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『
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
の
研
究
』
刊
行
に
際
し
て

　
『
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
の
研
究
』
は
、
イ
ン
ド
古
代
（
紀
元
前
一
五
〇
〇
年
頃
―
後
六
五
〇
年
頃
）
の
壁
画
の
宝
庫
で
あ
る
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
に
残
る
壁
画
総
て
を
研
究
対
象
と
し
、
仏
教
の
「
律
」

を
主
体
と
す
る
文
献
資
料
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
壁
画
に
お
け
る
機
能
と
主
題
と
の
関
係
を
解
明
し
、
ま
た
現
地
に
お
け
る
各
窟
壁
画
を
実
際
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
る
様
式
と
技
法
の
分
析

を
通
じ
て
、
広
く
イ
ン
ド
古
代
美
術
全
体
に
お
け
る
位
置
付
け
を
含
め
て
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
を
総
合
的
に
研
究
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
刊
行
は
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
に
関
し
て
今
日
ま
で
充
分
達
成
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
、
か
か
る
研
究
成
果
を
公
に
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
い
る
。
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
は
、
そ
れ
自

体
が
優
れ
た
美
術
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
従
来
残
存
量
が
多
い
た
め
も
あ
っ
て
、
総
て
に
つ
い
て
多
角
的
に
深
く
考
察
さ
れ
た
研
究
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
数
十
年
に
亙
っ
て
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー

石
窟
研
究
を
続
け
て
来
た
ア
メ
リ
カ
の
研
究
者
Ｗ
・
ス
ピ
ン
ク
で
さ
え
、
包
括
的
研
究
を
目
指
し
て
い
る
も
の
の
、
正
当
な
美
術
史
的
方
法
論
に
よ
る
こ
と
な
く
石
窟
の
建
築
お
よ
び
彫
刻
を
対
象

と
し
、
壁
画
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
積
極
的
に
言
及
し
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
ま
た
本
書
の
研
究
内
容
と
関
連
し
て
、
著
者
は
、
未
公
開
窟
も
含
め
、
ほ
ぼ
総
て
の
現
存
壁
画
を
撮
影
し
て
い
る
の
で
、

従
来
全
く
公
に
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
多
く
含
む
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
全
体
の
図
版
を
資
料
と
し
て
公
刊
す
る
こ
と
も
重
要
な
目
的
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
従
来
宗
教
美
術
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
来
た
イ
ン
ド
美
術
に
対
す
る
研
究
態
度
を
批
判
し
つ
つ
、
イ
ン
ド
古
代
に
お
け
る
壁
画
を
中
心
と
し
た
高
度
な
世
俗
画
の
展
開
を
解
明

し
、
そ
の
中
で
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
美
術
に
対
す
る
一
般
の
認
識
を
改
め
さ
せ
る
こ
と
も
今
一
つ
の
目
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画

は
イ
ン
ド
で
最
も
知
ら
れ
た
美
術
作
品
の
一
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
今
ま
で
世
俗
画
家
が
宗
教
施
設
に
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
本
的
認
識
す
ら
充
分
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
書
の
刊
行
は
、

ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
そ
の
も
の
を
多
面
的
に
詳
細
に
研
究
し
、
特
質
あ
る
い
は
制
作
時
期
に
関
す
る
結
果
を
呈
示
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
な
が
ら
、
宗
教
一
辺
倒
で
捉
え
ら
れ
て
来
た
イ
ン
ド
美

術
に
お
い
て
、
豊
か
な
世
俗
画
の
領
域
が
早
期
か
ら
発
達
し
た
と
い
う
、
等
閑
に
付
さ
れ
続
け
て
来
た
点
を
正
し
く
示
す
こ
と
に
も
重
点
を
置
い
て
い
る
。
特
に
本
書
に
お
い
て
、
現
存
す
る
ア
ジ
ャ

ン
タ
ー
壁
画
の
中
に
、
イ
ン
ド
古
代
壁
画
の
頂
点
を
な
す
一
流
画
家
の
作
例
が
初
め
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　

イ
ン
ド
美
術
に
お
け
る
最
重
要
作
品
で
あ
る
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
の
包
括
的
研
究
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
は
、
初
め
て
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
全
体
を
把
握
出
来
る
図
版
資
料
が
呈
示
さ
れ
る
こ
と
も

含
め
て
、
そ
れ
自
体
で
意
義
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
と
は
別
に
、「
律
」
や
他
の
文
献
資
料
を
援
用
し
て
、
絵
画
を
中
心
に
歴
史
的
に
イ
ン
ド
古
代
美
術
の
展
開
を
解
明
し
た
部
分
は
、
現
存
作

品
が
欠
如
し
た
部
分
を
補
完
し
た
イ
ン
ド
古
代
美
術
史
で
あ
る
と
い
え
る
。
特
に
イ
ン
ド
古
代
壁
画
に
関
す
る
研
究
の
基
礎
が
固
ま
る
こ
と
で
、
そ
れ
以
降
の
イ
ン
ド
絵
画
の
展
開
に
関
す
る
研
究

が
、
従
前
と
異
な
っ
て
、
よ
り
確
か
な
進
展
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
更
に
イ
ン
ド
壁
画
の
イ
ン
ド
文
化
圏
あ
る
い
は
仏
教
文
化
圏
へ
の
伝
播
を
顧
慮
し
た
場
合
、
他
地
域
の
壁
画
研
究
に
と
っ

て
も
、
源
流
と
な
る
イ
ン
ド
古
代
壁
画
に
関
す
る
確
か
な
研
究
の
基
盤
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
我
が
国
の
仏
教
絵
画
の
技
法
・
様
式
は
イ

ン
ド
古
代
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
今
ま
で
漠
然
と
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
壁
画
と
の
関
連
が
考
慮
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
本
書
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
よ
り
詳
細
な
連
関
が
探
究
し
得
る
と

思
わ
れ
る
。

　

ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
石
窟
に
お
い
て
は
、
近
年
、
壁
画
保
護
の
た
め
、
従
来
に
比
べ
て
大
幅
に
立
ち
入
り
禁
止
区
域
が
拡
大
さ
れ
、
窟
内
の
壁
画
の
殆
ど
が
近
寄
っ
て
観
察
出
来
な
い
状
態
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
点
で
は
、
石
窟
を
管
理
し
て
い
る
イ
ン
ド
考
古
局
の
撮
影
許
可
を
得
て
写
真
撮
影
を
行
う
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
以
前
の
よ
う
に
壁
画
細
部
の
観
察
お
よ
び
写
真
撮
影
が
制
約
さ
れ
、

壁
画
の
研
究
に
と
っ
て
致
命
的
と
も
言
え
る
極
め
て
厳
し
く
規
制
さ
れ
た
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
特
定
の
窟
で
は
壁
画
の
汚
れ
を
除
去
す
る
た
め
洗
浄
作
業
が
積
極
的
に
遂
行
さ

れ
て
い
る
が
、
大
抵
の
場
合
汚
れ
を
除
く
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
絵
具
自
体
も
擦
り
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
本
書
に
収
録
さ
れ
た
図
版
は
、
か
か
る
状
況
が
出
来
す
る
以
前
に
撮
影
さ
れ
た
写

真
に
基
づ
い
て
い
る
た
め
、
研
究
資
料
と
し
て
更
に
重
要
性
を
増
し
て
い
る
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
バ
ー
グ
石
窟
で
は
、
石
窟
の
修
復
の
一
環
と
し
て
主
要
な
壁
画
が
剝
離
さ
れ
、
撮
影
す
る

こ
と
も
、
観
察
す
る
こ
と
も
極
め
て
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
本
書
に
は
剝
離
さ
れ
る
前
の
壁
画
の
写
真
が
収
録
さ
れ
、
今
日
で
は
ア
ジ
ャ
ン
タ
ー
同
様
、
貴
重
な
歴
史
資
料
と
言
え
る
。　
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　　　　二　第 2窟［挿図 2-13］

　当窟は、第 1窟等より規模が小さく、窟内への入口は中央の一つ

のみで、ヴェランダ後壁には、その入口と左右に窓が一つずつ穿た

れている［挿図2-14］。また窟内の広間を廻る列柱は、十二本である。

ヴェランダの列柱も含めて列柱が浮彫を中心に装飾されているの

は、第 1窟等と共通している。規模の点で第 6窟上階或いは第 21・

23 窟とほぼ同様である。ヴェランダの左右に前面に二本の列柱及

び壁柱を持った部屋が開かれていることも、これら諸窟の特徴であ

る。ただ後廊の左右に祠堂が開かれている点が、当窟のみの特色で

ある。

　1　ヴェランダ〔図 2-1 ～ 10〕

・左後壁〔図 2-1 ～ 3〕

　ヴェランダ左後壁には、壁画が天井に近い上部にのみ残って

いる。右後壁より、残存面積が広く、雲を背にした飛天や抽象

化した岩組と共に、豪華な宝冠を戴いた男性頭部が、入口左か

ら左窓までの壁面のほぼ中央に見られるから、元来守門神を中

心とした大構図壁画が描かれていたことが確実である。但し守

門神の頭部は、上寄りの周縁のみ残り、顔面に関しては、眉と

目の一部が確認出来るだけである〔図 2-2〕。ヴェランダ壁画

は、全体としてラピスラズリの青色で彩色された箇所が比較的

多い。

　第 2窟は、第 1窟と比較して窟の規模が長さの点で二割程度

小さいから、上に記したようにヴェランダに左右入口が設けら

れず、左右窓がヴェランダのほぼ端に開けられている。現状か

13　アジャンター第 2窟平面図

14　アジャンター第 2窟外観

ら、守門中心の壁画が左窓の枠際まで描かれていたと類推出来る。左窓と左後壁左端の間は、窟の規模が小さいから狭い画面の壁画

しか描けない。現在、極僅かに左端上部に、壁画断片が痕跡に近い状態で残っているが、何が描かれていたか判る状態ではない。

・右後壁〔図 2-4・5〕

　右後壁は、左後壁と同じく天井に近い部分に壁画の断片が残る。しかし剝落が更に激しく、図柄も確かめ難い小断片が殆どである。

ただ壁画の技法・様式の点で、左後壁と差が殆どない。左後壁に守門神が描かれていることが確実であるから、ここにも対称的に守

門神が描かれていたと見られるものの、守門神の一部と見ることが出来る断片は、現状では確認不可能である。

　右後壁で最も大きな壁画断片〔図 2-5〕は、右窓のすぐ右上に残っている。この断片には複数の人物が描かれているのが確かめられ、

その中に上に拡がった独特の冠を被り、額に更に一眼を持った、帝釈天であることが明らかな男性がいる。その上には剝落部分が多

いながら、髪型と衣服から梵天か思われる男性もいる。この部分は、第 17 窟ヴェランダ左後壁の例等から、守門神を中心にした構

図の中で、天空から飛来した神々の一群を表わしているとも解釈出来るものの、第 17 窟ヴェランダの例とは違い、入口右の壁画と

「研究篇」組見本（90％縮小）


