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【
図
6】
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
見
取
り
図
（
石
井
他
、
1986）



＊
秋
分
の
日
　
太
陽
が
黄
経
一
八
〇
度
の
点
で
天

の
赤
道
を
よ
ぎ
り
、
北
半
球
か
ら
南
半
球
に
入
る
。

そ
の
時
刻
を
含
む
日
が
秋
分
の
日
。
太
陽
は
こ
の

日
真
東
か
ら
昇
り
、
真
西
に
沈
む
。
昼
夜
の
長
さ

が
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
。
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太
陽
は
神
と
王
の
シ
ン
ボ
ル

と
こ
ろ
が
、
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
秋
分
の
日＊

の
太
陽
を
、
僕
は
思
い
が
け
な
い
形
で
写
し
撮

っ
て
い
た
。
プ
リ
ズ
ム
の
透
過
光
の
よ
う
に
空
が
黄
色
や
橙
色
に
彩
ら
れ
た
朝
焼
け
を
撮
影
し

た
、
あ
の
フ
ィ
ル
ム
だ
っ
た
。
ル
ー
ペ
で
拡
大
し
て
み
る
と
、
神
殿
全
体
が
炎
を
あ
げ
て
燃
え

て
い
る
よ
う
に
赤
く
光
り
輝
い
て
い
た
。

そ
れ
は
、
地
平
線
か
ら
姿
を
現
す
瞬
間
の
太
陽
が
、
神
殿
の
背
後
に
強
烈
な
光
を
浴
び
せ
た

た
め
に
、
建
物
の
外
側
に
ま
で
光
が
あ
ふ
れ
出
し
、
神
殿
全
体
が
赤
く
縁
取
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
赤
い
輝
き
は
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
自
身
が
発
光
す
る
オ
ー
ラ
の
よ
う
だ
っ
た
。
あ

の
と
き
雲
が
な
け
れ
ば
、
中
心
塔
の
先
端
か
ら
出
て
き
た
太
陽
は
、
ど
れ
ほ
ど
神
秘
的
な
日
の

出
を
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
―
―
。

今
回
撮
影
し
た
フ
ィ
ル
ム
を
見
て
い
て
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
太
陽

に
よ
る
視
覚
的
効
果
を
狙
っ
て
、
意
図
的
に
東
を
背
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
―
―
と
、
そ

ん
な
気
が
僕
は
し
て
き
た
。

調
べ
て
み
る
と
、
ア
メ
リ
カ
の
科
学
雑
誌
『
サ
イ
エ
ン
ス
』
が
一
九
七
六
年
に
掲
載
し
た
論

太
陽
を
取
り
込
ん
だ
究
極
の
演
出

ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト

第
一
章





飛行機の窓から見たアンコール・ワット
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文
が
見
つ
か
っ
た
。「
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
天
文
学
と
宇

宙
論
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
論
文＊

に
よ
る
と
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ

ッ
ト
に
は
「
太
陽
を
観
測
す
る
三
本
の
重
要
な
線
」
が
あ
る
。

僕
が
三
脚
を
立
て
た
の
は
、
西
楼
門＊

を
く
ぐ
っ
て
す
ぐ
の
参

道
上
で
あ
る
（
以
下
「
西
楼
門
ポ
イ
ン
ト
」
と
呼
ぶ
）。
そ
の

場
所
を
観
測
点
と
し
て
、
正
面
の
中
心
塔
と
結
ぶ
線
が
、
春

分
・
秋
分
の
日
の
出
の
位
置
。
そ
し
て
、
距
離
は
遠
い
が
中
心

塔
か
ら
左
手
に
な
る
聖
山
ボ
ク
の
山
頂
と
結
ん
だ
線
が
、
夏
至

の
日
の
出
の
位
置
。
右
手
の
方
に
あ
る
プ
ラ
サ
ー
ト
・
バ
ン
グ

ロ
遺
跡
と
結
ん
だ
線
が
、
冬
至
の
日
の
出
の
位
置
に
な
る
【
図

７
】。
王
宮
に
仕
え
た
占
星
術
師
は
、
こ
の
三
本
の
線
に
よ
っ

て
一
年
間
の
太
陽
の
運
行
と
四
つ
の
季
節
の
節
目
を
観
測
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
論
文
に
し
て
も
、
春
分
・
秋
分
の
日
の
出
が
ア
ン
コ
ー

ル
・
ワ
ッ
ト
に
特
別
な
視
覚
的
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
は

強
調
し
て
い
な
い
が
、
意
図
的
に
建
物
の
背
を
東
に
し
て
い
る

こ
と
は
間
違
い
な
い
よ
う
だ
。

王
の
墓
と
し
て
も
使
わ
れ
た
か
ら
西
向
き
な
ん
だ
と
い
う
説

が
、
頭
だ
け
で
練
り
上
げ
た
机
上
の
論
理
の
よ
う
で
、
現
場
に

東�

至ボク山�
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【図７】太陽の運行を観測する三本の線
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第一章●太陽を取り込んだ究極の演出──アンコール・ワット

＊「
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
天
文
学
と
宇
宙
論
」

(M
annikka,1976)

│
│
巻
末「
参
考
／
引
用
文
献
」

参
照
。

＊
西
楼
門
　
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
を
方
形
に
取

り
巻
く
石
壁
の
西
側
に
設
け
ら
れ
た
大
き
な
重
層

の
門
。
表
参
道
か
ら
本
殿
に
向
か
う
に
は
西
楼
門

を
く
ぐ
る
。

＊
三
大
神
　
多
神
教
の
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
、
神
々

の
ほ
か
動
物
、
草
木
、
山
河
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
も

の
を
信
仰
の
対
象
と
す
る
。
そ
の
中
で
圧
倒
的
に

信
仰
を
集
め
て
い
る
の
が
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
と
シ

ヴ
ァ
神
だ
。
こ
の
二
神
に
ブ
ラ
フ
マ
ー
神
を
加
え

て
三
大
神
と
さ
れ
て
い
る
。

＊
乾
季
　
乾
季
は
一
二
月
か
ら
五
月
、
雨
季
は
六

月
か
ら
一
一
月
。

＊
歴
代
ア
ン
コ
ー
ル
王
　
八
〇
二
年
か
ら
約
六
三

〇
年
間
続
い
た
ア
ン
コ
ー
ル
の
歴
史
に
、
二
十
数

名
の
王
の
名
前
が
並
ぶ
。
こ
の
中
で
と
く
に
有
名

な
王
は
、
初
代
の
ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
二
世
、
ア

ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
を
建
て
た
ス
ー
リ
ヤ
ヴ
ァ
ル

マ
ン
二
世
、
都
城
ア
ン
コ
ー
ル
・
ト
ム
を
築
い
た

ジ
ャ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
七
世
で
あ
る
。

立
っ
て
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
本
当
の
姿
を
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
て

き
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
だ
け
が
、
東
を
背
に
し
て
、
太
陽
に
こ

だ
わ
る
の
だ
ろ
う
か
―
―
。

ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
は
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の
三
大
神＊

の
ひ
と
り
、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
を
祀
っ
た

神
殿
で
あ
る
。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
は
、
太
陽
の
光
り
照
ら
す
自
然
現
象
を
神
格
化
し
た
も
の
で
、
太
陽

の
顕
現
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
を
建
て
た
王
の
名
は
ス
ー
リ
ヤ
ヴ
ァ
ル

マ
ン
二
世
と
い
う
。「
ス
ー
リ
ヤ
」
と
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
「
太
陽
」
を
意
味
し
て
い
る
。

じ
つ
は
、
太
陽
が
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
り
、
シ
ン
ボ
ル
だ
っ
た
の
だ
。

お
そ
ら
く
、
ア
ン
コ
ー
ル
・
ワ
ッ
ト
の
設
計
を
ま
か
さ
れ
た
者
は
、
建
築
の
中
で
太
陽
を
ど

う
や
っ
て
ア
ピ
ー
ル
し
た
ら
い
い
か
考
え
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
正
面
を
東
に
向
け
る
と
い
う
伝
統
的
な
建
築
ル
ー
ル
か
ら
逸
脱
し
て
で
も
、
あ
え
て
東
を

背
に
し
た
に
違
い
な
い
。

そ
の
結
果
、
春
分
・
秋
分
と
い
う
昼
夜
の
長
さ
が
等
し
く
な
る
特
別
な
現
象
の
日
に
、
神
殿

の
最
も
神
聖
な
中
心
塔
の
先
端
か
ら
太
陽
を
昇
ら
せ
る
と
い
う
、
天
体
の
運
行
を
取
り
込
ん
だ

究
極
の
演
出
が
可
能
に
な
っ
た
の
だ
。
僕
は
、
今
度
は
乾
季＊

に
あ
た
る
春
分
の
日
に
、
そ
の
究

極
の
演
出
を
目
撃
し
て
み
た
く
な
っ
た
。

天
体
も
含
め
た
神
殿
の
規
模

ス
ー
リ
ヤ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
二
世
は
、
歴
代
の
ア
ン
コ
ー
ル
王＊

の
な
か
で
最
強
の
人
物
と
さ
れ
て





中心塔の拝殿に上る階段


