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敬
う
下
級
臣
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
宗
教
芸
術
の
本
質
か
ら
遠

ざ
け
ら
れ
た
存
在
で
は
あ
っ
た
が
、
飛
天
は
容
易
く
見
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
特
徴
が
あ
る
。

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
教
美
術
が
作
ら
れ
は
じ
め
た
頃
か
ら
す
で
に
飛
天

の
造
形
は
始
ま
り
、
中
央
ア
ジ
ア
、
中
国
、
東
南
ア
ジ
ア
、
韓
国
（
朝
鮮

半
島
）、
そ
し
て
日
本
へ
と
仏
教
と
共
に
伝
え
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
飛

天
は
、
仏
教
文
化
圏
で
は
広
範
囲
に
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
、
造
形
で
あ

る
と
い
う
点
に
お
い
て
脚
光
を
浴
び
る
価
値
が
あ
ろ
う
。
人
々
に
と
っ
て

貴
重
な
存
在
で
は
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
他
の
仏
像
や
菩
薩
像
よ
り
も
容

易
く
土
着
化
、
地
方
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
イ
ン
ド
だ
け
で
は
な
く
中
国
、

東
南
ア
ジ
ア
、
そ
し
て
韓
国
の
飛
天
も
注
視
さ
れ
な
か
っ
た
存
在
と
し
て
、

古
く
か
ら
作
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

Ⅰ
　
序
言

　

東
ア
ジ
ア
の
仏
教
美
術
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
重
要
な
礼
拝
対
象
は
、

仏
像
と
菩
薩
像
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
宗
教
史
や
美
術
史
に
て
お
も
に
扱

う
対
象
は
、
こ
の
仏
像
と
菩
薩
像
で
あ
る
。

　

仏
教
彫
刻
や
佛
画
に
お
い
て
お
も
な
研
究
対
象
に
な
っ
た
の
は
、
仏
像

と
菩
薩
像
の
図
像
、
様
式
的
特
徴
と
影
響
関
係
、
信
仰
の
脈
絡
と
機
能
で

あ
っ
た
。
一
方
、
地
域
や
時
代
を
問
わ
ず
、
仏
教
美
術
や
寺
院
に
お
い
て

容
易
く
見
る
こ
と
が
で
き
た
飛
天
は
、
研
究
者
た
ち
の
関
心
の
対
象
に
は

な
り
え
な
か
っ
た
。
仏
教
世
界
に
て
飛
天
は
、
大
き
な
意
味
も
な
い
装
飾

的
な
存
在
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
た
。
数
あ
る
仏
教
美
術
に
描
写
さ
れ
た
飛

天
は
、
天
上
を
暗
示
す
る
仏
教
美
術
の
背
景
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
佛
陀
を

特
集
　
韓
国
文
化
の
芸
術
的
な
想
像
力
と
深
層
世
界

仏
教
美
術
か
ら
見
た
ア
ジ
ア
の
美
、
韓
国
の
美
　
　
飛
天
を
中
心
に

姜
熺
靜

朴
浩
烈
訳
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か
き
回
し
た
と
き
、
牛
乳
の
泡
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
。
ア
プ
サ
ラ
ス
は

イ
ン
ド
ラ
（Indra

）、
す
な
わ
ち
帝
釋
天
の
眷
属
、
乾
闥
婆
（Gand-

harva

）
の
婦
人
た
ち
で
、
乾
闥
婆
と
と
も
に
イ
ン
ド
ラ
の
空
で
暮
ら
し

て
い
た
。
天
候
と
戦
争
を
司
る
イ
ン
ド
ラ
は
、
忉
利
天
の
主
と
し
て
、
彼

を
敬
う
下
位
神
の
中
に
八
部
衆
が
あ
り
、
乾
闥
婆
は
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ

で
あ
る（

2
）。

　

仏
教
の
宇
宙
観
に
お
い
て
最
も
下
位
序
列
に
あ
る
乾
闥
婆
は
、
音
楽
的

才
能
が
あ
り
空
を
飛
び
ま
わ
れ
る
た
め
イ
ン
ド
ラ
の
音
楽
を
担
当
す
る（

3
）。

酒
と
肉
を
食
せ
ず
香
り
だ
け
を
楽
し
む
存
在
で
あ
る
の
で
香
神
、
食
神
と

も
呼
ば
れ
、
木
の
皮
と
樹
液
、
花
な
ど
の
香
の
中
で
生
き
て
い
る
と
描
写

さ
れ
て
い
る（

4
）。
仏
教
で
は
彼
の
音
楽
的
才
能
に
よ
っ
て
常
に
楽
器
を
演

奏
し
、
佛
陀
が
説
法
す
る
場
に
現
れ
、
仏
法
を
賛
嘆
す
る
存
在
で
あ
る
。

イ
ン
ド
神
話
に
お
い
て
半
人
半
鳥
の
姿
で
現
れ
音
楽
を
奏
で
る
の
で
、
乾

闥
婆
の
婦
人
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、
乾
闥
婆
の
音
楽
に
合
わ
せ
踊
り
、
楽
器
を

演
奏
す
る
才
能
で
神
た
ち
を
喜
ば
せ
る
役
割
を
担
う
。

　

ヒ
ン
ズ
ー
教
神
話
や
仏
教
経
典
の
こ
の
よ
う
な
説
明
に
よ
り
、
ア
プ
サ

ラ
ス
は
舞
姫
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
舞
姫
が
か
な
ら
ず
若
く
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
美
術
と
し
て
表
現
さ
れ
る
ア
プ
サ

ラ
ス
は
、
若
く
優
雅
で
美
し
い
女
性
の
姿
で
あ
る
。

　

ア
プ
サ
ラ
ス
が
最
も
多
く
表
現
さ
れ
た
と
こ
ろ
は
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト

が
あ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
あ
る
。
実
際
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
だ
け
で
も
一
七

　

イ
ン
ド
西
北
部
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
、
西
域
を
通
っ
て
中
国
に
入
る
シ
ル

ク
ロ
ー
ド
と
、
海
か
ら
も
仏
教
と
人
々
、
そ
し
て
思
想
や
文
化
も
移
動
し

た
。
仏
教
美
術
の
移
動
と
共
に
飛
天
、
す
な
わ
ち
ア
プ
サ
ラ
ス
も
伝
え
ら

れ
た
。
ア
プ
サ
ラ
ス
は
イ
ン
ド
起
源
で
あ
る
が
、
東
ア
ジ
ア
で
は
飛
天
と

し
て
再
創
案
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
飛
天
は
仏
教
の
世
界
化
（globaliza-

tion

）
と
現
地
化
（localization
）
を
同
時
に
示
し
て
く
れ
る
好
例
で
あ

る
。

　

イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
プ
サ
ラ
ス
と
中
国
、
韓
国
の
飛
天
は
、
イ

ン
ド
起
源
の
仏
教
と
文
化
が
異
な
る
方
式
に
よ
っ
て
現
地
化
に
成
功
し
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
飛
天
は
仏
教
の
お
け
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
産
物
で

あ
り
、
韓
国
を
含
む
ア
ジ
ア
固
有
の
文
化
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
で

あ
る
。

Ⅱ
　
天
上
の
舞
姫
、
飛
天

1
　
飛
天
の
起
源
と
伝
播

　

飛
天
は
イ
ン
ド
の
ア
プ
サ
ラ
ス
（A

psua

：

）
を
飛
び
交
う

天
人
と
翻
訳
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
に
お
け
る
天
地
創
造

神
話
に
出
て
く
る
雲
と
水
の
妖
精
が
起
源
で
あ
る（

1
）。
水
上
（apsu

）

か
ら
誕
生
（rasa

）
し
た
た
め
ア
プ
サ
ラ
ス
と
命
名
さ
れ
た
。

　

神
た
ち
が
不
死
の
薬
ア
ム
リ
タ
（A

m
rita

）
を
求
め
、
牛
乳
の
海
を
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傑
作
と
さ
れ
る（

6
）。

　

バ
ン
テ
ア
イ
・
ス
レ
イ
は
一
〇
世
紀
後
半
（
九
六
七
年
と
推
定
）、
ラ

ジ
ェ
ン
ド
ラ
バ
ル
マ
ン
（Rajendravarm

an

）
Ⅱ
世
の
時
、
ヤ
ジ
ュ
ニ

ャ
ヴ
ァ
ラ
ー
ハ
（Y

ajñavarāha

）
と
い
う
摂
政
役
の
王
師
が
、
弟
で
あ

る
ビ
シ
ュ
ヌ
ク
マ
ラ
（V

ishnukum
ara

）
と
と
も
に
建
て
た
ヒ
ン
ズ
ー

教
寺
院
で
あ
り
、
シ
バ
に
奉
献
し
た
寺
院
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
寺

院
は
、
王
室
が
建
立
し
な
か
っ
た
唯
一
の
ク
メ
ー
ル
に
お
け
る
寺
院
で
あ

る（
7
）。
王
室
の
末
裔
で
あ
る
ヤ
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ラ
ー
ハ
は
、
王
の
宮
廷
に

て
宮
廷
医
師
と
し
て
働
き
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
伝
統
医
学
と
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー

ダ
（A

yurveda

）
に
精
通
し
た
有
能
な
僧
侶
で
あ
っ
た（

8
）。

　

彼
ら
は
九
六
七
年
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ト
ム
（A

ngkor 
T

hom

）
か
ら

北
東
に
二
一
キ
ロ
離
れ
た
イ
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
プ
ラ
（Īśvarapura

）
に
寺
院

を
建
て
た（

9
）。
寺
院
の
隅
々
ま
で
及
ん
で
い
る
細
密
な
腕
前
は
、
建
立
者

で
あ
る
ヤ
ジ
ュ
ニ
ャ
ヴ
ァ
ラ
ー
ハ
の
美
的
感
受
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

　

バ
ン
テ
ア
イ
・
ス
レ
イ
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
で
「
女
の
砦
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
元
々
寺
院
の
呼
称
は
「T

ribhuvanam
aheśvara

」、
つ
ま
り

「
三
面
の
偉
大
な
神
シ
バ
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た（

10
）。
し
か
し
寺
院
は

東
西
軸
を
基
準
と
し
て
区
域
を
分
け
、
こ
れ
を
中
心
と
し
て
北
側
は
ビ
シ

ュ
ヌ
に
、
南
側
は
シ
バ
に
捧
げ
る
建
物
が
あ
り
、
シ
バ
だ
け
に
奉
献
す
る

寺
院
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い（

11
）。
元
来
の
名
称
で
あ
る
「T

ribhuvana-

m
ah eśvara

」
の
三
面
は
、
三
つ
の
顔
で
三
つ
の
世
界
を
見
渡
す
と
い
う

〇
〇
点
以
上
の
ア
プ
サ
ラ
ス
が
刻
ま
れ
て
い
る
と
い
う
報
告
も
あ
る
。
し

た
が
っ
て
ア
プ
サ
ラ
ス
自
体
は
、
イ
ン
ド
神
話
に
よ
っ
て
創
案
さ
れ
た
存

在
で
あ
る
が
、
む
し
ろ
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
代
表
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

仏
教
と
ヒ
ン
ズ
ー
教
が
東
南
ア
ジ
ア
に
伝
わ
っ
た
時
、
ア
プ
サ
ラ
ス
の

概
念
も
同
時
に
伝
え
ら
れ
た
。
イ
ン
ド
文
化
の
根
幹
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ

ッ
ト
と
宗
教
が
、
紀
元
前
後
と
四
世
紀
の
二
回
に
分
け
て
東
南
ア
ジ
ア
に

伝
わ
っ
た
時
に
ア
プ
サ
ラ
ス
も
伝
え
ら
れ
た
が
、
始
め
は
そ
れ
ほ
ど
作
ら

れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
ア
ン
コ
ー
ル
時
代
に
な
っ
て
か
ら
流
行
し
た（

5
）。

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
最

も
古
い
ア
プ
サ
ラ
ス

彫
刻
が
残
っ
て
い
る

場
所
は
、
バ
ン
テ
ア

イ
・
ス
レ
イ
（Ban-

teay Srei

）
で
あ
る

（
図
1
）。
ア
ン
コ
ー

ル
地
域
の
ほ
か
の
遺

跡
に
比
べ
規
模
は
小

さ
い
が
、
繊
細
で
精

巧
な
浮
彫
が
残
っ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ア
ン
コ
ー
ル
初
期
の
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こ
れ
ら
女
神
の
彫
刻
を
飛
天
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
理
由
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
パ
リ
に
あ
る
ギ
メ
東
洋
美
術
館
（Guim

et 
M

useum

）
に
あ
る
破

風
に
描
か
れ
た
彫
刻
の
叙
事
の
た
め
で
あ
る
（
図
3
）。

　

バ
ン
テ
ア
イ
・
ス
レ
イ
を
取
り
囲
む
壁
の
ゴ
プ
ラ
（Gopura

）
の
西

面
に
あ
っ
た
彫
刻
に
は
テ
ィ
ロ
ー
ッ
タ
マ
ー
（T

ilottam
a

）
と
よ
ば
れ

る
ア
プ
サ
ラ
ス
を
独
占
す
る
た
め
、
ス
ン
ダ
（Sunda

）
と
ウ
パ
ス
ン
ダ

（U
pasunda

）
と
い
う
ふ
た
り
の
ア
ス
ラ
（asura

）
の
兄
弟
が
争
う
場

面
が
描
写
さ
れ
て
い
る（

13
）。
イ
ン
ド
の
代
表
的
な
叙
事
詩
「
マ
ハ
ー
バ
ー

ラ
タ
」（M

ahabharata

）
に
て
表
現
さ
れ
た
ア
プ
サ
ラ
ス
の
テ
ィ
ロ
ー

意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
女
の
砦
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
寺
院
自

体
が
小
さ
く
、
建
物
の
壁
に
美
し
い
女
性
像
が
刻
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

寺
院
の
建
物
の
外
壁
に
は
空
間
が
ほ
と
ん
ど
無
い
く
ら
い
に
、
様
々
な

彫
刻
と
装
飾
を
施
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
細
密
で
精
巧
な
彫
刻
手
法
に

よ
っ
て
石
像
彫
刻
で
は
な
く
、
木
造
彫
刻
に
よ
る
方
式
に
て
作
業
し
た
の

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る（

12
）。

　

寺
院
の
至
る
所
の
壁
に
は
、
典
型
的
な
ア
ン
コ
ー
ル
の
女
人
浮
彫
が
あ

る
が
、
こ
れ
を
女
神
（devata

）
や
ア
プ
サ
ラ
ス
で
あ
る
と
み
な
す
場
合

も
あ
る
（
図
2
）。
ア
プ
サ
ラ
ス
と
女
神
を
混
同
し
て
呼
ぶ
こ
と
は
、
イ

ン
ド
や
中
国
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
階
級
差
が
明
確
な
イ
ン
ド

や
中
国
で
は
、
女
神
は
女
神
、
天
女
は
天
女
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な

混
用
は
発
生
し
な
い
。

ッ
タ
マ
ー
は
、
壁
面

の
女
神
浮
彫
と
異
な

る
わ
け
で
は
な
い
。

頭
の
形
や
ス
カ
ー
ト
、

装
身
具
ま
で
も
が
類

似
し
て
い
る
。

　

バ
ン
テ
ア
イ
・
ス

レ
イ
の
飛
天
像
は
、

肩
は
丸
く
細
い
腰
は

細
い
。
イ
ン
ド
の
女

神
像
と
比
べ
る
と
人

体
の
屈
曲
に
誇
張
が
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2
　
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
と
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
ア
プ
サ
ラ
ス

　

ク
メ
ー
ル
帝
国
の
首
都
ア
ン
コ
ー
ル
に
は
、
多
様
な
形
態
の
寺
院
が
建

立
さ
て
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
ヒ
ン
ズ
ー
教
、
仏
教
寺
院
と
し
て
、
ヒ

ン
ズ
ー
教
の
場
合
は
シ
バ
や
ビ
シ
ュ
ヌ
の
た
め
の
寺
院
に
分
け
ら
れ
る（

14
）。

ク
メ
ー
ル
帝
国
の
王
た
ち
が
敬
う
神
に
よ
っ
て
、
全
国
的
に
シ
バ
寺
院
や

ビ
シ
ュ
ヌ
寺
院
、
あ
る
い
は
仏
教
寺
院
と
し
て
建
立
さ
れ
た
。

　

ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ト
ム
、
バ
イ
ヨ
ン
、
メ
ボ
ン
な

ど
の
寺
院
に
は
か
な
ら
ず
、
ど
こ
か
し
こ
に
ア
プ
サ
ラ
ス
が
彫
刻
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
寺
院
を
取
り
囲
ん
で
い
る
塀
、
そ
し
て
寺
院
の
廊
下
、

門
と
壁
の
間
な
ど
に
浮
彫
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。
立
体
感
の
な
い
形
態

と
し
て
一
方
の
壁
に
立
っ
て
い
た
り
、
踊
っ
た
り
し
て
い
る
姿
な
ど
、
多

様
な
姿
の
ア
プ
サ
ラ
ス
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
（
図
5
）。

　

し
か
し
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、
バ
ン
テ
ア
イ
・
ス
レ

イ
の
ア
プ
サ
ラ
ス
よ
り
も
特
段
華
麗
に
な
り
、
彫
刻
に
自
信
が
み
な
ぎ
っ

て
い
る
。
静
止
し
て
い
る
姿
勢
か
ら
静
寂
が
流
れ
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る

が
、
同
時
に
生
き
て
い
る
舞
姫
を
見
る
が
ご
と
く
、
姿
勢
や
手
の
形
が
リ

ア
ル
で
あ
る
。
寺
院
の
壁
面
や
柱
の
横
の
狭
い
空
間
に
低
い
浮
彫
と
し
て

刻
ま
れ
た
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、
ル
グ
・
ベ
ー
ダ
や
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
に
て
描

写
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
天
上
に
て
歌
い
踊
り
、
神
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と

し
て
い
る
よ
う
だ
。
ひ
と
り
、
ま
た
は
二
〜
五
人
が
集
ま
っ
て
立
ち
、
踊

り
の
ポ
ー
ズ
を
取
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、
一
団
と
し
て
見
え

な
く
、
い
っ
そ
う
な
め
ら
か
で
あ
る
（
図
4
）。
イ
ン
ド
の
女
性
像
は
球

の
よ
う
に
丸
い
胸
と
く
び
れ
た
腰
、
肉
付
き
の
よ
い
お
尻
と
し
て
表
現
さ

れ
て
い
る
た
め
、
人
々
の
視
線
を
集
め
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
バ
ン
テ
ア
イ
・
ス
レ
イ
の
彫
刻
の
よ
う
に
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
プ

サ
ラ
ス
は
、
露
骨
な
身
体
表
現
は
さ
れ
て
い
な
い
。
顔
な
ど
の
彫
刻
の
線

は
輪
郭
が
は
っ
き
り
で
は
な
く
柔
ら
か
く
、
輪
郭
が
ぼ
や
け
た
よ
う
な
感

じ
で
あ
る
。
完
璧
な
美
し
さ
を
表
し
て
も
な
く
、
愛
嬌
を
振
り
ま
い
た
り

も
せ
ず
、
人
々
が
目
を
凝
ら
し
て
見
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
首
飾
り
、

イ
ヤ
リ
ン
グ
、
ベ
ル
ト
程
度
し
か
な
い
よ
う
な
装
身
具
、
そ
し
て
着
物
は

単
純
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。
何
の
飾
り
の
な
い
ス
カ
ー
ト
は
、
足
首
の
上

で
ゆ
ら
ゆ
ら
、
太
い
二
層
の
ブ
レ
ス
レ
ッ
ト
だ
け
が
足
元
を
飾
っ
て
い
る
。

女
神
が
立
っ
て
い
る
壁
の
周
辺
に
は
、
空
間
を
埋
め
尽
く
す
か
の
よ
う
に

雲
と
樹
木
、
そ
し
て
少
し
だ
け
炎
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
正
確
な
対
称
で
表

現
さ
れ
て
い
る
。
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ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
は
、
当
時
の
ク
メ
ー
ル
の
人
々
が
考
え
た
完
璧
な
美

人
を
モ
デ
ル
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
幾
人
か
が
集
ま
っ
て
い
る
彫
刻
は
、
神

の
た
め
に
群
舞
を
踊
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト

の
ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
は
寺
院
の
あ
ち
こ
ち
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
場
所
に

配
置
さ
れ
て
い
て
、
ゆ
っ
く
り
と
優
雅
に
動
く
ア
プ
サ
ラ
ス
ダ
ン
ス
を
見

る
よ
う
で
あ
る
。

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
寺
院
に
お
け
る
ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
は
、
時
代
と
地
域
に

よ
っ
て
、
少
し
ず
つ
差
異
を
見
せ
る
。
幅
広
い
生
地
を
使
い
腰
に
巻
い
て

作
っ
た
ス
カ
ー
ト
（sam

pot

）
の
形
態
と
、
そ
れ
を
束
ね
た
腰
装
飾
、

手
に
持
っ
て
い
る
花
や
王
冠
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
腰
ベ
ル
ト
な
ど
の
装
身
具

も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
こ
の
よ
う
な
着
飾
り
や
装
身
具
は
、
当
時

の
貴
婦
人
た
ち
の
流
行
の
反
映
で
あ
ろ
う
。

　

カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
、
ア
プ
サ
ラ
ス
ダ
ン
ス
を
踊
る
舞
姫
た
ち
を
モ
デ
ル

と
し
て
ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
を
彫
刻
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ

ト
に
お
け
る
壁
面
の
ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
は
、
当
時
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
人
た

ち
が
考
え
た
美
人
の
姿
を
そ
の
ま
ま
再
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
二
世

紀
に
建
築
さ
れ
た
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
は
、
そ
の
建
築
手
法
だ
け
で
は
な

く
、
彫
刻
に
お
い
て
も
最
も
熟
練
さ
れ
た
ク
メ
ー
ル
技
術
の
頂
点
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
壁
石
や
ラ
テ
ラ
イ
ト
（laterite

）
で
は
な
く
、

砂
岩
を
扱
う
技
術
が
高
い
評
価
を
得
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
寺
院
の
外
壁

の
ほ
と
ん
ど
が
砂
岩
で
あ
る
か
ら
で
あ
る（

15
）。
建
築
と
し
て
完
璧
な
調
和

る
よ
う
で
も
あ
り
、

そ
う
で
も
な
い
よ
う

で
も
あ
る
が
、
柔
ら

か
な
微
笑
み
を
浮
か

べ
て
い
る
（
図
6
）。

服
と
装
身
具
、
姿
勢

は
似
た
り
寄
っ
た
り

で
あ
る
が
、
み
な
少

し
ず
つ
微
妙
に
違
い

の
あ
る
表
情
を
浮
か

べ
て
い
る
。
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ン
テ
ア
イ
・
ス
レ
イ
に
お
け
る
ア
プ
サ
ラ
ス
と
比
較
し
て
み
る
と
瞭
然
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
時
代
に
よ
っ
て
当
時
の
人
々
の
美
意
識
が
変

化
し
、
そ
れ
に
よ
り
ア
プ
サ
ラ
ス
の
美
貌
も
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。

　

こ
れ
よ
り
古
い
時
代
に
彫
刻
さ
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、

も
う
少
し
イ
ン
ド
彫
刻
に
近
い
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
プ
サ
ラ
ス
と
は
全
く
違
う
（
図
7
）。

　

八
世
紀
後
半
に
建
立
さ
れ
た
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
浮
彫
で
あ
る
た
め
、

先
に
言
及
し
た
バ
ン
テ
ア
イ
・
ス
レ
イ
の
ア
プ
サ
ラ
ス
よ
り
も
若
干
先
ん

じ
た
彫
刻
で
あ
る
。
ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、
同
じ
東
南
ア

ジ
ア
で
あ
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
よ
り
も
イ
ン
ド
に
近
い
。
身
体
の
関
節
と
量
感

は
柔
ら
か
く
表
現
さ
れ
、
動
き
も
軽
快
で
あ
る
。
何
の
動
き
も
な
く
静
か

を
も
た
ら
し
て
い
る
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
に
お
い
て
、
装
飾
的
な
効
果
を

も
た
ら
し
て
い
る
浮
彫
が
ア
プ
サ
ラ
ス
で
あ
る
。

　

現
在
ま
で
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
一
七
九
六
点
の
ア
プ
サ

ラ
ス
彫
刻
が
確
認
さ
れ
て
い
る（

16
）。
ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
は
小
さ
い
も
の
で

三
〇
〜
四
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
サ
イ
ズ
に
て
壁
と
柱
に
描
写
さ
れ
、
大

き
な
も
の
で
は
九
五
〜
一
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
に
も
及
ぶ
が
、
そ
の
彫

刻
た
ち
は
寺
院
の
入
り
口
、
そ
し
て
最
も
奥
に
あ
る
塔
の
す
べ
て
の
層
に

ま
で
刻
ま
れ
て
い
る（

17
）。

　

ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
が
表
現
す
る
す
ら
り
と
伸
び
た
腕
と
足
、
上
品
な
体

格
、
さ
り
げ
な
く
ふ
っ
く
ら
し
て
い
る
下
腹
は
、
イ
ン
ド
の
女
神
像
と
比

較
す
る
と
違
い
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
の
ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
は
、
果
敢
な
屈
曲
と
軽
快
な
動
き
を
暗
示

す
る
姿
で
彫
刻
さ
れ
た
。
顔
は
丸
く
、
目
鼻
た
ち
の
輪
郭
も
は
っ
き
り
と

し
た
イ
ン
ド
の
ア
プ
サ
ラ
ス
と
は
違
い
、
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
ア
プ
サ

ラ
ス
は
、
顔
も
細
長
く
目
も
横
に
長
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

差
異
は
イ
ン
ド
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
人
々
の
美
人
観
の
違
い
か
ら
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
腰
の
下
に
首
飾
り
の
よ
う
に
伸
び
た
ベ
ル
ト
か
ら
判
る
よ

う
に
、
装
身
具
も
派
手
で
あ
る
。
ス
カ
ー
ト
を
束
ね
た
紐
は
、
大
き
く
重

く
垂
れ
さ
が
り
、
ア
プ
サ
ラ
ス
の
身
体
が
持
っ
て
い
る
ふ
く
よ
か
な
量
感

を
浮
き
彫
り
に
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
装
身
具
が
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
建

立
時
の
貴
婦
人
た
ち
の
お
し
ゃ
れ
で
あ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、
バ
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イ
ン
ド
の
ア
プ
サ
ラ
ス
を
受
け
入
れ
変
形
さ
せ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ
　
飛
天
：
ア
ジ
ア
の
北
方
に
飛
ん
だ
ア
プ
サ
ラ
ス

1
　
飛
天
の
地
、
敦
煌

　

ア
プ
サ
ラ
ス
は
、
イ
ン
ド
か
ら
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
西
域
と
中
国
、

朝
鮮
半
島
に
伝
わ
っ
た
。
イ
ン
ド
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
、
天
山
南
路
や
北
路

を
通
っ
て
中
国
に
入
る
最
初
の
関
門
で
あ
る
敦
煌
は
、
ア
プ
サ
ラ
ス
、
す

な
わ
ち
飛
天
の
都
市
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
敦
煌
は
西
域
か
ら
見

れ
ば
中
国
に
入
る
入
口
で
あ
り
、
中
国
か
ら
見
れ
ば
西
域
に
出
る
出
口
で

あ
る
。

　

敦
煌
は
東
西
の
文
物
が
行
き
来
し
、
互
い
に
違
う
民
族
と
文
化
と
宗
教

が
ま
じ
り
あ
っ
た
。
故
に
敦
煌
は
他
民
族
、
多
文
化
の
都
市
と
な
っ
た
。

世
界
的
な
貿
易
都
市
と
し
て
発
展
し
た
敦
煌
は
、
各
地
か
ら
集
ま
る
交
易

の
中
心
地
と
な
り
繁
栄
し
た
。
こ
の
敦
煌
を
象
徴
す
る
の
が
飛
天
で
あ
る

（
図
8
）。

「
飛
天
の
都
市
敦
煌
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
さ
れ
た
の
か
？

千
佛
洞

と
呼
ば
れ
る
敦
煌　

莫
高
窟
に
お
い
て
最
も
多
く
描
か
れ
た
絵
が
飛
天
で

あ
る（

18
）。
千
の
仏
が
描
か
れ
た
た
め
に
付
け
ら
れ
た
名
称
で
あ
る
が
、
そ

れ
に
劣
ら
ず
多
い
い
の
が
飛
天
で
あ
る
。
仏
像
と
仏
像
の
間
と
天
井
、
そ

し
て
壁
面
に
描
か
れ
た
飛
天
は
、
正
確
で
は
な
い
が
、
現
在
ま
で
の
調
査

に
た
た
ず
む
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
の
ア
プ
サ
ラ
ス
と
は
違
い
を
見
せ
て
い

る
。

　

ボ
ロ
ブ
ド
ゥ
ー
ル
の
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、
軽
や
か
に
空
を
飛
ん
で
い
る
瞬

間
を
描
写
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
腕
と
足
に
は
適
切
に
量
感
が
表
現
さ

れ
て
い
る
が
、
重
み
を
感
じ
な
い
。
た
だ
額
の
上
の
部
分
が
割
れ
て
は
い

る
が
、
可
愛
い
ら
し
い
丸
い
顔
に
は
耳
目
口
鼻
が
細
か
く
残
っ
て
い
る
。

顔
を
左
に
向
き
右
手
は
ぴ
た
っ
と
顔
の
横
に
、
左
手
は
胸
あ
た
り
ま
で
上

げ
て
い
る
。
腰
か
ら
脚
の
裏
に
低
い
雲
の
文
様
が
描
か
れ
、
本
当
に
ア
プ

サ
ラ
ス
が
空
を
飛
び
交
い
踊
っ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
覚
え
る
。

　

ア
プ
サ
ラ
ス
の
下
に
は
音
楽
を
演
奏
す
る
人
々
が
見
え
る
。
音
楽
家
た

ち
は
彼
ら
が
演
奏
す
る
軽
快
な
音
楽
に
合
わ
せ
、
ア
プ
サ
ラ
ス
が
軽
や
か

に
飛
び
交
う
が
如
く
見
え
る
よ
う
に
施
さ
れ
た
装
置
で
あ
る
。
こ
の
ア
プ

サ
ラ
ス
は
ヘ
ア
ー
ス
タ
イ
ル
、
ネ
ッ
ク
レ
ス
、
腰
ベ
ル
ト
ま
で
も
が
す
べ

て
柔
ら
か
い
量
感
と
曲
線
的
な
流
れ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
浮
彫
で
あ
る
。

静
寂
で
静
か
に
見
え
る
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
プ
サ
ラ
ス
と
、
軽
快
で
楽
し
い

姿
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、
同
じ
東
南
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
、

各
々
違
う
方
式
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

二
つ
の
ア
プ
サ
ラ
ス
の
差
異
は
、
各
国
の
受
け
取
り
方
と
文
化
的
差
異
、

美
意
識
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
彫
刻
さ
れ
た

時
代
の
違
い
は
あ
る
が
、
単
純
な
時
代
の
差
異
で
は
な
く
、
カ
ン
ボ
ジ
ア

と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
各
地
域
に
て
、
現
地
の
風
土
や
文
化
に
合
う
よ
う
に
、
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敦
煌
に
入
る
と
、
現
代
に
作
ら
れ
た
多
様
な
姿
か
た
ち
の
飛
天
が
訪
問

客
を
迎
え
て
く
れ
る
。
現
代
の
飛
天
た
ち
は
、
歴
史
の
中
の
造
形
で
あ
る

飛
天
が
、
今
こ
の
時
代
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
生
き
て
い
る
精
神
的
資

産
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
の
ア
プ
サ
ラ
ス
が
中
国
に
伝
わ
り
飛
天
（flying 

apsaras

）

と
し
て
翻
訳
さ
れ
、
漢
字
文
化
圏
に
お
い
て
の
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。
飛
天
は
文
字
通
り
、
飛
ぶ
天
人
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
天

人
や
天
女
と
し
て
翻
訳
さ
れ
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
混
用
し
た
り
す
る
が
、

名
称
の
語
源
が
ア
プ
サ
ラ
ス
か
ら
来
た
の
は
同
じ
で
あ
る
。

で
は
、
莫
高
窟
二
七
〇
余
個
の
石
窟
に
、
約
四
五
〇
〇
余
点
の
飛
天
が
確

認
さ
れ
た
と
い
う
。
莫
高
窟
の
至
る
所
で
見
受
け
ら
れ
る
数
多
く
の
飛
天

が
人
々
の
注
目
を
集
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
飛
天
が
敦
煌
の
象
徴
に
な
っ

た
（
図
9
）。

　

莫
高
窟
以
外
に
も
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
ク
チ
ャ
や
安
西
の
楡
林
窟
に
も

飛
天
が
描
か
れ
た（

19
）。
楡
林
窟
に
お
け
る
壁
画
の
画
法
と
様
式
的
特
徴
は
、

莫
高
窟
と
大
き
な
差
異
が
な
い
た
め
、
飛
天
の
姿
か
た
ち
も
類
似
し
て
い

る
が
、
特
に
釈
迦
牟
尼
の
本
生
譚
（Jataka

）
の
よ
う
な
世
俗
的
な
場
面

に
お
い
て
も
飛
天
が
描
か
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る（

20
）。

　

イ
ン
ド
に
て
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、
仏
教
に
お
い
て

の
み
出
て
く
る
天
上
の
存
在
で
は
な
い
。
天
人
・

天
女
と
し
て
使
わ
れ
る
が
、
男
女
の
区
分
は
な
い
。

イ
ン
ド
に
お
い
て
乾
闥
婆
の
婦
人
、
ア
プ
サ
ラ
ス

を
天
人
と
翻
訳
し
た
の
で
、
あ
え
て
い
え
ば
、
女

性
と
し
て
の
存
在
が
中
性
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
飛
天
は
人
間
に
は
見
え
な
い
超
人
的
存
在
と

し
て
自
由
に
空
を
飛
ぶ
が
、
イ
ン
ド
で
は
一
人
の

力
で
空
を
飛
ぶ
存
在
は
下
級
臣
と
し
て
扱
わ
れ
た
。

し
た
が
っ
て
階
位
が
高
い
シ
バ
、
ビ
シ
ュ
ヌ
、
ハ

ヌ
マ
ン
や
、
ガ
ネ
ー
シ
ャ
、
ウ
マ
（U

m
a

）
と

違
い
、
自
力
で
天
空
を
飛
ぶ
下
級
臣
で
あ
る
飛
天
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証
す
る
。

　

こ
れ
ら
飛
天
は
、
仏
像
の
裏
面
に
あ
る
船
の
形
の
光
背
の
周
り
に
、
空

か
ら
い
ざ
降
り
て
く
る
よ
う
に
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。
遅
く
て
も
六
世
紀
初

期
か
ら
仏
像
の
光
背
周
囲
に
は
、
こ
の
よ
う
な
飛
天
像
が
付
着
さ
れ
た
が
、

近
年
、
韓
国
の
百
済
地
域
に
お
い
て
も
発
掘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

飛
ぶ
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
飛
天
は
キ
リ
ス
ト
教
の
天
使
と
比

較
さ
れ
る
。
し
か
し
飛
天
は
翼
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
の
容
姿
で

も
な
い
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
時
代
、
聖
堂
に
描
か
れ
た
西
洋
の
天
使
た
ち
は
、

子
ど
も
の
よ
う
な
小
さ
な
体
格
に
翼
が
あ
る
、
と
い
う
可
愛
い
姿
で
あ
る

の
と
は
違
い
が
明
確
で
あ
る
。
翼
も
な
く
長
い
天
衣
を
ま
と
い
、
自
由
に

空
中
を
彷
徨
い
な
が
ら
佛
陀
の
説
法
を
称
揚
す
る
飛
天
た
ち
は
、
仏
国
世

界
が
ど
れ
ほ
ど
荘
厳
で
美
し
い
か
を
見
せ
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

　

東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
飛
天
は
、
イ
ン
ド
よ
り
も
強
力
に
仏
教
と
結
合
し

た
。
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
浮
彫
に
て
、
ア
プ
サ
ラ
ス
が

踊
り
で
神
た
ち
を
喜
ば
せ
る
舞
姫
と
し
て
描
写
さ
れ
た
の
と
は
異
な
り
、

東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
飛
天
は
、
楽
器
を
演
奏
し
佛
陀
を
供
養
す
る
た
め
、

奏
樂
天
、
も
し
く
は
伎
樂
天
と
も
呼
ば
れ
る
。

　

仏
教
の
伝
播
と
と
も
に
イ
ン
ド
か
ら
中
国
へ
と
向
か
う
シ
ル
ク
ロ
ー
ド　

天
山
南
路
と
北
路
、
中
国
西
北
部
に
お
い
て
も
、
至
る
所
に
石
窟
寺
院
が

作
ら
れ
た
。
イ
ン
ド
同
様
、
石
窟
寺
院
内
部
に
は
、
仏
像
と
菩
薩
像
、
僧

侶
た
ち
以
外
の
空
い
た
空
間
を
、
飛
天
が
多
彩
に
彩
っ
て
い
る
。
天
空
を

は
、
神
た
ち
の
パ
ン
テ
オ
ン
（Pantheon

）
か
ら
見
れ
ば
た
い
へ
ん
身

分
が
低
く
、
壁
面
を
埋
め
る
装
飾
的
な
位
置
と
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

中
国
の
人
々
も
ア
プ
サ
ラ
ス
が
、
天
使
の
よ
う
に
「
飛
ぶ
存
在
」
で
あ

る
と
い
う
点
は
明
確
に
知
っ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
、
既
に
中
国
伝
統
の
道

家
思
想
に
も
羽
人
が
お
り
、
ア
プ
サ
ラ
ス
を
簡
単
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
羽
人
た
ち
は
、
南
北
朝
時
代
の
墳
墓
か
ら
発
掘
も
さ
れ
、
壁

面
に
表
現
も
さ
れ
た
。
み
な
、
す
ば
し
っ
こ
く
軽
快
な
姿
で
あ
る
。

　

山
海
經
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
長
い
歳
月
の
間
、
神
仙
や
神
話
・
伝
説

の
奇
怪
な
人
物
、
想
像
の
中
の
動
物
を
作
り
上
げ
て
き
た
中
国
に
お
い
て
、

ア
プ
サ
ラ
ス
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
容
易
か
っ
た
で
あ
ろ
う（

21
）。
踊
る
精

霊
と
い
う
認
識
よ
り
も
音
楽
を
奏
で
、
花
を
ま
き
、
佛
陀
を
称
揚
す
る
存

在
と
し
て
焦
点
を
置
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
中
国
と
朝
鮮
半
島
、
日
本
に
お

け
る
飛
天
は
、
音
楽
を
奏
で
、
花
を
愛
で
る
（
持
つ
）
姿
と
し
て
作
ら
れ

た
。
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ
ア
の
ア
プ
サ
ラ
ス
よ
り
も
、
彼
ら
の
行
為
自
体

に
主
眼
点
を
置
い
た
の
で
あ
る
。

　

仏
教
経
典
で
は
な
い
が
、『
洛
陽
伽
藍
記
』
に
お
い
て
も
飛
天
は
確
認

さ
れ
る
。
景
興
尼
寺
と
い
う
寺
に
金
像
が
あ
る
が
、
そ
の
寶
蓋
の
四
面
に

金
の
鈴
と
七
宝
の
玉
が
付
い
て
お
り
、
雲
の
間
に
は
楽
器
を
演
奏
す
る
飛

天
が
い
る
と
の
内
容
で
あ
る（

22
）。
空
か
ら
音
楽
を
奏
で
、
踊
り
を
踊
る
飛

天
の
彫
刻
が
残
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
『
洛
陽
伽
藍
記
』
の
内
容
を
立
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飛
ぶ
と
い
う
点
、
花
束
を
持
っ
て
降
り
て
き
て
い
る
と
い
う
点
で
、
イ
ン

ド
式
ア
プ
サ
ラ
ス
を
基
本
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

イ
ン
ド
の
ア
プ
サ
ラ
ス
た
ち
は
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
と
マ
ト
ゥ
ラ
ー
の
仏
殿

浮
彫
か
ら
う
か
が
え
る
。
有
名
な
「
舍
衛
城
の
身
變
」
の
場
面
を
は
じ
め
、

釈
迦
牟
尼
が
説
法
す
る
場
面
に
お
い
て
必
ず
登
場
す
る
（
図
10
）（25
）。
多

様
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
イ
ン
ド
の
佛
傳
彫
刻
本
生
譚
な
ど
に
お
け
る
叙
事

的
な
彫
刻
に
も
、
ア
プ
サ
ラ
ス
が
時
々
彫
刻
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ら

は
一
部
を
除
け
ば
、
彼
ら
の
階
位
を
表
す
か
の
よ
う
に
小
さ
く
表
現
さ
れ

て
い
る
。
空
か
ら
花
束
や
花
冠
を
持
っ
て
降
り
、
釈
迦
牟
尼
に
供
養
す
る

姿
で
あ
る
。

　

中
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
を
探
す
こ
と
は
難
し
く
は

な
い
。
イ
ン
ド
の
仏
教
美
術
を
モ
デ
ル
と
し
た
石
窟
寺
院
や
独
立
像
に
お

い
て
飛
天
は
、
必
ず
必
要
な
存
在
で
あ
っ
た
。
視
覚
的
に
釈
迦
牟
尼
の
説

法
を
賞
賛
し
、
仏
教
世
界
の
幻
想
を
見
せ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る
が
た
め

で
あ
る
。

　

飛
天
は
仏
像
や
菩
薩
像
の
よ
う
に
注
目
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
仏
教
伝

来
の
初
期
、
仏
教
美
術
の
発
生
当
時
か
ら
す
で
に
羅
漢
や
金
剛
力
士
の
よ

う
に
、
仏
教
パ
ン
テ
オ
ン
に
お
け
る
重
要
な
構
成
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
こ

と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

南
北
朝
時
代
か
ら
隋
唐
時
代
、
中
国
に
お
け
る
仏
教
彫
刻
に
は
、
船
形

の
光
背
に
飛
天
が
描
写
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
光
背
の
上

飛
び
交
う
形
象
の
飛
天
と
蓮
の
花
、
そ
し
て
雲
が
同
時
に
描
か
れ
調
和
し
、

仏
国
世
界
の
幻
想
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

　

現
時
点
に
お
い
て
、
最
も
古
い
時
期
の
飛
天
の
ひ
と
つ
は
中
国
蘭
州
の

炳
靈
寺
、
第
一
六
九
窟
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る（

23
）。
炳
靈
寺
の
第
一
六

九
窟
に
は
、
建
弘
元
年
（
四
二
〇
）
の
墨
書
銘
が
あ
り
、
作
ら
れ
た
年
代

が
明
確
な
中
国
最
古
の
石
窟
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る（

24
）。
こ
の
墨
書
銘
が

書
か
れ
た
壁
の
近
く
に
、
空
か
ら
舞
い
降
り
る
飛
天
が
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
飛
天
は
墨
書
銘
の
お
か
げ
で
、
年
代
が
確
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

中
国
に
お
い
て
最
も
古
い
時
期
の
も
の
と
さ
れ
る
。

　

上
か
ら
下
へ
と
舞
い
降
り
る
飛
天
の
姿
は
、
供
養
す
る
女
人
の
よ
う
に

大
き
く
塊
量
感
が
あ
り
、
後
代
の
飛
天
と
は
違
い
を
見
せ
る
が
、
翼
な
く
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は
、
仏
像
自
体
を
天
界
に
い
る
神
聖
な
存
在
で
あ
る
と
知
ら
し
め
る
役
割

を
担
う
。
天
監
一
〇
年
（
五
一
一
）
の
銘
文
が
あ
る
五
尊
像
は
、
光
背
が

二
重
に
な
っ
て
い
て
、
飛
天
た
ち
が
光
背
に
付
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
表

現
さ
れ
て
い
る
（
図
11
）（26
）。
山
東
省
青
州
に
お
い
て
発
掘
さ
れ
た
東
魏

か
ら
北
斎
時
代
の
仏
像
と
河
北
省
曲
陽
の
修
徳
寺
址
出
土
の
仏
像
に
も
、

飛
天
は
繊
細
で
美
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
軽
く
軽
快
な
姿
で
飛
び
交
う

飛
天
の
姿
は
、
謹
厳
な
仏
像
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

　

莫
高
窟
の
壁
画
は
、
西
魏
か
ら
隋
代
（
五
八
一
〜
六
一
八
）
ま
で
の
約

一
世
紀
の
あ
い
だ
、
美
し
い
線
の
中
国
式
飛
天
が
頂
点
を
達
し
た
（
図

12
）。
当
時
の
美
術
に
お
け
る
時
代
様
式
に
マ
ッ
チ
し
た
、
細
く
か
よ
わ

い
体
の
飛
天
た
ち
は
、
莫
高
窟
の
壁
や
天
井
に
、
空
か
ら
自
由
自
在
に
遊

泳
す
る
が
ご
と
く
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
身
体
を
「
Ｕ
」
字
型
に
屈

め
飛
び
交
い
、
地
上
に
下
降
す
る
姿
で
あ
る
。
斜
め
に
、
あ
る
い
は
垂
直

に
下
降
す
る
姿
は
、
リ
ズ
ム
感
と
律
動
感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
軽
快
な
墨

線
と
微
妙
な
色
の
調
和
、
生
き
生
き
と
し
た
筆
線
の
流
れ
も
、
こ
の
律
動

美
に
一
助
を
与
え
て
い
る
。
伝
統
的
に
筆
線
を
重
視
す
る
中
国
的
な
変
化

で
あ
る
。
飛
天
た
ち
の
動
き
と
、
ひ
ら
つ
く
生
地
の
背
景
に
描
か
れ
た
雲

と
花
が
同
存
し
、
仏
国
世
界
の
華
麗
さ
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
か
の
よ
う

で
あ
る
。
壁
画
の
中
の
飛
天
と
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ
ト
、
ボ
ド
ブ
ド
ー
ル
の

ア
プ
サ
ラ
ス
が
同
じ
起
源
を
持
つ
と
は
、
想
像
で
き
な
い
く
ら
い
の
違
い

を
見
せ
て
い
る
要
因
が
、
絵
画
と
彫
刻
の
違
い
か
ら
き
て
い
る
と
は
断
言

部
に
小
さ
な
塔
を
持
ち
上

げ
て
い
る
姿
も
あ
れ
ば
、

光
背
の
外
側
に
立
体
造
形

を
付
け
加
え
た
も
の
も
あ

る
、
特
に
山
東
省
、
河
北

省
な
ど
で
作
ら
れ
た
仏
像

に
飛
天
が
数
多
く
表
現
さ

れ
て
い
て
、
朝
鮮
半
島
や

日
本
と
の
交
流
の
可
能
性

を
示
し
て
い
る
。

　

光
背
の
周
り
の
、
空
か

ら
降
り
て
く
る
飛
天
た
ち
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簡
単
に
現
地
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
伝
播
を
世
界

化
と
見
な
す
な
ら
ば
、
飛
天
の
現
地
化
を
通
し
て
、
世
界
化
が
既
存
秩
序

の
抵
抗
に
さ
ほ
ど
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
が
た
め
、
世
界
化
に
寄
与
し
た
の

で
あ
ろ
う
。

2
　
音
楽
と
香
を
供
養
す
る
韓
国
の
飛
天

　

飛
天
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
中
国
に
、
そ
し
て
韓
国
（
朝
鮮
半
島
）、

日
本
に
も
伝
わ
っ
た
。
イ
ン
ド
の
ア
プ
サ
ラ
ス
と
は
遠
い
、
中
国
式
の
飛

天
が
流
入
さ
れ
た
。
中
国
の
よ
う
に
韓
国
で
も
、
仏
教
美
術
が
始
ま
っ
た

こ
ろ
か
ら
飛
天
は
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
残
っ
て
い
る
例
は
多
く

は
な
い
。

　

二
〇
〇
四
年
、
百
済
地
域
で
あ
る
扶
余
官
北
里
に
て
発
掘
さ
れ
た
光
背

の
周
り
に
は
、
四
角
い
つ
ま
み
が
付
い
て
い
る（

27
）。
中
国
の
金
銅
佛
の
場

合
、
こ
の
つ
ま
み
に
は
飛
天
が
付
い
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
、
状

態
は
良
く
な
い
が
、
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
姿
の
飛
天
像
が
近
隣
で
発
見
さ

れ
た
。
こ
の
ふ
た
つ
か
ら
、
少
な
く
て
も
百
済
地
域
に
お
い
て
、
北
魏
後

期
か
ら
東
魏
（
五
世
紀
末
〜
六
世
紀
前
半
）
の
彫
刻
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
飛
天
が
飛
ん
で
い
る
よ
う
な
金
銅
仏
が
作
ら
れ
た
も
の
と
判
明
す
る
。

天
か
ら
仏
様
を
賛
嘆
す
る
た
め
降
り
て
く
る
飛
天
は
、
姿
自
体
は
中
国
化

さ
れ
た
も
の
と
し
て
韓
国
に
伝
わ
っ
た
姿
で
あ
る
。

　

一
九
六
〇
年
、
忠
清
南
道
燕
岐
郡
の
碑
巖
寺
に
て
発
見
さ
れ
た
癸
酉
銘

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
根
本
的
な
美
意
識
と
追
い
求
め
る
造
形
感
覚
が
異

な
っ
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
量
感
を
重
視
す

る
国
と
、
線
の
流
れ
を
最
も
重
視
す
る
国
が
、
同
じ
造
形
物
を
作
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　

時
に
飛
天
は
、
中
国
伝
統
の
西
王
母
、
九
尾
狐
な
ど
と
同
じ
く
、
仏
教

世
界
に
お
い
て
調
和
を
織
り
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
壁
や
柱
の
横
に
ひ
と

り
、
ま
た
は
二
〜
三
人
で
集
ま
っ
て
立
っ
て
い
た
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
プ
サ

ラ
ス
と
は
明
確
な
違
い
で
あ
る
。
彼
ら
が
、
他
の
世
界
と
は
離
れ
た
独
立

的
な
存
在
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
中
国
に
お
け
る
石
窟
寺
院
の
飛
天
は
、

世
界
の
す
べ
て
と
共
に
同
存
す
る
存
在
で
あ
る
。

　

中
国
の
仏
教
世
界
に
お
け
る
飛
天
は
、
佛
陀
は
勿
論
の
こ
と
、
神
仙
と

阿
修
羅
、
雲
と
蓮
花
と
と
も
に
混
然
一
体
と
な
り
仏
国
を
構
成
し
て
い
る
。

ア
プ
サ
ラ
ス
と
飛
天
と
い
う
名
前
の
違
い
の
よ
う
に
、
美
術
と
文
化
に
お

い
て
も
大
き
な
違
い
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

中
国
と
東
南
ア
ジ
ア
、
中
央
ア
ジ
ア
に
て
追
及
さ
れ
た
美
し
さ
、
そ
し

て
美
し
さ
を
感
じ
る
文
化
的
な
脈
絡
（context

）
が
、
如
何
に
違
っ
た

か
を
示
し
て
い
る
。
飛
天
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
姿
か
た
ち
も
違
う
が
、
彼
ら

が
表
現
さ
れ
た
方
式
、
周
辺
の
ほ
か
の
対
象
と
の
関
係
す
べ
て
が
違
う
の

で
あ
る
。

　

飛
天
は
仏
像
の
よ
う
に
礼
拝
対
象
で
も
な
く
、
仏
教
の
世
界
の
位
階
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
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で
あ
り
浄
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
役
割
を
し
て
い
る
。

　

仏
国
を
取
り
巻
く
両
側
面
の
飛
天
た
ち
は
、
風
を
割
き
飛
び
交
う
の
で

は
な
く
、
蓮
花
の
上
に
座
り
静
か
に
楽
器
を
奏
で
て
い
る
。
彼
ら
が
演
奏

す
る
楽
器
は
多
様
で
、
小
さ
な
チ
ャ
ン
ゴ
（
長
鼓
）
を
た
た
い
た
り
笙
や

笛
、
簫
を
吹
い
た
り
、
琴
と
琵
琶
を
弾
い
た
り
し
て
い
る（

30
）。

　

飛
天
た
ち
は
、
小
さ
な
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
を
構
成
し
音
楽
で
佛
陀
を
供
養

し
、
仏
教
世
界
に
お
け
る
永
遠
の
美
し
さ
を
賛
嘆
し
て
い
る
。
飛
天
た
ち

が
楽
器
を
演
奏
す
る
動
作
は
写
実
的
で
あ
り
自
然
で
あ
る
。
当
時
、
本
当

に
楽
器
を
演
奏
す
る
人
々
を
モ
デ
ル
に
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

彼
ら
は
二
人
ず
つ
ペ
ア
ー
を
組
み
上
下
二
段
に
座
り
チ
ャ
ン
ゴ
（
長

鼓
）
を
叩
い
て
い
る
よ
う
に
、
両
腕
を
広
く
伸
ば
し
た
り
、
ま
た
は
笛
を

吹
く
よ
う
に
楽
器
の
上
に
両
手
を
上
や
下
に
置
い
た
り
も
し
て
い
る
。
ア

プ
サ
ラ
ス
や
中
国
の
飛
天
と
は
違
い
、
顔
も
は
っ
き
り
と
う
か
が
い
知
る

こ
と
は
で
き
ず
、
身
体
は
う
っ
す
ら
と
判
る
程
度
で
は
あ
る
が
、
楽
器
な

ど
は
お
お
よ
そ
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
つ
ま
り
百
済
の
美
術
家
た
ち
は
、

飛
天
た
ち
に
よ
る
「
演
奏
す
る
行
為
」
を
最
も
重
要
な
事
柄
と
し
て
扱
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　

莫
高
窟
の
飛
天
の
よ
う
に
、
空
間
を
埋
め
尽
く
し
な
が
ら
飛
ぶ
空
の
集

団
や
、
寺
院
の
壁
に
て
訪
問
客
を
温
か
く
迎
え
て
く
れ
る
ア
ン
コ
ー
ル
ワ

ッ
ト
の
ア
プ
サ
ラ
ス
と
も
違
う
。
音
楽
に
よ
っ
て
佛
陀
を
供
養
す
る
と
い

う
、
ア
プ
サ
ラ
ス
本
来
の
意
味
を
重
ん
じ
、
忠
実
に
再
現
さ
れ
た
も
の
が

全
氏
阿
彌
陀
佛
三
尊
石
像
は
、
三
国
統
一
直
後
で
あ
る
六
七
三
年
、
百
済

地
域
に
て
作
ら
れ
た
彫
刻
で
あ
る
（
図
13
）（28
）。
統
一
直
後
で
あ
っ
た
た

め
百
済
遺
民
の
活
動
と
関
連
づ
け
た
り
も
す
る
が
、
百
済
に
お
け
る
伝
統

的
な
彫
刻
を
表
現
し
て
い
る
例
と
し
て
注
目
さ
れ
た（

29
）。

　

な
に
よ
り
も
こ
の
飛
像
に
は
、
飛
天
た
ち
で
構
成
さ
れ
た
合
奏
団
が
表

現
さ
れ
て
い
て
目
を
引
く
。
直
四
角
形
の
石
材
を
加
工
し
て
作
っ
た
彫
刻

の
両
側
面
に
は
、
楽
器
を
演
奏
す
る
飛
天
た
ち
が
各
々
四
構
ず
つ
あ
り
、

石
上
の
も
っ
と
も
上
部
の
左
右
に
も
天
宮
を
支
え
て
い
る
飛
天
が
あ
る
。

正
面
の
光
背
の
飛
天
た
ち
は
基
本
的
に
東
魏
時
代
、
中
国
の
金
銅
仏
の
形

態
を
そ
の
ま
ま
模
し
て
石
像
に
移
し
て
い
る
。
飛
天
は
排
除
す
る
こ
と
の

で
き
な
い
仏
国
世
界
の
一
員
で
あ
る
。
石
像
の
世
界
は
す
な
わ
ち
、
仏
国
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る
聖
徳
王
の
功
徳
を
広
く
知
ら
し
め
る
た
め
七
四
二
年
に
作
り
始
め
た
。

し
か
し
た
い
へ
ん
大
き
な
鐘
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
困
難
が
あ
り
彼

の
死
後
、
恵
恭
王
の
時
代
（
七
七
一
年
）
に
な
っ
て
や
っ
と
完
成
に
至

る（
32
）。
銅
一
二
万
斤
で
作
っ
た
こ
の
鐘
は
完
成
後
、
奉
徳
寺
に
つ
る
さ
れ

た
た
め
奉
徳
寺
鐘
と
呼
ば
れ
た（

33
）。
奉
徳
寺
か
ら
何
回
も
他
の
寺
に
移
転

し
た
歴
史
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
聖
徳
大
王
神
鐘
は
、
そ
の
原
型
を

失
う
こ
と
な
く
飛
天
た
ち
の
姿
を
見
事
に
維
持
し
て
い
る
。

　

低
い
浮
彫
と
し
て
刻
ま
れ
た
二
つ
の
飛
天
は
対
を
な
し
、
お
互
い
見
つ

め
合
う
反
対
側
に
あ
り
、
そ
の
間
に
は
精
巧
で
華
麗
な
蓮
花
撞
座
を
置
い

て
い
る
。
飛
天
と
蓮
花
の
浮
彫
は
、
絵
画
的
な
印
象
を
与
え
て
く
れ
る
低

浮
彫
で
あ
る
が
、
立
体
感
を
失
っ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
癸
酉
銘
全
氏
阿

彌
陀
佛
三
尊
石
像
と
同
じ
よ
う
に
、
飛
天
た
ち
の
顔
は
ま
っ
た
く
見
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ス
カ
ー
ト
の
ひ
だ
ま
で
残
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

摩
耗
が
激
し
い
の
で
顔
が
見
え
な
い
の
で
は
な
い
。
新
羅
の
人
々
に
と
っ

て
は
、
飛
天
の
顔
や
個
性
よ
り
も
、
真
心
を
込
め
て
佛
陀
の
前
で
供
養
す

る
心
が
も
っ
と
大
切
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

飛
天
た
ち
は
み
な
跪
き
座
り
、
両
手
で
炳
香
爐
を
さ
さ
え
な
が
ら
お
香

を
あ
げ
供
養
し
て
い
る
。
取
手
が
長
い
炳
香
爐
の
香
を
焚
く
部
分
は
、
蓮

の
花
の
形
を
精
密
に
再
現
し
て
い
る
。
香
を
焚
く
飛
天
の
細
く
長
い
腕
や

脚
は
、
そ
の
上
部
に
て
な
び
い
て
い
る
羽
衣
の
よ
う
に
軽
快
で
あ
る
。
雲

の
よ
う
に
上
に
ほ
と
ば
し
る
寶
相
華
文
と
羽
衣
の
軽
や
か
な
姿
か
ら
、
鐘

韓
国
の
飛
天
の
特
徴
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
よ
く
似
た
例
を
鐘
か
ら
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
聖

徳
大
王
神
鐘
に
刻
ま
れ
た
飛
天
は
好
例
で
あ
る
（
図
14
）。
高
麗
後
期
や

朝
鮮
の
梵
鐘
に
は
仏
像
や
菩
薩
像
を
刻
ん
だ
が
、
統
一
新
羅
時
代
の
鐘
は

飛
天
が
主
人
公
で
あ
っ
た（

31
）。

　

韓
国
の
鐘
の
中
で
も
最
も
古
い
上
院
寺
銅
鐘
や
襄
陽
・
禅
林
院
址
の
銅

鐘
に
も
、
飛
天
が
鐘
身
の
真
ん
中
に
描
か
れ
て
い
る
。
飛
天
こ
そ
、
統
一

新
羅
に
お
け
る
梵
鐘
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。
奏
樂
天
と
い
う
呼
び
名
の

よ
う
に
韓
国
の
飛
天
は
、
楽
器
を
演
奏
す
る
天
人
と
い
う
意
味
を
忠
実
に

再
現
し
て
い
る
。

　

エ
ミ
ル
レ
鐘
と
し
て
知
ら
れ
る
聖
徳
大
王
神
鐘
は
、
景
徳
王
が
父
で
あ



図 15　舎利器、感恩寺　西三層石塔発見、682、
国立慶州博物館、韓国

251　　仏教美術から見たアジアの美、韓国の美

身
の
本
分
に
忠
実
な
姿
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ア
プ
サ

ラ
ス
が
は
じ
め
て
イ
ン
ド
神
話
に
登
場
し
た
姿
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
音
楽

に
よ
っ
て
神
を
喜
ば
せ
供
養
す
る
と
い
う
役
割
に
忠
実
で
あ
る
。

　

飛
天
に
、
華
や
か
で
目
立
つ
外
的
な
美
し
さ
よ
り
も
、
本
来
の
役
割
に

徹
し
た
存
在
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
し
た
の
が
、
韓
国
に
お
け
る
古
代

飛
天
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
感
恩
寺
の
三
層
石
塔
出
土

の
舎
利
器
を
は
じ
め
と
す
る
統
一
新
羅
時
代
の
舎
利
器
や
石
燈
、
浮
屠
装

飾
な
ど
で
も
そ
の
ま
ま
表
れ
て
い
る
（
図
15
）。
殿
閣
形
状
に
よ
っ
て
つ

く
ら
れ
た
こ
れ
ら
舎
利
器
の
四
隅
か
ら
楽
器
を
演
奏
し
、
佛
陀
に
供
養
す

る
飛
天
の
形
象
は
、
以
前
よ
り
受
け
継
が
れ
て
き
た
韓
国
の
飛
天
の
様
相

か
ら
響
き
渡
る
音
（
鐘
の
音
）
を
目
で
見
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
聴
覚
と

視
覚
を
行
き
交
う
共
感
覚
的
な
造
形
で
あ
る
。

　

飛
天
の
姿
は
上
部
に
行
く
ほ
ど
細
く
な
り
、
三
角
形
構
図
の
安
定
感
を

与
え
て
い
る
。
ま
る
で
炳
香
爐
を
持
っ
た
飛
天
が
、
空
か
ら
舞
い
降
り
、

そ
っ
と
静
か
に
座
ろ
う
と
す
る
そ
の
瞬
間
を
描
写
し
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。

聖
徳
大
王
神
鐘
に
刻
ま
れ
た
飛
天
は
、
周
辺
の
空
間
に
は
見
え
な
い
風
を

も
引
き
連
れ
、
空
を
舞
う
天
人
の
軽
や
か
な
動
作
を
暗
示
し
な
が
ら
、
空

洞
の
鐘
そ
れ
自
体
を
自
分
、
つ
ま
り
飛
天
た
ち
の
居
場
所
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
飛
天
は
、
鐘
に
刻
ま
れ
た
銘
文
を
取
り
囲
ん
で
い
る
。
銘
文
は

聖
徳
大
王
神
鐘
の
鐘
音
と
共
に
、
新
羅
の
平
和
と
百
姓
た
ち
の
幸
せ
を
願

う
と
い
う
内
容
と
、
鐘
を
鋳
造
す
る
と
い
う
大
き
な
仕
事
を
推
進
で
き
た

景
徳
王
の
孝
心
と
徳
を
称
え
る
内
容
を
含
ん
で
い
る（

34
）。

　

聖
徳
大
王
神
鐘
の
鋳
造
は
、
景
徳
王
が
自
信
を
持
っ
て
は
じ
め
た
王
室

の
大
業
で
あ
っ
た
。
大
業
の
目
的
と
内
容
を
鐘
に
銘
文
と
し
て
刻
ん
だ
の

は
、
王
が
能
力
と
自
信
感
に
み
な
ぎ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
銘
文
の

内
容
と
鐘
か
ら
響
き
渡
る
梵
音
を
重
視
し
た
か
ら
こ
そ
、
音
楽
で
供
養
す

る
飛
天
を
鐘
身
の
真
ん
中
に
配
置
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

聖
徳
大
王
神
鐘
に
お
け
る
飛
天
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
ア
プ
サ
ラ
ス
や
中

国
の
飛
天
と
は
異
な
り
、
顔
や
姿
態
を
さ
ら
す
こ
と
な
く
、
そ
し
て
律
動

美
や
力
動
性
が
あ
る
の
で
も
な
く
、
宝
石
な
ど
で
派
手
に
装
飾
し
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
韓
国
の
飛
天
は
す
べ
て
、
音
楽
に
よ
っ
て
供
養
す
る
自
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カ
ン
ボ
ジ
ア
で
は
宮
廷
の
舞
姫
を
真
似
て
、
壁
面
に
静
か
に
佇
ん
で
い

る
ア
プ
サ
ラ
ス
浮
彫
が
作
ら
れ
、
八
〜
九
世
紀
に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

で
は
他
の
ど
の
地
域
よ
り
も
イ
ン
ド
式
、
つ
ま
り
量
感
豊
か
な
美
術
を
作

り
上
げ
、
軽
快
で
律
動
美
溢
れ
る
ア
プ
サ
ラ
ス
を
彫
刻
し
た
。
中
国
で
は

書
芸
の
筆
線
の
よ
う
な
闊
達
な
動
勢
を
見
せ
て
く
れ
る
飛
天
を
描
い
た
。

奏
樂
天
と
呼
ば
れ
る
韓
国
の
飛
天
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
を
演
奏
し
、
佛

陀
を
供
養
す
る
姿
で
作
ら
れ
た
。

　

地
域
ご
と
に
各
々
違
っ
た
姿
に
よ
っ
て
現
地
化
さ
れ
た
ア
プ
サ
ラ
ス
と

飛
天
の
造
形
は
、
仏
像
や
菩
薩
像
と
は
違
い
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
、
中
国
、
韓

国
（
朝
鮮
半
島
）
に
お
け
る
当
時
の
文
化
を
如
実
に
表
現
し
て
い
る
。

　

礼
拝
対
象
と
し
て
の
仏
像
や
菩
薩
像
は
、
厳
格
な
姿
態
を
忠
実
に
踏
襲

す
る
傾
向
が
あ
る
が
、
下
級
臣
で
あ
る
ア
プ
サ
ラ
ス
は
、
自
由
に
表
現
し

て
も
差
し
支
え
な
か
っ
た
た
め
、
特
定
の
地
域
に
お
け
る
時
代
様
式
と
美

的
基
準
を
す
な
お
に
表
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
飛
天
こ
そ
が
「
華
嚴
經
」
の
世
界

観
と
同
じ
よ
う
に
、
仏
教
と
い
う
ひ
と
つ
の
点
か
ら
始
ま
り
、
様
々
な
世

界
に
広
が
っ
た
「
一
卽
多
多
卽
一
」
の
世
界
を
見
せ
て
く
れ
る
、
ア
ジ

ア
に
お
け
る
美
の
結
晶
体
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
単
一
的
な
哲
学
体
系
か
ら

各
国
に
、
そ
し
て
各
国
の
美
意
識
に
マ
ッ
チ
し
た
飛
天
が
作
ら
れ
拡
散
さ

れ
、
更
に
飛
天
た
ち
は
、
同
一
的
な
哲
学
と
思
想
に
お
け
る
仏
教
文
化
を

表
現
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
華
嚴
の
世
界
観
と
比
肩
さ
れ
る
。
飛

を
そ
の
ま
ま
映
し
出
し
て
い
る
。

　

各
々
異
な
っ
た
楽
器
を
演
奏
し
、
仏
前
に
て
供
養
す
る
形
態
の
飛
天
は
、

そ
の
本
分
を
重
視
た
新
羅
の
人
た
ち
の
美
意
識
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

Ⅳ
　
結
語

　

イ
ン
ド
か
ら
始
ま
っ
た
仏
教
と
仏
教
美
術
は
、
陸
上
、
海
上
、
シ
ル
ク

ロ
ー
ド
を
経
て
東
ア
ジ
ア
に
伝
わ
り
世
界
化
（globalization

）
を
経
て

今
日
に
至
っ
て
い
る
。
仏
教
の
理
念
と
信
仰
が
ア
ジ
ア
を
ひ
と
つ
の
世
界

に
束
ね
る
役
割
を
担
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
土
着
色
が
反
映
さ
れ
た
礼
拝

対
象
と
し
て
の
仏
教
美
術
は
、
成
功
し
た
現
地
化
（localization

）
の
産

物
と
し
て
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

仏
教
の
パ
ン
テ
オ
ン
か
ら
見
た
と
き
、
最
も
下
位
に
位
置
す
る
存
在
で

あ
る
飛
天
は
、「
リ
グ
・
ベ
ー
ダ
」
と
「
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ
タ
」
に
出
て
く

る
神
話
的
な
存
在
で
あ
る
ア
プ
サ
ラ
ス
と
い
う
イ
ン
ド
の
原
型
を
自
由
自

在
に
変
形
さ
せ
、
東
南
ア
ジ
ア
、
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
現
地
の
情
緒
に

マ
ッ
チ
し
た
新
た
な
姿
と
し
て
創
造
さ
れ
た
。

　

天
を
舞
う
存
在
と
い
う
意
味
か
ら
飛
天
と
翻
訳
し
た
韓
国
、
中
国
、
日

本
は
、
各
々
の
風
土
に
マ
ッ
チ
し
た
美
意
識
に
合
わ
せ
、
飛
天
の
造
形
を

現
地
化
さ
せ
た
。
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天
の
造
形
は
、
仏
教
の
成
功
的
な
世
界
化
と
現
地
化
を
確
認
さ
せ
て
く
れ

る
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
英
文
辞
書
に
は
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
に
お
い
て
は
じ
め

て
出
て
く
る
と
し
て
い
る
。H

ugh Chisholm
, ed., 

“Apsaras

” E
ncyclopadia Britannica 2, Cam

-
bridge U

niversity Press, 1911.

一
方
、
飛
び
交

う
精
霊
に
対
す
る
概
念
が
ペ
ル
シ
ャ
で
あ
る
と
み
る

場
合
も
あ
る
。
し
か
し
エ
ジ
プ
ト
、
ペ
ル
シ
ャ
と
キ

リ
ス
ト
教
系
統
の
飛
び
交
う
存
在
は
翼
が
あ
る
有
翼

天
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
イ
ン
ド
の
ア
プ
サ

ラ
ス
と
は
違
い
が
あ
る
。

（
2
）
利
天
は
仏
教
の
六
欲
天
の
中
で
二
番
目
の
天
で
あ
り
、

須
彌
山
の
頂
上
に
あ
る
。
こ
こ
に
は
東
西
南
北
四
方

に
天
人
た
ち
が
生
活
す
る
天
人
の
城
が
各
々
八
あ
り
、

計
三
二
個
の
天
、
つ
ま
り
三
二
天
、
中
央
に
帝
釋
天

が
い
る
善
見
城
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
三
三
天

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
宇
宙
観
は
起
世
経
か
ら
確
認

さ
れ
る
。
帝
釋
天
を
含
む
仏
教
の
神
話
と
イ
ン
ド
伝

統
思
想
に
関
し
て
は
キ
ム
・
ヨ
ン
フ
ァ
ン
「
帝
釋
天

（Indra

）
か
ら
仏
教
神
話
の
一
考
察
」、
東
国
大
学

校
修
士
学
位
論
文
、
一
九
七
七
参
照
。

（
3
）〝
乾
紬
婆
是
侵
天
伎
人
、
随
逐
侵
天
、
浦
侵
天
作
教
〞

『
大
智
度
論
』
卷
第
十
、T

. 25.

（
4
）
東
方
持
国
天
の
眷
属
と
も
い
わ
れ
る
場
合
も
あ
り
天

上
の
神
聖
な
も
の
で
あ
るsom

a

を
守
る
と
も
い
わ

れ
る
。

（
5
）
チ
ェ
・
ビ
ョ
ン
ウ
ク
『
東
南
ア
ジ
ア

：

伝
統
時
代
』、

大
韓
教
科
書
株
式
会
社
、
二
〇
〇
六

（
6
）
西
洋
人
た
ち
は
、
バ
ン
テ
ア
イ
・
ス
レ
イ
を
「
高

価
な
宝
石
」、「
ク
メ
ー
ル
の
宝
石
」
と
呼
ぶ
。

Charles 
H

igham
, 

Civilization 
of 

A
ngkor, 

London: W
eidenfeld &

 N
icolson, 2003, p.79.

（
7
）Charles H

igham
, E

arly M
ainland Southeast 

A
sia, Bangkok: River Books Co., Ltd., 2014, 

p.367.

（
8
）
同
上p.80.

（
9
）M

aurice Glaize, Les M
onum

ents du G
roupe 

D
ʼA

ngkor, JEA
N

 M
A

ISO
N

N
EU

V
E edition, 

2003.

（
10
）M

ichael Freem
an, Jacques Claude, A

ncient 
A

ngkor, Bangkok: River Books, 2003, p.206.

（
11
）
同
上
、p.206.

（
12
）M

aurice Glaize, T
he M

onum
ents of the A

ng-
kor G

roup 

（Jaca Book, 2003

）, edition of an 
english translation of the 1948 French edi-
tion, p.183.

（
13
）Pierre 

Baptiste 
&

 
T

hierry 
Zephir, 

Lʼart 
K

hm
er dans les Collections du M

usée G
ui-

m
et, Paris, Réunion des M

usées nationaux, 
2008.

（
14
）
カ
ン
ボ
ジ
ア
に
お
け
る
こ
の
時
期
の
寺
院
建
立
に
関

し
て
はCharles 

H
igham

の
本
（
注
七
）、
五
三

頁
、D

avid Chandler, A
 H

istory of Cam
bodia, 

Boulder: W
estview

 Press, 1992, p.34.

（
15
）
ド
イ
ツ
チ
ー
ム
に
よ
る
ア
ン
コ
ー
ル
寺
院
の
復
元
関

連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
報
告
書
参
照
。Germ

an A
psara 

Conservation Project Building T
echniques, 

p.5. 
http://gacp-angkor.de/

（
検
索
日
二
〇
一

七
年
一
〇
月
一
〇
日
）

（
16
）
二
〇
一
〇
年
四
月
二
三
日
付
調
査
に
よ
る
。A

ng-
kor W

at devata inventory

（
17
）
す
で
に
一
九
二
七
年
、Sappho 

M
archal

が
、
ア

註
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プ
サ
ラ
ス
の
髪
飾
り
、
服
飾
、
姿
勢
、
宝
石
、
装
飾

用
の
花
を
分
類
、
整
理
し
た
こ
と
が
あ
る
。Sap-

pho M
archal, translated by M

errily P. H
an-

sen, K
hm

er Costum
es and O

rnam
ents of the 

D
evatas of A

ngkor W
at, Bangkok: O

rchid 
Press, 2006, reprint from

 1927 edition.

（
18
）
現
在
ま
で
の
調
査
に
よ
る
と
、
莫
高
窟
に
は2400

基
の
塑
造
像
が
あ
り
、
石
窟
内
の
メ
イ
ン
の
礼
拝
像

の
周
り
に
は
、
菩
薩
、
天
王
、
天
神
、
飛
天
、
ヤ
ク

シ
ャ
像
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
。Fan 

Jinshi, 
T

he Caves of D
unhuang, London: Scala A

rts 
&

 H
eritage, 2010

に
、
全
般
的
な
概
要
が
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

（
19
）
楡
林
窟
に
関
す
る
全
般
的
概
要
は
、
敦
煌
文
物
研
究

所
「
安
西
楡
林
窟
」、
文
物
出
版
社
、
一
九
七
七
参

照
。

（
20
）Fan Jinshi ed., T

he A
nxi Y

ulin G
rottoes

安

西
楡
林
窟
、Gansu N

ational Publishing H
ouse, 

1999, pp.6︲9.

（
21
）
中
国
最
古
の
地
理
書
で
あ
る
「
山
海
經
」
は
、
現
実

と
想
像
が
交
じ
り
合
っ
た
世
界
を
描
い
て
い
る
た
め

写
実
的
な
地
理
書
と
は
言
い
難
い
が
、
特
異
な
山
川

草
木
と
動
物
、
植
物
を
扱
っ
て
い
て
、
幻
想
的
な
仮

想
世
界
に
お
け
る
存
在
の
ひ
と
つ
と
し
て
羽
人
を
含

め
て
い
る
。「
中
国
神
話
的
文
類
与
『
山
海
経
』
的

文
献
価
値
」、《
文
芸
研
究
》
一
九
九
七
年
一
期
。

w
w

w
.cnki.com

.cn.

（
検
索
日
二
〇
一
七
年
一
〇
月

一
〇
日
）

（
22
）〝
石
橋
南
道
、
有
景
興
尼
寺
、
亦
閹
官
等
所
共
立
也
。

有
金
像
輦
、
去
地
三
尺
、
施
寶
蓋
、
四
面
垂
金
鈴
七

寶
珠
、
飛
天
伎
樂
、
望
之
雲
表
〞（
検
索
日
二
〇
一

七
年
四
月
三
〇
日
）。
一
方
中
国
で
は
現
在
、
乾
闥

婆
と
飛
天
を
同
一
視
す
る
、
あ
る
い
は
八
部
衆
に
属

す
る
乾
闥
婆
、
緊
那
羅
を
飛
天
と
同
一
と
扱
う
見
解

が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
「
大
智
度
論
」
に
お
け
る
次
の

文
を
挙
げ
同
一
視
す
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
十
分
で

は
な
い
。〝
乾
紬
婆
是
侵
天
伎
人
。
随
逐
侵
天
。
浦

侵
天
作
教
。〞「
大
智
度
論
」
巻
第
六
。

（
23
）
甘
粛
炳
霊
寺
文
物
保
護
研
究
所
、「
中
国
石
窟
芸

術

：

炳
霊
寺
」、
江
蘇
鳳
凰
美
術
出
版
社
、
二
〇
一

五
、
一
〇
―
一
三
頁
。

（
24
）
漢
字
の
読
み
方
に
よ
っ
て
建
弘
元
年
説
と
建
弘
四
年

（
四
二
三
）
説
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
元
年
説
と
す

る
。

（
25
）
舍
衛
城
の
身
變
は
、
仏
教
美
術
に
お
い
て
よ
く
扱
わ

れ
た
浮
彫
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
釈
迦
牟
尼
の
威
信

を
強
調
す
る
身
變
の
内
的
意
味
に
つ
い
て
はJohn 

Strong, R
elics of the Buddha, D

elhi: M
otilal 

Banarsidass Publisher, 2007, p.177.

（
26
）
四
川
博
物
院
・
成
都
文
物
考
古
研
究
所
・
四
川
大
学

博
物
館
「
四
川
出
土
南
朝
佛
教
造
像
」（
中
華
書
局
、

二
〇
一
三
）。

（
27
）
官
北
里
光
背
を
含
め
三
国
時
代
、
光
背
に
見
え
る
中

国
北
朝
の
影
響
に
関
す
る
研
究
と
し
て
ソ
ン
・
ユ
ン

ギ
ル
「
三
国
時
代
6
世
紀　

金
堂
光
背
研
究
」、『
美

術
史
学
研
究
』
二
七
七
、
二
〇
一
三
、
五
―
四
〇
頁
、

参

照
。http://new

s.naver.com
/m

ain/read.
nhn?m

ode=LSD
&

m
id=sec&

sid1=103&
oid=0

32&
aid%

20=0000095101

（
検
索
日
二
〇
一
五
年

二
月
一
七
日
）
関
連
記
事
。

（
28
）
フ
ァ
ン
・
ス
ヨ
ン
「
忠
南
燕
岐
石
像
調
査
槪
要
」、

『
芸
術
論
文
集
』
三
、
一
九
六
四
、
六
七
―
九
六
頁
。

（
29
）
キ
ム
・
ジ
ュ
ソ
ン
「
燕
岐
仏
像
郡
銘
文
か
ら
見
た
燕

岐
地
方　

百
済
遺
民
の
動
向
」、『
先
史
と
古
代
』
一

五
、
二
〇
〇
〇
、
六
一
―
八
三
頁
。

（
30
）
最
近
、
国
立
国
樂
院
の
カ
ン
・
ダ
ギ
ョ
ム
学
芸
士
が

金
銅
大
香
炉
の
楽
器
を
復
元
し
百
済
音
楽
に
対
す
る

資
料
と
し
て
公
開
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
楽
器
構

成
は
こ
の
癸
酉
銘
全
氏
阿
彌
陀
佛
三
尊
石
像
の
飛
天

た
ち
の
も
の
と
類
似
し
て
い
て
同
じ
系
統
の
演
奏
が

百
済
に
て
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。http:// 

science.ytn.co.kr/program
/program

_view
 .p 

hp?s_m
cd=0082&

s_hcd=&
key=20140626161 

3436673

（
検
索
日
二
〇
一
五
年
二
月
一
〇
日
）

（
31
）
チ
ェ
・
ウ
ン
チ
ョ
ン
「
統
一
新
羅
梵
鍾
の
特
性
と

變
遷

：

特
に
秦
樂
天
人
像
の
變
化
を
中
心
に
」、

『
慶
州
史
学
』
一
六
、
一
九
九
七
、
一
二
五
―
一
六

六
頁
。

（
32
）
聖
徳
大
王
神
鐘
の
鋳
造
に
関
す
る
細
部
事
項
は
、

ナ
・
ヒ
ョ
ン
ヨ
ン
「
聖
德
大
王
神
鍾
の
鑄
造
法
に

関
す
る
考
察
」、『
韓
国
鋳
造
工
学
会
誌
』
一
八
巻
四

号
、
一
九
八
八
、
三
〇
九
―
三
一
八
頁
参
照
。
銘
文

解
釈
に
関
し
て
は
イ
・
ホ
ヨ
ン
「
聖
德
大
王
神
鍾
銘

の
解
釋
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
」、『
美
術
史
学

研
究
』
一
二
五
、
一
九
七
五
、
八
―
一
六
頁
。

（
33
）
奉
徳
寺
が
水
害
に
み
ま
わ
れ
廃
寺
に
な
っ
た
一
四
六

〇
年
に
靈
廟
寺
に
、
そ
の
後
靈
妙
寺
か
ら
鳳
凰
臺
の

下
の
鐘
閣
に
、
一
九
一
五
年
に
は
博
物
館
に
と
い
う

よ
う
に
移
動
を
繰
り
返
し
た
歴
史
が
あ
る
。

（
34
）
イ
・
ホ
ヨ
ン
の
前
掲
の
文
、
一
〇
―
一
五
頁
。

T
his w

ork w
as supported by the Core U

niversity 
Program

 for K
orean Studies through the M

inistry 



255　　仏教美術から見たアジアの美、韓国の美

T
his w

ork w
as supported by the Core U

niversity 
Program

 for K
orean Studies through the M

inistry 
of Education of the Republic of K

orea and K
orean 

Studies Prom
otion Service of the A

cadem
y of 

K
orean Studies 

（A
K

S︲2016︲O
LU

︲2250001

）.


