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は
じ
め
に

こ
れ
は
、
先
史
時
代
の
洞
窟
壁
画
に
つ
い
て
の
本
で
す
。

一
万
数
千
年
前
と
か
、
四
万
年
前
と
か
に
洞
窟
の
壁
に
描
か
れ
た
絵
画
は
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
世
界
の
美
術
館
や
遺
跡
、

寺
院
な
ど
で
見
て
き
た
芸
術
作
品
の
な
か
で
、
い
ち
ば
ん
心
を
動
か
さ
れ
た
も
の
の
一
つ
で
す
。
ヒ
ト
が
絵
画
を
描
く
と
い

う
こ
と
を
、
こ
れ
ほ
ど
純
粋
に
、
こ
れ
ほ
ど
力
強
く
描
い
た
絵
と
い
う
の
は
、
他
に
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
本
は
、
二
〇
一
七
年
の
夏
、
私
と
息
子
の
琳
太
郎
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
先
史
時
代
の
洞
窟
壁
画
を
見
に
行
っ
た
旅
行
記

で
す
。
そ
の
夏
、
フ
ラ
ン
ス
南
西
部
の
レ
ゼ
ジ
ー
と
い
う
村
や
、
ヴ
ァ
ロ
ン
・
ポ
ン
・
ダ
ル
ク
と
い
う
村
に
、
レ
ン
タ
カ
ー

を
借
り
て
息
子
と
二
人
旅
を
し
ま
し
た
。
途
中
、
中
世
の
寺
院
に
立
ち
寄
り
、
ま
た
旅
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
は
都
市
に
滞

在
し
、
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
や
、
パ
リ
の
美
術
館
で
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
を
始
め
、
た
く
さ
ん
の
美
術
作
品
を

見
ま
し
た
。
そ
う
い
う
旅
の
あ
れ
こ
れ
が
、
こ
の
本
で
は
綴
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
本
は
、
単
な
る
旅
の
記
録
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
本
の
構
成
は
、「
旅
」
の
章
と
、「
夜
の
語
り
」
と
い

う
章
が
、
交
互
に
書
か
れ
る
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
夜
の
語
り
」
の
章
は
、
美
術
の
歴
史
や
、
自
然
に
対
す
る
考
察
な
ど
、

「
旅
」
の
章
の
旅
行
記
の
補
足
的
な
説
明
の
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
本
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
背
骨
の
よ

う
に
貫
い
て
い
る
の
は
、
二
人
旅
の
記
録
で
す
。
し
か
し
「
夜
の
語
り
」
の
章
と
合
わ
せ
て
お
読
み
い
た
だ
く
こ
と
で
、
そ

れ
が
先
史
時
代
の
ア
ー
ト
へ
の
理
解
の
助
け
と
な
り
、
ひ
い
て
は
「
私
た
ち
ヒ
ト
は
、
な
ぜ
絵
を
描
く
の
か
」
と
い
う
大
い
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な
る
問
い
に
、
立
体
的
に
迫
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

あ
の
夏
、
自
分
は
息
子
と
フ
ラ
ン
ス
の
田
舎
を
旅
し
ま
し
た
。
息
子
は
大
学
で
絵
画
を
専
攻
し
、
い
ま
は
大
学
院
で
学
ん

で
い
ま
す
。
彼
自
身
が
、
ア
ー
ト
と
取
り
組
み
な
が
ら
生
き
て
き
ま
し
た
。
十
八
世
紀
の
生
物
学
者
エ
ル
ン
ス
ト
・
ヘ
ッ
ケ

ル
は
、「
個
体
発
生
は
系
統
発
生
を
繰
り
返
す
」
と
言
い
ま
し
た
が
、
こ
の
本
は
、
息
子
の
幼
児
か
ら
の
成
長
を
サ
ン
プ
ル

と
し
た
、
絵
画
に
お
け
る
「
個
体
発
生
は
系
統
発
生
を
繰
り
返
す
」
こ
と
へ
の
、
自
分
な
り
の
具
体
的
な
考
察
で
も
あ
る
の

で
す
。

ヒ
ト
は
な
ぜ
絵
を
描
く
の
か
、
と
い
う
問
い
は
、
な
に
も
先
史
時
代
の
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
人
だ
け
に
向
け
ら
れ
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
、
す
べ
て
の
ヒ
ト
に
対
す
る
問
い
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
本
の
中
で
、
ご
一
緒
に
旅
を
し
て
、
ぜ
ひ
ご
一
緒
に
思
索
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
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そ
の
夏
、
フ
ラ
ン
ス
に
、
息
子
と
先
史
時
代
の
洞
窟
壁
画
を
見
に
行
っ
た
。
彼
は
大
学
院
生
で
、
絵
画
や
映
像
を
専
攻
し

て
い
る
。
そ
の
息
子
と
二
人
で
、
ラ
ス
コ
ー
や
シ
ョ
ー
ヴ
ェ
と
い
う
洞
窟
に
あ
る
、
何
万
年
も
昔
の
古
い
壁
画
を
見
に
行
っ

た
。ヒ

ト
は
な
ぜ
、
絵
画
を
描
く
の
か
。
な
ぜ
、
描
く
な
ど
と
い
う
こ
と
を
始
め
た
の
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
く
て
、

と
も
か
く
、
で
き
る
限
り
古
い
「
人
類
の
絵
画
の
起
源
」
と
で
も
言
え
る
も
の
を
見
に
行
く
こ
と
に
し
た
の
だ
。
ヒ
ト
が
初

め
て
描
い
た
絵
、
と
い
う
も
の
を
見
た
い
と
思
っ
た
の
だ
。

旅
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
や
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
美
術
館
を
見
た
後
、
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
に
入
っ
た
。
リ
ヨ
ン
で
レ
ン

タ
カ
ー
を
借
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
二
日
目
に
シ
ョ
ー
ヴ
ェ
洞
窟
に
行
っ
た
。
そ
れ
か
ら
フ
ォ
ン
・
ド
・
ゴ
ー
ム
、
ラ
ス
コ
ー

な
ど
の
洞
窟
を
巡
っ
た
。

フ
ラ
ン
ス
へ
の
旅
を
す
る
前
に
、
ふ
と
日
本
の
最
も
古
い
絵
画
も
見
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
奈
良
県
の
明
日
香
村
に
あ
る
、

古
墳
の
壁
に
描
か
れ
た
絵
だ
。
古
墳
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
石
室
は
、
洞
窟
に
似
て
、
閉
鎖
し
た
暗
い
空
間
だ
。
そ
こ
に
は

何
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
洞
窟
壁
画
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
奈
良
の
明
日
香
村
ま
で
出
か
け
、
キ
ト

ラ
古
墳
、
そ
し
て
高
松
塚
古
墳
と
い
う
、
日
本
で
の
ほ
ぼ
最
古
の
壁
画
が
描
か
れ
た
古
墳
が
あ
る
現
場
に
、
足
を
運
ん
で
み

る
こ
と
に
し
た
。
二
〇
一
七
年
七
月
末
の
こ
と
だ
。

キ
ト
ラ
古
墳
は
、
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
の
南
西
部
の
小
高
い
丘
の
上
に
あ
る
。
一
九
八
三
年
に
石
室
内
に
色
鮮
や
か

な
壁
画
が
発
見
さ
れ
た
。
絵
の
破
損
が
激
し
く
、
絵
は
保
存
の
た
め
に
石
室
の
壁
か
ら
剝
が
さ
れ
た
。
石
室
と
い
う
か
、
古

墳
そ
の
も
の
は
、
二
〇
一
三
年
に
調
査
が
終
了
し
、
い
ま
は
埋
め
戻
さ
れ
、
半
球
形
の
円
墳
が
、
そ
の
外
観
を
見
せ
て
い
る
。
前頁写真：ラスコー３
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キ
ト
ラ
古
墳
の
本
物
の
石
室
は
、
も
う
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
古
墳
の
す
ぐ
横
に
、「
キ
ト
ラ
古
墳
・

四
神
の
館
」
と
い
う
施
設
が
で
き
、
そ
こ
で
レ
プ
リ
カ
の
展
示
や
、
剝
が
さ
れ
た
壁
画
の
特
別
展
示
な
ど
が
さ
れ
て
い
る
。

だ
れ
も
本
物
の
古
墳
の
石
室
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
い
ま
、
四
神
の
館
に
あ
る
展
示
物
を
通
し
て
、
キ
ト
ラ
古
墳

の
壁
画
の
世
界
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

四
神
の
館
に
は
、
原
寸
大
の
石
室
が
再
現
さ
れ
、
壁
画
（
レ
プ
リ
カ
）
の
あ
る
石
室
内
を
見
ら
れ
る
。
古
墳
の
小
さ
な
模

型
も
あ
る
の
で
（
円
墳
を
半
分
に
割
っ
て
、
そ
の
断
面
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
模
型
）、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
石
室
の
構
造
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

な
に
よ
り
、
四
神
の
館
の
裏
に
は
、
本
物
の
キ
ト
ラ
古
墳
が
、
山
の
斜
面
に
半
球
形
で
在
る
の
で
、
そ
れ
と
見
比
べ
な
が

ら
、
周
囲
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
含
め
、
壁
画
が
描
か
れ
た
石
室
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
十
分
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
か
ら
キ
ト
ラ
古
墳
を
知
る
最
良
の
方
法
は
、
明
日
香
村
に
あ
る
四
神
の
館
に
足
を
運
ぶ
こ
と
だ
。

展
示
は
順
路
に
沿
っ
て
見
て
い
く
と
、
石
室
の
原
寸
大
レ
プ
リ
カ
の
次
に
、
壁
画
に
描
か
れ
た
内
容
に
つ
い
て
の
解
説
パ

ネ
ル
が
あ
る
。
そ
の
キ
ト
ラ
古
墳
の
壁
画
で
、
自
分
が
い
ち
ば
ん
魅
力
的
に
感
じ
た
の
は
、
石
室
の
天
井
部
分
に
描
か
れ
た

星
座
の
絵
だ
っ
た
。
赤
い
線
で
引
か
れ
た
三
つ
の
円
に
（
大
中
小
の
三
つ
が
同
心
円
状
に
あ
る
。
さ
ら
に
太
陽
の
黄
道
を
表
す
円

が
も
う
一
つ
、
中
心
点
を
ず
ら
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
四
つ
の
円
の
あ
ち
こ
ち
に
）、
直
径
六
ミ
リ
ほ
ど
の
丸
い
金
箔
に
よ
る

星
が
、
た
く
さ
ん
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
数
三
百
五
十
ほ
ど
あ
り
、「
星
座
」
と
し
て
線
で
結
ば
れ
て
い
た
り
、
個

別
に
散
っ
て
輝
い
て
い
た
り
す
る
。

古
墳
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
死
者
の
亡
骸
を
収
め
る
た
め
の
場
所
だ
。
そ
の
棺
が
置
か
れ
た
石
室
の
壁
に
絵
が
描
か
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れ
、
天
井
は
、
金
の
点
々
が
輝
く
星
座
の
絵
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
棺
の
中
の
死
者
は
、
星
空
の
下
で
宇
宙
空
間
に
包
ま

れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
生
前
は
、
た
と
え
大
変
な
権
力
者
で
あ
っ
て
も
、
目
の
前
の
悩
み
に
翻
弄
さ
れ
て
も
い

た
だ
ろ
う
。
人
は
「
こ
こ
」
の
苦
し
み
の
中
で
生
き
て
い
る
。
し
か
し
死
後
は
、
そ
う
い
う
些
事
も
消
え
て
、
遥
か
な
る

宇
宙
と
い
う
「
か
な
た
」
の
世
界
に
包
ま
れ
る
。
キ
ト
ラ
古
墳
の
天
井
画
パ
ネ
ル
を
見
な
が
ら
、
死
者
に
星
空
と
い
う
の
は
、

よ
く
似
合
う
組
み
合
わ
せ
だ
、
と
そ
ん
な
ふ
う
に
考
え
た
。

キ
ト
ラ
古
墳
の
石
室
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
星
座
だ
け
で
は
な
い
。
四
匹
の
伝
説
上
の
動
物
が
、
壁
の
四
面
に
そ
れ
ぞ

れ
描
か
れ
て
い
る
。
一
九
八
三
年
、
石
室
に
フ
ァ
イ
バ
ー
ス
コ
ー
プ
の
カ
メ
ラ
を
入
れ
て
、
モ
ニ
タ
ー
越
し
に
最
初
に
発
見

さ
れ
た
の
が
、
そ
の
動
物
の
う
ち
の
一
つ
で
、
北
面
に
あ
る
「
玄
武
」
だ
っ
た
。
こ
れ
は
亀
と
蛇
を
合
体
さ
せ
た
よ
う
な
架

空
の
生
き
物
（
＝
神
）
で
、
他
の
三
面
に
は
、
南
に
朱
雀
（
鳥
に
似
て
い
る
）、
西
に
白
虎
（
名
前
の
通
り
で
虎
に
似
て
い
る
）、

そ
れ
に
東
面
に
青
龍
が
描
か
れ
て
い
る
。
龍
と
い
う
伝
説
の
生
き
物
は
、
だ
れ
で
も
ご
存
知
か
と
思
う
が
、
蛇
の
よ
う
な
胴

体
に
短
い
前
足
・
後
ろ
足
が
あ
っ
て
、
ト
カ
ゲ
の
よ
う
な
鉤
爪
に
な
っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
動
物
の
形
態
を
合
成
し
た
架

空
の
生
き
物
で
あ
る
。

こ
の
展
示
施
設
の
名
前
が
「
四
神
の
館
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
玄
武
（
北
）、
青
龍
（
東
）、
朱
雀
（
南
）、
白
虎
（
西
）
の
、

四
匹
の
動
物
が
描
か
れ
、
そ
れ
が
実
在
の
動
物
の
描
写
で
な
く
、
四
匹
の
神
獣
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
だ
。
い
わ
ば
、
こ
の
四

匹
の
神
獣
は
、
キ
ト
ラ
古
墳
の
看
板
的
存
在
な
の
だ
。

さ
ら
に
東
面
の
壁
の
上
部
に
は
太
陽
が
、
西
面
の
上
部
に
は
月
が
、
金
と
銀
で
描
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
さ
ら
に
、
四
面

の
壁
の
下
の
方
に
、
そ
れ
ぞ
れ
三
体
ず
つ
、
つ
ま
り
三
×
四
で
、
計
十
二
の
図
像
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
十
二
体
す
べ
て
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朝
、
目
を
覚
ま
す
と
コ
ン
ク
村
に
あ
る
ホ
テ
ル
の
部
屋
だ
っ
た
。
二
つ
あ
る
ベ
ッ
ド
の
も
う
一
つ
の
ほ
う
に
は
、
息
子
が

眠
っ
て
い
る
。
静
か
に
着
替
え
を
し
て
、
一
眼
レ
フ
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
、
ホ
テ
ル
を
出
た
。
ま
だ
朝
早
く
、
人
影
は
少
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
パ
ン
を
抱
え
た
お
ば
さ
ん
が
、
石
畳
の
道
を
歩
い
て
い
る
。

中
世
の
佇
ま
い
が
残
る
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
っ
と
も
美
し
い
村
の
一
つ
と
言
わ
れ
る
コ
ン
ク
は
、
昼
に
な
る
と
観
光
客
で
ご

っ
た
返
す
。
と
く
に
夏
は
賑
わ
う
と
い
う
。
だ
か
ら
、
コ
ン
ク
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
て
、
朝
早
く
、
静
か
な
こ
の
村
を
散
歩

す
る
の
が
よ
い
。
本
で
、
そ
う
読
ん
で
い
た
の
で
、
や
や
遠
い
距
離
で
、
深
夜
の
到
着
と
な
っ
た
が
、
夏
の
八
月
の
旅
で
も

あ
り
、
予
約
は
コ
ン
ク
村
に
あ
る
ホ
テ
ル
に
し
た
の
だ
。

山
の
中
の
、
小
さ
な
村
だ
。
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
、
こ
の
村
が
聖
堂
建
築
で
栄
え
て
い
た
頃
に
は
三
千
人
の
村
人
が

い
た
と
い
う
。
し
か
し
い
ま
で
は
村
の
人
口
は
三
百
人
ほ
ど
に
減
っ
て
い
る
。
こ
の
村
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
サ
ン
ト
＝
フ

ォ
ワ
聖
堂
だ
。
ス
レ
ー
ト
葺
の
屋
根
の
家
が
肩
を
寄
せ
る
よ
う
に
集
ま
っ
て
い
る
村
の
中
心
を
つ
ら
ぬ
く
石
畳
の
道
を
登
っ

て
い
く
と
、
左
手
下
の
土
地
に
、
石
造
り
の
大
き
な
聖
堂
が
建
っ
て
い
る
。
そ
の
サ
ン
ト
＝
フ
ォ
ワ
聖
堂
の
敷
地
を
見
下
ろ

す
。
花
が
咲
く
草
の
生
え
た
道
端
の
下
に
、
石
畳
の
裏
庭
が
広
が
り
、
蔦
の
生
い
茂
っ
た
石
壁
の
前
を
、
赤
い
シ
ャ
ツ
を
着

た
人
が
歩
い
て
い
た
。

何
枚
か
写
真
を
撮
っ
て
か
ら
ホ
テ
ル
に
帰
り
、
息
子
と
朝
食
を
と
っ
た
。
ロ
ビ
ー
に
は
、
木
製
の
古
い
家
具
が
置
か
れ
、

濃
い
赤
で
塗
ら
れ
た
窓
枠
に
鉢
植
え
の
花
が
咲
き
、
窓
の
外
に
は
、
う
ろ
こ
状
の
ス
レ
ー
ト
を
並
べ
た
、
苔
の
生
え
た
屋
根

が
見
え
た
。「
生
き
て
い
る
中
世
」
と
も
言
わ
れ
る
村
の
風
景
も
美
し
い
が
、
泊
ま
っ
た
ホ
テ
ル
も
、
そ
の
村
の
空
気
が
そ

の
ま
ま
建
物
に
結
晶
し
た
か
の
よ
う
な
、
美
し
い
空
間
だ
っ
た
。

前頁写真：コンク村
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数
日
前
、
自
分
た
ち
は
日
本
を
経
ち
、
イ
タ
リ
ア
に
立
ち
寄
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
リ
ヨ
ン
に
入
っ
た
。
そ
こ
で
レ
ン
タ
カ

ー
を
借
り
、
シ
ョ
ー
ヴ
ェ
洞
窟
に
行
き
、
昨
晩
、
こ
の
村
に
着
い
た
。
慌
た
だ
し
い
旅
の
移
動
で
、
短
い
朝
の
時
間
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
古
い
村
の
空
気
は
、
体
の
筋
肉
に
溜
ま
っ
た
疲
れ
を
、
少
し
ず
つ
ほ
ぐ
し
て
く
れ
た
。

今
日
の
夜
に
は
、
こ
こ
か
ら
ま
た
数
百
キ
ロ
の
ド
ラ
イ
ブ
を
し
て
、
レ
ゼ
ジ
ー
と
い
う
村
の
ホ
テ
ル
に
泊
ま
る
。
レ
プ
リ

カ
で
な
い
、
本
物
の
洞
窟
壁
画
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
村
だ
。
明
日
か
ら
ま
た
、
先
史
時
代
の
絵
画
を
見
る
旅
が
再
開
す
る

が
、
今
日
は
一
日
、
中
世
の
美
術
を
見
る
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
は
、
千
年
も
昔
の
古
い
美
術
だ
が
、
し
か
し
一
万
年
以
上
前

の
先
史
時
代
の
洞
窟
壁
画
に
比
べ
た
ら
、
ほ
ぼ
現
代
の
よ
う
な
、
す
ぐ
そ
こ
に
あ
る
美
術
だ
。

朝
食
を
終
え
て
、
村
を
旅
立
つ
前
に
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
美
術
の
傑
作
の
一
つ
と
言
わ
れ
る
サ
ン
ト
＝
フ
ォ
ワ
聖
堂
の
壁
に
掘

ら
れ
た
レ
リ
ー
フ
彫
刻
を
見
に
い
く
こ
と
に
し
た
。
こ
の
村
に
来
た
の
は
、
た
ん
に
美
し
い
中
世
の
佇
ま
い
が
残
る
村
の
光

景
を
見
に
来
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
レ
リ
ー
フ
壁
画
を
見
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
だ
っ
た
。

教
会
の
建
物
の
正
面
を
「
フ
ァ
サ
ー
ド
」
と
い
う
。
ロ
マ
ネ
ス
ク
建
築
で
は
、
た
い
て
い
、
大
き
な
木
の
扉
の
入
口
が
あ

っ
て
、
そ
の
扉
の
上
の
壁
面
に
、
彫
刻
に
よ
る
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
。
フ
ァ
サ
ー
ド
は
、
建
物
内
部
の
丸
天
井
に
形
を
合

わ
せ
る
よ
う
に
、
大
き
な
ア
ー
チ
形
の
デ
ザ
イ
ン
が
あ
る
。
つ
ま
り
扉
の
上
に
、
半
円
形
（
ま
た
は
三
角
形
）
の
装
飾
壁
面

が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
を
「
タ
ン
パ
ン
（tym

pan

）」
と
い
う
。

サ
ン
ト
＝
フ
ォ
ア
聖
堂
に
も
タ
ン
パ
ン
が
あ
り
、「
最
後
の
審
判
」
を
主
題
に
し
た
石
の
レ
リ
ー
フ
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

聖
書
の
『
マ
タ
イ
福
音
書
』
の
内
容
を
描
い
た
も
の
だ
。
最
後
の
審
判
と
い
う
の
は
、
死
後
に
天
国
に
行
け
る
か
、
地
獄
に

堕
ち
る
か
、
そ
の
裁
き
を
受
け
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
タ
ン
パ
ン
に
は
、
天
国
と
地
獄
の
光
景
が
、
石
の
彫
刻
で
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一

レ
ゼ
ジ
ー
で
は
、
い
よ
い
よ
本
物
の
洞
窟
壁
画
を
見
る
こ
と
に
な
る
。
琳
太
郎
も
嬉
し
そ
う
で
、「
明
日
、
洞
窟
壁
画
、

見
れ
る
か
も
、
と
思
う
と
、
テ
ン
シ
ョ
ン
上
が
っ
て
き
た
」
と
い
う
。
し
か
し
、
実
際
に
見
学
が
で
き
る
か
は
、
未
定
だ
っ

た
。
こ
れ
か
ら
チ
ケ
ッ
ト
を
取
る
の
だ
。

レ
ゼ
ジ
ー
の
村
で
泊
ま
っ
た
宿
の
名
は
、
ホ
テ
ル
・
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
。
古
く
美
し
い
石
造
り
の
建
物
で
、
前
回
の
旅
で
も

こ
こ
に
泊
ま
り
、
気
に
入
っ
た
の
で
、
今
回
も
同
じ
宿
に
し
た
。

洞
窟
見
学
は
、
日
本
で
予
約
を
し
て
お
こ
う
と
、
ネ
ッ
ト
の
そ
れ
ら
し
い
サ
イ
ト
を
調
べ
、
メ
ー
ル
を
出
し
て
み
た
。
し

か
し
今
年
の
申
し
込
み
は
、
も
う
締
め
切
っ
た
と
い
う
。
ど
う
や
ら
、
年
の
初
め
に
一
年
分
の
予
約
を
受
け
付
け
る
。
定
員

に
達
し
た
ら
締
め
切
り
。
そ
う
い
う
こ
と
ら
し
い
。「
し
か
し
、
当
日
の
九
時
か
ら
の
受
付
も
し
て
い
ま
す
。
先
着
順
で
す
」

と
も
メ
ー
ル
に
書
い
て
あ
っ
た
。
つ
ま
り
現
場
で
、
当
日
に
な
ら
な
い
と
、
事
情
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。
た
だ
し
、

カ
ッ
プ
・
ブ
ラ
ン
岩
陰
と
い
う
と
こ
ろ
の
見
学
だ
け
は
、
こ
の
メ
ー
ル
で
受
け
付
け
る
、
と
い
う
。
と
り
あ
え
ず
、
一
つ
だ

け
で
も
、
と
い
う
こ
と
で
二
名
分
を
予
約
し
た
。

な
の
で
、
も
し
か
し
た
ら
明
日
、
見
学
で
き
る
の
は
カ
ッ
プ
・
ブ
ラ
ン
一
つ
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
調
べ
る
と
、

カ
ッ
プ
・
ブ
ラ
ン
に
あ
る
の
は
、
彩
色
壁
画
で
は
な
く
、
線
画
で
も
な
く
、
ウ
マ
の
姿
を
石
の
壁
に
彫
っ
た
、
レ
リ
ー
フ
な

の
だ
。
そ
れ
は
そ
れ
で
楽
し
み
だ
が
、
一
つ
く
ら
い
先
史
時
代
の
本
物
の
「
絵
画
」
を
息
子
に
見
せ
た
い
。
そ
の
た
め
に
フ
前頁写真：レゼジー村
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ラ
ン
ス
ま
で
来
て
、
レ
ン
タ
カ
ー
を
借
り
て
、
長
い
旅
を
し
て
き
た
の
だ
。

夕
方
、
レ
ゼ
ジ
ー
の
村
に
着
い
て
、
ま
だ
明
る
か
っ
た
の
で
、
洞
窟
壁
画
の
見
学
受
付
を
す
る
オ
フ
ィ
ス
の
場
所
を
確
認

し
て
お
こ
う
と
、
行
っ
て
み
た
。
十
年
ほ
ど
前
の
前
回
は
、
日
本
か
ら
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
申
し
込
む
と
そ
れ
で
予
約
完
了
だ
っ

た
が
、
シ
ス
テ
ム
が
変
わ
っ
た
。
オ
フ
ィ
ス
も
、
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
、
道
に
迷
わ
な
い
か
、
そ
の
確
認
も
あ
っ
て
、

ホ
テ
ル
に
荷
物
を
降
ろ
し
た
後
に
車
で
出
か
け
た
。
オ
フ
ィ
ス
は
、
村
は
ず
れ
の
、
車
で
十
分
ほ
ど
の
山
の
麓
に
あ
っ
た
。

フ
ォ
ン
・
ド
・
ゴ
ー
ム
と
い
う
洞
窟
壁
画
の
あ
る
小
山
の
入
口
の
、
木
造
の
山
小
屋
の
よ
う
な
建
物
が
オ
フ
ィ
ス
で
、
昔
と

変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
建
物
の
前
の
広
場
に
、
固
定
さ
れ
た
ベ
ン
チ
が
あ
っ
て
、
席
に
番
号
が
ふ
っ
て
あ
る
。
こ
れ

は
前
は
な
か
っ
た
。
番
号
は
、
一
か
ら
始
ま
っ
て
五
十
二
ま
で
、
席
の
数
は
五
十
二
あ
っ
た
。
オ
フ
ィ
ス
の
窓
に
貼
ら
れ
た

説
明
書
き
を
見
る
と
、
毎
日
九
時
か
ら
受
付
を
し
、
先
着
五
十
二
名
の
み
見
学
可
と
あ
る
。
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
で
フ
ラ
ン

ス
の
旅
行
ガ
イ
ド
と
い
う
人
の
ブ
ロ
グ
を
読
ん
で
い
た
ら
、
九
時
に
は
満
席
に
な
る
の
で
、
な
る
べ
く
早
く
行
く
べ
き
だ
と

書
い
て
あ
る
。
ホ
テ
ル
・
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン
の
受
付
で
も
、
宿
の
お
ば
さ
ん
に
聞
い
た
ら
「
七
時
半
に
は
着
く
よ
う
に
す
べ
き

だ
」
と
い
う
。
と
も
か
く
、
こ
ち
ら
は
明
日
し
か
な
い
チ
ャ
ン
ス
を
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
早
朝
六
時
に
起
き
て
、
す

ぐ
に
ホ
テ
ル
を
出
る
こ
と
に
し
た
。

そ
ん
な
こ
と
で
、
前
日
の
夕
方
に
、
受
付
オ
フ
ィ
ス
の
場
所
を
確
認
し
て
、
ホ
テ
ル
に
戻
り
夕
食
の
た
め
、
村
の
通
り
に

徒
歩
で
出
か
け
た
。
レ
ゼ
ジ
ー
村
は
、
先
史
時
代
の
洞
窟
壁
画
の
観
光
で
栄
え
て
い
る
か
ら
か
、
ホ
テ
ル
・
ク
ロ
マ
ニ
ョ
ン

だ
け
で
な
く
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
い
う
名
の
店
も
あ
る
。
こ
こ
は
何
時
代
の
村
だ
、
と
お
か
し
く
も
な
っ
た
が
、
マ
ド

レ
ー
ヌ
文
化
の
名
前
の
元
に
な
っ
た
ラ
・
マ
ド
レ
ー
ヌ
岩
陰
や
、
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
の
ム
ス
テ
ィ
エ
文
化
の
名
前
の
元
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【
参
考
図
書
】（
日
本
語
の
単
行
本
の
み
）

『
洞
窟
の
壁
画
』
Ｈ
・
キ
ュ
ー
ン
、
岡
元
藤
則
訳
、
山
本
書
店
、
一
九
六
〇
年

『
洞
窟
の
中
の
心
』
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ス
、
港
千
尋
訳
、
講
談
社
、
二
〇
一
二
年

『
旧
石
器
時
代
の
洞
窟
美
術
』
Ｐ
・
ア
ッ
コ
ー
、
Ａ
・
ロ
ー
ゼ
ン
フ
ェ
ル
ト
、
岡
本
重
温
訳
、
平
凡
社
、
一
九
七
一
年

『
芸
術
の
起
源
を
探
る
』
横
山
祐
之
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
二
年

『
芸
術
の
起
源
』
外
山
卯
三
郎
、
芸
術
書
房
、
一
九
六
四
年

『
人
類
最
古
の
芸
術
』
外
山
卯
三
郎
、
芸
術
書
房
、
一
九
七
一
年

『
洞
窟
へ
』
港
千
尋
、
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
一
年

『
先
史
時
代
の
宗
教
と
芸
術
』
Ａ
・
ル
ロ
ワ
＝
グ
ー
ラ
ン
、
蔵
持
不
三
也
訳
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
、
一
九
八
五
年

『
世
界
の
根
源
』
ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ワ
＝
グ
ー
ラ
ン
、
蔵
持
不
三
也
訳
、
言
叢
社
、
一
九
八
五
年

『
身
ぶ
り
と
言
葉
』
ア
ン
ド
レ
・
ル
ロ
ワ
＝
グ
ー
ラ
ン
、
荒
木
亨
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
二
年

『
は
じ
め
に
イ
メ
ー
ジ
あ
り
き
』
木
村
重
信
、
岩
波
新
書
、
一
九
七
一
年

『
永
遠
の
現
在
』
Ｓ
・
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
、
江
上
波
夫
・
木
村
重
信
訳
、
一
九
六
八
年

『
ヒ
ト
は
な
ぜ
絵
を
描
く
の
か
』
中
原
佑
介
編
、
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
、
二
〇
〇
一
年

『
ヒ
ト
は
な
ぜ
絵
を
描
く
の
か
』
斎
藤
亜
矢
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年

『
原
始
美
術
』
レ
オ
ナ
ー
ド
・
ア
ダ
ム
、
石
田
義
則
訳
、
大
陸
書
房
、
一
九
七
六
年

『
洞
窟
壁
画
の
音
』
土
取
利
行
、
青
土
社
、
二
〇
〇
八
年
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『
最
古
の
文
字
な
の
か
？
』
ジ
ェ
ネ
ビ
ー
ブ
・
ボ
ン
・
ペ
ッ
ツ
ィ
ン
ガ
ー
、
櫻
井
祐
子
訳
、
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
五
年

『
ラ
ス
コ
ー
の
壁
画
』
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
、
出
口
裕
弘
訳
、
二
見
書
房
、
一
九
七
五
年

『
ド
キ
ュ
マ
ン
』
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
バ
タ
イ
ユ
、
片
山
正
樹
訳
、
一
九
七
四
年

『
世
界
遺
産
ラ
ス
コ
ー
展
』
海
部
陽
介
監
修
、
毎
日
新
聞
社
、
二
〇
一
六
年

『
人
類
が
た
ど
っ
て
き
た
道
』
海
部
陽
介
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
五
年

『
ア
ル
タ
ミ
ラ
洞
窟
壁
画
』
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ベ
ル
ト
ラ
ン
監
修
、
大
高
保
二
郎
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年

『
心
の
先
史
時
代
』
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ミ
ズ
ン
、
松
浦
俊
輔
・
牧
野
美
佐
緒
訳
、
青
土
社
、
一
九
九
八
年

『
歌
う
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
』
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ミ
ズ
ン
、
熊
谷
淳
子
訳
、
早
川
書
房
、
二
〇
〇
六
年

『
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
と
は
誰
か
』
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ス
ト
リ
ン
ガ
ー
／
ク
ラ
イ
ヴ
・
ギ
ャ
ン
ブ
ル
、
河
合
信
和
訳
、
朝
日
新

聞
社
、
一
九
九
七
年

『
ヒ
ト
の
心
は
ど
う
進
化
し
た
の
か
』
鈴
木
光
太
郎
、
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
三
年

『
こ
ど
も
の
発
達
と
ヒ
ト
の
進
化
』
井
尻
正
二
、
築
地
書
館
、
一
九
八
〇
年

『
世
界
遺
産　

高
句
麗
壁
画
古
墳
の
旅
』
全
浩
天
、
角
川
書
店
、
二
〇
〇
五
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