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• 

問
題
の
所
在

紀
元
前
2
世
紀
に
小
ア
ジ
ア
の
ペ
ル
ガ
モ
ン
に
築
か
れ
た
い
わ
ゆ
る
ペ
ル
ガ

モ
ン
大
祭
壇
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
美
術
を
代
表
す
る
建
築
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
)
。
コ
の
字
形
の
プ
ラ
ン
を
も
っ
祭
壇
に
は
、
ポ
デ
ィ
ウ
ム
に

あ
た
る
部
分
に
有
名
な
ギ
ガ
ン
ト
マ
キ
ア
を
主
題
と
す
る
フ
リ
ー
ズ
浮
彫
が
取

り
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、

さ
な
フ
リ
ー
ズ
浮
彫
、

一
方
祭
壇
の
上
部
に
も
、
こ
れ
よ
り
や
や
規
模
の
小(2) 

い
わ
ゆ
る
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
が
配
さ
れ
て
い
た
。

フ
リ
ー
ズ
の
呼
称
と
な
っ
て
い
る
テ
レ
フ
ォ
ス
は
小
ア
ジ
ア
地
方
で
崇
拝
さ

れ
て
い
た
英
雄
で
、

ペ
ル
ガ
モ
ン
王
家
の
系
譜
上
の
先
祖
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。

大
祭
壇
を
飾
る
こ
の
浮
彫
に
は
王
家
の
始
祖
テ
レ
フ
ォ
ス
の
生
涯
が
、

そ
の
誕

生
か
ら
死
に
い
た
る
ま
で
い
わ
ば
絵
巻
物
風
に
た
く
さ
ん
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を

伴
っ
て
表
さ
れ
て
い
た
(
図

1
)
。
フ
リ
ー
ズ
の
高
さ
は

1
・
日
メ
ー
ト
ル
、
全

長
は
建
造
当
初
切
メ
ー
ト
ル
か
ら
卯
メ
ー
ト
ル
に
達
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
て

長

田

年

弘

(3) 

3

・3
0

i
v
・
4
4さ

て
筆
者
は
こ
の
フ
リ
ー
ズ
浮
彫
の
様
式
に
見
ら
れ
る
一
連
の
特
徴
を
検
討

し
た
結
果
、
あ
る
仮
説
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
浮
彫
の
い
く
つ
か
の
場
面
に

つ
い
て
、
そ
の
様
式
や
構
図
か
ら
判
断
し
て
、
図
像
上
の
手
本
を
推
定
で
き
る
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の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
様
式
に
見

ら
れ
る
特
殊
性
は
、
図
像
の
源
泉
と
そ
の
転
用
、

フ
リ
ー
ズ
浮
彫
の
成
立
と
い

う
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

か
な
り
の
程
度
ま
で
説
明

し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
フ
リ
ー
ズ
の
い
く
つ
か
の
場
面
を
取
り
挙
げ
て
そ
の
様
式

を
分
析
し
、
浮
彫
の
特
殊
な
様
式
が
い
か
な
る
過
程
を
経
て
成
立
し
た
も
の
で

あ
る
か
を
考
え
て
み
た
い
。
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テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
様
式
上
の
特
徴

テレフォス・フリーズ復元図(ベルリン、ペルガモン美術館内lIittFig. 213) 

ま
ず
最
初
に
フ
リ
ー
ズ
浮
彫
に
表
さ
れ
た
二
つ
の
場
面
を
取
り
挙
げ
、
既
に

認
し
て
お
き
た
い
。

研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
の
浮
彫
の
様
式
上
の
特
徴
に
つ
い
て
確

図
2
は
研
究
者
に
よ
っ
て
「
オ
レ
ス
テ
ス
誘
拐
」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る

フ
リ
ー
ズ
浮
彫
の
一
場
面
で
あ
る
。

テ
レ
フ
ォ
ス
が
祭
壇

に
寄
り
掛
か
り
、
幼
い

オ
レ
ス
テ
ス
を
左
腕
に

抱
き
か
か
え
、
子
供
の

命
を
脅
か
し
父
親
の
ア

ガ
メ
ム
ノ
ン
を
脅
迫
す

る5る
。様

子
カt
表
さ
れ
て

テ
レ
ブ
オ
ス
・
フ

リ
1
ズ
を
論
じ
る
際
ほ

と
ん
ど
全
て
の
研
究
者

は
、
こ
の
浮
彫
の
い
わ

図|

ゆ
る
絵
画
的
様
式
を
最

大
の
特
徴
と
し
て
掲
げ

テレフォス・フリーズより「オレステス誘拐J
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図 2
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「オレステス誘拐」

ナポリ国立考古学博物館の鐘型クラテル

図3

(6) 
る
。
す
な
わ
ち

こ
の
フ
リ
ー
ズ

に
表
さ
れ
た
多

く
の
場
面
は
、

浮
彫
に
よ
っ
て

表
現
さ
れ
て
い

る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、

非
常
に

大
き
な
空
間
的

広
が
り
と
奥
行

を
描
写
し
て
い

る
と
さ
れ
る
。

い
て
通
常
は
絵
画
に
の
み
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
三
次
元
空
間
の
積
極
的
な
表
現

古
代
芸
術
に
お

研
究
者
の
関
心
を
惹
い
て
い
る
。

が
、
こ
の
フ
リ
ー
ズ
で
は
浮
彫
を
用
い
て
表
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
の
点
が

こ
の
「
オ
レ
ス
テ
ス
誘
拐
」
の
場
面
で
も
、
こ
の
特
異
な
様
式
が
明
ら
か
に

観
察
さ
れ
る
。
例
え
ば
祭
壇
の
描
き
方
は
正
面
観
な
い
し
関
面
観
で
な
く
、
斜

め
上
か
ら
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
伴
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
祭
壇
と
テ

レ
フ
ォ
ス
、
左
側
の
侍
女
と
い
う
三
つ
の
対
象
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
奥
行
が
信

加
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
個
々
の
対
象
物
の
観
面
の
利
用
に
加
え
て
、
対
象

物
同
士
の
重
切
に
よ
っ
て
も
三
次
元
空
間
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

図
3
は
同
じ
く
テ
レ
フ
ォ
ス
に
よ
る
オ
レ
ス
テ
ス
誘
拐
を
主
題
と
す
る
陶
器

画
の
作
例
で
あ
る
。
こ
の
比
較
例
で
は
、
英
雄
は
フ
リ
ー
ズ
と
同
様
に
祭
壇
上

に
腰
掛
け
た
姿
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、
人
物
は
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
で
描
か
れ
、
ま

た
重
切
も
浮
彫
ほ
ど
目
立
っ
て
い
な
い
。
奥
行
の
表
現
が
ほ
と
ん
ど
試
み
ら
れ

て
い
な
い
こ
の
構
図
は
図
像
タ
イ
プ
と
し
て
は
よ
り
一
般
的
な
も
の
で
、
古
典

期
以
降
に
多
数
の
類
似
作
例
を
有
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー

出
し
た
作
例
と
い
え
よ
う
。

ズ
に
お
け
る
同
場
面
は
空
間
表
現
の
著
し
く
目
立
つ
、
美
術
史
的
に
い
わ
ば
突

フ
リ
ー
ズ
浮
彫
の
殆
ど
全
て
の
場
面
に
観
察
さ
れ
る
こ
の
い
わ
ゆ
る
絵
画
的

様
式
を
、
も
う
一
つ
の
例
を
挙
げ
て
見
て
み
よ
う
。
図
4
は
「
テ
ウ
ト
ラ
ス
王

捗
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テレフォス・フリーズより

「テウトラス主と家来たちJ
図 4
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と
家
来
た
ち
」
と
名
付
け
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
。

「テウトラス王と家来たち」部分図図 5

空
間
表
現
は
こ
こ
で
も
、
主
と
し
て
対
象
の
重
切
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。

図
5
の
部
分
図
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
奥
に
居
る
人
物
の
頭
部
だ
け
を
手
前
の

の
分
野
で
発
達
し
た
も
の
で
は
な
く
、

人
物
の
肩
越
し
に
覗
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
群
衆
を
表
現
す
る
方
法
は
、
浮
彫

お
そ
ら
く
絵
画
に
由
来
す
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
人
物
集
団
を
表
現
す
る
こ
う
し
た
手
法
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
絵
画
に
し
ば

し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
、
典
型
的
な
作
例
と
し
て
、

ポ
ン
ペ
イ
出
土
の
高
名
な

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
・
モ
ザ
イ
ク
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

紙
数
の
関
係
で
他
の
場
面
を
紹
介
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
上
掲
の
二
場

面
に
観
察
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
絵
画
的
様
式
は
現
存
す
る
殆
ど
の
フ
リ
ー
ズ
浮
彫

に
共
通
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
が
そ
れ
以
前
の

古
代
ギ
リ
シ
ア
浮
彫
に
存
在
し
な
か
っ
た
、
全
く
新
し
い
様
式
を
導
入
し
た
と

さ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
フ
リ
ー
ズ
の
い
わ
ゆ
る
絵
画
的
様
式
が
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ

さ
れ
た
か
に
関
し
て
は
、
研
究
者
の
聞
に
大
ま
か
な
意
見
の
一
致
が
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
既
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
芸
術
家
が
浮
彫
制
作
に
際
し
て
絵
画
の
分

野
か
ら
空
間
表
現
を
取
り
入
れ
、
様
式
上
の
革
新
が
行
わ
れ
た
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
構
図
の
転
用
に
よ
っ
て
三
次
元
空
間
の
広
が
り
が
、
奥
行
表
現
に
本
来

不
向
き
な
浮
彫
に
も
転
写
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
実
作
の
殆
ど
残
ら
な
い
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
絵
画
に
関
し
て
そ
の
様
式
を
論

じ
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
の
夜
説
に
つ
い
て
は
単
な
る
影
響
関

係
が
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
従
来
の
見
解
を
一
歩
進
め
、
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手
本
た
る
絵
画
の
図
像
転
用
と
い
う
仮
説
を
個
々
の
作
例
に
つ
い
て
検
証
し
、

絵
画
か
ら
浮
彫
へ
と
い
う
異
分
野
か
ら
の
図
像
の
転
写
が
、
芸
術
家
に
ど
の
よ

う
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
た
か
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
浮
彫
と
絵
画

具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
制
作
さ
れ
た
当

時
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
絵
画
、
浮
影
に
お
い
て
、
三
次
元
空
間
が
ど
の
よ
う
な
形
式

に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
た
か
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
絵
画
と
浮
彫
に
お
け
る
空
間
表
現
を
比
較
し
た
場
合
、
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両
者
の
最
大
の
相
異
点
は
お
そ
ら
く
地
面
の
表
現
方
法
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
絵
画
に
お
け
る
地
面
の
表
現
は
、
図
6
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

画
面
の
下
の
縁
か
ら
立
ち
上
が
り
、
画
面
上
方
に
向
か
っ
て
後
退
し
て
い
く
形

式
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
地
面
な
い
し
建
物
の
床
面
は
上
か
ら

見
お
ろ
す
視
点
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
絵
画
と
い

う
も
の
を
考
え
る
場
合
、
現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
自
に
親
し
い
も
の
と

い
っ
て
よ
い
。
地
面
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
場
合
に
は
、
三
次
元
空
間
の
手

に
配
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

前
に
位
置
す
る
物
体
は
画
面
で
は
下
方
に
描
か
れ
、
奥
に
位
置
す
る
物
は
上
方

一
方
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
浮
彫
の
分
野
で
は
、
地
面
は
全
く
別
の
表
現
を
与
え

ら
れ
て
い
た
。
「
後
退
す
る
地
面
」
の
表
現
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
限
ら
ず
古
代

『絵画J

A 
ヘレニズム絵画における

地面の表現(概念図)

図 6

ギ
リ
シ
ア
の
全
時
代

を
通
じ
て
、
殆
ど
導

入
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

言
葉
を
換
え
て
言
う

な
ら
、

イ
タ
リ
ア
、

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
ク

ワ
ト
ロ
チ
ェ
ン
ト
の

芸
術
家
た
ち

(
例
え

ぱ
ド
ナ
テ
ロ
)
が
挑

戦
し
成
功
し
た
よ
う
な
非
常
に
薄
い
浮
彫
に
よ
る
パ

l
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
表
現

(
い
わ
ゆ
る
ス
キ
ア
ッ
チ
ャ
ー
ト
)
を
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
家
た
ち
は
殆

(H) 

ど
試
み
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
家
た
ち
が
と
っ
た
方
法
は
、

レ
ニ
ズ
ム
時
代
盛
期
ま
で
常
に
一
貫
し
て
い
た
。
と
い
う
の
も
浮
彫
の
分
野
で

ア
ル
カ
イ
ッ
ク
時
代
か
ら
へ

た
か
ら
で
あ
る
(
図
7
)
。

は
、
人
物
像
が
そ
の
上
に
立
つ
足
場
が
そ
の
ま
ま
地
面
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

つ
ま
り
浮
彫
人
物
が
そ
の
上
に
立
ち
行
動
す
る
桟
、

観
者
に
と
っ
て
奥
行
の
感
じ
ら
れ
な
い
、

一
直
線
に
し
か
見
え
な
い
画
面
下
の

水
平
の
縁
が
地
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
お
そ
ら
く
古
代
の
芸
術
家
た

ち
に
と
っ
て
は
、
浮
彫
は
あ
く
ま
で
ヴ
ォ
リ
ュ

l
ム
感
を
重
ん
じ
る
彫
刻
の
一

分
野
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「浮彫J

ヘレニズム浮彫における

地面の表現(概念図)

図7
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「
後
退
す
る
地
面
」

の
表
現
が
古
代
ギ
リ

シ
ア
の
浮
彫
彫
刻
に

登
場
す
る
の
は
、
テ

レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー

ズ
以
降
の
へ
レ
ニ
ズ

ム
時
代
後
期
に
お
げ

る
わ
ず
か
な
作
例
に

限
ら
れ
て
い
る
。
テ

レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
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ズ
の
新
し
い
様
式
は
、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
後
期
か
ら
ロ

l
マ
帝
政
期
に
か
け
て
成
立

し
た
い
わ
ゆ
る
風
景
浮
彫
の
分
野
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
こ
の
分
野

に
お
け
る
ご
く
少
数
の
作
品
に
お
い
て
、
「
後
退
す
る
地
面
」
の
表
現
が
確
認
さ

れ
て
い
る
。

四

絵
画
か
ら
浮
彫
へ
の
函
像
転
用

さ
て
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
絵
画
と
浮
彫
に
関
す
る
一
般
的
考
察
を
終
え
て
、

テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
に
戻
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
し
研
究
者
た
ち
が
認
め

る
ご
と
く
、
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
芸
術
家
が
絵
画
の
影
響
の
も
と
に
浮

彫
を
構
想
し
た
と
す
れ
ば
、
両
者
の
本
質
的
な
相
違
は
芸
術
家
に
大
き
な
困
難

を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
彫
刻
家
は
他
の
何
よ
り
も
、
上

述
し
た
よ
う
な
奥
行
関
係
の
転
写
に
際
し
て
骨
の
折
れ
る
解
決
を
強
い
ら
れ
た

に
違
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
図
6
、
7
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
絵
画
に
お
い
て
上

下
の
位
置
関
係
に
よ
っ
て
容
易
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
奥
行
は
、
地
面
の
表
現

を
持
た
な
い
浮
彫
に
お
い
て
は
到
底
表
現
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
来
手
前

と
奥
に
位
置
し
て
い
る
3
人
の
人
物
像
は
、
浮
彫
に
お
い
て
は
む
し
ろ
横
に
一

列
に
並
ん
で
い
る
か
の
ご
と
く
観
者
に
受
け
と
ら
れ
か
ね
な
い
。

テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
い
く
つ
か
の
場
面
に
見
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
謎
と

さ
れ
て
き
た
一
見
風
変
わ
り
な
特
徴
は
、

お
そ
ら
く
手
本
た
る
絵
画
の
奥
行
関

係
を
浮
彫
に
転
写
し
た
た
め
に
生
じ
た
盟
簡
が
、
直
接
の
原
因
と
な
っ
て
い
る

テレフォス・フリーズより「神域の造営J図 8
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し
て
み
よ
う
と
思
う
。

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
こ
う
し
た
事
例
に
つ
い
て
観
察

図
8
は
一
設
に
「
神
域
の
造
営
」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る
場
面
で
、
職
人

た
ち
が
ベ
ル
ガ
モ
ン
に
新
し
い
神
域
を
築
く
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
左
の
二

人
は
祭
壇
に
石
材
を
載
せ
て
お
り
、
頭
上
に
石
材
を
運
ぶ
右
側
の
男
は
画
面
の

奥
か
ら
現
れ
、
手
前
に
向
か
っ
て
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
働
く
職
人
た
ち
の
手

前
で
二
人
の
人
物
が
地
面
に
座
り
、
こ
の
様
子
を
眺
め
て
い
る
。
こ
の
座
像
の

い
る
と
さ
れ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
、

二
人
は
確
実
に
河
神
(
お
そ
ら
く
セ
リ
ヌ
ス
河
と
ケ
テ
ィ
オ
ス
河
)
を
表
し
て

ロ
ー
マ
芸
術
に
表
さ
れ
る
河
神
は
し
ば
し

ば
当
該
場
面
の
ロ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
を
説
明
す
る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
こ
の
場
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合
は
こ
の
神
域
造
営
が
ペ
ル
ガ
モ
ン
の
地
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
場
面
で
は
祭
壇
が
側
面
や
正
面
で
は
な
く
斜
め
か
ら
描
か
れ
、

ま
た
右

側
の
職
人
が
画
面
の
奥
か
ら
歩
み
現
れ
る
様
子
が
表
さ
れ
る
な
ど
、
三
次
元
空

(
印
)

聞
が
巧
み
に
表
さ
れ
て
い
る
と
言
い
う
る
。
す
な
わ
ち
先
述
し
た
テ
レ
フ
オ

ス
・
フ
リ
ー
ズ
に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
絵
画
的
様
式
が
こ
こ
に
も
明
ら
か
に
看

取
さ
れ
る
。

し
か
し
他
方
で
こ
の
場
面
で
は
、
奥
行
関
係
の
表
現
に
つ
い
て
幾
分
奇
妙
な

点
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
画
面
下
の
二
人
の

河
神
の
表
現
が
、
働
く
職
人
た
ち
の
表
現
に
と
っ
て
い
わ
ば
邪
魔
な
位
置
に
配

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
画
面
下
方
の
二
人

の
姿
が
上
方
の
三
人
と
重
切
し
て
表
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
両
者
が
空
間
的
に

ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
に
あ
る
の
か
が
、
観
賞
者
に
と
っ
て
わ
か
り
に
く
く

な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

表
さ
れ
た
主
題
か
ら
い
っ
て
も
、
神
域
の
建
造
と
い
う
主
要
場
面
が
傍
観
者

で
あ
る
河
神
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
奇
異
と
い
え
よ
う
。

す
な
わ
ち
主
要
主
題
で
あ
る
べ
き
祭
壇
建
立
の
場
面
が
、
脇
役
に
す
ぎ
な
い
こ

人
の
河
神
に
よ
っ
て
視
覚
的
に
邪
魔
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
い
く
ら
か
不
自
然
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

空
間
表
現
に
関
す
る
こ
う
し
た
一
種
の
不
手
際
は
、
実
は
フ
リ
ー
ズ
場
面
に

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
混
乱
が
な
ぜ
生
じ
た
も
の
か

を
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
奥
行
関
係
の
錯
雑
が
、
構
想
の

J4 丘、ア

「神域の造営」の手本となった

絵画(概念図)

図 9

手
本
と
し
て
絵
画
が
用
い

ら
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る

の
で
は
な
い
か
と
推
測
す

る
。
お
そ
ら
く
図
像
転
用

の
プ
ロ
セ
ス
を
具
体
的
に

想
定
す
る
こ
と
で
、

フ

リ
l
ズ
の
様
式
に
見
ら
れ

る
特
異
性
が
説
明
で
き
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る

ま
ず
こ
の
「
神
域
の
造
営
」
の
浮
彫
場
面
に
、
図
像
上
の
手
本
と
し
て
の
絵

画
が
存
在
し
た
も
の
と
仮
定
し
て
み
よ
河
(
図
9
)
。
こ
の
い
わ
ば
原
画
に
お
い

て
は
、

69 

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
絵
画
の
一
般
的
な
原
則
に
従
い
、
地
面
は
お
そ
ら
く
画
面

下
端
か
ら
上
端
へ
と
向
か
う
後
退
す
る
表
現
を
与
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

主
要
場
面
と
な
る
祭
壇
建
立
の
た
め
に
働
く
職
人
た
ち
は
、

お
そ
ら
く
画
面
の

中
央
に
描
か
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
河
神
を
表
す
二
人
の
座
像
は
、
前

景
(
す
な
わ
ち
画
面
下
方
)
に
配
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
傍
観

た
と
想
定
し
う
る
。

者
た
る
二
人
の
神
々
は
、
職
人
達
と
間
隔
を
お
い
て
左
右
対
称
に
配
さ
れ
て
い

ロ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
を
明
示
す
る
た
め
に
描
き
込
ま
れ
た
神
々

は
こ
う
し
て
主
場
面
を
覆
い
隠
す
こ
と
な
く
、
脇
役
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
位
置

に
、
手
前
と
奥
と
い
う
自
然
な
空
間
関
係
の
も
と
に
表
さ
れ
え
た
筈
で
あ
る
。
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実
証
は
不
可
能
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
想
定
に
す
ぎ
な
い
が
、
芸
術
家
は
こ

う
し
た
手
本
と
な
る
図
像
を
浮
彫
に
転
用
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

際
、
手
本
に
見
ら
れ
る
イ
リ
ュ

l
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
地
面
の
表
現
は
改
め

ら
れ
、
浮
彫
の
分
野
に
一
般
的
な
、
画
面
下
端
の
桟
を
地
面
と
見
な
す
構
図
へ

と
変
更
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
て
絵
画
に
表
さ
れ
た
登
場
人
物
の
関

の
緩
や
か
な
空
間
関
係
は
、
浮
彫
に
お
い
て
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
コ
ン
パ
ク
ト

よ〉つ。

な
構
図
へ
と
改
変
さ
れ
、
空
間
の
広
が
り
は
抑
制
し
て
表
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
に
表
さ
れ
た
多
く
の
場
面
は
、
こ
の
「
神
域
の
造

テレフォス・フリーズより

「カイコス河畔の戦いJ
図10

営
己
図
と
同
様
の
空
間
表
現
上
の
問
題

を
抱
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以

下
に
さ
ら
に
二
つ
の
場
面
に
つ
い
て
同

様
の
考
察
を
試
み
た
い
。

図
刊
は
「
カ
イ
コ
ス
河
畔
の
戦
い
」

と
呼
ば
れ
る
戦
闘
場
面
の
描
き
起
こ
し

図
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
先
述
の
「
神

域
の
造
営
」
と
全
く
同
様
の
構
図
が
観

察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
画
面
の
中
央
に

は
戦
闘
図
が
、
そ
し
て
画
面
下
方
に
二

入
札
河
神
が
左
右
対
称
に
配
さ
れ
て
い

た
と
お
ぼ
し
く
、
座
る
二
人
の
神
々
の

足
先
だ
け
が
わ
ず
か

に
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
浮
彫
で
も
主

要
場
面
で
あ
る
戦
い

と
傍
観
者
で
あ
る
河

神
と
い
う
、
本
来
次

元
を
異
に
す
る
存
在

が
互
い
に
積
一
切
し
て

お
り
、
こ
う
し
た
構

図
が
空
間
関
誌
の
把

控
と
主
題
の
認
識
を

著
し
く
困
難
に
し
て

い
る
と
い
え
よ
〉
つ
。

お
そ
ら
く
こ
の
場
面

に
も
、
「
神
域
の
造

営
」
の
場
合
と
同
様

の
絵
画
上
の
手
本
が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

テレフォス・フリーズより「岩山の中の神域」
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図11

図
日
は
研
究
者
に
よ
っ
て
「
岩
山
の
中
の
神
域
」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
て
い
る

場
面
で
あ
る
。
こ
の
浮
彫
が
ど
の
よ
う
な
場
面
を
表
し
て
い
た
の
か
、
主
題
や

意
味
に
関
し
て
は
い
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
が
、

と
も
あ
れ
こ
こ
で
は
構
図

だ
げ
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。



画
面
に
は
二
人
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
が
岩
を
腰
掛
け
に
し
て
座
り
、
彼
ら
の
聞
に

堂
々
と
し
た
体
躯
の
女
性
像
の
下
半
身
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
性
は
右
側

の
立
ち
姿
の
女
性
と
握
手
を
交
わ
し
て
お
り
、
画
面
の
右
端
に
は
こ
の
右
側
の

女
性
に
附
き
従
う
子
供
の
姿
の
侍
女
が
表
さ
れ
て
い
る
。
画
面
後
方
の
岩
の
上

に
は
も
う
一
人
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
が
寝
そ
べ
る
姿
で
表
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
左

の
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
頭
部
左
上
に
こ
の
三
人
目
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
爪
先
が
残
存
し

て
い
る
。
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さ
て
こ
の
場
面
に
関
し
て
も
、
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
芸
術
家
が
自
分

自
身
で
こ
の
構
図
を
構
想
し
た
と
は
考
え
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
浮
彫

の
構
図
で
は
表
さ
れ
た
人
物
像
の
空
間
的
な
関
係
に
つ
い
て
、
三
つ
の
奇
妙
な

点
を
指
摘
し
う
る
。
三
点
は
い
ず
れ
も
、
前
景
右
側
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
表
現
に

関
わ
っ
て
い
る
。

第
一
に
こ
の
右
側
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
配
さ
れ
た
位
置
で
あ
る
。
彼
は
よ
り
に

よ
っ
て
握
手
を
し
て
い
る
女
性
た
ち
の
聞
の
、
非
常
に
狭
い
空
間
に
押
し
込
め

る
よ
う
に
し
て
表
さ
れ
て
い
る
。

ス
ペ
ー
ス
が
不
足
し
て
い
る
た
め
、
彼
の
頭

部
は
右
側
の
女
性
の
腕
の
下
に
、
腕
と
頭
が
互
い
に
触
れ
る
よ
う
な
位
置
に
配

さ
れ
て
い
る
。

第
二
に
、
こ
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
足
先
が
左
の
女
性
像
の
後
ろ
に
重
ね
て
表
さ

れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
重
切
は
、
こ
の
場
面
を
構
想
し
た
芸
術
家

が
奥
行
空
間
の
表
現
に
何
ら
か
の
困
難
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
示
し

て
い
る
。
こ
の
場
面
を
眺
め
る
殆
ど
の
人
は
、

お
そ
ら
く
人
物
像
が
横
一
列
に

並
ん
で
い
る
光
景
を
見
て
と
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
既
に
シ
ュ
テ
ー
ラ
ー
が
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
把
握
は
必
ず
し
も
こ
の
場
面
を
構
想
し
た
芸

術
家
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

第
三
は
こ
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
視
線
で
あ
る
。
彼
は
首
を
ひ
ね
り
、
女
性
の
腹

部
を
眺
め
る
と
い
う
、
奇
矯
と
い
っ
て
よ
い
行
動
を
見
せ
て
い
る
。

こ
う
し
た
一
連
の
奇
妙
な
点
は
、
芸
術
家
が
図
像
の
転
用
に
際
し
て
生
じ
た

矛
盾
を
解
決
し
得
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、

手
本
と
し
て
い
か
な
る
構
図
を
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
場
面
の
主
要
人
物
は
明
ら
か
に
挨
拶
を
交
わ
す
二
人
の
女
性
像
で
あ
り
、

前
述
の
ご
と
く
正
確
な
解
釈
は
不
明
な
が
ら
も
、
山
中
に
お
け
る
婦
人
た
ち
の

避
遁
が
主
題
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
主
役
の
二
人
に
添
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え
て
表
さ
れ
た
三
人
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
は
、
奥
深
い
山
間
と
い
う
ロ
ケ
イ
シ
ヨ
ン

を
説
明
す
る
た
め
の
脇
役
で
し
か
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
掲
の
二

場
面
に
お
け
る
河
神
と
全
く
同
様
の
存
在
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
手
本
た
る
絵
画
で
は
、
画
面
中
央
に
二
人
の
女
性
の
避
遁
と
握
手

が
配
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
手
本
に
お
い
て
は
傍
観
者
た
る
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
一
人
は
後
景
(
画
面
上

方
)
の
岩
山
に
寝
そ
べ
る
姿
で
表
さ
れ
、
手
前
の
中
景
に
主
役
の
女
性
た
ち
が

配
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
残
る
二
人
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
は
、
岩
山
上
の

サ
テ
ュ
ロ
ス
と
同
様
に
後
景
に
退
い
て
表
さ
れ
て
い
た
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
主

役
よ
り
も
さ
ら
に
近
景
に
、
(
ち
ょ
う
ど
先
述
の
河
神
の
ご
と
く
)
目
立
た
な
い
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両
脇
の
位
置
に
配
さ
れ
て
い
た
と
想
定
さ
れ
よ
う
。

右
側
の
サ
テ
ュ
ロ
ス
の
、
女
性
の
腹
部
を
眺
め
る
奇
妙
な
行
動
は
、
元
来
こ

と
な
っ
た
場
所
に
配
さ
れ
て
い
た
こ
の
人
物
像
が
、
配
置
場
所
だ
け
を
変
え
て

そ
の
ま
ま
転
用
さ
れ
た
た
め
と
見
な
し
う
る
。
す
な
わ
ち
例
え
ば
後
景
に
退
い

た
場
所
に
配
さ
れ
て
い
た
サ
テ
ュ
ロ
ス
が
中
景
の
主
要
事
件
(
二
人
の
女
性
の

挨
拶
)
を
眺
め
る
と
い
う
図
像
か
ら
、

サ
テ
ュ
ロ
ス
だ
け
が
切
り
取
ら
れ
て
、

浮
彫
に
見
ら
れ
る
位
置
に
移
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

五

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
写
本
挿
絵

フ
リ
ー
ズ
の
他
の
場
面
に
関
す
る
同
様
の
検
討
は
、
あ
ま
り
に
煩
雑
に
わ
た

る
た
め
こ
こ
で
は
割
愛
し
、
次
に
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
絵
画
に
関
す

る
考
察
に
移
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
い
く

つ
か
の
場
面
の
図
像
上
の
手
本
と
し
て
絵
画
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
記
し
た
が
、

以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
れ
ら
の
手
本
は
写
本
挿
絵
で
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
写
本
挿
絵
は
、
非
常
に
断
片
的
な
作
例
を
除
い
て
今
日
で

は
殆
ど
完
全
に
消
滅
し
て
し
ま
い
、
そ
の
展
開
の
全
容
を
解
明
す
る
こ
と
は
困

難
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
考
古
学
的
な
遺
品
と
文
献
伝
承
に
よ
る
証
言
を
総

合
す
る
と
、
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
が
成
立
し
た
時
代
に
何
ら
か
の
形
式
の

写
本
挿
絵
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
と
さ
れ
る
。

一
般
的
な
学
説
に
従
え
ば
古

代
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
写
本
挿
絵
が
成
立
し
た
の
は
、
テ
レ
フ
オ
ス
・
フ
リ

l

アズ
での
あ ほ
っぽ
た百
と 年
さ前
れに
るgぁ
。た

る
紀
フじ
削

世
紀

エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
と
写
本
挿
絵
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
聞
に
何
ら
か

の
影
響
関
係
が
存
在
し
た
と
す
る
見
解
が
複
数
の
研
究
者
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ

て
お
り
、
筆
者
も
こ
れ
ら
の
意
見
に
従
い
た
い
。
主
要
な
論
点
は
以
下
の
二
つ

に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
フ
リ
ー
ズ
の
表
現
形
式
を
挙
げ
得
ょ
う
。
こ
の
フ
リ
ー
ズ
浮
彫
は
長

い
物
語
を
一
連
の
場
面
を
用
い
て
表
す
と
い
う
、
当
時
の
美
術
作
品
に
類
を
見

な
い
新
し
い
物
語
表
現
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
物
語
の
展
開
に
従
つ

て
一
続
き
の
場
面
が
表
さ
れ
、

し
か
も
こ
れ
ら
の
場
面
に
一
人
の
主
人
公
が
繰
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るきり
。返

し
現
れ
る
と

う

ま
さ
に
挿
絵
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い

こ
う
し
た
表
現
形
式
は
、
現
存
す
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
作
例
の
中
で
は
こ

の
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
美
術
史
上
初
め
て
登
場
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
い
わ
ば
絵
巻
物
の
よ
う
な
物
語
表
現
の
形
式
は
、
最
初
か
ら
完

成
し
た
姿
で
、
準
備
段
階
を
示
す
先
行
作
例
な
し
に
、
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー

ズ
に
お
い
て
美
術
史
の
上
で
突
知
と
し
て
出
現
し
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
た
め
フ
リ
ー
ズ
浮
彫
に
先
行
し
て
、
現
在
は
消
滅
し
て
し
て
し

ま
っ
た
作
例
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
ミ
ツ
シ

ン
グ
リ
ン
ク
た
る
先
行
作
例
と
し
て
は
他
の
何
よ
り
も
写
本
挿
絵
が
ふ
さ
わ
し
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い
と
さ
れ
、
こ
の
特
殊
な
絵
画
が
フ
リ
ー
ズ
の
基
本
的
な
構
想
に
影
響
を
与
え

た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
と
写
本
挿
絵
の
影
響
関
係
を
示
唆
す
る
二
つ
目
の

証
左
と
し
て
、

フ
リ
ー
ズ
の
多
く
の
場
面
に
見
ら
れ
る
説
明
的
な
性
格
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
先
述
の
「
神
域
の
造
営
」
や
「
岩
山
の
中
の
神
域
」

の
二
場
面
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
説
明
的
で
、
文
章
を
そ
の
ま
ま
絵

固
化
し
た
よ
う
な
場
面
が
こ
の
フ
リ
ー
ズ
浮
彫
に
は
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。

職
人
た
ち
が
祭
壇
を
建
立
す
る
情
景
、
あ
る
い
は
二
人
の
女
性
が
挨
拶
を
交
わ

す
場
面
、
こ
う
し
た
主
題
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
壁
画
や
彫
刻
に
は
不
向
き
な

も
の
と
言
い
う
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
、
文
字
で
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
そ
の

ま
ま
視
覚
化
し
た
か
の
よ
う
な
図
像
は
、
写
本
挿
絵
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
主
題

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

..... ー
ノ、

結
論

本
稿
で
は
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
い
く
つ
か
の
場
面
を
検
討
し
、
そ
の

一
部
に
写
本
挿
絵
の
図
像
が
転
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。

結
論
と
し
て
、
本
稿
で
取
り
挙
げ
た
フ
リ
ー
ズ
浮
彫
の
構
図
を
大
ま
か
に
二
つ

の
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
一
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
場
面
は
例
え
ば
「
オ
レ
ス
テ
ス
誘
拐
」
な
ど

の
、
劇
的
で
、
大
絵
画
に
ふ
さ
わ
し
い
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
構
図
を
も
つ
も
の

で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
フ
リ
ー
ズ
の
他
に
も
同
主
題
を
表
す
多
数
の
作
例
が
残

さ
れ
て
お
り
、
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
芸
術
家
が
あ
る
程
度
定
型
化
し
た

図
像
を
基
盤
に
し
て
浮
彫
の
構
想
を
進
め
て
い
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

こ
の
種
の
作
例
の
場
合
、

フ
リ
ー
ズ
に
見
ら
れ
る
三
次
元
空
間
を
強
調
し
た

構
図
の
直
接
の
源
泉
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
同
様
の
構
図
を
も
っ
大
絵
画
が
既

に
成
立
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
こ
の
浮
彫
を
構
想
し
た
芸
術
家
の
独
創
的
な

案
出
で
あ
っ
た
な
ど
、
様
々
な
ケ

1
ス
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

一
方
第
二
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
場
面
と
し
て
、
第
一
の
そ
れ
と
は
対
照

的
な
、

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
図
像
を
も
た
な
い
、
あ
た
か
も
テ
ク
ス
ト
を
説
明

的
に
視
覚
化
し
た
か
の
よ
う
な
浮
彫
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
典
型
的
な

例
と
し
て
、
本
文
中
に
言
及
し
た
「
神
域
の
造
営
」
、
「
カ
イ
コ
ス
河
畔
の
戦
い
」
、
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「
岩
山
の
中
の
神
域
」
の
三
つ
の
場
面
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
面
は
定
型

図
像
に
属
さ
ず
、
類
似
作
例
に
乏
し
い
た
め
、
芸
術
家
は
フ
リ
ー
ズ
制
作
の
際

に
お
そ
ら
く
写
本
挿
絵
の
中
に
し
か
手
本
と
な
る
先
行
作
例
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

古
代
写
本
と
い
う
失
わ
れ
た
尼
大
な
数
の
芸
術
作
品
の
わ
ず
か
な
反
映
が
こ

う
し
て
、

フ
リ
ー
ズ
浮
彫
の
一
部
と
し
て
、
私
た
ち
に
残
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

日迂以
下
、
註
の
表
記
方
法
や
省
略
記
号
、
文
献
略
号
は
〉
吋
各
自

o-omunvq
〉ロ
N

巳
m
q
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吋
A

山『.な
お
、
ヨ
ロ
ロ
忠

-
2
8一
ω白一回目呂田一

ω
n
z
zこ
。
ロ
-
h
g巾
E
R
H
E
R一

巧
巾
m
g
R
呂
町
内
・
は
テ
レ
フ
オ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
い
わ
ゆ
る
絵
画
的
様
式
に
関

し
て
、
こ
れ
を
全
く
新
し
い
創
造
的
な
様
式
と
は
見
な
さ
ず
、
古
典
時
代
後
期
の

奉
納
浮
彫
な
い
し
墓
碑
浮
彫
の
分
野
に
こ
の
様
式
を
準
備
す
る
先
行
作
例
が
既

に
存
在
し
て
い
た
と
す
る
。

(
7
)

問
問
巾
匡
角
田
・

0
・
2
一
ω
n
y
B
E丹
叶
町
内
・
一
口
浮
き
巧
呂
田
『
・
に
よ
る
こ
の
場
面
の

絵
画
的
様
式
に
関
す
る
分
析
を
参
照
せ
よ
。
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
に
お
い
て

人
物
や
物
が
し
ば
し
ば
重
切
し
て
表
さ
れ
、
空
間
表
現
の
主
要
な
手
段
の
一
つ
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ぎ
巾
m
g
R
S一
ω
5
g
g
g
n
v
白・

0
・
呂
町
内
心

。
σω
ユ
巳

Z
R
白・

0
・由。一

ω
n
F
B一
色
門
弓
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)

ナ
ポ
リ
国
立
考
古
学
博
物
館
の
鐘
型
ク
ラ
テ
ル
宮
〈
・
巴
宮
町
一
寸
宮
口

R
一
色
-

間三・

2
・
同
様
の
作
例
と
し
て
、
同
じ
く
ナ
ポ
リ
国
立
考
古
学
博
物
館
の
ヒ
ュ
ド

リ
ア
宮
〈
・

2
0
2
.
H
p
n
.
E
H一
吋
げ
口
町
円
一
色
二
ハ
え
・

2
が
あ
る
。

(
9
)

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
で
表
さ
れ
た
テ
レ
フ
ォ
ス
が
祭
壇
に
腰
掛
け
、
オ
レ
ス
テ
ス
を

脅
か
す
図
像
は
前
4
世
紀
の
陶
器
画
を
中
心
に
流
布
し
た
。
、
H
，F
ロ
巾
門
戸
包
-
阻
止
・

間内三

-
E
R・
一
回
巾
吋
巾
回
目
・
。
・
印
仏
関
白
門
・
・
2
司・由
0

・

(
叩
)
巧

E
R
r
-
a
E戸
、
『
え
-
M内
凶
出
向
日
一

ω
n
v
g山
岳
叶

N
g
s
E
R
H叶同町内・一

ロ
ロ

gt司
EhR-一、
H
，F
ロ
巾
円
一
色
-
怠
『
・

(
日
)
「
門
口
吋
門
戸

5
・
口
町
四
冨
白

-
q
a
H
M
O
B句。』円印

(N・〉ロロ・

5
8
)
N
5・

(
ロ
)
注
6
を
参
照
。

(
日
)
出
・
。
・
∞

4
2・
盟
問
匂

O
B
E国
三
宮
町
四
巧
自
在
各

O
B
Z。ロ

(HUω
∞)自由・

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
絵
画
の
空
間
表
現
に
関
わ
る
第
1
の
原
則
を
地
面
の
表
現
と
す

れ
ば
、
第
2
の
原
則
と
し
て
人
物
像
の
大
き
さ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
す
な
わ
ち
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
盛
期
ま
で
の
絵
画
に
お
け
る
人
物
像
は
、
ア
レ

ク
サ
ン
ド
ロ
ス
・
モ
ザ
イ
ク
や
後
出
の
ヘ
ル
ク
ラ
ネ
ウ
ム
出
土
の
テ
レ
ブ
ォ
ス

神
話
画
(
注
却
)
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
画
面
に
対
し
て
比
較
的
大
き
な
規
模
で

表
さ
れ
て
い
た
。
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
・
フ
リ
ー
ズ
に
表
さ
れ
た
よ
う
な
非
常
に
小

さ
な
人
物
像
を
配
す
る
風
景
画
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
後
期
に
な
っ
て
初
め
て
登

場
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
。
・

HNO号
ロ
者
向

E
Y
Uぽ
問
。
ョ
吉
田
一
円
一
。
ロ
巳
巾
円

匂
O
B
U
巾}白口一

mnZロ
巧
田
口
仏
関
巾
自
由
巾
]
色
町

(
E
S
)
町
を
参
照
。

(H)

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
浮
彫
一
般
に
お
け
る
地
面
の
表
現
の
問
題
は
、
〉
・

ωnroa

Z
F
ヨ

B
R
E
E円E
n
v
P
R
同

5
田仲間巾回口

E
n
F
F
E
-
M
-
H
U
N
ω
・
色
町
・
に

よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
司
O
]
ロ2
M

O
∞
は
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
に

も
「
後
退
す
る
地
面
」
の
表
現
を
認
め
て
い
る
が
、
論
拠
は
特
に
示
さ
れ
て
い
ず
、

筆
者
に
は
承
認
し
が
た
い
。

(日

)
ω
g巾
E
R
可。・

(
日
)
い
わ
ゆ
る
風
景
浮
彫
は
寸

F
ω
n
y月
号
巾

F
E
o
Z
Z角川口同件目的
nzgHNO--え・

E
E
R
(
H
g
e
に
よ
っ
て
基
本
的
な
カ
タ
ロ
グ
が
作
成
さ
れ
て
以
後
研
究
が
遅

れ
、
ほ
ど
ん
ど
一
世
紀
近
く
の
問
、
詳
細
な
調
査
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
今
日
に
い

た
っ
て
い
る
。
個
々
の
作
例
は
後
代
に
補
修
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
年
代
決

定
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
。
国
-
C
-
∞
ミ

g
-
∞
〉
三
回
目
印

n
E
4
N戸
呂
町

N-H同町・一

回一巾
σ巾
円
白
・
。
・

H日一山内町・一

ωny。
σ巾円山・
0
・一円)巾門的・。巾し『

F
N
F
同由

ωN-hHA山民・一

旬。

--EHumR-一
巧
巾
m
g
q
H吋
由
民
・
を
参
照
。

「
後
退
す
る
地
面
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る
わ
ず
か
な
数
の
風
景
浮
彫
の
中
で
は
、

5
-
U
〉
F
白
色
の
ポ
リ
ュ
フ
ェ
モ
ス
浮
彫
が
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ωny円
a
F巾門担・
0
・
叶
白
『
・
円
以
〈
一
切
円
切
吋
白

N叶一

ω門町。げ巾
H

・白・

0
・〉

σσ
・
N0・
さ
ら

に
以
下
の
4
作
に
こ
の
地
面
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。

ω
n
y
z
g
q
m・
o-
吋
同
門

戸
一
回
(
匂
白
ユ
凹
・

ω白
g
g
-
zロ
m
司
g
巾}目白吋)一

ω
n
F
5
5
R
白・

0
・
吋
白
戸
戸
以
(
同
Nog-

ω白
S
E
E
m
∞白『『白内円。)一

ω
n
F
5
5
2
白・

0
・
叶
え
・
ロ
ロ
(
冨

5
5宮市
P

〉
口
広
A
Z
目立

zg)一
ω
n
F
5
5
2
白
・
。
・
、
吋
担
問
・
の
凶
円
(
問
。

B-
冨

5
・
ぐ
え
た
υ
白ロ。)・

(口
)
g
S
E
R
5
9
ω
n
Z
σ
m己
記
同
・
は
テ
レ
フ
ォ
ス
・
フ
リ
ー
ズ
に
関
し
て
、
人

物
像
が
浮
彫
の
地
を
背
景
に
一
列
に
並
ぶ
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

(
凶
)
巧

z
s
r
E
呂
田
寸
旦
凶
凶
出
同
町
一

ω
n
y
E号

E
r
盟
国
巾
E
R
弓
声
一
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戸山口
8
4司
呂
点
、
H
，F
Z
巾門戸巾門出目。町内・

(叩

)
F
X可
。
巧
】
C

叶・

(
却
)
、
H
E
R
-
a
-
2・
〉
ロ
ヨ
・

ωお
は
こ
の
場
面
の
類
似
作
例
と
し
て
、
左
右
に
配

さ
れ
た
河
神
に
挟
ま
れ
た
祭
壇
を
表
す
硬
貨
を
挙
げ
、
こ
う
し
た
図
像
タ
イ
プ
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

(
幻
)
ヨ
ロ
S
P
5
5ロ・

1E-M凶
凶
〈

N
E
-
-∞
巳
∞
円
一

E
g
t司
ロ
。
一

、H，ycm江巾己]印叶一戸

(
幻
)
当
E
S
F
E
E
N
R・
3
円
以
凶
出
回
目

ω
n
y
E
a
H
E
F巾
E
m
;・
0
・

S

ωnyoげ
何
叶

HCH同
-
L
E
g
d司口町内・一、
H，F
C
E
S
S
R
-一
者
巾
m
g
R
2・

(お

)
ω
仲間巾巴巾
H

1

H

品目・

(
剖
)
句
。

-
-
E
N
2
を
始
め
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
写
本
挿
絵
の
成
立
は
前
3

世
紀
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
外
は
内

ω。
r
a
0
5・
。

o
a
g円
ロ
ロ
円
四
国
巾
-a巾
ロ
回
目
肉
巾
ロ
仏
巾
円
。
ユ
巾
口
町
巾
ロ
宮
内
ぽ
吋

mumm同国吋
nymuny巾ロ

NmR(呂吋∞
)N一
戸
町
内
・
で
、
彼
は
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
時
代
に
既

に
完
成
さ
れ
た
写
本
挿
絵
が
存
在
し
て
い
た
と
見
な
す
。

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
後
期
に
お
け
る
写
本
挿
絵
の
存
在
を
示
唆
す
る
文
献
上
の

証
拠
と
し
て
は
、
古
代
作
家
の
伝
え
る
ヴ
ァ
ロ
の
ラ
テ
ン
語
写
本
挿
絵
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
冨
・
、
H，m
Bロ江戸
Mm
〈
出
口

c-
出巾
σ色。自由門日巾凹

4m-
舟

山自由
mHEgc回一何回
w-

∞己目】
HV】
・
∞
・
呂

ω印
・
巳

N吋同町
-m-4・
冨
・
、
吋
巾
門
町
三
宮
印
〈
白
司
吋

O

(
国
・
ロ
白
E
B白ロロ)・

考
古
学
上
の
証
拠
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
斗
田
σ己向。

E
R白
巾
と
ホ
メ
ロ

ス
・
ボ
ウ
ル
の
二
つ
の
分
野
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
者
は
近
年

C
・
ω
E
P
宮
町

田
O
B
R
U
n
r
g
∞
R
Y
R
-
吋
・
白
色
町
・
〉
冨

(HU叶由
)ω
叶
同
時
・
に
よ
っ
て
前
3
世
紀

末
か
ら
前
2
世
紀
前
半
に
年
代
づ
り
ら
れ
た
が
、
た
だ
し
著
者
は
こ
の
浮
彫
ボ
ウ

ル
と
写
本
挿
絵
の
関
係
に
つ
い
て
は
同
書
で
は
取
り
扱
わ
な
い
と
記
し
て
い
る

(
日
頁
)
。
戸
当
岳
N
B
S
P
E
E門司丘一
c
g
E
岡
山
己
目
白

E
n
a
o
M
(
H
2
3

H
N
R
回目
S
E
E
P
白
色

-
g
E
2
n
y巾
pw-一巾歩巾円
F
2
2
5由
)
色
町
内
・
の
諸
研
究

者
は
こ
の
ホ
メ
ロ
ス
・
ボ
ウ
ル
の
浮
彫
が
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
初
期
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド

リ
ア
に
お
い
て
写
本
挿
絵
の
影
響
の
下
に
成
立
し
た
と
見
な
し
て
い
る
。

(
お
)
君
。
X
N
B
Eロ白・
0
・
ι
P
E
-
-
E
E∞
R

(
加
)
古
代
ギ
リ
シ
ア
、
ロ

l
マ
美
術
に
お
け
る
物
語
手
法
の
研
究
は
、
同
巧
片
付

Z
R

山
口
い
り
同
問
者
ぽ
ロ
向
。

B
2
2
2
S
S
E
-
と
わ
・
周
忌
巾
ユ
目

5

5
門
山
口
包

(HEH)・
ロ
巾
吋
凹
・
〉
R
Y白
g
Eぬ山田
ny巾
出
向
5
8
2
E内
(EH申
)
に
よ
っ
て
基
礎

が
お
か
れ
、

4
〈巾一円
N

自
由
ロ
ロ

m・
o・
の
画
期
的
著
作
に
よ
っ
て
用
語
の
整
理
と
厳

密
な
定
義
が
進
め
ら
れ
研
究
領
域
が
大
幅
に
拡
大
し
た
。

古
代
芸
術
の
物
語
手
法
は
こ
れ
ら
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、
田
町
自
己
-gロ
mog-

B
E
a
n
s
-
p
a
n
-
W
5
2宮
内
凶
(
巧
a
R自
由
ロ
ロ
の
定
義
に
従
う
)
の
3
つ
に

分
類
さ
れ
た
。
同
一
の
主
人
公
が
異
な
る
場
面
に
繰
り
返
し
登
場
す
る
テ
レ
ブ
オ

ス
・
フ
リ
ー
ズ
の
手
法
は
、
発
展
史
の
最
終
段
階
に
現
れ
た

a
n
-
-
n
B
2
F
O仏

の
典
型
的
な
例
と
さ
れ
る
。
こ
の
領
域
の
研
究
史
は
司
・
。
・
司
-
z
a
σ
C
O
B
-

E
E
a
H
N
O
B
印・

5
吋
∞
・
呂
町
内
・
に
、
各
用
語
の
定
義
や
解
説
を
含
め
て
簡
潔
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
よ
り
新
し
い
研
究
と
し
て
出
-
m，
E
三
口
明
し
E
-
E
ω
-

E
g
w
H
S片
岡
・
一
回
・
〈
-
出
巾
印
σRm-
】
臼
呂

ω・
5
g
w
ω
C由
民
・
が
あ
る
。

(
幻
)
巧
a
R
B白
ロ
ロ
白

-o・
s・

(
犯
)
同
様
の
例
と
し
て
、
「
テ
レ
フ
ォ
ス
の
ア
ル
ゴ
ス
へ
の
到
着
」
(
石
板
剖
・
お
)

と
「
イ
ス
ト
ロ
ス
の
息
子
た
ち
の
死
」
(
巧
古
5
P
E
Z
R
吋
丘
・
凶
凶
阿
〈

ω一

口
口

5
4司
E
R一、
H
d
z
m一
江
包
]
印
吋
)
の
二
つ
の
場
面
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
前
者
で
は
主
要
人
物
た
る
英
雄
た
ち
の
背
後
に
、
下
船
す
る
男
性
の
姿
が
生

き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
梯
子
を
下
る
下
男
と
お
ぽ
し
き
こ
の
人
物
は
、
大
き

な
巻
い
た
械
鐙
の
よ
う
な
も
の
を
肩
に
か
つ
い
で
運
ん
で
い
る
。

後
者
で
は
戦
場
に
お
け
る
多
数
の
死
者
が
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
主
要
場
面

に
添
え
る
挿
話
と
し
て
、
遺
体
か
ら
矢
筒
を
奪
お
う
と
す
る
泥
棒
の
様
子
が
描
き

加
え
ら
れ
て
い
る
。
主
要
主
題
は
あ
く
ま
で
英
雄
た
ち
の
戦
死
で
あ
り
、
戦
場
泥

棒
は
画
面
に
生
気
を
添
え
る
た
め
の
脇
役
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
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テレフォス・フリ ズ一一古代ギリシアの浮彫と写本挿絵一一

(
却
)
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
ペ
ル
ガ
モ
ン
に
テ
レ
フ
ォ
ス
神
話
を
題
材
と
し
た
す
ぐ

れ
た
大
絵
画
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
ヘ
ル
ク
ラ
ネ
ウ
ム
出
土
の
「
テ
レ
フ
オ

ス
発
見
」
を
主
題
と
す
る
高
名
な
プ
レ
ス
コ
画
(
ナ
ポ
リ
国
立
考
古
学
博
物
館

宮〈・

8
0∞
一
回
巳

σ
一m-
巧
m
g
-
H
Hお
一
円

ω
与
え
。
-
P

可。
gum-白
口
町
田

nz

z白
-qa(呂
町
N
)

叶
え
・
品
∞
一
寸

E
R一
色
ニ
ハ
え
-

N
印
)
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
も
、

ほ
と
ん
ど
確
実
と
い
え
よ
う
。
研
究
者
は
例
外
な
く
、
こ
の
壁
画
が
ベ
ル
ガ
モ
ン

芸
術
に
由
来
す
る
と
み
な
し
て
い
る
。
吋
『
戸
口
巾
円
一
色
-
訟
を
参
照
。

(
お
さ
だ
・
と
し
ひ
ろ

広
島
大
学
)
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