
、
〆
、
〆
、
／
、
ノ
、
ノ
ミ
ノ
、
／
、
〆
、
／
、
ノ
災
ノ
ｋ
ノ
Ｌ
／
、
〆

海
外
ニ
ュ
ー
ス

、
ノ
、
〆
、
〆
ミ
ノ
ミ
ノ
、
／
、
〆
、
〆
、
／
、
ノ
ｋ
ノ
ミ
ノ
、
ノ
、
ノ

凹
呂
日
（
旧
名
陣
吾
員
）
は
マ
デ
ィ
ァ
プ
ラ
デ
ー
シ
ュ
（
ご
ａ
ご
名
‐

【
且
①
の
ご
州
よ
り
独
立
し
た
チ
ャ
ッ
テ
ィ
ス
ガ
ル
合
冨
昌
切
鴨
昏
）
州

の
マ
ハ
ー
サ
ム
ン
ド
（
冒
煙
薗
困
日
巨
旨
ｅ
地
区
ｅ
尉
日
ｇ
）
に
属
す
る

小
さ
な
村
で
あ
る
。
州
都
ラ
イ
プ
ー
ル
扇
：
日
）
よ
り
東
方
に
約
八

五
ｍ
の
距
離
に
位
置
し
、
オ
リ
ッ
サ
州
最
大
の
河
マ
ハ
ー
ナ
デ
ィ
ー
川
の

東
岸
に
存
在
す
る
。
シ
ル
プ
ー
ル
は
四
世
紀
ご
ろ
に
南
コ
ー
サ
ラ
国
の
首

都
に
な
っ
た
所
で
あ
り
、
宗
教
的
・
政
治
的
に
様
々
な
活
動
の
中
心
地
と

①

し
て
栄
え
た
都
で
あ
っ
た
。
玄
葵
三
蔵
も
六
三
九
年
に
こ
の
地
を
訪
れ
て

②

い
る
。
玄
英
三
蔵
は
当
時
の
シ
ル
プ
ー
ル
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

③

い
る

自
此
西
北
山
林
中
。
行
千
八
百
余
里
至
僑
薩
羅
国
（
中
印
度
境
）
。

僑
薩
羅
国
。
周
六
千
余
里
。
山
嶺
周
境
林
蔽
連
接
。
国
大
都
城
周
四

十
余
里
。
土
壌
言
肢
地
利
滋
盛
。
邑
里
相
望
人
戸
段
實
。
其
形
偉
其

色
黒
。
風
俗
剛
猛
人
性
勇
烈
。
邪
正
兼
信
学
藝
高
明
。
王
刹
帝
利
也
。

シ
ル
プ
ー
ル
（
陞
呂
員
）
に
お
け
る

僧
院
・
尼
僧
院
の
発
掘
状
況

は
じ
め
に

シ
ョ
（
。
ラ
ニ
・
ダ
シ
ュ

（
の
胃
〕
唾
国
罰
画
日
ロ
四
ｍ
己

崇
敬
佛
法
仁
慈
深
遠
。
伽
藍
百
余
所
。
僧
徒
減
万
人
。
並
皆
習
学
大

乗
法
教
。
天
祠
七
十
余
所
。
異
道
雑
居
。
城
南
不
遠
有
故
伽
藍
。
傍

有
睾
堵
波
。
無
憂
王
之
所
建
也
。
昔
者
如
來
曾
於
此
処
。
現
大
神
通

推
伏
外
道
。
後
龍
猛
菩
薩
止
此
伽
藍
。
時
此
国
王
號
娑
多
婆
訶
（
唐

言
引
正
）
。
珍
敬
龍
猛
周
衛
門
盧
。

こ
の
中
、
「
僑
薩
羅
国
」
は
コ
ー
サ
ラ
負
○
世
四
）
の
音
写
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
位
置
は
ほ
ぼ
正
確
で
あ
る
。
ま
た
「
自
此
西
北
山

林
中
」
は
、
現
在
の
オ
リ
ッ
サ
州
を
指
し
て
い
る
。
玄
葵
の
上
記
の
記
録

を
要
約
し
て
み
る
と
、
当
時
シ
ル
プ
ー
ル
と
そ
の
周
辺
に
は
約
一
○
○
ヶ

所
の
僧
・
尼
僧
院
が
存
在
し
、
そ
こ
に
は
一
万
人
弱
の
大
乗
仏
教
の
僧
侶

と
、
異
教
徒
た
ち
が
混
在
す
る
七
十
余
り
の
寺
院
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
南
の
方
に
は
精
舎
が
あ
り
、
そ
の
横
に
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王

に
よ
っ
て
建
立
さ
れ
た
と
い
う
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
あ
っ
た
所
で
あ
る
。
そ
こ

は
昔
、
釈
尊
が
神
通
力
を
示
さ
れ
た
所
で
あ
り
、
後
に
、
竜
樹
菩
薩
が
住

ま
れ
た
所
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
豊
か
な
歴
史
を
持
つ
シ
ル
プ
ー
ル
で
あ
る
の
に
、
現
在
は

殆
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
に
な
っ
て
、
様
々

な
遺
跡
の
存
在
が
知
ら
れ
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
発
掘
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。

筆
者
は
二
○
○
六
年
二
月
に
シ
ル
プ
ー
ル
ヘ
行
っ
て
現
場
調
査
を
行
っ
た
。

約
二
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
範
囲
に
亘
っ
て
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
、

仏
教
の
混
在
し
た
遺
跡
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
。
ま
た
約
二
○
○
余
り
の

塚
（
日
○
口
且
）
が
あ
り
、
そ
の
内
の
約
一
○
ヶ
所
で
発
掘
作
業
が
行
わ

発
掘
が
す
す
む
仏
教
遺
跡
に
つ
い
て

;9
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①
崖
目
己
四
℃
届
ｇ
匡
〆
巨
罰
く
昏
倒
鼬
僧
院
跡
：
北
に
向
い
て
い
る
こ
の

仏
跡
は
典
型
的
な
僧
院
の
一
つ
で
あ
る
。
煉
瓦
造
り
の
こ
の
遺
跡
は
一

九
五
五
年
の
発
掘
に
よ
り
存
在
が
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
発
掘
の

れ
て
い
る
。
現
在
発
掘
さ
れ
て
い
る
仏
教
遺
跡
の
中
で
、
五
つ
の
僧
院
と

尼
僧
院
と
思
わ
れ
る
遺
跡
が
注
目
を
集
め
て
い
る
。
こ
の
中
、
僧
院
と
断

定
さ
れ
る
、
シ
旨
四
ご
烏
勺
胃
号
言
困
匡
ヨ
ヨ
颪
国
と
、
の
ぐ
ゆ
呂
冨
劃
闘
国

と
名
付
け
ら
れ
た
二
つ
の
遺
跡
は
発
掘
が
完
了
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
三

つ
の
遺
跡
は
ま
だ
発
掘
中
で
あ
る
。
以
下
に
こ
れ
ら
に
つ
い
て
紹
介
し
て

み
よ
う
。

第1図シルプールの入口

時
に
見
つ
か
っ
た
碑
文
に
よ
れ
ば
、
こ
の
僧
院
は
巨
農
固
く
侭
眉
国

団
凹
副
言
冒
奇
蹟
～
＄
切
醒
ロ
）
王
の
時
代
に
シ
旨
自
烏
甲
呂
言
と
い

う
比
丘
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
建
物
に
は
一
六
本
の
石
柱

に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
い
号
訂
昌
眉
烏
冒
、
つ
ま
り
集
会
所
と
名
付
け
ら

れ
て
い
る
広
い
矩
形
の
場
所
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
周
り
に
は
一
四
の
個

室
が
あ
り
、
各
部
屋
は
約
、
×
堅
の
広
さ
で
あ
る
。
階
段
の
跡
が
あ

る
こ
と
か
ら
こ
の
僧
院
が
二
階
建
て
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
本
堂

と
個
室
は
通
廊
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
３
『
９
画
四
宮
（
本
尊
が
安
置

が
人

さ
れ
て
い
る
篭
の
よ
う
な
場
所
）
に
は
六
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
仏

⑤

像
が
触
地
印
今
言
目
名
冑
蟹
冒
且
国
）
で
鎮
座
し
て
い
る
。
仏
像
の

第2図AnandaPrabhuKLItTVihEIra遺跡

第3図AnimdaPrabhuKutrVihara遺跡の

触地印の石仏像
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②
卑
四
昌
汀
ぐ
号
腎
四
僧
院
跡
：
北
に
面
す
る
こ
の
煉
瓦
造
り
の
、
僧

院
と
想
定
さ
れ
て
い
る
遺
跡
も
、
巨
昌
詠
弓
侭
呂
国
団
堅
凹
言
口
命
韻

～
急
、
Ｐ
ロ
）
王
の
時
代
に
仏
教
信
者
た
ち
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
僧
院
は
、
ざ
Ｑ
畠
曾
状
に
造
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か

ら
、
そ
の
よ
う
に
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
の
中
心
に
も
集
会
所

（
印
号
訂
日
ｇ
ｇ
ｇ
）
が
あ
り
、
そ
の
周
り
に
個
室
が
三
室
ず
つ
一
列

右
側
に
は
、
右
手
に
瓶
、
左
手
に
蓮
華
を
持
つ
蓮
華
手
観
音
菩
薩

⑥

令
四
（
旨
四
目
巳
シ
ぐ
“
５
冨
肌
ぐ
四
国
）
の
立
像
が
あ
る
。
こ
れ
以
外
に

夜
叉
（
尽
鼻
の
四
）
や
守
護
神
、
女
神
像
な
ど
も
あ
る
。

慰

第4図AnandaPrabhuKutrVihara遺跡の

観音菩薩立像（左側の脇侍）

鍵
》 鐵

霞

蕊 ③
そ
の
他
の
遺
跡
：
上
記
の
二
つ
の
僧
院
跡
は
互
に
少
し
離
れ
て
別
々

に
存
在
す
る
が
、
残
り
の
三
つ
の
遺
跡
は
互
い
に
わ
ず
か
数
メ
ー
ト
ル

の
間
隔
で
存
在
す
る
。
発
掘
は
完
了
せ
ず
名
前
も
ま
だ
つ
け
ら
れ
て
い

な
い
。
担
当
の
シ
ャ
ル
マ
博
士
は
こ
の
三
つ
の
遺
跡
を
五
～
六
世
紀
の

⑨

も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
内
、
左
か
ら
一
番
目
は
比
丘
尼
の

僧
院
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
、
二
番
目
と
三
番
目
は
比
丘
の
僧
院
と
推
測

に
並
ん
で
い
る
。
の
冑
９
ｍ
四
宮
に
八
・
五
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
の
仏
像

が
触
地
印
で
鎮
座
し
て
い
る
。
そ
の
右
側
に
は
脇
侍
の
蓮
華
手
観
音
菩

⑧

薩
令
且
日
四
目
昌
醇
ぐ
巴
○
置
言
の
野
口
国
）
と
思
わ
れ
る
立
像
が
あ
る
。

建議銅

第5図SvastikaVihara遺跡

第6図SvastikaVihara遺跡の石仏（触地印）と

脇侍・観音菩薩立像（左側）
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第7図尼僧院跡と思われている遣

第8区｜デーヴァナーガリーと思われる

文字

！
、
鶴
丸
識
副

…
雛
綴
‐

ふ

れ
る
カ
ー
ス
ト
階
級
の
最
下
層
の
人
た
ち
を
新

仏
教
徒
に
改
宗
さ
せ
る
こ
と
と
、
ブ
ッ
ダ
ガ
ャ
ー
の
マ
ハ
ー
ボ
ー
デ
ィ
寺

院
を
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
か
ら
奪
還
す
る
な
ど
の
運
動
な
ど
に
よ
り
名
が
知

ら
れ
て
い
る
。
上
記
の
ナ
ン
デ
シ
ュ
ワ
ル
氏
は
彼
の
在
家
信
者
で
あ
っ
て
、

こ
の
発
掘
に
全
面
的
に
協
力
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
発
掘
現
場
は
昔
か

ら
稲
作
が
行
わ
れ
て
い
た
、
約
一
○
二
八
平
方
メ
ー
ト
ル
念
．
留
日
の
）

の
土
地
で
あ
る
が
、
氏
の
父
が
亡
く
な
る
際
、
こ
の
土
地
の
一
部
を
仏
教

の
た
め
に
寄
付
す
る
よ
う
遺
言
を
残
し
て
い
た
の
で
、
あ
る
日
氏
は
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
師
を
連
れ
て
そ
こ
へ
向
か
っ
た
。
そ
の
場
所
を
見
た
ナ
ー

ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
師
は
、
「
こ
こ
に
仏
教
遺
跡
が
眠
っ
て
い
る
の
で
掘
っ
て

み
よ
」
と
予
言
し
た
。
そ
こ
で
、
マ
ン
サ
ル
に
あ
る
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ

さ
れ
て
い
る
。
一
番
目
か
ら
は
バ
ン
グ
ル
ス

の
破
片
や
金
で
作
ら
れ
た
装
飾
品
な
ど
が
見

つ
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
比
丘
尼
の
僧
院

跡
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
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第1l図頭の上にナーガを戴く石仏

（触地印）座像
"&,←4-韻ざⅡ,玲頓ぺ▲

･‘‘ぷ:趣ﾐー
－L凶虹＝

4G,397P圭,､I

蕊
こ寺しこよ遣の貴が蕊蝿
と院かにう跡⑩特な重で
がなし居なの徴 かなき，
よどそ住も個 がで情、《‘'蕊､
<のれしの室見も報発"1．:鼠』‘、‘寒一
あ建はたがのら特を掘鋸露
る設、 比 彫 床 れに得状

第12図二番目の遺跡のにイ丘 ら に る、る況
で自ン尼れぁこ 他こや
、分ドのてるとのと現ン幸壁たもたはは尼こン員農師

恐のに名いいは遣が地デいをめ不がシー僧ろ考と〔/〕の

潮穆轆婚煙腿鯏'噌最祁朧地襲湖
こをも記とかに比た教ヮ筆、こや近マ九発下者ン冨所
の記残しでの値べo徒ル者看の自に博年見五シド＜／-、

職ぞ蕊唾扉とR睡軸鮮詫師戸澤團
悪蕊鮭駕諺挫騨確號伽鑪霊
識篭謹聴報環潅
た寄とてそ国,一ぃっ取所な製跡考わ期こら掘た旨冒
人付 し い れ 文 番〈いる有つのを古れのの立しべ、一／の
物すてるを字目 つ て こ 者 た 高 守 学 て段発派たテの目
のる、。その のか、とナ。いる局い階掘なとう職帯
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癖；蟻
-§’率麺

患講

…

第14図 頭蛇上のハーリーテイー

(鬼子母神）の立像

第13図竜女礼拝像

で
あ
る
が
、
こ
の
ま
ん
字
は
左

回
り
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
仏
教
の
ま
ん
字
で
あ
る
こ
と
に
間
違

い
な
い
。
の
ミ
寒
侭
暮
亀
と
思
わ
れ
る
場
所
に
は
触
地
印
形
の
巨
大
な
石

⑭

仏
坐
像
が
見
ら
れ
る
。
頭
の
上
に
巨
大
な
ナ
ー
ガ
の
頭
の
一
部
が
見
ら
れ

る
と
こ
ろ
か
ら
、
恐
ら
く
ム
チ
ャ
リ
ン
ダ
仏
陀
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
。
頭
部
は
こ
の
仏
像
の
首
部
分
か
ら
二
～
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
と
こ
ろ

に
落
ち
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
発
掘
時
に
そ
れ
を
見
つ
け
現
在
の
状
態

に
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
遺
跡
の
発
掘
の
初
期
段
階
に
お
い
て
、

扉
に
施
錠
さ
れ
た
跡
や
大
き
な
ひ
び
の
跡
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
異
教
徒
に
よ
る
攻
撃
あ
る
い
は
伝
染
病
等
の
重
大
な
異
変
に
た

い
す
る
恐
怖
か
ら
居
住
し
て
い
た
信
者
た
ち
が
鍵
を
か
け
て
逃
げ
、
更
に

14



そ
の
後
の
地
震
で
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い

る
。

⑮

左
か
ら
二
番
目
の
遺
跡
か
ら
も
金
製
の
首
飾
り
な
ど
が
見
つ
か
っ
て
い

る
た
め
、
こ
こ
も
尼
僧
院
で
は
な
か
っ
た
か
と
現
地
の
住
民
た
ち
は
話
し

き
し
も
じ
ん

て
い
る
が
、
ま
だ
何
と
も
断
定
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
。
鬼
子
母
神

臼
倒
計
）
や
解
脱
母
ｑ
胃
巴
な
ど
密
教
の
女
神
像
、
女
性
ナ
ー
ガ

ョ
凋
畏
自
薗
）
な
ど
の
美
し
い
レ
リ
ー
フ
が
入
り
口
に
見
ら
れ
る
。
他

に
富
の
神
（
〆
呂
の
国
）
の
立
像
や
海
の
怪
獣
巨
画
百
国
の
レ
リ
ー
フ
も

見
ら
れ
る
。
も
と
も
と
の
ｓ
寒
亀
四
首
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
場
所
の
門

（
§
菖
ミ
）
の
両
側
に
二
人
ず
つ
竜
女
が
手
を
合
わ
せ
、
礼
拝
す
る
形
の

第16図三番目遺跡の門

侭

彫
刻
が
と
て
も
美
し
く
、
玄
関
に
あ
る
ナ
ー
ガ
の
レ
リ
ー
フ
の
彫
刻
も
興

味
深
い
。
そ
こ
に
立
つ
柱
に
は
蛇
が
片
隅
か
ら
入
り
込
み
、
も
う
片
方
の

隅
か
ら
頭
を
出
し
て
い
る
光
景
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
蛇
の
頭
上
の
右
側
の

柱
に
タ
ー
ラ
ー
ｑ
副
迅
、
左
側
の
柱
に
ハ
ー
リ
ー
テ
ィ
ー
田
習
計
）

⑰

と
思
わ
れ
る
立
像
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。

中
で
も
左
か
ら
三
番
目
の
遺
跡
の
彫
刻
が
最
も
美
し
く
状
態
も
良
く
、

三
つ
の
中
で
は
最
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
品
群
は
仏
教
彫
刻
を
代

表
す
る
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
内
で
も
入
口
に

あ
る
精
密
な
彫
刻
の
飾
り
は
、
今
ま
で
に
発
掘
さ
れ
た
仏
教
精
舎
中
の
最

⑱

高
傑
作
で
あ
る
。
そ
の
他
、
愛
欲
に
溺
れ
た
男
女
の
抱
き
合
う
姿
が
数
多

第17図歓喜交会像のレリーフ

第18図ナーガ夫婦と蔦の飾り
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五
～
七
世
紀
の
間
に
建
立
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
仏
跡
の
殆

ど
が
二
階
建
て
以
上
の
建
造
物
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
そ
れ
以

（
胚
」

く
見
ら
れ
、
ま
た
仏
教
美
術
に
お
い
て
は
他
に
例
を
見
な
い
と
思
わ
れ
る

象
の
交
尾
の
彫
刻
な
ど
も
発
掘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
パ
ン
チ
ャ
タ
ン

ト
ラ
や
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
物
語
が
描
か
れ
た
美
し
い
彫
刻
や
女
性
立
像
や
網

を
デ
ザ
イ
ン
し
て
彫
ら
れ
た
蔦
の
飾
り
や
そ
の
横
に
配
置
さ
れ
た
ナ
ー
ガ

の
カ
ッ
プ
ル
な
ど
、
非
常
に
繊
細
な
こ
れ
ら
の
造
り
は
仏
教
美
術
の
一
ジ

⑳

ヤ
ン
ル
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

二
番
目
と
三
番
目
の
僧
院
も
階
段
の
跡
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
少
な
く

と
も
二
階
建
て
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

Ｉ

お
わ
り
に

｜’

僧院・尼ｲ仰院の設計|叉！

外
に
も
整
っ
た
排
水
設
備
、
企
画
さ
れ
た
建
築
構
造
、
流
れ
る
よ
う
な
非

常
に
美
し
い
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
当
時

の
優
れ
た
建
築
技
術
を
物
語
っ
て
い
る
。
特
に
、
流
線
形
を
も
つ
像
や
レ

リ
ー
フ
は
オ
リ
ッ
サ
の
彫
刻
を
髻
籠
さ
せ
る
。

今
回
の
発
掘
で
発
見
さ
れ
た
シ
ル
プ
ー
ル
の
仏
教
遺
跡
は
、
大
僧
院
で

は
な
く
、
大
勢
の
僧
や
尼
僧
た
ち
が
居
住
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ

の
一
つ
一
つ
が
少
人
数
を
収
容
す
る
独
立
し
た
建
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺

わ
れ
、
当
時
の
僧
院
・
尼
僧
院
が
単
立
で
も
充
分
に
生
活
で
き
る
経
済
力

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

す
べ
て
の
遺
跡
の
ほ
ぼ
中
心
あ
た
り
に
あ
る
矩
形
の
場
所
は
集
会
所

⑳

ａ
：
訂
日
目
烏
冒
）
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
注
意
し
て
見

れ
ば
、
そ
こ
に
は
排
水
口
が
床
よ
り
約
三
○
セ
ン
チ
余
り
も
下
に
あ
り
、

⑫

そ
の
内
側
の
壁
に
神
像
の
美
し
い
彫
刻
が
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
所
は

本
尊
の
前
に
あ
る
た
め
、
そ
れ
は
単
な
る
集
会
所
と
言
う
よ
り
も
護
摩
の

焚
か
れ
た
場
所
か
、
あ
る
い
は
重
要
な
儀
礼
・
儀
式
が
行
わ
れ
て
い
た
場

所
で
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

バ
ン
グ
ル
ス
や
金
製
の
首
飾
り
の
破
片
が
出
土
し
た
こ
と
か
ら
考
古
学

者
シ
ャ
ル
マ
博
士
は
そ
れ
を
尼
僧
院
跡
と
推
測
し
て
い
る
。
し
か
し
、
土

地
の
持
主
ナ
ン
デ
シ
ュ
ァ
ル
氏
や
他
の
仏
教
徒
た
ち
の
考
え
方
は
同
じ
で

は
な
い
。
彼
ら
は
、
出
家
者
で
あ
る
比
丘
尼
が
バ
ン
グ
ル
ス
な
ど
の
装
飾

品
を
身
に
つ
け
て
い
た
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
言
う
。
ち
な
み

に
発
見
さ
れ
て
い
る
バ
ン
グ
ル
ス
は
漆
製
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か

ら
判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
は
既
婚
女
性
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
既

婚
女
性
の
バ
ン
グ
ル
ス
を
そ
の
ま
ま
壊
す
こ
と
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
社
会
で
は
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有
り
得
な
い
。
た
と
え
、
未
亡
人
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
に
は
儀

式
に
基
づ
い
て
そ
れ
は
壊
さ
れ
る
。
し
か
し
、
既
婚
女
性
が
比
丘
尼
に
な

る
時
に
は
そ
れ
を
尼
僧
院
に
残
し
て
受
戒
な
ど
の
儀
式
を
受
け
る
の
で
、

そ
の
時
に
彼
女
た
ち
が
身
に
着
け
て
い
た
も
の
が
取
り
は
ず
さ
れ
て
、
後

に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

わ
ず
か
五
○
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
距
離
の
場
所
に
他
に
二
つ
の
僧
院
と
思

わ
れ
る
遺
跡
が
あ
る
。
も
し
一
番
目
が
尼
僧
院
で
あ
れ
ば
、
他
の
二
つ
も

尼
僧
院
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
に
極
め
て

近
い
場
所
に
僧
院
と
尼
僧
院
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
比
丘
と
比
丘
尼
が
極

め
て
近
く
で
生
活
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
そ
う
考
え
る
こ
と
に
は
無
理

第19図Sabhamandapa遺跡中心部

…

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
僧
院
、
尼
僧
院
の
い
ず
れ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
比
丘
・
比

丘
尼
が
そ
こ
に
居
住
し
て
い
た
と
考
え
る
証
拠
は
充
分
に
あ
り
、
そ
れ
が

仏
教
の
精
舎
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
こ
こ
で
興
味
深

い
こ
と
は
、
出
家
者
が
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
場
所
に
性
的
レ

リ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
ま
た
人
間
の
性
的
な
彫
像
だ

け
で
な
く
動
物
の
交
尾
の
モ
チ
ー
フ
も
見
ら
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ

れ
を
見
た
時
、
筆
者
に
は
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
寺
院
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
ん
で
来

た
。
す
な
わ
ち
、
世
俗
か
ら
離
れ
る
た
め
に
よ
り
一
層
世
俗
的
な
も
の
が

用
い
ら
れ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
性
的
な

レ
リ
ー
フ
が
施
さ
れ
た
門
か
ら
中
に
一
歩
足
を
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モ
チ
ー
フ
を
取
り
入
れ
始
め
た
時
代
の
建
物
で
あ
り
、
そ
の
影
響
で
こ
の

よ
う
な
世
俗
的
な
モ
チ
ー
フ
が
僧
院
に
も
取
り
込
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。し

か
し
残
念
な
が
ら
、
残
存
す
る
殆
ど
の
仏
像
の
顔
の
正
面
の
部
分
が

ひ
ど
く
削
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
異
教
徒
に
よ
る
仏
像
破
壊
の
結
果
と
考

え
ら
れ
る
。

シ
ル
プ
ー
ル
に
は
二
○
○
余
り
の
塚
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
、
こ
れ
ら

の
遺
跡
の
す
べ
て
が
発
掘
さ
れ
れ
ば
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
よ
り
四
～
五
倍
の

⑳

広
さ
の
仏
教
遺
跡
の
全
貌
が
現
れ
る
で
あ
ろ
う
と
専
門
家
は
言
う
。
こ
れ

ら
シ
ル
プ
ー
ル
の
遺
跡
は
現
在
、
考
古
学
者
シ
ャ
ル
マ
博
士
に
よ
っ
て
ユ

ネ
ス
コ
ａ
三
両
の
Ｏ
Ｓ
の
世
界
遺
産
に
推
薦
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
遺
跡
の
発
掘
が
す
す
め
ら
れ
、
古
代
イ
ン
ド
の
尼
僧
や
女
性
信
者

の
遺
品
が
収
集
さ
れ
、
イ
ン
ド
仏
教
全
体
に
関
す
る
新
た
な
情
報
が
得
ら

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
や
ま
な
い
。

付
記
“
本
稿
は
、
日
本
学
術
振
興
会
研
究
奨
励
金
お
よ
び
科
学
研
究
費

補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

①⑤④③ ②①註
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の
情
報
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い
て
い
る
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３
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イ
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考
古
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図
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図
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