
が
巻
き
付
い
て
い
る
せ
い
か
、
岩
片

が
細
か
く
密
集
し
て
お
り
締
め
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
線
も
直

線
的
で
あ
り
、
柔
軟
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
龍
の
干
渉
を
離
れ

た
途
端
、
そ
れ
ま
で
細
か
だ
っ
た
岩
片
は
潰
れ
た
真
綿
が
少
し
ず
つ
元
の

形
に
戻
っ
て
い
く
よ
う
に
岩
片
の
大
き
さ
も
形
も
変
化
し
出
し
て
い
る
。

各
楼
閣
が
築
か
れ
た
岩
場
の
付
け
根
部
分
に
は
ま
だ
山
頂
で
は
な
い
に

も
係
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
同
様
の
ゆ
る
や
か
な
湾
曲
に
よ
る
線
が
引
か
れ
て
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い
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
形
式
的
に

は
山
頂
表
現
の
よ
う
で
あ
る
が
、
他
の
堀
塗
り
が
施
さ
れ
た
岩
片
と
同
じ

表
現
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
四
天
王
の
楼
閣
の
建
つ
上
下
二
層
共
に

云
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
山
頂
部
分
は
経
年
変
化
で
目
視
し
に
く
く
、
読

み
取
り
は
困
難
で
あ
り
、
暈
し
の
施
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
堀

塗
り
の
施
さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
上
段
の
左
の
楼
閣

横
に
は
暈
し
の
堀
塗
り
が
施
さ
れ
た
湾
曲
の
岩
片
が
描
か
れ
て
お
り
、
山

（
�
）

頂
も
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
の
他
の
部
分
を
形
成
す
る
岩
片
は
前
述
の
通
り
で
柔
軟
で
あ
る
。
全

体
で
は
そ
れ
ほ
ど
湾
曲
や
動
き
を
感
じ
さ
せ
な
い
山
岳
だ
が
、
詳
細
に
み

て
い
く
と
各
楼
閣
の
建
つ
部
分
や
そ
の
他
に
も
曲
線
を
多
く
用
い
た
岩
片

を
配
し
て
お
り
、
目
視
は
し
難
い
が
特
に
二
層
目
か
ら
三
層
目
を
繋
ぐ
部

分
が
最
も
動
き
を
み
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
一
区
画
に
複
数
色
の

堀
塗
り
を
施
す
岩
片
も
随
所
に
み
ら
れ
る
。

第
五
節

須
弥
座
右
側
面

捨
身
飼
虎
図

最
後
に
右
側
面
の
捨
身
飼
虎
図
で
あ
る
。
こ
の
面
は
左
側
面
の
施
身
聞

偈
図
と
同
様
、
本
生
譚
中
の
「
捨
身
飼
虎
」
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
異

時
同
図
法
に
よ
っ
て
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
山
岳
は
全
体
を
示
す
の

で
は
な
く
、
画
面
の
左
に
寄
せ
る
よ
う
に
描
き
、
捨
身
飼
虎
が
行
わ
れ
た

聖
な
る
舞
台
と
し
て
近
景
の
山
岳
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

第
一
項

第
一
場
面
│
山
頂
で
衣
を
脱
ぎ
木
に
掛
け
る
太
子
│

第
一
場
面
の
舞
台
は
山
頂
だ
が
、
他
の
面
と
同
様
に
緩
や
か
な
曲
線
を

と
っ
て
い
る
。
区
画
分
け
は
明
確
に
は
し
て
お
ら
ず
、
堀
塗
り
に
も
暈
し

を
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
木
に
衣
を
掛
け
て
い
る
太
子
の
足
元
の
岩
片
は

山
頂
の
特
徴
を
も
ち
な
が
ら
も
区
画
分
け
さ
れ
て
お
り
、
堀
塗
り
に
も
余

念
が
な
い
。
ま
た
太
子
の
片
足
が
こ
の
部
分
に
隠
れ
て
お
り
、
奥
行
を
表

し
て
い
る
の
も
特
徴
の
一
つ
と
云
え
る
だ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
山
頂
の
下
に
は
細
か
な
岩
片
が
所
々
に
配
さ
れ
る
程
度
に
留

（
�
）

め
て
お
り
、
敢
え
て
空
間
を
空
け
る
こ
と
で
地
の
色
を
山
岳
の
中
に
取
り

込
ん
で
い
る
。

第
二
項

第
二
場
面
│
投
身
の
最
中
に
あ
る
太
子
│

第
二
の
太
子
投
身
の
場
面
で
は
、
す
ぐ
横
に
あ
る
山
岳
は
大
き
な
Ｃ
字

形
の
湾
曲
を
描
き
、
さ
な
が
ら
山
岳
の
形
を
し
た
怪
獣
が
落
下
す
る
太
子

を
そ
の
口
で
受
け
止
め
ん
と
開
口
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
地
響
き
に
も

似
た
咆
哮
が
聞
こ
え
て
こ
ん
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
印
象
は
、
山

頂
に
生
え
る
木
の
す
ぐ
下
に
あ
る
小
石
の
よ
う
な
岩
片
が
そ
れ
の
眼
の
よ

う
に
み
え
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
怪
獣
の
よ
う
な
岩
場
を
形
成
す
る
岩
片
は
比
較
的
長
い
も
の
が
多

く
、
そ
れ
は
特
に
Ｃ
字
形
の
湾
曲
部
分
に
用
い
て
い
る
。
岩
片
同
士
は
あ

ま
り
透
き
間
を
空
け
ず
に
並
べ
ら
れ
、
め
く
れ
上
が
る
樹
皮
を
連
想
さ
せ

る
。
ま
た
こ
の
怪
獣
の
よ
う
な
山
岳
の
下
顎
あ
た
り
の
二
つ
の
岩
片
が
完
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全
に
他
の
岩
片
と
分
離
し
て
お

り（
図
�
）、
さ
も
浮
遊
し
て
い
る
よ

う
な
描
写
が
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

は
こ
の
面
特
有
の
表
現
で
あ
る
。

堀
塗
り
は
実
に
絶
妙
な
間
隔
を

あ
け
て
塗
り
込
ま
れ
て
お
り
、
施

工
し
た
工
人
の
技
量
の
高
さ
が
窺

え
る
。
ま
た
こ
こ
で
も
一
区
画
に

二
色
の
堀
塗
り
を
施
し
て
い
る
岩

片
が
み
ら
れ
る
。

第
三
項

第
三
場
面
│
絶
命
し
た
太
子
と
そ
れ
を
喰
ら
う
虎
の
親
子
│

こ
の
場
面
の
山
岳
の
蠢
き
は
一
際
激
し
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
こ

ま
で
は
あ
る
程
度
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
の
如
く
互
い
が
形
を
合
わ
せ
る
よ
う

に
隣
接
し
て
い
た
岩
片
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
各
々
が
大
き
く
Ｃ
字
形

に
湾
曲
を
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
集
ま
り
合
っ
て
一
つ
の
山
岳
を
形
成
す
る
こ

と
を
放
棄
し
思
う
ま
ま
に
激
震
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の

場
面
の
山
岳
は
地
の
黒
を
多
く
内
包
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
空
虚
の
よ
う

に
は
感
じ
さ
せ
ず
見
事
に
山
岳
の
一
部
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
。
ま
た

太
子
に
喰
い
つ
く
子
虎
の
足
元
に
は
経
年
変
化
で
見
え
難
く
な
っ
て
い
る

が
、
岩
片
が
幾
つ
か
並
ん
で
お
り
、
こ
こ
に
は
地
面
が
あ
る
こ
と
が
読
み

取
れ
る
。

ま
た
特
異
な
表
現
は
こ
の
第
三
場
面
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
画
面
左
端
に
あ
る
左
回
り
に
湾
曲
す
る
Ｃ
字
形
の
岩
片（
図
�
）で
、
輪
郭

線
の
中
に
二
つ
の
堀
塗
り
が
施
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
二
つ
の
堀
塗

り
が
隣
接
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
す
ぐ
横
や
下
方
に
あ
る
岩

片（
図
�
）の
堀
塗
り
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
二
色
で
分
け
る
の
で
は
な
く
、

一
色
で
塗
り
込
ん
だ
後
、
亀
裂
で
も
入
れ
る
か
の
よ
う
に
岩
片
に
線
を
施

（
�
）

し
て
い
る
。

こ
の
二
つ
の
特
異
な
表
現
は
小
さ
く
し
か
も
部
分
的
な
が
ら
、
ま
る
で

一
つ
の
岩
片
が
二
つ
に
分
離
し
て
い
く
そ
の
途
中
経
過
を
示
し
た
よ
う
な

表
現
で
あ
る
。

図 28 捨身飼虎図（浮遊する岩片・トレース）

図 29 捨身飼虎図（分離するような岩片
・トレース）
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第
六
節

各
面
に
お
け
る
山
岳
の
図
様
と
表
現
の
分
類

さ
て
、
こ
こ
ま
で
法
隆
寺
玉
虫
厨
子
の
主
要
絵
画
に
み
ら
れ
る
山
岳
表

現
に
つ
い
て
観
察
を
進
め
て
き
た
。
以
上
述
べ
て
き
た
各
面
の
図
様
及
び

表
現
的
特
徴
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
括
弧
内
に
列
挙

し
た
対
象
と
な
る
面
の
名
は
、
頭
文
字
の
み
で
表
記
し
て
い
る
。

一.
遠
景
の
山
岳
を
示
す
（
霊
・
須
）

二.
近
景
の
山
岳
〈
山
中
〉
を
示
す
（
舎
・
施
・
捨
）

三.

堀
塗
り
の
施
さ
れ
た
岩
片
を
最
小
単
位
と
し
て
お
り
、
そ
の
集
合

体
と
し
て
山
岳
が
表
さ
れ
る
。（
全
て
）

四.
山
頂
部
分
は
茸
の
傘
の
よ
う
な
形
式
で
表
さ
れ
る
（
霊
・
施
・

須
・
捨
）

五.

一
つ
の
岩
片
に
対
し
て
、
複
数
色
の
塗
り
込
み
を
施
し
た
も
の
が

含
ま
れ
る
。（
全
て
）

六.

場
面
の
切
り
替
わ
り
や
山
岳
各
層
の
境
界
部
分
に
、
山
頂
を
示
す

よ
う
な
緩
や
か
な
曲
線
を
山
岳
内
に
取
り
込
ん
で
い
る
。（
須
・

施
）

七.

山
岳
の
手
前
な
い
し
奥
に
何
か
を
配
置
し
て
、
奥
行
き
を
み
せ

る
。（
霊
・
須
・
舎
・
捨
）

八.

山
岳
が
強
い
Ｃ
字
形
曲
線
に
よ
っ
て
（
躍
動
感
を
も
っ
て
）
構
成

さ
れ
る
。（
霊
・
捨
）

九.

一
色
の
塗
り
込
み
が
さ
れ
る
岩
片
の
堀
塗
り
部
分
に
、
亀
裂
の
よ

う
な
線
を
入
れ
る
。（
捨
）

一
〇.

二
つ
の
岩
片
が
、
輪
郭
線
の
一
部
で
部
分
的
に
繋
が
っ
て
い

る
。（
捨
）

一
一.

植
物
の
中
に
竹
を
含
ん
で
い
る
。（
舎
・
施
・
捨
）

以
上
を
表
に
す
る
と
表
２
の
よ
う
に
な
る（
表
�
）。

で
は
こ
れ
ま
で
行
っ
て
き
た
観
察
を
踏
ま
え
、
先
に
み
た
古
代
中
国
の

作
例
と
玉
虫
厨
子
の
山
岳
表
現
を
比
較
し
て
い
こ
う
。

図 30 捨身飼虎図（亀裂をもつ岩片・トレース）
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第
三
章

山
岳
表
現
の
比
較
と
考
察

結
果
か
ら
述
べ
て
し
ま
え
ば
、
玉
虫
厨
子
の
山
岳
と
全
体
と
し
て
酷
似

ま
た
は
類
似
す
る
作
例
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
玉
虫
厨
子
山
岳
の

特
徴
と
も
云
え
る
岩
片
の
よ
う
な
最
小
単
位
と
な
る
パ
ー
ツ
を
集
合
さ

せ
、
一
つ
の
山
岳
を
形
成
す
る
と
云
う
表
現
が
み
ら
れ
な
い
。
ま
た
玉
虫

厨
子
に
お
け
る
堀
塗
り
と
云
う
特
種
な
技
法
の
使
用
な
ど
、
そ
の
独
自
性

は
想
像
以
上
に
高
い
。
こ
の
玉
虫
厨
子
と
同
時
代
も
し
く
は
そ
れ
以
後
の

（
�
）

作
例
を
観
察
し
て
も
類
似
作
例
は
み
ら
れ
ず
、
そ
の
山
岳
表
現
は
ま
さ
に

陸
の
孤
島
の
よ
う
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
改
め
て
窺
え
た
。
し
か
し
比
較

が
全
く
不
可
能
か
と
云
え
ば
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
の
各
章
で
行
っ
て
き
た
観
察
結
果
を
元
に
、
玉
虫
厨
子
絵
山

岳
の
特
徴
の
中
で
も
部
分
的
で
も
比
較
に
耐
え
得
る
作
例
を
抽
出
し

た（
表
�
）。
こ
の
結
果
を
み
て
み
る
と
全
体
的
に
特
定
の
時
代
、
特
定
の
様

式
を
玉
虫
厨
子
が
影
響
を
受
け
、
作
画
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が
窺
え
る
。
強
い
て
云
う
な
ら
ば
、
漢
代
的
要
素
の
影
響
が
強
い
と
云
え

よ
う
。
こ
れ
は
玉
虫
厨
子
の
山
岳
表
現
が
漢
代
の
象
嵌
技
法
を
源
流
と
し

た
、
堀
塗
り
技
法
を
そ
の
構
成
の
主
た
る
と
こ
ろ
に
置
い
て
い
る
こ
と
か

（
�
）

ら
も
理
解
さ
れ
た
。
ま
た
そ
の
他
の
表
現
も
、
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
漢

代
以
降
の
作
例
と
の
類
似
点
も
み
ら
れ
、
玉
虫
厨
子
絵
自
体
が
復
古
的
な

表
現
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
も
特
徴
に
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

玉
虫
厨
子
と
古
代
中
国
の
作
例
を
比
較
し
て
い
く
中
で
、
そ
の
対
象
が

捨
身
飼
虎
図
と
類
似
す
る
作
例
の
多
さ
に
は
注
目
が
必
要
で
あ
る
。
表
３

か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
玉
虫
厨
子
絵
画
の
中
で
も
他
の
面
に
比
べ
て
捨

身
飼
虎
図
は
よ
り
多
く
の
要
素
を
孕
ん
で
い
る
。
し
か
し
五
面
以
上
あ
る

絵
画
の
中
で
も
、
何
故
に
こ
の
捨
身
飼
虎
図
の
み
が
多
く
の
要
素
を
含
ん

で
い
る
の
か
。

筆
者
は
以
前
別
稿
に
て
こ
の
玉
虫
厨
子
を
取
り
上
げ
、
各
面
の
観
察
と

表
２

玉
虫
厨
子
の
山
岳
表
現
的
特
徴

山
岳
視
点
岩
片
技
法
岩
片
の
塗
り
込
み

い
た
だ
き
巓
の
形
式

い
た
だ
き

山
岳
途
中
に
巓
形
式
山
岳
に
奥
行
き
Ｃ
字
形
湾
曲
岩
片
亀
裂
岩
片
分
裂
役
割
半
身
表
現

竹

霊
鷲
山
図

遠
景

堀
塗
り

単
色
・
複
数
（
融
）

茸
形

×

○

強

×

×

場

×

×

舎
利
供
養
図

近
景

堀
塗
り

単
色
・
複
数
（
融
）

無

×

○

無

×

×

場

×

○

施
身
聞
偈
図

近
景

堀
塗
り

単
色
・
複
数
（
融
）

茸
形

○
（
融
）

×

弱

×

×

舞
台

×

○

須
弥
山
図

遠
景

堀
塗
り

単
色
・
複
数
（
融
）

茸
形

○
（
融
）

○

弱

×

×

場

×

×

捨
身
飼
虎
図

近
景

堀
塗
り

単
色
・
複
数
（
融
）

茸
形

×

○

強

○
（
融
）
○
（
融
）
舞
台

○

○
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比
較
か
ら
こ
の
玉
虫
厨
子
絵
画
は
一
人
の
師
匠
格
の
工
人
が
手
本
を
描

き
、
そ
の
弟
子
に
あ
た
る
工
人
達
が
そ
れ
を
手
本
と
し
て
各
々
自
分
の
担

（
�
）

当
し
た
面
を
制
作
し
た
と
云
う
論
を
述
べ
た
。
そ
の
中
で
自
身
は
師
匠
格

の
工
人
が
手
掛
け
た
面
の
中
に
捨
身
飼
虎
図
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
て

表
３

山
岳
表
現
特
徴
比
較
表

作
品
名

形
成
要
素
山
岳
形
状
要
素
の
分
類

山
岳
形
成

動
植
物
の
有
無

山
岳
状
況

山
岳
視
点

役
割

備
考

玉
虫
厨
子
・
比
較
可
能
面

漢
代

朱
地
彩
絵
漆
棺
（
左
側
面
）

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

○

融
和

遠

場

朱
地
彩
絵
漆
棺
（
足
部
妻
板
）

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

○

融
和

遠

場

雲
気

直

部
分

隆
起

○

融
和

遠

場

金
銀
玉
象
嵌
筒
形
金
具

雲
気

曲

し
な
い

線
状

○（
半
身
あ
り
）

融
和

近

場

捨
身
飼
虎
図

銀
釦
貼
金
銀
薄
漆
盒

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

○（
茸
形
の
木
）

融
和

遠

場

貼
金
銀
薄
銀
釦
彩
絵
七
子
奩

雲
気

曲
（
Ｃ
）

す
る

隆
起

○（
茸
形
の
木
）

融
和

遠

場

堀
塗
り
的
象
嵌

全
面

竹
彫
�
件

山
岳

曲

×

隆
起

○（
半
身
あ
り
）

独
立

近

場

茸
形
の
木

捨
身
飼
虎
図

木
彫
�
件

山
岳

曲
（
Ｃ
）

×

隆
起

○（
半
身
あ
り
）

独
立

近

場

山
に
龍
巻
き
付
く

Ｃ
：
霊
鷲
山
図
・
捨
身
飼

虎
図
／
半
：
捨
身
飼
虎
図

／
龍
：
須
弥
山
図

五
胡
十
六
国
薩
埵
太
子
本
生
図
（
キ
ジ
ル
３８
）

花
弁

曲

×

鱗
状

○

独
立

近

舞
台

本
生
譚
・
異
時
同
図
法
捨
身
飼
虎
図

三
国
時
代

彩
絵
宴
楽
図
案
盤

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

×

融
和

遠

場

部
分
的
に
分
裂
？

捨
身
飼
虎
図

彩
絵
出
巡
図
奩

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

×

融
和

遠

場

部
分
的
に
分
裂
？

捨
身
飼
虎
図

南
北
朝
時
代

（
北
魏
）

彩
絵
人
物
故
事
図
漆
屏
風

山
岳

曲
＆
直

×

隆
起
＆
突
出

○

融
和

近

舞
台

柱
礎

山
岳

曲

×

隆
起（
三
山
式
）

○

独
立

近

場

山
に
龍
巻
き
付
く

須
弥
山
図

薩
埵
太
子
本
生
図
（
敦
煌
２５４
）

雲
気

曲

し
な
い

隆
起

○

独
立

近

舞
台

本
生
譚
・
異
時
同
図
法
捨
身
飼
虎
図

龕
楣
（
麦
積
山
１３３
）

山
岳

曲

×

隆
起（
三
山
式
）

○

独
立

近

場
・
舞
台

背
景
も
か
？

石
棺
線
刻
（
北
魏
元
謐
）

山
岳

曲
（
Ｃ
）

×

隆
起（
三
山
式
）

○

独
立

近
・
遠

場
・
背
景

（
梁
）

二
菩
薩
立
像
背
面

山
岳

曲

×

隆
起

○

融
和

近

場

須
弥
山
図
浮
彫

山
岳

曲
・
直

×

隆
起

○

融
和

遠

舞
台

山
に
龍
巻
き
付
く

須
弥
山
図

（
西
魏
）

薩
埵
太
子
本
生
図
（
麦
積
山
１２７
）

山
岳

曲
・
直

×

隆
起

○

部
分
分
離
？

近

舞
台

本
生
譚

捨
身
飼
虎
図

（
北
周
）

図
屏
線
刻
右
側
第
一
・
二
幅

山
岳

曲
・
直

×

隆
起

○

独
立

近
・
遠

場
・
背
景

薩
埵
太
子
本
生
図
（
敦
煌
４２８
）

山
岳

曲

×

隆
起

○

独
立

近

舞
台
・
区
画
本
生
譚
・
異
時
同
図
法
捨
身
飼
虎
図
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い
る
。
つ
ま
り
捨
身
飼
虎
図
が
描
か
れ
た
面
は
、
技
量
・
表
現
力
ど
ち
ら

を
取
っ
て
も
玉
虫
厨
子
絵
の
中
で
は
群
を
抜
い
た
腕
の
持
ち
主
に
よ
っ
て

施
工
さ
れ
た
面
で
あ
り
、
他
の
面
よ
り
も
繊
細
で
あ
り
、
そ
こ
に
様
々
な

要
素
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
工
人
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
捨
身
飼
虎
図
は
前
述
の
通
り
表

現
・
技
術
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
絵
画
の
図
様
に
盛
り
込
ま
れ
た
発

想
力
や
描
写
力
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。

改
め
て
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
先
例
を
示
す
と
、
ま
ず
植
物
の
表
現
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
衣
を
脱
い
で
そ
れ
を
木
に
掛
け
る
山
頂
の
第
一
場

面
と
、
捨
身
を
し
虎
に
そ
の
身
を
施
す
地
面
の
第
三
場
面
に
竹
が
描
か
れ

て
い
る
の
だ
が
山
頂
で
一
箇
所
、
地
面
で
二
箇
所
に
竹
の
枝
が
折
れ
て
い

る
表
現
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
た
だ
鬱
蒼
と
生
え
る
無
造
作
な
葉
の
表

現
の
一
つ
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

（
�
）

ま
ず
第
一
場
面
で
の
折
れ
た
竹
枝
だ
が
、
こ
の
捨
身
飼
虎
図
の
典
拠
で

（
�
）

あ
る
『
金
光
明
経
』「
捨
身
品
」
の
中
に
「
卽
以
乾
竹
刺
頸
出
血
」
と
云

う
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
太
子
が
投
身
す
る
前
の
情
景
描
写
で
あ
り
、
前

文
で
も
取
り
上
げ
た
同
じ
曇
無
讖
訳
の
『
金
光
明
経
』
を
典
拠
と
す
る
敦

煌
莫
高
窟
第
二
五
四
窟
・
南
壁
中
央
山
頂
の
投
身
前
の
太
子
の
姿
と
し
て

（
�
）

重
要
視
さ
れ
、
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
玉
虫
厨
子
・
捨
身
飼
虎
図
の
山

頂
部
で
竹
の
横
に
描
か
れ
る
の
は
投
身
前
の
太
子
で
あ
る
。『
金
光
明
経
』

の
中
に
あ
る
太
子
が
竹
を
己
の
首
に
竹
と
突
き
立
て
る
場
面
は
投
身
の
直

前
で
あ
り
時
間
軸
で
考
え
て
も
非
常
に
近
く
、
こ
の
一
箇
所
だ
け
折
れ
た

竹
枝
が
山
頂
の
衣
を
木
に
掛
け
る
太
子
と
投
身
の
最
中
に
あ
る
太
子
と
の

時
間
を
つ
な
ぐ
、
描
か
れ
な
か
っ
た
場
面
を
託
さ
れ
た
小
さ
な
印
と
考
え

て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

第
三
場
面
で
は
二
箇
所
折
れ
た
竹
の
枝
が
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
部

分
も
同
様
の
読
み
方
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
二
箇
所
は
山
頂
の
竹
の
よ

う
に
物
語
の
内
容
を
示
し
た
の
で
は
な
く
、
時
間
的
経
過
を
表
し
た
も
の

と
考
え
る
。
絶
命
し
た
太
子
か
ら
こ
の
二
箇
所
の
折
れ
た
竹
を
通
っ
て
下

か
ら
上
へ
と
視
線
を
上
げ
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
投
身
の
最
中
に
あ
る
太

子
の
姿
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
箇
所
の
竹
の
枝
を
折
る
こ
と
に
よ
っ
て

「
太
子
は
地
面
に
落
下
す
る
直
前
、
こ
の
竹
林
の
葉
を
薙
ぎ
払
い
落
ち
て

い
っ
た
」
と
云
う
物
語
に
は
詳
し
く
描
写
さ
れ
な
い
場
面
の
存
在
を
暗
示

さ
せ
て
お
り
、
こ
こ
に
も
ま
た
投
身
の
太
子
と
絶
命
し
た
太
子
と
を
つ
な

ぐ
、
描
か
れ
な
か
っ
た
時
間
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

ま
た
本
論
で
扱
っ
た
各
時
代
の
作
例
中
で
も
特
に
重
要
で
あ
る
と
考
え

る
の
が
、
万
仏
寺
・
須
弥
山
図
浮
彫
と
麦
積
山
石
窟
第
一
二
七
窟
の
薩
埵

太
子
本
生
図
で
あ
る
。
ま
ず
須
弥
山
図
浮
彫
と
玉
虫
厨
子
・
須
弥
山
図
の

比
較
か
ら
み
て
み
よ
う
。

前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
二
作
例
は
、
形
式
や
構
成
な
ど
そ
の
類
似
性
は

他
作
例
に
比
べ
て
高
い
。
中
で
も
注
目
し
た
い
の
が
龍
の
巻
き
付
く
麓
の

部
分
で
あ
る
。
龍
が
巻
き
付
く
部
分
は
ま
る
で
山
岳
そ
の
も
の
を
締
め
上

山
岳
表
現
考
│
│
古
代
中
国
か
ら
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
へ
│
│
（
長
谷
川
智
治
）

九
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げ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
龍
の
体
の
透
き
間
か
ら
み
え

る
山
岳
の
表
現
は
直
線
的
で
あ
り
、
湾
曲
す
る
線
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か

し
上
方
へ
と
向
か
い
、
龍
か
ら
の
干
渉
を
脱
す
る
と
須
弥
山
は
一
気
に
緩

や
か
な
曲
線
を
重
ね
る
穏
や
か
な
表
現
へ
と
打
っ
て
変
わ
る
。
こ
の
須
弥

山
図
浮
彫
の
表
現
が
前
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
玉
虫
厨
子
・
須
弥
山
図

に
も
み
ら
れ
る
。

須
弥
山
図
の
も
の
は
岩
片
の
集
合
体
で
あ
る
の
だ
が
、
二
匹
の
龍
が
巻

き
付
く
部
分
の
隙
間
か
ら
み
え
る
須
弥
山
の
岩
片
は
龍
よ
り
上
方
の
も
の

と
比
べ
て
直
線
的
で
鋭
利
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
須
弥
山
図
浮
彫
と

同
様
、
龍
よ
り
上
方
に
な
る
と
途
端
に
山
岳
は
緩
や
か
に
な
る
。
こ
れ
は

堀
塗
り
の
岩
片
一
つ
を
と
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
。

続
い
て
麦
積
山
石
窟
第
一
二
七
窟
と
玉
虫
厨
子
の
捨
身
飼
虎
図
で
あ

る
。
同
じ
題
材
ゆ
え
に
類
似
し
て
い
て
も
何
ら
お
か
し
く
は
な
い
の
だ

が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
山
岳
の
表
現
で
あ
る
。
麦
積
山
の
も
の
は

中
央
に
虎
の
親
子
を
描
い
て
太
子
が
身
を
施
し
た
場
面
を
示
し
、
そ
の
周

り
に
樹
木
を
配
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
背
面
に
隆
起
す
る
曲
線
的
な
山

岳
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
周
り
に
は
直
線
的
な
ブ
ロ
ッ
ク
状
の

も
の
が
砕
け
崩
壊
す
る
か
の
よ
う
に
表
さ
れ
、
曲
線
的
な
山
岳
を
囲
む
よ

う
に
配
さ
れ
て
い
る
。
直
線
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
ブ
ロ
ッ
ク
状
の
表
現

か
ら
は
玉
虫
厨
子
絵
中
の
岩
片
と
似
た
印
象
を
受
け
る
。

こ
の
表
現
が
何
か
と
云
う
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
玉
虫
厨
子
の
捨
身
飼

虎
図
を
再
度
振
り
返
り
た
い
。
こ
の
図
は
上
方
よ
り
下
方
へ
と
下
る
よ
う

に
三
つ
の
場
面
が
異
時
同
図
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
再
三
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
場
面
別
に
山
岳
の
表
情
を
み
て
み
る
と
、
山
頂

の
表
現
は
緩
や
か
で
穏
や
か
で
あ
る
。
し
か
し
太
子
が
投
身
す
る
場
面
に

移
る
と
怪
獣
が
大
き
く
口
を
開
く
よ
う
な
Ｃ
字
形
の
湾
曲
が
岩
片
の
集
合

体
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
虎
を
救
う
と
云
う
目
的
を
そ
の
身
を

挺
し
て
成
し
遂
げ
た
第
三
場
面
の
太
子
の
頭
部
側
に
あ
る
山
岳
は
、
前
場

面
の
よ
う
な
集
合
体
と
し
て
湾
曲
を
示
す
の
で
は
な
く
、
岩
片
一
つ
一
つ

が
意
思
を
持
っ
た
か
の
よ
う
に
縦
横
無
尽
に
湾
曲
を
し
、
そ
れ
ま
で
の
よ

う
な
岩
片
同
士
の
協
調
性
は
一
切
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
躍
動
す

る
岩
片
の
中
に
は
堀
塗
り
の
塗
り
込
み
に
亀
裂
が
入
る
岩
片
や
、
二
つ
の

岩
片
が
輪
郭
線
の
一
部
で
繋
が
っ
て
い
る
も
の
な
ど
他
の
面
で
も
み
ら
れ

な
い
表
現
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
二
つ
の
山
岳
表
現
に
共
通
し
て
い
る
描
写
は
山�

が�

動�

い�

て�

い�

る�

と

云
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
山
岳
が
動
く
描
写
は
『
金
光
明
経
』

（
�
）

「
捨
身
品
」
の
中
に
も
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
是
時
大
地
六
種
震
動
」

と
あ
る
箇
所
で
あ
る
。
麦
積
山
石
窟
の
も
の
で
云
え
ば
虎
に
食
べ
ら
れ
る

太
子
の
場
面
背
景
と
し
て
描
か
れ
る
。
曲
線
的
な
山
岳
か
ら
直
線
的
な
山

岳
が
突
き
抜
け
、
そ
の
周
り
に
は
直
線
的
な
山
岳
を
配
す
る
と
云
う
大
地

が
激
震
す
る
と
云
う
よ
う
な
描
写
は
、
物
語
中
の
太
子
が
虎
に
身
を
与
え

る
中
で
お
こ
る
「
大
地
六
種
震
動
」
の
情
景
・
時
間
的
推
移
と
も
に
一
致
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す
る
。

玉
虫
厨
子
の
も
の
も
同
様
で
、
こ
ち
ら
の
描
写
は
異
時
同
図
法
の
物
語

進
行
に
沿
っ
た
形
で
山
岳
が
変
化
し
て
い
る
。
ま
だ
行
動
を
起
こ
す
前
の

太
子
が
踏
む
山
頂
は
穏
や
か
な
曲
線
で
あ
る
が
、
投
身
し
た
途
端
に
山
岳

が
一
斉
に
蠢
き
の
様
相
を
み
せ
始
め
、
山
岳
そ
の
も
の
が
大
き
く
湾
曲
す

る
Ｃ
字
の
形
を
と
る
。
そ
し
て
絶
命
し
た
太
子
の
横
た
わ
る
第
三
場
面
の

山
岳
は
そ
れ
を
構
成
す
る
岩
片
の
一
つ
一
つ
が
、
の
た
う
ち
回
る
よ
う
な

画
面
中
最
も
激
し
い
動
き
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
双
方
と
も
に
直
線
的
な
山
岳
表
現
や
、
物
語
中
の
「
大
地

六
種
震
動
」
の
場
面
描
写
を
山
岳
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
点
を

も
つ
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

以
上
の
二
点
を
特
に
重
要
な
作
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、
結
果
的
に

こ
の
二
つ
の
古
代
中
国
作
例
が
梁
と
西
魏
と
い
う
隣
り
合
う
時
代
の
作
で

あ
り
、
類
似
表
現
を
も
つ
作
例
が
乏
し
い
玉
虫
厨
子
山
岳
表
現
の
一
部

と
、
色
濃
い
共
通
点
が
こ
の
ま
と
ま
っ
た
時
期
に
み
ら
れ
た
と
云
う
点
は

注
目
に
値
す
る
。

終
章以

上
、
古
代
中
国
の
作
例
と
法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
の
山
岳
表
現
の
比
較

を
行
っ
て
き
た
。

今
回
取
り
扱
っ
た
作
例
は
、
数
多
あ
る
山
岳
表
現
の
極
々
一
部
に
過
ぎ

な
い
。
し
か
し
、
本
論
の
比
較
に
よ
っ
て
玉
虫
厨
子
に
み
ら
れ
る
山
岳
の

特
徴
と
、
そ
の
類
似
表
現
が
古
代
中
国
の
中
で
ど
の
よ
う
な
時
代
に
散
ら

ば
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
如
何
様
な
も
の
か
と
云
う
部
分
に
光
を
当
て
る
こ

と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

古
代
中
国
と
の
表
現
比
較
で
は
、
玉
虫
厨
子
の
山
岳
表
現
的
特
徴
が
あ

る
特
定
の
時
代
様
式
を
意
識
し
て
最
先
端
の
表
現
を
取
り
入
れ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
は
な
く
、
漢
代
象
嵌
技
法
の
表
現
模
倣
で
あ
る
堀
塗
り
を
始

め
、
細
か
な
部
分
の
表
現
を
み
て
も
全
体
的
に
復
古
的
表
現
を
積
極
的
に

鏤
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
た
。
そ
し
て
梁
代
、
西
魏
と
い
う
隣

り
合
う
時
代
か
ら
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
重
要
と
考
え
ら
れ
る
類
似
表

現
を
も
つ
作
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
玉
虫
厨
子
制
作
の
時
期
に
つ
い

て
の
一
可
能
性
の
種
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
そ
の
比
較
の
中
で
玉
虫
厨
子
・
捨
身
飼
虎
図
の
中
に
各
場
面
を
つ

な
ぐ
要
素
と
し
て
〈
折
れ
た
竹
の
枝
〉
と
云
う
表
現
が
用
い
ら
れ
、
竹
林

の
中
に
内
包
さ
れ
て
い
た
。
典
拠
で
あ
る
『
金
光
明
経
』「
捨
身
品
」
中

の
「
卽
以
乾
竹
刺
頸
出
血
」
の
場
面
が
、
山
頂
に
生
え
る
た
だ
一
本
だ
け

折
れ
る
竹
の
枝
に
込
め
ら
れ
て
お
り
、
第
一
場
面
と
第
二
場
面
の
間
に
起

こ
っ
た
、
描
か
れ
て
い
な
い
時
間
が
そ
こ
に
は
隠
さ
れ
て
い
た
。

そ
し
て
一
つ
の
地
塊
で
あ
る
山
岳
の
中
に
物
語
の
進
行
に
よ
っ
て
刻
一

刻
と
変
化
す
る
山
岳
の
表
情
を
捉
え
、
最
終
場
面
の
蠢
く
個
々
の
岩
片
は

山
岳
表
現
考
│
│
古
代
中
国
か
ら
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
へ
│
│
（
長
谷
川
智
治
）

九
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同
経
典
内
に
書
か
れ
た
「
…
大
地
六
種
震
動
…
」
と
云
う
物
語
の
劇
的
な

最
終
場
面
の
背
景
に
着
目
を
し
、
そ
の
情
景
を
段
階
的
に
時
間
の
経
過
も

踏
ま
え
て
描
写
し
て
い
る
可
能
性
も
新
た
に
示
唆
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
こ
で
想
像
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

時
間
経
過
の
描
写
が
成
さ
れ
る
中
で
井
上
正
氏
が
云
わ
れ
よ
う
な
「
…
い

ま
生
成
り
の
状
況
に
あ
る
…
」「
…
半
ば
は
ま
だ
「
気
」
の
状
態
に
あ
る

（
�
）

生
成
過
程
の
山
岳
…
」
と
云
う
描
写
を
、
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
山
岳
を

描
く
中
で
堀
塗
り
の
塗
り
込
み
が
単
色
と
複
数
色
の
二
種
類
の
岩
片
を
織

り
交
ぜ
て
使
用
し
て
い
る
部
分
や
、
岩
片
の
分
離
や
分
裂
、
そ
し
て
亀
裂

を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
な
ど
か
ら
、
そ
の
内
容
が
読
み
取
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
考
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
一
貫
し
て
作
品
と
の
対
話
に
努
め
て
き
た
わ
け
だ
が
、
そ
の

特
異
な
表
現
や
未
だ
不
透
明
な
制
作
地
・
制
作
年
代
の
問
題
、
工
人
問
題

み
ち
こ
の
た
く
み

な
ど
も
考
え
る
中
で
、『
日
本
書
紀
』
の
中
に
記
述
さ
れ
る
路
子
工
の
渡

（
�
）

（
�
）

（
�
）

来
や
須
弥
山
の
造
山
。
そ
し
て
蘇
我
馬
子
の
最
後
の
通
り
名
が
嶋
大
臣
で

（
�
）

あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
四
天
王
寺
に
造
ら
れ
た
霊
鷲
山
の
形
式
に
つ
い
て
な

ど
、
玉
虫
厨
子
と
の
関
連
性
が
窺
え
る
記
述
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
、『
日

本
書
紀
』
に
限
ら
ず
文
献
資
料
な
ど
に
も
同
様
の
観
察
の
眼
を
向
け
る
必

要
も
あ
る
だ
ろ
う
。

本
論
で
扱
っ
た
作
例
は
、
山
岳
表
現
を
も
つ
作
品
の
氷
山
の
一
角
を
覗

い
た
に
過
ぎ
な
い
。
未
だ
多
く
の
課
題
は
残
る
が
今
後
も
作
品
と
向
き
合

い
寄
り
添
っ
た
観
察
を
中
心
に
行
い
、
様
々
な
地
域
・
時
代
・
作
例
を
取

り
上
げ
て
い
く
こ
と
で
先
学
が
重
ね
て
き
た
研
究
成
果
の
上
に
立
ち
、
更

に
多
角
的
視
点
且
つ
広
角
的
視
野
を
も
っ
て
法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
と
対
峙

を
す
る
。
そ
れ
に
よ
り
こ
れ
ま
で
陰
と
な
り
知
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

新
た
な
一
面
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
自
負
し
、本
論
を
終
え
る
。

図
註図

１

霊
鷲
山
図

図
２

舎
利
供
養
図

図
３

施
身
聞
偈
図

図
４

須
弥
山
図

図
５

捨
身
飼
虎
図

図
６

折
れ
た
竹
部
分
（
捨
身
飼
虎
図
）

図
７

朱
地
彩
絵
漆
棺
・
左
側
面
部

ト
レ
ー
ス
（
長
二
三
〇.

〇
㎝
、
高

六
五.

〇
㎝
）

図
８

朱
地
彩
絵
漆
棺
・
足
部
妻
板
部

ト
レ
ー
ス
（
幅
六
九.

〇
㎝
、
高

六
五.

〇
㎝
）

図
９

金
銀
玉
象
嵌
筒
形
金
具

展
開
図
（
長
二
六.

五
㎝
、
径
三.

六
㎝

・
河
南
省
博
物
館
藏
）

図
１０

貼
金
銀
薄
銀
釦
彩
絵
七
子
奩
（
直
径
二
二.

五
㎝
、
高
一
四.

五

㎝
）

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
十
九
号

九
八



図
１１

竹
・
木
彫
�
件
（
竹
彫
�
件
と
木
彫
�
件

ト
レ
ー
ス
）（
竹
…
長

一
六.

二
㎝
、
高
七.

四
㎝
、
厚
さ
一.

一
㎝
・
木
…
長
二
〇.

六

㎝
、
高
一
〇.

三
㎝
、
厚
さ
一.

二
㎝
）

図
１２

摩
訶
薩
埵
本
生
図
〔
丁
明
夷
・
馬
世
長
両
氏
は
こ
の
図
の
典
拠
に

『
賢
愚
経

巻
一
』
の
採
用
を
示
唆
し
て
い
る
。（『
中
国
石
窟

キ
ジ

ル
石
窟

第
一
巻
』
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
文
物
管
理
委
員
会
・
拝
城

県
キ
ジ
ル
千
仏
洞
文
物
保
管
所
編

平
凡
社

一
九
八
三
年
一
二
月
）〕

図
１３

彩
絵
宴
楽
図
案
盤
（
口
径
二
六.

一
㎝
、
底
径
二
四.

六
㎝
、
高
さ

三.

六
㎝
）

図
１４

彩
絵
人
物
故
事
図
漆
屏
風
・「
如
履
薄
冰
」
部
分
（
各
枚

縦
約
八

〇.

〇
㎝
、
横
約
二
〇.

〇
㎝
）

図
１５

薩
埵
太
子
本
生
図

図
１６

龕
楣
部
分
（
第
一
三
三
号
窟

第
一
一
龕
）

図
１７

柱
礎
・
部
分
（
高
一
六.

五
㎝
、
辺
長
三
二.

〇
㎝
）

図
１８

石
棺
線
刻
・
丁
蘭
部
分
（
ト
レ
ー
ス
）〔
一
九
三
〇
年
に
洛
陽
の
城

西
か
ら
出
土
し
た
北
魏
正
光
五
年
（
五
二
四
年
）
趙
郡
貞
景
王
の
元
謐

石
棺
〕（
鄭
岩
「
北
周
康
業
墓
石
榻
画
像
札
記
」『
文
物

第
六
三
〇

期
』
文
物
出
版
社

二
〇
〇
八
年
一
一
月
）

図
１９

二
菩
薩
立
像
・
背
面

山
岳
部
分
（
高
一
二
一.

〇
㎝
）

図
２０

須
弥
山
図
浮
彫
・
正
面
ト
レ
ー
ス
（
高
六
〇.

〇
㎝
、
幅
五
六.

〇

㎝
）

図
２１

薩
埵
太
子
本
生
図
（
捨
身
飼
虎
）

図
２２

図
屏
線
刻
右
側
第
一
・
二
幅
（
ト
レ
ー
ス
）

図
２３

薩
埵
太
子
本
生
図
（
捨
身
飼
虎
）

図
２４

霊
鷲
山
図
部
分
（
ト
レ
ー
ス
）

図
２５

霊
鷲
山
図
部
分
（
底
辺
部
分
）

図
２６

霊
鷲
山
図
部
分
（
立
つ
岩
片
部
分
）

図
２７

施
身
聞
偈
図
部
分
（
中
腹
の
な
だ
ら
か
な
山
）

図
２８

捨
身
飼
虎
図
部
分
（
浮
遊
す
る
岩
片
・
ト
レ
ー
ス
）

図
２９

捨
身
飼
虎
図
部
分
（
分
離
す
る
よ
う
な
岩
片
・
ト
レ
ー
ス
）

図
３０

捨
身
飼
虎
図
部
分
（
亀
裂
を
も
つ
岩
片
・
ト
レ
ー
ス
）

註（
１
）
〈
玉
虫
厨
子
山
岳
表
現
に
関
す
る
先
行
研
究
〉

こ
れ
ま
で
も
実
に
多
く
の
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
玉
虫
厨
子
の
山
岳

表
現
に
つ
い
て
は
、
特
筆
す
べ
き
特
徴
か
ら
多
く
の
研
究
者
が
ふ
れ
て
き

た
。
し
か
し
そ
の
内
容
は
「
…
山
岳
図
は
線
を
も
ち
厚
味
を
有
す
る
一
種

の
平
面
の
断
層
状
堆
積
で
あ
り
…
（
沢
村
）」
や
「
…
恰
も
木
材
を
つ
み

重
ね
た
様
な
…
（
源
）」
な
ど
形
式
的
な
観
察
に
準
ず
る
も
の
が
多
か
っ

た
。
ま
た
そ
の
系
譜
に
つ
い
て
は
「
…
形
式
は
支
那
六
朝
の
遺
品
に
通
づ

る
と
こ
が
あ
り
…
（
春
山
）」
と
述
べ
ら
れ
る
も
、
そ
の
詳
細
た
る
論
拠

が
あ
ま
り
成
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
山
岳
表
現
の
源
流
と
し
て
小
杉

氏
は
山
岳
の
堀
塗
り
部
分
に
着
目
を
し
、
楽
浪
彩
篋
塚
出
土
の
漆
匣
に
描

か
れ
た
龍
と
の
比
較
の
中
で
「
…
そ
の
効
果
及
び
印
象
は
全
く
金
銀
等
の

象
嵌
と
同
一
で
あ
つ
て
、
か
か
る
漆
畫
の
技
法
が
銅
器
の
象
嵌
文
様
か
ら

發
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
の
な
い
所
…
（
小
杉
）」
と
し
、
こ

の
表
現
が
蟠
螭
文
や
古
代
銅
器
の
象
嵌
文
か
ら
出
た
漆
絵
の
特
殊
な
描
法

で
あ
る
と
説
い
た
。
そ
の
後
、
小
杉
氏
は
『
中
国
文
様
史
の
研
究
』
に
お

い
て
更
に
詳
細
な
分
析
を
行
い
、
前
漢
の
金
銀
象
嵌
銅
管
や
彩
篋
塚
漆
匣

を
引
き
合
い
に
、
Ｃ
字
形
の
集
積
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
た
山
岳
表
現
は
蟠

螭
系
山
岳
文
様
に
由
来
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
論
説
が
発
表
さ
れ

て
以
降
、
上
原
和
氏
や
秋
山
光
和
氏
、
林
良
一
氏
ら
な
ど
に
指
示
を
受

け
、
現
在
ま
で
小
杉
説
に
対
し
て
批
判
的
な
意
見
は
出
て
い
な
い
。
こ
の

山
岳
表
現
の
源
流
が
漢
代
象
嵌
技
法
を
元
に
し
た
異
工
芸
間
に
よ
る
文
様

山
岳
表
現
考
│
│
古
代
中
国
か
ら
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
へ
│
│
（
長
谷
川
智
治
）

九
九



模
倣
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
自
身
も
賛
同
し
て
い
る
。

こ
の
堀
塗
り
の
岩
片
の
彩
色
に
関
し
て
は
秋
山
氏
が
「
…
色
の
組
み
合

わ
せ
に
も
対
比
が
考
慮
さ
れ
て
、
分
節
の
感
じ
を
強
調
す
る
意
図
が
明
ら

か
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

井
上
正
氏
は
そ
の
Ｃ
字
形
と
云
う
湾
曲
や
玉
虫
厨
子
全
体
を
覆
う
雲
気

表
現
と
、
古
代
中
国
思
想
で
『
淮
南
子
』
天
文
訓
な
ど
に
説
か
れ
る
気
に

注
目
し
「
…
Ｃ
字
形
を
単
位
と
す
る
雲
気
の
集
積
が
、
や
が
て
具
象
的
な

岩
壁
に
成
り
変
ろ
う
と
し
て
、
い
ま
生
成
り
の
状
況
で
あ
る
こ
と
を
示
そ

う
と
し
た
も
の
…
」
で
「
…
同
じ
よ
う
な
Ｃ
字
形
の
岩
片
を
も
っ
て
構
成

さ
れ
、
お
よ
そ
現
実
性
の
乏
し
い
星
辰
の
山
岳
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ

と
も
、
半
ば
は
ま
だ
「
気
」
の
状
態
に
あ
る
生
成
過
程
の
山
岳
を
描
く
こ

と
を
目
ざ
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
…
」
と
玉
虫
厨
子
絵
画
に
は
気
の
表
現
が

根
幹
に
あ
る
と
、
実
に
興
味
深
い
説
を
述
べ
て
い
る
。

ま
た
山
岳
全
体
の
形
式
に
関
し
て
米
澤
氏
は
「
…
中
国
古
代
の
山
岳
に

闕
型
の
峯
す
な
わ
ち
茸
形
の
も
の
と
、
硯
石
す
な
わ
ち
櫛
形
の
も
の
が
あ

り
、
い
ず
れ
も
神
仙
的
霊
山
の
標
識
…
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

山
の
文
様
化
と
云
う
こ
と
に
対
し
て
下
店
氏
は
「
…
お
そ
ら
く
周
代
ま

で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
…
（
下
店
）」
と
述
べ
て
い

る
が
そ
の
根
拠
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

・
沢
村
専
太
郎
「
推
古
朝
の
絵
画
」『
佛
教
芸
術
第
十
三
冊
』
佛
教
美
術

社

一
九
二
九
年
六
月

・
源
豊
宗
「
玉
蟲
厨
子
及
び
其
の
絵
画
に
就
い
て
」『
佛
教
芸
術
第
十
三

冊
』）
佛
教
美
術
社

一
九
二
九
年
六
月

・
春
山
武
松
「『
玉
蟲
厨
子
』
の
諸
問
題
」『
日
本
美
術
史

飛
鳥
時
代
』

飛
鳥
園

一
九
三
一
年
一
一
月

・
小
杉
一
雄
「
玉
蟲
厨
子
に
見
え
た
る
山
岳
描
法
の
源
流
」『
東
洋
學
報

第
二
二
巻
』
東
洋
協
会
学
術
調
査
部

一
九
三
四
年
一
二
月

・
小
杉
一
雄
『
中
国
文
様
史
の
研
究
│
殷
周
時
代
爬
虫
文
様
展
開
の
系
譜

│
』
新
樹
社

一
九
五
九
年
五
月

・
上
原
和
「
玉
虫
厨
子
制
作
年
代
考
（
七
）」『
成
城
文
藝
』
成
城
大
学
文

学
部
研
究
室

一
九
六
三
年
七
月

・
米
澤
嘉
圃
「
顧
愷
之
の
畫
雲
臺
山
記
」『
中
國
絵
画
史
研
究

山
水
畫

論
』
平
凡
社

一
九
六
二
年

・
秋
山
光
和
「
飛
鳥
・
白
鳳
の
絵
画
」『
世
界
美
術
全
集
２

日
本
（
２
）

飛
鳥
・
白
鳳
』
角
川
書
店

一
九
六
五
年
六
月

・
林
良
一
「
玉
蟲
厨
子
の
制
作
年
代
」『
國
華

九
三
九
号
』
國
華
社

一
九
七
一
年
九
月

・
秋
山
光
和
「
玉
虫
厨
子
・
橘
夫
人
厨
子
の
絵
画
」『
奈
良
の
寺
６

法

隆
寺

玉
虫
厨
子
と
橘
夫
人
厨
子
』
岩
波
書
店

一
九
七
五
年
三
月

・
下
店
静
市
「
玉
虫
厨
子
絵
の
研
究
」『
下
店
静
市
著
作
集

第
八
巻
』

講
談
社

一
九
八
五
年
九
月

・
井
上
正
「「
気
」
の
世
界
」『
７
│
９
世
紀
の
美
術
』
岩
波
書
店

一
九

九
一
年
一
二
月

（
２
）
玉
虫
厨
子
法
量
〔（

）
内
は
側
面
の
法
量
〕

・
扉
絵
…
横
一
三.

二
㎝
（
九
・
四
）、
縦
三
一.

〇
㎝

・
宮
殿
部
背
面
…
横
四
七.

七
㎝
（
三
五.

二
）、
縦
三
一.

〇
㎝

・
腰
板
…
横
四
九.

五
㎝
、（
三
五.

五
）
縦
六
五.

〇
㎝

秋
山
光
和
・
辻
本
米
三
郎
『
奈
良
の
寺
６

法
隆
寺
玉
虫
厨
子
と
橘
夫

人
厨
子
』
岩
波
書
店

一
九
七
五
年
三
月

（
３
）
法
隆
寺
昭
和
資
財
帳
編
纂
所
「
聖
徳
太
子
伝
私
記
」『
法
隆
寺
史
料
集

成
４
』
ワ
コ
ー
美
術
出
版
株
式
会
社

一
九
八
五
年
十
月
（
五
二
頁
）

（
４
）
河
田
貞
「
玉
虫
厨
子
の
調
査
か
ら
」『
伊
珂
留
我

法
隆
寺
昭
和
資
財

帳
調
査
概
報
２
』
小
学
館

一
九
八
四
年
六
月

（
５
）
妙
法
蓮
華
経
如
来
寿
量
品
第
十
六

Ｔ
九
│
四
三
│
中

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
十
九
号

一
〇
〇



（
６
）
地
の
色
を
利
用
し
た
装
飾
法
。
ま
ず
輪
郭
線
を
引
い
た
の
ち
、
僅
か
な

透
き
間
を
空
け
て
中
の
空
間
を
塗
り
込
む
技
法
。
こ
の
技
法
の
源
流
が
漢

代
の
象
嵌
技
法
に
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
小
杉
氏
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い

る
。（
小
杉
一
雄
『
中
国
文
様
史
の
研
究
│
殷
周
時
代
爬
虫
文
様
の
展
開

の
系
譜
│
』
新
樹
社

一
九
五
九
年
五
月
）

（
７
）
安
藤
氏
は
こ
の
よ
う
な
唐
草
を
グ
プ
タ
式
唐
草
と
称
し
、「
…
こ
れ
を

エ
ネ
ル
ギ
ー
表
現
と
し
て
み
る
な
ら
ば
、
…
す
な
わ
ち
、
そ
の
基
本
を
な

す
蕨
手
形
は
途
切
れ
る
こ
と
な
く
生
ま
れ
続
け
る
新
し
い
茎
で
あ
り
、
舌

状
形
は
や
が
て
茎
と
な
る
生
命
の
萌
芽
の
観
念
的
形
象
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
し
て
す
べ
て
は
蓄
積
さ
れ
た
無
限
の
創
造
力
を
も
つ
不
断
の
増
殖

力
の
形
象
化
な
の
で
あ
る
。」
と
し
、
日
本
飛
鳥
時
代
で
み
ら
れ
る
グ
プ

タ
式
唐
草
を
も
つ
作
例
と
し
て
法
隆
寺
・〈
玉
虫
厨
子
〉〈
百
済
観
音
（
銅

造
透
彫
宝
冠
）〉〈
金
堂
・
銅
造
薬
師
如
来
坐
像
（
台
座
下
座
の
上
框
下
面

の
唐
草
）〉
を
挙
げ
て
い
る
。（
安
藤
佳
香
『
佛
教
荘
厳
の
研
究
│
グ
プ
タ

式
唐
草
の
東
伝
│
』
中
央
公
論
美
術
出
版
社

二
〇
〇
三
年
二
月
）

（
８
）
長
谷
川
智
治
「
法
隆
寺

玉
虫
厨
子
考
│
舎
利
供
養
図
を
中
心
に
│
」

『
佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
十
八
号
』
佛
教
大
学
総
合
研
究
所

二
〇
一
一
年
三
月

（
９
）
大
般
涅
槃
経
聖
行
品
第
七
之
一

Ｔ
一
二
│
四
三
二
〜
四
三
三

（
１０
）
大
唐
西
域
記
序

Ｔ
五
一
│
八
六
七
│
中

（
１１
）
金
光
明
経
捨
身
品
第
十
七

Ｔ
一
六
│
三
五
三
〜
三
五
六

（
１２
）
一
九
七
二
年
に
一
号
墓
が
、
翌
年
に
二
・
三
号
墓
が
発
掘
さ
れ
た
。
出

土
遺
物
か
ら
漢
代
初
期
の
長
沙
王
の
宰
相
で
あ
っ
た
軑
侯
の
墓
で
あ
る
こ

と
が
判
明
し
た
。
名
は
利
蒼
と
い
い
、
そ
の
妻
と
子
も
と
も
に
こ
の
馬
王

堆
墳
墓
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
。
本
論
で
取
り
上
げ
た
作
例
は
妻
の
墳
墓
で

あ
っ
た
一
号
墓
か
ら
の
出
土
品
で
あ
る
。（
湖
南
省
博
物
館
・
中
国
科
学

院
考
古
研
究
所
編
『
長
沙
馬
王
堆
一
号
漢
墓
』
平
凡
社

一
九
七
六
年
四

月
）

（
１３
）
曽
布
川
氏
は
左
側
面
部
に
つ
い
て
「
崑
崙
山
の
頂
き
を
め
ざ
す
左
右
二

匹
の
龍
が
、
途
中
の
難
所
で
あ
る
弱
水
と
崑
崙
山
の
巌
を
わ
た
す
乗
物
を

表
わ
し
、
間
に
配
し
た
諸
々
の
騶
虞
や
吉
量
は
弱
水
と
関
係
し
、
鶉
鳥
と

龍
は
崑
崙
山
の
巌
と
関
係
し
て
い
た
。
…
故
に
中
央
の
山
岳
が
崑
崙
山
で

あ
る
こ
と
は
確
実
に
立
証
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
」
と
し
、
足
部
妻
板
に
関

し
て
は
「
…
鹿
と
関
連
し
た
崑
崙
山
の
話
を
知
ら
な
い
の
で
、
い
ま
特
定

の
山
と
せ
ず
に
仙
山
と
し
て
お
く
」
と
述
べ
て
い
る
。（
曽
布
川
寛
『
崑

崙
山
へ
の
昇
仙
』
中
央
公
論
社

一
九
八
一
年
一
二
月
）

（
１４
）
竹
の
よ
う
な
形
状
を
し
て
お
り
、
中
は
空
洞
で
あ
る
。
元
々
は
木
心
が

中
を
通
り
、
車
の
傘
を
支
え
る
柄
の
部
分
に
使
わ
れ
て
い
た
。
装
飾
は
金

銀
象
嵌
に
よ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
透
き
間
に
黒
漆
を
う
め
、
平
ら
に
研
い

で
い
る
。（
史
�
青
「
我
国
古
代
的
金
錯
工
芸
」『
文
物

二
〇
五
号
』
文

物
出
版
社

一
九
七
三
年
六
月
）

（
１５
）
水
野
氏
は
こ
の
よ
う
な
構
図
世
界
は
、
非
現
実
的
世
界
を
象
徴
す
る
図

で
あ
る
と
し
て
い
る
。（
水
野
清
一
「
漢
代
の
仙
界
意
匠
に
つ
い
て
」『
考

古
学
雑
誌
』
二
七
の
八

聚
精
堂

一
九
三
七
年
八
月
）

（
１６
）
江
蘇
省
の
楊
廟
郷
昌
頡
村
漢
墓
か
ら
出
土
。
夾
紵
胎
（
乾
漆
）。
金
銀

を
薄
く
切
っ
た
も
の
を
貼
る
こ
と
で
文
様
を
施
し
、
山
水
・
流
雲
・
西
王

母
・
羽
人
な
ど
の
神
仙
世
界
に
関
わ
る
文
様
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。（
傳

舉
有
主
編
『
中
国
漆
器
全
集

第
３
巻

漢
』
福
建
美
術
出
版
社

一
九

九
八
年
八
月
）

（
１７
）
江
蘇
省
揚
州
市
の
甘
泉
郷
姚
荘
一
〇
一
号
漢
墓
か
ら
出
土
。
木
胎
。
金

銀
を
薄
く
加
工
し
た
も
の
に
彩
色
を
施
す
こ
と
で
、
雲
気
や
山
水
、
羽
人

や
車
馬
の
出
巡
な
ど
を
表
し
て
い
る
。（
註
１６
に
同
じ
）

（
１８
）
二
〇
〇
四
年
九
月
に
盗
掘
に
あ
い
発
見
さ
れ
た
前
漢
早
期
の
墳
墓
。
出

土
し
た
漆
器
や
竹
製
品
に
施
さ
れ
た
装
飾
や
技
法
は
円
熟
し
た
も
の
で
あ

山
岳
表
現
考
│
│
古
代
中
国
か
ら
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
へ
│
│
（
長
谷
川
智
治
）

一
〇
一



り
、
当
時
の
手
工
芸
の
水
準
の
高
さ
が
窺
え
る
。
ま
た
金
飾
り
な
ど
の
金

工
品
の
水
準
も
高
く
形
状
や
文
様
、
加
工
技
術
な
ど
は
南
越
王
墓
、
河
北

満
城
漢
墓
の
出
土
品
と
一
致
し
て
い
る
。（
揚
州
市
文
物
考
古
研
究
所

「
江
蘇
揚
州
西
漢
劉
�
智
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物

第
六
四
六
期
』
文
物
出

版
社

二
〇
一
〇
年
三
月
）

（
１９
）
正
龕
中
に
は
、
も
と
は
塑
像
の
仏
坐
像
が
安
置
さ
れ
て
い
た
。
キ
ジ
ル

石
窟
中
に
多
く
み
ら
れ
る
菱
形
の
山
岳
は
釈
迦
が
深
山
の
中
で
苦
行
の
末

解
脱
に
至
る
と
云
う
小
乗
仏
教
が
求
め
る
と
こ
ろ
と
表
現
的
に
符
合
し
て

い
る
。（『
中
国
石
窟

キ
ジ
ル
石
窟

第
一
巻
』
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

文
物
管
理
委
員
会
・
拝
城
県
キ
ジ
ル
千
仏
洞
文
物
保
管
所
編

平
凡
社

一
九
八
三
年
一
二
月
）

（
２０
）
宮
治
昭
氏
は
キ
ジ
ル
石
窟
内
第
二
様
式
の
山
岳
表
現
を
、
花
弁
形
・
舌

形
・
連
弧
形
と
分
類
し
、
こ
の
第
三
八
窟
に
描
か
れ
た
山
岳
は
花
弁
形
と

し
て
い
る
。（「
キ
ジ
ル
第
一
様
式
の
ヴ
ォ
ー
ル
ト
天
井
窟
壁
画
（
下
）
│

禅
定
僧
・
山
岳
構
図
・
弥
勒
の
図
像
構
成
│
」『
佛
教
芸
術

一
八
三
号
』

毎
日
新
聞
社

一
九
八
九
年
三
月
）
ま
た
こ
の
宮
治
氏
と
は
や
や
異
な
る

見
解
と
し
て
馬
世
長
氏
も
分
類
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。（「
キ
ジ
ル
石
窟

中
心
柱
窟
の
主
室
窟
頂
と
後
室
の
壁
画
」『
中
国
石
窟

キ
ジ
ル
石
窟

第
二
巻
』
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
文
物
管
理
委
員
会
・
拝
城
県
キ
ジ
ル
千

仏
洞
文
物
保
管
所
編

平
凡
社

一
九
八
四
年
七
月
）

（
２１
）
一
九
九
七
年
九
月
に
南
昌
駅
駅
前
の
広
場
北
側
に
発
見
さ
れ
た
。
副
葬

品
は
漆
器
や
木
器
・
青
瓷
器
・
銅
器
・
鉄
器
な
ど
多
種
に
わ
た
る
。（
江

西
省
文
物
考
古
研
究
所
・
南
昌
市
博
物
館
「
南
昌
火
車
駅
東
晋
墓
葬
群
発

掘
簡
報
」『
文
物
』
文
物
出
版
社

二
〇
〇
一
年
二
月
）

（
２２
）
墓
主
は
太
和
八
年
（
四
八
四
年
）
十
一
月
十
六
日
に
没
し
た
と
さ
れ
る

北
魏
の
重
臣
、
司
馬
金
竜
夫
妻
で
あ
る
。
墓
主
は
没
し
た
際
、
様
々
な
諡

を
贈
ら
れ
て
お
り
、
北
魏
に
仕
え
る
人
間
と
し
て
は
最
高
位
に
進
ん
だ
人

物
で
あ
る
。
す
べ
て
の
墓
室
に
使
わ
れ
た
煉
瓦
は
約
五
万
個
に
も
上
り
細

い
縄
で
付
け
ら
れ
た
文
飾
が
あ
る
他
、「
瑯
�
王
司
馬
金
竜
墓
寿
磚
」
と

云
う
十
文
字
が
み
ら
れ
る
。（
山
西
省
大
同
市
博
物
館
・
山
西
省
文
物
工

作
委
員
会
「
山
西
大
同
石
家
寨
北
魏
司
馬
金
竜
墓
」
文
物
出
版
社

一
九

七
二
年
三
月
）

（
２３
）
情
景
と
し
て
は
物
語
の
展
開
に
合
わ
せ
て
配
置
し
て
い
な
い
。
物
語
の

重
要
な
場
面
を
大
き
く
描
く
こ
と
は
敦
煌
石
窟
独
自
の
特
徴
で
あ
る
。
子

虎
が
七
匹
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
玉
虫
厨
子
の
捨
身
飼
虎
図
と
同

様
、
北
凉
曇
無
讖
訳
の
『
金
光
明
経
』
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。（『
中
国
石
窟

敦
煌
莫
高
窟

第
一
巻
』
敦
煌
文
物
研
究
所
編

平

凡
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
）

（
２４
）
窟
前
前
部
左
壁
の
最
初
の
龕
。
そ
の
龕
楣
は
影
塑
の
仏
伝
説
話
を
装
飾

す
る
特
異
な
作
例
で
あ
る
。
中
央
が
一
仏
二
菩
薩
の
説
法
像
で
、
両
側
に

は
山
並
み
が
起
伏
し
そ
の
間
に
人
物
を
配
し
た
説
話
の
情
景
な
ど
が
表
さ

れ
る
。（『
中
国
石
窟

麦
積
山
石
窟
』
天
水
麦
積
山
石
窟
芸
術
研
究
所
編

平
凡
社

一
九
八
七
年
五
月
）

（
２５
）
片
山
寛
明
氏
の
観
察
に
よ
る
と
七
頭
の
龍
が
須
弥
山
を
支
え
て
い
る
と

し
て
い
る
。（『
中
国
☆
美
の
十
字
路
展
』
曽
布
川
寛
・
出
川
哲
郎
監
修

二
〇
〇
五
年
）

（
２６
）
高
さ
四.

〇
〇
ⅿ
、
幅
八.

〇
〇
ⅿ
、
奥
行
四.

〇
〇
ⅿ
か
ら
な
る
大

窟
。
こ
の
第
一
二
七
窟
は
建
窟
の
際
に
左
隣
に
あ
る
北
魏
末
か
ら
西
魏
初

に
作
ら
れ
た
第
一
二
〇
窟
の
正
壁
を
壊
し
て
い
る
た
め
、
西
魏
窟
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
窟
内
の
装
飾
も
西
魏
大
統
年
間
（
５３５
〜
５５２
）

の
様
式
に
一
致
す
る
。（『
中
国
石
窟
麦
積
山
石
窟
』
天
水
麦
積
山
石
窟
芸

術
研
究
所
編

平
凡
社

一
九
八
七
年
五
月
）

（
２７
）
二
〇
〇
四
年
四
月
に
西
安
北
郊
で
住
宅
地
区
工
事
中
に
発
見
さ
れ
た
。

発
掘
の
結
果
こ
の
一
座
は
北
周
時
代
の
墓
で
あ
っ
た
。
墓
主
の
名
は
業
と

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
十
九
号

一
〇
二



云
い
、
粟
特
地
区
の
康
国
の
人
間
で
あ
っ
た
。
屏
に
施
さ
れ
た
線
刻
や
そ

の
内
容
、
残
さ
れ
た
文
字
な
ど
北
周
期
の
中
西
文
化
の
交
流
と
古
代
中
国

の
絵
画
・
書
法
な
ど
芸
術
的
な
意
味
で
も
そ
の
価
値
は
高
い
。（
西
安
氏

文
物
保
護
考
古
所
「
西
安
南
郊
潘
家
庄
１６９
号
東
漢
墓
発
掘
簡
報
」『
文
物

第
六
二
五
期
』
文
物
出
版
社

二
〇
〇
八
年
六
月
）

（
２８
）
太
子
の
投
身
と
飼
虎
の
場
面
お
よ
び
遺
骨
発
見
と
舎
利
供
養
の
場
面
に

限
っ
て
異
時
同
図
法
を
用
い
て
い
る
。（『
中
国
石
窟

敦
煌
莫
高
窟

第

一
巻
』
敦
煌
文
物
研
究
所
編

平
凡
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
）

（
２９
）
小
島
登
茂
子
「
敦
煌
壁
画
に
お
け
る
北
周
・
隋
代
の
山
岳
表
現
│
説
話

表
現
と
の
関
連
を
め
ぐ
っ
て
│
」『
美
術
史
１３１
』
美
術
史
学
会
編

一
九

九
二
年
二
月

（
３０
）
本
文
の
通
り
作
品
か
ら
の
明
確
な
読
み
取
り
は
難
し
い
が
、
模
写
を
み

る
限
り
で
は
山
頂
の
岩
片
は
き
ち
ん
と
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の

下
の
岩
片
の
塗
り
込
み
は
暈
し
が
施
さ
れ
て
い
る
。（
図
版
参
照：

上
原

和
『
玉
虫
厨
子
│
飛
鳥
・
白
鳳
美
術
様
式
史
論
│
』
吉
川
弘
文
館

一
九

九
一
年
一
二
月
）〕

（
３１
）
一
見
す
る
と
黒
漆
が
塗
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
透
漆

を
木
地
に
下
地
を
施
さ
ず
に
塗
布
し
、
吸
わ
せ
て
い
っ
た
結
果
生
ま
れ
た

黒
褐
色
で
あ
り
、
黒
漆
を
塗
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
施
工
法
に
よ
り

下
地
を
施
し
て
塗
ら
れ
た
も
の
に
比
べ
、
そ
の
堅
牢
度
は
格
段
に
上
が

る
。
こ
の
施
工
法
よ
り
作
品
の
長
期
保
存
や
実
用
性
を
重
視
し
て
行
わ
れ

た
こ
と
が
窺
え
る
。（
松
田
権
六
「
玉
虫
厨
子
の
漆
絵
に
つ
い
て
（
そ
の

１
）」『
古
美
術
一
七
』
三
彩
社

一
九
六
七
年
四
月
）

（
３２
）
こ
れ
は
線
を
引
い
て
い
る
と
云
う
よ
り
も
、
そ
こ
を
避
け
て
塗
り
込
ん

だ
か
、
も
し
く
は
全
て
塗
り
込
ん
だ
の
ち
塗
料
が
乾
く
前
に
爪
楊
枝
の
よ

う
な
鋭
利
な
も
の
で
そ
の
部
分
だ
け
を
拭
い
取
る
と
云
っ
た
、
線
刻
に
も

似
た
印
象
を
受
け
る
。

（
３３
）
〈
飛
鳥
時
代
〉

ま
ず
明
日
香
村
出
土
の
須
弥
山
石
で
あ
る
。
石
を
三
段
積
ん
で
整
形
を

し
、
そ
の
表
面
に
浮
彫
を
施
し
て
い
る
。
一
段
目
に
は
湾
曲
の
強
い
線
を

不
規
則
に
並
べ
、
雲
気
に
も
似
た
印
象
を
与
え
る
浮
彫
が
施
さ
れ
て
い
る

が
、
二
段
目
は
そ
の
曲
線
が
整
い
の
様
子
を
み
せ
て
お
り
、
山
々
が
連
な

る
よ
う
な
表
現
が
成
さ
れ
て
い
る
。
三
段
目
は
や
や
観
察
し
に
く
い
の
だ

が
、
こ
の
部
分
に
も
浮
彫
が
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

元
々
こ
の
須
弥
山
石
は
噴
水
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
て
い
た
と
さ
れ
、

当
時
で
考
え
て
も
大
掛
か
り
な
仕
掛
け
で
あ
っ
た
噴
水
に
こ
の
よ
う
な
山

の
表
現
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

次
に
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
を
み
て
み
よ
う
。
こ
こ
に
山
岳
と
明
確
に
判

断
で
き
る
表
現
は
み
ら
れ
な
い
の
だ
が
、
西
壁
中
央
の
月
象
に
眼
を
向
け

る
と
、
幾
本
か
の
横
線
を
な
ぞ
り
、
そ
の
要
所
要
所
に
曲
線
状
の
何
か
隆

起
し
て
い
る
（
こ
の
よ
う
な
表
現
に
対
し
上
原
和
氏
は
玉
虫
厨
子
の
霊
鷲

山
図
・
須
弥
山
図
も
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
、「
…
こ
う
し
た
日
象
・
月
象

に
と
も
な
う
雲
上
の
山
景
を
蓬
莱
山
と
見
る
む
き
も
あ
る
が
、
日
・
月
の

両
方
に
蓬
莱
山
が
出
現
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
り
、
こ
れ
は
常
套
的
な

日
・
月
表
現
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
…
」
と
雲
上
の
山
岳
に
対
し
て
の

見
解
を
述
べ
て
い
る
。（
上
原
和
「
高
松
塚
古
墳
の
壁
画
」『
日
本
美
術
全

集

第
３
巻

正
倉
院
と
上
代
絵
画

飛
鳥
・
奈
良
の
絵
画
・
工
芸
』
中

野
政
樹
・
平
田
寛
・
阿
部
弘
・
菊
竹
淳
一
編
著

講
談
社

一
九
九
二
年

一
〇
月
）。
こ
れ
が
山
岳
な
の
か
雲
気
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
は
判
断
が

難
し
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
霊
鷲
山
図
・
須
弥
山
図
に
も

同
様
の
も
の
が
み
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
紹
介
し
て
お
く
。

〈
法
隆
寺
関
係
宝
物
〉

法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
三
尊
像
と
薬
師
如
来
坐
像
の
台
座
に
描
か
れ
た
山

山
岳
表
現
考
│
│
古
代
中
国
か
ら
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
へ
│
│
（
長
谷
川
智
治
）

一
〇
三



岳
を
み
て
み
よ
う
。
た
だ
経
年
変
化
に
よ
り
絵
画
は
殆
ど
残
っ
て
い
な
い

が
、
わ
ず
か
に
残
る
顔
料
と
そ
の
輪
郭
か
ら
表
現
観
察
を
進
め
る
こ
と
を

先
に
述
べ
て
お
く
。
こ
こ
で
は
釈
迦
三
尊
像
の
台
座
で
も
、
上
座
正
面
と

下
座
正
面
を
取
り
上
げ
る
。

上
座
正
面
は
比
較
的
山
岳
部
分
の
み
顔
料
が
よ
く
残
っ
て
お
り
、
そ
の

形
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
画
面
下
に
中
央
と
そ
の
左
右
に
と
山
岳
は
配

置
さ
れ
て
お
り
、
先
端
は
鋭
利
で
上
方
に
向
か
っ
て
突
き
立
て
ら
れ
て
い

る
。
元
々
三
角
形
だ
っ
た
も
の
を
部
分
的
に
円
形
状
に
刳
り
貫
い
て
い
っ

た
よ
う
な
大
き
な
窪
み
を
有
し
て
お
り
、
さ
な
が
ら
長
い
年
月
を
か
け
て

風
穴
を
開
け
ら
れ
た
奇
石
の
よ
う
で
も
あ
る
。

続
い
て
下
座
正
面
で
あ
る
が
、
画
面
下
の
左
右
に
ぼ
ん
や
り
と
山
岳
の

面
影
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ど
う
や
ら
こ
の
面
の
山
岳
も
上
座
の
も
の

と
同
様
の
形
式
を
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
上
座
ほ
ど
の
鋭
さ
は
な

く
、
そ
の
山
岳
か
ら
は
植
物
が
生
え
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

で
は
薬
師
如
来
坐
像
の
台
座
は
ど
う
か
。
ま
ず
上
座
で
あ
る
。
正
面
・

背
面
の
両
面
に
い
え
る
こ
と
な
の
だ
が
、
釈
迦
三
尊
像
に
み
ら
れ
た
よ
う

な
鋭
利
な
山
岳
は
見
当
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
と
云
え
、
緩
や
か
な

曲
線
が
連
な
る
山
岳
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
山
岳
は
堀
塗
り
が
施
さ
れ

て
い
る
か
は
定
か
で
は
な
い
が
暈
し
を
入
れ
る
よ
う
な
彩
色
が
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

下
座
正
面
は
画
面
中
央
に
何
か
が
聳
え
て
お
り
、
そ
れ
に
向
か
っ
て
飛

天
が
左
右
か
ら
飛
来
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
下
方
に
は
輪
郭
の
み
で
あ

る
が
、
釈
迦
三
尊
像
台
座
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
Ｃ
字
形
の
窪
み
が
い
く
つ

か
確
認
で
き
、
中
央
に
聳
え
る
も
の
が
山
な
の
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、

少
な
く
と
も
画
面
下
方
に
は
山
岳
表
現
の
一
部
が
描
か
れ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

西
の
間
・
中
の
間
の
両
天
蓋
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
天
蓋
の
内
部
側
面

板
・
小
壁
部
分
に
は
各
面
に
山
岳
は
描
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
西
の
間
の
も

の
は
、
な
だ
ら
か
な
曲
線
の
山
を
幾
つ
か
描
き
、
そ
の
周
り
に
茸
の
傘
の

よ
う
な
形
を
し
た
山
々
を
配
置
し
て
い
る
。
ま
た
な
だ
ら
か
な
山
岳
の
一

つ
か
ら
は
直
線
的
な
岩
壁
の
よ
う
な
も
の
が
突
出
し
て
い
る
点
に
も
注
目

し
た
い
。

中
の
間
の
も
の
は
と
云
う
と
、
や
や
形
式
を
変
え
て
お
り
中
央
に
幾
つ

か
の
窪
み
を
も
ち
な
が
ら
も
、
頂
上
部
分
は
茸
形
を
し
た
山
岳
を
描
い
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
周
り
に
は
西
の
間
と
同
様
の
山
々
が
連
な
っ
て
い
る

の
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
緩
や
か
な
山
岳
と
突
起
す
る
よ
う
な
鋭
い
岩
肌
を
も
つ
山

岳
と
が
共
存
す
る
表
現
は
、
百
済
観
音
の
光
背
支
柱
や
法
隆
寺
献
納
宝
物

一
五
九
・
一
六
〇
号
の
金
銅
弥
勒
菩
薩
半
跏
像
の
台
座
に
も
み
る
こ
と
が

で
き
る
。

ま
ず
百
済
観
音
の
光
背
支
柱
の
山
岳
（
解
説
の
中
で
倉
田
文
作
氏
は

「
…
そ
の
図
柄
は
中
国
南
北
朝
時
代
の
山
岳
表
現
に
連
な
る
趣
き
の
も
の

で
…
小
金
銅
仏
の
榻
座
の
文
様
に
比
べ
る
と
、
木
彫
の
故
も
あ
ろ
う
か
、

強
く
鋭
い
意
匠
に
な
っ
て
い
る
。」
と
述
べ
る
。

倉
田
文
作
「
観
音
菩

薩
立
像
（
百
済
観
音
）
解
説
」『
奈
良
六
大
寺
大
観
４

補
訂
版
』
奈
良

六
大
寺
大
観
刊
行
会
編

岩
波
書
店

二
〇
〇
一
年
一
月
）
だ
が
、
支
柱

根
元
に
彫
ら
れ
て
い
る
。
竹
の
様
相
を
も
つ
光
背
支
柱
の
根
元
を
一
巡
す

る
よ
う
に
尾
根
を
連
ね
て
い
る
。
こ
れ
は
円
形
で
は
あ
る
の
だ
が
四
方
の

各
一
面
ず
つ
に
な
だ
ら
か
な
山
を
配
置
し
、
そ
の
前
面
に
も
う
一
段
な
だ

ら
か
な
険
し
い
山
岳
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
を
基
本
形
と
し
て
全
面
が
連

な
る
よ
う
に
構
図
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
彩
色
は
全
体
に
白
土
地
を

下
地
と
し
て
青
緑
彩
を
施
し
、
節
と
山
岳
に
は
淡
い
紅
色
の
顔
料
を
用
い

て
い
る
（
倉
田
文
作
「
観
音
菩
薩
立
像
（
百
済
観
音
）
解
説
」『
奈
良
六

大
寺
大
観
４

補
訂
版
』
奈
良
六
大
寺
大
観
刊
行
会
編

岩
波
書
店

二

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
十
九
号

一
〇
四



〇
〇
一
年
一
月
）。

法
隆
寺
献
納
宝
物
の
金
銅
弥
勒
菩
薩
半
跏
像
の
台
座
も
円
形
で
あ
り
、

そ
の
裳
裾
の
下
部
に
山
岳
が
連
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
作
例
の
も
の

は
連
な
っ
て
い
る
山
岳
も
あ
れ
ば
、
や
や
透
き
間
を
お
い
て
ま
た
山
岳
を

表
現
し
て
い
る
箇
所
も
み
ら
れ
る
。

一
五
九
号
の
台
座
に
は
茸
形
の
も
の
を
頂
上
に
も
つ
山
岳
と
そ
れ
に
直

線
的
な
山
岳
を
加
え
て
い
る
。
そ
し
て
な
だ
ら
か
な
山
岳
に
直
線
的
な
山

岳
を
加
え
た
も
の
と
大
ま
か
に
二
種
類
の
山
岳
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
同

寺
の
橘
夫
人
厨
子
の
天
蓋
垂
板
内
面
に
描
か
れ
て
い
る
山
岳
も
こ
れ
に
樹

木
が
生
え
て
い
る
に
し
て
も
、
類
似
し
た
表
現
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
。一

六
〇
号
の
も
の
は
一
五
九
号
の
山
岳
に
比
べ
る
と
静
か
で
穏
や
か
な

山
脈
が
連
な
っ
て
お
り
、
左
側
面
に
直
線
的
な
山
岳
が
部
分
的
に
あ
る
く

ら
い
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
峰
は
殆
ど
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
が
、
右
側
面
部

分
で
一
度
途
切
れ
て
い
る
。
こ
の
途
切
れ
る
部
分
の
表
現
も
直
線
的
な
山

岳
を
示
し
て
い
る
の
が
分
か
る
。
ま
た
こ
の
一
六
〇
号
は
背
面
部
分
に
山

岳
を
表
現
す
る
だ
け
の
空
間
は
あ
る
も
の
の
、
そ
こ
に
は
何
も
表
さ
れ
て

い
な
い
。

同
献
納
宝
物
で
金
銅
灌
頂
幡
の
透
か
し
彫
り
表
現
は
実
に
多
く
の
要
素

を
含
ん
で
い
る
が
、
飛
天
と
外
枠
と
を
繋
い
で
い
る
横
線
に
含
ま
れ
る
曲

線
の
隆
起
物
は
前
文
で
も
ふ
れ
た
高
松
塚
古
墳
壁
画
な
ど
の
表
現
と
同
様

で
あ
る
。

〈
正
倉
院
宝
物
〉

玉
虫
厨
子
よ
り
や
や
時
代
の
下
る
正
倉
院
宝
物
に
も
多
く
の
山
岳
を
確

認
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
幾
つ
か
を
観
察
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
中
央
に
高
い
山
岳
を
置
き
、
そ
の
左
右
に
そ
れ
よ
り
背
の
低
い
山

岳
を
並
べ
る
三
山
形
式
の
山
岳
は
金
銀
山
水
八
卦
背
八
角
鏡
や
紅
牙
撥
鏤

撥
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
山
岳
は
植
物
を
共
に
有
し

て
お
り
、
断
崖
絶
壁
と
い
う
険
し
さ
よ
り
も
、
穏
や
か
な
印
象
が
強
い
。

ま
た
山
水
人
物
鳥
獣
背
円
鏡
の
よ
う
に
、
三
山
形
式
で
も
頂
上
が
茸
形
に

な
っ
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
遠
景
の
山
岳
表
現
と
捉

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

三
山
形
式
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
遠
景
の
山
岳
と
近
景
の
山
岳
を

共
存
さ
せ
て
い
る
作
品
も
あ
り
、
そ
れ
は
紫
檀
木
画
槽
琵
琶
や
楓
蘇
芳
染

螺
鈿
槽
琵
琶
な
ど
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

手
前
の
画
面
両
端
に
近
景
の
山
岳
を
描
き
、
画
面
上
方
に
遠
景
の
山
岳

を
描
く
と
云
う
構
図
構
成
が
成
さ
れ
て
い
る
。
楓
蘇
芳
染
螺
鈿
槽
琵
琶
の

山
岳
は
遠
景
・
近
景
共
に
写
実
的
な
表
現
が
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
紫

檀
木
画
槽
琵
琶
の
も
の
は
博
山
炉
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
雲
気
が
う
ね
る
よ

う
な
山
岳
表
現
が
さ
れ
て
お
り
、
堀
塗
り
技
法
に
近
い
技
法
が
取
ら
れ
て

い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
は
両
琵
琶
共
に
だ
が
遠
景
の
山
岳

を
描
く
際
、
抽
象
具
象
関
係
な
く
、
横
線
を
幾
本
か
重
ね
そ
の
上
に
山
岳

を
描
い
て
い
る
。

遠
景
と
近
景
を
明
確
に
分
け
て
い
な
い
表
現
を
も
つ
作
例
も
あ
る
。
そ

れ
は
黒
柿
蘇
芳
染
金
銀
山
水
絵
箱
の
蓋
に
描
か
れ
て
い
る
。
長
方
形
を
し

た
箱
の
中
心
に
向
か
っ
て
山
々
聳
え
て
お
り
、
長
辺
の
一
方
に
三
山
形
式

の
山
岳
が
描
か
れ
、
残
り
の
辺
に
は
二
つ
の
山
岳
が
並
ぶ
表
現
が
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
作
品
は
そ
の
名
が
示
す
通
り
木
地
に
黒
柿
を
用
い
る
こ
と
に
よ

り
、
黒
柿
の
特
徴
で
あ
る
濃
淡
の
強
い
木
目
の
景
色
を
雲
海
の
よ
う
に
見

立
て
て
い
る
。
各
々
の
山
岳
に
は
松
の
よ
う
な
木
が
生
え
て
お
り
、
残
り

の
空
間
に
は
鶴
な
ど
の
鳥
が
は
ば
た
き
、
山
岳
か
ら
は
瑞
雲
が
そ
の
身
を

伸
ば
し
て
い
る
。

山
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表
現
考
│
│
古
代
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か
ら
法
隆
寺
の
玉
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こ
の
よ
う
な
斑
を
活
か
し
た
表
現
も
特
徴
的
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
彩

色
法
も
ま
た
注
目
に
値
す
る
。
彩
色
そ
の
も
の
は
金
を
主
と
し
た
金
銀
泥

に
よ
る
も
の
だ
が
、
山
岳
に
は
輪
郭
線
よ
り
も
や
や
薄
め
た
泥
を
塗
り
込

む
よ
う
に
し
て
暈
し
と
堀
塗
り
を
併
用
し
て
い
る
よ
う
な
表
現
法
を
取
っ

て
い
る
。

今
回
は
頁
の
関
係
上
、
画
像
を
載
せ
る
こ
と
は
適
わ
な
か
っ
た
が
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
た
作
例
が
掲
載
さ
れ
る
資
料
を
【
図
版
資
料
（
●
）】

に
列
挙
し
て
お
く
。

（
３４
）
註
６
に
同
じ

（
３５
）
長
谷
川
智
治
「
法
隆
寺
・
玉
虫
厨
子
絵
│
捨
身
飼
虎
図
を
中
心
に
│
」

『
佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇
』
第
三
十
八
号

二
〇
一
〇

年
三
月

（
３６
）
こ
の
玉
虫
厨
子
須
弥
座
右
側
面
の
画
題
典
拠
を
解
明
し
た
の
は
黒
川
真

頼
氏
で
あ
る
。
氏
は
「
東
大
寺
法
隆
寺
の
話
」（『
皇
典
講
究
所
講
演
』
七

一
八
八
九
年
）
の
中
で
「
…
其
の
圖
甚
だ
異
様
な
も
の
な
れ
ど
、
筆
意
頗
古

雅
な
り
、
其
の
何
の
圖
な
る
を
知
ら
ざ
り
し
に
、
一
日
金
光
明
經
を
読
み

て
、
其
の
圖
を
悟
れ
り
、
是
は
金
光
明
經
の
捨
身
品
な
る
薩
埵
王
子
の
餓

た
る
虎
に
我
が
身
を
與
ふ
る
所
の
圖
に
て
、
裸
體
な
る
は
薩
埵
王
子
な
り

…
」
と
述
べ
、
こ
の
面
の
主
題
が
「
捨
身
飼
虎
」
で
あ
る
こ
と
を
解
明
し

た
。
な
お
、
こ
れ
ら
画
題
の
典
拠
等
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
上
原
和

氏
が
大
変
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
上
げ
て
い
る
。（
上
原
和
「
近
代
に
お

け
る
玉
虫
厨
子
研
究
の
濫
觴
（
上
）
│
そ
の
一

明
治
初
期
の
國
学
者
に

よ
る
玉
虫
厨
子
の
研
究
│
」『
成
城
文
藝

第
１１３
・
１１４
号
』
成
城
大
学
文

学
部

一
九
八
五
年
一
二
月
）

（
３７
）
金
光
明
経
捨
身
品
第
十
七

Ｔ
一
六
│
三
五
四
│
下

（
３８
）
註
２３
に
同
じ

（
３９
）
註
３７
に
同
じ

（
４０
）
井
上
正
「「
気
」
の
世
界
」『
７
│
９
世
紀
の
美
術
』
岩
波
書
店

一
九

九
一
年
一
二
月

（
４１
）
「
能
構
山
岳
之
形
。
…
時
人
號
其
人
曰
路
子
工
。」（
一
五
五
頁
）『
日
本

書
紀

後
扁
』
黒
板
勝
美
・
國
史
大
系
編
修
會
編

吉
川
弘
文
館

一
九

七
一
年
四
月

（
４２
）
「
仍
令
構
須
弥
山
形
及
呉
橋
於
南
庭
。」（
一
五
五
頁
）（
註
４１
に
同
じ
）

「
作
須
弥
山
像
於
飛
鳥
寺
西
。」（
二
六
四
頁
）

「
造
須
弥
山
而
餐
陸
奥
興
蝦
�
。」（
二
六
九
頁
）

（
４３
）
「
乃
庭
中
開
小
池
。
仍
興
小
嶋
於
池
中
。
故
時
人
曰
嶋
大
臣
。」（
一
六

六
頁
）（
註
４１
に
同
じ
）

（
４４
）
「
造
霊
鷲
山
像
。
累
積
鼓
爲
之
。」（
二
四
三
頁
）（
註
４１
に
同
じ
）

【
図
版
資
料
】

〈
玉
虫
厨
子
〉

○
『
奈
良
六
大
寺
大
観

補
訂
版

第
五
巻
』
奈
良
六
大
寺
大
観
刊
行
会
編

岩
波
書
店

二
〇
〇
一
年
三
月

〈
飛
鳥
時
代
〉

●
『
日
本
の
美
術
３４

庭
園
と
そ
の
建
築
』
森
蘊
編

至
文
堂

一
九
六
九

年
二
月

●
『
国
宝

高
松
塚
古
墳
』
文
化
庁
監
修

中
央
公
論
美
術
出
版
社

二
〇

〇
四
年
六
月

〈
法
隆
寺
関
係
宝
物
〉

●

佐
藤
昭
夫
『
法
隆
寺
献
納
金
銅
仏
』
講
談
社

一
九
七
五
年
六
月

●
『
奈
良
六
大
寺
大
観

補
訂
版

第
四
巻
（
法
隆
寺
四
）』
奈
良
六
大
寺

大
観
刊
行
会
編

岩
波
書
店

二
〇
〇
一
年
一
月

●
『
国
宝

法
隆
寺
金
堂
展
』
奈
良
国
立
博
物
館
・
法
隆
寺
・
朝
日
新
聞
社

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
十
九
号

一
〇
六



編

朝
日
新
聞
社

二
〇
〇
八
年

〈
正
倉
院
宝
物
〉

●
『
日
本
美
術
全
集

第
３
巻

正
倉
院
と
上
代
絵
画

飛
鳥
・
奈
良
の
絵

画
・
工
芸
』
中
野
政
樹
・
平
田
寛
・
阿
部
弘
・
菊
竹
淳
一
編
著

講
談
社

一
九
九
二
年
一
〇
月

●
『
第
六
十
一
回

正
倉
院
展
』
奈
良
国
立
博
物
館
編

二
〇
〇
九
年
一
〇

月

〈
漢
代
〉

○
『
長
沙
馬
王
堆
一
号
漢
墓
』
湖
南
省
博
物
館
・
中
国
科
学
院
考
古
研
究
所

編

平
凡
社

一
九
七
六
年
四
月

○
『
中
国
漆
器
全
集

第
３
巻

漢
』
傳
舉
有
主
編

福
建
美
術
出
版
社

一
九
九
八
年
八
月

○
『
円
筒
形
馬
車
金
具
に
表
さ
れ
た
動
物
た
ち
』M

IH
O

M
U

SE
U

M

編

一
九
九
九
年
五
月

○
『
文
物

第
六
四
六
期
』
文
物
編
集
委
員
会
編

文
物
出
版
社

二
〇
一

〇
年
三
月

〈
五
胡
十
六
国
〉

○
『
中
国
石
窟

キ
ジ
ル
石
窟

第
一
巻
』
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
文
物
管

理
委
員
会
・
拝
城
県
キ
ジ
ル
千
仏
洞
文
物
保
管
所
編

平
凡
社

一
九
八

三
年
一
二
月

〈
三
国
時
代
〉

○
『
中
国
漆
器
全
集

第
４
巻

三
国
〜
元
』
陳
晶
主
編

福
建
美
術
出
版

社

一
九
九
八
年
一
二
月

〈
南
北
朝
時
代
〉

北
魏

○
『
中
国
石
窟

敦
煌
莫
高
窟

第
一
巻
』
敦
煌
文
物
研
究
所
編

平
凡
社

一
九
八
〇
年
一
一
月

○
『
中
国
石
窟

麦
積
山
石
窟
』
天
水
麦
積
山
石
窟
芸
術
研
究
所
編

平
凡

社

一
九
八
七
年
五
月

○
『
中
国
漆
器
全
集

第
４
巻

三
国
〜
元
』
陳
晶
主
編

福
建
美
術
出
版

社

一
九
九
八
年
一
二
月

○
『
中
国
☆
美
の
十
字
路
展
』
曽
布
川
寛
・
出
川
哲
郎
監
修

二
〇
〇
五
年

○
『
文
物

第
六
三
〇
期
』
文
物
編
集
委
員
会
編

文
物
出
版
社

二
〇
〇

八
年
一
一
月

梁○
『
中
国
☆
美
の
十
字
路
展
』
曽
布
川
寛
・
出
川
哲
郎
監
修

二
〇
〇
五
年

西
魏

○
『
中
国
石
窟

麦
積
山
石
窟
』
天
水
麦
積
山
石
窟
芸
術
研
究
所
編

平
凡

社

一
九
八
七
年
五
月

北
周

○
『
敦
煌
石
窟
３

莫
高
窟
第
四
二
八
窟
』
岡
田
健
・
劉
永
増
編

文
化
学

園
・
文
化
出
版
局

二
〇
〇
一
年
一
一
月

○
『
文
物

第
六
二
五
期
』
文
物
編
集
委
員
会
編

文
物
出
版
社

二
〇
〇

八
年
六
月

○
右
記
以
外
の
ト
レ
ー
ス
図
は
筆
者
作
成

（
は
せ
が
わ

と
も
は
る

特
別
研
究
員
）

山
岳
表
現
考
│
│
古
代
中
国
か
ら
法
隆
寺
の
玉
虫
厨
子
へ
│
│
（
長
谷
川
智
治
）

一
〇
七



〈Summary〉

A study on the expression of mountains :

From Classical China to Tamamushi no zushi of Houryuuji

HASEGAWA Tomoharu

Even within the innumerous examples of representations of mountains, Tamamushi no

zushi of Houryuuji technique and expression represented in this work are unique and similar

examples cannot be found anywhere else. However, it is difficult to consider them original

and exclude the possibility of external influences.

In order to trace back their origins, this paper has proceeded with the observation and in-

terpretation of examples of works from Classical China and the peninsula.

The results have been that upon detailed examination and comparison with Tamamushi no

zushi, the latter shows signs of having received influences from different periods and styles

rather that specific ones. Furthermore, important references have been given by examples

from the Liang and Northern Wei periods.

Moreover, by including a broken bamboo branch, the Shashinkozu expresses spatial tran-

sition from one location to another. Furthermore, the scene of the story represented by the

mountains catches the change from still to in-motion, strongly suggesting the depiction of

the sight of“Daichirokushushindou”in the“Konkoumyoukyou”Shashinbon.

Key words : Tamamushi no zushi, Classical China peninsula, Representation of mountains,

Konkoumyoukyou Shashinbon, Shashinshikozu
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