
雑
誌
「
宗
教
研
究
」
は
、
最
初
の
登
刑
以
凍
既
に
十
一
、
二
年
、
そ
の
間
に
研
究
は
諸
種
の
方
面
に
亘
♭
、
又
研
究
 
 

の
方
法
や
目
的
に
つ
い
て
の
討
議
も
時
々
行
は
れ
た
。
今
新
巻
第
五
の
中
に
特
輯
耽
を
出
し
て
、
研
究
の
諸
方
面
に
 
 

於
け
る
問
題
や
展
望
を
一
應
再
検
し
線
描
し
て
見
る
に
至
っ
た
の
は
、
研
究
の
費
達
に
於
け
る
自
然
の
勢
で
あ
ゎ
、
 
 

又
必
要
の
企
で
あ
る
。
 
 
 

思
へ
ば
、
約
有
年
前
に
は
、
東
洋
の
宗
教
に
射
す
る
興
味
、
否
殆
ど
新
啓
示
が
、
そ
れ
ま
で
西
洋
で
の
キ
リ
ス
ト
教
 
 

研
究
礪
占
の
中
和
を
授
乳
し
た
戚
が
あ
つ
た
。
宗
教
の
研
究
が
言
語
上
の
比
較
に
始
ま
り
、
そ
れ
か
ら
数
理
内
容
や
 
 

歴
史
発
達
の
比
較
に
移
ら
、
研
究
が
所
謂
る
「
比
較
宗
教
」
と
し
て
、
行
は
れ
た
の
も
、
は
や
三
日
二
普
前
の
事
に
な
つ
 
 

た
。
そ
の
間
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
葦
典
に
関
す
る
「
批
判
的
」
研
究
も
輿
わ
、
諸
宗
教
の
原
典
に
対
し
て
、
そ
れ
に
 
 

似
通
っ
た
研
究
法
を
適
用
す
る
事
も
行
は
れ
た
。
他
方
人
類
学
的
材
料
を
用
ひ
て
の
宗
敦
研
究
や
、
或
は
民
族
心
琴
 
 

或
は
個
人
心
理
の
見
地
か
ら
す
る
研
究
も
盛
に
出
た
と
共
に
、
近
く
は
精
紳
分
析
の
考
を
宗
教
現
象
に
通
用
す
る
事
 
 

宗
教
研
究
特
輯
波
の
蓉
刊
 
 
 

宗
教
研
究
特
輯
鍍
の
螢
刊
 
 

宗
教
研
究
の
意
味
 
 

城
 
 
崎
 
 
正
 
 
治
 
 



宗
教
研
究
特
輯
誠
の
費
刊
 
 

二
 
 

も
感
に
な
つ
て
凍
た
。
そ
の
外
、
宗
教
史
は
政
令
華
や
人
種
畢
或
は
土
俗
撃
と
共
に
文
化
史
の
見
地
と
材
料
と
ぉ
應
 
 

用
し
て
、
面
目
を
一
新
し
た
戚
が
あ
る
。
即
ち
、
宗
教
を
一
つ
の
文
化
事
賓
と
し
て
見
、
或
は
文
化
の
指
導
原
動
力
 
 

と
し
て
、
或
は
文
化
の
諸
現
象
と
の
交
渉
や
、
勢
力
の
相
互
泊
長
に
関
す
る
研
究
も
段
々
に
現
れ
て
凍
た
。
大
き
く
 
 

区
分
し
て
東
洋
と
西
洋
と
の
文
化
の
特
色
を
宗
教
に
併
せ
て
考
究
す
る
歴
史
的
問
題
は
、
同
時
に
人
心
の
趨
向
、
思
 
 

想
信
仰
の
運
動
に
騙
す
る
問
題
に
も
聯
絡
し
、
終
に
は
人
類
文
化
の
盛
衰
運
命
に
関
係
す
る
思
想
や
研
究
に
開
聯
し
 
 

て
、
宗
教
研
究
は
、
曹
に
過
去
歴
史
の
問
題
た
る
の
み
な
ら
す
、
現
代
に
対
す
る
批
評
や
、
清
水
に
対
す
る
濠
想
乃
 
 

至
揖
導
と
密
接
に
聯
絡
す
る
に
至
っ
た
。
「
文
化
問
題
」
、
此
が
最
近
の
思
想
界
に
於
け
る
一
中
心
鮎
で
あ
つ
て
、
結
局
 
 

は
、
人
生
に
於
け
る
宗
教
の
位
置
天
職
如
何
と
い
ふ
事
を
、
思
耕
瞑
想
で
な
く
、
寄
算
研
究
の
上
か
ら
照
明
し
や
う
 
 

と
い
ふ
に
騒
音
す
る
に
至
る
と
思
は
れ
る
。
 
 
 

此
等
諸
方
面
の
宗
教
研
究
問
題
を
、
只
外
面
的
の
事
で
、
点
数
の
内
容
に
観
れ
な
い
と
非
難
す
る
向
も
あ
る
。
そ
 
 

れ
は
一
應
尤
も
な
鮎
も
あ
る
が
、
此
等
の
批
評
も
賓
は
、
今
ま
で
の
研
究
を
そ
の
外
面
か
ら
見
た
皮
想
の
見
に
過
ぎ
 
 

な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
宗
教
の
生
命
は
信
仰
に
あ
り
、
而
し
て
信
仰
に
は
、
内
心
の
経
験
と
し
て
他
に
侍
へ
ら
れ
す
、
 
 

又
言
ひ
表
は
し
得
な
い
鮎
も
あ
る
に
違
ひ
な
い
が
、
此
の
ま
観
的
方
面
と
て
も
人
間
心
理
の
産
物
に
相
違
な
い
。
慣
 
 

令
ひ
そ
れ
が
紳
彿
の
吹
込
に
依
る
霊
威
か
ら
凍
た
と
し
て
も
、
そ
の
宿
る
心
は
や
は
♭
人
間
の
精
神
で
あ
る
以
上
、
 
 

や
は
ら
弘
義
で
の
心
理
的
研
究
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
で
、
今
の
宗
教
研
究
は
そ
の
精
神
生
活
の
賓
相
を
輔
へ
や
 
 
 



ぅ
と
す
る
鮎
に
於
て
一
層
仰
を
見
特
別
な
個
人
燭
得
の
経
駿
と
し
て
見
る
と
共
に
又
汎
く
人
間
精
神
金
髄
に
亘
る
問
 
 

題
と
し
て
扱
は
う
と
す
る
。
但
し
仝
健
に
亘
る
か
ら
と
て
個
人
的
特
色
を
没
却
す
る
と
い
ふ
倉
嘗
な
く
、
中
等
の
 
 

中
に
差
別
を
見
、
差
別
の
中
に
中
等
を
馨
見
し
や
う
と
す
る
。
此
の
如
き
研
究
を
只
外
面
の
事
だ
と
す
る
批
評
は
、
 
 

畢
克
自
家
耽
溺
の
み
を
信
仰
の
内
容
と
見
る
偏
見
で
、
同
じ
精
神
の
動
き
が
萬
人
に
通
じ
、
古
今
に
亘
る
と
い
ふ
大
 
 

生
命
を
見
過
し
た
も
の
、
信
仰
の
革
質
を
猶
♭
よ
が
り
の
染
み
と
見
る
見
解
に
外
な
ら
ぬ
。
 
 
 

歴
史
的
又
は
社
食
的
研
究
に
対
し
て
．
此
も
外
面
的
に
過
ぎ
な
い
と
い
ふ
様
に
見
る
の
は
、
古
生
物
畢
の
研
究
を
 
 

見
石
塊
死
物
の
研
究
の
如
く
考
へ
る
俗
見
、
歴
史
を
単
に
過
去
の
記
藤
だ
と
見
る
偏
見
と
同
じ
で
あ
る
。
古
生
物
挙
 
 

が
取
扱
ふ
岩
塊
は
死
物
で
な
く
、
そ
の
中
に
生
物
の
生
命
躍
動
の
跡
あ
る
を
見
た
か
ら
こ
そ
、
ダ
ー
ヰ
ン
は
そ
の
研
 
 

究
か
ら
し
て
生
物
進
化
の
活
き
た
澄
を
馨
見
し
た
の
で
あ
る
。
現
代
の
宗
教
研
究
家
が
，
古
人
の
経
験
、
過
去
の
記
 
 

藤
、
又
は
兵
政
令
の
宗
教
を
問
題
と
す
る
の
は
、
そ
れ
等
の
中
に
各
々
活
き
′
1
し
た
宗
教
の
生
命
を
螢
見
し
、
そ
 
 

の
中
に
人
類
の
生
活
を
通
じ
、
古
今
東
西
に
亘
る
大
生
命
に
接
簡
し
、
そ
の
舜
特
盛
衰
、
そ
の
慶
種
差
別
、
又
そ
、
の
共
 
 

通
性
を
明
に
し
や
う
と
す
る
焉
で
あ
る
。
大
偉
人
の
信
仰
に
対
し
て
尊
敬
を
表
す
る
心
は
、
蟹
人
の
宗
教
心
に
対
し
 
 

て
そ
の
衷
情
を
没
収
る
心
と
、
絶
縁
す
べ
ー
き
も
の
で
な
く
、
過
去
に
於
け
る
政
令
的
慶
蓮
と
信
仰
の
動
揺
と
を
観
察
 
 

す
る
見
地
は
、
現
在
の
我
々
、
乃
至
は
済
死
人
類
の
運
命
に
関
す
る
考
察
と
、
関
聯
す
る
も
の
が
あ
∵
り
 
歴
史
的
社
 
 

食
的
見
地
の
材
料
に
な
る
事
賞
の
中
に
、
脈
々
光
る
信
仰
の
生
命
が
流
動
し
て
ゐ
る
生
の
躍
動
を
見
れ
は
こ
そ
、
材
 
 

宗
教
研
究
職
韓
蚊
の
弊
制
 
 

1声 ‘こ ▲   



粁
を
汎
く
人
類
仝
憬
の
生
活
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

此
の
如
く
に
し
て
宗
教
研
究
は
、
近
痍
数
十
年
の
問
に
、
大
切
な
探
求
を
諸
方
面
に
進
め
て
凍
た
。
そ
の
方
面
が
 
 

接
が
り
、
勅
料
が
多
く
な
ち
、
方
法
が
複
雑
に
な
る
に
従
っ
て
、
専
門
分
業
が
行
は
れ
、
為
に
、
或
種
の
研
究
は
除
り
 
 

に
専
門
的
に
、
場
合
に
よ
つ
て
は
断
片
的
に
見
え
る
様
な
場
合
も
あ
る
。
近
代
畢
術
の
螢
蓮
は
、
絶
て
の
方
面
で
分
 
 

業
を
促
し
て
凍
た
焉
に
、
専
門
が
盛
す
専
門
に
な
ら
．
焉
に
一
畢
科
の
中
で
も
除
ト
に
分
業
に
過
ぎ
て
、
仝
健
を
見
 
 

宜
し
待
な
い
と
い
ふ
囁
が
加
は
ら
つ
～
あ
る
。
宗
教
研
究
に
於
て
も
、
一
方
そ
の
精
緻
と
共
に
、
他
方
専
門
割
按
に
 
 

な
る
息
が
あ
り
、
そ
の
弊
も
既
に
見
え
、
人
生
宇
宙
全
般
に
亘
っ
て
の
信
念
を
封
象
と
す
べ
き
宗
教
研
究
が
、
除
り
 
 

に
局
部
的
に
な
♭
、
研
究
者
の
頭
脳
が
割
披
的
に
な
れ
ば
、
本
務
の
意
義
を
没
却
す
る
こ
と
に
な
ら
う
。
研
究
は
飽
 
 

く
ま
で
精
細
に
、
方
法
は
専
門
的
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
研
究
者
が
常
に
、
そ
れ
は
仝
健
あ
つ
て
の
一
部
で
あ
♭
、
 
 

中
等
の
中
の
一
差
別
粕
た
る
事
に
注
意
し
て
、
仝
健
の
塵
命
の
流
を
汲
取
る
感
度
あ
る
を
要
す
る
。
此
鮎
は
、
宗
教
 
 

研
究
の
範
囲
内
だ
け
の
事
で
な
く
、
宗
教
そ
の
も
の
が
人
生
の
一
面
で
あ
る
（
仮
令
ひ
非
常
に
重
要
な
一
面
に
し
て
 
 

も
）
こ
と
を
考
へ
て
、
人
生
仝
髄
と
の
関
係
を
見
失
は
な
い
様
に
注
意
す
る
の
も
亦
、
宗
教
研
究
者
の
忘
れ
て
な
ら
 
 

ぬ
事
と
考
へ
る
。
 
 
 

終
ら
に
宗
教
を
研
究
す
る
目
的
如
何
と
い
ふ
問
題
が
残
る
。
そ
れ
を
一
言
で
亜
せ
ば
宗
教
と
い
ふ
人
生
事
賓
を
仝
 
 

優
に
亘
っ
て
そ
の
貸
相
を
周
明
す
る
に
あ
る
（
勿
論
局
部
毎
の
仔
細
の
観
察
を
除
外
し
て
で
な
ぐ
）
。
「
賓
粕
L
と
い
つ
 
 
 

宗
教
研
究
特
捧
披
の
欝
刊
 
 

吋  



て
も
、
随
分
種
々
の
見
地
解
渾
が
加
は
ら
得
る
こ
と
で
、
そ
の
差
違
か
ら
し
て
．
方
法
に
も
結
果
に
も
、
種
々
違
っ
 
 

た
方
面
が
生
す
る
こ
と
は
、
勿
論
の
次
第
で
あ
る
。
然
し
、
賓
相
を
明
に
す
る
と
い
ふ
の
は
、
結
着
、
物
事
に
つ
い
て
 
 

各
々
そ
の
位
置
を
認
識
す
る
と
い
ふ
に
あ
♭
、
位
置
と
い
ふ
の
は
、
事
情
、
国
軍
関
係
を
た
ど
つ
て
、
そ
の
事
柄
の
内
 
 

容
意
義
を
明
に
す
る
に
あ
る
。
意
義
が
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
必
し
も
そ
の
事
を
是
認
す
る
と
か
、
信
仰
す
る
と
か
い
 
 

ふ
意
で
な
く
、
醜
を
醜
と
し
、
非
を
非
と
し
て
判
断
し
て
も
、
そ
の
依
っ
て
起
る
所
以
を
認
識
す
れ
ば
、
そ
こ
に
賓
和
 
 

が
あ
る
。
畢
問
の
研
究
が
賓
粕
の
開
明
に
あ
る
限
♭
、
そ
の
賞
粕
の
認
識
に
基
い
て
信
仰
の
取
捨
を
決
す
る
と
い
ふ
 
 

如
き
は
、
信
念
賞
際
の
問
題
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
研
究
の
結
果
か
ら
出
る
に
し
て
も
、
研
究
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
 
 
 

然
し
学
問
と
い
つ
て
も
畢
に
知
識
慾
を
充
た
す
と
い
ふ
だ
け
に
限
る
理
由
は
な
く
、
賞
相
の
認
識
が
又
活
き
た
人
 
 

生
の
事
案
に
影
響
し
感
化
を
及
ば
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
畢
問
の
目
的
に
背
く
繹
で
な
い
。
只
或
種
の
畢
問
又
は
畢
者
 
 

の
憩
度
に
於
け
る
如
く
、
始
か
ら
利
用
應
用
を
目
的
と
し
．
賓
利
を
収
め
る
に
急
に
過
ぎ
る
場
合
に
は
、
拳
闘
の
第
 
 

」
義
た
る
賓
粕
の
認
識
が
混
掴
し
、
為
に
應
用
も
危
く
な
る
っ
應
用
は
結
果
で
は
あ
る
が
、
直
接
の
目
的
で
な
く
、
 
 

且
つ
賓
粕
の
認
識
を
確
保
し
て
後
に
自
然
に
出
て
凍
る
結
果
で
あ
る
べ
く
、
焦
慮
し
て
軽
率
に
振
り
向
け
る
ペ
．
く
日
 
 

あ
て
で
ほ
な
い
。
 
 
 

諸
の
宗
教
的
現
象
の
賓
相
如
何
、
そ
れ
等
事
賓
の
人
間
宗
数
に
於
け
る
位
置
如
何
、
そ
れ
か
ら
進
む
で
は
宗
教
そ
 
 

の
も
の
ゝ
人
生
に
於
け
る
意
義
如
何
。
此
等
を
畢
術
的
方
法
で
研
究
す
る
の
が
、
近
代
の
宗
教
研
究
で
あ
つ
て
、
土
 
 

宗
教
研
究
聴
鯖
♯
の
蜃
剰
 
 

五   



宗
教
研
究
特
輯
城
の
費
刊
 
 

犬
 
 

に
記
し
た
最
後
の
題
目
に
は
、
所
謂
る
宗
教
背
草
の
根
本
問
題
が
合
去
れ
、
又
所
謂
る
「
宗
教
の
眞
理
内
容
」
と
い
 
 

ふ
問
題
も
そ
の
一
面
に
外
な
ら
ぬ
。
そ
の
「
眞
理
内
容
」
と
い
ふ
こ
と
を
直
に
自
心
信
念
の
問
題
に
結
び
付
け
う
と
 
 

す
れ
ば
、
親
心
修
養
の
賓
行
を
畢
設
や
理
論
に
求
め
よ
う
と
す
る
牽
強
に
陥
る
。
但
し
研
究
か
ら
得
た
達
観
透
見
が
 
 

執
心
修
業
に
無
線
で
没
交
渉
だ
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
具
、
注
意
す
べ
き
鮎
は
、
信
念
観
心
の
事
は
、
そ
れ
自
身
特
 
 

別
の
修
養
と
し
て
、
必
し
も
畢
智
の
結
果
に
出
る
も
の
で
な
い
と
い
ふ
一
事
に
あ
り
、
而
し
て
研
究
は
そ
の
材
料
に
 
 

な
る
に
し
て
も
そ
の
原
動
力
で
な
い
。
翻
っ
て
、
執
心
修
業
の
熱
情
異
心
が
研
究
を
刺
激
し
、
賓
初
の
透
見
を
助
け
 
 

る
事
は
、
重
要
で
あ
る
と
考
へ
る
。
 
 
 



久
 
松
 
眞
 
 
】
 
 

－
 
 

宗
教
哲
挙
が
宗
教
に
関
す
る
畢
問
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
普
然
、
宗
教
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
何
等
 
 

か
の
意
味
に
於
て
、
宗
教
を
概
念
的
反
省
的
に
理
解
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
－
そ
れ
が
も
 
 

し
も
、
経
験
的
の
意
味
に
於
て
、
概
念
的
反
省
的
に
宗
教
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
ぁ
る
な
ら
ば
、
宗
教
史
や
 
 

宗
教
心
理
畢
等
の
経
験
的
宗
教
撃
と
異
名
同
質
の
も
の
と
な
つ
て
、
も
は
や
特
異
の
一
撃
科
と
し
て
存
立
す
る
意
味
 
 

を
持
た
ぬ
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
、
宗
教
暫
畢
は
い
か
な
る
意
味
に
於
て
、
概
念
的
反
省
的
に
 
 

票
数
を
理
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
カ
ン
ト
の
批
列
ま
義
を
源
泉
と
す
る
近
世
哲
畢
の
ま
洗
に
於
て
は
、
票
数
を
ば
 
 

合
理
的
に
演
繹
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
理
解
し
ょ
う
と
す
る
。
宗
教
を
合
理
的
七
演
繹
す
る
と
は
、
す
で
に
理
性
の
承
 
 

認
し
た
る
l
定
の
普
遍
よ
■
ら
、
そ
れ
に
婁
督
す
る
も
の
と
し
て
宗
教
を
導
き
出
す
こ
と
で
ぁ
る
。
 
 
 

カ
ン
ト
自
身
が
宗
教
を
ば
「
凡
て
の
義
務
を
紳
の
命
令
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
理
解
す
る
時
に
、
彼
 
 

は
そ
れ
を
、
脛
駿
的
宗
教
畢
の
や
う
に
、
徒
凍
宗
教
と
い
ふ
名
に
よ
つ
て
習
慣
的
に
呼
ば
れ
て
居
る
諸
種
の
現
象
か
 
 

宗
教
哲
草
餅
今
¢
中
心
何
砿
 
 

宗
教
哲
学
即
今
の
中
心
問
題
 
 

七   



宗
教
哲
筆
触
冬
め
中
心
同
産
 
 

入
 
 

ら
、
経
験
的
に
締
約
し
た
の
で
は
な
く
し
て
、
彼
に
よ
つ
て
理
論
的
普
遍
よ
ら
も
高
次
な
普
遍
と
し
て
承
認
さ
れ
る
 
 

道
徳
か
ら
、
そ
れ
に
妥
督
す
る
も
の
と
し
て
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
又
、
フ
ィ
ヒ
タ
が
道
徳
的
萩
序
に
外
な
ら
ぬ
 
 

醐
を
信
す
る
こ
と
と
し
て
、
フ
ォ
ル
ベ
ル
グ
が
道
徳
的
世
界
統
治
を
賓
践
的
に
信
す
る
こ
と
と
し
て
宗
教
を
理
解
す
 
 

る
場
合
に
、
彼
等
は
そ
れ
を
、
臨
納
的
に
で
は
な
く
し
て
、
彼
等
が
カ
ン
ト
よ
り
も
ー
屠
徹
底
的
普
遍
的
な
も
の
透
 
 

し
て
承
認
し
た
道
徳
か
ら
演
繹
的
に
導
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
演
揮
の
原
理
を
造
後
に
置
か
す
し
て
 
 

論
理
に
置
く
鮎
に
於
て
は
カ
ン
ト
や
フ
ィ
ヒ
テ
と
異
っ
て
居
る
が
、
宗
教
を
ば
彼
に
取
っ
て
既
知
な
る
普
遍
よ
り
演
 
 

繹
し
た
鮎
に
於
て
は
彼
等
と
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
彼
に
取
っ
て
は
、
道
徳
よ
り
も
論
理
が
よ
り
普
遍
的
な
も
の
で
 
 

あ
る
か
ら
、
彼
は
こ
の
論
理
と
い
ふ
普
遍
か
ら
宗
致
を
演
緯
し
、
そ
れ
を
表
象
の
形
に
於
け
る
絶
対
概
念
と
し
て
理
 
 

解
し
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ヅ
ヘ
ル
は
、
「
宗
致
講
演
」
な
ど
に
於
て
は
、
宗
教
を
心
理
畢
的
に
理
解
し
よ
 
 

ぅ
と
し
て
居
る
に
も
拘
は
ら
す
、
「
群
青
諭
」
な
ど
に
於
て
は
、
認
識
と
賓
践
と
の
必
然
の
要
求
で
ぁ
る
雨
着
の
合
一
 
 

と
し
て
演
繹
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
宗
教
を
理
解
し
ょ
う
と
し
て
居
る
。
現
代
に
於
て
も
、
最
近
ま
で
哲
畢
界
を
毒
断
 
 

し
て
居
っ
た
新
カ
ン
ト
派
の
宗
教
哲
轟
は
何
れ
も
、
演
緯
的
に
宗
致
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
メ
ー
デ
 
 

ソ
撃
沈
の
ダ
イ
ソ
デ
ル
バ
ン
ド
は
、
償
低
生
活
一
般
に
於
け
る
規
範
的
と
反
規
範
的
と
の
必
然
な
る
背
反
守
り
規
範
 
 

的
な
る
も
の
ゝ
超
越
性
一
好
演
揮
し
、
そ
れ
と
個
々
の
慣
伍
生
活
と
の
関
係
の
上
に
宗
教
を
理
解
し
ょ
う
と
し
た
。
彼
 
 

の
後
総
着
で
あ
る
リ
ブ
ケ
〝
ト
が
、
優
位
の
カ
を
信
す
る
こ
と
を
宗
教
と
し
て
理
解
し
た
の
は
、
償
低
生
活
の
究
尭
 
 
 



理
想
は
償
臆
の
賓
現
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
に
拘
は
ら
す
、
債
伍
が
畢
な
る
普
焉
に
過
ぎ
す
し
て
何
等
カ
を
持
た
ぬ
な
 
 

ら
ば
、
そ
の
賓
現
は
不
可
能
に
凝
る
か
ら
．
た
と
ひ
僧
侶
が
カ
を
持
つ
と
い
ふ
こ
と
は
認
識
さ
れ
な
い
に
し
て
も
．
 
 

倍
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
論
理
的
な
義
務
と
し
て
雷
魚
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
・
ふ
諭
披
か
ら
で
あ
る
。
こ
 
 

れ
正
に
宗
教
を
、
疑
ふ
こ
と
の
で
き
ぬ
僧
侶
生
活
の
必
然
性
よ
ら
演
揮
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ら
う
ー
。
一
切
の
所
 
 

輿
性
を
排
し
て
、
認
識
の
内
容
を
も
論
理
の
必
然
の
要
求
か
ら
課
し
ょ
う
と
す
る
鮎
で
、
演
繹
の
最
も
徹
底
せ
る
マ
 
 

ー
ル
ブ
ル
ヒ
畢
派
の
コ
ー
エ
ソ
は
、
「
宗
教
の
特
種
性
は
哲
畢
の
憶
系
の
内
に
の
み
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
つ
 
 

て
意
識
の
心
理
畢
に
於
て
基
礎
づ
け
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
」
と
考
へ
、
宗
教
の
所
輿
性
を
全
然
承
認
す
る
こ
 
 

と
な
く
、
哲
層
の
憶
系
構
成
の
必
然
的
過
程
の
上
に
宗
教
を
濱
緯
し
ょ
う
と
し
た
。
彼
は
「
哲
畢
の
憶
系
に
於
け
る
 
 

宗
教
の
概
念
」
に
於
て
は
、
「
宗
敦
と
道
徳
」
に
於
け
る
と
は
異
ト
、
道
徳
的
に
罪
あ
る
個
人
の
救
済
に
輿
か
る
も
の
 
 

と
し
て
 

解
腹
し
て
再
び
道
徳
的
に
な
る
こ
と
が
で
㌢
る
点
の
も
の
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
、
道
徳
の
紳
の
如
く
人
間
性
の
究
裏
目
 
 

的
で
は
な
く
し
て
、
只
そ
れ
の
必
然
な
る
補
足
に
過
ぎ
な
い
。
併
し
、
個
人
が
道
徳
的
に
不
完
全
で
あ
る
こ
と
が
承
 
 

認
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
そ
れ
か
ら
解
脱
し
て
、
更
に
道
徳
的
に
還
っ
て
行
く
為
に
は
、
そ
の
解
脱
に
奥
か
る
紳
 
 

と
罪
あ
る
個
人
と
の
関
係
と
し
て
の
宗
教
が
必
然
的
に
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
埠
で
あ
ら
う
。
か
～
る
意
味
で
、
コ
ー
 
 

エ
ソ
は
人
間
性
の
本
質
で
あ
る
彼
の
所
謂
道
徳
の
紳
に
進
む
必
然
の
補
足
と
し
て
宗
教
を
演
緯
し
た
の
で
あ
る
。
か
 
 

宗
教
哲
草
餅
今
¢
中
心
問
題
 
 

九   



〓
 
 

以
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
知
ら
る
～
や
う
に
、
演
繹
的
に
理
解
さ
れ
た
宗
教
は
、
演
揮
の
原
理
と
な
る
普
遍
、
 
 

例
へ
ば
、
カ
ン
ト
で
は
道
徳
的
生
活
、
ゲ
イ
ン
デ
ル
バ
ン
ド
で
は
鷹
義
の
道
徳
的
生
活
、
即
ち
償
低
生
活
一
般
、
が
 
 

承
認
さ
れ
る
限
り
、
思
惟
必
然
な
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
ダ
イ
ソ
デ
ル
バ
ン
ド
が
反
償
億
的
な
る
 
 

も
の
に
対
し
て
、
僧
位
的
な
る
も
の
ゝ
超
越
性
を
認
め
、
そ
の
も
の
に
形
而
上
畢
的
の
嘗
在
性
を
附
輿
し
、
カ
ン
ト
 
 

が
道
徳
的
生
活
の
究
量
目
的
で
あ
る
徳
と
華
南
と
の
一
致
の
焉
に
、
そ
の
一
致
を
粛
ら
す
カ
を
要
請
し
、
そ
れ
に
超
 
 

越
性
を
附
興
し
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
於
て
思
惟
必
然
な
る
こ
と
で
は
ぁ
ら
う
。
併
し
、
彼
等
は
 
 

い
か
な
る
理
由
を
以
て
、
か
1
る
超
越
性
を
負
は
さ
れ
た
る
賓
在
を
ば
、
直
ち
に
宗
教
の
紳
と
同
一
視
す
る
こ
と
が
 
 

で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
倍
伍
と
か
規
範
と
か
い
ふ
も
の
が
、
慣
伍
生
活
に
於
て
超
越
性
を
持
っ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
 
 

は
、
誰
し
も
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
い
か
に
超
越
性
は
持
っ
て
居
っ
て
も
、
い
か
に
し
て
そ
れ
を
 
 

宗
教
の
紳
と
同
一
で
ぁ
る
と
す
か
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
。
も
し
も
そ
れ
が
宗
教
の
紳
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
 
 

と
い
ふ
こ
と
を
圭
荻
し
ょ
う
と
寸
る
な
ら
ば
、
ま
づ
宗
教
の
紳
と
ほ
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
か
に
し
、
そ
の
 
 
 

一
〇
 
 

宗
教
哲
学
帥
今
の
中
心
問
題
 
 

く
の
如
く
、
カ
ン
ト
に
基
づ
く
近
世
哲
畢
は
演
揮
的
に
宗
教
を
理
解
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
宗
教
の
か
1
る
 
 

理
解
の
仕
方
は
、
宗
教
の
理
解
と
し
て
果
し
て
反
対
な
き
を
得
る
で
あ
ら
う
か
。
 
 



も
の
が
こ
れ
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
合
理
的
に
演
揮
さ
れ
た
超
越
的
 
 

な
る
も
の
を
・
何
故
に
宗
教
の
紳
と
す
る
か
ゞ
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
無
論
、
演
揮
の
目
的
は
経
験
の
枚
抵
を
 
 

理
解
し
ょ
う
と
す
る
に
あ
る
か
ら
、
演
緯
の
立
場
か
ら
は
、
演
揮
さ
れ
た
る
超
越
的
な
る
も
の
；
そ
経
陰
的
な
る
宗
 
 

教
の
紳
の
本
質
で
あ
つ
て
、
経
廟
的
な
る
宗
教
の
紳
を
紳
た
ら
し
む
る
規
範
で
も
あ
る
で
あ
ら
う
。
又
そ
れ
で
こ
そ
、
 
 

経
験
的
な
る
材
料
か
ら
鯨
納
的
に
一
般
概
念
を
構
成
す
る
事
を
目
的
と
す
る
経
験
科
挙
の
基
礎
と
し
て
、
膏
畢
が
特
 
 

殊
の
領
域
を
保
持
し
凍
っ
た
の
で
あ
る
と
も
い
へ
る
で
め
ら
う
。
併
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
単
に
超
越
的
な
る
も
の
ゝ
 
 

演
繹
で
は
な
く
し
て
、
宗
教
の
紳
の
演
繹
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
限
ト
、
そ
の
演
繹
さ
れ
た
る
超
越
的
な
る
も
の
は
宗
 
 

教
の
紳
と
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ざ
れ
ば
．
々
の
喝
越
的
な
る
も
の
を
宗
教
の
紳
と
耕
す
る
こ
と
 
 

ほ
、
単
に
任
意
的
な
る
針
名
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
演
繹
さ
れ
た
る
超
越
的
な
る
も
の
を
宗
教
の
紳
と
す
 
 

る
必
然
な
る
理
由
は
な
く
な
つ
て
し
ま
ふ
で
あ
ら
う
。
然
ら
ば
、
そ
の
演
繹
は
も
は
や
宗
教
と
は
何
の
牌
係
も
な
い
 
 

も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
の
紳
の
演
揮
の
場
合
に
は
∵
諌
め
何
等
か
の
仕
方
で
、
宗
教
の
 
 

紳
は
吾
々
に
知
ら
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
ぁ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
経
験
か
ら
採
納
さ
れ
た
る
宗
教
の
紳
に
つ
 
 

い
て
の
一
般
概
念
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
に
は
相
違
な
い
が
、
そ
れ
と
は
臭
っ
た
意
簸
で
何
と
か
し
て
知
ら
れ
て
居
ら
 
 

ね
ば
な
ら
ぬ
。
事
賓
上
、
カ
ン
ト
が
徳
と
幸
頑
と
を
一
致
さ
せ
る
超
人
間
的
な
も
の
を
ば
、
宗
教
の
紳
と
し
て
演
緯
 
 

し
た
時
に
、
彼
は
必
ず
宗
教
の
紳
は
超
人
間
的
の
も
の
で
ぁ
る
と
か
、
全
能
な
も
の
で
あ
る
と
か
い
ふ
や
う
な
知
識
 
 

宗
教
哲
畢
即
今
の
中
心
問
題
 
 
 



】
二
 
 

宗
教
菅
拳
即
今
の
中
心
同
属
 
 

を
複
軌
持
っ
て
居
っ
た
に
相
違
な
い
。
ゴ
ー
エ
ソ
が
紳
の
本
質
を
ば
人
間
道
徳
の
本
質
と
し
て
演
繹
し
た
場
合
に
も
、
 
 

彼
は
恐
ら
く
滑
太
致
の
紳
を
宗
教
の
紳
と
し
て
居
っ
た
で
あ
ら
う
。
カ
ソ
一
に
し
て
も
コ
ー
エ
ソ
に
し
て
も
、
彼
等
 
 

が
演
繹
に
先
だ
っ
て
す
で
に
知
っ
て
居
る
そ
の
宗
教
の
紳
に
細
管
し
た
も
の
を
、
彼
等
が
論
理
的
に
必
然
と
す
る
そ
 
 

れ
ぞ
れ
の
普
遍
か
ら
演
繹
し
て
、
そ
の
紳
の
思
惟
必
然
な
る
こ
ど
を
立
澄
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
こ
で
こ
そ
演
緯
 
 

に
よ
る
宗
教
の
紳
の
理
解
で
あ
る
と
い
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
叉
、
カ
ン
ト
ま
義
の
哲
学
が
宅
琵
t
i
O
j
弓
訂
の
 
 

畢
で
あ
る
と
い
は
る
～
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
随
っ
て
、
カ
ン
ト
ま
義
に
於
て
は
、
宗
教
暫
畢
は
宗
教
の
権
利
の
 
 

畢
問
、
即
ち
宗
教
は
い
か
に
し
て
可
能
捏
ア
り
や
と
い
ふ
問
題
を
扱
ふ
畢
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
宗
教
の
樺
利
が
 
 

明
か
に
な
れ
ば
、
自
ら
宗
教
が
幻
覚
で
な
く
し
て
眞
理
で
あ
る
こ
 

意
暁
に
於
て
、
宗
教
の
演
緯
的
理
解
と
い
ふ
こ
と
は
、
宗
教
の
基
礎
つ
け
と
い
ふ
こ
と
と
同
義
で
ぁ
る
と
も
い
ひ
得
 
 

る
の
で
あ
る
。
何
と
な
ら
ば
、
宗
教
の
基
礎
つ
け
と
い
ふ
こ
と
は
、
宗
教
の
普
遍
妥
曹
性
を
確
立
す
る
こ
と
．
普
遍
 
 

妥
曹
性
を
確
立
す
る
と
車
ふ
こ
と
は
、
宗
教
が
思
惟
必
然
な
る
こ
と
を
論
語
す
る
こ
と
、
思
惟
必
然
な
る
こ
と
を
論
 
 

許
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
か
既
知
の
普
遍
よ
り
宗
教
を
導
出
す
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

宗
教
の
演
経
と
い
ふ
こ
と
が
、
何
か
演
緯
さ
れ
た
る
も
の
～
任
意
的
命
名
で
は
な
く
し
て
．
異
に
宗
教
の
演
繹
で
 

あ
る
た
め
に
は
」
演
繹
の
以
前
に
す
で
に
何
等
か
の
方
法
で
宗
教
が
知
ら
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
し
∵
又
賓
際
知
も
 
 

れ
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
宗
教
を
演
繹
し
ょ
う
と
す
る
動
機
を
見
て
も
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
弼
何
の
裔
 
 
 



に
宗
教
を
ば
何
等
か
の
普
遍
か
ら
演
繹
し
ょ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
も
し
も
宗
教
が
何
等
疑
は
れ
る
除
地
の
な
い
 
 

眞
理
で
あ
る
な
ら
ば
．
そ
れ
は
も
は
や
そ
れ
自
身
普
遍
で
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
ぐ
他
の
嘗
遠
か
ら
演
緯
さ
れ
る
必
要
 
 

は
な
い
で
あ
ら
う
。
と
こ
ろ
が
、
宗
教
に
は
自
然
科
挙
や
道
徳
の
立
場
か
ら
見
る
と
、
そ
れ
等
と
矛
盾
し
た
こ
と
、
 
 

少
く
と
も
理
解
し
難
い
こ
と
が
か
な
り
澤
山
に
あ
る
。
例
へ
ば
、
ク
リ
ス
ト
の
復
活
昇
天
だ
と
か
、
不
死
不
滅
だ
と
 
 

か
、
時
客
を
超
越
し
た
紳
だ
と
か
、
善
悪
の
彼
岸
だ
と
か
、
天
国
だ
と
か
、
西
方
十
萬
億
土
の
極
欒
だ
と
か
、
大
罪
 
 

人
の
救
済
と
か
、
何
と
か
い
ふ
や
う
ぢ
宗
教
の
諸
観
念
は
、
自
然
科
畢
や
道
徳
か
ら
は
容
易
に
理
解
さ
る
る
こ
と
が
 
 

で
き
ぬ
の
み
な
ら
す
、
矛
盾
で
ふ
∵
り
、
虚
偽
で
あ
♭
、
迷
信
で
あ
♭
、
幻
覚
で
あ
る
と
さ
へ
思
は
れ
㌃
で
あ
ら
う
。
 
 

こ
の
場
合
に
、
も
し
も
そ
れ
等
の
諸
観
念
が
迷
信
で
も
、
虚
偽
で
も
な
い
と
い
ふ
事
を
明
か
に
し
よ
う
と
思
ふ
な
ら
 
 

ば
、
何
等
か
誰
も
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
普
遍
か
ら
．
必
然
な
る
も
の
と
し
て
そ
れ
等
を
論
澄
し
な
け
れ
ば
な
ら
 
 

ぬ
で
あ
ら
う
。
カ
ン
ト
が
宗
教
の
諸
観
念
を
む
し
ろ
自
然
科
畢
的
普
遍
の
上
位
王
ぁ
る
道
徳
的
普
遍
か
ら
輯
繹
し
ょ
 
 

，
｝
と
し
．
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
が
道
徳
的
普
遍
よ
り
も
更
に
上
位
に
か
る
垂
術
的
普
遍
か
ら
演
繹
し
ょ
う
と
し
 
 

た
の
も
こ
れ
が
管
外
誉
ぬ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
以
て
観
る
に
、
宗
教
の
演
繹
、
も
し
喪
霊
の
場
含
は
、
 
 

横
棒
さ
れ
、
論
語
さ
れ
る
も
の
が
何
等
か
の
仕
方
で
強
め
輿
へ
ら
れ
て
居
る
こ
と
は
明
か
な
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
 
 

徹
底
し
た
演
繹
で
も
か
ヽ
る
輿
料
な
く
し
て
は
、
到
底
宗
致
の
演
繹
と
は
い
ひ
難
い
で
ぁ
ら
う
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
 
 

宗
教
の
演
繹
の
場
合
に
は
、
構
繹
さ
れ
た
る
も
の
が
宗
教
の
輿
料
、
し
か
も
正
し
い
輿
料
と
同
一
の
も
の
で
な
け
れ
 
 

宗
教
菅
畢
即
今
の
中
心
問
題
 
 
 



宗
教
菅
拳
即
今
の
中
心
問
庄
 
 

一
四
 
 

ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
、
宗
敦
の
演
繹
的
理
解
に
残
 
そ
れ
自
身
に
よ
つ
て
は
 
 

理
解
さ
れ
な
い
仮
定
が
食
ま
れ
て
居
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
宗
教
の
演
緯
的
理
解
が
、
宗
教
の
無
仮
定
な
根
本
的
 
 

理
解
と
し
て
は
な
ほ
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
所
以
は
こ
～
に
あ
る
の
で
あ
る
。
吾
々
が
、
徒
凍
の
宗
教
哲
畢
 
 

に
射
し
て
嫌
焉
た
る
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
必
然
な
促
定
で
あ
る
こ
と
の
宗
教
の
輿
料
を
無
税
し
．
或
は
軽
成
す
る
に
 
 

困
ろ
の
で
あ
る
。
清
輝
の
過
程
が
論
理
的
に
か
行
ア
リ
厳
密
で
あ
る
に
拘
ら
す
、
演
緯
の
結
果
が
宗
教
の
演
繹
と
し
て
 
 

は
、
甚
だ
し
く
不
備
足
の
も
の
で
あ
る
と
吾
々
に
戚
じ
ら
れ
る
の
は
．
そ
の
清
緯
の
仮
定
で
あ
る
宗
教
の
正
し
き
兵
 
 

科
を
快
く
が
焉
で
あ
る
。
暫
畢
着
が
宗
教
の
正
し
い
輿
料
を
持
た
す
し
て
、
只
、
論
理
的
の
立
場
よ
ら
超
越
的
な
る
 
 

も
の
を
演
繹
し
て
、
そ
れ
を
直
ち
に
宗
教
の
癖
と
な
し
、
そ
れ
に
基
い
て
宗
致
を
理
解
せ
ん
と
す
る
如
き
は
、
宗
教
 
 

暫
撃
と
し
て
は
最
も
戒
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
、
在
家
の
暫
畢
者
が
演
緯
的
に
宗
教
を
理
解
し
 
 

ょ
ぅ
と
す
る
場
合
に
、
往
々
こ
の
重
戒
を
彼
る
が
焉
に
、
票
数
の
理
解
と
は
只
名
の
み
に
終
っ
て
、
革
質
上
は
何
等
 
 

宗
教
の
理
解
で
は
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
て
居
る
や
う
な
こ
と
が
決
し
て
少
く
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
苛
く
も
多
少
宗
 
 

教
の
輿
料
を
扱
っ
て
居
る
程
の
人
な
ら
ば
、
容
易
に
看
破
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
 
 

三
 
 

か
く
の
如
く
、
宗
教
の
演
揮
的
理
解
．
即
ち
在
凍
の
宗
教
膏
挙
が
、
異
に
宗
教
の
哲
畢
で
あ
る
虜
に
は
、
宗
教
の
 
 
 



輿
料
を
仮
定
す
る
。
随
っ
て
、
こ
の
輿
料
は
演
繹
的
理
解
と
は
異
っ
た
方
法
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
弦
に
於
て
、
 
 

問
題
は
宗
教
の
権
利
と
い
ふ
こ
と
か
ら
、
宗
教
の
事
賓
と
い
ふ
こ
と
に
推
移
す
る
の
で
あ
る
。
靡
徒
凍
は
、
宗
教
の
寄
 
 

算
は
、
通
常
は
㍉
経
験
的
宗
教
学
と
し
て
の
宗
教
史
や
宗
教
心
埋
草
に
よ
0
て
取
扱
は
れ
て
居
っ
た
の
で
あ
る
が
、
 
 

こ
れ
等
の
経
験
的
宗
教
単
に
よ
つ
て
取
扱
は
れ
た
事
賓
は
、
な
ほ
一
盾
根
本
的
な
憲
政
に
於
て
の
事
賓
を
預
想
す
る
 
 

も
の
で
あ
る
。
経
験
的
宗
教
畢
は
宗
致
の
経
験
科
車
で
あ
る
以
上
、
宗
教
的
な
経
験
的
事
貰
を
封
象
と
し
な
け
れ
ば
 
 

な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
は
あ
る
経
験
的
事
貰
が
宗
教
的
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
い
か
に
し
て
定
め
得
る
で
あ
ら
う
か
∵
こ
れ
 
 

を
巌
憂
な
意
暁
に
於
て
定
め
る
焉
に
は
、
「
宗
教
的
」
と
い
ふ
意
味
を
ま
づ
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
 
 

と
こ
ろ
が
、
宗
教
史
に
し
て
も
宗
教
心
理
畢
に
し
て
も
、
宗
教
的
な
事
貫
か
ら
出
費
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
 
 

等
に
は
既
に
何
等
か
の
意
味
に
於
て
、
「
宗
教
的
」
と
い
ふ
意
味
が
定
め
ら
れ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
も
「
宗
教
 
 

的
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
単
に
研
究
の
便
宜
上
、
任
意
的
に
の
み
き
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
さ
う
い
ふ
概
念
 
 

の
下
に
組
立
て
ら
れ
た
る
宗
教
史
や
宗
教
心
理
学
は
、
最
盛
な
意
味
で
の
宗
教
の
草
間
と
は
い
ひ
難
い
で
あ
ら
う
。
 
 

そ
れ
等
が
厳
密
な
意
味
で
の
経
験
的
宗
教
畢
で
あ
り
得
る
虜
に
は
、
「
宗
教
的
」
と
い
ふ
概
念
は
蕨
密
に
き
め
ら
れ
な
 
 

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
、
経
験
的
宗
教
畢
で
は
、
最
盛
な
る
意
味
で
の
「
宗
数
的
」
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
鯨
納
 
 

的
研
究
の
結
果
始
め
て
明
か
に
な
る
牒
の
で
あ
つ
て
、
研
究
の
出
費
鮎
に
於
て
き
め
ら
る
べ
き
筈
の
も
の
で
な
い
と
 
 

い
ふ
で
あ
ら
う
。
併
し
．
経
験
的
宗
教
畢
の
謂
ふ
所
の
殿
密
な
意
味
で
の
「
宗
教
的
」
は
、
研
究
の
出
費
に
先
だ
つ
 
 

宗
教
哲
撃
即
今
の
中
心
問
廠
 
 
 



宗
教
菅
畢
印
今
の
中
心
問
戎
 
 

〓
ハ
 
 

て
き
め
ら
れ
た
「
宗
教
的
」
の
下
に
蒐
集
せ
ら
れ
た
る
材
料
か
ら
鯨
納
さ
れ
た
共
通
性
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
、
さ
う
い
 
 

ふ
意
味
で
の
「
宗
教
的
」
が
最
密
な
患
息
味
で
成
立
す
る
焉
に
は
、
既
に
、
そ
れ
を
健
件
と
し
、
そ
れ
に
先
行
す
る
 
 

「
宗
数
的
L
が
厳
密
に
き
め
ら
れ
て
ぁ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
こ
れ
、
吾
々
が
経
験
的
宗
教
畢
の
取
扱
ふ
事
賓
よ
 
 

り
も
、
更
に
根
本
的
な
る
革
質
が
あ
る
と
い
ふ
所
以
で
あ
る
。
こ
の
事
賞
は
最
も
根
本
的
な
る
意
簸
で
の
「
宗
教
的
」
 
 

で
ぁ
る
か
ら
、
宗
教
に
関
す
る
凡
て
の
畢
問
の
出
費
鮎
で
あ
つ
て
、
経
験
的
宗
教
草
の
根
本
仮
定
で
あ
る
の
み
な
ら
 
 

す
、
前
に
述
べ
た
輯
繹
的
宗
教
哲
畢
の
奥
の
輿
料
で
も
あ
る
。
こ
の
「
宗
教
的
」
は
、
こ
の
意
味
に
於
て
、
清
繹
的
 
 

に
鯨
納
的
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
ほ
な
く
し
て
、
何
か
特
殊
の
方
法
に
よ
つ
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
 
 

鼓
に
、
今
迄
意
識
的
に
は
あ
ま
り
課
せ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
、
新
し
い
．
し
か
も
、
重
要
な
問
題
が
在
る
の
で
あ
る
。
 
 

こ
れ
こ
そ
、
昔
々
が
宗
教
暫
畢
即
今
の
中
心
問
題
と
い
は
う
と
欲
す
る
と
こ
み
の
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

最
近
の
宗
教
哲
畢
に
於
け
る
諸
種
の
新
し
い
問
題
は
、
多
く
こ
ゝ
に
源
を
馨
し
、
且
こ
ゝ
に
朝
宗
す
る
と
も
見
ら
れ
 
 

る
。
徒
凍
の
宗
教
哲
畢
の
所
謂
規
範
や
、
経
験
的
宗
教
畢
の
所
謂
事
賓
と
は
臭
っ
た
意
味
で
ご
の
頃
本
質
（
W
e
s
e
n
）
 
 

と
耕
せ
ら
れ
て
居
る
も
の
～
問
題
は
ご
の
問
題
に
外
な
ら
ぬ
。
宗
教
理
解
の
最
も
新
し
い
方
法
と
し
て
壷
界
の
戒
 
 

線
を
集
め
て
居
る
ク
オ
ブ
バ
ー
ミ
ン
の
宗
教
心
理
畢
的
循
環
方
法
（
茅
旨
d
e
d
e
s
r
e
】
客
層
唱
e
h
O
－
O
g
賢
昌
N
i
r
k
e
】
0
0
）
 
 

や
、
シ
ュ
ラ
ー
一
派
の
宗
教
現
象
畢
的
方
法
（
r
e
－
i
g
i
。
戻
p
－
－
冨
m
e
・
・
。
－
。
g
i
邑
1
e
茅
t
h
。
d
e
）
は
、
こ
の
本
質
問
題
を
解
 
 

く
焉
に
、
考
へ
出
さ
れ
た
方
法
で
ぁ
る
。
而
し
て
、
こ
の
問
題
や
方
法
が
単
に
こ
れ
ま
で
の
宗
教
背
華
や
経
唸
的
宗
 
 
 



敦
畢
の
そ
れ
等
と
異
つ
七
居
る
と
い
ふ
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ
等
の
根
本
暇
定
で
さ
へ
あ
る
と
考
へ
ら
れ
て
居
 
 

る
こ
と
は
、
ク
オ
ブ
バ
ー
享
ソ
が
、
徒
凍
の
宗
教
哲
畢
が
最
も
根
本
的
な
問
題
と
考
へ
て
居
っ
た
宗
教
の
権
利
の
問
 
 

題
、
即
ち
、
眞
理
問
題
を
、
本
質
問
題
に
照
し
て
扱
は
う
と
し
、
（
と
d
i
e
宇
p
唱
Ⅰ
－
琶
F
d
e
r
宅
a
ぎ
訂
i
t
d
e
r
R
e
l
i
g
i
O
n
 
 

i
m
巳
c
F
t
d
巧
W
霧
星
野
品
①
訂
F
p
乱
d
t
㌧
、
せ
監
宅
莞
n
d
e
r
 
R
e
l
i
g
i
声
S
・
づ
l
H
l
●
）
、
又
、
宗
教
の
本
廣
、
即
ち
、
「
特
 
 

に
宗
教
的
な
る
も
の
」
（
、
－
d
監
虐
茶
監
s
註
R
e
－
i
乳
ぎ
、
、
）
は
、
宗
致
心
理
畢
的
循
環
法
に
よ
つ
て
き
め
ら
る
ぺ
き
も
の
 
 

で
あ
つ
て
、
到
底
、
経
験
的
心
理
畢
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
な
い
と
考
へ
（
p
・
P
〇
・
弾
¢
）
シ
ュ
ラ
ー
が
、
宗
教
の
現
象
 
 

畢
的
作
用
諭
（
こ
A
k
t
－
e
F
e
、
、
）
と
、
所
謂
宗
教
心
埋
草
と
を
裁
然
と
区
別
し
、
宗
教
的
作
用
は
、
宗
教
の
心
理
的
過
 
 

程
と
は
全
然
異
っ
た
も
の
で
、
む
し
ろ
後
者
は
前
者
を
仮
定
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ま
疲
し
（
く
O
m
甲
鼠
g
e
n
i
m
 
 

害
e
n
邑
・
e
n
、
S
・
∽
宗
、
∞
ご
）
、
更
に
、
宗
教
の
暫
畢
的
本
質
認
識
は
、
宗
教
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
哲
畢
的
科
挙
的
研
究
 
 

の
究
極
の
膏
畢
的
基
礎
で
あ
る
、
と
考
へ
て
居
る
（
P
 
P
 
〇
・
S
・
彗
e
の
を
見
て
も
明
か
な
こ
と
で
あ
る
。
ム
ソ
ド
 
 

レ
も
、
そ
の
「
宗
教
的
髄
唸
L
（
－
－
D
i
e
r
e
－
i
g
i
ぎ
n
苧
l
e
b
n
i
鷲
J
に
於
て
、
革
質
研
究
（
－
、
T
乳
莞
訂
】
詳
記
註
…
n
g
、
J
と
 
 

本
質
研
究
（
て
尋
e
s
e
n
s
旨
s
。
－
…
長
、
、
）
と
を
区
別
し
、
後
者
が
初
め
て
前
者
に
対
し
て
確
賓
な
る
方
法
的
基
線
を
安
附
 
 

す
る
と
い
ひ
（
a
・
2
〇
・
S
・
¢
）
、
ダ
イ
ソ
ク
ラ
ー
も
、
そ
の
「
現
象
撃
と
宗
教
」
（
字
旨
O
m
2
n
d
嵐
e
 
u
n
d
謬
l
i
g
i
O
エ
 
 

に
於
て
、
事
質
的
存
在
の
根
砥
に
本
質
的
存
在
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
本
質
的
存
在
の
根
枯
に
奉
賛
的
存
在
が
あ
る
 
 

の
で
は
な
い
か
ら
、
本
質
的
存
在
は
事
質
的
存
在
か
ら
蹄
納
法
に
よ
つ
て
抽
象
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
、
と
い
ふ
こ
 
 

宗
教
哲
畢
即
今
の
中
心
問
産
 
 
 



】
八
 
 

宗
教
哲
撃
帥
今
の
中
心
間
塩
 
 

と
を
説
き
、
本
質
に
向
ふ
現
象
畢
的
宗
教
心
埋
草
は
、
非
経
験
的
な
心
理
畢
で
あ
る
と
い
つ
て
居
る
（
P
P
一
〇
・
S
・
 
 

－
舟
卜
望
）
。
そ
の
他
、
ヨ
セ
フ
・
ガ
イ
ザ
ー
の
「
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
ラ
ー
の
票
数
現
象
畢
L
（
試
買
驚
h
e
】
e
記
苫
賢
O
m
2
n
・
 
 

。
－
。
g
i
e
d
e
r
匿
i
g
i
旦
二
這
・
）
や
、
エ
ー
可
′
ヒ
・
ブ
ル
チ
プ
ア
ラ
の
「
宗
教
の
基
礎
イ
ヤ
へ
R
。
－
i
g
i
。
琵
訂
g
r
監
巨
粥
、
 
 

】
琵
0
0
）
等
、
宗
教
の
本
質
に
隣
す
る
研
究
は
次
第
に
多
く
な
り
、
現
今
の
宗
教
背
畢
に
於
け
る
興
味
の
中
心
と
な
つ
 

て
凍
た
。
 
 
 

こ
の
新
興
の
本
質
畢
と
、
徒
凍
の
宗
教
暫
撃
と
、
果
し
て
執
れ
が
宗
教
背
撃
と
し
て
本
務
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
 
 

旦
ら
く
措
く
と
し
て
も
、
こ
の
本
質
畢
が
、
徒
水
の
宗
教
哲
畢
や
宗
教
心
理
畢
な
ど
の
想
到
し
な
か
つ
克
領
域
を
開
 
 

拓
し
て
、
事
箕
上
、
宗
教
理
解
に
済
に
大
な
る
貢
献
を
斎
ら
さ
う
と
し
つ
～
あ
る
こ
と
は
、
何
人
も
認
ぬ
ね
ば
な
ら
 
 

ぬ
で
あ
ら
う
。
而
し
て
、
そ
の
本
質
的
貢
献
は
、
宗
教
の
あ
♭
の
ま
ゝ
の
認
識
を
提
供
す
る
に
あ
る
。
あ
り
の
ま
ゝ
 
 

と
は
、
意
識
に
輿
へ
ら
れ
た
ま
1
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
意
識
に
輿
べ
ら
れ
た
ま
1
と
は
、
合
理
化
さ
れ
た
ゎ
∵
賓
 
 

在
化
さ
れ
た
り
せ
ら
れ
な
い
以
前
の
根
本
典
料
（
q
r
g
2
g
e
訂
n
旦
即
ち
、
意
識
の
直
接
兵
科
で
ぁ
る
。
 
 
 

徒
凍
の
宗
教
哲
学
は
、
宗
敦
を
合
理
化
し
て
、
こ
の
根
本
輿
料
と
は
非
常
に
異
っ
た
も
の
に
し
て
し
ま
つ
た
。
例
 
 

へ
ば
、
カ
ン
ト
の
如
き
は
自
分
の
認
識
論
か
ら
見
て
は
、
前
の
存
在
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
や
、
不
滅
と
い
ふ
や
う
な
 
 

こ
と
は
不
合
理
で
あ
を
か
ら
、
そ
れ
等
を
合
理
的
に
理
解
で
き
る
や
う
に
、
道
徳
の
要
請
に
し
て
し
ま
つ
た
。
併
し
、
 

合
理
的
に
は
、
た
と
ひ
、
醐
が
存
在
す
る
と
思
ふ
こ
と
や
、
不
滅
で
あ
る
と
思
ふ
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
く
て
も
、
そ
 
 
 



れ
等
が
意
識
に
直
明
な
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
そ
の
ま
1
、
宗
教
的
真
理
と
し
て
承
認
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 

も
し
も
、
紳
が
存
在
す
る
と
思
ふ
こ
と
が
、
認
識
論
か
ら
見
て
、
合
理
的
で
な
い
が
故
に
誤
で
あ
る
と
い
ふ
な
ら
ば
．
 
 

そ
れ
は
、
宗
教
を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
∵
宗
教
を
合
理
化
し
、
撥
無
す
る
も
の
で
み
る
。
又
、
ゴ
ー
 
 

エ
ソ
な
ど
の
宗
教
膏
単
に
見
る
や
う
に
、
道
徳
の
自
律
性
に
反
す
る
が
故
に
、
、
他
律
的
な
る
紳
の
恩
寵
を
否
定
し
、
 
 

自
律
性
に
か
な
ふ
や
う
に
そ
れ
を
強
ひ
て
説
明
す
る
が
如
き
は
、
宗
教
の
基
礎
づ
け
と
い
ふ
よ
り
は
、
寧
ろ
宗
教
に
 
 

射
す
る
暴
虐
で
あ
る
。
徒
凍
の
宗
教
哲
畢
は
、
随
庭
に
こ
の
合
理
化
の
暴
虐
を
造
ト
う
し
て
居
る
。
ブ
オ
ッ
バ
ー
ミ
 
 

ン
が
、
宗
教
の
合
理
化
は
、
宗
敦
と
し
て
の
宗
教
を
措
無
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
強
く
排
斥
し
（
せ
誌
W
e
s
e
n
d
・
 
 

詳
－
i
g
i
O
n
－
S
・
会
ぢ
ム
ソ
ド
レ
が
、
信
仰
の
合
理
化
は
信
仰
を
分
解
L
て
し
ま
ふ
、
と
い
ふ
（
崇
e
r
e
－
i
g
i
ぎ
n
苧
－
？
 
 

b
n
i
s
冷
－
S
・
－
0
0
）
の
は
、
こ
の
意
痍
に
於
て
、
尤
な
こ
と
ゝ
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
と
ひ
、
理
論
、
一
道
徳
又
は
垂
術
の
 
 

理
性
か
ら
見
て
、
凡
て
、
不
合
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
意
識
に
直
接
に
輿
へ
ら
れ
た
る
も
の
を
尊
重
す
る
と
い
ふ
こ
 
 

と
は
、
宗
教
を
あ
♭
の
ま
1
に
理
解
す
る
に
は
、
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
い
か
に
道
徳
の
白
樺
性
に
反
す
る
と
 
 

も
、
宗
教
的
意
識
に
直
接
な
る
紳
の
他
律
的
恩
寵
の
思
想
は
、
ど
こ
ま
で
も
尊
重
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
あ
る
 
 

か
ら
、
シ
ュ
ラ
ー
は
、
他
の
思
惟
の
持
ち
得
な
い
対
象
を
持
つ
宗
教
的
思
惟
d
琵
r
e
－
i
乳
紆
e
D
e
n
k
e
員
ぎ
m
出
w
i
g
e
n
 
 

i
m
試
e
舅
訂
ロ
、
S
・
∽
票
）
、
と
い
ふ
や
う
な
も
の
を
認
め
て
、
宗
教
的
優
駿
に
含
ま
れ
て
居
る
思
想
と
、
論
理
的
の
思
 
 

想
と
を
囁
別
し
、
ダ
オ
ッ
バ
ー
ミ
ソ
は
・
∵
宗
教
の
合
理
化
を
憬
れ
て
、
宗
教
の
眞
理
問
題
を
さ
へ
、
宗
教
的
意
識
に
本
 
 

宗
教
曹
畢
即
今
の
中
心
岡
垣
 
 
 



ニ
0
 
 

宗
教
菅
撃
帥
今
の
中
心
問
塩
 
 

質
的
に
虜
す
る
眞
理
関
心
に
基
づ
い
て
立
論
し
－
宗
教
的
信
仰
に
於
け
る
超
越
世
界
の
存
在
と
い
ふ
や
う
打
て
こ
と
は
、
 
 

宗
教
的
信
仰
の
健
件
で
あ
る
か
ら
ー
こ
れ
を
諭
澄
し
ょ
う
と
す
る
や
う
な
こ
と
は
誤
っ
た
企
で
あ
る
1
と
考
へ
て
居
 
 

る
（
D
a
s
W
e
s
e
n
d
e
r
家
督
n
）
弾
∽
ぶ
。
彼
が
、
宗
致
の
本
質
の
問
題
は
、
眞
理
問
題
を
顧
み
る
こ
と
な
し
に
政
 
 

は
う
と
す
る
に
か
ゝ
は
ら
す
、
宗
教
の
眞
理
の
問
題
は
、
本
質
問
題
に
照
し
て
扱
は
う
と
す
る
も
の
は
、
宗
教
的
意
 
 

識
の
根
本
輿
料
を
尊
重
す
る
に
竣
る
も
の
な
る
こ
と
は
、
推
知
す
る
に
難
く
は
な
い
。
 
 
 

か
く
の
如
く
、
従
凍
の
宗
教
背
畢
は
、
批
判
ま
義
的
と
い
は
れ
て
居
る
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
な
ほ
、
合
理
化
1
こ
よ
 
 

っ
て
宗
整
息
識
の
直
接
輿
料
を
虐
げ
て
し
ま
つ
た
が
、
徒
水
の
宗
教
心
埋
畢
は
、
又
、
宗
敦
を
賓
在
化
す
る
為
に
、
 
 

純
粋
性
に
於
て
そ
れ
を
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
宗
教
心
理
畢
は
、
宗
教
を
心
理
的
過
程
と
し
て
見
る
が
、
宗
 
 

教
意
識
の
直
接
輿
料
は
、
心
理
的
過
程
の
や
う
に
貰
在
的
（
s
u
b
乳
邑
i
e
－
－
e
、
r
e
已
）
な
も
の
で
は
な
く
し
て
純
粋
に
 
 

意
識
的
な
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
新
藤
し
て
居
る
時
の
意
識
の
直
接
兵
科
は
純
粋
に
意
識
的
で
あ
つ
て
、
決
し
て
 
 

心
理
的
過
程
で
は
な
い
。
心
理
附
過
程
と
い
ふ
や
う
な
も
の
は
、
宗
教
的
優
駿
が
、
賓
在
的
な
る
人
間
精
神
に
及
ば
 
 

し
た
影
響
の
過
程
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
つ
て
、
宗
教
的
優
駿
そ
の
も
の
～
意
識
内
容
、
即
ち
、
直
接
輿
料
で
は
な
い
。
 
 

そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
心
理
的
過
程
を
対
象
と
す
る
宗
教
心
埋
草
は
、
岳
敦
の
意
識
内
琴
ぎ
取
扱
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
 
 

の
み
な
ら
す
、
宗
教
を
心
理
的
過
程
と
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
更
に
、
宗
教
を
謹
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ラ
フ
ー
が
、
 
 

宗
教
心
理
撃
と
は
臭
っ
た
畢
科
と
し
て
、
特
に
、
宗
教
的
作
用
諭
（
r
身
i
ぎ
A
k
t
－
e
訂
。
d
・
r
e
l
i
g
i
軒
宅
象
k
）
を
 
 
 



樹
立
し
た
の
は
、
宗
教
の
賓
在
化
を
排
し
、
宗
教
を
あ
り
の
ま
～
に
把
捉
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
宗
教
的
作
用
諭
で
 
 

は
、
所
謂
宗
教
心
理
畢
の
や
う
に
、
宗
教
的
作
用
の
本
質
を
戚
情
だ
と
か
、
意
志
だ
と
か
、
下
意
識
だ
と
か
い
ふ
や
 
 

ぅ
な
心
理
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
宗
教
を
単
な
る
心
理
的
魂
象
の
群
に
し
て
し
ま
う
や
う
な
こ
と
は
な
 
 

い
。
宗
教
的
憶
駿
に
於
て
、
心
理
畢
的
に
ど
ん
な
こ
と
が
生
起
す
る
か
と
い
ふ
や
う
字
J
と
は
、
宗
教
的
作
用
論
に
 
 

取
っ
て
は
、
無
関
心
な
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
作
用
は
、
純
粋
な
宗
教
的
意
識
に
於
け
る
「
能
」
の
方
面
で
あ
る
。
 
 

元
凍
、
意
識
は
何
か
の
意
識
、
即
ち
、
現
象
畢
の
所
謂
志
向
的
（
i
－
1
ぎ
｛
i
O
邑
）
で
あ
る
か
ら
、
意
識
の
「
能
」
の
方
 
 

面
、
即
ち
、
作
用
の
方
南
と
、
意
識
の
「
所
」
の
方
面
、
即
ち
、
対
象
の
方
面
と
を
、
そ
の
構
造
に
本
質
的
な
も
の
 
 

と
し
て
含
ん
で
居
る
。
宗
教
的
意
識
も
、
意
識
で
あ
る
限
♭
、
宗
教
的
封
象
に
志
向
す
る
宗
教
的
作
用
を
本
質
的
に
 
 

含
ん
で
居
る
。
併
し
、
こ
の
宗
教
的
作
用
は
、
全
く
志
向
的
で
あ
る
か
ら
、
心
理
的
作
用
の
や
う
に
暗
室
上
に
生
起
 
 

す
る
賓
在
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
で
め
る
か
ら
、
宗
教
的
作
用
諭
と
は
い
つ
て
も
、
そ
れ
は
、
票
数
の
心
理
作
 
 

用
を
取
扱
ふ
宗
教
心
理
畢
と
は
全
く
異
っ
た
単
科
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
意
暁
に
於
て
、
宗
教
的
作
用
諭
は
．
宗
教
的
作
用
の
本
質
を
戚
備
と
見
る
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ヘ
ル
や
、
一
 
 

層
深
い
意
味
の
戚
情
と
見
る
ナ
ト
ル
ブ
や
、
下
意
識
と
見
る
ジ
ェ
ー
ム
ス
な
ど
の
宗
教
心
埋
畢
に
射
し
て
も
．
そ
れ
 
 

等
の
及
ば
ざ
る
猶
特
な
領
域
を
占
む
る
も
の
で
あ
る
。
ブ
オ
ッ
バ
ー
ミ
ン
が
、
宗
教
の
本
質
を
理
解
す
る
場
合
に
、
 
 

徒
凍
の
票
数
哲
畢
の
陥
っ
た
宗
教
の
合
理
化
を
極
力
排
斥
し
、
ト
レ
ル
チ
の
所
謂
宗
教
的
ア
ブ
リ
オ
リ
、
即
ち
、
宗
 
 

宗
教
哲
撃
即
今
の
中
心
問
題
 
 
 



二
二
 
 

宗
教
曹
畢
即
今
の
中
心
問
題
 
 

数
の
本
質
も
な
ほ
合
理
化
の
危
険
を
寂
し
て
居
る
こ
と
を
看
破
し
、
宗
教
を
あ
ら
ゐ
皇
1
の
純
粋
性
に
於
て
把
捉
し
 
 

ょ
う
と
す
る
鮎
に
於
て
は
、
宗
教
的
作
用
諭
と
計
的
及
び
方
向
を
同
じ
う
す
る
が
、
彼
が
な
ほ
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
 
 

ッ
ヘ
ル
や
ジ
ェ
ー
ム
ス
の
心
理
畢
的
方
法
を
怒
容
し
、
心
理
的
構
造
の
上
に
宗
教
の
本
質
を
求
め
て
行
く
鮎
に
於
て
 
 

は
、
た
と
ひ
彼
の
方
法
が
、
単
な
る
「
心
理
畢
的
」
で
は
な
く
し
て
、
「
宗
教
心
埋
草
的
」
で
あ
る
に
し
て
も
∵
矢
求
 
 

り
心
理
畢
的
た
る
を
免
れ
な
い
。
無
論
、
彼
の
方
法
は
、
自
分
の
宗
教
的
憶
駿
を
歴
史
的
現
象
の
中
に
移
情
（
も
i
n
苧
 
 

E
2
n
J
す
る
と
い
ふ
鮎
で
、
宗
教
的
で
あ
り
且
、
先
験
的
で
ふ
γ
り
得
る
で
も
あ
ら
う
が
、
そ
れ
に
よ
つ
て
得
ら
る
1
 
 

宗
教
の
本
質
、
即
ち
，
彼
の
所
謂
「
特
に
宗
教
的
な
も
の
」
は
、
そ
の
諭
理
的
構
造
の
問
題
、
即
ち
、
眞
理
問
題
に
 
 

関
し
て
さ
へ
も
合
理
化
の
危
険
は
脱
し
て
居
る
が
、
な
ほ
賓
在
化
の
危
険
を
戎
し
て
居
る
。
宗
教
の
本
質
を
理
解
す
 
 

る
時
に
、
グ
オ
ッ
バ
ー
ミ
ソ
の
や
う
に
自
分
の
宗
教
的
髄
駿
か
ら
出
費
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
ダ
イ
ソ
ク
ラ
ー
の
い
ふ
 
 

如
く
（
P
F
賢
O
m
e
n
O
－
鼠
e
呂
d
R
e
－
i
g
i
O
n
－
S
・
琵
）
果
し
て
避
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
か
、
或
は
、
ブ
ェ
ソ
ニ
ヒ
 
 

ス
ド
ル
フ
の
如
く
（
謬
－
i
g
i
O
n
S
p
S
誓
邑
O
g
i
e
ロ
n
d
A
p
㌢
囁
t
i
打
－
弾
‥
〓
）
畢
問
の
妥
曹
性
の
為
に
遅
く
べ
き
こ
と
で
あ
 
 

る
か
、
と
い
ふ
問
題
は
旦
ら
く
措
き
、
兎
に
角
彼
が
、
宗
教
を
外
か
ら
説
明
（
e
r
k
－
腎
e
n
）
し
て
恋
わ
徒
凍
の
方
法
を
 
 

排
し
て
、
内
か
ら
理
解
（
扁
r
S
邑
1
e
n
）
す
る
為
に
、
彼
燭
時
の
方
法
を
樹
立
し
た
こ
と
は
、
方
法
論
上
注
目
す
べ
き
斬
 
 

ら
し
い
試
み
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
な
ほ
彼
の
方
法
が
、
そ
の
名
の
示
す
如
く
、
心
理
畢
的
で
あ
つ
 
 

た
こ
と
は
、
彼
の
所
謂
宗
教
意
識
の
心
理
畢
的
構
造
（
勺
唱
e
訂
l
鼠
s
c
訂
S
t
r
u
k
t
弓
）
な
る
も
の
が
、
純
粋
に
意
識
的
 
 
 



で
な
い
こ
と
を
以
て
し
て
も
明
か
で
あ
る
。
彼
の
方
法
が
理
解
的
（
扁
諾
訂
F
e
n
d
）
で
あ
る
虐
に
往
々
現
象
畢
的
と
同
 
 

一
成
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
現
象
畢
や
う
に
理
解
的
に
現
象
畢
的
構
造
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
く
 
 

し
て
、
理
解
的
に
心
理
畢
的
構
造
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
が
自
己
の
宗
教
的
儀
唸
の
移
備
に
よ
 
 

っ
て
「
特
に
宗
教
的
な
る
も
の
」
を
定
め
や
う
と
す
る
鮎
は
徒
衆
の
宗
教
心
理
畢
と
臭
っ
て
居
る
が
、
そ
の
「
特
に
 
 

宗
教
的
な
る
も
の
」
が
心
理
畢
的
で
あ
る
と
い
ふ
鮎
に
於
て
は
、
な
ほ
徒
凍
の
心
理
畢
の
如
く
賓
在
化
の
除
澤
を
存
 
 

す
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
ブ
オ
ッ
バ
ー
ミ
ン
の
宗
教
心
理
畢
的
方
法
も
、
宗
教
意
識
の
直
接
 
 

輿
料
を
把
捉
す
る
為
に
は
更
に
一
歩
深
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら
う
。
宗
教
的
作
用
諭
こ
そ
正
に
こ
の
深
め
ら
れ
 
 

た
も
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
始
め
て
、
合
理
化
か
ら
も
賞
在
化
か
ら
も
解
放
一
さ
れ
て
、
宗
教
の
あ
ゎ
 
 

の
ま
1
が
把
捉
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
昧
に
於
て
、
現
象
畢
的
の
宗
教
的
作
用
諭
は
賓
に
割
勘
的
な
も
の
と
 
 

い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
 
 

書
々
が
宗
教
哲
畢
即
今
の
中
心
問
題
と
謂
は
う
と
す
る
宗
教
本
質
の
問
題
は
，
か
く
の
如
き
意
義
を
有
し
．
か
く
 
 

の
如
き
開
展
を
示
し
て
居
る
が
．
こ
は
、
従
妹
の
宗
教
膏
単
に
於
け
る
合
理
化
の
暴
虐
と
、
経
験
的
宗
教
単
に
於
け
 
 

る
賓
在
化
の
姪
枯
と
か
ら
脱
し
て
、
宗
教
の
ふ
∵
り
の
ま
ゝ
の
自
然
に
還
ら
ん
と
す
る
解
放
運
動
で
あ
つ
て
、
即
今
に
 
 

最
も
ふ
さ
は
し
い
、
而
も
嘗
然
な
る
運
動
と
い
ふ
ペ
き
で
あ
ら
う
。
無
論
、
こ
の
新
興
の
畢
科
に
よ
つ
て
宗
敦
の
あ
 
 

ち
の
ま
ゝ
が
樅
へ
把
捉
さ
れ
得
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
は
解
き
得
な
い
、
而
も
宗
教
に
本
質
的
な
る
問
題
が
 
 

宗
教
曹
畢
即
今
の
中
心
問
題
 
 
 



蕃
軟
膏
峯
即
今
の
中
心
問
崖
 
 

二
日
 
 

幾
多
残
さ
れ
て
居
る
で
も
あ
ら
う
。
こ
れ
は
普
に
次
に
凍
る
べ
き
周
庖
で
あ
つ
て
，
或
は
新
し
い
意
味
に
於
て
徒
務
 
 

め
宗
教
暫
畢
の
復
活
空
不
便
イ
る
も
Ⅵ
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
上
進
む
以
前
に
、
な
ほ
漸
層
の
畢
科
そ
の
 
 

も
の
に
裁
て
検
討
す
べ
き
潮
目
の
多
ぺ
が
あ
り
、
且
又
、
そ
の
方
法
に
よ
つ
て
把
捉
す
べ
き
諸
般
の
新
知
識
が
透
る
。
 
 

昔
 
宗
教
哲
単
に
於
け
る
曹
面
の
催
事
は
串
賓
鼓
に
あ
み
、
又
あ
る
べ
き
で
は
な
か
ら
う
か
。
 
 
 



∴
 
 

十
九
世
紀
の
後
年
に
、
「
言
語
畢
茨
」
及
び
『
自
然
象
徴
派
」
の
単
記
を
力
強
く
駁
草
し
て
、
自
己
の
新
畢
設
を
樹
 
 

立
 

最
近
に
至
っ
て
は
∵
こ
の
畢
派
の
畢
詭
の
光
芭
だ
け
が
ひ
と
り
燦
た
ろ
准
き
を
悉
に
す
る
わ
け
に
行
か
な
く
な
つ
た
。
 
 

テ
ク
ノ
ロ
ジ
イ
 
 

紳
詩
畢
の
補
助
科
挙
と
し
て
の
心
理
学
、
敢
合
筆
言
語
畢
、
史
畢
、
工
轟
畢
等
の
進
展
及
び
そ
れ
等
に
よ
る
神
話
の
 
 

綜
合
的
研
究
は
、
神
話
畢
の
研
究
者
に
さ
ま
ざ
ま
の
新
し
い
知
識
と
示
唆
七
を
奥
へ
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
多
く
の
畢
 
 

的
部
門
か
ら
多
く
の
新
畢
詭
が
生
れ
て
凍
た
。
そ
の
或
る
も
の
は
、
人
類
畢
源
の
畢
故
に
対
す
る
扱
逆
者
と
し
て
、
 
 

こ
れ
に
駁
撃
の
兄
を
向
け
、
そ
の
或
る
も
の
は
こ
れ
を
無
税
す
る
か
の
や
う
な
態
度
で
、
全
く
未
恕
の
虔
女
地
を
開
 
 

拓
す
る
に
忙
し
い
。
か
く
の
如
く
し
て
現
代
の
紳
話
畢
界
に
は
前
世
紀
に
見
る
こ
と
を
待
な
か
っ
た
新
し
い
視
野
と
 
 

生
面
と
が
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
と
展
開
し
て
ゐ
る
。
請
来
は
知
ら
ず
、
過
去
に
あ
つ
て
は
、
現
今
ほ
せ
多
様
な
神
 
 

話
畢
詭
の
並
存
時
代
を
出
現
し
た
こ
と
は
嘗
て
無
か
つ
た
。
し
か
し
新
し
い
神
話
奉
祝
の
ま
要
な
も
の
ー
押
詰
畢
界
 
 

所
帯
挙
り
新
展
開
 
 
 

所
語
学
の
 
新
展
開
 
 

松
 
 
村
 
 
武
 
 
雄
 
 



二
大
 
 

紳
語
草
の
新
展
開
 
 

の
主
流
と
な
る
ペ
き
も
の
、
及
び
主
流
と
は
云
ひ
得
な
い
ま
で
も
、
太
だ
重
要
な
示
酸
に
富
む
傍
系
的
な
も
の
は
、
 
 

こ
れ
を
数
個
に
絶
約
す
る
こ
と
が
出
乗
る
。
吾
人
は
一
々
そ
れ
等
の
畢
詮
を
討
検
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
現
代
醐
話
 
 

畢
の
展
開
趨
向
を
明
か
に
し
た
い
と
思
ふ
。
 
 

〓
 

先
づ
第
一
に
吾
人
の
目
を
ひ
く
も
の
は
、
社
食
畢
派
の
活
躍
で
あ
る
。
ゴ
ブ
レ
ッ
ト
・
グ
ル
ダ
イ
エ
ラ
氏
 
（
G
O
b
l
e
t
 
 

d
．
A
－
ま
e
－
－
p
）
が
、
F
宗
教
畢
史
」
（
串
旨
i
r
e
d
e
－
P
m
粁
i
e
n
藷
d
窪
R
e
－
乾
○
昆
）
の
論
考
に
述
べ
花
や
う
に
、
人
類
畢
派
の
 
 

宗
教
及
び
締
高
に
射
す
る
取
扱
方
に
大
き
な
不
満
を
持
ち
．
そ
の
映
鮎
と
し
て
、
 
 
 

Ⅲ
も
ろ
も
ろ
の
事
質
を
、
そ
の
同
似
に
従
っ
て
泉
結
さ
せ
る
に
熱
意
し
て
、
そ
の
差
別
を
討
検
し
整
魂
す
る
こ
と
 
 

を
怠
っ
て
ゐ
る
こ
と
。
 
 
 

拘
単
な
る
類
同
の
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
事
賓
を
系
統
的
に
連
結
す
る
こ
と
。
 
 
 

印
譜
革
質
を
そ
れ
等
の
構
造
に
於
て
の
み
研
究
し
て
、
そ
れ
等
の
機
能
に
於
て
研
究
せ
ざ
る
こ
と
。
 
 

（
一
）
 
 
用
事
賓
を
そ
の
政
令
的
環
境
か
ら
引
き
離
し
て
、
単
に
法
則
的
に
尤
も
ら
し
い
説
明
を
作
り
上
げ
る
こ
と
。
 
 

を
指
摘
す
る
社
食
畢
況
の
聞
か
ら
、
醐
話
の
本
質
に
つ
い
て
、
人
類
畢
次
の
そ
れ
と
太
だ
異
っ
た
畢
詭
が
生
れ
出
で
、
 
 

現
代
の
醐
話
畢
に
新
し
い
一
展
開
奇
兵
へ
た
の
は
、
箕
に
自
然
の
勢
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
 
 
 



政
令
畢
波
は
、
従
妹
の
史
畢
喝
自
然
象
徴
涯
及
び
人
類
畢
派
に
よ
つ
て
唱
導
せ
ら
れ
た
F
神
話
と
は
何
ぞ
や
」
 
 

の
畢
詭
と
は
全
く
、
若
く
は
殆
ん
ど
重
く
異
っ
た
考
方
を
、
紳
苗
の
本
原
的
性
質
及
び
職
能
の
上
に
向
け
る
や
う
に
な
 
 

う
て
ゐ
る
。
而
し
て
這
般
の
新
設
の
提
唱
者
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
吾
人
は
ツ
ル
ボ
ン
ヌ
大
挙
教
授
レ
デ
ィ
・
ブ
 
 

，
ユ
ー
ル
博
士
（
巳
首
ふ
ぎ
已
）
及
び
倫
敦
大
挙
講
師
ブ
：
三
ラ
ク
・
マ
リ
ノ
ク
ス
キ
博
士
（
苧
O
n
詳
毒
害
－
i
n
。
表
k
i
）
 
 

を
奉
げ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
 
 
 

レ
デ
ィ
●
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
は
、
一
千
九
盲
十
年
に
先
つ
「
下
暦
政
令
の
心
理
的
機
能
」
（
訂
0
0
増
昌
象
○
宏
m
e
n
邑
e
辺
d
罠
 
 

－
金
野
i
監
仇
i
n
昏
i
e
彗
且
を
公
に
し
て
、
自
然
民
族
の
心
理
の
絶
楷
的
研
究
と
し
て
、
彼
等
の
垂
心
意
に
関
し
て
あ
 
 

ら
ゆ
る
範
時
の
一
般
的
特
質
を
決
定
す
る
試
み
を
企
て
、
次
い
で
一
千
丸
首
二
十
二
年
に
F
原
始
心
意
性
」
（
訂
呂
？
 
 

n
邑
i
t
か
買
m
i
t
i
且
を
出
し
て
、
自
然
民
族
に
於
け
る
因
果
梓
の
性
質
作
用
を
考
察
し
、
更
に
昨
年
に
至
♭
r
原
始
 
 

塞
魂
』
（
L
、
A
m
e
苫
m
i
t
i
焉
）
を
著
し
て
、
生
命
丁
重
魂
、
人
格
に
対
す
る
自
然
民
族
の
概
念
を
考
察
し
、
進
ん
で
 
 

そ
れ
等
の
概
念
を
通
し
て
、
自
然
民
族
は
自
己
の
個
人
性
を
如
何
七
表
象
し
て
ゐ
る
か
の
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
を
 
 

試
み
て
ゐ
る
。
 
 
 

云
ふ
ま
で
も
な
く
、
レ
ブ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
の
研
究
は
、
自
然
民
族
の
原
始
心
意
を
対
象
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
 
 

特
に
醐
話
を
封
象
と
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
神
話
が
自
然
民
族
の
心
的
産
奥
の
一
つ
で
あ
る
以
上
、
曹
然
 
 

そ
れ
は
氏
の
考
察
範
囲
に
包
嚢
せ
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
 
 

紳
話
墜
め
新
展
開
 
 
 



御
託
畢
の
新
展
開
 
 

二
八
 
 
 

氏
に
従
へ
ば
、
自
然
民
族
の
心
意
を
強
く
支
配
し
て
ゐ
る
も
の
は
集
囲
的
表
象
（
R
童
鼠
掩
n
夏
i
O
∈
合
ヒ
e
註
毒
）
 
 

で
ぁ
る
。
而
し
て
こ
の
表
象
は
、
 
 
 

伸
一
」
定
の
政
令
集
囲
の
全
て
の
成
員
に
共
通
し
て
ゐ
る
こ
と
。
 
 
 

伸
一
世
代
か
ら
他
の
世
代
へ
と
連
摺
的
に
侍
は
る
こ
と
。
 
 
 

明
白
己
凄
個
人
心
に
推
し
っ
け
．
ま
た
対
象
に
対
す
る
戚
傭
を
聯
閑
的
に
個
人
心
に
呼
び
起
す
こ
と
。
 
 

を
そ
の
特
質
と
し
て
ゐ
る
。
而
し
で
自
然
民
族
の
心
意
即
ち
原
始
心
意
に
あ
つ
て
は
、
 
 
 

糾
そ
れ
等
の
表
象
の
聯
結
が
、
論
理
的
法
則
に
徒
は
す
、
周
果
律
を
超
越
し
て
ゐ
る
。
即
ち
前
説
理
的
（
浮
か
厨
i
▲
 
 

宅
e
）
で
あ
る
。
 
 
 

拘
を
れ
等
の
表
象
の
内
容
が
、
舶
互
の
問
に
神
秘
的
な
戚
應
を
持
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
こ
の
油
粕
的
関
係
の
存
在
 
 
 

は
、
集
囲
約
表
象
t
於
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
の
間
七
共
享
分
輿
（
P
邑
i
e
i
p
註
。
n
）
が
行
は
る
る
こ
 
 

と
を
意
味
す
。
レ
ゲ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
は
こ
れ
を
F
共
享
の
法
則
』
（
l
O
i
d
e
句
a
r
t
i
阜
a
t
i
O
n
）
と
名
づ
け
た
。
 
 
 

レ
ゲ
ィ
・
ブ
リ
エ
ー
ル
氏
は
、
原
始
心
意
の
特
質
を
か
く
観
じ
、
而
し
て
こ
の
見
方
を
基
礎
と
し
て
醐
話
に
射
し
た
。
 
 

氏
の
紳
話
畢
詮
の
新
兵
性
、
濁
創
性
は
そ
こ
か
ら
凍
る
。
 
 
 

徒
凍
の
醐
話
挙
が
研
究
の
封
象
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
物
語
と
し
て
の
紳
話
の
形
式
、
内
容
で
あ
つ
た
。
そ
の
理
解
 
 

し
説
明
せ
ん
と
努
む
る
こ
と
ろ
は
、
．
叙
述
の
進
程
、
事
件
の
結
構
、
物
語
の
筋
で
あ
る
。
か
く
て
神
話
の
分
類
は
－
 
 
 



た
と
へ
ば
ラ
ン
グ
氏
の
そ
れ
の
や
う
㌫
語
の
形
式
内
容
を
基
礎
と
す
る
多
く
の
範
噂
に
神
話
姦
配
す
る
こ
と
に
 
 

な
る
。
レ
ブ
ィ
●
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
は
か
う
し
た
見
方
を
排
拒
し
て
、
 
 
 

「
こ
れ
は
、
前
論
理
的
、
神
秘
的
な
心
意
性
が
、
我
々
の
心
意
性
と
は
臭
っ
た
方
位
を
取
る
こ
と
を
怠
る
る
も
の
 
 

（
三
）
 
 

で
あ
る
。
」
 
 

と
な
し
た
。
氏
に
徒
へ
ば
、
原
始
的
心
意
と
錐
も
神
話
の
中
に
述
べ
ら
れ
た
事
件
．
胃
除
、
樽
欒
に
無
頓
着
で
は
な
 
 

い
。
∴
れ
等
が
自
然
民
族
の
興
味
と
喜
悦
と
を
典
へ
る
の
は
事
賓
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
民
族
の
心
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
 
 

す
る
ま
要
な
も
の
は
、
這
般
の
事
件
・
舜
化
－
－
－
レ
ザ
1
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
の
い
は
ゆ
る
紳
話
の
「
正
面
的
内
容
琶
？
 
 

－
－
訂
n
u
p
乳
t
l
－
）
で
は
あ
り
得
な
い
。
彼
等
に
強
く
ア
ッ
ピ
ー
ル
し
て
そ
の
注
意
を
惹
起
し
、
そ
の
情
緒
を
湧
立
禿
せ
 
 

る
も
の
は
、
物
語
の
正
面
的
内
容
を
囲
接
す
る
紳
秘
的
要
素
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
要
素
の
み
が
醐
苗
に
・
そ
の
存
 
 

在
慣
偲
と
政
令
的
重
要
性
と
を
輿
へ
る
。
原
始
心
意
に
於
て
は
、
F
共
享
の
法
則
L
が
優
越
的
な
地
歩
を
占
め
て
ゐ
る
 
 

が
故
に
、
紳
話
は
神
秘
的
賓
在
と
の
共
同
と
い
ふ
甚
だ
強
烈
な
戚
備
に
随
伴
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
胃
険
、
功
業
、
文
化
 
 

的
紳
雄
の
死
と
復
活
等
が
，
紳
話
の
中
に
述
べ
立
て
ら
れ
る
嘩
特
に
聴
衆
に
ア
ッ
ピ
ー
ル
す
る
も
の
は
、
這
般
の
行
 
ヒ
ー
p
－
 
 

点
者
が
火
を
つ
く
ち
若
く
は
玉
萄
黍
を
栽
培
す
る
観
念
等
を
部
族
に
輿
へ
た
と
い
ふ
如
き
事
賓
で
は
い
。
自
分
蓮
が
 
 

現
在
形
成
し
て
ゐ
る
赴
骨
集
圃
と
そ
れ
等
の
行
男
者
を
合
む
過
去
の
政
令
集
囲
と
の
共
享
分
奥
の
戚
じ
、
現
存
の
赴
 
 

骨
集
圏
が
、
神
話
の
語
っ
て
ゐ
る
時
代
に
賓
際
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
戚
じ
、
F
今
在
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
と
F
そ
れ
を
 
 

紳
語
草
の
新
展
開
 
 
 



紳
語
草
の
新
展
陶
 
 

三
〇
 
 

産
み
優
し
た
も
の
L
 

現
れ
る
人
物
が
、
政
令
集
囲
と
無
関
係
な
存
在
で
は
な
く
て
．
「
い
つ
も
金
健
と
し
て
の
そ
れ
の
始
源
で
あ
り
保
持
者
 
 

で
あ
る
や
う
に
、
ま
た
最
も
豊
宮
な
神
秘
カ
の
源
泉
で
ぁ
り
、
更
に
赴
骨
集
囲
そ
の
も
の
の
力
強
い
象
徴
で
あ
る
や
 
 

ぅ
に
特
色
つ
け
ら
れ
で
ゐ
る
と
い
ふ
革
質
は
、
紳
話
が
這
般
の
感
じ
を
本
質
的
な
生
命
と
し
て
ゐ
る
こ
と
を
澄
示
す
 
 

（
田
）
 
 

る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
レ
デ
ィ
・
ブ
タ
ユ
ー
ル
氏
は
か
く
て
▼
 
 
 

「
原
始
心
意
に
と
つ
て
は
、
神
話
は
一
方
で
は
政
令
集
囲
の
諸
々
の
時
期
に
於
け
る
自
己
と
の
連
帯
で
あ
ら
、
他
 
 
 

方
で
は
自
己
を
続
る
諸
存
存
の
集
囲
と
の
連
帯
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
し
て
醐
話
は
†
こ
の
連
帯
戚
を
保
持
し
 
 

（
玉
）
 
 
蟻
興
せ
し
め
る
手
段
で
あ
る
。
」
 
 

と
ま
張
す
る
。
 
 
 

こ
の
主
張
は
、
普
然
従
妹
の
言
語
畢
喝
自
然
象
徴
波
及
び
人
類
畢
涯
の
見
解
に
基
く
挿
話
の
重
要
性
の
順
序
を
 
 

特
例
せ
し
め
る
こ
と
を
預
想
さ
せ
た
。
言
語
畢
茨
及
び
自
然
象
徴
況
の
畢
設
に
よ
れ
ば
▼
醐
話
は
自
然
物
素
及
び
自
 
 

（
六
）
 
然
現
象
の
説
明
的
物
語
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
し
た
。
人
類
畢
況
の
畢
説
に
あ
つ
て
は
、
「
和
語
↑
即
「
自
然
説
明
」
の
 
 

一
掃
的
見
解
か
ら
脱
却
し
て
は
ゐ
る
が
、
然
も
滑
F
自
然
」
に
射
す
る
民
族
の
印
象
経
瞼
を
基
調
と
す
る
醐
話
を
第
 
 

一
義
的
な
も
の
と
な
し
、
「
人
事
」
に
関
す
る
そ
れ
等
は
寧
ろ
之
を
第
二
義
的
な
も
の
と
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
を
否
 
 

定
し
待
な
い
。
然
る
に
レ
デ
ィ
・
ブ
タ
ユ
ー
ル
氏
は
醐
話
の
本
質
職
能
に
節
す
る
如
上
の
新
し
い
見
方
に
基
い
て
、
這
般
 
 
 



の
傾
向
に
僧
伍
特
例
を
輿
へ
た
。
 

氏
に
徒
へ
ば
、
原
始
心
意
に
於
て
重
き
を
な
す
も
の
は
、
諸
観
念
に
内
存
す
る
軸
私
的
要
素
で
あ
つ
て
、
客
観
的
 
 

な
事
象
跡
形
相
で
は
な
い
。
＆
毘
i
昌
は
知
力
の
問
題
で
あ
る
と
い
ふ
意
痍
に
於
て
、
文
化
人
に
は
大
切
で
あ
る
が
、
 
 

自
然
民
族
に
と
つ
て
は
注
意
の
瑠
外
に
落
つ
る
。
原
始
心
意
が
最
も
関
心
す
る
と
こ
ろ
は
、
赴
倉
皇
囲
と
其
の
租
先
 
 

君
く
は
文
化
促
進
者
と
の
連
帯
戚
で
あ
る
。
勒
植
喝
 
日
月
、
星
辰
、
風
雨
、
雷
塞
の
如
き
も
、
こ
の
連
帯
戚
の
洗
 
 

適
宜
早
く
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
始
め
て
意
識
せ
ら
れ
、
√
そ
し
て
意
味
を
持
っ
て
凍
る
。
切
言
す
れ
ば
、
こ
れ
等
の
自
 
 

然
物
素
及
び
自
然
現
象
は
、
知
力
的
対
象
と
し
て
説
明
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
よ
ら
も
I
．
寧
ろ
そ
れ
等
が
社
食
集
 
 

囲
と
共
享
分
奥
の
調
布
的
交
渉
を
轟
つ
と
戚
得
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
始
め
て
自
然
民
族
の
注
意
圏
内
に
入
る
。
 
 

か
く
て
彼
等
に
と
つ
て
は
、
第
l
義
の
神
話
は
社
食
集
園
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
社
食
集
園
の
人
間
的
若
く
 
 

は
宇
和
的
剋
先
や
、
赴
骨
集
囲
の
生
活
の
保
護
若
く
は
そ
の
文
化
室
向
め
る
存
在
が
ま
役
を
潰
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

そ
こ
に
自
然
現
象
や
自
然
物
素
が
顔
を
出
す
と
し
て
も
、
圭
位
に
立
っ
も
の
は
依
然
と
し
て
敢
曾
集
囲
で
あ
か
、
「
自
 
 

然
」
は
こ
れ
と
連
帯
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
れ
に
何
等
か
の
寄
奥
を
な
す
徒
位
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
 
 
 

紳
話
の
ま
要
な
意
義
及
び
政
令
集
囲
に
於
け
る
そ
れ
の
特
質
的
職
能
に
関
す
る
這
簡
の
新
し
い
見
方
は
、
ま
た
若
 
 

干
の
重
要
な
締
結
を
産
み
出
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
そ
れ
等
の
蹄
結
が
ま
た
従
妹
の
軸
詩
畢
訣
と
著
し
く
異
っ
て
ゐ
る
 
 

こ
と
は
嘗
然
で
な
く
て
は
な
ら
屯
。
 
 

絆
革
畢
の
新
展
鏑
 
 
 



神
話
拳
の
新
展
開
 
 

三
｛
一
 
 
 

第
一
に
、
レ
デ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
は
、
人
類
畢
況
の
ぞ
p
旨
釘
…
旦
i
邑
i
く
e
∽
の
成
立
の
可
能
性
に
疑
を
投
げ
か
 
 

け
た
。
人
類
畢
涙
は
、
 
 
 

M
自
然
民
族
と
文
化
民
族
と
は
、
そ
の
心
理
的
、
論
理
的
活
動
の
性
質
を
同
じ
う
し
て
ゐ
る
J
。
 
 

拘
た
だ
前
者
の
そ
れ
が
後
者
の
そ
れ
に
比
し
て
幼
稚
で
ふ
γ
り
非
反
省
的
で
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
 
 

と
い
ふ
見
解
の
下
に
、
神
話
の
奥
義
の
説
明
を
試
み
る
。
従
っ
て
人
類
畢
派
の
畢
徒
－
殊
に
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ラ
ン
グ
 
 

氏
（
A
n
d
r
e
司
訂
n
g
）
に
よ
れ
ば
、
神
話
は
不
合
理
的
要
素
を
内
存
さ
せ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
醐
話
の
解
繹
は
畢
発
す
る
 
 

に
不
合
理
的
要
素
砂
合
理
化
で
あ
る
。
然
る
に
自
然
民
族
と
文
化
民
族
と
は
、
そ
の
心
理
的
、
論
理
的
活
動
の
性
質
 
 

を
同
じ
う
し
て
、
た
だ
そ
の
程
度
を
異
に
し
て
ゐ
る
だ
け
で
あ
少
、
而
し
て
そ
の
程
度
の
差
が
、
神
話
を
産
み
出
し
 
 

セ
自
然
民
族
に
と
つ
て
は
合
理
的
な
も
の
を
、
文
化
人
に
と
つ
て
は
不
合
理
な
も
の
に
威
せ
し
め
る
に
過
ぎ
な
い
故
、
 
 

若
し
文
化
人
に
し
て
現
存
の
自
然
民
族
の
心
的
活
動
を
仔
細
に
考
究
し
、
心
的
程
度
の
ピ
ン
ト
を
あ
は
す
れ
ば
、
紳
 
 

（
七
）
 
 

苗
の
解
澤
詭
明
は
容
易
に
な
る
と
ま
亜
す
る
。
レ
ブ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
は
こ
の
見
賂
を
排
拒
し
て
、
神
話
を
生
む
心
意
 
 

は
、
文
化
人
の
そ
れ
と
は
全
く
臭
っ
た
O
r
i
e
n
t
註
。
n
ノ
を
有
し
、
そ
の
集
圏
的
表
象
は
、
F
共
享
の
法
則
」
を
そ
の
ま
要
 
 

わ
か
 
な
も
の
と
す
る
、
そ
れ
白
煙
の
諸
法
則
主
従
ふ
も
の
で
ぁ
る
が
故
に
、
神
話
の
文
化
人
に
対
す
る
「
陸
す
易
さ
」
そ
 
 

れ
自
身
が
一
の
新
し
い
問
題
と
な
る
と
ま
亜
す
恕
 
 
 

第
二
に
耕
苗
の
流
動
垂
彼
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
レ
デ
ィ
・
ブ
タ
ユ
ー
ル
氏
は
、
人
類
畢
涙
の
そ
れ
と
封
破
約
な
考
方
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を
呈
示
し
て
ゐ
る
。
神
話
は
時
代
の
推
移
、
文
化
の
進
展
と
共
に
、
次
第
に
復
姓
化
し
次
第
に
建
碑
す
る
。
而
し
て
 
 

「
人
心
作
用
の
同
似
」
を
ま
張
す
る
人
類
華
族
は
、
さ
う
し
た
神
話
の
襲
樽
複
雑
化
を
承
認
は
す
る
が
、
そ
れ
に
も
 
 

拘
ら
や
醐
話
の
意
晩
の
把
握
は
．
依
然
と
し
て
可
能
で
あ
る
と
な
す
。
何
故
な
ら
時
代
の
推
移
、
文
化
の
進
展
が
い
 
 

か
に
深
大
で
あ
る
と
し
て
も
、
各
時
代
、
各
文
化
に
於
け
る
民
衆
の
心
理
的
活
動
の
差
は
や
は
り
F
質
」
の
上
の
差
で
 
 

な
く
て
、
「
程
度
J
の
上
の
差
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
レ
デ
ィ
・
ブ
タ
ユ
ー
ル
氏
に
徒
へ
ば
、
時
代
の
推
移
、
文
化
 
 

の
進
展
ほ
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
相
異
る
一
定
の
政
令
類
型
を
産
み
出
す
。
そ
し
て
一
定
の
政
令
類
型
は
、
各
々
お
の
れ
に
 
 

特
有
な
心
意
性
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
は
普
然
、
異
な
れ
る
社
曾
類
型
は
異
な
れ
る
心
意
性
類
型
に
應
じ
て
成
立
し
 
 

て
ゐ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
而
し
て
文
化
民
族
は
今
日
に
至
る
ま
で
に
、
多
く
の
異
っ
た
融
合
類
型
の
階
層
一
ぜ
経
て
 
 

ゐ
る
が
故
に
、
比
較
的
原
蘭
的
な
敢
骨
類
型
の
中
で
螢
生
し
た
神
話
は
、
文
化
人
の
耳
目
に
観
れ
る
に
至
る
ま
で
に
．
 
 

多
く
の
臭
っ
た
心
意
性
の
た
め
に
大
き
な
慶
化
を
蒙
っ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
吾
人
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
の
統
合
類
 
 

型
に
特
有
な
心
意
性
－
そ
れ
は
吾
人
の
心
意
牲
と
質
的
に
異
っ
て
ゐ
る
ー
の
抱
起
的
作
用
に
正
確
に
追
随
し
理
解
す
 
 

る
こ
と
が
殆
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
か
う
し
た
舜
化
を
受
け
た
醐
諸
に
射
し
て
、
そ
の
舜
特
進
展
の
跡
を
辿
 
 

り
、
既
に
失
は
れ
セ
成
案
を
見
出
し
、
徐
々
に
附
著
し
た
誤
れ
る
概
念
を
正
す
こ
と
は
、
殆
ん
ど
可
能
以
上
の
も
の
 
 

（
九
）
 
 

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
云
ふ
。
 
 
 

か
く
の
如
く
し
て
、
レ
ブ
ィ
・
ブ
タ
ユ
ー
ル
氏
は
、
従
妹
の
紳
話
挙
が
認
識
し
へ
甘
か
っ
た
紳
話
の
政
令
文
化
的
職
能
を
 
 

鱒
語
草
の
新
展
開
 
 
 



三
田
 
 

神
話
畢
の
新
展
開
 
 

新
た
に
馨
見
し
、
而
し
て
そ
の
蹄
趨
と
し
て
神
話
の
本
質
、
重
要
性
の
関
係
、
意
義
解
秤
の
難
易
等
の
諸
問
題
に
関
 
 

し
て
、
多
く
の
猫
創
的
生
面
を
展
開
さ
せ
た
。
こ
れ
賓
に
神
話
畢
に
対
す
る
大
き
な
貢
献
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
 
 

t
か
し
一
面
か
ら
見
る
と
、
氏
の
研
究
法
や
、
そ
れ
に
よ
つ
て
到
達
し
た
断
集
に
射
し
て
は
、
可
な
り
異
論
が
多
 
 

い
。
†
－
セ
ル
・
モ
ー
ス
氏
（
試
買
C
e
－
試
S
且
が
既
に
指
斥
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
レ
ブ
ィ
・
ブ
タ
ユ
ー
ル
氏
は
、
自
然
民
 
 

族
の
心
意
に
於
け
る
各
範
噂
の
考
究
か
ら
始
め
な
い
で
、
い
き
な
り
垂
心
意
に
亘
っ
て
あ
ら
ゆ
る
範
時
の
一
般
的
職
 
 

質
を
論
決
し
ょ
う
と
し
た
。
斯
て
氏
の
断
定
は
、
精
々
危
ふ
き
概
括
観
に
唆
し
、
精
々
濃
厚
な
形
而
上
畢
的
臭
味
を
 
 

ホ
ワ
ッ
ト
 
 

ハ
ウ
 
帯
び
ざ
る
を
待
往
か
っ
た
。
氏
の
研
究
法
に
、
F
原
始
人
が
い
か
に
反
應
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
と
．
何
に
反
應
す
る
か
 
 

と
い
ふ
こ
と
と
の
混
同
』
を
見
た
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
氏
（
句
・
C
・
出
ぎ
ユ
l
e
t
t
）
の
批
難
、
氏
の
原
始
的
心
意
性
の
解
繹
に
於
 
 

て
一
特
徴
を
な
す
前
論
理
説
（
勺
r
空
風
s
m
e
）
の
成
立
を
疑
っ
た
ル
ロ
ワ
氏
（
○
】
i
≦
．
e
r
I
J
e
r
。
ユ
や
ア
リ
エ
ー
氏
（
R
・
 
 

琶
已
A
－
1
i
e
r
）
の
反
対
論
は
、
か
う
し
た
と
こ
ろ
か
ら
起
っ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
氏
の
新
し
い
神
話
畢
詭
は
、
氏
が
観
じ
 
 

た
原
始
的
心
意
性
の
特
徴
を
基
礎
と
し
て
ゐ
る
推
断
で
あ
る
こ
と
が
多
く
て
、
事
賓
か
ら
の
締
約
で
あ
る
こ
と
が
甚
 
 

だ
少
ぢ
い
か
ら
、
氏
自
身
の
言
葉
を
用
ふ
る
な
ら
、
 
 
 

『
も
し
自
然
界
に
於
け
る
多
く
の
存
在
や
事
物
の
知
魔
が
、
原
始
政
令
の
心
意
性
に
と
つ
て
全
然
調
和
的
で
あ
る
 
 

（
】
0
）
 
 
 
と
す
る
な
ら
ば
、
神
話
に
於
け
る
同
一
の
存
在
や
事
物
の
詮
表
も
亦
同
じ
く
神
秘
的
で
あ
る
で
は
な
か
ら
う
か
」
 
 

と
い
ふ
推
測
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
か
ら
、
も
し
原
始
的
心
意
性
の
一
般
的
特
質
に
関
す
る
氏
の
断
塞
が
多
少
と
も
不
 
 
 



確
賓
で
み
れ
ば
、
氏
の
神
話
畢
読
も
或
る
程
度
よ
で
動
揺
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
且
っ
ま
た
氏
の
学
説
の
功
 
 

績
は
、
多
く
は
滑
極
的
で
あ
つ
て
、
積
極
的
で
は
な
い
。
徒
死
の
神
話
畢
が
隋
つ
た
、
若
く
は
陥
り
易
い
若
干
の
組
 
 

織
的
な
迷
誤
を
避
け
し
め
る
鮎
1
即
ち
徒
凍
の
神
話
の
分
類
が
、
ま
た
紳
話
の
解
粋
が
成
立
し
難
い
所
以
を
指
摘
し
 
 

た
鮎
で
は
功
績
が
ぁ
る
と
し
て
も
、
氏
自
身
が
告
白
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
積
極
的
に
従
凍
の
方
法
に
代
っ
て
、
紳
話
 
 

を
粥
e
n
e
r
P
に
m
p
軋
e
s
に
分
類
す
る
原
理
を
輿
へ
て
ゐ
な
い
。
ま
た
紳
話
の
意
義
を
解
辞
す
る
正
酪
な
方
法
を
呈
示
 
 

プ
ラ
ス
 

二
こ
 
 

す
る
こ
と
も
な
く
、
更
に
ま
た
神
話
と
宗
教
的
儀
式
と
の
関
係
に
も
正
的
な
光
明
を
投
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
∵
に
 
 

吾
人
の
氏
の
学
説
に
対
す
る
少
な
か
ら
ぬ
不
満
が
存
す
る
。
 
 

紳
話
と
こ
れ
を
産
み
出
し
た
政
令
集
囲
と
の
問
の
有
機
的
共
享
的
関
係
車
高
調
し
．
神
話
を
目
し
て
賓
生
活
の
固
 
 

蒲
な
遂
行
と
無
関
係
な
『
慰
み
も
の
』
と
な
し
た
見
方
を
打
破
し
、
神
話
の
職
能
に
新
し
い
意
義
を
見
出
さ
う
と
す
 
 

る
傾
向
は
、
現
代
神
話
畢
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
這
般
の
傾
向
の
代
表
者
と
し
て
レ
デ
ィ
・
ブ
リ
エ
ー
ル
氏
を
奉
げ
た
 
 

自
分
は
、
更
に
ブ
ロ
エ
ス
テ
ク
・
マ
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
に
限
を
向
け
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
両
氏
の
畢
読
に
は
、
顕
著
な
同
 
 

似
性
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
同
時
に
、
傲
妙
な
差
別
牲
が
潜
ん
で
ゐ
る
。
両
者
を
仔
細
に
比
較
討
検
す
る
こ
と
は
、
や
が
 
 

ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
 
 

て
両
者
を
よ
り
よ
く
埋
骨
す
る
こ
と
と
肯
で
り
、
従
っ
て
ま
た
神
話
の
現
代
的
趨
向
を
よ
ら
明
確
に
摘
む
こ
と
と
な
る
。
 
 
 

†
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
の
新
し
い
神
話
学
説
は
、
一
千
九
百
二
十
六
年
に
発
表
せ
ら
れ
た
『
原
始
心
理
に
於
け
る
神
話
」
 
 

（
－
二
）
 
 

（
己
y
臣
i
n
㌘
i
m
i
賢
1
e
対
頂
0
ざ
○
－
○
喝
）
に
集
積
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 
 

牌
桔
畢
の
新
展
開
 
 
 



三
六
 
 
 

神
話
畢
の
新
展
開
 
 

レ
デ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
が
、
自
然
象
徴
喝
人
類
学
派
の
畢
詭
に
抗
零
し
た
や
う
に
、
マ
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
も
、
エ
ー
 
 

レ
ン
ラ
イ
ヒ
（
E
h
r
e
n
r
e
㌢
）
、
ジ
ー
ケ
（
S
i
男
k
e
）
、
ウ
イ
ン
ク
ラ
ー
（
ヨ
ロ
詮
e
r
）
、
フ
ロ
ペ
ニ
ク
ス
（
セ
⊇
b
e
n
i
u
仇
）
等
 
 

（
一
三
）
 
に
よ
つ
て
支
持
せ
ら
れ
て
ゐ
る
自
然
象
徴
説
及
び
人
類
畢
派
の
諸
畢
詭
中
の
或
る
部
分
を
否
定
し
て
、
彼
等
が
見
な
 
 

か
つ
た
新
兵
な
或
る
カ
を
紳
諸
に
見
出
さ
う
と
努
め
て
ゐ
る
。
 
 
 

†
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
の
観
る
と
こ
ろ
で
ば
、
自
然
象
徴
派
は
紳
話
を
目
し
て
、
自
然
現
象
の
ユ
ー
ぢ
乳
i
：
e
n
d
e
r
i
n
g
 
 

と
な
し
、
人
類
畢
況
は
神
話
を
解
し
て
、
自
然
現
象
の
説
明
－
脱
胎
科
畢
の
一
種
と
な
す
。
氏
は
這
般
の
畢
説
を
駁
 
 

屈
し
て
、
 
 

F
こ
れ
等
の
心
的
患
度
は
何
れ
も
原
始
文
化
に
於
て
目
立
っ
た
役
を
演
じ
て
ゐ
な
い
。
両
者
は
何
れ
も
原
始
的
 
 

（
一
四
）
 
 
 

な
紳
話
の
形
相
、
そ
れ
等
の
社
食
的
関
係
若
く
は
文
化
的
職
能
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
水
ぬ
。
』
 
 

と
な
す
。
氏
に
徒
へ
ば
、
原
始
人
は
甚
だ
局
限
せ
ら
れ
た
程
度
に
於
て
の
み
自
然
に
対
し
て
純
然
た
る
轟
術
的
若
く
 
 

は
科
畢
的
興
味
を
持
つ
。
か
く
て
彼
等
の
観
念
及
び
神
話
に
は
召
然
」
の
轟
術
的
象
徴
ま
義
若
く
は
科
挙
的
許
明
 
 

ヤ
 
ま
義
を
容
る
る
除
地
が
殆
ん
ど
な
い
。
我
々
が
神
話
に
見
出
す
と
こ
ろ
の
人
物
及
び
存
在
は
、
物
語
の
表
面
に
現
れ
 
 

て
ゐ
る
が
倭
の
人
物
及
び
存
在
で
あ
つ
て
、
隠
れ
た
る
諸
賓
在
の
象
徴
で
も
な
く
、
ま
た
物
語
の
説
明
的
職
分
を
ま
 
 

（
一
五
）
 
求
し
ょ
う
と
し
て
も
ゐ
な
い
。
 
 
 

そ
れ
な
ら
ば
紳
話
の
本
質
は
何
で
あ
る
か
。
マ
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
一
新
創
見
を
呈
示
し
て
ゐ
 
 

●   



る
。
日
イ
、
野
蟹
な
集
囲
社
食
に
於
て
は
、
即
ち
神
話
が
原
始
的
な
、
生
き
た
姿
で
存
し
て
ゐ
る
限
り
で
は
、
そ
れ
 
 

は
、
単
な
る
物
語
で
は
な
く
て
、
生
き
た
賓
在
で
あ
る
。
太
初
に
嘗
て
生
起
し
て
、
そ
の
後
絶
績
的
に
世
界
と
人
類
 
 

と
の
運
命
に
作
用
し
て
ゐ
る
と
信
せ
ら
れ
る
生
き
た
賓
在
で
あ
る
。
自
然
民
族
に
は
、
自
己
の
現
存
の
賓
在
敢
骨
の
 
 

ヽ
ヽ
 

ヽ
ヽ
 
 

源
頭
と
し
て
、
よ
り
大
き
な
、
よ
り
剖
切
な
太
初
的
賓
在
の
世
界
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
し
て
 
 
 

印
そ
の
太
初
的
賞
在
世
界
は
現
在
の
生
活
運
命
諸
活
動
を
供
給
し
 
 

モ
ー
チ
ブ
 
 
印
そ
の
世
界
を
知
る
こ
と
が
、
現
在
の
赴
骨
に
於
け
る
祭
儀
的
、
道
徳
的
、
政
令
的
行
動
の
契
機
を
輿
へ
、
・
ま
た
 
 

こ
れ
等
の
行
動
を
い
か
に
行
ふ
か
の
指
固
を
輿
へ
る
。
 
 

と
信
じ
て
ゐ
る
。
紳
話
と
は
か
ぅ
い
ふ
意
奴
に
於
け
る
太
初
的
賓
在
任
の
記
述
で
あ
る
。
か
く
て
現
存
の
祭
儀
、
慣
 
 

習
、
道
徳
的
法
則
、
赦
骨
組
織
は
、
神
話
に
記
述
さ
れ
た
太
初
的
世
界
の
諸
々
の
出
水
事
の
そ
れ
ぞ
れ
の
後
代
的
屋
 
 

（
一
六
）
 
果
で
あ
♭
、
「
神
話
は
こ
れ
等
の
文
化
的
諸
現
象
を
生
起
せ
し
め
た
奥
の
原
因
で
あ
る
』
と
信
せ
ら
れ
た
。
 
 
 

そ
れ
な
ら
ば
、
†
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
は
紳
話
を
目
し
て
一
種
の
歴
史
で
あ
る
と
な
し
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。
吾
人
は
 
 

之
に
対
し
て
育
と
答
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
氏
が
リ
グ
ァ
ス
氏
（
R
i
く
e
r
∽
）
等
に
よ
つ
て
代
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
 
 

醐
話
畢
上
の
歴
史
畢
説
を
否
定
し
て
、
 
 

「
自
然
的
環
境
と
同
じ
く
、
歴
史
が
あ
ら
ゆ
る
文
化
的
産
物
－
従
っ
て
ま
た
神
話
に
深
大
な
印
象
を
残
し
た
こ
 
 

（
一
七
）
 
 
と
は
拒
み
得
な
い
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
醐
話
憶
系
を
単
な
る
年
代
記
と
な
す
こ
と
は
、
正
し
い
考
方
で
は
な
い
。
」
 
 

紳
語
草
¢
新
展
由
 
 
 

●  



三
八
 
 

紳
話
撃
¢
新
展
瀾
 
 

と
な
し
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
容
易
に
推
知
せ
ら
れ
る
。
尤
も
氏
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
の
－
太
初
的
貰
在
世
界
の
記
述
と
 
 

し
て
押
詰
は
．
歴
史
と
ど
う
違
っ
て
ゐ
る
か
に
つ
き
て
は
▼
 
氏
は
明
確
な
説
明
を
輿
へ
て
ゐ
な
い
。
し
か
し
氏
の
諭
 
 

旨
か
ら
推
し
て
行
け
ば
、
神
話
の
内
容
は
、
史
学
派
の
解
す
る
や
う
な
客
観
的
史
的
事
賓
で
は
な
く
て
、
自
然
民
族
 
 

の
ま
救
助
な
考
方
に
基
く
史
的
事
賓
で
あ
る
。
だ
か
ら
自
然
民
族
に
と
つ
て
は
史
的
事
賓
と
思
は
れ
て
も
．
文
化
人
 
 

の
目
か
ち
見
れ
ば
、
．
F
か
く
め
る
べ
し
』
と
い
ふ
理
想
的
な
事
柄
と
、
『
か
く
か
く
で
あ
ら
う
』
と
い
ふ
想
像
的
な
事
柄
 
 

と
が
、
若
干
の
客
観
的
史
賓
と
混
融
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
は
、
そ
の
意
味
で
史
畢
派
 
 

の
見
方
に
於
け
る
歴
史
で
は
な
い
と
考
へ
た
の
で
ぁ
ら
う
。
 
 

†
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
は
、
紳
話
の
本
質
に
つ
き
て
上
述
の
や
う
な
見
解
を
抱
き
、
而
し
て
こ
れ
を
賓
澄
す
る
た
め
に
、
 
 

ミ
ー
ギ
ア
ナ
の
北
東
に
括
る
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
（
曽
。
b
r
i
a
n
d
I
㌢
邑
彷
）
の
民
間
信
仰
を
奉
げ
て
ゐ
る
。
氏
の
 
 

言
ふ
と
こ
ろ
に
徒
へ
ば
∵
島
民
は
そ
の
有
す
る
説
話
に
三
つ
の
異
な
る
稀
呼
を
輿
へ
て
ゐ
る
。
ク
ク
ワ
ネ
ブ
入
内
u
甘
・
 
 

吾
n
e
b
u
）
、
リ
ブ
ウ
ォ
ダ
ウ
ォ
（
l
i
b
w
品
ヨ
）
、
及
び
リ
リ
ク
（
≡
i
エ
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
一
は
茫
古
∴
㌘
】
袋
で
、
一
日
の
 
 

う
ち
若
く
は
季
節
の
折
々
の
画
欒
の
興
味
を
添
へ
る
た
め
に
語
ら
れ
る
も
の
、
即
ち
一
種
の
邑
。
『
薫
i
a
b
i
－
i
t
y
で
 
 

あ
り
．
第
二
は
侍
詭
に
普
り
、
民
衆
に
ユ
っ
て
経
験
せ
ら
れ
、
若
く
は
経
験
せ
ら
れ
た
と
信
せ
ら
れ
る
異
常
な
現
賓
 
 

の
記
述
で
あ
る
。
之
に
対
し
て
軸
諸
に
普
る
．
と
こ
ろ
の
夢
二
は
、
政
令
的
律
法
、
泡
徳
的
規
定
．
祭
儀
等
が
、
そ
の
 
 

正
常
さ
の
是
認
を
要
求
す
る
と
き
．
そ
れ
等
の
も
の
の
舌
さ
と
神
聖
さ
と
賓
在
性
と
を
保
記
す
る
た
め
に
語
ら
れ
る
 
 
 



の
が
常
で
あ
る
。
即
ち
ト
・
ロ
ブ
リ
ア
ソ
ド
島
民
の
間
に
ぁ
つ
て
は
、
民
讃
が
娯
楽
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
侍
説
が
 
 

驚
i
已
a
m
b
i
t
i
O
n
．
を
満
足
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
神
話
は
、
曹
に
眞
賓
な
も
の
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
 
 

（
一
人
）
 
醐
重
な
も
の
と
し
て
、
高
度
に
重
要
な
文
化
的
役
割
を
演
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

マ
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
は
こ
の
事
貫
か
ら
推
し
て
、
神
話
に
対
し
て
今
ま
で
の
畢
徒
が
知
ら
な
か
っ
た
薪
職
能
を
見
出
 
 

ー
 
 

し
た
。
即
ち
氏
に
徒
へ
ば
、
紳
諮
は
、
敢
骨
集
囲
に
於
け
る
あ
ら
ゆ
る
文
化
事
象
の
保
澄
で
あ
り
e
h
邑
e
r
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
は
盛
徳
梓
を
擁
護
し
強
健
に
し
、
政
令
制
度
．
風
習
、
儀
式
の
合
宜
性
を
裏
書
し
、
集
圏
生
活
を
指
導
す
る
賓
際
 
 

的
法
則
で
あ
る
。
か
く
て
紳
話
は
知
力
的
説
明
で
も
な
く
、
垂
術
的
な
i
m
a
g
e
r
当
で
も
な
い
。
単
な
る
閑
散
的
輿
奴
 
 

の
造
兵
や
作
焉
的
な
叙
述
で
は
滑
吏
無
い
。
そ
れ
は
人
類
文
化
の
さ
已
i
長
r
e
d
i
e
n
t
で
あ
ゎ
、
賓
用
的
賓
践
的
性
質
 
 

に
飽
満
し
た
、
．
重
要
な
文
化
カ
で
通
る
。
神
話
が
集
囲
生
活
文
化
の
保
澄
で
あ
，
り
先
行
で
あ
♭
㌢
r
t
e
r
で
あ
る
ニ
 
 
 

と
は
、
．
何
か
瀕
し
い
事
象
が
生
起
し
て
、
神
話
の
j
邑
i
許
註
〇
・
・
の
基
礎
が
侵
害
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
場
合
、
神
 
 

話
の
構
成
内
容
が
荘
ち
に
そ
れ
等
の
満
車
象
に
対
し
て
順
應
を
試
み
、
そ
の
再
調
整
に
よ
つ
て
、
保
澄
券
で
ぁ
る
役
 
 

（
九
二
）
 
目
の
行
使
を
拝
績
す
ろ
に
不
都
合
な
か
ら
し
め
よ
う
と
す
る
現
象
か
ら
見
て
明
白
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
の
如
く
し
て
マ
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
の
紳
話
畢
詭
は
、
レ
デ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
の
そ
れ
と
微
妙
な
同
似
と
差
異
j
を
 
 

含
ん
で
ゐ
る
。
即
ち
、
 
 
 

印
南
着
と
も
、
紳
話
を
赦
曾
生
清
文
化
か
ら
遊
離
さ
せ
て
考
へ
易
い
従
来
の
傾
向
を
排
拒
し
て
 
こ
れ
に
映
く
可
 
 

紳
話
畢
の
紳
展
開
 
 
 



紳
帯
革
の
新
展
開
 
 

四
q
 

ら
ざ
る
活
力
と
考
へ
た
。
し
か
し
レ
デ
ィ
・
ブ
リ
エ
ー
ル
氏
が
、
過
去
の
生
活
文
化
と
現
在
の
そ
れ
と
の
連
帯
威
及
 
 
 

び
外
的
自
然
と
そ
れ
に
園
続
せ
ら
る
る
政
令
生
活
と
の
連
帯
戚
を
保
持
し
焼
興
せ
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
に
、
神
 
 
 

話
の
活
力
を
認
め
た
の
に
対
し
て
、
マ
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
は
、
太
初
的
賓
在
の
正
常
割
切
な
出
水
事
と
し
て
、
現
在
 
 
 

の
政
令
生
活
文
化
の
各
宜
性
に
対
す
る
是
認
カ
、
保
澄
カ
を
な
す
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
神
話
の
活
力
を
認
め
る
。
 
 

関
南
氏
と
も
に
、
細
藷
の
存
在
と
作
用
と
が
、
単
に
物
語
を
話
す
と
い
ふ
行
男
を
超
越
し
て
、
現
賓
生
活
の
動
き
 
 
 

を
支
配
す
る
こ
と
を
ま
萌
す
る
。
し
か
し
レ
デ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
は
、
そ
の
支
配
を
主
と
し
て
神
秘
的
心
意
を
通
 
 
 

し
て
の
支
配
と
な
す
に
射
し
、
マ
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
は
．
こ
れ
を
賓
用
的
若
く
は
賓
践
的
な
戚
情
意
欲
を
通
し
て
 
 
 

の
支
配
と
な
す
。
 
 

関
南
者
と
も
探
求
好
奇
の
如
き
知
力
の
自
然
現
象
に
対
す
る
活
動
を
醐
謡
に
於
け
る
第
二
義
的
な
も
の
と
見
る
。
 
 
 

し
か
し
F
自
然
」
が
神
話
に
誘
導
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
る
機
縁
に
関
し
て
は
、
雨
着
の
考
方
が
異
っ
て
ゐ
る
。
 
 
 

レ
デ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ト
ル
氏
は
、
原
始
人
が
過
去
の
政
令
集
囲
と
同
じ
く
自
然
も
亦
現
在
の
政
令
集
囲
と
神
秘
的
に
共
 
 
 

享
分
輿
し
て
ゐ
る
と
成
待
す
る
と
こ
ろ
に
、
自
然
が
神
話
に
入
り
凍
る
横
線
が
存
す
る
と
な
す
。
之
に
反
し
て
 
 
 

マ
リ
ー
ク
ス
キ
氏
に
よ
れ
ば
、
自
然
が
神
話
と
結
び
つ
く
た
め
に
は
、
⊥
一
個
の
連
鎖
が
要
求
せ
ら
れ
る
。
 
 
 

車
外
的
世
界
の
或
る
形
相
が
人
間
生
活
に
或
る
利
啓
開
係
を
持
つ
と
い
ふ
こ
と
の
戚
待
q
 
（
 
 

－
（
二
〇
）
 
 
 
ロ
或
る
自
然
現
象
の
合
理
的
及
び
経
験
的
支
配
を
呪
術
に
よ
つ
て
補
足
し
ょ
う
と
す
る
要
求
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
 
 
 



ノ
 
 
 

が
こ
れ
で
み
る
。
帥
ち
レ
ブ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
氏
に
あ
つ
て
は
、
横
線
は
避
寒
用
的
で
ぁ
り
－
非
目
的
約
で
あ
る
に
 
 
 

反
し
、
マ
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
が
賓
用
的
で
あ
∵
り
目
的
的
で
あ
る
。
 
 
 

か
く
の
如
く
し
て
両
氏
の
畢
訣
は
微
妙
な
同
似
と
差
異
と
を
似
て
粕
並
行
し
、
ま
た
細
管
馳
し
っ
つ
、
神
話
の
本
 
 

質
観
及
び
職
能
観
に
於
て
、
現
代
紳
話
畢
界
に
多
く
の
新
し
き
親
野
を
開
拓
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

ー
 
 

し
か
し
自
然
は
飛
躍
を
許
さ
ぬ
。
†
リ
ノ
ク
ス
曹
氏
の
畢
訣
の
新
味
も
何
等
の
先
行
畢
詭
が
無
い
と
い
ふ
意
味
で
 
 

の
新
味
で
は
な
い
。
心
理
尊
者
に
あ
つ
て
は
ブ
ン
ト
氏
の
如
き
、
敢
曾
尊
者
に
あ
つ
て
は
デ
ュ
ル
ケ
イ
ム
、
ユ
ベ
ル
、
 
 

各
－
ス
氏
の
如
き
人
類
畢
者
に
ぁ
つ
て
は
フ
レ
ー
ザ
ー
、
ク
ワ
ー
レ
ー
氏
の
如
き
・
更
に
古
典
畢
者
に
あ
つ
て
は
ジ
 
 

ェ
ー
ン
・
で
リ
ソ
ソ
女
史
の
如
き
∵
み
な
多
少
と
も
祉
曾
構
成
の
諸
々
の
n
毒
血
と
神
話
と
の
有
機
的
関
係
を
認
容
 
 

し
て
ゐ
る
。
†
リ
ノ
ク
ス
キ
氏
の
畢
詮
は
、
こ
れ
等
の
畢
徒
1
氏
自
身
が
云
ふ
や
う
に
殊
に
フ
レ
ー
ザ
ー
氏
の
畢
説
 
 

ヽ
ヽ
 
を
承
け
て
、
更
に
よ
く
這
般
の
関
係
を
賓
存
し
、
ま
た
神
話
に
関
す
る
政
令
畢
的
畢
誼
を
よ
り
正
確
に
し
明
療
に
し
 
 

組
織
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
そ
の
存
在
の
理
由
と
僧
位
と
が
存
し
て
ゐ
る
。
た
だ
し
自
分
の
見
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
 
 

ば
、
多
少
の
遺
憾
が
無
い
で
は
な
い
。
即
ち
、
 
 
 

川
氏
の
い
は
ゆ
る
太
初
的
賓
在
世
界
の
記
述
と
し
て
の
紳
話
と
．
従
来
の
史
畢
派
の
い
は
ゆ
る
歴
史
と
し
て
の
挿
 
 
 

話
と
の
本
質
的
差
異
が
、
氏
に
よ
つ
て
明
か
に
せ
ら
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
。
 
 
 

閂
氏
の
畢
詮
の
異
質
性
を
裏
書
す
る
澄
徴
資
料
が
甚
だ
稀
少
で
あ
つ
て
、
殆
ん
ど
す
べ
て
が
単
な
る
ま
張
で
あ
る
 
 

紳
語
草
り
漸
展
馳
 
 
 



四
二
 
 
 

醐
話
孝
め
新
展
開
 
 

こ
と
。
氏
は
自
己
の
畢
蘭
を
組
立
て
る
澄
磯
資
料
と
し
て
，
単
に
ト
七
ブ
リ
ア
ン
ド
諸
島
の
紳
話
の
み
を
探
っ
 
 
 

て
ゐ
る
。
か
く
て
氏
は
、
 
 

）
 
 
 
り
他
の
地
方
、
他
の
民
族
の
押
詰
も
亦
ト
・
ロ
ブ
，
ア
ン
ド
諸
島
の
そ
れ
の
や
う
な
性
質
職
能
を
嘗
際
に
有
し
 
 

て
ゐ
る
こ
と
々
明
か
に
す
る
義
務
を
有
す
。
 
 

l
／
 
 
 
中
細
詩
が
文
化
カ
で
な
べ
て
、
単
に
社
交
的
輿
昧
の
具
と
し
て
存
在
し
て
ゐ
る
地
方
が
ぁ
る
と
な
し
て
ゐ
る
 
 

（
 
 

人
類
畢
派
－
殊
に
ラ
ン
グ
氏
が
寧
不
t
た
神
話
を
討
検
し
て
．
そ
の
食
ら
ざ
る
こ
と
を
澄
示
し
な
く
て
は
 
 

な
ら
ぬ
。
 
 三

 
 

醐
話
畢
の
目
贋
⊥
い
新
展
開
と
t
て
、
近
時
斯
界
の
腔
目
の
」
中
心
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
は
、
精
油
分
析
畢
況
が
 
 

唱
導
七
始
め
た
警
抜
庚
異
な
紳
語
草
詭
と
醐
話
解
粋
法
と
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
 
 
 

今
か
ら
約
三
十
年
前
に
ウ
イ
ン
大
畢
の
精
醐
病
準
教
授
ジ
グ
ム
ソ
ド
・
フ
Ⅴ
イ
ド
博
士
（
冒
・
S
i
g
m
已
乙
】
肯
e
u
d
）
 
 

が
∵
ヒ
・
そ
グ
リ
ー
の
一
新
療
法
に
関
す
る
論
文
を
あ
に
し
、
清
い
て
精
神
分
析
畢
（
P
唱
C
l
亨
A
l
l
そ
s
e
）
と
耕
す
る
薪
 
 

心
理
畢
を
蘭
立
し
た
こ
｛
は
、
人
の
迂
く
知
牒
と
こ
ろ
で
あ
る
。
畢
界
は
そ
の
語
草
説
の
奇
異
な
の
に
一
時
失
心
状
 
 

憩
に
陥
っ
た
。
し
か
し
そ
の
奴
騒
か
ら
放
す
る
と
、
争
う
て
同
氏
の
学
説
を
祖
述
し
敷
街
す
る
や
う
に
な
つ
て
、
今
 
 
 



日
で
ほ
萬
国
分
析
拳
骨
が
設
 

て
ゐ
る
。
I
n
t
e
r
】
l
註
O
n
已
e
N
乱
t
s
e
h
r
i
詳
首
謀
y
e
h
ぎ
n
a
－
y
給
 
の
如
き
、
I
n
訂
r
｝
邑
i
昌
已
e
 
P
薫
C
l
－
O
a
n
そ
t
i
s
。
h
e
 
B
i
b
－
i
O
 
 

t
F
c
k
の
如
き
．
は
た
H
n
－
導
や
憎
唱
e
b
e
の
如
き
∵
れ
で
あ
る
。
 
 
 

精
細
分
析
拳
は
、
本
務
精
神
病
的
心
理
、
性
慾
心
理
を
研
究
対
象
と
す
る
科
畢
で
あ
つ
た
。
然
る
に
斯
畢
の
研
究
 
 

者
は
、
精
刷
廟
が
一
方
に
於
て
人
類
の
心
的
産
物
で
あ
る
垂
術
、
宗
致
、
常
畢
等
と
顕
著
な
C
∃
。
蔓
）
n
d
。
n
。
。
を
示
 
 

す
こ
J
を
認
容
し
、
 
 
 

F
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
萄
術
的
創
造
の
戯
書
モ
あ
♭
、
強
迫
神
経
病
は
宗
教
の
戯
書
で
あ
ト
、
偏
執
狂
は
哲
畢
憶
系
の
 
 

（
ニ
ー
）
 
 
戯
喜
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
。
』
 
 

と
し
て
、
而
し
て
這
般
の
C
ヨ
凛
。
・
－
d
e
－
誇
の
存
在
を
根
接
と
し
て
、
精
神
分
析
畢
の
も
ろ
も
ろ
の
畢
詭
を
提
げ
て
、
 
 

轟
術
、
哲
畢
、
宗
傲
、
神
話
等
の
研
究
解
滞
に
ま
で
進
出
し
て
凍
た
。
か
く
の
如
く
し
て
紳
諮
畢
界
に
精
油
分
析
学
 
 

泥
な
る
新
し
い
一
挙
涯
が
生
弟
た
。
 
 
 

細
分
析
華
族
の
ま
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
ノ
 
 
 

M
人
間
は
幼
時
か
ら
さ
ま
 

拘
し
か
し
そ
れ
等
の
性
的
願
望
は
、
道
徳
、
律
法
、
風
習
．
政
令
制
度
等
の
た
め
に
監
視
抑
制
せ
ら
れ
て
、
自
 
 

由
な
螢
現
を
な
す
こ
と
が
出
水
ぬ
。
こ
れ
を
抑
贋
作
用
（
雲
r
d
r
旨
g
u
n
g
）
と
名
づ
く
る
。
 
 

紳
話
撃
の
新
展
開
 
 

四
三
 
 
 



御
許
拳
の
新
展
開
 
 

西
田
 
 

拘
抑
僅
作
用
を
受
け
た
性
慾
衝
動
的
な
願
望
は
、
外
的
登
出
を
阻
止
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
無
意
識
界
に
沈
下
し
 
 

堆
積
し
て
、
づ
ま
ざ
ま
の
性
的
錯
綜
（
d
e
r
s
e
誓
e
－
－
。
声
音
色
謁
Y
l
古
自
己
陶
酔
錯
綜
」
（
欝
r
乱
撃
声
房
∴
四
？
 
 
 

m
甘
且
、
男
根
羨
望
（
宮
n
i
莞
i
d
）
、
「
軽
水
錯
綜
』
（
呂
岩
t
r
u
註
○
房
k
O
m
p
l
e
且
、
「
陰
董
割
除
錯
綜
』
（
内
邑
r
註
？
 
 
 

日
計
O
m
p
－
e
旦
「
モ
ア
イ
ブ
ス
錯
綜
」
（
○
乱
i
p
u
s
只
○
琶
p
－
e
且
等
を
生
す
る
。
 
 

拘
こ
れ
等
の
無
意
識
的
性
的
錯
綜
は
永
久
に
無
意
識
界
に
生
き
繚
け
、
抑
贋
作
用
が
政
派
す
る
に
至
る
と
、
表
 
 
 

面
に
顕
現
し
て
凍
る
。
 
 

何
抑
贋
作
用
の
映
漏
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
は
、
種
々
あ
る
が
、
そ
の
ま
要
な
も
の
は
、
睡
眠
の
世
界
と
物
語
の
世
 
 
 

界
と
で
あ
る
。
か
く
て
性
的
錯
綜
が
睡
眠
の
世
界
に
浮
び
出
で
た
も
の
が
夢
で
あ
り
、
物
語
の
世
界
に
浮
び
 
 
 

出
た
も
の
の
一
種
が
神
話
で
ぁ
る
。
 
 

何
故
に
無
意
識
界
に
沈
下
す
る
性
的
錯
綜
は
、
夢
及
び
神
話
の
潜
在
的
内
容
（
－
註
n
t
e
学
芸
m
i
n
l
一
賢
）
で
あ
り
 
 
 

夢
そ
の
も
の
神
話
そ
の
も
の
は
、
両
者
の
顕
在
的
内
容
（
m
昌
i
許
訂
ゴ
彗
m
i
n
h
已
t
）
で
あ
る
。
 
 

m
潜
在
的
内
容
が
顕
在
的
内
容
と
し
て
外
的
な
表
出
を
な
す
場
合
に
は
、
種
々
の
機
能
が
行
は
れ
る
。
象
徴
（
甲
 
 
 

『
m
b
O
－
i
s
i
r
巨
g
）
摩
鮨
（
雲
r
d
i
。
E
ロ
n
g
）
、
特
移
（
ゴ
r
邑
1
i
e
b
u
n
g
）
．
措
葛
（
せ
弓
S
邑
u
n
g
）
、
第
二
次
推
敲
（
野
 
 
 

村
2
・
d
腎
e
謬
≒
訂
i
t
u
n
g
）
等
が
こ
れ
で
あ
る
。
 
 

何
故
に
こ
れ
等
の
機
能
を
心
得
て
ゐ
て
、
顕
在
的
内
容
と
し
て
の
神
話
を
潜
在
的
内
容
に
還
元
す
れ
ば
、
醐
話
 
 
 



（
二
二
）
 
 
 
の
眞
正
の
意
義
を
把
握
す
る
こ
と
が
出
水
る
。
 
 
 

精
神
分
析
畢
派
は
、
こ
の
畢
詮
を
提
げ
て
、
勇
敢
に
神
話
畢
の
世
界
に
進
出
し
て
凍
た
。
か
く
て
フ
ロ
イ
ド
氏
の
 
 

解
繹
に
徒
へ
ば
、
エ
デ
ィ
ボ
ス
が
自
ら
知
ら
ず
し
て
、
お
の
が
父
ラ
イ
オ
ス
を
殺
し
、
ま
た
お
の
が
母
イ
オ
カ
ス
タ
と
 
 

夫
婦
の
契
を
結
ん
だ
と
い
ふ
希
臆
の
悲
劇
的
な
神
話
は
無
意
識
的
願
望
と
し
て
の
二
種
の
性
的
錯
綜
即
ち
男
見
が
母
 
 

に
性
的
愛
着
を
戚
じ
、
母
愛
を
専
有
せ
ん
と
し
て
父
の
排
除
を
願
望
す
る
心
理
で
あ
る
「
母
息
子
錯
綜
無
害
象
e
r
車
 
 

O
F
n
内
O
m
p
l
e
且
、
及
び
女
兇
が
父
に
性
的
愛
着
を
味
ひ
、
父
愛
を
狗
占
せ
ん
と
し
て
母
の
除
去
を
願
望
す
る
心
理
で
 
 

あ
る
「
父
娘
錯
綜
」
（
ぎ
す
一
宇
e
F
t
e
↓
六
。
m
p
－
e
且
の
説
話
に
於
け
る
顕
現
で
あ
♭
、
神
話
畢
に
い
は
ゆ
る
「
棄
見
型
」
 
 

（
E
眉
C
驚
d
 
C
E
d
ぜ
罵
）
の
物
語
＝
た
と
へ
ば
伯
釆
の
モ
ー
ゼ
、
羅
馬
の
ロ
ム
ル
ス
及
び
レ
ム
ス
の
物
語
に
於
て
、
 
 

生
見
が
箱
若
べ
は
寵
の
中
に
密
閉
せ
ら
れ
て
水
に
棄
て
ら
れ
る
の
は
、
出
産
の
過
程
を
詮
表
す
る
一
群
の
象
徴
で
あ
 
 

る
。
即
ち
箱
や
籠
は
子
宮
の
象
欲
で
あ
り
、
水
は
羊
水
の
象
徴
で
あ
な
。
ま
た
シ
ー
・
デ
ィ
・
ダ
リ
氏
（
P
せ
・
D
そ
）
 
 

氏
が
「
印
度
醐
話
と
去
勢
錯
綜
』
（
H
i
n
d
u
・
試
y
t
h
O
－
鼠
e
昌
d
苧
賢
註
○
家
k
O
m
p
－
e
且
 
の
中
で
試
み
た
解
滞
に
よ
れ
 
 

ば
、
印
度
の
カ
リ
女
神
の
表
象
及
び
紳
話
は
、
性
的
錯
綜
の
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
男
根
制
除
」
の
無
意
識
的
願
 
 

望
の
現
れ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
氏
は
云
ふ
、
カ
リ
女
神
は
直
人
か
ら
斬
取
っ
た
頭
、
腕
、
手
を
お
の
が
腰
に
 
 

垂
れ
て
、
央
な
る
ジ
グ
丁
紳
の
死
憶
の
上
で
踊
り
狂
う
て
ゐ
る
。
然
る
に
萌
、
腕
、
手
等
は
男
根
の
象
徴
で
あ
る
が
故
 
 

に
∵
こ
れ
等
を
斬
取
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
疑
も
な
く
去
勢
を
憲
政
す
る
。
而
し
て
殺
さ
れ
た
亘
人
等
は
、
そ
の
頓
に
 
 

紳
帝
挙
り
薪
展
開
 
 
 



紳
話
畢
の
新
展
開
 
 

■  

讐
ハ
 
 

讐
i
t
。
n
打
a
s
訂
の
棟
印
を
つ
け
で
ぉ
る
。
こ
の
こ
と
は
カ
リ
女
御
の
敵
者
が
同
時
に
そ
の
近
親
者
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
 
 

す
。
と
こ
ろ
で
性
的
恰
患
、
男
根
藻
琴
去
勢
幻
想
等
の
性
的
錯
綜
は
、
本
尿
的
に
は
他
人
に
向
け
ら
れ
る
前
に
．
 
 

先
つ
直
接
に
近
親
の
上
に
向
け
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
精
細
分
析
畢
の
原
理
の
一
つ
で
あ
る
。
か
く
て
女
御
の
表
 
 

象
及
び
神
話
は
、
畢
克
す
る
に
、
 
 
 

川
手
供
若
く
は
女
性
が
男
性
の
近
親
殊
に
父
君
て
は
夫
の
陰
董
に
対
す
る
▲
聖
息
議
的
ぢ
羨
望
 
 
 

閏
そ
の
羨
望
か
ら
起
る
男
性
殊
に
親
父
若
く
は
夫
の
恰
忍
に
回
す
る
男
根
割
除
の
窒
息
識
的
願
望
 
 

（
三
ニ
）
 
が
、
抑
摩
作
用
の
牧
瀬
し
た
説
話
の
世
界
に
浮
び
出
た
も
の
と
解
滞
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
フ
リ
ュ
ー
グ
ル
氏
は
、
 
 

ア
テ
ナ
が
永
遠
の
魔
女
で
あ
ゎ
、
ど
う
し
て
も
男
性
を
近
づ
け
ぬ
女
軸
で
あ
る
こ
と
を
説
く
希
膿
神
話
を
解
僻
し
て
 
 

云
ム
ー
ア
テ
ナ
は
そ
の
胸
甲
に
蛇
髪
の
女
鹿
メ
デ
ュ
サ
の
頭
を
つ
け
て
ゐ
る
。
而
し
て
メ
デ
ュ
サ
の
頭
は
一
の
男
根
象
 
 

徴
－
男
性
の
性
慾
的
追
迫
か
ら
女
性
を
保
護
す
る
と
こ
ろ
の
陰
董
の
衰
微
で
ぁ
る
。
こ
れ
を
目
撃
す
る
す
べ
て
の
 
 

（
二
田
）
 
も
の
は
、
憤
怒
の
衝
動
を
喪
失
し
て
し
ま
ふ
。
か
く
て
ア
テ
ナ
は
永
遠
に
魔
女
牲
を
保
っ
の
で
あ
る
と
。
 
 
 

此
の
如
き
は
精
神
分
析
率
徒
の
神
話
解
梓
の
二
三
の
賓
例
を
示
し
た
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
の
畢
派
に
属
す
る
畢
徒
は
、
 
 

（
二
五
）
 
 

（
二
六
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
七
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
八
）
 
 
 
 
 
 
 
 
（
二
九
）
 
ジ
ョ
ー
ン
ズ
氏
の
如
き
、
シ
ュ
テ
ル
ケ
氏
の
如
き
、
ラ
ン
ク
氏
の
如
き
、
ア
ブ
ラ
バ
ム
氏
の
如
き
、
ホ
ル
ネ
ー
氏
の
如
き
、
 
 
 

み
な
相
引
接
し
て
．
紳
話
の
意
義
の
解
明
に
多
様
な
性
的
錯
綜
を
持
ち
出
し
、
警
抜
新
奇
な
説
明
が
滑
々
と
し
て
壷
 
 

く
る
と
こ
ろ
を
知
ら
ず
、
異
に
現
代
の
紳
話
畢
界
に
一
生
面
を
ひ
ら
く
偉
観
を
な
し
て
ゐ
る
。
 
 
 



精
紳
分
析
畢
派
の
神
話
畢
界
へ
の
進
出
は
、
確
か
に
若
干
の
功
績
と
僧
侶
と
を
有
し
て
ゐ
る
。
彼
等
の
神
話
解
繹
 
 

は
、
徒
衆
の
神
話
畢
詭
に
故
知
し
て
待
た
心
理
的
探
究
を
畢
不
す
る
も
の
と
し
†
、
可
な
り
の
刺
我
と
意
義
と
を
有
 
 

す
る
。
紳
話
の
解
滞
に
心
理
的
解
渾
を
誘
導
し
た
も
の
と
し
て
は
、
こ
れ
よ
り
先
ブ
ン
ト
氏
一
派
の
民
族
心
理
学
派
 
 

を
奉
げ
る
こ
と
が
出
凍
る
。
し
か
し
精
神
分
析
学
派
の
心
理
的
解
秤
は
、
民
族
心
理
畢
派
の
そ
れ
と
ほ
ま
た
本
質
的
 
 

に
行
方
を
異
に
し
て
ゐ
る
。
彼
等
の
解
繹
は
、
精
神
病
的
心
理
、
性
慾
心
理
に
そ
の
基
礎
を
置
い
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
 
 

る
。
こ
望
息
味
に
於
て
彼
等
の
解
繹
憩
度
は
、
神
話
単
に
一
生
面
を
打
開
し
た
も
の
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
 
 

太
だ
多
種
な
事
物
に
4
殖
器
の
象
徴
を
認
め
る
鮎
に
於
て
、
徒
凍
の
性
器
安
井
詭
の
ま
唱
老
 
－
 
た
と
へ
ば
ク
ェ
ス
ー
 
 

℡
ッ
ブ
、
ク
ェ
ー
ク
、
バ
ナ
ク
ェ
ー
氏
等
の
畢
託
と
粕
類
似
し
て
、
し
か
も
賓
際
に
於
て
は
重
要
な
根
本
的
差
異
を
示
し
 
 

て
ゐ
な
。
従
妹
の
畢
諒
と
し
て
の
性
器
崇
拝
は
意
識
せ
ら
れ
た
観
念
信
仰
の
問
題
で
あ
り
、
性
器
に
内
存
す
る
調
布
 
 

カ
の
認
識
の
問
題
で
あ
つ
た
。
精
神
分
析
学
派
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
は
無
意
識
的
な
願
望
の
問
題
で
あ
り
、
病
的
心
 
 

理
と
し
て
の
性
的
錯
綜
の
問
題
で
あ
る
。
か
く
し
て
精
神
分
析
畢
派
は
、
こ
の
鮎
に
於
て
も
新
し
い
方
面
を
開
拓
し
 
 

て
ゐ
る
と
云
へ
る
。
 
 
 

し
か
し
他
面
か
ら
云
へ
ば
、
こ
の
畢
派
の
畢
設
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
政
情
が
伴
っ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
 
 
 

先
つ
第
一
に
精
神
分
析
単
に
於
け
る
諸
々
の
畢
詭
殊
に
性
的
錯
綜
の
畢
説
は
ま
だ
侭
説
の
域
を
脱
し
切
っ
て
ゐ
な
 
 

い
。
そ
れ
は
ま
だ
多
く
の
事
賓
に
よ
つ
て
賓
鐙
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
ピ
ー
・
マ
ッ
ク
ブ
ラ
イ
ド
博
士
は
「
精
紳
 
 

神
話
撃
の
新
展
開
 
 
 



分
析
畢
の
分
析
』
（
P
唱
e
F
？
A
邑
甘
仇
A
邑
篭
乱
）
の
中
で
、
 
 
 

F
精
神
分
析
畢
の
全
構
造
は
．
仮
設
の
蓮
席
の
上
に
立
っ
て
屑
わ
、
而
し
て
そ
れ
等
の
仮
設
は
非
常
に
蓋
然
性
 
 
 

に
乏
し
く
て
、
到
督
之
を
正
常
合
法
な
前
提
と
し
て
用
ふ
る
こ
と
が
出
水
な
い
。
従
っ
て
ま
た
こ
れ
等
の
仮
説
 
 
 

か
ら
治
療
法
を
抽
き
出
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
是
認
し
難
い
こ
と
で
あ
り
、
之
を
質
際
の
治
療
に
徹
し
て
も
、
そ
 
 
 

れ
が
成
功
し
た
と
い
ふ
澄
墟
は
一
つ
も
な
い
。
」
 
 

と
非
難
し
て
ゐ
る
。
博
士
の
非
難
は
今
日
で
は
精
々
苛
酷
に
央
す
る
の
嫌
ひ
が
あ
る
。
精
細
分
析
畢
的
理
論
に
よ
る
 
 

貰
際
の
治
療
は
、
今
や
可
打
ア
り
の
功
腰
を
示
し
っ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
斯
畢
の
畢
説
の
中
に
は
－
ま
だ
単
な
 
 

る
仮
設
に
止
る
も
の
も
少
く
な
い
。
さ
う
だ
と
す
れ
ば
、
這
般
の
畢
詮
を
嘗
畢
に
鷹
用
す
る
こ
と
が
精
々
早
計
で
あ
 
 

る
と
同
じ
や
う
に
、
こ
れ
を
宗
敦
畢
や
硝
話
畢
の
上
に
通
用
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
宗
教
呪
術
的
現
象
や
神
話
の
意
義
 
 

を
解
く
最
も
ま
要
な
鍵
鎗
と
す
る
態
度
も
ま
た
未
だ
早
急
に
是
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
徐
ろ
に
他
日
の
展
 
 

開
の
い
か
ん
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
畢
説
の
尖
薪
響
故
は
必
ず
し
も
客
観
的
妥
普
性
の
豊
富
を
意
味
す
る
も
の
 
 

で
は
な
い
。
 
 

第
二
に
性
附
錯
綜
が
仮
設
で
な
く
て
、
最
た
る
事
賓
で
あ
る
と
し
て
も
・
這
般
の
錯
綜
が
す
べ
て
の
人
に
内
存
し
 
 

て
ゐ
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
。
然
る
に
紳
話
は
個
人
心
理
の
産
物
で
は
な
ぐ
て
、
或
る
社
食
集
囲
の
心
的
産
果
で
 
 

ぁ
る
。
あ
る
民
族
若
く
は
部
族
に
共
通
す
る
心
理
か
ら
生
れ
た
も
の
で
ぁ
ら
、
ま
た
そ
の
共
通
心
理
の
承
認
を
預
定
 
 
 

紳
話
拳
の
新
展
開
 
 



し
て
始
め
て
成
立
し
存
繚
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
神
話
の
解
滞
に
部
分
的
で
あ
る
か
普
 
 

通
的
で
あ
る
か
ま
だ
分
明
し
な
い
 
ー
 
若
く
は
普
遍
的
で
あ
る
と
し
て
も
．
個
人
差
を
含
ま
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
分
 
 

明
で
な
い
と
こ
ろ
の
性
的
錯
綜
を
以
て
す
る
の
は
、
決
し
て
充
分
に
安
全
な
解
繹
法
と
云
ふ
こ
と
は
出
水
ぬ
。
 
 
 

第
三
に
精
細
分
析
畢
派
Ⅰ
殊
に
フ
ロ
イ
ド
氏
を
中
心
と
す
る
一
派
は
、
エ
リ
ス
氏
が
既
に
揖
斥
し
た
や
う
に
．
 
 

ヒ
ス
ニ
ノ
ブ
一
息
者
の
研
究
か
ら
出
立
し
て
、
そ
こ
に
獲
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
以
て
、
直
ち
に
「
夢
』
に
射
し
『
神
話
」
 
 

に
封
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
こ
の
感
度
が
正
し
い
か
は
大
き
な
疑
問
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
夢
を
結
ぶ
も
の
や
神
話
を
 
 

産
み
出
し
た
も
の
が
、
亜
く
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
で
あ
り
若
く
は
か
つ
た
と
い
ふ
こ
と
は
考
へ
ら
れ
ぬ
。
と
す
れ
ば
、
 
 

精
細
分
析
学
派
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
患
者
の
心
理
を
以
て
常
態
の
人
々
の
心
理
及
び
そ
の
産
物
を
律
し
得
る
こ
と
を
立
 
 

記
す
る
責
務
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
吾
人
は
ま
だ
這
般
の
責
務
が
果
さ
れ
た
こ
と
を
聞
か
な
い
。
 
 
 

第
四
に
精
神
分
析
畢
派
は
、
赫
々
の
表
象
、
附
属
物
、
若
く
は
紳
話
の
内
容
を
無
意
識
的
願
望
の
薔
現
と
す
る
解
 
 

繹
に
於
て
、
そ
の
願
望
を
常
に
性
慾
的
な
も
の
と
な
す
。
吾
人
は
こ
の
鮎
に
対
し
て
不
満
を
成
せ
ざ
る
を
待
な
い
。
 
 

無
意
識
的
願
望
の
畢
詮
、
及
び
そ
の
神
話
に
於
け
る
顕
現
の
畢
詭
を
綴
り
に
是
認
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
等
の
願
望
 
 

が
一
律
に
性
慾
的
な
も
の
で
な
く
で
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
に
は
、
大
き
な
疑
問
が
存
す
る
。
エ
ク
ス
氏
は
、
夢
の
 
 

潜
在
的
内
容
を
目
し
て
凄
く
性
的
な
も
の
で
透
る
と
な
し
た
フ
∇
イ
ド
氏
の
畢
説
を
駁
撃
し
て
、
 
 
 

「
フ
ロ
イ
ド
氏
は
、
夢
を
以
て
悉
く
性
的
衝
動
の
表
現
と
な
す
が
、
打
身
は
之
に
重
岡
す
る
こ
と
が
出
水
担
。
夢
 
 

静
露
草
の
新
展
開
 
 
 



五
〇
 
 
 

神
話
撃
の
新
展
開
 
 

の
要
素
に
は
性
的
衝
動
以
外
の
も
の
が
有
卜
得
る
。
夢
を
見
る
場
合
に
は
、
知
力
の
作
用
が
甚
だ
し
く
鈍
っ
て
、
 
 
 

情
緒
の
作
用
が
非
常
に
高
ま
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
極
め
て
小
さ
な
刺
戟
が
身
髄
の
上
に
加
へ
ら
れ
て
も
、
そ
れ
が
 
 
 

非
常
に
境
大
し
七
威
せ
ら
れ
る
。
睡
眠
中
に
蚤
に
く
は
れ
て
、
虎
の
如
き
大
き
な
動
物
に
喫
ま
れ
た
夢
と
な
る
 
 
 

如
き
は
、
よ
く
あ
る
事
賓
で
あ
る
。
這
般
の
夢
が
性
的
内
容
を
持
っ
て
ゐ
る
と
は
、
ど
う
し
て
も
考
へ
ら
れ
ぬ
。
」
 
 

（
三
〇
）
 
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、
精
紳
分
析
畢
派
の
紳
話
解
繹
に
於
け
る
線
度
も
亦
こ
れ
と
同
一
の
批
判
を
蒙
る
こ
と
を
除
儀
な
 
 

く
さ
れ
る
と
思
ふ
。
 
 
 

第
五
に
吾
人
が
慄
ら
ぬ
鮎
は
、
精
神
分
析
畢
派
が
試
み
る
象
徴
的
解
渾
が
、
極
め
て
罵
b
i
t
r
巴
弓
で
あ
り
、
従
っ
て
 
 

常
に
動
揺
し
矛
盾
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
シ
ヴ
ァ
女
神
の
口
か
ら
垂
れ
た
看
は
、
女
除
か
ら
の
軽
水
の
洗
出
 
 

を
象
赦
す
る
と
い
ふ
の
は
、
ア
ブ
ラ
♪
ム
氏
の
解
渾
で
あ
る
。
そ
し
て
ダ
リ
氏
も
こ
れ
に
同
意
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
他
 
 

（
三
一
）
 
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、
両
氏
と
も
看
を
目
し
て
男
根
の
顛
著
な
象
徴
と
な
し
て
ゐ
る
如
き
、
ま
た
メ
デ
ュ
サ
の
頸
が
、
フ
 
 

リ
ュ
ー
グ
ル
氏
に
よ
つ
て
男
根
の
象
徴
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
に
射
し
て
、
そ
の
口
が
ダ
リ
氏
に
よ
つ
て
女
陰
の
象
徴
と
せ
 
 

ら
れ
て
ゐ
る
如
き
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
鮎
に
於
て
精
神
分
析
畢
派
は
、
か
の
ク
ー
ソ
や
シ
ュ
ア
ル
ヅ
の
如
き
自
然
象
徴
 
 

況
‥
及
び
マ
ッ
ク
で
ミ
ュ
ラ
ー
や
コ
ッ
ク
ス
の
如
き
言
語
撃
沈
の
紳
話
解
渾
法
に
於
け
る
映
甲
－
同
一
の
神
格
を
目
 
 

し
て
任
意
に
或
る
時
は
之
を
光
明
と
な
し
、
或
る
時
は
之
を
暗
黒
と
な
す
政
情
を
踏
襲
す
る
も
の
と
云
は
な
く
て
は
 
 

な
ら
ぬ
。
固
よ
り
同
一
紳
が
反
射
の
二
物
を
詮
表
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
現
象
で
あ
る
。
大
地
女
神
が
生
成
の
紳
で
 
 
 



て
、
ま
た
死
の
紳
で
あ
る
が
如
き
．
こ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
這
般
の
現
象
の
教
生
に
は
そ
れ
ぞ
れ
原
因
が
あ
り
、
そ
 
 

し
て
そ
の
原
因
は
説
明
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
が
人
類
畢
況
や
民
族
心
理
畢
況
の
行
方
で
あ
る
。
然
る
に
精
細
分
析
 
 

畢
派
は
、
自
然
象
徴
況
及
び
言
語
畢
派
と
同
じ
や
う
に
、
何
等
の
説
明
を
も
加
へ
な
い
で
、
勝
手
に
全
然
相
反
し
た
 
 

象
徴
を
同
一
事
象
l
こ
認
容
す
る
。
こ
の
行
方
は
甚
だ
非
科
畢
的
で
あ
る
と
い
ふ
非
難
か
ら
自
由
で
あ
り
待
な
い
。
 
 

四
 
 
 

カ
レ
ツ
ヂ
 
 
現
代
の
紳
話
垂
の
新
し
い
一
形
相
と
し
て
、
吾
人
は
ま
た
剣
橋
ク
ラ
ー
ル
大
挙
の
詳
n
・
雰
－
－
。
W
で
J
の
る
レ
ン
デ
 
 

ル
・
ハ
リ
ス
博
士
（
J
・
R
e
n
d
e
－
詳
r
r
i
s
）
 
の
畢
説
を
奉
げ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
氏
は
一
千
丸
首
十
六
年
か
ら
十
九
年
 
 

に
か
け
て
、
『
ジ
ョ
ン
・
ラ
イ
ラ
ン
プ
陶
書
館
骨
報
」
（
T
l
l
e
P
－
－
e
t
i
n
C
f
t
】
l
e
J
。
h
n
R
首
n
d
s
F
i
b
⊇
キ
）
に
、
 
 
 

閏
『
ア
ル
テ
ミ
ス
藤
井
の
起
原
』
（
苧
e
O
愚
i
n
O
f
t
訂
C
u
－
t
O
『
A
r
t
e
m
i
s
）
 
 
 

拘
『
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
鹿
挿
の
起
原
矢
T
h
e
O
愚
i
n
O
ご
h
e
C
已
オ
○
『
A
盲
r
O
d
i
訂
）
 
 
 

鞘
『
林
檎
祭
儀
の
超
脱
及
び
意
義
』
（
○
患
i
日
昌
d
岩
e
邑
n
g
。
『
A
p
p
l
e
C
已
t
且
 
 
 

伸
『
デ
ィ
オ
ニ
ッ
ス
鰻
丼
の
起
原
』
（
ゴ
・
e
O
r
i
g
i
n
。
＝
h
e
C
已
t
O
f
D
i
O
n
篭
豆
）
 
 

等
を
公
に
し
、
後
更
に
之
を
経
め
て
苧
e
A
s
c
e
n
什
O
f
O
－
y
m
p
亡
S
と
超
す
る
一
書
を
著
し
た
。
 
 
 

氏
は
、
神
話
畢
に
関
し
て
、
特
に
纏
っ
た
見
解
を
蓉
表
し
な
か
っ
た
。
氏
が
ま
と
し
て
努
力
し
た
の
は
、
神
話
研
 
 

紳
語
草
の
新
展
開
 
 
 



紳
請
撃
の
新
展
開
 
 

畢
一
 
 

究
の
賓
演
で
あ
つ
た
。
し
か
し
前
記
の
請
書
を
通
観
す
る
 

儀
の
起
原
及
び
意
義
』
の
第
一
章
に
於
て
、
 
 

F
民
俗
の
あ
ら
ゆ
る
研
究
者
は
、
今
狗
田
園
に
低
廻
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
奇
異
な
る
風
習
を
蒐
集
比
較
す
る
に
曹
 
 
 

♭
、
蕾
に
風
習
と
相
交
渉
す
る
の
み
な
ら
す
、
更
に
ま
た
風
習
の
下
に
伏
在
す
る
崇
邦
、
誤
解
せ
ら
れ
た
る
祭
 
 
 

儀
、
失
は
れ
た
る
神
々
と
初
交
渉
す
る
こ
と
を
愛
知
す
る
。
多
く
の
場
合
、
か
く
の
如
く
し
て
不
慶
の
、
若
く
 
 
 

は
徐
々
に
螢
化
す
る
民
間
慣
習
の
う
ち
に
残
存
す
る
祭
儀
崇
拝
は
、
人
類
が
有
し
た
最
も
早
期
の
信
仰
及
び
最
 
 

（
三
二
）
 
 
 
も
原
始
的
な
宗
教
的
行
焉
で
あ
る
こ
と
を
暴
露
す
る
。
」
 
 

と
云
っ
て
ゐ
る
。
即
ち
レ
ン
デ
ル
∴
リ
ス
氏
の
研
究
法
の
根
本
義
は
、
民
間
風
習
を
蒐
集
比
較
し
て
、
そ
こ
に
潜
在
 
 

す
る
古
い
崇
拝
様
態
を
見
出
す
こ
と
、
誤
解
の
下
に
そ
の
本
原
的
な
形
式
、
内
琴
意
義
を
怨
歪
せ
ら
れ
た
祭
儀
を
 
 

正
し
い
そ
れ
等
に
還
元
す
る
こ
と
を
第
一
段
と
し
、
か
く
の
如
く
し
て
牧
得
し
た
崇
邦
祭
儀
を
通
し
て
、
失
は
れ
た
 
 

る
神
々
の
性
質
．
職
能
を
見
出
す
こ
と
を
第
二
段
と
し
、
更
に
か
く
の
如
く
し
て
知
り
得
た
神
々
の
性
質
職
能
を
推
 
 

論
の
基
礎
と
し
て
、
紳
の
観
念
及
び
表
象
の
進
展
の
過
程
を
見
出
す
こ
と
を
第
三
段
と
し
て
ゐ
る
と
云
ひ
得
る
。
 
 
 

氏
は
か
う
し
た
研
究
法
を
先
づ
古
代
希
腺
の
神
々
、
風
習
、
信
仰
、
神
話
に
通
用
し
た
。
而
し
て
得
た
と
こ
ろ
の
 
 

結
論
は
、
 
 

（
三
三
）
 
 
「
オ
ウ
ム
ビ
ア
の
朗
々
の
多
く
は
、
蔵
物
界
の
入
超
北
署
く
は
蔵
物
界
か
ら
の
激
射
物
で
ぁ
る
。
」
 
 
 



と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
氏
に
徒
へ
ば
、
 
 

ア
ニ
ミ
ス
チ
カ
リ
 
 

「
植
物
は
最
初
生
気
説
的
に
或
る
勢
能
 
－
 
場
合
の
如
何
に
よ
つ
て
、
或
は
有
用
と
な
♭
或
は
有
害
と
な
り
、
 
 
 

一
方
に
あ
つ
て
は
慰
撫
駆
除
せ
ら
れ
、
他
方
に
あ
つ
て
は
人
間
の
た
め
の
動
労
に
使
は
れ
能
ふ
と
こ
ろ
の
或
る
 
 
 

勢
能
の
任
息
朗
と
考
へ
ら
れ
た
。
而
し
て
さ
う
し
た
植
物
の
隠
れ
た
る
生
命
が
、
或
は
動
物
の
形
を
探
り
、
或
 
 
 

は
人
間
の
形
を
採
り
、
或
は
ま
た
窮
極
的
に
紳
の
姿
を
探
る
の
で
あ
る
が
、
個
々
の
場
合
に
於
て
、
這
簡
の
人
 
 

（
三
田
）
 
 
格
化
の
過
程
を
辿
る
こ
と
は
困
難
で
な
か
っ
た
。
」
 
 

の
で
あ
る
 

そ
し
て
ア
フ
ロ
デ
J
7
は
慶
陀
羅
聾
か
ら
の
放
射
健
で
あ
ゎ
、
従
っ
て
こ
れ
等
の
赫
々
の
岩
井
は
、
本
腰
的
に
は
そ
れ
 
 

等
の
植
物
に
射
す
る
崇
搾
で
あ
つ
て
、
さ
う
し
た
轍
物
が
人
格
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
細
々
の
教
生
が
あ
ト
、
さ
う
し
 
 

た
植
物
岩
井
の
扱
歪
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
、
細
々
の
崇
拝
の
教
生
が
あ
る
と
な
す
。
 
 
 

ご
リ
ス
氏
の
醐
話
畢
説
は
、
か
く
の
如
く
し
て
一
の
『
植
物
畢
読
」
で
あ
♭
、
F
田
園
祭
儀
基
本
詭
」
で
あ
る
。
そ
 
 

し
て
そ
の
意
味
に
於
て
、
フ
レ
ー
ザ
ー
氏
及
び
マ
ン
バ
ル
ト
氏
の
畢
詭
の
部
分
的
総
承
若
く
は
部
分
的
進
出
で
あ
る
 
 

（
三
五
）
 
 

と
云
ふ
こ
と
が
出
水
る
。
フ
レ
ー
ザ
ー
氏
は
、
穀
藍
の
信
仰
に
多
く
の
紳
の
虎
健
を
観
じ
た
。
そ
の
意
味
に
於
て
一
 
 

個
の
F
穐
物
畢
詭
k
支
持
者
で
ぁ
る
。
し
か
し
こ
れ
と
粕
並
ん
で
動
物
の
崇
拝
に
多
く
の
紳
の
螢
生
因
を
認
容
し
て
 
 

ゐ
る
こ
と
、
パ
ウ
チ
エ
ア
ス
の
F
希
臓
記
」
（
増
岩
野
n
i
監
）
D
窯
r
i
p
t
i
O
G
r
琵
i
琵
）
に
施
し
た
同
氏
の
註
解
そ
の
他
の
 
 

前
話
畢
の
新
展
開
 
 
 



（
三
六
）
 
 

明
か
に
護
示
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
ル
ト
氏
に
徒
へ
ば
、
古
き
に
ぁ
つ
て
鷹
く
民
族
の
想
像
力
を
支
配
し
た
 
 

も
の
は
、
森
林
、
田
野
、
樹
木
の
精
婁
に
射
す
る
信
仰
で
あ
♭
、
こ
の
信
仰
は
新
嘗
す
べ
て
の
民
族
の
根
本
的
宗
教
 
 

思
想
で
あ
つ
て
、
文
化
の
進
展
と
共
に
司
祭
詩
人
の
手
を
通
し
て
、
赴
骨
の
上
洗
に
高
級
な
神
話
を
生
じ
て
も
、
そ
 
 

れ
等
は
低
級
な
民
間
の
精
霊
信
仰
よ
り
の
脱
化
に
過
ぎ
な
い
。
故
に
神
話
の
研
究
解
繹
は
こ
の
民
間
信
仰
に
基
礎
を
 
 

（
三
七
）
 
 

置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
重
重
し
た
。
こ
の
意
味
に
於
て
彼
は
『
田
園
祭
儀
基
本
詮
』
の
焼
購
で
あ
る
。
し
か
し
彼
は
紳
 
 

の
窮
極
的
原
憶
を
個
々
の
植
物
精
霊
に
観
す
る
代
り
に
、
贋
く
田
野
、
森
林
、
樹
木
等
の
精
壷
に
観
じ
た
の
で
あ
つ
 
 

た
。
然
る
に
♪
リ
ス
氏
に
あ
つ
て
は
、
お
の
れ
が
考
察
す
る
す
べ
て
の
神
々
の
虎
憶
を
植
物
－
そ
れ
も
食
用
．
襲
用
 
 

植
物
に
の
み
求
め
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
氏
は
フ
レ
ー
ザ
ー
、
マ
ン
ハ
ル
ー
氏
等
の
学
説
を
部
分
的
に
濃
承
し
て
、
 
 

而
し
て
両
氏
が
開
拓
し
た
以
上
に
精
細
刻
明
に
そ
の
狭
い
範
囲
を
究
明
し
ょ
う
と
し
て
ゐ
る
。
氏
の
畢
説
を
推
し
進
 
 

め
て
行
く
な
ら
ば
、
F
神
話
撃
入
門
」
（
A
n
 
I
n
t
岩
d
u
c
t
i
O
n
t
O
宣
箋
1
0
1
0
顎
）
の
著
者
レ
ク
ィ
ス
・
ス
。
ヘ
ン
ス
氏
（
訂
已
0
0
 
 

晋
2
n
C
2
）
が
造
壊
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
 
 

F
古
い
時
代
の
希
聴
崇
敬
は
か
く
L
て
巫
嘗
の
薬
園
か
ら
進
化
し
た
も
の
で
あ
ア
リ
．
而
し
て
、
一
層
強
い
理
由
 
 

（
三
人
）
 
 

で
オ
リ
ム
ブ
ス
そ
れ
自
身
も
乾
燥
植
物
の
蒐
集
か
ら
の
後
代
的
費
達
で
あ
る
。
」
 
 

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
賓
に
現
代
神
話
畢
界
に
投
げ
出
さ
れ
た
恐
る
べ
き
驚
異
的
新
奇
の
爆
弾
で
は
 
 

な
い
か
。
ハ
リ
ス
氏
の
神
話
畢
説
は
確
か
に
、
ス
ペ
ン
ス
氏
が
云
っ
た
や
う
に
『
偶
像
破
壊
的
断
集
』
と
耕
し
て
も
、
 
 
 

紳
話
撃
の
新
展
朋
 
 



決
し
て
不
昏
で
は
な
い
。
 
 
 

し
か
し
自
分
の
観
る
と
こ
ろ
を
以
て
す
れ
ば
、
氏
の
推
断
ほ
、
尖
薪
で
は
あ
る
が
、
眞
賓
性
を
敵
い
で
ゐ
る
と
思
 
 

は
れ
る
鮎
が
少
く
な
い
。
氏
は
そ
の
耕
具
な
神
話
畢
説
に
到
達
す
る
ま
で
に
、
植
物
に
関
す
る
多
数
の
風
習
、
信
仰
、
 
 

祭
儀
、
説
話
等
を
拉
し
凍
っ
て
、
縦
横
に
推
理
し
論
議
し
て
ゐ
る
。
吾
人
は
そ
の
材
料
の
博
捜
と
蹄
納
的
及
び
演
繹
 
 

的
考
察
の
後
発
さ
と
に
は
威
服
さ
せ
ら
れ
る
が
、
し
か
し
立
澄
資
料
の
珠
揮
が
巌
正
を
快
い
で
、
非
立
澄
的
な
．
若
 
 

く
は
時
と
し
て
は
反
澄
的
な
資
料
に
射
し
て
さ
へ
も
、
自
己
の
推
断
の
支
持
を
求
め
ん
と
し
て
ゐ
る
。
ま
た
推
理
の
 
 

過
程
に
於
て
、
少
な
か
ら
ぬ
間
際
が
存
し
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
氏
は
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
そ
れ
等
の
間
際
 
 

を
卒
気
で
飛
躍
し
て
ゐ
る
場
合
が
少
く
な
い
。
 
 
 

か
う
し
た
推
論
上
の
快
晴
の
た
め
に
、
氏
の
『
植
物
畢
詭
」
若
く
は
F
O
r
t
u
S
S
i
r
e
u
s
的
畢
説
へ
の
到
達
が
危
ぶ
ま
 
 

れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
畢
詭
そ
の
も
の
に
も
、
非
難
せ
ら
る
べ
き
或
る
も
の
を
内
存
さ
せ
て
ゐ
る
。
す
べ
て
の
紳
の
 
 

教
生
虎
髄
を
租
物
と
す
る
一
元
論
は
、
自
然
民
族
の
心
に
神
秘
的
勢
髄
若
く
は
超
人
閲
的
霊
能
の
存
在
を
示
唆
す
る
 
 

現
象
及
び
事
物
が
決
し
て
単
一
で
は
な
く
て
、
甚
し
く
多
様
で
あ
る
と
い
ふ
事
賓
だ
け
か
ら
見
て
も
、
可
な
り
成
立
 
 

パ
ワ
1
 
 

が
困
難
で
な
く
て
は
な
ら
沿
。
且
つ
ま
た
氏
は
、
人
心
に
輿
へ
る
r
勢
力
』
の
持
績
性
の
み
に
日
を
注
い
で
、
そ
の
 
 

イ
ン
チ
ン
シ
チ
ー
 
 

強
度
を
全
く
無
親
し
て
ゐ
る
。
そ
こ
に
も
氏
の
畢
説
の
大
き
な
難
難
が
構
た
ほ
つ
て
ゐ
る
。
 
 

し
か
し
吾
人
は
ス
ペ
ン
ス
氏
に
同
じ
て
、
♪
リ
ス
氏
の
畢
詭
を
椰
漉
し
て
．
 
 

紳
話
畢
の
新
展
開
 
 

五
五
 
 
 



紳
話
畢
の
薪
展
甲
 
 

五
六
 
 
 

「
氏
は
剛
強
で
あ
る
が
故
に
、
我
々
を
し
て
氏
に
哀
憐
を
乞
は
し
め
よ
。
な
せ
な
ら
著
し
氏
に
し
て
此
の
上
に
我
 
 
 

我
の
古
い
紳
話
畢
的
蓄
材
の
債
低
減
却
に
努
め
る
な
ら
、
我
々
の
う
ち
の
専
門
的
醐
話
尊
者
た
る
も
の
は
、
そ
の
 
 

（
≡
九
）
 
 
蓄
財
皇
男
彿
っ
て
氏
の
新
弟
子
と
し
て
再
び
生
涯
を
立
て
直
し
始
め
る
こ
と
を
除
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ら
う
。
」
 
 

と
な
す
も
の
で
は
な
い
。
氏
の
畢
詭
は
、
 
 
 

何
首
く
は
マ
ン
ハ
ル
ト
氏
の
、
新
し
く
は
フ
レ
ー
ザ
ー
氏
の
畢
詭
の
部
分
的
精
細
化
と
し
て
、
神
話
畢
界
に
少
 
 

な
か
ら
ぬ
示
酸
を
輿
へ
た
鮎
。
 
 
 

閏
マ
ン
チ
ェ
ス
ク
ー
畢
派
の
勃
興
に
気
運
と
横
線
と
々
輿
へ
た
鮎
。
 
 

に
於
て
、
細
管
に
神
話
畢
界
生
月
献
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
意
簸
で
、
敬
意
を
彿
は
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
 

五
 
 

現
代
の
押
詰
畢
は
、
更
に
ま
た
い
は
ゆ
る
マ
ン
チ
ェ
ス
ク
ー
畢
涯
の
新
し
い
語
草
説
の
提
唱
に
よ
つ
て
、
一
生
面
を
 
 

展
開
さ
せ
て
ゐ
る
。
即
ち
マ
ン
チ
ェ
ス
ク
ー
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
大
挙
の
解
剖
準
教
授
（
現
在
は
倫
敦
大
草
教
授
）
は
、
 
 

一
千
丸
首
十
六
年
ま
で
に
F
舌
代
挨
及
人
及
び
文
明
の
起
原
』
（
芦
e
A
鼓
邑
厨
遥
t
i
p
己
昌
d
t
訂
O
r
i
g
i
n
O
『
貪
・
 
 

畠
i
温
i
。
n
）
、
「
早
期
文
化
の
移
動
』
（
T
h
e
呂
g
r
註
昌
…
↓
出
a
r
－
『
C
已
t
∈
且
、
F
舌
代
漢
及
文
明
の
東
洋
及
び
亜
米
利
加
 
 

に
対
す
る
影
響
無
声
e
一
皿
ぎ
e
－
1
C
e
。
『
A
n
d
e
n
t
屠
苫
t
㌻
ロ
（
ヂ
邑
i
邑
i
。
n
i
n
t
F
e
謬
諷
昌
d
i
n
A
m
e
r
i
且
等
を
あ
 
 
 



に
し
て
、
在
凍
の
そ
れ
と
は
全
く
臭
っ
た
文
化
侍
播
説
を
提
唱
し
、
而
し
て
こ
の
薪
畢
訣
が
含
む
と
こ
ろ
の
も
の
か
 
 

ら
の
自
然
な
展
開
と
し
て
、
民
俗
、
信
仰
、
醐
詰
寄
の
考
察
研
究
が
次
第
に
成
長
し
且
つ
㌢
ぎ
首
せ
ら
れ
た
結
畢
 
 

一
千
九
百
十
九
年
に
F
龍
蛇
の
進
化
』
（
声
e
苧
○
－
註
O
n
O
f
t
F
e
冒
蔓
n
）
が
生
れ
、
更
に
一
千
丸
首
二
十
四
年
に
 
 

「
象
と
民
族
尊
者
」
（
屡
p
訂
n
t
s
巴
－
d
望
－
邑
亀
倉
）
が
現
れ
て
、
驚
目
的
と
云
っ
て
も
い
い
程
の
衝
動
を
人
類
畢
界
 
 

及
び
神
話
畢
界
に
輿
へ
甘
そ
れ
か
ら
嘗
て
†
ン
チ
ェ
ス
ク
ー
大
草
の
比
較
宗
教
学
の
講
師
で
あ
♭
、
現
在
は
倫
敦
大
 
 

草
の
文
化
人
類
畢
の
講
師
で
あ
る
ダ
ブ
リ
ュ
ー
・
デ
ェ
ー
・
．
ハ
丁
ブ
イ
氏
は
、
「
世
界
文
化
に
及
せ
る
古
代
壊
及
文
明
の
影
 
 

響
山
（
芦
e
I
ロ
旨
e
n
c
…
【
A
胃
i
e
n
オ
厨
y
p
t
i
昌
C
i
註
邑
i
昌
。
n
t
h
e
W
。
r
－
d
、
仇
C
已
t
弓
e
・
－
芦
ご
「
イ
ン
ド
ネ
ジ
ア
の
 
 

互
石
文
化
』
（
T
訂
罫
乳
i
t
F
i
O
C
已
t
u
r
e
O
＝
n
d
O
n
乳
ぎ
ー
芝
0
0
・
）
、
F
太
陽
の
子
」
（
≠
e
C
邑
d
r
e
ロ
。
ニ
訂
S
琶
こ
琵
ご
、
 
 

F
呪
術
及
び
宗
教
の
起
原
」
（
卓
e
O
愚
i
ロ
O
f
夢
g
i
…
n
d
R
d
i
g
i
。
n
、
－
琵
∽
・
）
F
文
明
の
螢
達
」
（
≠
e
G
r
。
W
t
l
：
f
C
…
 
 

己
－
邑
i
O
臼
こ
琵
三
等
を
公
に
し
て
、
挨
及
文
化
が
、
従
っ
て
ま
た
挨
及
醐
話
が
世
界
の
諸
地
方
に
債
務
す
る
に
至
っ
 
 

た
根
本
的
な
動
機
を
開
明
し
．
ま
た
ゼ
リ
ア
・
ナ
ッ
ク
ル
女
史
（
臣
i
p
苦
l
t
邑
）
は
、
「
新
香
世
界
文
明
の
根
本
原
則
」
 
 

（
≠
e
冒
n
d
昌
e
n
已
P
r
i
－
1
倉
－
e
…
f
O
－
d
呂
d
穿
宅
弓
。
r
－
d
C
i
註
i
邑
i
。
且
に
よ
つ
て
、
メ
キ
シ
コ
の
暦
法
、
天
文
 
 

畢
的
知
識
、
敢
骨
制
度
の
研
究
を
通
し
て
、
そ
の
文
化
と
挨
及
文
化
と
の
関
係
を
辿
っ
て
ゐ
る
。
 
 
 

†
ソ
チ
ェ
ス
ク
ー
畢
況
に
属
す
る
是
等
の
畢
徒
が
提
唱
し
た
諸
々
の
畢
訣
は
、
そ
の
細
部
に
な
る
と
、
多
少
の
異
同
 
 

を
見
る
が
、
そ
の
版
本
の
ま
張
は
全
く
一
敦
し
て
ゐ
る
。
 
 

詞
蘇
墜
め
新
展
開
 
 
 



紳
話
畢
の
新
展
開
 
 

五
入
 
 

プ
メ
ー
ラ
ツ
 
 
そ
、
、
ス
氏
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
亘
石
建
築
、
木
乃
伊
、
包
皮
切
開
、
琴
皮
膚
刻
庇
、
人
工
的
崎
形
化
、
飛
去
凍
 
 

グ
ク
ー
ヴ
ア
ー
ド
 
 

琴
擬
娩
、
蛇
崇
郵
、
洪
水
神
話
等
を
そ
の
ま
要
な
形
相
と
す
る
舌
代
挨
及
の
文
化
室
－
－
ユ
て
、
、
ス
氏
の
呼
ん
で
 
 

詳
－
i
O
－
i
t
－
－
i
O
C
已
t
u
r
？
C
e
m
p
－
e
舛
と
な
す
文
化
が
、
紀
元
前
八
百
年
頃
か
ら
世
界
の
薄
地
方
に
移
動
し
始
め
て
、
印
度
、
 
 

（
四
〇
）
 
支
邦
、
日
本
、
馬
凍
竿
島
、
大
洋
洲
、
亜
米
利
加
等
に
接
布
し
た
。
而
し
て
、
 
 
 

印
這
般
の
挨
及
文
化
の
坊
布
に
ま
要
な
役
を
演
じ
た
の
は
、
フ
ェ
ニ
キ
ア
人
で
あ
つ
た
。
 
 
 

拘
撰
布
し
行
く
挨
及
文
化
は
、
そ
の
途
中
で
東
部
地
中
海
沿
岸
の
フ
ェ
ニ
キ
ア
領
土
、
東
部
阿
弟
利
加
、
亜
拉
比
 
 

重
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
の
文
化
か
ら
、
多
く
の
重
要
な
添
加
と
舜
化
と
を
受
け
た
。
 
 
 

閏
這
般
の
欒
化
を
受
け
た
挨
及
文
化
が
、
ア
ー
リ
ア
族
出
現
以
前
の
印
度
に
流
込
ん
で
、
そ
の
文
化
の
尊
慮
を
 
 

刺
衝
し
た
が
、
進
ん
で
緬
旬
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
亜
細
亜
の
東
部
沿
海
地
、
大
洋
洲
ま
で
瑛
布
す
る
と
、
今
 
 

度
は
印
度
文
化
が
こ
れ
に
欒
化
を
輿
へ
た
。
 
 
 

拘
最
後
に
こ
の
挨
及
文
化
の
洗
は
，
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ボ
ブ
ネ
シ
ア
、
メ
ラ
ネ
シ
ア
、
支
那
、
日
本
か
ら
多
く
 
 

の
要
素
を
添
加
せ
ら
れ
て
、
亜
水
利
加
の
太
卒
洋
沿
岸
に
移
動
し
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
以
前
の
文
明
の
粛
芽
を
栽
 
 

（
田
一
）
 
 
 
 
ゑ
つ
け
た
。
 
 
 

こ
れ
が
壊
及
文
化
漬
布
の
楼
饅
に
関
す
る
で
、
、
ス
氏
の
見
解
で
あ
る
が
、
更
に
氏
は
這
般
の
文
化
倍
播
が
之
を
受
 
 

納
し
た
諸
地
方
に
螢
生
せ
し
め
た
文
化
現
象
を
指
摘
し
て
、
 
 
 



四
方
法
に
於
て
は
多
少
の
相
違
は
あ
る
が
、
儀
式
や
技
巧
に
於
て
著
し
い
一
致
を
示
す
木
乃
伊
の
製
作
。
 
 

拘
亘
石
建
築
の
生
起
。
 
 
 

同
人
類
が
石
と
し
て
生
存
す
る
観
念
、
洪
水
神
話
、
太
陽
の
子
と
し
て
の
王
者
の
起
原
を
説
く
神
話
等
と
密
接
 
 

に
関
係
し
た
偶
像
の
製
作
。
 
 
 

㈹
太
陽
崇
拝
、
及
び
鷹
の
翼
を
つ
け
、
而
し
て
蛇
と
陶
係
の
深
い
太
陽
樹
盤
の
採
用
。
 
 
 

間
包
皮
切
開
、
琴
 
按
摩
術
、
預
蓋
骨
、
薗
、
盾
．
鼻
等
に
於
け
る
人
工
的
噂
形
化
の
採
用
。
 
 
 

牌
リ
ン
ネ
ル
の
機
嘩
眞
珠
そ
の
他
の
賓
石
及
び
貴
金
属
、
C
昌
e
F
・
S
l
－
d
〓
⊇
m
p
各
の
利
用
。
 
 

閏
珠
健
治
金
術
の
採
用
。
 
 
 

拘
テ
ラ
ス
潅
漑
と
結
び
つ
い
た
農
耕
法
の
採
用
。
 
 

桝
性
器
崇
拝
的
な
観
念
及
び
賓
修
の
採
用
。
 
 

㈹
言
言
力
曾
邑
k
且
象
徴
、
飛
去
凍
器
、
擬
娩
等
の
採
用
。
 
 
 

叫
神
性
を
持
つ
墜
生
見
の
信
仰
の
保
持
。
 
 

（
 
 

（
円
二
）
 
等
と
な
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

か
く
し
て
ス
ミ
、
ス
氏
は
、
世
界
文
化
単
元
盃
を
唱
導
し
た
。
そ
の
普
然
の
鯨
結
と
し
て
、
醐
話
の
避
原
に
関
し
て
 
 

も
、
瑛
及
を
中
心
と
す
る
単
元
説
を
探
っ
て
ゐ
る
。
 
 

紳
話
撃
の
新
展
開
 
 
 



紳
話
畢
の
新
展
開
 
 

六
〇
 
 
 

「
石
の
中
に
棲
む
紳
、
人
間
及
び
諸
動
物
に
関
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
豊
富
ぢ
紳
話
群
は
、
死
の
醐
秘
を
解
決
し
運
命
 
 

（
円
三
）
 
 
を
出
し
抜
く
手
段
を
獲
得
せ
ん
と
す
る
舌
代
壊
及
人
の
企
婁
に
遡
る
こ
と
が
出
水
る
。
』
 
 

と
云
ふ
が
如
き
、
多
く
の
民
族
に
於
け
る
樹
木
崇
拝
及
び
こ
れ
に
関
す
る
紳
話
の
寮
生
螢
展
を
、
挨
及
人
が
死
者
を
 
 

（
円
田
）
 
活
か
す
カ
を
内
存
さ
せ
て
ゐ
る
と
信
じ
た
香
料
の
重
要
成
に
蹄
し
て
ゐ
る
如
き
は
そ
の
一
二
の
例
に
過
ぎ
す
。
婁
魂
 
 

観
念
、
龍
蛇
信
仰
、
邪
戒
観
念
、
超
自
然
的
存
在
に
関
す
る
二
元
論
、
基
督
と
悪
魔
と
の
啓
開
観
、
大
母
女
御
の
螢
 
 

生
、
垂
盃
信
仰
、
水
の
生
成
カ
に
関
す
る
観
念
、
及
び
こ
れ
等
に
圃
す
る
紳
話
の
如
き
、
み
な
そ
の
源
流
を
古
代
挨
 
 

及
に
賛
し
て
ゐ
る
と
な
璽
一
 
 
 

そ
れ
な
ら
ば
、
是
等
の
事
象
に
関
す
る
観
念
、
信
仰
、
紳
話
が
、
諸
民
族
に
於
て
可
な
り
著
し
い
相
違
と
多
様
と
 
 

を
示
す
の
は
何
故
で
め
ら
う
か
。
で
、
、
ス
氏
は
之
に
答
へ
て
、
そ
れ
は
挨
及
か
ら
馨
し
た
そ
れ
等
の
も
の
が
、
諸
民
 
 

族
の
間
に
侍
播
す
る
に
つ
れ
て
、
加
重
的
に
且
っ
漸
層
的
に
鍵
形
作
用
皇
早
け
た
か
ら
で
あ
る
と
云
ふ
。
 
 
 

次
に
メ
ア
リ
イ
氏
の
畢
読
も
、
版
本
に
於
て
は
で
、
、
ス
氏
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
。
即
ち
、
文
化
単
元
説
を
ま
張
し
て
、
 
 
 

閏
初
め
さ
ま
ざ
ま
の
基
本
的
な
技
術
及
び
工
惑
が
、
舌
代
挨
及
を
含
む
古
代
東
洋
に
寮
生
し
且
つ
完
成
し
て
、
 
 

次
に
そ
れ
等
が
世
界
の
連
取
の
地
ま
で
次
第
に
漬
布
せ
ら
れ
た
。
 
 
 

聞
古
代
東
洋
の
文
化
の
侍
播
の
過
程
が
、
諸
民
族
の
問
に
あ
ら
ゆ
る
文
化
階
層
的
囁
別
を
持
つ
政
令
を
出
現
せ
 
 

し
め
た
。
し
か
し
そ
れ
等
の
赴
骨
の
文
化
的
資
本
は
、
直
接
若
く
は
間
接
に
本
原
的
資
源
た
る
舌
代
東
洋
か
 
 
 



へ
円
六
）
 
 
 
ら
抽
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

と
な
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

若
し
バ
丁
タ
イ
氏
に
同
じ
て
、
舌
代
東
洋
の
文
化
が
諸
地
に
分
布
せ
ら
れ
た
過
程
を
考
へ
る
と
、
多
く
の
紳
話
系
髄
 
 

が
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
遠
地
に
住
む
民
衆
に
よ
つ
て
保
有
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
現
象
の
意
義
に
つ
い
て
問
題
が
起
 
 

っ
て
凍
ざ
る
を
得
な
い
。
バ
丁
リ
イ
氏
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
 
 
 

「
こ
れ
等
の
紳
話
系
髄
は
絶
え
ず
神
々
及
び
政
令
の
始
め
に
つ
き
て
語
り
、
そ
し
て
瑛
及
そ
の
他
舌
代
東
洋
の
隣
 
 
 

国
に
於
て
創
始
成
熟
の
過
程
に
あ
つ
た
こ
と
を
知
り
得
る
諸
観
念
を
含
ん
で
ゐ
る
。
か
く
て
世
界
の
諸
々
の
集
 
 

（
門
七
）
 
 

一
囲
赴
曾
が
そ
の
諸
観
念
を
舌
代
文
化
か
ら
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
ひ
な
い
。
」
 
 

と
し
て
諸
民
族
の
神
話
固
が
首
の
資
源
を
地
球
の
或
る
一
瓢
に
有
し
た
』
こ
と
を
ま
張
し
て
ゐ
る
。
か
く
し
て
 
 

南
洋
、
日
本
等
の
民
衆
が
自
分
達
を
太
陽
の
子
と
な
す
醐
話
、
ス
ノ
リ
ア
、
ヘ
ブ
ラ
イ
、
希
膿
．
愛
蘭
、
印
度
、
支
部
 
 

等
の
襲
固
に
関
す
る
醐
話
の
如
き
、
み
な
そ
の
源
泉
を
挨
及
に
有
し
て
ゐ
る
と
な
す
。
日
本
の
蓬
莱
説
話
の
如
き
も
、
 
 

（
円
八
）
 
ま
化
さ
う
で
あ
る
と
㌻
れ
る
。
（
舶
相
即
机
霧
）
 
 
 

神
話
系
碍
に
関
す
る
這
般
の
単
元
訣
の
主
張
者
と
し
て
の
メ
ア
ブ
イ
氏
略
譜
民
族
が
待
つ
信
仰
や
神
話
の
相
互
的
 
 

同
似
と
い
ふ
現
象
に
関
し
て
、
普
然
人
類
畢
況
の
畢
詭
と
異
っ
た
見
解
を
抱
か
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
人
類
畢
派
は
、
 
 

こ
の
現
象
を
「
人
心
の
作
用
の
同
似
㌢
い
ふ
仮
説
を
以
て
説
明
し
て
ゐ
る
が
、
メ
ア
リ
イ
氏
は
こ
の
畢
誼
を
排
拒
し
て
、
 
 

訓
話
畢
の
新
展
朗
 
 
 



紳
語
草
の
新
展
開
 
 

六
二
 
 

倍
仰
、
神
話
の
同
似
は
、
人
心
の
作
用
の
同
似
で
詭
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
せ
な
ら
他
方
に
於
て
は
、
特
別
 
 

の
差
異
が
各
政
令
の
信
仰
、
神
話
の
間
に
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
な
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
氏
の
畢
詭
に
徒
へ
ば
、
 
 
 

鞘
信
仰
、
甜
話
の
同
似
は
、
諸
民
族
が
信
仰
、
紳
話
の
源
泉
を
挨
及
そ
の
他
舌
代
東
洋
に
仰
い
だ
こ
と
か
ら
の
 
 

皆
然
の
結
果
で
あ
♭
、
 
 
 

問
信
仰
、
神
話
の
差
異
は
、
瑛
及
そ
の
他
舌
代
東
洋
の
そ
れ
等
が
諸
民
族
に
分
布
せ
ら
れ
る
過
程
に
於
て
、
諸
 
 

地
に
於
て
慶
形
作
用
里
早
け
た
こ
と
か
ら
生
起
し
た
。
 
 

と
い
ふ
説
明
が
抽
き
出
さ
れ
得
る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

パ
ァ
タ
イ
氏
は
次
に
神
話
系
健
の
教
生
心
理
に
関
し
て
、
ま
た
薪
創
見
を
示
し
て
ゐ
る
。
氏
に
徒
へ
ば
、
古
代
人
の
 
 

諸
観
念
は
決
し
て
思
索
か
ら
産
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
彼
等
は
直
接
に
自
己
に
利
害
関
係
を
持
つ
題
目
に
対
し
て
の
 
 

み
心
を
働
か
す
。
個
々
の
直
観
が
問
題
で
あ
る
。
無
差
別
に
外
的
世
界
の
全
部
を
探
求
す
る
如
き
は
、
彼
等
に
封
し
 
 

て
何
等
の
動
力
と
も
な
り
得
な
い
。
彼
等
は
お
の
れ
等
の
観
念
を
重
く
端
的
に
直
接
経
験
か
ら
抽
き
出
し
た
。
か
く
 
 

て
神
話
も
亦
思
索
の
産
物
で
は
な
く
て
、
経
験
－
環
境
に
封
す
る
直
接
交
渉
の
産
物
で
あ
ゎ
、
従
っ
て
ま
た
神
話
の
 
 

（
田
丸
）
 
或
る
も
の
は
、
史
的
革
質
の
原
始
的
な
倍
承
で
あ
る
。
氏
自
身
の
言
菜
を
用
ふ
る
な
ら
、
 
 

「
世
界
の
め
ら
ゆ
る
部
分
の
民
衆
の
紳
諸
組
織
を
廣
く
探
索
す
る
と
、
過
去
の
階
段
や
赫
々
の
存
在
が
賓
際
に
 
 
 

あ
ら
待
た
と
い
ふ
微
候
や
、
驚
異
す
べ
き
事
蹟
が
可
能
で
ぁ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
が
明
か
に
な
つ
て
凍
る
。
押
詰
 
 
 



に
記
錬
せ
ら
る
る
過
ま
と
一
考
青
草
に
よ
つ
て
示
さ
れ
た
過
去
と
を
比
較
す
る
と
、
こ
れ
等
二
個
の
題
目
に
関
 
 
 

す
る
知
識
が
積
れ
ば
積
る
ほ
ど
、
神
話
系
燈
が
世
界
の
諾
遽
土
の
史
的
改
造
に
一
地
歩
を
占
む
べ
き
こ
と
を
見
 
 
 

出
す
。
天
界
の
諸
存
在
が
大
地
に
降
っ
て
一
人
間
と
相
撮
っ
た
時
代
に
関
す
る
、
贋
き
に
亘
る
説
話
の
如
き
、
 
 
 

史
的
事
賓
た
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
何
故
な
ら
這
簡
の
説
話
の
語
ら
れ
る
国
々
は
、
支
配
者
蓮
が
賞
際
に
天
 
 

（
五
〇
）
 
 
 

r
d
i
已
罫
n
こ
芝
○
）
『
共
済
組
合
の
起
原
進
展
と
人
類
の
起
原
進
展
と
の
関
係
』
（
≠
e
 
O
r
i
g
i
n
呂
d
 
E
邑
。
t
i
。
n
。
f
 
 

界
と
関
係
を
持
つ
紳
室
と
見
な
さ
れ
た
時
代
の
文
化
形
相
の
賃
貸
的
痕
迩
を
食
ん
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
』
 
 
 

†
ソ
チ
ェ
ス
ク
ー
畢
泥
の
畢
説
に
現
代
醐
詩
学
の
新
趨
向
を
軌
す
る
も
の
は
、
必
ず
や
ま
た
ア
ル
バ
ー
ト
・
チ
ャ
ー
チ
 
 

ウ
ォ
ー
ド
博
士
（
A
－
b
e
r
昌
F
弓
C
F
ヨ
r
d
）
の
畢
説
を
考
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
博
士
は
『
人
』
と
し
て
は
：
チ
ェ
ス
 
 

ク
ー
畢
況
に
属
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
わ
け
に
行
か
ぬ
が
、
を
の
所
説
の
上
か
ら
見
る
と
、
同
率
派
と
相
呼
應
す
る
あ
る
 
 

も
の
を
多
分
に
有
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
氏
は
「
原
始
人
の
記
眈
及
び
象
徴
L
（
S
i
g
星
野
鼓
〓
ぜ
岳
b
。
－
∽
。
『
空
m
？
 
 

字
詰
m
a
S
O
n
r
y
喜
n
e
O
邑
w
i
t
F
t
l
－
e
O
r
i
g
i
n
冒
d
冒
○
－
u
t
i
昌
。
f
穿
m
呂
R
罠
、
－
琵
〇
・
）
『
人
類
の
起
原
及
び
進
展
』
 
 

（
O
r
i
g
i
n
岩
d
宮
e
－
註
O
n
O
＝
訂
H
l
l
m
呂
R
罵
こ
琵
・
）
、
『
宗
教
の
起
原
及
び
進
展
』
（
≠
e
O
r
i
g
i
n
呂
d
苧
。
－
。
 
 

t
ぎ
O
f
R
e
l
i
g
i
き
一
誌
三
等
を
公
に
し
て
、
文
化
及
び
神
話
の
侍
播
に
関
す
る
畢
誼
に
新
し
い
視
野
を
展
げ
て
ゐ
る
。
 
 
 

で
、
、
ス
氏
や
パ
ァ
タ
イ
氏
と
同
じ
く
、
チ
ア
ー
チ
タ
ォ
ー
ド
氏
も
、
瑛
及
の
文
化
1
－
従
っ
て
ま
た
宗
教
、
神
話
の
贋
 
 

き
に
亘
る
移
動
過
程
を
以
て
、
諸
民
族
の
そ
れ
等
の
成
立
の
資
源
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
這
般
の
結
論
を
抽
 
 

訓
話
畢
ら
新
展
的
 
 
 



●  

紳
話
挙
の
新
展
開
 
 

六
四
 
 
 

き
出
し
た
材
料
に
於
て
は
、
互
に
相
異
っ
て
ゐ
る
。
前
二
者
が
ま
と
し
て
亘
石
建
集
、
木
伊
乃
、
貝
類
、
船
舶
等
を
 
 

（
五
こ
 
 

推
断
の
資
材
と
し
て
ゐ
る
に
射
し
、
チ
ャ
ー
チ
ウ
ォ
ー
ド
氏
は
．
ま
と
し
て
記
競
約
言
語
、
記
戟
、
象
徴
等
を
断
集
の
 
 

素
材
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
氏
は
、
廉
く
世
界
に
分
布
し
て
ゐ
る
そ
れ
等
を
多
数
に
蒐
集
し
、
一
々
そ
の
原
義
む
繹
ね
、
 
 

そ
の
出
所
に
遡
っ
て
．
 
 
 

用
人
類
が
挨
及
を
最
初
の
故
土
と
な
し
、
而
し
て
挨
及
か
ら
南
は
阿
弗
利
加
へ
、
北
は
欧
羅
巴
へ
、
東
は
亜
細
 
 

亜
を
経
由
し
て
、
そ
の
北
竿
は
亜
米
利
加
へ
、
南
竿
は
オ
ー
ス
ト
ラ
ブ
ア
へ
と
奮
新
石
器
時
代
の
人
類
が
大
 
 

移
動
を
行
っ
た
こ
と
。
 
 
 

閂
徒
つ
で
種
々
の
宗
教
及
び
醐
話
1
－
た
と
へ
ば
凍
世
の
観
念
信
仰
、
星
辰
神
話
、
太
陽
神
話
等
が
、
東
は
南
 
 

部
亜
細
亜
へ
、
北
は
北
部
欧
羅
巴
へ
、
西
は
亜
未
刊
加
へ
移
動
し
た
こ
と
。
 
 

（
五
二
）
 
 

を
論
語
園
説
し
て
ゐ
る
。
か
く
て
氏
に
徒
へ
ば
、
印
度
、
シ
ャ
ム
、
ジ
ャ
ワ
等
に
高
級
な
文
明
を
造
り
上
げ
た
の
は
、
 
 

挨
及
か
ら
輸
出
せ
ら
れ
た
太
陽
鰻
丼
文
化
で
め
り
、
諸
国
に
見
出
さ
れ
る
密
儀
－
 
希
膿
の
エ
ソ
ウ
シ
ス
の
密
儀
の
 
 

如
き
9
－
は
、
み
な
浅
及
の
秘
密
宗
儀
を
そ
の
始
祖
と
し
．
挨
及
な
る
母
国
を
棄
て
て
、
他
の
国
土
に
去
っ
た
も
の
、
 
 

並
び
に
挨
及
で
特
に
そ
の
侍
授
を
許
さ
れ
た
も
の
の
手
を
通
し
て
、
世
界
の
諸
地
方
に
摸
布
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

チ
ャ
ー
チ
ウ
ォ
ー
ド
氏
は
、
か
く
の
如
く
別
箇
の
方
面
か
ら
、
で
、
、
ス
氏
や
パ
丁
リ
イ
氏
の
そ
れ
に
同
似
し
た
F
神
話
 
 

停
播
説
」
に
到
達
し
セ
。
し
か
し
「
神
話
起
原
詭
」
に
於
て
は
、
氏
は
こ
れ
等
の
二
畢
徒
と
全
く
臭
っ
た
見
解
を
呈
 
 
 



示
す
ろ
こ
と
に
よ
つ
て
、
現
代
の
醐
高
率
の
生
面
を
ま
す
ま
す
多
様
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
遥
ハ
済
組
合
の
起
原
進
展
」
 
 

に
於
て
提
唱
し
た
宗
教
的
観
念
及
び
刷
詩
的
表
出
の
進
展
諭
に
現
れ
た
氏
の
紳
話
起
原
の
畢
詮
に
l
よ
れ
ば
、
 
 
 

川
前
話
は
記
披
象
徴
を
母
胎
と
す
る
産
物
で
あ
る
。
 
 
 

拘
紳
裔
的
表
出
は
∵
徒
凍
の
畢
徒
の
多
く
が
ま
張
す
る
や
う
に
．
人
間
的
形
騒
を
以
て
始
め
ら
れ
た
も
の
で
は
 
 

な
い
。
獣
類
、
鳥
類
、
爬
虫
類
、
鹿
島
類
の
形
燈
を
通
し
て
詮
表
せ
ら
れ
、
自
然
現
象
、
超
人
同
約
機
能
及
び
勢
 
 

能
の
性
質
を
賓
覆
す
る
に
使
用
せ
ら
れ
た
多
種
多
様
な
記
故
若
く
は
象
徴
が
、
頑
詩
的
表
出
の
始
源
で
あ
る
。
 
 
 

何
か
く
て
醐
話
組
織
は
、
そ
の
原
始
的
形
相
に
あ
つ
て
は
、
記
銘
象
徴
の
媒
憶
に
よ
り
、
超
人
間
的
な
活
動
形
 
 

式
を
遍
⊥
て
、
或
る
基
礎
的
勢
能
を
表
示
す
る
一
方
法
で
あ
つ
た
。
 
 
 

何
周
楼
半
音
き
世
の
豪
数
は
、
畢
寛
す
る
に
P
r
？
邑
h
r
。
p
昌
－
。
r
p
h
i
e
n
邑
e
と
辞
し
得
る
原
始
的
表
出
法
の
産
 
 

果
で
あ
♭
、
従
っ
て
近
代
に
見
出
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
俗
信
も
、
之
を
遡
行
す
れ
ば
、
古
代
の
幼
拙
な
記
戟
 
 

凄
象
に
外
な
ら
ぬ
。
 
 
 

鞘
這
般
の
押
詰
的
表
出
法
は
、
浅
及
に
於
て
進
歩
し
た
諸
技
術
と
の
接
触
に
よ
つ
て
、
長
大
の
費
蓮
を
な
し
た
。
 
 
 

仲
原
始
的
表
出
法
は
．
時
周
的
及
び
客
間
的
に
ー
1
即
ち
年
代
が
た
つ
に
つ
れ
、
ま
た
方
所
に
よ
つ
て
次
第
に
 
 
 

課
解
せ
ら
れ
て
、
そ
の
本
義
を
晦
冥
に
し
て
恋
た
。
今
日
我
々
が
諸
々
の
迷
倍
、
風
習
．
紳
話
等
に
見
出
す
 
 

と
こ
ろ
の
不
合
理
牲
や
不
健
全
性
は
、
さ
う
し
た
誤
解
に
ょ
る
意
義
の
涙
腺
化
の
産
物
で
あ
つ
て
、
本
務
の
 
 

紳
話
拳
の
新
展
錮
 
 
 



記
戟
言
語
、
記
準
象
徴
に
内
存
し
た
も
の
で
は
な
い
。
 
 

（
五
三
）
 
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
 
 
 

マ
ン
チ
ェ
ス
ク
ー
畢
派
及
び
チ
ャ
ー
チ
ク
ォ
ー
ド
氏
の
畢
訣
は
、
或
る
意
味
か
ら
云
へ
ば
、
先
人
の
畢
詭
の
拾
承
で
あ
 
 

エ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
 
り
、
若
く
は
少
く
と
も
精
細
化
で
あ
る
。
な
せ
な
ら
パ
ァ
リ
イ
氏
は
、
神
話
の
原
に
起
関
し
て
史
的
事
賞
を
力
説
 
 

す
る
鮎
に
於
て
、
神
話
畢
史
に
於
け
る
『
史
畢
鹿
屋
－
－
紀
元
前
四
世
紀
の
ユ
タ
ヘ
メ
ロ
ス
か
ら
現
代
の
ジ
ョ
ー
ジ
．
ロ
 
 

（
五
日
）
 
－
レ
ン
ス
∵
ゴ
ム
氏
に
つ
な
が
る
洗
を
酌
む
も
の
で
あ
り
、
チ
ャ
ー
チ
ウ
ォ
ー
ド
氏
は
象
徴
を
紳
話
の
寮
生
に
強
く
高
調
 
 

ヽ
ヽ
 
 

．
（
五
五
）
 
し
た
鮎
に
於
て
、
グ
オ
ル
グ
・
ブ
リ
ー
ド
リ
ブ
ヒ
・
ク
ワ
イ
チ
ェ
ル
と
畢
的
経
由
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
｝
T
り
大
 
 

き
な
意
味
に
於
て
一
郎
ち
、
 
 

ヽ
ヽ
 
 
閃
単
な
る
史
畢
派
若
く
は
象
徴
涯
の
剋
逓
で
は
な
く
て
、
よ
り
精
細
な
、
そ
し
て
先
人
が
開
拓
し
な
か
っ
た
史
 
 

畢
的
若
く
は
象
徴
的
庭
女
地
に
黎
を
入
れ
た
新
史
畢
軌
若
く
は
新
象
徴
軌
を
樹
立
し
た
。
 
 
 

糾
そ
の
研
究
に
於
て
、
い
は
ゆ
る
補
助
科
挙
の
應
用
範
囲
を
大
い
に
接
発
し
、
土
俗
畢
、
考
古
畢
、
政
令
畢
、
 
 

テ
ク
ノ
p
ジ
イ
 
 
 
心
理
畢
，
言
語
畢
、
工
垂
畢
等
を
自
由
に
駆
使
し
て
綜
合
的
考
察
を
試
み
、
醐
話
畢
研
究
法
の
上
に
一
新
生
 
 

面
を
拓
い
た
こ
と
。
 
 
 

問
神
話
単
元
説
な
る
創
見
を
出
し
、
神
話
侍
播
訣
に
前
人
の
そ
れ
と
異
な
る
新
説
を
呈
示
し
￥
言
。
 
 
 

仲
紳
話
の
教
生
心
理
に
関
し
て
環
境
及
び
そ
れ
へ
の
反
應
と
し
て
の
経
験
を
力
説
し
た
こ
と
。
 
 
 

紳
話
挙
り
新
展
開
 
 



の
意
味
に
於
て
ー
確
か
に
押
詰
単
に
新
し
い
進
出
と
大
き
な
貢
献
と
を
輿
へ
た
と
云
ひ
得
る
。
然
し
そ
の
諸
畢
読
を
 
 

仔
細
に
鮎
検
す
各
と
、
多
少
の
映
陥
が
見
出
さ
れ
る
。
 
 
 

先
つ
第
一
に
挨
及
文
化
－
－
従
っ
て
挨
及
紳
話
の
分
布
及
び
舜
化
を
以
て
世
界
の
諸
民
族
の
そ
れ
等
の
資
源
と
す
 
 

る
推
断
の
澄
赦
そ
の
も
の
、
及
び
澄
微
の
取
扱
方
に
不
満
が
あ
る
。
自
分
は
諸
民
族
の
文
化
の
中
に
挨
及
そ
の
他
舌
 
 

代
東
洋
の
要
素
が
包
含
せ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
の
認
容
に
は
、
可
な
り
寛
大
で
あ
る
つ
も
り
で
あ
る
。
し
か
し
 
 

ス
ミ
、
ス
、
パ
ァ
リ
イ
、
チ
ャ
ー
チ
ウ
ォ
ー
ド
諸
氏
の
諭
澄
が
微
に
入
う
紳
に
亘
っ
て
ゐ
る
に
拘
ら
す
、
彼
等
の
資
料
の
選
 
 

揮
及
び
推
論
の
過
程
に
は
、
異
議
を
唱
へ
た
い
鮎
が
多
々
存
し
て
ゐ
る
。
自
分
は
確
賓
な
澄
微
の
播
大
と
推
断
法
の
 
 

厳
密
化
と
に
よ
つ
て
、
こ
の
畢
説
が
客
観
的
妥
蕾
牲
を
大
に
す
る
他
日
を
期
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
 
 
 

第
二
に
は
、
そ
、
、
ス
氏
や
パ
ァ
サ
イ
氏
が
認
識
し
た
宗
教
的
若
く
は
神
話
的
観
念
信
仰
の
成
因
が
除
ら
に
狭
小
で
あ
 
 

る
と
い
ふ
鮎
に
、
畢
的
同
戚
を
持
ち
得
な
い
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
目
し
て
、
木
伊
乃
製
造
の
技
術
に
育
成
せ
ら
れ
た
と
 
 

な
し
、
大
母
女
神
の
起
原
を
、
生
命
賦
奥
の
護
符
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
子
安
貝
に
蹄
す
る
で
、
、
ス
氏
の
見
解
の
如
き
、
 
 

上
奮
石
器
時
代
の
民
衆
が
直
接
経
験
に
よ
つ
て
知
ら
待
た
と
推
定
さ
れ
る
死
の
原
因
、
生
産
の
性
質
、
生
命
保
護
の
 
 

手
段
か
ら
の
み
、
さ
ま
ざ
ま
の
宗
教
的
紳
詩
的
観
念
を
抽
き
出
し
た
メ
ア
リ
イ
氏
の
行
方
の
如
き
、
記
戟
、
象
徴
に
の
 
 

み
宗
教
頑
話
の
成
素
を
求
め
た
チ
ャ
ー
チ
ク
ォ
ー
ド
氏
の
見
方
の
如
き
、
自
分
と
し
て
は
到
底
賛
同
し
か
ね
る
。
吾
人
 
 

は
こ
れ
等
の
諸
学
徒
に
対
し
て
．
、
自
然
民
族
は
．
 
 

耐
話
撃
の
新
展
閉
 
 
 



川
上
遽
の
如
き
狭
小
な
経
験
の
み
を
髄
得
し
た
。
 
 

ヽ
ヽ
 
 

閏
そ
れ
等
の
軽
壊
以
外
に
、
同
時
に
若
く
は
よ
り
早
く
他
の
経
験
を
な
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
 
 

拘
た
と
ひ
他
の
経
験
を
な
上
乗
と
し
て
も
そ
れ
等
は
宗
教
的
及
び
神
話
的
観
念
の
成
立
と
は
行
了
り
待
な
か
っ
た
。
 
 

等
を
諭
澄
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
樺
剃
を
持
つ
で
あ
ら
う
。
 
 
 

そ
の
他
F
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
塵
辰
致
L
（
S
t
罵
訂
r
…
『
A
l
－
A
背
こ
曽
－
）
「
ぁ
ら
ゆ
る
時
代
の
太
陽
敦
k
（
S
声
n
F
弓
の
○
【
 
 

A
－
－
A
開
店
－
－
¢
－
≠
）
の
著
者
と
し
て
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
タ
イ
ラ
ー
・
オ
ル
コ
ッ
ト
氏
（
宅
i
l
－
i
p
巨
ぜ
ー
e
r
O
－
邑
t
）
や
、
F
知
的
 
 

神
話
畢
L
（
H
n
t
呈
e
k
t
u
已
眉
t
l
l
O
首
i
2
、
－
芝
G
）
．
の
著
者
と
し
て
の
フ
リ
ッ
ツ
・
ラ
ン
ガ
一
成
（
句
邑
N
訂
n
g
e
r
）
や
、
F
東
 
 

西
洋
の
神
話
」
（
D
e
乍
苫
t
b
u
∽
さ
n
O
r
i
2
n
t
き
d
 
O
乱
d
e
n
t
）
－
琵
一
ご
の
著
者
と
し
て
の
バ
コ
ー
プ
ェ
ソ
氏
（
J
・
J
・
謬
・
 
 

註
○
諦
n
）
や
、
「
軸
苗
と
文
化
牢
眉
盲
l
u
肪
亡
－
－
d
内
已
t
u
r
こ
諾
P
）
の
著
者
と
し
て
の
ア
ル
ツ
ル
・
リ
ー
ベ
ル
ト
氏
（
A
・
 
 

r
t
F
弓
巳
e
訂
r
t
）
や
‥
F
原
始
神
話
に
於
け
る
日
月
矢
野
・
1
ゴ
e
u
n
d
岩
層
d
i
n
亨
i
m
i
t
i
扁
n
害
箋
l
u
S
こ
箆
ヱ
の
著
者
 
 

と
し
て
の
オ
ス
カ
ー
・
リ
ュ
ー
レ
氏
（
○
浄
弓
R
字
－
e
）
や
、
F
神
話
的
思
惟
に
於
け
る
概
念
形
式
』
（
D
i
e
詳
g
r
i
穿
評
m
？
 
 

n
i
m
寅
笠
E
s
烏
e
n
冒
n
k
e
n
こ
琵
ご
及
び
「
言
語
と
神
話
矢
S
p
r
邑
1
e
呂
d
彗
笠
h
O
∽
－
－
悪
声
）
の
著
者
と
し
て
の
エ
 
 

ル
ソ
ス
ト
・
カ
リ
シ
ラ
ー
氏
（
字
n
乳
C
昆
ぎ
r
）
や
、
F
新
世
界
史
」
（
H
i
賢
r
『
○
ニ
ー
ー
♪
当
の
宅
宅
O
r
－
d
e
已
－
乱
A
m
e
r
i
g
）
柏
 
 

且
軒
忘
忠
・
）
の
著
者
と
し
て
の
エ
ド
ク
丁
－
ド
・
ジ
ョ
ン
・
べ
ー
ソ
氏
（
声
J
・
謬
篭
e
）
等
が
め
つ
て
、
と
り
ど
わ
に
 
 

嶺
近
の
神
話
学
界
を
偲
は
し
て
ゐ
る
が
」
そ
の
儀
る
も
の
は
六
オ
ル
コ
7
氏
の
如
き
）
刷
話
を
利
率
の
粛
芽
と
見
る
 
 
 

●  

紳
話
拳
の
新
展
用
 
 



鮎
に
於
て
、
後
凍
の
紳
話
畢
詭
の
総
承
で
あ
り
、
そ
切
或
る
も
の
は
（
ラ
ン
ガ
ー
氏
、
カ
ッ
シ
ラ
ー
氏
の
如
き
）
紳
話
 
 

現
象
を
組
織
化
し
若
く
は
之
に
哲
畢
的
思
索
を
加
へ
て
は
ゐ
る
が
、
新
兵
の
畢
説
を
出
し
た
と
は
云
ひ
難
く
、
ま
た
 
 

そ
の
或
る
も
の
は
（
べ
ー
ン
氏
の
如
き
）
徒
凍
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
メ
キ
シ
コ
、
ペ
ル
r
の
醐
話
に
新
し
い
 
 

研
究
を
試
み
た
が
、
そ
の
研
究
法
は
全
く
人
類
畢
的
憩
度
を
出
で
な
い
。
か
く
し
て
是
等
の
畢
徒
の
見
方
は
、
そ
の
 
 

中
に
若
干
の
新
味
を
含
む
に
も
拘
ら
ず
、
畢
界
を
聾
目
さ
せ
る
や
う
な
猶
創
的
畢
訣
と
は
云
ひ
難
い
か
ら
．
そ
し
て
 
 

ま
セ
紙
面
に
限
り
あ
る
か
ら
、
わ
ざ
と
之
に
言
及
す
る
こ
と
を
差
軽
へ
る
こ
と
に
し
た
。
 
 
 

妊
（
こ
 
A
n
n
a
l
e
s
d
G
試
u
乳
e
¢
已
．
m
き
衷
b
－
i
O
t
訂
q
宏
d
e
く
u
l
g
邑
邑
i
O
n
－
ゴ
ロ
0
芦
p
p
L
き
一
念
■
 
 

（
ニ
）
 
出
n
e
罵
l
O
p
O
乳
i
p
．
守
i
｛
呂
n
i
e
闊
、
試
笠
ぎ
｝
O
g
y
－
舛
く
Ⅰ
Ⅰ
、
p
・
－
麗
－
↓
・
 
 

（
三
）
 
E
首
エ
ぎ
巨
．
P
鵠
 
句
O
n
e
t
i
O
巳
試
昏
t
巴
e
∽
d
呂
こ
e
払
S
O
e
i
貪
m
 
i
n
許
i
ぎ
r
e
m
、
増
●
魚
戸
 
 

（
－
d
）
 
巳
d
・
夢
2
已
－
巳
A
m
e
 
P
i
m
i
t
i
烹
－
巧
言
m
i
紆
e
雷
邑
e
、
C
訂
p
i
t
r
e
 
I
一
－
Ⅰ
参
照
 
 

（
五
）
 
E
■
†
冒
各
l
－
訂
∽
句
O
n
C
t
i
O
n
∽
試
e
n
邑
e
ぎ
り
受
芦
 
 

（
ヂ
）
‥
芦
品
∴
草
i
l
－
雪
こ
P
m
p
a
邑
i
ま
試
笠
ぎ
】
O
g
コ
C
O
n
t
r
i
b
u
t
i
O
n
三
〇
t
訂
S
c
i
e
n
e
e
O
、
試
ミ
ど
l
O
g
y
、
柏
■
○
】
払
∴
¢
・
W
・
C
O
H
－
T
訂
試
ミ
F
・
 
 

〇
l
O
g
句
○
〓
訂
A
r
箋
n
甥
註
O
n
S
…
W
・
S
c
F
ヨ
r
t
♪
 
q
扇
p
r
旨
粥
d
e
辺
試
ユ
ど
ー
O
g
i
O
…
A
●
 
内
邑
ロ
ー
d
立
訂
肖
H
n
t
乳
c
巴
雪
g
邑
u
狩
ロ
d
領
 
 

民
ま
訂
n
b
i
l
d
u
n
明
等
参
照
 
 

八
竜
）
 
A
●
訂
n
甲
試
O
d
雫
n
官
等
訂
－
品
『
参
照
 
 

（
入
）
 
ビ
甘
y
・
守
邑
l
－
ト
e
仏
▲
句
O
n
¢
t
i
O
巳
試
e
n
邑
訝
り
島
0
0
●
 
 

（
九
）
 
E
尋
・
謬
u
宰
O
p
・
眉
t
・
、
p
・
 
 

（
岩
l
）
 
慧
1
Y
虻
⊇
サ
廿
O
p
・
眉
・
ニ
ュ
夢
 
 

醐
語
草
の
新
展
瀾
 
 
 



（
〓
）
 
ビ
耳
†
守
一
邑
、
O
p
●
C
i
｛
こ
p
●
缶
0
0
●
 
 

（
l
ニ
）
 
本
書
は
】
千
九
要
一
十
七
年
に
現
れ
た
同
氏
の
「
原
始
心
理
に
於
け
ろ
父
』
（
T
訂
句
a
t
訂
r
山
n
ワ
i
m
i
t
i
言
辞
旬
e
ぎ
】
O
g
y
）
ミ
姉
妹
篇
ふ
 
 

光
サ
ミ
も
云
ふ
な
得
べ
き
も
の
で
ぁ
る
。
 
 

（
三
）
 
こ
れ
等
の
撃
徒
l
‡
、
一
千
丸
首
六
年
に
伯
林
l
こ
設
立
ぜ
ら
れ
㌣
『
紳
話
比
較
研
究
協
骨
b
の
骨
員
ミ
J
て
、
自
然
象
徴
説
な
唱
へ
、
ぁ
る
 
 

意
味
に
於
て
、
十
九
世
紀
後
年
の
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ヤ
ク
ー
ン
の
畢
読
の
鑓
承
着
で
ぁ
る
。
 
 

（
蒜
）
 
声
試
已
i
n
O
司
∽
k
…
－
眉
き
i
n
ヲ
i
m
i
t
i
孟
⊥
首
肯
ぎ
】
○
顎
、
p
●
】
望
 
 

（
忘
）
 
試
已
i
n
O
司
S
k
i
－
O
p
●
C
ぎ
p
p
●
－
阜
㌔
P
 
 

（
】
六
）
 
試
已
i
n
O
考
浄
i
－
O
p
●
C
i
t
・
、
p
p
●
誓
∴
芦
 
 

（
】
七
）
 
試
已
i
n
O
慧
試
－
O
p
●
C
i
｛
こ
吋
●
－
ふ
・
 
 

（
－
0
 
試
已
i
n
O
司
S
甚
O
p
■
C
i
t
こ
憎
●
相
加
－
∽
P
 
 

（
】
九
）
 
試
已
i
n
O
急
事
O
p
●
C
i
t
こ
p
●
誓
－
宏
・
 
 

（
ニ
○
）
 
巳
已
i
冒
司
許
i
、
O
p
●
C
i
t
・
－
p
●
－
誓
●
 
 

（
三
）
 
弾
】
？
e
u
d
】
岩
t
e
m
u
n
d
ぎ
b
u
－
I
T
●
せ
詮
ぎ
b
ロ
誓
d
 
d
i
e
 
A
m
b
才
已
e
n
N
セ
¢
P
 
 

（
ニ
ニ
）
 
（
イ
）
『
完
u
d
、
D
i
e
ゴ
a
u
m
d
e
u
t
u
n
g
－
p
p
●
】
茎
－
∽
駕
●
 
 

（
ロ
）
W
・
出
「
】
P
 
R
i
扁
記
－
D
r
e
a
m
m
呂
d
ヲ
i
m
i
t
i
Y
e
2
ぎ
蒜
、
p
●
】
柏
－
－
ヾ
●
 
 

（
ニ
三
）
 
C
・
ロ
」
㌢
宣
∴
宰
n
d
u
・
試
ユ
F
O
】
O
g
i
e
u
n
d
内
邑
r
註
O
n
S
ぎ
m
p
l
e
H
、
p
●
嬰
P
 
 

（
毒
）
 
『
厨
e
】
】
ぎ
】
苫
訂
l
】
i
s
e
訂
り
S
叫
m
b
O
】
i
s
m
u
書
n
d
d
e
r
内
a
乳
邑
i
O
n
賢
m
p
一
e
H
－
1
n
｛
e
r
n
a
t
ぎ
已
e
臣
t
拷
F
き
野
竹
琶
ぎ
呂
a
】
竃
－
 
 

宮
．
Ⅰ
Ⅰ
．
 
 
 

（
孟
）
 
聾
邑
J
O
n
e
∽
－
謬
哲
篭
i
n
p
p
冨
e
d
竹
馬
e
ざ
？
呂
巴
首
m
・
 
 
 

訓
話
畢
の
新
展
開
 
 



（
ニ
六
）
 
A
u
g
邑
望
ぎ
k
e
、
冒
ぺ
内
邑
r
邑
。
邑
冒
p
l
き
I
n
t
買
已
i
。
n
已
e
N
e
i
｛
s
e
註
諸
賢
吋
s
誓
F
O
呂
号
籍
－
巳
・
ヨ
Ⅰ
・
 
 

一
 
 

（
云
）
 
O
t
t
O
R
呂
村
－
（
イ
）
D
e
り
試
句
t
ど
玩
」
岩
n
d
空
二
ロ
e
b
u
r
t
d
e
n
H
e
l
d
芦
 
 

（
ロ
）
せ
邑
I
n
買
t
m
邑
↓
i
n
臼
i
e
空
白
n
g
弓
d
S
p
g
〇
・
 
 

（
・
∴
こ
茸
畠
豆
已
l
y
t
i
乳
訂
‥
腎
i
悪
質
こ
∈
少
者
音
声
旨
泳
ぎ
n
g
・
 
 
 

（
天
）
＞
舞
r
a
訂
m
、
A
奮
2
n
顎
冒
冒
e
n
d
e
m
W
e
i
b
】
i
e
訂
n
同
邑
r
a
t
i
。
落
。
m
p
l
e
H
e
m
こ
n
｛
告
a
t
i
。
邑
e
N
e
i
｛
邑
r
i
語
幹
吋
払
y
註
O
p
邑
竃
、
 
 

巴
．
づ
H
I
．
 
 

（
克
）
 
内
a
諸
n
ぎ
r
n
e
ヨ
ぎ
r
 
G
e
n
鴛
d
e
m
 
W
e
i
b
】
i
c
b
e
n
内
邑
邑
i
O
ヨ
許
O
m
p
l
爵
～
♂
I
n
t
き
邑
○
邑
①
N
e
詳
c
ざ
i
葺
旨
芽
冒
F
O
守
 
 

邑
官
e
、
出
d
●
l
M
 
 
 

（
喜
）
 
蜃
l
i
払
－
昔
日
ぎ
】
紆
m
 
i
ロ
‥
冒
e
p
m
P
 
 

（
三
】
）
 
冒
ざ
O
p
・
C
ぎ
p
・
声
 
 

（
三
ニ
）
 
R
司
p
邑
m
－
○
身
i
n
p
n
d
茅
p
已
n
g
。
『
A
p
p
】
e
C
u
－
t
∽
－
甲
声
 
 

（
至
）
 
呂
弓
r
ぎ
O
p
●
缶
t
こ
p
・
P
 
 

（
】
蒜
）
 
H
a
r
－
・
i
払
、
O
p
●
負
t
・
－
p
・
P
 
 

（
蓋
）
 
J
－
中
 
学
a
N
β
P
l
d
e
n
野
点
∫
晋
i
【
i
訂
。
＝
F
O
凸
O
r
n
旨
d
t
訂
W
i
l
d
参
瑠
 
 

（
責
）
 
J
●
G
●
句
⊇
N
卑
－
謬
戻
p
2
．
乳
m
せ
窯
r
i
p
t
i
O
n
 
O
f
G
諸
悪
e
参
照
 
 

（
≡
）
 
W
●
試
呂
n
訂
r
d
t
）
A
n
t
i
k
e
W
已
d
占
n
d
勺
d
d
k
已
訂
参
照
 
 

（
天
）
 
L
ぞ
e
n
e
e
－
A
n
 
H
n
t
r
O
d
u
e
t
i
O
n
t
O
ヒ
ユ
ど
l
O
g
y
－
憎
・
芦
 
 

（
孟
）
 
ぜ
e
n
e
e
、
○
や
C
i
t
こ
p
p
・
買
芦
 
 

（
讐
）
 
G
●
声
S
m
i
t
g
（
イ
）
月
F
e
A
n
c
i
昏
t
厨
苫
t
㌻
n
ぜ
吋
●
0
0
ー
こ
思
円
 
 

紳
話
撃
の
新
展
開
 
 
 



紳
帯
革
り
新
展
弼
 
 （

ロ
）
弓
訂
試
i
g
⊇
昏
n
払
0
【
E
邑
y
、
2
1
首
題
｝
ロ
ー
民
声
 
 

（
讐
）
 
P
声
∽
m
昏
、
ヨ
e
I
n
旨
富
岳
0
、
A
n
乱
琶
t
出
町
『
富
呂
n
i
墓
i
邑
i
O
n
i
n
t
h
e
出
邑
a
n
d
i
n
A
m
e
㌫
営
】
汁
㌣
 
 

（
竺
）
 
S
m
i
き
○
や
C
i
｛
こ
p
p
●
A
－
P
 
 

（
望
）
 
m
m
㌢
ぎ
弓
b
e
国
召
一
已
i
O
n
O
〓
許
せ
⊇
内
岩
）
p
p
●
血
ダ
芦
 
 

（
冨
）
 
∽
m
i
t
b
∵
O
p
●
C
i
t
●
こ
そ
夢
 
 

（
望
）
 
S
m
i
t
g
O
p
●
蔦
t
、
p
p
・
一
智
－
苦
こ
夢
－
彗
こ
溺
－
空
こ
声
 

（
票
）
 
W
●
J
●
欝
r
r
y
－
↓
訂
○
身
i
n
O
、
試
品
i
e
呂
d
R
e
l
i
g
i
昌
－
p
●
－
声
 
 

（
宅
）
 
穿
r
r
ヨ
O
p
－
C
デ
甘
」
声
 
 

（
宍
）
 
謬
胃
y
（
イ
）
云
訂
C
E
昏
琶
○
〓
訂
2
n
、
p
p
●
】
設
1
1
宅
，
 
 

（
ォ
）
T
訂
試
盛
巴
i
t
已
O
C
u
l
t
焉
e
O
、
H
ロ
d
O
n
乳
p
－
p
」
詔
R
 
 

（
ハ
）
H
訂
○
恩
i
n
O
【
試
a
呪
わ
ぎ
P
謬
】
i
g
i
O
n
－
召
・
宏
－
簑
・
 
 

（
党
）
 
｝
】
e
r
r
￥
T
F
命
○
身
i
n
O
鴫
試
磨
i
e
p
n
d
一
己
i
g
i
O
n
－
p
p
●
－
ヨ
こ
芦
 
 

（
吾
）
 
宮
司
さ
O
p
●
C
i
∫
p
p
●
】
¢
柏
こ
¢
u
●
 
 

（
彗
）
 
（
イ
）
P
声
S
監
t
g
欝
i
畷
g
苧
i
d
雷
C
Q
O
ご
ど
呂
g
r
a
t
i
O
送
0
、
出
p
r
】
y
C
u
ぎ
き
一
望
♪
 
 

（
ロ
）
W
●
J
獣
訂
旨
．
浮
邑
l
隕
監
苧
i
d
e
口
語
O
ヘ
音
e
呂
笥
t
i
O
n
S
O
『
許
そ
R
訂
払
．
1
¢
－
㌣
 
 

（
彗
）
 
A
●
9
u
r
e
ビ
書
昇
∽
i
g
己
呂
d
S
『
冒
b
0
1
0
0
○
、
P
i
巨
O
r
d
i
已
試
a
ロ
ー
憎
「
傘
S
∵
R
 
 

（
彗
）
 
A
●
〔
b
u
r
c
ビ
司
胃
d
、
弓
訂
○
乱
g
i
n
 
a
ロ
d
由
舌
l
u
t
i
O
n
 
O
、
冒
籍
m
説
O
n
ヨ
憎
●
－
崇
∵
発
 
 

会
章
 
G
●
L
－
G
O
日
m
タ
句
○
－
k
】
O
r
e
琵
琶
H
ぎ
O
r
i
e
a
l
S
㌢
n
e
O
参
照
 
 

（
豊
）
 
声
声
C
1
2
籍
さ
ぞ
巨
邑
i
貯
u
n
d
詫
笠
ど
ー
O
g
i
命
d
宅
a
l
t
苫
く
望
k
e
J
b
g
已
¢
r
仇
d
箋
G
計
○
訂
n
参
絹
 
 

至  －▲   



±
 
 

ノ
ベ
ル
の
高
塔
は
真
に
完
成
し
な
か
っ
た
，
。
世
界
全
土
、
民
族
の
異
る
に
随
っ
て
言
語
は
種
々
多
様
に
異
な
つ
て
 
 

ゐ
る
心
一
こ
れ
は
人
類
の
悲
哀
の
一
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
食
め
に
思
想
の
分
布
宣
侍
は
如
何
ば
か
り
妨
げ
ら
れ
 
 

た
こ
と
で
あ
ら
う
か
、
蓋
し
想
像
以
上
に
甚
し
い
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

悌
致
は
二
千
年
以
黍
∴
各
種
民
族
の
間
を
か
い
く
ゞ
つ
て
眞
理
の
光
を
輝
か
さ
ん
が
た
め
に
如
何
ば
か
り
こ
の
困
 
 

難
と
戟
ひ
凍
り
し
か
Ⅷ
試
み
に
思
へ
、
晋
来
賓
染
の
間
、
高
借
の
法
を
求
め
て
長
安
を
去
る
も
の
十
に
一
の
還
る
な
 
 

く
、
葱
嶺
の
除
を
過
ぎ
、
洗
沙
の
難
を
越
え
、
想
像
も
及
ば
ぬ
辛
酸
を
嘗
め
て
斎
し
紛
っ
た
沸
教
の
経
典
は
、
教
に
 
 

於
て
、
◆
量
に
於
て
、
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
。
梵
語
も
あ
つ
た
ら
う
、
バ
リ
ー
語
も
あ
つ
た
ら
う
。
或
は
西
域
地
 
 

方
の
胡
語
も
あ
つ
た
ら
う
。
勿
鎗
今
l
こ
於
て
は
そ
の
如
何
な
る
図
譜
で
あ
つ
た
か
を
判
定
す
べ
く
も
な
い
が
，
こ
れ
 
 

ら
移
し
い
経
典
は
先
づ
以
て
自
問
の
語
に
飛
澤
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
漢
地
に
沸
教
侍
っ
て
後
殆
ん
ど
五
六
世
 
 

紀
の
間
ょ
い
ふ
も
の
、
格
別
ご
れ
と
い
ふ
宗
派
－
ま
興
ら
な
か
っ
た
。
貝
」
意
専
心
我
浮
草
業
に
の
▲
み
没
頭
し
て
ぁ
た
 
 

梵
文
飾
致
経
典
機
軌
 
 
 

梵
文
彿
教
経
典
概
救
 
 

泉
 
 

壕
 
 

芳
 
 



七
四
 
 

梵
文
飾
致
経
典
概
観
 
 

事
賓
に
徹
し
て
、
如
何
に
支
部
彿
数
が
達
夫
の
計
劃
規
模
を
有
せ
し
か
を
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
五
十
年
の
人
生
、
 
 

夢
幻
泡
沫
の
現
身
を
以
て
し
て
か
く
の
如
き
宏
遽
な
る
目
的
に
精
進
し
た
忍
耐
性
は
賓
に
梵
嘆
に
伍
し
、
流
石
に
大
 
 

国
民
の
感
度
な
る
か
な
と
首
肯
せ
し
め
ら
れ
る
。
 
 
 

塞
に
我
等
の
前
に
残
し
停
へ
ら
れ
た
幾
千
巻
の
支
那
澤
偶
数
経
典
は
彼
等
の
血
の
滴
る
悪
戦
苦
闘
の
食
い
遺
物
で
 
 

あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
江
南
の
橘
も
江
北
に
移
し
植
え
ら
れ
て
は
釈
と
な
る
の
例
し
、
民
族
性
の
異
る
一
 
 

国
の
経
典
が
他
の
一
国
の
言
語
に
礪
渾
せ
ら
れ
て
果
し
て
遺
憾
な
き
を
得
る
か
。
頗
る
疑
問
で
あ
る
。
 
 
 

或
も
の
は
都
謬
と
い
ふ
こ
と
を
罪
悪
な
ら
と
ま
で
非
難
す
る
。
然
く
都
謬
な
る
も
の
は
困
難
な
の
で
あ
る
。
香
草
 
 

ろ
奥
の
意
昧
に
於
て
は
不
可
能
の
事
で
あ
ら
う
。
不
可
能
事
を
敢
て
せ
ん
と
す
れ
ば
勢
ひ
虚
偽
の
罪
短
か
ら
免
れ
得
 
 

な
い
。
国
語
に
は
そ
の
何
た
る
を
問
は
す
他
の
国
語
に
得
て
移
し
難
い
幾
多
の
何
物
か
を
合
む
。
語
の
成
立
せ
し
動
 
 

機
、
そ
の
用
語
例
、
そ
の
費
達
慶
遷
、
そ
れ
か
ら
デ
リ
ケ
ー
ト
な
そ
の
慣
用
語
句
、
そ
の
調
子
．
如
何
し
て
こ
れ
ら
 
 

を
遺
憾
な
く
他
の
成
立
要
素
の
全
然
異
な
る
国
語
で
表
現
す
る
こ
と
が
出
水
よ
う
。
重
く
不
可
能
で
あ
る
。
 
 
 

然
し
な
が
ら
寓
人
悉
く
言
語
尊
者
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
得
ざ
る
限
り
、
胡
謬
は
思
想
宣
侍
の
必
須
映
く
べ
か
ら
 
 

ざ
る
要
件
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
に
於
て
か
要
鮎
は
如
何
に
原
文
の
微
妙
繊
細
豊
息
義
を
逃
が
さ
ぬ
や
う
に
捉
へ
 
 

る
か
と
い
ふ
こ
と
に
存
す
る
。
 
 
 



〓
 
 

こ
れ
に
は
少
く
と
も
三
楼
の
患
度
が
考
へ
ら
れ
る
。
 
 
 

第
一
に
は
源
文
の
意
義
を
表
現
す
る
に
重
き
を
置
い
て
静
句
の
未
に
拘
泥
せ
ぬ
の
で
ぁ
る
。
原
意
の
表
現
に
あ
ま
 
 

ら
貢
献
す
る
所
な
き
も
の
、
若
く
は
却
て
こ
れ
を
妨
ぐ
る
嫌
ひ
あ
る
節
句
は
、
場
合
に
よ
り
て
は
惰
気
な
く
捨
て
去
 
 

っ
て
顧
み
ぬ
。
か
く
て
専
ら
原
意
の
通
暢
を
達
成
せ
し
め
る
。
こ
の
感
度
は
支
部
謬
家
の
直
撃
羅
什
に
よ
つ
て
最
も
 
 

よ
く
代
表
さ
れ
て
居
る
。
彼
が
法
華
経
を
渾
す
る
に
普
ら
、
か
の
「
天
は
人
を
見
、
人
は
天
を
見
る
」
と
い
ふ
頗
る
 
 

複
雑
な
反
覆
語
句
の
梵
文
を
借
叡
の
意
見
を
容
れ
て
「
人
天
交
接
両
得
相
見
』
の
語
を
以
て
、
質
に
過
ぎ
す
、
文
に
 
 

過
ぎ
す
、
よ
く
遺
漏
な
く
辞
し
得
た
と
い
ふ
挿
話
は
蓋
し
そ
の
適
切
な
一
例
で
あ
る
。
 
 
 

第
二
の
濃
度
は
思
う
で
め
る
。
原
文
の
意
義
を
ま
と
す
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
鮮
句
を
等
閑
親
し
て
如
何
し
 
 

て
原
文
の
意
義
が
表
現
せ
ら
れ
よ
う
。
尿
意
に
忠
賓
な
る
な
る
が
よ
し
と
て
、
僻
句
を
割
愛
し
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
 
 

結
句
原
意
に
息
賓
な
る
態
度
で
は
な
い
。
辟
句
の
未
に
至
る
ま
で
細
心
の
注
意
を
以
て
繹
出
し
て
こ
そ
原
意
も
白
か
 
 

ら
頻
は
れ
す
に
は
居
ら
ぬ
筈
だ
。
要
す
る
に
意
義
の
た
め
に
解
句
を
顧
み
ざ
る
は
不
可
で
あ
る
。
但
し
鮮
句
に
鯛
さ
 
 

れ
て
原
意
の
十
分
に
顔
は
れ
難
き
も
の
あ
7
ヮ
と
せ
ば
宜
し
く
註
滞
に
よ
つ
て
明
か
な
ら
し
む
べ
き
で
あ
る
。
か
の
尋
 
 

常
一
様
の
物
語
や
平
易
簡
明
な
文
書
に
あ
り
て
は
解
句
は
犠
牲
に
せ
ら
れ
て
も
あ
ま
り
甚
し
い
過
誤
を
凍
さ
な
い
か
 
 

梵
文
飾
款
経
典
概
載
 
 
 



梵
文
件
数
経
典
概
観
 
 

七
六
 
 

も
上
れ
ぬ
が
、
若
し
夫
れ
深
遽
幽
徴
な
る
教
義
に
於
て
、
一
竜
の
差
は
賓
に
千
里
の
懸
隔
を
生
す
る
こ
と
も
少
t
と
 
 

せ
ぬ
。
こ
1
の
場
合
に
あ
り
て
は
鮮
旬
の
琉
細
な
る
も
の
上
そ
殊
に
最
も
注
意
し
て
評
出
さ
れ
ね
ば
動
謬
の
佳
良
な
る
 
 

も
の
と
は
云
は
れ
な
い
。
 
 
 

こ
の
憩
度
を
代
表
す
る
も
の
に
支
那
繹
家
の
宜
匠
玄
興
が
あ
る
。
彼
の
時
代
は
己
に
晴
夫
唐
初
を
経
て
経
典
の
聴
 
 

許
せ
ら
れ
t
も
の
も
教
に
於
て
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
は
整
理
集
成
せ
ら
れ
て
将
に
大
な
る
教
義
の
債
系
が
産
み
出
さ
 
 

れ
ん
上
し
て
ゐ
た
。
此
の
時
に
嘗
っ
て
は
飛
澤
は
単
な
る
通
耕
で
あ
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
幽
玄
な
る
数
理
は
社
務
の
達
 
 

′
意
的
な
柄
渾
に
よ
つ
て
は
未
だ
十
分
に
詮
顕
し
得
ら
れ
な
い
遺
域
が
彼
に
よ
つ
て
屡
々
痛
切
に
威
せ
ら
れ
た
。
頭
脳
 
 

の
明
敏
な
彼
に
と
つ
て
は
倶
合
唯
識
の
徒
凍
の
我
謬
が
不
満
足
で
な
ら
な
か
っ
た
。
萬
難
を
排
し
て
十
萬
里
程
に
放
 
 

立
っ
た
彼
の
動
機
は
賓
に
此
に
在
っ
た
。
彼
は
経
典
の
善
本
を
獲
る
こ
と
～
直
接
に
印
度
の
率
匠
か
ら
教
義
を
畢
ぶ
 
 

と
い
ふ
こ
と
を
目
的
と
し
て
果
て
知
ち
ぬ
旅
程
に
上
っ
た
の
で
あ
つ
た
。
さ
る
か
ら
に
在
印
十
七
年
の
長
い
年
月
を
 
 

経
て
志
な
く
故
国
に
紛
っ
た
後
、
彼
の
点
せ
し
瑚
渾
は
極
め
て
解
句
に
忠
賓
な
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
支
那
に
於
け
 
 

る
澤
経
事
業
に
一
時
期
を
劃
し
た
程
の
偉
人
で
ぁ
る
．
。
彼
れ
以
後
の
謬
風
は
従
前
と
全
く
面
目
を
一
新
し
た
。
加
数
 
 

研
究
者
に
よ
り
て
彼
れ
以
前
が
嘗
謬
V
†
彼
れ
以
後
が
薪
謬
と
呼
ば
る
ゝ
も
道
理
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
し
や
多
少
の
 
 

括
屈
生
硬
の
嫌
ひ
は
あ
る
も
都
評
者
と
し
て
造
に
息
な
る
も
の
は
應
に
こ
の
感
度
に
出
づ
べ
き
で
あ
ら
う
。
 
 

′
．
ト
 
 
然
し
な
が
ら
吾
人
を
以
て
見
れ
ば
、
此
に
一
歩
を
進
め
て
更
に
第
三
の
燈
度
が
考
へ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
 
 
 



前
二
者
の
態
度
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
て
碗
謬
に
徒
事
す
る
と
共
に
、
亦
勉
め
て
原
典
を
保
存
し
こ
れ
を
攻
究
し
て
 
 

後
見
に
樽
へ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
都
繹
が
成
っ
た
以
上
も
．
は
や
原
典
に
用
は
な
い
と
い
ふ
考
へ
方
は
誤
っ
て
ゐ
 
 

る
。
瓢
訝
は
達
意
的
な
る
も
よ
し
．
購
た
又
逐
語
的
な
る
も
妨
げ
す
、
そ
の
長
を
凍
り
て
短
を
捨
つ
る
に
於
て
は
両
 
 

者
共
に
規
矩
と
隠
す
べ
．
き
で
あ
 

所
詮
眞
を
去
る
こ
と
遽
き
も
の
た
か
は
勿
論
で
ぁ
る
。
さ
れ
ば
賓
憶
で
あ
る
原
典
が
保
存
さ
れ
ね
ば
畢
覚
執
れ
の
方
 
 

法
に
も
馳
鮎
が
あ
る
。
否
曹
に
隠
存
さ
れ
る
ば
か
ト
で
な
く
、
常
に
攻
究
を
怠
ら
す
、
原
文
と
諏
謬
と
比
較
剖
検
し
 
 

て
原
意
を
誤
ら
ざ
る
に
勉
め
ね
ば
軋
ら
ぬ
。
こ
れ
が
道
に
忠
な
る
所
以
で
あ
り
、
吾
人
の
取
る
ペ
き
最
善
の
態
度
で
 
 

は
な
か
ら
う
か
。
 

三
 
 

遽
大
の
規
模
計
勤
を
以
て
な
さ
れ
た
支
部
の
彿
典
碗
浮
草
菜
も
こ
の
第
三
の
憩
度
に
出
づ
る
■
も
の
～
殆
ん
ど
見
出
 

さ
れ
な
い
町
は
遭
城
東
極
で
ぁ
る
。
鹿
評
終
っ
た
彼
の
原
典
を
彼
等
は
如
何
に
せ
し
か
。
重
く
知
る
由
も
な
い
。
勿
 
 

諭
中
に
は
印
度
画
域
か
ら
渡
凍
せ
し
三
蔵
法
師
と
い
ふ
や
う
な
高
借
の
暗
禰
口
侍
も
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
か
～
る
 
 

場
合
に
臥
そ
の
三
蔵
法
師
の
死
と
共
に
原
典
は
記
藤
㌢
れ
す
に
消
滅
す
る
。
然
し
東
多
の
経
典
中
に
は
月
菓
や
樺
皮
 
 

涯
（
一
）
 
や
紡
本
の
原
典
酢
無
か
っ
た
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
は
一
能
全
能
如
何
な
っ
て
し
ま
つ
セ
の
だ
ら
う
。
 
 

梵
文
彿
教
経
典
概
観
 
 
 



梵
文
飾
敦
経
典
概
観
 
 

七
八
 
 
 

想
ふ
に
幾
代
の
戦
乱
を
経
て
寺
塔
の
焼
失
し
た
も
の
も
少
く
な
い
。
そ
の
間
に
恐
ら
く
数
多
い
梵
爽
は
津
滅
し
た
 
 

で
も
あ
ら
う
。
然
し
な
が
ら
近
年
隋
唐
時
代
の
焉
経
即
ち
都
謬
経
典
の
筆
寒
が
少
か
ら
す
馨
見
せ
ら
る
～
に
比
し
、
 
 

梵
爽
は
極
め
て
少
い
の
は
何
故
で
あ
ら
う
か
。
蓋
し
祝
辞
成
り
し
以
上
も
は
や
原
典
に
要
な
し
と
し
て
こ
れ
を
高
閣
 
 

に
兼
ね
て
顧
み
す
、
攻
究
さ
る
1
こ
と
の
皆
無
な
り
し
に
起
因
す
る
の
で
あ
ら
う
。
 
 

註
「
二
）
 
 
 

こ
れ
は
支
部
の
民
族
性
の
特
質
か
ら
凍
る
。
由
凍
支
部
の
民
族
ぐ
ら
ゐ
自
問
の
文
字
を
尊
重
し
、
他
国
の
文
字
を
 
 

使
用
す
る
を
厭
ふ
偏
向
を
有
す
る
も
の
は
他
に
あ
ま
り
類
例
を
見
な
い
。
凡
そ
囲
結
の
輩
固
な
．
そ
し
て
そ
の
囲
結
 
 

に
誇
を
有
す
る
観
民
に
と
つ
て
こ
れ
は
有
り
勝
の
聴
性
で
あ
つ
て
、
或
る
程
度
ま
で
我
々
も
尊
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
所
で
 
 

あ
る
。
然
し
な
が
ら
今
の
場
合
、
即
ち
梵
語
原
典
な
ど
に
射
す
る
こ
の
饅
皮
は
甚
だ
宜
し
く
な
か
っ
た
。
大
優
に
於
 
 

て
彼
等
は
原
典
の
研
究
を
し
な
か
っ
た
。
偶
々
や
る
に
し
て
も
彼
等
は
そ
の
文
字
に
崩
さ
れ
て
十
分
に
こ
れ
を
焉
し
 
 

得
な
か
っ
た
。
支
部
の
文
字
に
寒
さ
れ
た
兜
語
こ
そ
賓
に
奇
怪
千
萬
な
も
の
で
あ
る
。
梵
語
は
音
表
文
字
に
依
ら
ざ
 
 

れ
ば
完
全
に
盛
る
こ
と
は
出
水
ぬ
性
質
の
も
の
な
の
に
、
支
那
の
文
字
は
音
表
文
字
と
し
て
は
最
も
不
適
曹
に
し
て
 
 

不
便
極
ま
る
も
の
で
あ
る
。
然
も
彼
等
は
こ
の
不
便
を
忍
ん
で
す
ら
も
自
国
の
文
字
に
愛
着
を
断
ち
得
な
か
っ
た
。
 
 

こ
れ
梵
語
原
典
の
研
究
が
阻
害
せ
ら
れ
て
進
歩
を
見
な
か
っ
た
最
大
原
因
で
あ
ら
う
。
尤
も
彼
等
と
堆
も
種
々
の
工
 
 

夫
を
施
し
、
梵
語
の
軍
曹
に
は
及
ぶ
限
り
稀
用
字
や
虚
字
を
使
ひ
、
通
常
の
文
節
と
区
別
あ
ら
し
め
ん
と
し
た
。
然
 
 

し
如
何
に
す
る
も
出
費
鮎
に
誤
っ
た
彼
等
が
失
敗
の
結
果
に
終
る
の
は
普
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
梵
爽
は
寺
塔
の
奥
 
 
 



●  

露
に
焼
香
藤
井
の
対
象
と
は
な
つ
た
か
も
し
れ
ぬ
が
、
机
上
の
研
究
対
象
4
な
る
横
合
を
得
ゃ
し
て
年
月
の
経
過
と
 
 

共
に
摩
滅
に
給
し
た
も
の
で
ぁ
ら
う
。
 
 
 

資
料
の
無
い
限
り
研
究
は
興
ら
な
車
。
勿
論
支
部
で
も
過
去
の
或
る
数
世
紀
間
、
硫
渾
事
業
の
旺
盛
を
極
め
た
時
 
 

代
に
は
、
資
料
も
ぁ
り
、
こ
れ
を
讃
み
得
る
も
の
あ
♭
、
研
究
も
相
常
に
な
さ
れ
た
こ
と
～
思
は
れ
る
が
、
後
に
は
 
 

研
究
者
も
無
く
な
り
、
資
料
も
絶
滅
し
た
。
こ
の
二
つ
は
執
れ
が
原
因
で
執
れ
が
結
果
か
、
或
は
互
に
困
と
打
ア
り
果
 
 

と
な
っ
た
も
の
か
、
と
も
か
く
研
究
者
も
資
料
も
無
く
な
つ
て
は
研
究
の
志
あ
る
も
の
も
非
常
な
不
便
に
遭
遇
せ
ね
 
 

ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
つ
た
。
言
語
上
の
事
細
な
問
題
で
も
遡
っ
て
こ
れ
を
原
典
に
検
討
し
待
な
い
た
め
に
甚
し
い
過
 
 

誤
に
陥
る
こ
と
が
少
く
な
い
。
一
例
を
奉
げ
る
と
か
の
六
合
繹
や
八
特
零
な
ど
、
梵
語
文
典
の
初
歩
を
修
め
た
も
の
 
 

な
ら
何
の
苦
も
な
く
解
る
こ
と
が
随
分
滑
稽
に
誤
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
な
類
で
あ
る
。
 
 
 

所
で
彿
敦
の
こ
と
は
百
般
支
那
を
介
し
て
侍
へ
た
日
本
に
と
つ
て
は
や
は
ら
こ
の
困
難
を
そ
の
佳
に
縫
承
せ
ね
ば
 
 

な
ら
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
全
く
止
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
つ
た
と
は
云
へ
賞
に
悲
し
い
こ
と
で
あ
つ
た
。
日
本
に
濁
 
 

創
的
天
才
慈
雲
の
如
き
が
あ
る
。
不
挨
不
屈
の
志
を
以
て
原
典
皇
凋
ま
ん
と
し
、
そ
の
門
下
法
琴
諦
洋
語
明
を
督
 
 

し
て
鮮
軒
津
染
言
寄
藍
苛
、
か
た
＝
り
に
進
歩
し
た
研
究
方
法
と
遠
大
の
企
固
を
以
て
研
究
に
徒
事
し
た
が
、
如
 
 

何
せ
ん
徹
底
し
た
文
典
の
智
識
な
く
、
解
渾
は
往
々
に
し
て
過
誤
に
隋
つ
て
ゐ
る
。
然
し
彼
は
及
ぶ
限
り
努
力
し
て
 
 

梵
文
原
典
を
保
存
せ
ん
と
し
た
。
最
澄
、
客
海
．
固
仁
固
珍
等
に
よ
つ
て
西
紀
第
九
世
紀
の
早
代
に
支
那
か
ら
請
 
 

梵
文
飾
赦
痙
典
概
観
 
 
 



●  

八
〇
 
 

梵
文
飾
致
経
典
概
観
 
 

凍
せ
ち
れ
た
原
典
が
彼
の
努
力
に
．
よ
ケ
て
比
較
的
完
全
に
保
存
せ
ら
れ
た
こ
と
は
賓
に
千
載
不
朽
の
功
輯
で
あ
ら
ね
 
 

ば
写
ら
ぬ
。
支
那
に
於
て
逸
し
て
侍
ら
ざ
う
し
も
の
が
た
と
ひ
教
に
於
て
は
多
か
ら
す
と
も
8
本
に
於
て
保
存
せ
ら
 
 

弟
て
ゐ
た
こ
と
は
世
界
に
対
し
て
l
大
に
誇
う
得
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

性
（
一
）
 
牡
牛
マ
ッ
ク
ス
、
、
、
ユ
ー
フ
ル
烏
梵
紆
沸
教
経
典
は
必
ず
や
支
那
に
於
て
大
に
管
見
ぜ
ら
る
べ
き
で
ぁ
る
ミ
提
嶋
」
㌔
琴
し
爾
来
殆
ん
ど
牛
 
 

世
紀
に
重
ん
ミ
†
る
問
に
あ
ま
り
耳
寄
り
党
費
見
の
あ
つ
た
こ
ミ
な
聞
か
兄
い
。
 
 
 

（
ニ
）
 
全
世
界
l
こ
亙
り
支
那
民
族
の
倦
播
¢
程
度
は
ぎ
に
驚
く
べ
与
－
も
の
で
ぁ
ろ
。
然
も
彼
等
ほ
如
何
光
ろ
場
合
ミ
維
も
出
来
待
ろ
限
り
自
圃
の
 
 

文
字
わ
使
押
す
る
姓
名
は
も
ミ
．
よ
中
日
常
百
般
の
事
、
す
べ
て
自
臥
の
文
字
を
用
ひ
て
詑
錬
†
ろ
な
常
ご
す
る
。
こ
れ
は
邦
人
の
わ
か
り
 
 

も
L
な
い
く
ぜ
に
周
僅
ひ
だ
ら
け
の
英
語
な
ご
ね
箸
蔵
に
や
王
ら
苛
与
ち
け
る
に
比
L
て
草
し
い
野
照
で
ぁ
る
。
彼
等
も
商
業
上
の
必
要
 
 

に
逼
ら
れ
て
他
国
の
文
字
を
使
っ
て
ゐ
る
こ
ざ
も
ぁ
る
が
、
そ
れ
ほ
如
何
に
も
止
む
を
待
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
ろ
。
靴
榛
載
録
師
が
そ
 
 

の
職
業
な
標
示
L
て
「
シ
ュ
ー
メ
ー
カ
ー
」
．
「
テ
ー
ラ
ー
」
等
ミ
光
す
の
矩
で
ぁ
ろ
。
 
 

（
壬
）
 
大
谷
学
報
第
九
巷
軍
一
波
に
掲
載
の
珠
定
で
「
梵
草
津
梁
か
論
予
」
ミ
い
ふ
原
稿
は
今
手
元
に
ぁ
ろ
。
＝
れ
ほ
近
日
印
刷
l
ニ
回
付
蔓
れ
る
 
 

か
ら
速
か
ら
す
意
君
の
】
粂
に
供
へ
ら
れ
る
こ
ミ
1
息
ふ
。
 
 

四
 
 

原
典
研
究
の
偲
光
は
飲
料
の
方
面
か
ら
輝
き
初
め
た
。
 
 
 

梵
文
革
が
ヨ
ー
p
ブ
バ
に
知
ち
れ
た
最
初
は
オ
ラ
ン
ダ
の
二
且
教
師
ア
ブ
ラ
♪
ム
ー
－
ガ
ー
な
る
も
の
が
印
度
に
 
 

偉
遺
し
て
一
六
五
一
年
に
婆
羅
門
敷
革
の
一
斑
を
紹
介
し
た
に
始
ま
る
と
い
ふ
。
清
い
て
 
出
●
出
ぎ
巳
資
料
笥
や
ぎ
 
 
 



冒
已
i
n
O
等
の
カ
ト
，
ッ
ク
の
侍
造
師
が
印
度
の
海
岸
地
方
を
訪
づ
れ
、
焚
書
を
詳
し
、
印
度
の
異
聞
奇
事
を
侍
へ
て
、
 
 

欺
洲
聾
者
の
間
に
少
か
ら
す
印
度
趣
味
を
鼓
吹
し
た
。
尤
も
昔
時
の
彼
等
が
智
識
は
貧
窮
極
ま
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
 
 

こ
の
時
代
を
支
那
に
普
て
る
と
も
う
明
朝
の
末
期
、
清
朝
の
初
期
で
あ
る
。
梵
語
の
沸
教
は
殆
ん
ど
絶
て
支
部
へ
移
 
 

植
せ
ち
れ
、
そ
の
都
謬
の
結
果
な
る
大
波
は
数
次
の
出
版
を
さ
へ
換
返
さ
れ
て
ゐ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
何
ほ
ヨ
ー
 
 

p
ッ
バ
で
は
滑
稽
に
も
梵
語
な
る
も
の
は
印
度
の
琴
應
門
の
借
侶
た
ち
が
勝
手
に
贋
造
し
た
も
の
で
取
る
に
足
ら
ぬ
 
 

も
の
だ
と
い
ふ
や
う
な
諭
寧
が
、
盛
ん
に
而
も
長
ら
く
粒
緯
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
 
 

註
二
）
 
 
 

然
し
な
が
ら
時
は
衝
預
な
く
流
れ
て
第
十
八
世
紀
の
凍
っ
方
と
な
れ
ば
、
印
度
と
い
ふ
も
の
に
射
す
る
紳
怪
幻
奇
 
 

の
濃
霧
は
全
く
昇
れ
上
っ
て
梵
文
畢
の
呆
日
は
あ
か
′
＼
と
中
天
に
輝
い
た
。
そ
れ
は
英
国
が
束
印
度
合
歓
に
よ
つ
 
 

て
印
度
経
費
に
強
国
な
る
地
歩
を
占
め
、
ワ
ー
レ
ン
ヘ
ー
ス
テ
ン
ダ
が
辣
腕
を
揮
ひ
、
一
躍
し
て
ベ
ン
ガ
ル
線
督
の
 
 

発
位
を
京
ち
得
る
や
、
此
に
嬰
羅
門
の
博
徒
を
督
廟
し
て
印
度
古
代
の
法
典
を
都
静
せ
し
め
た
。
．
抑
も
こ
れ
が
組
織
 
 

註
（
二
）
 
 

的
な
印
度
研
究
の
濫
藤
で
あ
る
。
勿
論
こ
れ
は
印
度
統
治
上
必
須
な
る
要
件
で
あ
♭
、
純
粋
に
政
治
的
動
機
か
ら
出
 
 

費
し
光
梵
文
革
研
究
で
あ
つ
た
。
か
く
て
絶
督
の
こ
の
葵
廟
に
赦
せ
ら
れ
か
の
チ
ャ
ー
ル
ス
ケ
ー
ル
キ
ン
ス
は
と
．
ト
 
 

ー
パ
ブ
ー
シ
ヤ
の
訓
話
と
か
薄
伽
梵
歌
を
英
詳
し
た
。
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
手
に
成
っ
た
梵
語
碗
謬
の
最
初
で
 
 

あ
る
。
そ
れ
か
ら
有
名
な
タ
イ
リ
ア
ム
ジ
ョ
ー
ン
ス
の
活
躍
と
な
る
。
即
ち
そ
の
深
奥
な
る
ペ
ル
シ
ャ
語
の
素
養
を
 
 

以
て
特
じ
て
梵
語
を
修
め
、
ベ
ン
ゴ
ー
ル
亜
細
亜
拳
骨
を
創
立
し
、
カ
ー
ブ
ダ
ー
サ
の
戯
曲
詩
篇
の
謬
出
や
ら
、
ヤ
 
 

梵
文
俳
散
経
典
機
動
 
 
 



八
二
 
 

梵
文
飾
敢
経
典
概
叔
 
 

曳
の
法
典
の
原
文
出
版
や
ら
、
そ
の
貢
献
す
る
所
多
大
で
あ
る
。
殊
に
周
到
の
研
究
で
梵
語
と
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
 
 

語
．
・
延
い
て
欧
洲
諸
国
語
と
の
調
練
関
係
を
説
明
し
、
又
印
度
と
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
ヤ
の
押
詰
の
連
絡
を
示
す
等
、
 
 

印
度
畢
の
礎
石
は
正
に
彼
の
手
に
よ
り
て
置
か
れ
た
の
で
あ
つ
た
。
彼
の
後
を
承
け
て
ト
ー
マ
ス
コ
ー
ル
ブ
ル
ー
ク
 
 

の
功
揖
も
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
彼
は
絶
倫
の
精
力
と
深
遠
な
る
畢
殖
と
を
以
て
印
度
哲
畢
を
欧
洲
に
紹
介
し
、
且
 
 

つ
印
度
の
古
書
舌
寒
本
の
蒐
集
に
努
め
た
。
 
 
 

か
く
て
第
十
九
世
紀
の
中
英
ま
で
に
蔑
多
印
度
撃
の
大
家
は
輩
出
L
た
。
然
し
彿
敦
梵
語
経
典
の
研
究
は
廉
い
会
 
 

誌
（
三
）
 
印
度
の
御
慶
に
も
未
だ
そ
の
資
料
の
費
見
せ
ら
る
～
な
く
、
随
て
何
人
も
こ
れ
が
研
究
を
な
し
得
た
も
の
は
無
か
っ
 
 

た
の
で
あ
る
。
但
し
錫
蘭
、
ビ
ル
マ
の
寺
院
殿
堂
の
中
に
は
少
か
ら
ぬ
係
数
経
典
が
存
在
す
る
。
然
し
こ
れ
は
絶
て
 
 

ニ
カ
ー
ヤ
 
 

バ
ー
タ
の
集
厳
で
、
こ
の
方
面
の
こ
と
は
別
項
に
記
載
せ
ら
る
～
と
の
こ
と
だ
か
ら
此
の
項
の
中
で
は
観
れ
な
い
こ
 
 

と
に
す
る
。
大
乗
係
数
の
梵
語
経
典
、
そ
れ
か
ら
龍
樹
、
世
親
の
敦
単
に
関
す
る
諭
疏
は
金
印
度
阿
藤
に
も
知
ら
れ
 
 

許
（
門
）
 
て
ゐ
な
い
。
所
．
で
こ
れ
ら
わ
資
料
が
困
ら
す
も
北
方
遽
彊
の
ネ
パ
ー
ル
に
螢
見
の
端
緒
を
待
た
と
い
ふ
こ
と
は
特
に
 
 

記
憶
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
 

証
（
五
）
 
 
こ
の
梵
語
経
典
の
費
見
と
共
に
ホ
デ
ブ
ソ
の
名
は
不
朽
に
侍
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
一
入
〇
〇
年
英
国
チ
エ
 
 

シ
ャ
イ
7
の
ブ
レ
ス
べ
，
－
に
生
れ
、
十
八
歳
雄
志
を
懐
い
て
印
度
に
航
し
、
束
印
度
合
致
に
入
り
、
フ
ォ
ー
ト
‥
ワ
 
 

イ
プ
ア
，
三
晶
等
撃
院
に
畢
び
東
洋
外
交
官
と
し
て
教
育
を
受
け
た
。
一
入
ニ
ー
年
よ
り
一
入
四
三
年
に
亘
り
ネ
バ
ー
 
 
 



ル
に
任
し
・
政
治
家
、
地
理
単
著
入
寮
畢
考
動
物
学
老
と
し
て
．
叉
印
度
の
言
語
拝
に
年
代
の
研
究
者
と
し
て
大
 
 

ア
シ
ア
テ
ッ
ク
レ
サ
ー
 
 

な
る
貢
献
を
な
し
、
在
留
二
十
年
間
、
こ
の
間
に
幾
多
の
梵
文
偶
数
経
典
が
彼
に
よ
つ
て
蒐
集
さ
れ
た
。
亜
細
亜
 
 

チ
ェ
ス
 
研
究
第
四
谷
の
報
告
は
欧
洲
畢
界
を
驚
か
し
た
。
役
務
バ
リ
ー
経
典
の
み
が
彿
敦
の
全
部
で
あ
る
や
う
に
思
ひ
．
而
 
 

も
こ
れ
さ
へ
驚
嘆
措
か
ざ
り
し
畢
界
の
前
に
、
三
百
八
．
十
一
部
と
い
ふ
花
大
学
Q
梵
文
沸
教
経
典
が
現
存
す
る
と
い
 
 

ふ
報
告
は
全
く
青
天
の
霹
靂
で
あ
ー
リ
、
峯
谷
の
琴
音
で
あ
つ
た
。
 
 
 

こ
の
ホ
デ
ソ
ソ
の
薪
薔
見
が
端
緒
と
な
り
、
約
三
十
年
後
に
は
ダ
ニ
エ
ル
ラ
イ
ト
の
蒐
集
と
な
う
、
こ
れ
亦
三
百
 
 

二
十
五
部
に
上
る
。
そ
れ
か
ら
約
二
十
年
の
後
に
8
本
所
得
の
梵
文
経
典
が
馨
見
せ
ら
れ
、
次
に
は
一
入
九
四
年
シ
 
 

ル
ヴ
ソ
レ
ー
ダ
イ
博
士
が
ネ
パ
ー
ル
王
室
の
グ
ル
バ
ー
ル
文
庫
を
調
査
し
て
五
百
部
の
馬
経
を
得
、
又
近
時
中
亜
地
 
 

方
か
ら
費
見
さ
れ
た
ペ
、
L
ロ
グ
ス
キ
ー
、
ペ
リ
オ
、
ス
タ
イ
ン
の
蒐
集
の
中
に
も
少
か
ら
ぬ
梵
文
経
典
が
あ
る
。
文
明
 
 

治
四
十
三
年
（
－
芝
ご
以
琴
オ
ー
バ
ー
ル
か
ら
河
口
慧
海
氏
の
牌
蒸
せ
し
梵
本
は
二
回
に
亘
り
て
三
高
除
部
を
教
へ
、
 
 

高
楠
博
士
蒐
集
の
分
、
榊
博
士
蒐
集
の
分
を
加
ふ
れ
ば
日
本
に
侍
蒸
せ
る
だ
け
に
て
も
ー
ト
重
複
は
あ
る
が
I
l
六
 
 

首
都
に
上
る
梵
文
沸
教
経
典
が
現
存
す
る
。
 
 

証
（
六
）
 
 
こ
れ
ら
に
就
七
は
已
に
若
干
の
目
録
が
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
。
今
一
々
煩
は
し
く
こ
れ
を
紹
介
す
る
こ
と
は
不
可
能
 
 

で
も
あ
り
必
要
も
な
い
。
只
こ
の
中
今
日
ま
で
に
出
版
さ
れ
た
梵
文
彿
敦
経
典
だ
け
を
紹
介
す
る
に
止
め
る
。
而
し
て
 
 

そ
の
間
に
畢
的
の
分
野
が
如
何
に
あ
る
か
そ
の
方
向
と
進
路
が
凡
そ
如
何
に
な
つ
て
ゐ
る
か
を
看
取
す
る
と
し
よ
う
。
 
 

梵
文
飾
教
経
典
概
載
 
 
 



八
四
 
 
 

梵
文
俳
致
経
典
概
載
 
 

仮
り
に
今
過
去
一
首
年
間
堅
二
期
に
分
け
る
の
が
便
宜
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
即
ち
尊
兄
か
ら
一
入
八
〇
年
 
 

ま
で
を
第
一
期
と
し
、
そ
れ
か
ら
一
九
〇
〇
年
ま
で
を
第
二
期
、
そ
の
以
後
を
第
三
期
と
す
る
。
勿
論
こ
れ
は
叙
述
 
 

の
便
宜
か
ら
作
ら
れ
た
甚
劃
で
確
定
的
の
も
の
で
は
な
い
。
 
 

任
（
一
）
 入

官
年
間
に
亙
つ
て
印
度
文
化
に
現
象
・
し
＝
れ
ね
阻
哺
L
療
っ
た
歴
史
ミ
比
較
す
る
な
ら
ば
そ
の
差
異
正
l
こ
璧
泥
寄
填
で
ぁ
る
。
然
L
な
 
 

が
ら
研
究
方
法
に
於
て
支
那
は
単
に
輌
誇
経
典
を
守
っ
て
原
典
な
顧
み
す
、
克
に
＝
れ
な
逸
・
し
去
？
㍗
に
封
L
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
の
単
 
 

著
は
原
典
の
研
究
を
主
亨
し
て
底
力
あ
ろ
業
蹟
な
蓉
表
L
つ
ゝ
あ
る
。
＝
の
鮎
に
於
て
そ
の
差
異
ま
㍗
雲
泥
寄
填
で
ぁ
る
。
 
 

偽
ほ
序
な
が
ら
日
凍
で
は
彗
三
山
㌍
禦
が
天
オ
的
手
腕
な
梵
単
に
揮
ひ
、
梵
爽
の
蒐
集
、
講
讃
、
繹
義
に
カ
な
基
L
て
ゐ
上
の
も
十
八
 
 

世
紀
の
末
葉
で
あ
ろ
＝
ミ
な
注
意
す
べ
与
－
で
ぁ
ろ
。
梵
撃
研
究
の
魚
連
が
＝
の
時
期
に
世
界
の
爾
虞
に
膨
評
言
し
て
動
い
て
ゐ
圭
。
】
は
 
 

西
方
に
一
は
極
東
l
こ
。
琴
し
い
哉
そ
の
間
l
こ
何
等
の
交
通
克
く
、
極
束
の
雷
雲
は
資
料
の
不
足
、
機
関
の
不
備
の
た
め
l
こ
隔
靴
の
遺
憾
右
 
 

懐
い
て
世
な
去
つ
t
。
か
く
て
日
本
明
治
の
初
期
ま
で
欧
洲
の
梵
語
研
究
に
接
す
ろ
横
合
ね
待
先
か
つ
㌣
。
 
 

（
ニ
）
 
叉
一
方
に
こ
、
悠
、
1
：
し
た
政
冶
的
動
機
か
ら
で
克
く
、
文
峯
上
の
ロ
マ
ン
テ
ッ
ク
連
動
l
ニ
肺
聯
L
て
梵
文
撃
研
究
が
興
っ
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
、
 
 

ド
イ
ツ
の
方
面
で
ぁ
ろ
。
そ
れ
は
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
ハ
、
、
、
ル
ト
ン
ミ
い
ふ
一
英
人
が
印
度
で
幽
囚
ぜ
ら
れ
て
ゐ
た
問
の
徒
然
に
習
ひ
覚
え
 
 

た
梵
語
な
、
一
入
〇
二
年
、
本
圃
へ
の
除
虫
、
バ
リ
に
滞
奪
し
て
ゐ
上
聞
に
二
三
の
聾
者
l
ニ
敢
へ
㌣
の
が
蓉
端
）
J
な
つ
て
、
シ
エ
ジ
ー
モ
 
 

か
ビ
ュ
ル
ヌ
ー
フ
ざ
い
ふ
や
う
な
巨
匠
む
生
む
に
至
つ
t
。
ド
イ
ツ
で
は
亦
＝
れ
を
習
ひ
博
へ
た
ブ
リ
ー
ド
ワ
ヒ
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
か
ら
ラ
 
 

ツ
セ
ン
や
ウ
エ
ー
バ
ー
等
の
大
家
を
出
†
に
至
っ
た
。
 
 

（
三
）
 
金
印
度
な
風
塵
t
た
彿
教
l
‡
幾
多
の
事
情
り
下
に
も
ほ
や
印
度
の
故
土
み
送
は
れ
王
。
彿
教
の
遣
鎗
す
ら
回
教
徒
の
手
ひ
ど
い
迫
害
に
到
 
 

連
破
壊
わ
談
つ
㍗
。
梵
藷
彿
敬
経
典
が
残
、
守
し
兄
い
の
ほ
嘗
然
で
ぁ
る
。
叉
一
方
印
度
軟
の
正
統
況
の
目
か
ら
見
圭
沸
教
経
典
は
今
で
も
 
 
 



や
ほ
り
吠
陀
音
の
梵
語
、
史
詩
戯
曲
の
雅
文
に
比
L
て
は
靴
樽
方
言
の
文
献
ミ
見
徹
さ
れ
、
哲
撃
憶
系
の
上
か
ら
ほ
二
種
の
異
端
思
想
ご
 
 

L
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
ろ
。
＝
れ
は
恰
う
で
支
那
で
孔
孟
の
経
書
な
奉
す
る
正
統
涯
の
儒
者
の
目
か
ら
沸
教
が
．
『
虚
無
寂
滅
の
教
、
高
け
れ
 
 

ど
も
茸
な
L
』
ミ
排
斥
ぜ
ら
れ
ろ
の
ミ
同
士
で
ぁ
る
。
 
 
 

（
河
）
 
沸
教
梵
語
経
典
が
費
見
ぜ
ら
れ
㍗
錦
腰
は
凡
そ
世
界
に
三
箇
庭
で
ぁ
ろ
。
帥
ち
ネ
パ
ー
ル
ミ
中
並
地
方
ミ
日
本
ミ
で
あ
る
。
そ
の
中
量
に
 
 

於
て
ネ
パ
ー
ル
が
最
も
多
い
。
申
亜
地
方
の
分
は
貿
l
二
於
て
勝
れ
て
ゐ
る
。
而
L
て
今
偽
ほ
整
理
中
に
屈
す
ろ
。
日
本
の
分
は
畳
も
少
く
、
 
 

今
日
ま
で
の
ミ
＝
ろ
未
だ
あ
よ
り
辛
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
質
の
優
秀
冗
ろ
、
以
て
世
界
に
誇
り
得
る
も
の
若
干
ち
ろ
。
＝
れ
l
こ
就
て
 
 

は
岡
教
邁
氏
が
大
正
十
五
年
七
月
中
外
日
報
l
こ
『
本
朝
博
来
の
梵
戒
首
寓
経
』
ミ
超
す
る
報
骨
ね
曹
表
，
し
て
ゐ
ろ
。
 
 
 

（
蕊
）
 
冒
i
a
n
 
H
a
u
g
ぎ
○
ロ
I
i
O
d
g
岩
n
 
l
ニ
就
て
に
∴
き
t
⊇
の
∴
⊇
b
許
n
浄
r
i
七
戸
d
d
h
i
s
t
巳
t
e
r
a
t
u
r
e
 
O
巧
け
訂
p
阜
臣
1
2
t
t
a
－
】
0
0
箆
の
序
言
の
 
 

中
に
詳
，
し
い
博
記
が
載
ぜ
て
あ
ろ
。
 
 
 

（
六
）
 
T
訂
S
a
n
s
す
i
t
 
H
ど
d
d
己
s
t
巳
t
e
邑
u
r
e
 
O
【
甥
省
a
】
｝
声
已
i
t
r
p
）
ご
已
c
u
｛
t
a
こ
0
0
S
柏
●
 
 

C
a
邑
○
習
e
 
O
ご
訂
出
u
d
d
E
s
t
 
S
a
n
∝
k
r
i
t
試
買
u
弓
i
p
｛
s
i
l
こ
b
e
 
q
n
i
蓋
r
旦
『
巳
b
r
a
r
句
C
p
m
b
r
i
d
g
e
）
C
●
宮
n
d
已
】
、
C
寧
m
b
r
i
d
g
e
－
－
器
少
 
 

C
a
邑
○
習
e
 
O
”
出
u
ハ
E
E
s
t
 
S
§
S
k
r
i
t
試
a
n
u
∽
C
r
i
p
t
m
こ
n
t
訂
」
号
苫
l
 
A
乳
註
e
 
S
O
C
i
e
t
『
 
（
巨
O
d
g
筈
n
 
C
O
〓
e
e
t
i
O
ロ
）
、
声
声
C
O
慧
l
l
 
a
n
d
 
 

J
●
出
g
g
e
】
i
n
乎
J
●
R
 
A
●
∽
●
才
r
 
l
0
0
蒜
、
O
c
t
●
 
 

臣
邑
O
g
u
e
O
【
S
呂
S
F
i
t
試
買
仁
笥
i
p
t
s
i
n
t
ど
こ
ぎ
d
】
軋
a
n
巳
b
岩
r
y
｝
A
●
声
内
乱
t
h
－
○
巴
訂
皐
－
宍
戸
 
 

C
a
邑
O
g
u
e
ぎ
m
m
已
r
e
 
d
e
s
害
a
n
l
】
汚
r
i
t
s
S
呂
S
k
r
i
t
s
e
t
p
呂
）
A
●
C
a
b
已
O
n
、
謬
r
i
茸
－
害
可
－
 
 

荻
原
雲
来
氏
の
梵
本
日
鐘
、
東
亜
の
光
第
九
令
弟
五
渋
所
載
同
数
蓬
氏
の
梵
本
目
録
山
家
撃
報
第
一
巷
第
三
兢
併
載
。
 
 

五
 
 
 

初
期
に
属
す
る
梵
文
数
経
典
の
都
謬
及
び
校
訂
出
版
は
勿
論
教
に
於
て
多
く
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
未
開
拓
の
克
 
 

梵
女
儒
教
軽
典
概
観
 
 
 



入
六
 
 

梵
文
飾
敢
経
典
概
観
 
 

糞
地
に
鋤
型
を
入
れ
た
先
覚
者
の
功
績
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
先
づ
そ
の
第
一
に
寒
け
ね
ば
 
 

な
ら
ぬ
の
は
や
は
り
梵
本
番
見
者
の
名
答
を
荷
ふ
同
一
人
の
ホ
デ
ブ
ソ
其
人
で
あ
る
。
彼
は
一
入
二
八
年
に
曾
賢
－
 
 

註
（
こ
 
t
i
O
n
S
ぎ
m
O
r
i
g
i
邑
S
a
宏
訂
i
t
 
A
已
F
O
r
i
t
i
巾
S
を
費
表
し
、
同
年
＜
督
a
s
鼓
（
金
剛
針
諭
）
を
英
詳
し
て
英
国
王
立
 
 

並
紳
亜
拳
骨
に
造
っ
た
。
こ
の
経
典
は
彿
致
の
見
地
か
ら
喝
羅
門
敦
の
種
姓
制
度
を
批
評
し
て
四
民
卒
等
ま
義
を
高
 
 

調
し
た
も
の
で
、
馬
鳴
作
と
な
つ
て
あ
る
。
支
那
謬
は
遁
宋
の
法
未
詳
、
こ
れ
は
法
稀
の
作
と
な
つ
て
め
る
。
何
に
 
 

し
て
も
彼
の
こ
の
都
謬
は
梵
文
傭
典
語
謬
の
噂
矢
で
あ
る
。
こ
の
謬
成
っ
て
よ
り
本
年
は
恰
う
ど
一
首
年
目
で
あ
る
 
 

こ
と
も
面
白
い
。
 
 
 

こ
れ
よ
り
八
年
の
後
一
入
三
六
年
に
は
ユ
ク
ジ
ュ
ン
ビ
ュ
ル
ヌ
ー
フ
E
u
g
㌢
苧
r
n
。
u
『
の
か
の
有
名
な
印
度
彿
 
 

数
史
序
論
Ⅰ
旨
O
d
u
c
t
i
昌
こ
ぎ
t
。
ぎ
d
u
謬
u
d
d
－
1
i
s
m
e
i
I
－
d
i
e
I
l
が
公
に
さ
れ
た
。
こ
の
中
に
は
般
若
、
華
族
、
金
 
 

光
明
、
櫻
伽
、
法
聾
そ
の
他
大
乗
経
典
の
内
容
が
梵
本
か
ら
撮
要
し
て
紹
介
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
か
の
 
 

ホ
デ
ソ
ソ
の
馨
見
せ
し
梵
文
経
典
の
古
七
十
四
部
か
ら
取
ら
れ
た
。
ホ
デ
ソ
ソ
は
彼
の
英
名
を
敬
慕
し
、
且
つ
連
用
 
 

の
効
果
を
預
期
し
て
そ
の
費
見
資
料
の
約
年
分
を
彼
に
寄
贈
し
た
の
で
あ
つ
た
。
 
 
 

何
ほ
ビ
ュ
ル
ヌ
ー
フ
の
手
に
成
る
法
華
経
の
彿
澤
l
」
き
乙
e
－
p
 
b
。
n
n
e
－
。
i
も
こ
の
頃
に
出
水
た
。
然
し
こ
れ
は
 
 

不
幸
に
し
て
彼
の
生
前
に
公
刊
を
見
す
、
彼
の
残
し
た
一
入
五
二
年
王
そ
の
門
弟
の
冒
≡
が
出
版
を
終
了
し
て
師
 
 

の
志
を
果
透
し
た
、
各
頁
に
は
脚
註
を
満
載
し
、
そ
の
批
評
的
の
饅
度
と
い
ひ
、
言
語
畢
的
の
正
確
さ
と
い
ひ
、
た
 
 
 



L
か
に
こ
の
弼
辞
は
劃
時
代
的
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
英
渾
も
出
花
が
こ
の
書
の
僧
侶
は
畢
界
に
僻
ほ
重
き
恕
な
 
 

し
て
ゐ
る
。
こ
の
ご
ろ
（
一
九
二
五
年
）
寄
眞
凸
版
の
再
版
が
出
た
。
こ
れ
に
よ
つ
て
畢
界
が
絶
版
の
た
め
に
久
し
 
 

く
稀
親
書
と
し
て
渇
望
し
て
ゐ
た
本
書
も
容
易
に
机
遽
に
備
へ
る
こ
と
が
出
来
や
う
。
ホ
デ
ソ
ソ
の
金
剛
針
諭
は
経
 
 

典
欧
謬
の
先
鞭
で
は
あ
る
が
、
勿
論
達
意
的
の
も
の
で
一
迫
－
り
の
自
由
繹
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
、
厳
密
に
云
は
ゞ
こ
の
ビ
 
 

J
ル
ヌ
ー
フ
の
法
華
経
の
彿
謬
こ
そ
梵
文
彿
奥
の
欧
語
渾
の
第
一
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
 
 
 

次
に
奉
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
ラ
ー
ジ
エ
ー
ン
ド
ラ
ラ
ー
ラ
ミ
ト
ラ
R
各
n
d
邑
已
p
呂
t
声
の
ど
－
i
t
弓
i
∝
t
琶
p
遊
戯
 
 

方
魔
の
校
訂
刊
行
で
あ
る
。
こ
の
経
典
は
渾
牽
侍
で
あ
つ
て
既
に
支
那
謬
で
は
西
晋
竺
法
護
繹
の
彿
寵
普
曜
紆
あ
ら
、
 
 

唐
の
地
嬰
討
羅
謬
の
方
贋
大
荘
厳
担
が
あ
る
。
こ
の
梵
本
は
や
は
ト
ノ
ホ
デ
ソ
ン
の
蒐
集
品
に
屈
す
る
。
彼
は
、
二
白
 
 

四
十
四
部
を
ベ
ン
ゴ
ー
ル
亜
細
亜
畢
骨
へ
寄
贈
し
た
。
ミ
ト
ラ
は
こ
れ
を
整
理
し
て
を
の
中
か
ら
こ
の
訂
－
i
｛
乱
臣
一
 
 

r
p
を
校
訂
し
、
そ
の
第
一
撃
竺
八
五
三
年
に
崇
b
l
i
。
t
h
e
c
p
I
－
1
d
i
c
p
で
あ
刊
し
た
ウ
ニ
の
出
版
は
二
十
四
年
の
長
 
 

い
期
間
に
亘
っ
て
、
漸
く
∵
八
七
七
年
に
完
成
し
て
ゐ
る
。
然
し
最
初
の
一
巻
が
世
に
出
た
の
を
以
て
順
序
を
立
て
 
 

る
な
ら
ば
、
こ
の
あ
刊
こ
そ
梵
文
係
数
経
典
が
出
版
さ
れ
た
最
初
の
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ミ
ト
ラ
は
印
度
カ
ル
 
 

カ
ク
に
生
れ
、
ペ
ン
ゴ
ー
〝
亜
細
亜
拳
骨
の
司
書
か
ら
累
進
し
て
終
に
向
合
々
頭
の
粂
位
に
上
り
世
界
の
東
洋
拳
骨
 
 

か
ら
尊
敬
を
一
身
に
集
め
た
非
常
な
聾
者
で
且
つ
構
文
家
で
あ
る
。
彼
は
最
初
の
部
分
の
英
謬
を
企
て
た
が
、
中
止
 
 

註
（
二
）
 
 

し
た
き
ゝ
で
今
日
ま
で
こ
の
梵
本
の
英
謬
は
無
い
や
う
だ
。
 
 

梵
文
例
秋
鮭
典
概
観
 
 
 



梵
文
俳
敦
痙
典
概
観
 
 

八
八
 
 

⊥
グ
リ
タ
デ
ィ
ス
ク
ラ
の
第
一
寒
が
現
は
れ
年
後
六
年
を
経
て
一
入
六
〇
年
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
ウ
エ
ー
バ
ー
A
l
b
r
註
t
 
 

毒
e
b
e
r
は
前
に
ホ
デ
ブ
ン
が
英
辞
し
た
、
か
の
金
剛
針
諭
の
梵
文
原
典
を
校
訂
し
、
こ
れ
に
精
確
な
覇
謬
と
註
秤
を
 
 

加
へ
て
ペ
リ
ン
の
畢
士
院
の
報
告
と
し
て
馨
表
し
た
。
こ
れ
が
梵
文
俳
典
校
訂
出
版
の
第
二
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
以
後
で
は
印
度
の
方
で
S
首
P
∃
旨
S
昌
琶
p
邑
が
A
邑
。
k
i
寡
言
啓
膏
質
点
宵
宮
ぎ
軌
自
在
功
徳
薮
 
 

荘
蕨
を
校
訂
出
版
t
で
居
る
．
。
眉
各
首
曾
は
鳥
の
名
で
あ
る
か
ら
通
常
と
思
は
れ
ぬ
の
で
吊
ぎ
眉
曾
の
義
に
解
し
 
 

て
蕨
と
し
て
置
く
。
（
或
は
筐
が
適
普
か
）
こ
の
経
典
は
秘
密
部
系
統
の
も
の
で
、
趨
宋
の
天
息
災
謬
の
大
乗
荘
放
資
 
 

王
経
に
曹
る
。
日
本
で
は
あ
ま
り
重
要
成
さ
れ
て
居
ら
ぬ
が
、
西
藤
で
は
最
も
重
要
な
な
る
経
典
と
し
て
食
費
せ
ら
 
 

れ
、
和
音
薩
唾
の
功
徳
を
力
説
し
、
中
に
か
の
有
名
な
西
戎
の
六
字
名
哉
オ
ン
マ
ニ
バ
ド
メ
ー
ブ
ー
ム
が
説
か
れ
て
 
 

あ
る
。
一
入
七
三
年
カ
ル
カ
ク
に
て
出
版
。
こ
の
経
に
は
二
侍
本
が
あ
つ
て
一
は
散
文
に
し
て
古
く
、
一
は
新
し
ぺ
 
 

し
て
伯
よ
り
成
る
。
彼
の
出
版
本
は
散
文
侍
本
の
方
で
あ
る
。
岡
ほ
南
使
先
生
の
欧
州
梵
畢
略
史
（
向
上
諭
所
載
）
 
 

の
中
に
文
殊
師
利
現
貨
殖
経
又
は
大
方
鷹
茸
筐
鮭
の
梵
本
と
L
て
こ
の
サ
ニ
ラ
ミ
の
校
訂
出
版
の
こ
と
が
記
し
て
 
 

ぁ
る
が
、
こ
れ
は
先
生
の
誤
り
で
、
三
蔵
日
銀
で
已
に
経
名
が
間
違
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
く
別
の
経
典
 
 

な
の
で
あ
′
る
。
 
 
 

次
に
一
入
七
五
年
に
P
e
許
…
が
㌻
】
i
t
邑
s
t
…
の
燭
謬
第
〓
鱒
を
出
し
た
。
こ
れ
は
一
九
〇
入
年
に
再
版
さ
 
 

れ
て
居
る
。
最
初
の
玉
章
だ
け
の
謬
で
あ
る
。
前
に
も
述
べ
た
が
ミ
！
フ
の
英
繹
は
盲
こ
れ
よ
♭
遅
れ
て
一
入
八
 
 
 



0
年
か
ら
元
入
四
年
に
至
っ
て
要
さ
れ
て
ゐ
る
が
詳
し
て
は
ゐ
な
い
蒜
て
西
雷
撃
の
櫛
威
苧
罵
d
宰
 
 

O
u
碧
H
は
一
入
四
八
年
に
こ
の
経
典
の
西
戎
渾
R
g
等
罫
e
r
・
R
。
l
・
p
p
の
原
文
と
そ
の
伽
謬
を
公
刊
し
、
（
R
g
y
守
臣
e
r
 
 

・
r
。
首
－
毒
せ
t
i
賢
i
n
e
d
∈
E
i
t
p
を
罵
p
－
冒
i
こ
0
0
念
－
念
）
そ
の
渾
本
の
確
質
さ
を
澄
足
せ
ん
が
食
め
に
 
 

梵
本
の
彿
謬
を
企
て
、
一
八
八
四
年
に
ギ
メ
一
博
物
館
報
A
n
邑
仇
d
u
芦
s
か
e
G
u
i
m
e
二
璧
ハ
希
及
一
入
九
二
年
の
 
 

同
第
十
九
巷
に
公
表
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

梵
文
彿
致
経
典
史
の
初
期
を
飾
る
最
後
の
も
の
は
ベ
ン
ド
ー
ル
C
・
宮
n
d
註
の
．
茅
g
訂
s
旨
p
雪
経
で
あ
る
。
こ
 
 

れ
は
宇
文
周
開
邦
耶
合
評
大
方
等
大
雪
経
論
商
品
第
六
十
五
、
同
人
謬
大
雪
経
論
雨
品
第
六
十
四
、
隣
邦
連
投
耶
合
 
 

評
大
雪
輪
請
雨
経
、
唐
不
容
繹
 
大
書
輪
講
雨
経
に
舶
督
し
l
一
八
八
〇
年
‥
ド
ン
の
王
立
亜
細
亜
拳
骨
の
雑
誌
 
 

に
校
訂
費
表
さ
れ
て
ゐ
る
。
 
 
 

旺
（
こ
W
阜
p
誉
c
E
彗
謬
2
堅
O
n
O
＝
訂
A
季
m
e
n
l
…
p
O
n
註
c
F
－
訂
冒
1
喜
－
－
i
邑
Ⅰ
邑
蔓
i
O
－
－
訂
∴
ヨ
呂
n
d
e
d
÷
こ
訂
l
墓
守
 
 

e
d
宮
O
d
己
邑
訂
す
p
G
ぎ
s
訂
（
T
ト
・
a
ロ
鷲
t
i
O
n
O
ご
訂
野
鼠
A
s
i
a
t
i
c
ぎ
i
e
t
y
互
ヨ
し
W
i
n
t
e
r
n
i
N
に
よ
れ
げ
訂
n
。
。
l
。
t
 
 

W
i
l
k
i
転
O
n
往
こ
の
諾
ミ
共
に
原
文
み
出
版
ぜ
り
ミ
い
ふ
。
 
 

（
ニ
）
支
那
謬
か
ら
英
課
さ
れ
圭
も
の
に
こ
S
・
汐
巳
の
碧
e
官
営
n
－
i
e
厨
e
n
d
つ
嶋
賢
竃
営
d
d
訂
ぎ
m
t
b
e
C
已
n
O
誇
血
P
n
S
琴
、
ど
n
d
・
 
 

〇
n
－
0
0
謡
が
ぁ
る
。
こ
の
本
文
わ
書
い
て
後
間
も
な
く
バ
ザ
の
G
e
邑
F
胃
の
最
近
の
書
目
即
ち
本
年
の
一
月
二
月
分
な
見
る
ミ
、
訂
－
・
 
 

i
t
p
5
s
｛
a
r
a
O
り
旨
営
i
誌
○
〓
訂
正
阜
こ
i
訂
O
f
S
p
す
a
S
i
n
訂
こ
r
a
邑
賢
d
ぎ
m
t
訂
。
r
i
g
i
n
已
警
n
卦
r
i
t
b
『
寧
察
富
－
訝
り
・
 
 

－
：
（
A
】
－
p
邑
瞥
2
d
）
琵
p
p
こ
0
0
許
・
こ
n
・
0
0
ー
C
已
c
象
a
こ
0
0
0
0
ー
0
0
¢
が
出
て
ゐ
る
。
＝
れ
に
依
れ
－
で
英
詩
は
完
成
・
し
て
出
版
さ
れ
 
 

て
ゐ
る
ら
L
い
。
本
文
に
未
完
恕
盲
書
い
t
の
1
1
此
に
訂
正
す
る
。
一
九
三
一
年
に
出
㌣
C
毒
p
已
訂
り
の
芽
d
d
訂
∽
W
a
n
d
e
－
は
亦
ラ
リ
 
 

梵
文
俳
秋
野
典
触
れ
 
 
 



大
 
 

さ
て
第
二
期
一
八
八
〇
年
に
入
る
と
梵
語
併
典
の
世
界
は
除
程
賑
か
に
な
つ
て
凍
る
。
先
づ
こ
の
期
問
に
於
て
著
 
 

し
く
目
立
つ
の
は
叢
書
の
形
に
於
て
梵
文
沸
教
経
典
が
清
々
と
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
已
に
ロ
b
】
i
O
t
訂
e
鉾
 
 

I
n
旨
p
は
前
に
出
た
か
ら
別
と
し
て
其
の
他
に
三
つ
の
叢
書
が
数
へ
ら
れ
る
。
即
ち
H
A
n
e
c
d
。
t
p
O
買
ぃ
e
戻
㌢
‥
と
 
 

）
 
 

ヽ
ノ
 
 

二
田
b
－
i
邑
－
貸
面
】
汐
－
d
d
h
i
c
p
と
一
二
出
u
d
d
h
山
諷
宕
已
S
O
卦
耳
と
で
あ
る
。
 
（
（
 
 
 

A
n
e
a
。
訂
○
誓
n
i
e
n
s
i
芦
に
裁
て
は
増
・
己
買
岩
已
－
e
r
南
嘩
 
笠
原
二
氏
の
名
を
以
て
代
表
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
 
 

共
に
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
裁
て
書
く
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
南
保
、
虎
笠
二
氏
が
大
谷
派
本
願
寺
か
ら
派
遣
さ
 
 

れ
て
英
観
へ
留
畢
し
た
の
は
一
入
七
六
年
即
ち
明
治
九
年
で
あ
つ
た
。
彼
等
に
と
つ
て
は
先
づ
外
国
語
の
勉
強
か
ら
 
 

始
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
数
年
の
後
、
即
ち
明
治
十
二
年
に
な
つ
て
彼
等
は
昔
時
の
畢
苑
の
中
心
で
あ
つ
た
オ
ッ
 
 

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
趣
き
、
さ
う
し
て
英
名
一
世
を
蓋
ふ
か
の
東
洋
語
畢
、
宗
教
学
の
泰
斗
マ
ッ
ク
で
、
、
ユ
ー
ラ
ー
を
 
 

訪
ね
た
。
然
し
如
何
い
ふ
目
的
で
勉
強
を
す
る
の
か
と
云
ふ
こ
と
を
尋
ね
ら
れ
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
に
は
彼
等
の
 
 

英
語
の
能
力
は
ま
だ
十
分
で
な
か
っ
た
と
い
ふ
。
如
何
に
も
尤
も
な
こ
と
で
ぁ
り
■
、
此
の
一
事
以
て
普
事
の
若
草
の
 
 

尋
常
〓
様
な
ら
ざ
る
を
想
像
す
る
に
十
分
で
あ
る
。
と
も
か
く
彼
等
は
回
ら
ぬ
口
で
懸
命
に
説
明
し
た
目
的
の
一
つ
 
 
 

梵
女
併
敦
経
典
概
載
 
 

タ
グ
イ
ス
タ
ラ
の
猫
諾
で
ぁ
る
。
 
 



は
沸
教
の
経
典
七
原
語
で
蔑
み
た
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
た
。
 
 
 

マ
ッ
ク
そ
、
、
ユ
ー
ラ
ー
も
こ
れ
に
は
ハ
ク
と
昔
成
し
た
。
と
い
ふ
の
は
沸
教
の
梵
語
原
典
は
昔
時
未
だ
十
分
に
聾
者
 
 

の
手
に
よ
つ
て
整
理
さ
れ
て
は
ゐ
な
か
っ
た
の
で
殆
ん
ど
未
開
拓
の
荒
蕪
地
で
あ
る
。
吠
陀
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
 
 

嬰
展
門
数
畢
に
は
か
た
こ
ソ
の
自
信
を
以
て
ゐ
た
彼
も
梵
文
偶
数
経
典
に
は
あ
ま
り
手
を
観
れ
た
経
験
が
無
か
つ
た
。
 
 

然
し
萬
里
を
透
し
と
せ
ゃ
し
て
極
東
か
ら
や
っ
て
凍
た
二
人
の
意
束
の
粧
な
る
に
威
喝
を
禁
じ
得
な
か
っ
た
彼
は
幾
 
 

ら
か
の
好
奇
心
と
興
味
に
動
か
さ
れ
て
、
先
つ
日
本
の
梵
文
沸
教
経
典
を
捜
索
せ
ん
こ
と
を
悠
適
し
た
。
そ
れ
は
彼
 
 

が
骨
て
構
濱
の
宣
教
師
某
か
ら
贈
ら
れ
た
梵
語
灘
名
の
一
冊
に
暗
示
を
得
た
結
果
で
あ
る
。
日
本
に
は
必
ず
や
若
 

干
 
 

の
梵
語
の
偶
数
原
典
が
存
在
せ
ね
ば
な
ら
ね
と
見
雷
を
付
け
た
。
こ
の
見
雷
は
確
か
に
外
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
 
 
 

日
本
で
は
最
澄
客
海
風
仁
固
珍
な
ど
が
支
那
か
ら
清
爽
し
た
梵
爽
は
今
日
ま
で
保
存
せ
ら
れ
、
巳
に
有
年
以
前
に
 
 

慈
雲
の
如
き
は
そ
の
天
才
的
の
語
草
カ
を
以
て
不
十
分
な
が
ら
に
も
そ
の
大
部
分
を
詩
語
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
然
 
 

し
何
と
云
ふ
て
も
文
典
鮮
典
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
囁
足
を
延
ぶ
る
を
得
す
し
て
研
究
は
止
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
 
 

此
に
南
嘩
 
笠
原
に
よ
つ
て
、
英
匠
マ
ッ
ク
そ
、
、
ユ
ー
ラ
ー
に
よ
つ
て
、
根
砥
的
に
研
究
の
端
緒
を
見
出
す
に
至
っ
た
 
 

の
で
あ
る
。
一
首
年
こ
の
方
東
西
南
洋
を
隔
て
～
別
々
に
研
鎖
せ
ら
れ
凍
っ
た
沸
教
文
化
が
此
に
始
め
て
連
絡
交
渉
 
 

を
開
い
た
こ
と
は
特
に
注
意
す
べ
き
事
象
で
あ
る
。
 
 
 

此
の
捜
索
の
結
畢
 
日
本
か
ら
若
干
の
梵
文
経
典
は
英
国
へ
送
致
せ
ら
れ
、
・
梵
文
阿
浦
陀
経
や
、
般
若
心
経
や
、
 
 

焚
文
飾
秋
鮭
典
概
観
 
 
 



梵
文
飾
敦
経
典
概
観
 
 

九
二
 
 

普
賢
行
願
讃
、
骨
膠
陀
應
月
が
其
中
に
あ
つ
た
。
マ
ッ
ク
そ
、
、
ユ
ー
ラ
ー
は
懇
切
に
こ
れ
ら
を
校
讃
し
て
以
て
彼
等
の
 
 

希
望
の
幾
分
を
満
足
し
た
。
昔
時
彼
等
の
得
意
と
書
恰
と
は
想
像
す
る
に
鰊
♭
あ
♭
。
衝
天
の
意
気
と
輝
く
希
望
と
 
 

を
以
て
R
。
y
已
A
s
i
註
e
S
。
e
i
e
t
『
や
、
C
岩
b
】
・
i
d
讐
大
串
や
‥
♪
り
の
出
i
b
－
i
註
茸
岳
穿
t
i
告
已
e
な
ど
に
か
の
ホ
ヅ
 
 

デ
ブ
ソ
や
ラ
イ
ト
の
蒐
集
し
た
梵
文
沸
教
経
典
を
捜
索
し
て
借
出
を
請
ひ
、
巣
食
を
忘
れ
て
膵
霊
や
校
訂
に
徒
事
し
 
 

た
。
か
く
て
ク
ラ
レ
ン
ド
ン
印
刷
局
か
ら
出
版
さ
れ
た
も
の
に
次
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
。
 
 

註
〓
）
 
 
 

5
骨
貫
首
d
i
k
抑
、
e
d
●
句
●
崇
芸
∴
妄
呂
e
r
、
○
内
野
d
こ
0
0
芦
 
 
 

こ
れ
は
金
剛
経
の
梵
本
で
英
評
は
校
訂
着
こ
れ
を
な
し
、
東
方
豊
書
第
四
十
九
巻
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
文
一
八
 
 

九
二
年
に
C
・
d
e
出
軒
ユ
e
N
に
よ
つ
て
彿
謬
が
パ
ブ
で
公
刊
さ
れ
た
。
 
 
 

S
u
k
－
・
首
鼠
く
￥
．
h
P
（
訂
r
g
e
r
a
n
d
腎
g
己
e
r
）
・
声
岩
a
舛
害
藍
e
r
呂
d
声
∴
慧
風
音
－
○
と
が
r
d
こ
慧
0
0
．
 
 

駐
ハ
二
）
 
 
 

こ
れ
は
無
量
書
経
と
阿
浦
陀
経
で
、
マ
ッ
ク
で
、
、
ユ
ー
ラ
ー
の
英
謬
は
東
方
聖
書
第
四
十
九
巷
に
収
載
、
阿
滞
陀
経
 
 

は
已
に
一
芸
○
に
J
O
u
r
n
a
－
。
f
R
。
y
a
－
A
乱
a
t
i
。
S
。
C
i
e
t
y
に
馨
表
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 
 
 

字
音
ぞ
腎
琵
i
註
ざ
d
童
p
呂
d
t
宮
i
雀
d
h
罵
．
息
、
e
d
・
句
・
巳
F
舛
少
崇
己
e
r
ぎ
d
声
字
且
i
O
－
C
河
許
r
d
．
－
悪
声
 
 

艶
（
ニ
ー
）
 
 
 

こ
れ
は
般
若
心
経
及
奇
勝
陀
羅
尼
で
A
ロ
計
n
t
P
已
苧
訂
…
0
0
と
題
し
、
大
和
法
隆
寺
の
併
蕨
に
か
1
る
舌
代
月
真
 
 

に
就
て
出
版
せ
し
も
の
、
心
経
は
マ
ッ
ク
で
、
、
ユ
ー
ラ
ー
の
英
謬
東
方
尊
書
第
四
十
九
巷
に
収
載
。
 
 
 

望
邑
百
送
還
g
r
p
訂
－
e
d
●
芥
只
a
夢
W
寛
ぎ
○
軋
ダ
r
d
－
－
悪
声
 
 
 



註
（
円
）
．
 
 
こ
れ
泳
法
集
名
歌
経
の
梵
文
で
、
不
幸
二
宴
の
胃
す
所
な
ら
天
排
し
た
る
笠
脱
氏
の
遺
稿
を
マ
ッ
ク
で
、
、
ユ
ー
ラ
！
 
 

及
び
宅
Ⅳ
巳
d
の
出
版
せ
る
も
の
で
あ
る
っ
 
 
 

出
已
d
b
p
さ
r
i
t
P
－
e
d
●
出
●
出
●
C
O
司
e
－
－
－
○
如
才
乙
）
－
0
0
¢
P
 
 

註
（
五
）
 
 
こ
れ
は
馬
鳴
の
彿
所
行
讃
で
、
校
訂
者
の
英
謬
は
東
方
草
書
第
四
十
九
巷
に
収
載
せ
ら
れ
て
あ
る
 
 

巽
六
）
 
 
 

A
n
籍
d
O
t
p
（
才
芸
n
i
e
n
s
i
p
と
共
に
東
方
空
音
S
a
弓
乱
冒
k
s
O
〓
訂
出
邑
は
不
朽
の
名
を
留
む
る
劃
時
代
的
の
も
 
 

の
で
あ
る
。
彼
は
未
刊
の
原
典
を
公
に
す
る
に
於
て
、
此
は
未
碗
の
原
典
を
謬
出
す
る
に
於
て
、
東
洋
畢
上
の
隻
壁
 
 

で
あ
る
。
 
 

往
（
l
）
 
桃
秦
鳩
摩
羅
甘
藷
、
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経
、
元
執
菩
提
洩
支
課
、
同
名
、
練
炭
謙
譲
、
同
名
、
隋
笈
多
謀
、
金
剛
能
晰
般
若
浪
速
蜜
多
 
 

産
、
唐
玄
典
詩
、
能
断
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
摩
、
庸
義
浄
諸
．
併
読
能
断
金
剛
般
若
波
凝
蜜
多
経
に
相
嘗
．
梵
文
は
日
本
、
支
那
、
西
戎
 
 

の
三
晶
よ
り
得
ら
れ
、
日
本
の
分
は
二
部
ぁ
り
。
南
候
博
士
梵
文
金
剛
経
講
義
（
明
治
四
十
二
年
来
京
光
融
給
費
行
）
に
邦
諾
ぜ
ら
る
。
 
 

（
ニ
）
 
無
量
毒
経
或
ほ
大
粒
l
こ
ほ
現
存
支
那
諸
五
部
ぁ
り
。
後
漠
支
婁
迦
我
諾
、
併
読
無
量
清
痩
奉
等
畳
経
、
（
＝
れ
は
近
時
聾
者
の
研
究
に
よ
り
 
 

て
貌
の
島
連
詩
ミ
決
定
ぜ
ら
れ
ん
亨
し
つ
1
あ
り
、
確
か
に
支
婁
迦
識
誇
l
こ
に
非
す
）
、
呉
支
謙
諾
、
併
読
阿
禰
陀
三
耶
三
併
薩
棲
彿
檀
過
 
 

度
人
道
軽
、
前
叙
の
如
く
ん
ば
＝
の
詩
が
最
古
詩
寸
」
な
る
。
曹
放
鹿
骨
鎧
誇
、
併
読
無
量
書
経
、
大
安
稜
痙
中
、
唐
芋
提
掩
支
詩
、
無
量
 
 

藩
如
来
曾
．
趨
采
法
賢
課
、
併
読
大
乗
無
量
寿
荘
農
産
、
小
紆
に
l
ミ
ニ
謹
み
り
。
眺
秦
鳩
摩
羅
什
詳
、
俳
祝
阿
禰
陀
軽
、
庸
玄
奥
諸
■
統
 
 

語
浄
土
俳
接
受
経
。
和
譲
は
簡
條
博
士
明
治
四
十
一
年
東
京
無
我
山
房
よ
り
講
話
封
校
t
て
出
版
。
 
 

（
三
）
 
廣
略
二
本
ぁ
り
。
鹿
本
に
三
謬
、
唐
般
若
利
官
等
共
謀
、
般
若
波
親
密
多
心
軽
、
弦
月
重
諾
、
普
遍
智
戒
般
署
波
親
密
多
心
経
、
鵡
采
施
 
 

連
詩
、
・
併
読
聖
体
母
般
若
波
穿
蜜
多
心
経
。
略
本
に
唐
文
典
諾
、
般
若
波
羅
蜜
多
心
脛
。
尊
膠
陀
羅
尼
ほ
唐
壮
行
額
謹
、
併
頂
奇
勝
陀
羅
 
 

梵
文
飾
数
経
典
機
覿
 
 
 



七
 
 

次
に
皐
ぐ
べ
き
は
出
i
b
－
i
O
t
訂
c
p
出
u
d
d
h
…
c
p
で
あ
る
。
こ
の
叢
書
は
露
都
に
於
て
S
・
d
｝
○
－
d
e
n
b
O
u
r
g
の
主
宰
で
露
 
 

国
学
士
院
A
c
a
d
e
…
i
e
 
H
m
七
e
r
i
已
2
d
e
s
哲
i
e
－
1
C
認
 
の
附
属
事
業
と
し
て
凡
そ
一
入
九
七
年
頃
始
め
ら
れ
た
。
そ
の
第
 
 

一
各
と
し
て
C
．
謬
n
d
已
－
は
S
邑
i
d
e
≦
訂
曾
m
u
c
c
蔓
を
出
し
始
め
・
そ
れ
は
一
九
〇
二
年
に
至
っ
て
完
結
 
ヽ
 
 
 

し
た
。
こ
の
叢
書
に
よ
つ
て
公
刊
せ
ら
れ
た
梵
文
偶
数
経
典
は
か
な
り
に
多
い
。
を
し
て
事
業
は
一
九
〇
〇
年
以
後
 
 

に
粒
績
し
、
大
戦
の
た
め
に
一
時
中
止
の
姿
に
な
つ
た
と
は
い
へ
、
又
こ
の
ご
ろ
顛
勢
を
挽
回
し
て
出
版
事
業
を
措
 
 

け
つ
～
あ
る
。
こ
れ
は
寧
ろ
後
に
廻
し
て
別
々
に
説
く
方
が
便
利
で
あ
る
。
然
し
出
版
さ
れ
た
梵
文
経
典
は
こ
の
他
 
 

に
句
i
n
O
t
氏
の
R
畳
r
ぢ
巴
首
a
r
i
p
r
c
e
F
聖
J
・
S
・
S
七
e
等
r
の
A
≦
d
旨
乳
a
t
p
k
p
－
く
已
忘
e
吋
O
u
乳
－
1
氏
の
中
敷
諭
疏
、
 
 

ケ
ー
ル
y
南
催
氏
の
法
華
経
、
チ
エ
ル
ノ
ー
ヴ
コ
イ
氏
の
囚
明
文
琴
 
レ
ー
ダ
リ
ー
氏
の
倶
倉
澤
諭
第
一
界
品
等
が
 
 

註
（
一
）
 
 

ま
要
な
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

尼
経
な
始
め
ヾ
J
し
て
十
飴
部
の
相
嘗
支
那
謬
あ
り
。
 
 

ハ
西
）
 
超
宋
施
護
繹
、
併
読
津
集
名
教
程
。
 
 

（
五
）
 
北
流
量
無
我
諾
、
彿
所
行
讃
、
劉
来
賓
璧
諾
、
彿
本
行
経
。
許
m
u
e
】
詳
巴
前
者
ね
英
諾
し
、
東
方
聖
書
第
四
十
九
笹
に
収
載
ぜ
ら
ろ
。
 
 

＝
れ
を
更
に
T
F
哲
ぎ
ー
t
N
O
猫
諾
、
し
て
せ
已
l
F
監
訂
訂
n
亡
n
d
 
W
i
r
訂
n
（
訂
首
軋
℡
】
0
0
芝
）
三
石
ふ
。
レ
ク
ラ
ム
叢
菅
申
l
こ
あ
り
。
 
 

（
犬
）
 
全
容
四
十
九
、
索
引
な
加
へ
て
五
十
馨
。
印
度
撃
の
襲
庫
㌣
る
み
失
は
ず
q
 
 

繁
文
件
数
経
典
樅
級
 
 



次
に
第
二
期
中
に
威
す
べ
き
も
の
で
㌢
d
d
訂
t
寮
監
∽
軋
e
耳
の
事
業
に
就
て
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
骨
は
一
 
 

入
九
三
年
八
月
印
度
カ
ル
カ
ク
に
於
て
許
r
p
t
C
訂
n
d
⊇
d
a
0
0
に
よ
り
て
創
め
ら
れ
、
一
方
に
J
O
弓
邑
○
〓
l
l
e
苧
・
 
 

d
d
h
i
乳
呂
d
A
邑
1
r
。
p
。
－
鼠
c
已
S
鼓
e
耳
を
馨
刊
し
っ
～
、
他
方
に
梵
文
原
典
主
と
し
て
大
乗
彿
故
に
関
す
る
も
打
を
 
 

公
刊
し
た
。
そ
の
中
に
次
の
や
う
な
も
の
が
見
え
て
居
る
。
 
 
 

宮
訂
d
首
呂
i
k
罵
．
r
t
t
i
（
－
0
0
冨
）
こ
れ
は
姐
秦
鳩
摩
羅
什
謬
の
中
諭
の
頗
に
粕
督
す
る
。
C
呂
d
r
p
k
i
r
t
i
の
辞
と
共
に
出
 
 

版
せ
ら
れ
完
結
し
て
ゐ
る
。
後
望
－
i
。
t
訂
c
p
牒
d
d
h
i
c
野
中
に
も
こ
の
出
版
が
あ
る
。
 
 
 

S
ロ
く
罵
官
p
r
邑
1
慧
．
p
（
－
0
0
冨
）
北
涼
曇
無
識
謬
、
金
光
明
経
、
隋
賓
貴
合
粍
．
合
部
金
光
明
経
．
唐
美
辞
罪
、
金
光
 
 

宇
野
k
L
i
瞥
訂
k
P
（
－
父
岩
）
こ
れ
は
G
呂
巧
R
押
m
琵
琶
d
r
p
舛
a
ま
b
1
1
弓
l
註
が
彿
故
に
臨
伏
し
て
純
梵
語
で
滞
尊
讃
嘆
 
 

の
諸
富
篇
を
作
っ
た
。
そ
れ
が
儲
蘭
に
侍
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
を
許
e
㌻
k
－
－
眉
曾
と
云
ふ
磁
蘭
何
の
註
群
と
共
に
 
 

出
版
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

S
寧
m
監
b
i
且
p
（
－
望
岩
）
こ
れ
は
高
率
都
連
提
黎
耶
合
評
、
月
燈
三
昧
終
に
普
る
。
然
し
未
完
本
で
ぁ
る
。
 
 

ヽ
 
 
田
乱
F
i
c
弓
笥
吉
t
罵
l
p
（
－
雷
ご
S
勘
n
t
甘
P
b
訂
 
の
作
、
過
宋
天
息
炭
謬
、
菩
提
行
経
に
雷
る
。
こ
れ
は
一
入
九
〇
年
 
 

露
都
に
て
ミ
ナ
エ
フ
の
出
版
せ
し
も
の
～
、
複
製
で
あ
る
。
本
稿
七
の
註
（
四
）
参
照
。
 

明
最
勝
王
経
に
細
管
、
但
し
こ
れ
は
二
十
二
申
め
る
中
十
五
品
の
み
で
不
完
本
で
あ
る
。
 
 
 

舛
讐
u
思
p
眉
令
旨
p
（
－
∞
諾
）
こ
れ
は
北
涼
曇
衆
議
謬
、
悲
華
経
、
失
謬
の
大
乗
悲
分
陀
利
終
に
和
督
す
る
。
 
 

梵
文
飾
数
経
典
概
観
 
 
 



九
六
 
 
 

発
覚
儒
教
痙
典
概
観
 
 

訂
露
営
邑
r
p
（
－
害
○
）
こ
れ
は
勧
宋
、
求
郵
政
陀
羅
渾
、
櫻
伽
阿
扱
多
羅
賓
経
、
，
元
魂
菩
提
流
支
謬
、
入
楔
伽
経
 
 

店
賃
叉
難
陀
謬
、
大
乗
入
梼
伽
経
に
細
管
す
る
。
然
し
三
晶
の
始
ま
で
ゞ
不
完
本
で
あ
る
。
 
 
 

先
づ
大
入
二
年
に
嵐
．
s
e
n
邑
の
匡
l
腎
邑
u
が
始
め
て
公
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
は
嶺
桁
集
経
の
異
本
で
雪
て
 
 

か
く
の
如
く
大
乗
経
典
を
出
版
し
、
ま
た
せ
ん
と
し
つ
～
あ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
然
し
こ
の
事
業
は
S
琶
P
t
C
官
・
 
 

ハ
イ
コ
ー
ト
 
 

已
⊇
d
琵
の
毅
後
も
は
や
総
績
さ
れ
す
、
そ
の
息
P
r
P
b
。
d
h
R
u
m
賀
邑
畢
氏
は
カ
ル
カ
ク
の
高
等
法
院
に
勤
務
し
父
 
 

と
は
全
く
異
つ
打
方
向
を
取
っ
て
ゐ
る
。
予
は
彼
の
宅
で
残
存
の
刊
行
物
を
手
に
入
れ
た
が
、
今
や
協
同
者
の
一
人
 
 

な
る
5
d
等
b
h
u
s
】
l
呂
も
亡
し
、
こ
の
事
業
は
こ
れ
で
終
を
告
げ
た
と
云
ふ
べ
き
だ
。
そ
れ
に
こ
の
公
刊
は
校
訂
疏
 
 

瀬
に
し
て
脱
文
も
あ
り
畢
者
の
依
用
に
堪
へ
な
い
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。
ま
づ
原
文
対
照
の
参
考
－
こ
役
立
て
る
位
の
 
 

所
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
一
九
〇
〇
年
に
至
る
ま
で
の
問
に
畢
界
へ
提
供
さ
れ
た
梵
文
偶
数
経
典
を
奉
げ
て
見
る
と
大
健
次
の
や
う
な
 
 

も
の
が
あ
る
。
 
 
 

ユ
つ
て
眉
を
巨
号
音
膏
贋
憩
竃
が
露
都
に
及
て
出
凝
せ
ら
れ
二
八
入
六
年
に
一
は
夢
中
C
O
含
l
e
l
と
寧
 
 

金
貨
特
殊
の
方
言
よ
ち
成
り
、
彿
倍
研
究
は
勿
論
、
数
理
、
言
語
等
の
研
究
に
極
め
て
貴
重
な
資
料
で
み
る
。
こ
の
 
 

証
（
二
）
 
 

公
刊
は
一
入
九
七
年
に
至
っ
て
漸
く
完
成
し
た
。
こ
の
ご
ろ
我
々
は
こ
の
互
匠
の
訃
を
聞
く
に
つ
け
て
戚
慨
無
量
で
 
 

あ
る
く
。
彼
は
本
年
二
月
二
十
一
日
を
以
て
残
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
】
八
八
四
年
に
は
S
弓
g
e
d
－
○
－
d
e
n
ぎ
弓
g
に
 
 
 

一
¶
■
普
＼
 
 



注
、
二
）
 
 

A
・
穿
i
－
に
よ
♭
て
買
宣
言
鼓
旨
殊
勝
聾
喩
が
C
P
m
b
r
i
d
g
e
に
於
て
出
版
せ
ら
れ
、
一
八
八
七
年
に
は
L
ワ
挙
 
 

証
‥
三
）
 
i
n
p
誓
韓
氏
に
よ
つ
て
2
軒
≡
a
S
a
讃
訂
i
文
殊
師
利
名
義
経
が
自
著
沸
教
の
附
餞
卜
し
て
公
刊
せ
ら
れ
、
一
入
八
八
年
に
 
 

は
カ
ル
カ
ツ
ク
に
於
て
S
弓
乳
C
訂
n
d
r
邑
a
0
0
が
出
i
b
－
i
。
t
訂
岳
－
n
d
i
c
P
の
中
に
A
吉
d
旨
旨
首
a
－
註
≡
○
－
】
e
象
O
n
O
【
 
 

甘  

訂
g
。
n
d
彗
当
乳
彗
i
袋
p
b
邑
t
廿
e
野
d
h
i
歩
き
≦
S
b
｝
K
計
m
e
n
d
r
p
の
公
刊
に
着
手
し
、
一
入
九
六
年
に
至
っ
て
完
結
を
見
 
 

た
。
こ
れ
は
種
々
の
説
話
を
集
め
た
も
の
で
西
戎
謬
に
封
照
し
て
あ
る
か
ら
西
成
語
の
研
究
者
に
も
稗
益
す
る
所
多
 
 

註
元
）
 
い
。
同
じ
く
一
入
八
八
年
J
・
R
・
A
・
S
・
に
C
・
出
e
n
d
邑
は
ぎ
n
t
r
臣
1
等
n
p
を
公
刊
し
、
又
同
年
に
は
屋
e
n
d
r
已
㌻
 
 

呂
t
r
P
が
C
已
e
u
t
t
p
に
於
て
 
出
i
b
－
i
。
t
l
売
声
Ⅰ
邑
e
p
の
中
に
 
A
s
t
邑
訂
r
i
h
宅
・
＆
許
号
a
m
…
t
勘
八
千
顔
役
若
を
出
 
 

註
ハ
四
）
 
し
て
ゐ
る
。
一
入
九
〇
年
に
は
、
呂
Ⅰ
－
p
y
e
萄
氏
に
よ
り
て
謬
d
h
i
c
罵
苫
．
邑
腎
P
が
露
都
に
於
て
出
版
さ
れ
た
。
叉
同
 
 

年
詳
r
n
は
謬
r
吉
d
O
r
i
e
n
邑
S
e
r
i
e
s
の
中
で
J
監
計
m
謎
本
佳
鷺
諭
を
出
し
た
。
英
謬
は
一
入
九
五
年
に
 
 

S
駕
篭
氏
に
よ
つ
て
S
g
r
e
d
哲
。
k
…
『
苧
d
d
h
i
s
t
s
な
る
叢
書
中
に
収
め
ら
れ
、
文
一
九
一
四
年
に
ぎ
r
i
e
芦
挙
 
 

証
一
六
）
 
。
n
S
及
H
i
隠
匿
氏
に
よ
り
て
な
さ
れ
た
英
謬
も
あ
る
。
一
入
九
五
年
に
は
G
・
d
e
望
O
n
a
y
は
㌢
y
苧
岩
r
㌣
b
h
a
†
 
 

官
i
k
忌
n
抑
m
還
象
a
r
苧
㌢
t
a
k
p
を
其
の
書
写
t
翼
§
舛
≡
E
s
什
。
r
i
e
d
e
－
p
d
か
e
芳
b
。
已
d
－
1
i
q
u
e
の
中
に
於
て
出
版
 
 

し
・
一
入
九
七
年
に
発
色
F
冒
乱
射
n
p
が
常
盤
墓
訂
氏
に
よ
÷
S
邑
u
r
g
で
翁
さ
れ
た
。
∴
」
れ
は
単
 
 

位
請
求
論
文
で
あ
る
。
又
同
年
に
A
d
i
k
罵
m
宅
邑
p
p
が
F
一
i
払
d
e
－
p
」
訂
l
l
か
e
P
O
u
官
民
に
よ
り
て
自
著
謬
u
・
 
 

d
d
－
－
i
旨
e
中
に
出
版
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
が
一
九
〇
〇
年
に
至
る
ま
で
の
状
勢
一
斑
で
あ
る
。
 
 

発
文
沸
教
経
典
概
観
 
 

九
七
 
 
 



九
八
 
 

恋
文
併
歌
経
典
概
観
 
 

旺
（
一
）
l
L
e
夢
誉
邑
u
こ
e
M
t
讐
邑
1
ち
ー
b
－
㌫
p
O
u
＝
言
r
e
m
l
か
r
～
罫
皇
罠
O
m
p
蔓
か
d
∴
旨
O
d
邑
O
n
2
t
d
ご
J
C
O
m
m
2
n
t
a
i
r
e
p
a
。
 
 

F
賢
a
r
：
－
I
l
I
、
冒
ざ
ー
0
0
0
0
㌣
－
等
閑
く
析
に
＝
よ
れ
げ
高
野
山
の
藤
田
眞
這
氏
ほ
日
下
フ
ラ
イ
グ
ル
〆
で
ロ
イ
；
教
授
の
下
 
 

に
マ
ハ
ー
ブ
ス
ッ
な
研
究
中
ミ
の
＝
ミ
で
あ
ろ
。
 
 

（
ニ
・
）
 
三
十
八
の
讐
喰
な
含
む
。
そ
の
中
三
十
の
嘗
喰
に
支
那
諾
肩
部
律
、
其
他
の
野
中
1
こ
散
在
す
。
 
 

（
早
）
∴
揺
采
施
謹
諾
、
最
靡
妙
苫
群
根
本
智
最
上
秘
竺
切
名
義
三
摩
地
分
、
趨
宋
金
線
持
謀
、
文
殊
所
説
最
膵
名
義
樫
、
元
沙
吸
巴
詳
、
文
殊
 
 

菩
薩
最
勝
風
害
名
養
経
、
元
繹
智
諾
、
聖
妙
署
群
寵
著
名
義
経
。
 
 

（
〇
そ
の
註
繹
芝
ト
1
c
胃
管
賢
p
p
塾
k
酔
は
一
八
八
九
年
に
▼
＝
r
d
e
－
P
く
賢
e
吋
2
S
払
n
氏
－
こ
よ
つ
て
そ
の
著
冒
d
d
b
i
s
m
告
・
§
 
 

R
）
中
l
こ
公
刊
ぜ
ら
ろ
。
＝
れ
そ
の
第
九
尊
兄
り
。
後
一
九
〇
一
年
以
後
望
一
1
0
1
ト
雷
I
n
d
i
c
p
中
－
こ
そ
の
徐
な
出
版
・
し
つ
1
わ
り
。
如
 
 
 

何
な
り
L
か
ヾ
1
思
へ
藩
に
、
此
頃
G
e
u
l
F
2
芸
書
日
中
に
一
九
〇
三
年
出
版
の
第
十
巻
な
見
ろ
。
P
O
u
乳
n
の
餌
諸
、
監
己
c
p
r
J
冨
・
 
 

t
ぎ
l
n
t
r
O
d
u
c
t
i
O
ロ
＝
p
p
r
a
c
t
i
竃
d
e
∽
2
1
u
r
昌
邑
d
h
扶
p
O
C
m
u
d
2
9
ロ
已
e
き
冒
i
：
琶
↓
・
J
・
声
A
・
S
・
－
藁
ご
こ
盗
 
、
 
 

R
C
．
1
【
∵
T
a
ヨ
ゼ
河
口
慧
海
氏
の
西
戒
文
よ
り
り
諾
、
入
菩
薩
行
、
大
正
十
年
五
月
。
 
 

（
温
）
後
漢
文
婁
迦
認
諾
、
逆
行
般
若
経
、
呉
支
謙
譲
、
大
明
度
経
、
符
秦
量
摩
蜂
竺
悌
念
共
謬
、
摩
詞
般
若
妙
経
、
挑
秦
鳩
摩
辣
什
諾
、
礫
詞
 
 

般
若
波
羅
蜜
経
（
十
馨
経
、
小
品
般
若
嘉
す
ろ
も
り
し
、
壁
義
諸
、
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
第
四
分
、
追
突
法
賢
謹
、
併
読
彿
母
出
生
三
 
 

津
戒
般
若
波
羅
蜜
多
産
。
一
九
一
四
年
－
＝
芽
M
W
賢
彗
氏
は
誓
莞
蔓
l
 
r
冒
i
l
p
ま
琴
し
て
＝
の
梵
本
三
十
二
品
の
う
三
、
二
、
 
 

八
、
九
、
】
三
、
∵
五
、
一
六
、
一
入
、
一
．
九
、
二
二
、
二
七
の
十
一
品
な
猫
琴
し
て
ゐ
ろ
。
 
 

（
六
）
超
宋
天
息
災
謬
、
讃
揚
聖
徳
多
羅
菩
薩
盲
八
名
産
。
＝
り
書
中
に
女
紳
戌
1
1
ラ
ー
ー
ニ
開
†
る
三
個
の
讃
項
あ
り
。
S
r
g
d
訂
亘
○
富
－
ェ
 
 

註
繹
並
に
西
武
警
共
l
こ
琶
訪
C
b
a
一
n
d
－
■
p
雲
首
b
首
n
に
よ
り
三
九
〇
八
年
に
H
夢
－
i
O
｛
訂
軋
Ⅰ
ロ
d
i
e
p
の
中
に
出
警
ら
れ
㌔
 
 

（
七
）
呉
支
謙
謀
、
須
磨
堤
女
経
、
呉
竺
符
灸
藷
、
俳
聖
一
磨
鴇
経
、
東
晋
盤
鼻
面
加
療
婆
誇
、
堵
阿
含
中
の
一
章
、
趨
宋
施
諸
諸
、
併
読
給
孤
 
 

燭
長
者
女
得
度
国
踪
経
。
 
 
 



八
 
 
 

一
九
〇
〇
年
以
後
現
今
に
至
る
間
に
学
界
を
飾
る
最
も
華
々
し
い
業
鷹
は
ス
タ
イ
セ
．
ペ
リ
オ
等
の
西
域
探
険
に
 
 

伴
ふ
牧
獲
で
や
守
フ
。
芦
A
・
欝
昔
氏
は
一
入
九
九
年
印
度
を
馨
し
て
西
域
に
入
り
一
九
〇
〇
年
か
ら
翌
年
に
局
 
 

ち
子
団
地
方
の
馨
掘
を
行
ひ
、
彿
像
、
偽
書
、
音
程
断
片
、
舌
餞
等
よ
り
舌
代
の
家
具
楽
器
草
撃
等
等
に
凛
濁
点
 
 

で
山
Ⅵ
如
き
珍
奇
の
資
料
を
得
て
蘇
り
、
大
に
畢
界
を
驚
か
し
舵
。
次
に
一
九
〇
四
年
G
r
詳
l
W
乙
e
－
及
≠
l
」
害
ぷ
 
 

氏
は
高
昌
の
故
地
を
螢
掘
し
、
一
九
〇
六
年
に
至
り
多
大
の
古
経
、
彿
像
を
得
．
北
大
な
る
壁
書
の
如
き
も
巧
み
に
 
 

原
物
を
分
割
し
て
そ
の
嘩
し
れ
を
ベ
リ
ン
に
持
ち
去
っ
た
。
其
翌
年
一
九
〇
六
年
よ
ヱ
九
〇
八
年
に
至
る
ス
タ
イ
 
 

‥
ソ
廃
二
回
の
馨
堀
は
浄
煙
を
中
心
と
し
て
西
域
全
土
に
亘
り
、
殊
に
同
地
の
千
彿
洞
の
石
壁
中
に
秘
戒
せ
ら
れ
た
舌
 
 

経
、
俳
書
等
二
十
四
函
の
蒐
集
品
は
其
艶
歌
賓
に
萬
を
越
え
、
現
t
僻
整
理
中
で
あ
る
。
次
に
一
九
〇
九
年
に
は
P
苧
 
 

已
P
鳶
。
t
氏
は
千
彿
洞
か
ら
更
に
支
那
の
古
書
約
九
千
巷
を
得
て
締
っ
た
。
 
 
 

こ
れ
ら
Ⅵ
中
に
は
梵
文
沸
教
経
典
も
若
干
存
在
す
る
。
徒
乗
の
ネ
パ
ー
ル
出
土
の
梵
文
経
典
に
比
す
れ
ば
年
代
も
 
 

舌
〈
除
程
信
憑
す
る
に
足
る
。
唯
惜
む
ら
く
は
多
く
は
断
片
で
あ
つ
て
完
本
の
殆
ん
ど
無
い
こ
と
で
あ
牒
。
然
し
セ
 
 

と
骨
断
簡
零
峡
j
雄
も
畢
界
に
貢
献
す
る
所
は
多
且
っ
大
、
潜
ら
べ
今
後
切
摩
界
は
こ
れ
に
守
っ
て
従
妹
Ⅵ
方
向
身
 
 

叶
慶
サ
牒
で
ぁ
ら
う
。
蒐
集
品
の
大
部
分
は
未
整
理
乃
砲
豆
か
ら
結
果
の
あ
に
さ
れ
た
も
の
は
教
に
於
て
多
く
は
な
 
 

梵
文
俳
敢
経
典
板
取
 
 
 



小
が
、
今
後
は
轟
々
こ
れ
が
現
は
れ
る
で
ぁ
ら
う
と
思
ふ
。
 

今
と
も
か
く
こ
の
一
九
〇
〇
年
を
一
区
割
と
し
て
そ
の
以
後
に
於
け
る
単
著
の
業
蹟
を
一
瞥
す
る
な
ら
ば
、
前
に
 
 

叙
べ
た
∴
緊
b
－
i
O
t
訂
β
出
u
d
d
h
訂
の
事
業
は
こ
の
期
に
入
っ
て
益
々
盛
ん
に
そ
の
活
動
を
績
け
た
。
即
ち
一
九
〇
二
 
 

年
に
べ
ソ
ド
ー
ル
の
や
訂
b
P
I
s
岩
u
琵
y
p
は
出
版
を
完
成
し
た
。
こ
れ
は
造
宋
の
法
護
等
謬
の
大
乗
集
菩
薩
畢
諭
に
 
 

相
督
す
る
。
こ
の
書
は
全
部
殆
ん
ど
大
乗
経
典
を
援
引
し
、
引
用
経
典
の
数
は
一
首
除
種
に
上
る
。
散
伏
し
て
樽
は
 
 

ら
ざ
る
経
典
が
か
く
の
如
く
し
て
片
鱗
を
吾
人
の
厳
に
現
は
す
こ
と
は
研
究
上
非
常
に
有
益
で
あ
る
。
こ
の
出
版
に
 
 

滋
（
一
）
 
関
し
て
は
荻
原
要
務
氏
の
功
績
は
特
筆
に
伍
す
る
。
一
九
〇
一
年
同
叢
書
に
於
て
 
L
ヨ
n
。
t
氏
は
R
且
r
握
巴
P
p
守
 
 

r
i
p
¶
邑
－
阿
を
公
刊
し
た
。
こ
れ
は
賓
積
経
中
の
隋
の
閥
那
堀
多
罪
護
国
菩
薩
曾
及
び
造
宋
の
施
護
謬
の
彿
説
護
観
尊
 
 

者
所
闘
犬
乗
鮭
に
粕
雷
す
る
。
次
に
一
九
〇
二
年
に
は
渡
遽
海
旭
氏
が
訂
i
p
思
に
於
て
謬
乙
r
害
邑
p
r
眉
i
d
h
旨
罵
 
 

昔
を
公
刊
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
氏
の
単
位
請
求
論
文
で
、
般
若
謬
の
四
十
華
厳
即
ち
大
方
贋
彿
華
厳
経
普
潜
行
願
品
 
 

の
結
頗
、
東
晋
彿
陀
抜
陀
巌
謬
、
文
殊
師
利
螢
願
経
、
不
審
謬
普
資
菩
薩
行
願
讃
に
相
督
し
、
慈
雲
の
梵
筐
三
本
に
 
 

収
め
ら
れ
た
日
本
樽
水
の
梵
本
を
ネ
パ
ー
ル
出
土
の
梵
爽
と
校
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
じ
く
一
九
〇
二
年
に
Ⅰ
ね
や
 
 

m
琶
l
の
ど
l
i
t
雪
訂
t
弓
p
の
公
刊
が
冒
邑
e
に
於
て
出
版
さ
れ
た
。
前
に
叙
べ
た
如
く
彼
の
狗
謬
は
已
に
l
八
七
四
 
 

年
に
出
て
ゐ
る
。
然
し
校
訂
梵
本
の
出
版
は
こ
の
年
に
な
っ
て
公
に
さ
れ
た
。
こ
れ
で
我
々
は
ミ
ト
ラ
の
校
訂
本
と
 
 

二
種
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
一
九
〇
二
年
上
て
り
］
巴
b
l
i
邑
－
e
e
P
 
H
n
d
i
c
p
 
の
中
に
P
r
註
p
芳
賀
d
r
遥
F
O
瑚
p
が
 
 
 

允
女
沸
教
経
典
概
観
 
 



㌢
琶
・
許
註
背
骨
昔
r
a
m
i
｛
抑
の
校
訂
出
版
を
出
し
始
め
た
。
こ
れ
は
玄
奨
謬
大
般
若
波
羅
密
多
経
初
分
四
首
巻
に
 
 

粕
督
す
る
。
こ
れ
は
未
完
の
ま
ゝ
で
今
日
に
及
ん
で
ゐ
る
や
う
だ
。
一
九
〇
五
年
に
は
荻
庶
雲
水
氏
の
謬
d
b
i
邑
t
で
 
 

p
b
冨
m
i
が
S
t
r
a
s
s
b
u
r
g
で
あ
刊
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
氏
の
畢
位
請
求
論
文
で
あ
る
。
こ
の
梵
本
は
北
涼
曇
無
我
 
 

辞
菩
薩
地
持
経
、
劉
宋
求
郵
抜
摩
謬
、
菩
薩
善
戒
痙
、
唐
玄
英
謬
．
稔
伽
師
地
論
中
の
菩
薩
地
に
相
督
し
．
ケ
ン
ブ
タ
 
 

ッ
チ
に
唯
一
本
を
所
蔵
す
る
の
み
の
世
界
稀
親
の
原
典
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
論
文
中
に
取
扱
は
れ
た
る
梵
文
は
僅
か
 
 

語
（
二
）
 
に
一
部
分
に
過
ぎ
ぬ
。
整
理
さ
れ
た
る
完
全
な
校
訂
本
は
荻
庶
民
の
手
許
に
あ
る
。
こ
れ
は
清
雄
に
於
て
出
版
せ
ら
 
 

る
ペ
き
も
の
だ
P
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
〇
九
年
に
官
丁
∴
緊
b
－
i
。
昏
e
c
p
苧
d
d
－
1
i
c
p
の
中
で
↑
S
・
S
p
e
罵
r
氏
の
A
で
 
 

乱
昌
．
乳
軒
訂
k
旨
が
公
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
は
呉
の
支
講
評
の
撰
集
百
線
終
に
雷
る
が
、
支
部
謬
は
略
本
に
過
ぎ
な
い
。
一
 
 

九
〇
七
年
に
は
パ
リ
で
ぞ
l
邑
1
1
P
晋
∵
氏
の
岩
旨
P
l
首
－
a
S
巳
r
㌢
蔓
k
琶
．
p
が
公
刊
さ
れ
た
。
こ
れ
は
唐
の
波
羅
頗
蜜
 
 

多
罪
、
大
乗
荘
厳
経
論
に
鶴
首
す
る
。
そ
の
彿
謬
は
一
九
二
年
に
出
た
。
一
九
〇
八
年
か
ら
一
九
一
二
年
に
亘
っ
 
 

て
出
膏
i
O
t
b
e
畠
－
出
F
d
d
h
ぎ
の
中
で
ケ
ル
ン
南
催
の
共
同
出
版
S
鼓
d
F
罵
m
p
p
u
鼠
邑
k
P
が
公
刊
さ
れ
た
や
こ
れ
は
西
 
 

晋
竺
法
護
評
、
正
法
聾
経
、
挑
秦
鳩
摩
雇
什
謬
1
妙
法
蓮
華
経
、
隋
関
都
嘱
多
達
磨
笈
多
共
謬
．
添
品
妙
法
蓮
華
経
 
 

に
相
督
し
、
こ
れ
を
先
に
し
て
は
一
入
五
二
年
に
公
に
さ
れ
た
ビ
ュ
ル
ヌ
ー
フ
の
彿
繹
あ
り
、
文
一
八
八
四
年
に
東
 
 

方
聖
書
第
二
十
一
等
に
収
載
せ
ら
れ
た
ケ
ル
ン
の
英
謬
が
あ
る
此
に
於
て
今
や
梵
本
の
公
刊
が
完
成
し
、
何
人
も
対
 
 

顔
研
究
す
る
こ
と
が
出
凍
る
や
う
に
な
つ
た
。
こ
の
梵
本
は
カ
シ
ュ
ガ
ル
出
土
の
古
本
を
収
め
待
た
焉
め
l
こ
従
前
の
 
 

梵
文
飾
敢
拝
典
椒
劉
 
 
 



ー
 
 

評
に
訂
正
を
加
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
阻
も
生
じ
た
。
僻
ほ
観
謬
大
蔵
経
第
壷
に
は
支
那
浮
か
ら
の
固
辞
を
収
め
▼
一
九
 
 

三
年
に
ほ
予
の
邦
謬
が
新
繹
法
華
経
と
超
し
て
出
版
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
を
後
に
し
て
は
大
正
十
二
年
（
完
二
三
 
 

告
に
同
数
逮
氏
が
焚
文
和
謬
法
華
経
を
出
し
、
昨
年
河
口
慧
海
氏
清
凍
の
優
秀
な
る
貝
菓
の
映
葛
本
も
出
た
。
 
 
 

旺
（
こ
 
哲
撃
慧
竺
三
波
に
荻
原
氏
に
よ
り
て
ベ
ン
ド
‥
1
ル
の
略
俸
亡
弟
蹟
が
叙
ぺ
ら
れ
て
ぁ
ろ
。
 
 
 

（
ニ
し
 
開
く
所
に
よ
れ
げ
‥
玖
貴
重
光
る
訂
正
本
は
日
下
或
ろ
事
情
一
ト
よ
？
て
行
衛
不
明
で
ぁ
ろ
ミ
の
＝
ミ
普
人
ほ
切
に
こ
そ
竺
日
も
早
く
併
 
 

在
の
明
か
l
こ
ぜ
ら
れ
出
版
な
見
ろ
に
至
ら
ん
こ
ミ
な
望
む
。
 
 

九
 
 

一
九
一
〇
年
に
は
望
1
0
t
－
1
e
已
n
d
i
e
p
（
ぎ
」
琶
）
に
於
で
苧
a
p
r
邑
表
替
i
氏
が
琵
d
邑
昌
d
a
苧
 
 

3
1
 
p
ぉ
出
版
し
て
ゐ
る
。
一
九
三
年
に
は
声
訂
音
昌
n
氏
に
よ
り
て
A
d
l
一
y
邑
h
を
i
k
宅
l
萱
萱
r
琶
i
t
削
が
 

誉
れ
た
。
こ
れ
は
理
趣
経
の
慧
で
雪
。
前
管
於
て
文
仰
が
快
け
て
ゐ
る
も
芳
謬
に
照
す
に
文
面
よ
く
吻
 
 

合
し
殊
に
干
戯
語
を
療
へ
て
ゐ
る
所
非
常
に
輿
昧
を
惹
く
。
二
几
「
三
に
は
J
O
…
已
A
s
㌻
音
e
に
L
冒
。
t
氏
 
 

に
よ
♭
て
守
註
m
O
k
嘗
ぎ
p
d
針
s
弓
卦
t
i
忌
d
i
昆
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
■
は
ペ
リ
オ
の
蒐
集
品
中
か
∴
ら
取
ら
れ
ヤ
梵
 
 

文
の
梓
で
あ
つ
て
右
部
梓
の
戎
本
と
云
は
れ
告
こ
、
れ
に
附
す
る
研
究
が
近
く
大
谷
畢
報
に
現
は
れ
る
筈
で
あ
る
。
 
 

同
じ
く
一
九
三
年
に
に
字
1
i
O
t
訂
e
p
浮
d
d
h
ぎ
に
S
監
＝
I
O
－
註
n
氏
に
よ
♭
て
G
息
i
s
吾
蔓
．
t
試
健
椎
梵
 
 
 

梵
文
飾
敢
経
典
概
軌
 
 



讃
が
出
さ
れ
た
。
一
九
高
年
か
ら
一
九
一
入
年
に
亘
り
P
d
e
l
p
喜
－
紆
ぎ
乳
n
は
倶
合
諭
世
間
品
を
公
刊
し
、
 
 

ゴ
s
u
b
邑
白
岩
の
t
ゴ
首
曽
i
t
r
p
と
超
し
ト
邑
O
n
に
於
て
出
し
た
0
こ
れ
は
倶
合
世
間
品
の
鎮
、
諭
、
渾
の
梵
文
を
 
 

涯
（
三
）
 
西
寂
静
と
共
に
収
め
た
も
の
で
・
都
謬
あ
ら
、
註
解
あ
り
、
立
派
な
出
版
で
あ
る
。
元
一
四
年
に
野
毛
邑
p
 
 

s
邑
r
i
氏
は
C
賢
嘗
i
k
凱
の
梵
本
を
校
刊
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
垂
天
の
鷹
百
諭
に
相
督
し
、
幾
分
駄
本
の
部
分
も
 
 

雪
が
有
益
な
資
料
で
あ
る
。
完
二
ハ
年
教
養
燈
第
二
十
壷
蒜
芸
蒜
慧
禦
ハ
能
会
は
ぎ
首
l
慧
b
t
r
芸
歴
常
温
 
註
（
円
）
 
 
 

元
を
試
み
た
。
同
じ
く
元
一
六
年
宗
致
研
究
葛
第
－
巻
第
三
故
池
田
澄
達
氏
A
p
弓
i
m
i
t
蔓
r
・
字
音
1
T
s
已
⊇
■
の
 
 

校
訂
と
鞘
繹
を
公
に
し
た
。
こ
れ
は
適
宋
法
天
謬
、
彿
詭
大
乗
改
悪
董
専
決
定
光
明
王
加
水
陀
羅
尼
経
に
相
督
し
、
 
 

証
‥
五
）
 
秘
密
部
系
の
も
の
で
西
戒
支
那
方
面
で
は
重
要
視
せ
ら
れ
た
も
の
～
や
う
で
雪
。
二
几
一
入
年
に
は
稀
友
の
倶
食
 
 

滞
諭
第
壷
の
界
品
が
B
要
｛
1
岳
芝
d
h
i
e
p
の
中
に
S
J
l
く
乳
n
冒
1
及
S
t
c
h
e
r
b
註
す
氏
に
よ
阜
出
版
さ
 
 

れ
た
。
そ
の
後
根
品
以
下
は
荻
原
雲
水
博
士
に
よ
つ
て
出
版
せ
ら
る
～
筈
で
、
氏
は
今
校
正
に
忙
し
い
。
∴
九
元
 
 

年
J
竃
n
已
紅
屋
莞
に
E
2
ぎ
賀
卦
旨
訂
の
校
訂
彿
繹
が
出
で
た
。
今
手
元
の
書
を
他
に
借
せ
し
め
た
校
訂
老
 
 

の
名
々
記
憶
し
な
い
。
後
に
禰
ふ
こ
と
～
し
よ
う
。
完
二
〇
年
に
は
印
度
当
季
⊇
n
C
O
r
e
の
T
r
i
喜
d
r
＝
m
S
2
r
i
e
0
0
 
 

中
に
】
」
わ
S
邑
r
i
に
よ
つ
て
A
r
苫
書
写
m
巴
巨
】
〕
宗
出
版
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
超
宋
法
賛
辞
、
妙
盲
覇
最
勝
 
 

根
本
大
赦
終
に
細
管
す
る
。
完
二
三
年
に
は
ロ
ー
マ
に
於
て
G
2
1
1
g
e
p
p
e
T
u
e
e
i
氏
が
S
官
賢
k
号
学
p
賢
琴
 
 

訂
を
出
版
し
た
。
こ
れ
は
七
百
頗
般
若
或
は
文
殊
般
若
と
挿
し
よ
誉
畢
陀
羅
仙
謬
、
文
殊
師
利
所
説
摩
詞
般
若
政
経
密
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
荘
」
ハ
）
 
 

梵
文
例
致
経
典
概
叙
 
 
 



一
〇
四
 
 

梵
文
飾
教
経
典
概
観
 
 

経
、
太
箸
積
経
中
、
同
人
謬
、
文
殊
師
判
読
般
若
骨
、
染
倍
伽
婆
藤
謬
、
文
殊
師
利
所
説
般
若
波
雁
密
経
、
唐
玄
奨
謬
、
 
 

大
般
若
第
七
分
に
相
督
す
る
。
同
じ
く
一
九
二
三
年
に
は
大
谷
大
畢
に
於
て
新
藤
の
梵
字
に
よ
り
南
腰
丈
雄
校
訂
の
 
 

F
邑
k
葛
．
a
t
腎
p
の
出
版
が
完
成
し
た
。
こ
れ
は
曾
て
印
度
の
】
㌢
d
d
h
i
諷
丁
簑
t
S
U
C
i
2
耳
で
刊
行
さ
れ
た
未
完
本
も
ろ
 
 

る
が
、
全
く
別
な
資
料
か
ち
さ
れ
た
完
全
な
出
版
本
で
あ
る
。
僻
ほ
引
績
い
て
誓
書
r
葛
p
r
邑
1
訝
デ
ピ
出
版
中
で
ぁ
 
 

る
。
一
九
二
七
年
簡
健
泉
共
謬
の
邦
謬
梵
文
人
楔
伽
軽
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
年
十
一
月
九
日
南
條
博
士
殺
せ
ら
れ
 
 

た
。
今
や
S
u
≦
r
竃
p
r
旨
訂
笹
金
光
明
経
梵
文
は
南
使
先
生
の
遺
稿
と
な
つ
た
が
、
不
省
の
余
が
出
版
に
常
る
こ
と
と
 
 

な
つ
て
居
ト
∴
 
勉
強
し
て
ゐ
る
が
中
々
捗
ら
ぬ
。
こ
れ
に
就
て
は
本
誌
に
最
近
梵
文
金
光
明
経
を
讃
む
の
一
編
を
寄
 
 

せ
て
置
い
た
。
一
九
二
六
年
に
は
せ
a
訝
b
h
n
m
i
臥
雲
づ
P
が
ぎ
h
d
e
r
氏
に
よ
り
て
パ
リ
の
雰
u
什
訂
2
r
よ
り
出
版
せ
ら
 
 

れ
た
。
こ
れ
は
丙
晋
竺
法
護
謬
、
漸
備
一
切
智
徳
経
、
東
晋
傭
陀
級
陀
羅
謬
．
大
方
贋
健
筆
巌
経
の
十
地
品
、
眺
秦
 
 

鳩
摩
羅
什
謬
の
十
佳
経
、
唐
賓
叉
難
陀
謬
、
大
方
贋
傍
輩
巌
経
の
十
地
品
、
唐
戸
羅
達
磨
謬
、
併
設
十
地
経
に
相
督
 
 

す
る
。
散
文
の
部
分
だ
け
で
侶
は
略
し
て
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
誌
第
四
審
第
六
故
に
詳
細
な
る
紹
介
も
あ
る
。
 
 

完
二
五
年
註
撃
邑
n
冒
i
氏
に
よ
つ
て
霊
長
l
 
t
i
m
賢
賢
哲
已
貫
d
e
u
：
r
註
s
d
e
宕
u
喜
d
h
u
が
出
版
さ
 
 

れ
た
。
一
九
二
七
年
高
楠
順
次
郎
博
士
の
和
謬
安
芸
道
議
三
十
頗
滞
諭
は
こ
れ
に
よ
り
て
作
ら
れ
、
氏
は
未
定
稿
を
 
 

専
門
嘩
者
に
頗
ち
て
意
見
を
徹
し
、
蕃
襲
訂
正
し
て
完
全
な
る
磯
謬
を
作
ら
ん
と
計
劃
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
又
荻
原
雲
 
 

水
博
士
も
ー
九
二
七
年
十
二
月
大
正
大
畢
々
報
第
二
輯
に
安
芸
道
三
十
唯
識
の
粋
論
和
評
を
藤
表
し
た
。
一
九
二
六
 
 
 



に
上
海
に
こ
於
て
S
t
邑
再
○
－
賢
i
n
氏
は
同
風
竃
p
名
賀
i
く
邑
p
の
梵
渡
文
を
公
刊
し
た
。
こ
れ
は
普
代
失
謬
、
併
設
摩
 
 

討
街
貿
厳
経
、
大
安
積
経
中
、
普
明
薩
普
曾
、
遇
宋
施
護
繹
、
併
設
大
迦
真
岡
大
貿
積
正
法
経
に
粕
督
す
る
。
l
九
 
 

二
七
年
埠
田
慈
良
民
、
大
正
大
挙
々
報
第
二
輯
に
司
a
s
u
d
h
腎
劉
・
d
h
篤
－
眉
i
O
r
へ
へ
p
D
－
－
賢
眉
州
名
E
c
h
b
‥
S
ざ
司
軋
宅
邑
t
F
〉
、
 
 

を
出
し
始
め
た
。
こ
れ
は
唐
玄
英
謬
、
捨
世
陀
産
尼
経
．
遭
宋
法
天
繹
、
大
乗
斐
苫
麗
持
世
陀
羅
尼
、
追
究
施
護
謬
、
 
 

聖
祷
世
陀
尼
経
に
相
督
す
。
 
 
 

琵
ノ
（
こ
▼
 
馬
鳴
の
作
ミ
科
す
。
A
・
出
邑
き
J
。
u
r
邑
A
臥
邑
雲
e
－
罠
・
S
・
－
P
t
・
舛
Ⅰ
舛
・
p
・
溜
R
戸
W
・
T
h
。
m
挙
J
・
A
・
R
∽
・
－
冒
・
p
・
 
 

－
－
柏
ひ
卜
参
照
。
 
 

（
ニ
）
 
訂
u
m
a
n
n
－
P
r
 
n
O
r
d
鼠
衿
訂
n
Ⅵ
p
r
a
c
訂
u
n
d
巳
｛
e
r
P
｛
u
r
）
S
c
F
i
芽
n
d
e
r
W
i
s
c
訂
n
∽
C
訂
2
i
c
b
e
n
 
G
ル
S
e
l
打
身
き
i
－
1
S
t
r
a
各
u
r
g
こ
○
●
 
 

H
e
r
｛
・
＝
り
詮
定
整
理
に
渡
遠
海
旭
氏
こ
れ
な
な
ぜ
り
。
唐
菩
提
流
支
諾
、
箕
相
般
若
波
羅
雀
躍
、
金
剛
智
謹
、
金
剛
頂
喩
伽
埋
趣
般
若
 
 

経
、
唐
不
空
諾
、
大
柴
金
剛
不
空
眞
賓
三
傑
耶
経
、
塩
采
施
護
謀
、
併
談
偏
昭
…
般
若
波
誰
蜜
経
、
唐
玄
共
謀
、
大
般
若
弼
五
官
七
十
八
巻
、
 
 

第
十
般
若
理
趣
分
、
法
賢
諸
、
併
読
最
上
根
本
大
聖
金
剛
不
空
三
昧
大
数
王
経
。
＝
れ
ら
諸
諾
各
増
減
不
同
ぁ
り
。
＝
れ
ら
支
那
諸
ミ
西
 
 

蔵
諸
を
梵
文
ミ
合
冊
に
L
て
出
版
ぜ
し
も
の
な
ワ
＆
禦
p
首
旨
－
i
t
a
・
n
a
篭
晋
t
a
p
島
c
P
等
t
i
k
抑
－
同
苫
｛
○
こ
讐
↓
●
ミ
な
す
。
梵
文
及
び
西
域
方
 
 

言
は
泉
芳
嘆
こ
れ
に
嘗
り
、
西
戎
文
は
栂
尾
藤
堂
氏
塘
任
ぜ
り
。
こ
の
櫻
投
ほ
西
戎
諾
巷
首
り
梵
語
に
徒
へ
ろ
も
の
な
り
。
後
長
谷
部
隆
 
 

諦
氏
に
よ
り
て
大
正
九
年
＝
れ
よ
り
般
若
理
趣
経
ミ
藍
†
る
一
書
出
で
た
り
。
 
 

（
三
）
 
崇
苫
さ
訂
：
ち
昌
e
ゝ
s
i
a
t
…
c
哲
e
i
e
電
○
？
謬
n
g
阜
邑
●
H
－
Ⅰ
●
警
●
0
0
】
p
p
●
澄
¢
－
≡
－
C
旨
思
p
t
i
訂
b
句
㌢
箋
d
e
声
唐
玄
共
謀
、
聖
 
 

天
道
廣
官
諭
本
。
 
 

（
珂
）
 
＝
の
こ
ろ
榊
亮
三
部
博
士
の
許
p
t
萱
ロ
a
賢
妻
七
彿
讃
が
重
文
第
五
年
第
三
鍍
第
四
鍍
に
出
で
、
八
大
露
塔
讃
亦
そ
の
前
後
に
出
㍗
。
三
 
 

月
読
も
亦
大
正
七
年
（
無
蓋
燈
第
二
十
三
馨
し
に
出
で
L
ご
記
憶
す
。
手
元
書
物
無
く
所
在
な
確
め
待
ず
。
 
 

梵
文
飾
敢
経
典
概
観
 
 
 



（
五
）
 
Y
a
琶
m
i
t
r
a
㌔
萱
l
毒
r
t
訂
一
A
b
已
d
h
罵
m
p
打
○
晋
■
笠
k
す
ぎ
t
訂
旨
｛
警
官
t
訂
n
P
 
こ
の
栴
友
の
倶
倉
澤
論
に
つ
い
て
ほ
己
に
一
八
八
 
 

二
年
明
冶
十
五
年
一
月
笠
原
研
蕎
氏
或
≡
i
ま
g
q
u
e
欝
｛
i
。
邑
e
の
蔵
本
に
よ
り
て
敷
月
な
浅
学
し
て
謄
欝
ね
丁
れ
り
。
‥
れ
は
氏
の
宿
 
 

疾
年
翠
攣
亨
し
め
絡
l
二
越
㍗
ざ
ら
L
め
㌣
り
。
寓
本
ほ
大
谷
大
挙
に
永
く
記
念
号
し
て
寂
壱
ら
ろ
。
予
数
年
前
＝
の
謄
需
本
よ
り
青
第
眞
 
 

の
映
本
ね
作
り
研
究
者
に
頭
ち
、
し
＝
ざ
あ
り
。
 
 

（
六
）
 
予
亦
曾
て
渡
遠
海
旭
氏
所
持
の
訂
正
本
か
謄
写
し
、
京
都
帝
国
大
草
の
所
蔵
梵
本
ミ
封
校
長
し
筐
底
に
戒
ぜ
り
。
こ
の
経
に
は
一
行
三
昧
 
 

の
こ
ミ
出
で
、
般
若
写
し
て
は
異
彩
ぁ
ろ
経
典
な
り
。
 
 

（
七
）
 
5
款
鼠
k
p
（
1
年
ま
n
昔
5
．
e
）
p
c
c
〇
m
p
遥
n
倉
宅
u
法
e
旦
i
e
註
。
n
e
n
p
r
。
m
U
芝
T
－
・
旨
訟
訂
（
㌻
t
r
e
n
t
p
i
－
1
e
）
雪
○
こ
¢
e
。
m
m
星
P
 
 

i
r
e
d
e
S
t
h
i
r
a
n
邑
i
、
p
p
↓
S
号
邑
n
F
甘
i
、
ぎ
r
訂
こ
¢
柏
馴
・
重
文
第
十
七
谷
第
五
既
に
榊
亮
三
郎
博
士
の
三
十
虜
公
刊
、
増
田
慧
良
民
畢
苑
 
 

第
三
舵
梵
瑛
歳
三
本
序
分
封
照
研
究
。
 
 

【
○
 
 

以
上
約
そ
一
首
年
間
に
亘
り
、
梵
文
沸
教
経
典
に
対
す
る
畢
者
の
業
蹟
を
概
観
し
た
。
こ
の
稿
を
作
る
に
際
し
渡
 
 

遠
海
旭
氏
の
薯
欧
米
の
係
数
に
負
う
所
甚
だ
多
か
り
し
を
戚
謝
す
る
。
又
中
野
義
照
、
大
彿
街
氏
共
謬
偶
数
文
畢
史
 
 

の
高
楠
博
士
校
註
は
非
常
に
懇
切
で
有
益
だ
最
近
の
状
勢
に
裁
て
は
報
告
を
得
る
こ
と
甚
だ
難
く
、
如
何
な
る
人
が
 
 

如
何
な
る
事
業
を
な
し
つ
～
あ
る
か
は
全
く
不
明
に
威
す
る
。
只
僅
か
に
費
表
せ
ら
れ
た
業
蹟
即
ち
著
書
や
畢
報
の
 
 

象
表
を
基
礎
と
す
る
他
に
途
が
な
い
。
そ
れ
も
恐
ら
く
遺
漏
も
多
か
る
べ
き
を
倶
れ
る
が
、
全
く
寡
聞
浅
識
の
致
す
 
 

所
、
大
方
の
寛
棍
を
斬
る
と
共
に
、
懇
篤
以
て
致
を
垂
れ
、
映
を
補
は
し
め
ら
れ
ん
こ
と
を
望
む
。
 
 
 

梵
文
件
数
経
典
概
観
 
 



／   

最
近
支
那
謬
経
典
の
効
果
が
世
界
畢
老
の
間
に
著
し
く
認
め
ら
れ
て
来
た
。
梵
文
沸
教
経
典
の
公
刊
も
支
那
講
評
 
 

並
に
西
戎
繹
と
併
せ
て
対
校
せ
ね
ば
到
底
十
全
の
奏
効
は
期
し
難
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
方
面
で
は
こ
れ
に
適
す
る
人
は
 
 

未
だ
教
に
於
丁
非
常
に
少
い
。
T
」
．
d
ニ
p
喜
一
か
昌
O
u
S
阜
S
㌢
賢
F
晋
i
訂
u
m
昌
の
諸
氏
が
こ
の
鮎
に
ぬ
て
最
 
 

近
斯
畢
の
領
域
を
か
な
り
に
光
ら
せ
て
ゐ
る
。
日
本
の
畢
者
は
こ
の
鮎
に
於
て
最
も
革
ま
れ
て
ゐ
る
と
謂
は
ね
ば
な
 
 

ら
ぬ
。
然
し
悲
し
い
か
な
馨
表
の
方
法
が
多
く
は
思
ふ
や
う
に
行
か
ぬ
。
日
本
語
で
馨
表
し
た
も
の
は
未
だ
世
界
の
 
 

人
に
は
十
分
に
行
き
渡
ら
ぬ
。
こ
ん
な
こ
と
の
虜
め
に
ま
だ
こ
の
方
面
の
研
究
が
も
う
一
呼
吸
と
云
ふ
と
こ
ろ
で
物
 
 

足
ト
∴
は
い
気
が
す
る
。
今
後
は
こ
の
方
面
に
カ
を
入
れ
て
日
本
の
畢
老
は
外
国
語
で
世
界
に
呼
び
か
け
ね
ば
な
る
ま
 
 

い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
畢
者
は
益
々
今
後
日
本
の
資
料
文
献
を
堀
宴
し
、
そ
の
研
究
の
効
果
を
奉
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
 

託
（
一
）
証
≡
）
 
 
未
だ
梵
文
彿
教
典
の
払
版
せ
ら
る
べ
く
し
て
出
版
さ
れ
な
い
も
の
に
G
也
息
等
y
夢
p
あ
♭
、
ぎ
t
h
蔓
．
t
M
雪
す
a
訂
 
 

証
（
三
）
 
あ
り
、
冒
詳
邑
m
誉
i
払
訂
s
r
i
打
勘
あ
り
、
S
u
ま
k
r
ぎ
t
邑
k
r
抑
m
i
あ
♭
、
P
邑
c
岩
鼻
笹
あ
り
、
又
徒
凍
の
あ
刊
に
訂
正
 
 

を
要
す
べ
き
も
の
も
多
々
ぁ
る
。
こ
れ
ら
は
各
方
面
で
整
理
せ
ら
れ
、
出
版
準
備
中
の
や
う
で
ぁ
る
。
そ
れ
で
大
燈
 
 

の
梵
文
彿
教
経
典
が
出
版
せ
ら
れ
了
つ
た
な
ら
ば
こ
れ
を
組
織
的
に
排
列
し
て
梵
文
備
典
の
大
蔵
経
が
編
成
さ
れ
ね
 
 

ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
都
繹
と
用
語
の
鮮
典
が
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
て
彿
致
は
眞
の
意
味
に
於
け
る
研
究
 
 
 

－
 即ち
組
織
的
に
、
歴
史
的
に
、
言
語
畢
的
に
大
成
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
恐
ら
く
速
い
購
凍
を
待
た
ね
 
 

ば
な
る
ま
い
し
、
我
々
は
到
底
そ
の
日
を
見
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
然
し
そ
の
日
の
凍
現
の
た
め
に
準
備
し
、
そ
の
た
 
 

梵
文
飾
教
程
典
概
観
 
 
 



め
に
踏
石
と
な
る
魔
悟
を
以
て
奮
励
精
進
す
る
の
他
は
な
い
。
 
 
 

拉
（
こ
 
束
晋
彿
糀
政
陀
羅
詩
、
大
方
鹿
併
撃
巌
経
の
入
法
界
品
、
唐
箕
叉
難
陀
詩
、
同
裡
同
品
、
唐
般
若
諾
、
同
経
、
内
幸
聖
堂
諸
、
薩
摩
伽
痙
 
 

に
相
賞
す
。
予
梵
本
一
作
譜
寧
し
て
所
持
ぜ
り
。
＝
れ
は
河
口
苦
海
氏
終
末
の
本
な
京
都
帝
国
大
草
所
蔵
本
ミ
校
訂
ぜ
l
し
も
の
な
り
。
 
 

（
ニ
）
 
或
は
ぎ
す
琵
m
萱
 
J
J
も
云
ふ
。
趨
采
施
譲
諸
、
一
切
如
来
金
剛
三
業
最
上
秘
密
大
数
王
終
に
相
嘗
す
。
曾
て
池
田
澄
達
氏
こ
れ
を
校
 
 

訂
ぜ
り
。
先
年
大
震
火
り
㍗
め
に
そ
の
稿
な
失
ヘ
リ
ミ
云
ふ
。
巨
b
l
i
O
t
訂
e
p
空
d
d
h
i
〔
a
ほ
そ
の
出
版
後
定
の
申
に
こ
れ
ね
収
め
居
れ
り
。
 
 

（
三
）
 
五
部
の
経
み
集
む
。
玉
藻
り
名
ぁ
ろ
所
以
。
第
一
、
庸
不
空
謬
、
普
偏
光
明
膚
豊
浦
浄
蛾
盛
如
意
賛
印
心
無
能
勝
大
明
王
大
隈
求
陀
雇
尼
 
 

経
、
第
二
、
趨
宋
姉
護
謀
、
併
託
守
護
大
千
国
土
経
、
第
三
、
染
暦
伽
婆
羅
諾
、
孔
雀
王
兇
経
、
唐
義
浄
謬
、
併
読
大
孔
雀
兇
王
経
、
唐
 
 

不
空
謬
、
彿
母
大
孔
雀
明
王
経
、
第
四
、
趨
采
法
天
諾
、
大
寒
林
翠
難
寧
隅
羅
尼
経
、
第
五
、
同
諾
、
併
読
大
護
明
大
陀
羅
尼
攣
、
れ
な
 
 

り
。
＝
の
中
第
言
孔
雀
王
経
は
ヘ
ル
ン
レ
の
パ
ワ
ー
罵
繹
申
に
費
見
ぜ
ら
れ
、
T
b
e
贈
？
写
実
∴
監
F
n
u
彗
i
p
｛
s
盲
】
呈
t
p
（
－
 

弟
七
編
中
に
原
文
並
に
訳
詩
が
出
て
ゐ
ろ
。
鱒
は
寧
b
ぎ
t
訂
c
p
P
d
d
h
i
c
a
の
出
版
壊
定
の
中
に
も
見
え
て
ゐ
ろ
。
 
 

吋
p
響
当
i
許
㌢
t
i
∽
旨
転
－
・
i
賢
二
り
謹
、
 
 

西
晋
空
港
謹
話
、
光
讃
経
、
西
普
触
羅
叉
諾
、
放
光
蝦
若
経
、
妹
築
鳩
歴
羅
什
諾
、
陛
討
般
若
波
轟
蜜
経
、
居
辛
共
謀
、
大
般
若
波
薙
蜜
 
 

多
経
の
第
二
分
に
相
嘗
す
。
 
 

ぎ
Y
i
k
r
ぎ
t
芸
i
k
訪
m
i
の
註
、
 
 

或
－
‡
S
腎
d
訂
d
訃
夢
琶
i
k
酔
ミ
科
す
。
C
冒
b
已
常
に
一
本
な
赦
す
。
玄
共
謀
、
大
般
若
第
十
六
分
に
相
嘗
す
。
＝
れ
が
配
嘗
l
ェ
従
来
読
 
 

ま
れ
て
勝
天
王
般
若
即
ち
第
六
分
光
り
ミ
博
へ
ら
れ
J
も
、
干
掲
龍
群
氏
＝
れ
ね
訂
正
ぜ
り
。
氏
は
本
諒
新
第
二
巷
第
四
壁
、
般
若
経
¢
 
 

諸
問
題
に
こ
れ
に
言
及
L
且
つ
明
細
な
る
野
照
み
克
ぜ
り
。
 
 
 

梵
文
俳
教
経
典
概
観
 
 



宇
 
野
 
 
囲
 
空
 
 

－
民
族
畢
と
宗
教
史
宗
教
畢
 
 

宗
教
民
族
撃
と
い
ふ
名
は
新
し
い
が
、
そ
の
賃
貸
の
由
蒸
は
よ
ほ
ど
古
い
。
第
十
九
世
紀
の
は
じ
め
に
民
族
撃
と
 
 

い
ふ
も
の
が
、
昔
時
の
人
類
畢
の
一
部
ま
た
は
こ
れ
と
封
立
す
る
も
の
と
し
て
唱
へ
出
さ
れ
て
か
ら
、
す
で
に
百
年
 
 

に
な
る
け
れ
ど
も
、
今
に
畢
界
で
も
雨
着
の
区
別
が
十
分
に
み
と
め
ら
れ
す
、
民
族
学
の
内
容
も
ー
般
に
は
は
つ
き
 
 

り
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
従
っ
て
宗
致
の
研
究
に
つ
い
て
も
、
民
族
畢
的
研
究
は
普
然
人
類
畢
的
研
究
と
呼
ば
れ
 
 

る
も
の
を
も
包
括
し
、
さ
ら
に
そ
ん
な
学
名
す
ら
な
か
っ
た
時
代
の
原
始
宗
教
の
研
究
に
ま
で
つ
な
が
つ
て
ゐ
る
。
 
 

そ
れ
は
舌
代
や
中
世
に
断
片
的
に
あ
ら
は
れ
た
未
開
民
族
の
宗
教
の
記
述
に
ま
で
翻
ら
な
い
ま
で
も
、
第
十
六
世
紀
 
 

に
は
じ
ま
つ
て
十
七
、
人
世
紀
に
さ
か
ん
に
な
つ
た
各
地
の
未
開
宗
教
の
報
告
や
研
究
に
由
雄
す
る
の
で
あ
つ
て
、
 
 

こ
れ
ら
は
宗
教
民
族
畢
の
先
駈
で
も
あ
♭
、
ま
た
宗
教
史
や
宗
教
畢
の
淵
源
で
も
あ
る
。
す
な
は
ち
こ
の
時
代
の
宗
 
 

教
に
関
す
る
民
族
畢
的
考
察
は
、
む
し
ろ
人
文
地
理
に
属
す
る
一
つ
の
仕
事
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
 
 

は
宗
教
的
史
賓
の
領
域
を
い
ち
じ
る
し
く
ひ
ろ
げ
、
そ
れ
ま
で
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
と
は
よ
ほ
ど
ち
が
つ
た
宗
教
の
 
 

宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
 
 
 

宗
教
の
民
族
学
的
研
究
 
 



宗
教
の
民
族
撃
的
研
究
 
 

二
〇
 
 

多
く
の
種
類
を
、
研
究
封
象
と
し
て
畢
界
に
提
供
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
漸
次
そ
ん
な
宗
教
現
象
に
高
等
宗
教
の
歴
 
 

史
的
根
源
を
求
め
、
従
っ
て
ま
た
こ
れ
ら
仝
憶
を
綜
合
し
て
一
つ
の
宗
教
史
と
し
て
見
や
う
と
す
る
傾
向
を
生
み
だ
 
 

し
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
が
第
十
九
世
紀
に
な
つ
て
民
族
畢
的
資
料
が
益
々
累
加
す
る
と
ゝ
も
に
、
古
典
的
宗
致
そ
 
 

の
他
の
文
献
的
研
究
と
相
ま
つ
て
、
l
紳
畢
な
ど
の
論
理
的
思
索
と
は
全
く
別
な
基
礎
に
立
つ
宗
教
の
経
験
的
考
察
へ
 
 

の
道
を
ひ
ら
き
、
宗
教
背
畢
そ
の
も
の
に
ま
で
歴
史
的
な
考
へ
方
を
取
入
れ
さ
せ
た
の
で
あ
つ
で
、
や
が
て
進
化
論
 
 

的
思
潮
や
比
較
研
究
法
の
影
響
か
ら
．
そ
れ
が
比
較
宗
放
と
か
宗
教
畢
と
か
い
ふ
宗
教
研
究
の
新
し
い
部
門
を
形
る
 
 

や
う
に
な
る
。
 
 
 

そ
 

不
思
議
亨
は
な
い
。
の
み
な
ら
す
そ
の
後
の
こ
れ
ら
の
研
究
も
、
宗
教
の
進
化
敏
速
と
か
ま
た
特
に
そ
の
起
源
螢
生
 
 

の
阻
題
が
重
要
成
さ
れ
た
～
め
に
」
依
然
と
し
て
民
族
畢
的
資
料
を
中
心
と
し
て
論
議
が
多
く
、
い
は
ゆ
る
人
類
学
 
 

派
な
る
も
の
が
優
勢
で
」
の
つ
セ
ほ
か
に
∵
で
の
政
令
学
的
研
究
で
も
ま
た
宗
教
心
理
撃
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
於
て
す
 
 

ら
、
民
族
畢
的
点
数
現
象
は
い
つ
も
そ
の
ま
要
な
題
材
で
ぁ
つ
た
。
そ
の
意
味
で
宗
教
民
族
畢
は
宗
教
史
や
宗
教
畢
 
 

の
一
部
と
し
て
の
未
開
民
族
の
票
数
に
関
す
る
研
究
と
い
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
仝
憶
に
閲
し
て
必
要
な
材
 
 

料
と
方
法
と
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
未
開
民
族
の
研
究
と
し
て
も
、
そ
の
宗
教
的
観
念
や
儀
祓
は
 
 

最
初
か
ら
第
一
に
注
目
さ
れ
た
問
題
で
あ
ら
、
そ
れ
が
こ
と
に
未
開
民
族
の
特
異
性
を
あ
ら
は
す
の
み
な
ら
す
、
そ
 
 
 



の
生
活
文
化
全
億
に
わ
た
つ
て
指
導
的
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
ろ
た
め
に
、
そ
の
考
察
は
畢
的
な
意
味
か
ら
も
一
般
民
 
 

族
畢
の
中
心
を
な
し
て
ゐ
た
。
原
始
文
化
の
諸
方
面
に
つ
い
て
、
今
日
ま
で
最
も
多
く
の
興
味
を
も
た
ら
七
、
従
っ
 
 

て
そ
の
研
究
が
比
較
的
に
進
ん
だ
の
は
、
政
令
制
度
と
神
話
侍
諒
と
で
あ
ら
う
が
、
こ
れ
ら
も
そ
の
宗
数
を
は
な
れ
 
 

て
理
解
で
き
な
い
も
の
が
多
い
の
で
、
こ
の
方
か
ら
も
益
々
原
始
宗
教
の
考
究
が
促
さ
れ
、
そ
の
成
果
の
上
か
ら
い
 
 

っ
て
も
民
族
華
中
で
造
か
に
他
の
諸
問
題
に
ぬ
き
ん
で
～
ゐ
る
。
－
こ
に
か
く
宗
教
に
関
す
る
研
究
は
民
族
畢
の
最
も
 
 

重
要
な
部
分
と
い
ふ
以
上
に
、
な
ほ
ひ
ろ
く
そ
の
各
部
門
に
基
礎
的
な
意
義
を
も
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
少
く
と
 
 

も
過
去
に
於
て
は
そ
の
根
抵
と
な
つ
て
ゐ
た
。
 
 

．
し
か
し
そ
の
賓
民
族
畢
そ
の
も
の
が
近
年
ま
で
畢
的
に
す
こ
ぶ
る
登
は
な
い
も
の
で
あ
つ
た
の
と
、
宗
教
畢
の
方
 
 

で
も
原
始
宗
教
の
考
察
が
特
に
他
の
方
面
と
拓
別
さ
れ
す
、
あ
る
ひ
は
そ
れ
が
あ
ま
り
に
多
く
の
部
分
を
占
め
て
ゐ
 
 

た
ゝ
め
、
最
近
ま
で
こ
と
さ
ら
宗
教
民
族
撃
と
い
ふ
や
う
な
特
殊
の
名
目
や
方
法
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
民
族
畢
 
 

は
第
十
九
世
紀
の
前
竿
に
、
人
類
畢
と
は
別
に
主
と
し
て
諸
民
族
の
生
活
風
習
を
考
究
す
る
も
の
と
し
て
唱
へ
出
さ
 
 

れ
た
け
れ
ど
も
」
 
や
が
て
ま
た
そ
の
人
種
的
基
礎
の
肉
憶
的
研
究
が
重
き
を
な
し
た
～
め
、
人
類
畢
の
う
ち
に
包
容
 
 

き
れ
て
、
た
ゞ
一
般
論
に
対
す
る
各
人
種
の
特
殊
研
究
で
あ
る
人
種
撃
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
生
活
や
文
化
の
研
究
は
 
 

民
族
史
す
な
は
ち
土
俗
撃
と
し
て
、
わ
づ
か
に
こ
れ
に
付
属
す
る
一
部
門
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
 
 

従
っ
て
宗
教
畢
で
も
こ
の
方
面
の
研
究
を
ま
と
す
る
鳶
の
は
、
大
て
い
は
人
類
学
況
と
呼
ば
れ
て
、
た
ゞ
そ
の
事
例
 
 

宗
教
の
民
族
牽
的
研
究
 
 
 



宗
教
の
民
族
撃
的
研
究
 
 

】
】
二
 
 

に
つ
い
て
民
族
史
的
資
料
を
多
く
取
扱
ふ
こ
と
を
憲
政
し
、
今
で
も
一
般
に
は
多
く
こ
ん
な
に
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 
 

し
か
し
そ
の
間
に
も
資
料
の
蒐
集
t
理
論
の
組
織
は
徐
々
に
す
～
み
、
一
方
で
民
侍
挙
が
起
っ
た
り
、
先
史
考
古
挙
 
 

が
盛
ん
に
な
つ
た
り
し
て
．
こ
れ
ら
が
多
少
づ
ゝ
畢
的
に
連
結
さ
れ
、
他
方
人
樺
や
肉
髄
の
研
澄
も
益
々
専
門
的
に
 
 

細
か
く
な
つ
て
、
そ
こ
に
嘗
然
人
類
の
肉
燈
研
究
と
文
化
の
研
究
と
の
分
化
が
必
要
と
な
♭
、
民
族
挙
が
民
族
史
と
 
 

と
も
に
肉
憶
人
類
畢
に
対
す
る
文
化
人
類
撃
と
し
て
、
漸
く
猫
立
の
地
位
を
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
．
お
 
 

よ
そ
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
賓
は
供
然
た
る
民
族
史
的
の
い
は
ゆ
る
人
類
学
的
方
法
に
対
し
て
．
 
 

厳
密
な
民
族
華
燭
得
の
見
方
が
多
少
と
皇
息
諭
さ
れ
る
や
う
に
な
つ
て
、
こ
～
に
宗
教
の
研
究
に
つ
い
て
も
奮
凍
の
 
 

人
類
畢
仮
の
そ
れ
に
封
抗
す
べ
く
、
特
に
宗
教
民
族
撃
と
い
ふ
も
の
が
稀
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
 
 

〓
 
宗
 
教
 
民
 
族
 
学
 
 
 

一
九
〇
四
年
ベ
ル
リ
ソ
の
民
族
草
食
で
ア
ン
カ
ー
マ
ン
と
グ
レ
ブ
ナ
ー
と
が
、
同
時
に
各
々
ア
フ
リ
カ
と
太
率
洋
 
 

諸
島
と
の
文
化
圏
的
考
察
を
費
表
し
／
フ
ツ
ツ
ェ
ル
や
フ
′
廿
ペ
ニ
ク
ス
の
見
方
を
檎
承
し
て
大
に
文
化
圏
認
を
主
張
t
 
 

（
一
）
 
た
こ
と
は
、
畢
界
に
非
常
な
戚
勃
を
輿
へ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
特
に
こ
れ
に
賛
同
し
て
葛
民
族
畢
の
改
造
と
宗
教
民
 
 

族
畢
の
大
成
に
向
つ
て
突
進
し
た
の
は
、
ヰ
ー
ソ
の
ヰ
ル
ヘ
ル
ム
●
シ
ュ
ミ
ッ
ト
師
で
あ
つ
た
。
す
な
は
ち
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
 
 

一
九
〇
六
年
そ
れ
が
た
め
に
雑
誌
『
ア
ン
ト
Ⅴ
ポ
ま
を
創
刊
す
る
と
同
時
に
自
ら
撃
ぞ
と
つ
て
新
民
族
畢
を
と
な
 
 
 



へ
、
こ
れ
を
宗
教
の
研
究
に
適
用
し
て
は
、
紳
の
観
念
の
起
源
や
オ
ー
ス
ト
レ
ー
ク
ア
及
び
オ
ー
ス
ト
マ
ネ
ジ
ア
諸
 
 

（
二
）
 
民
族
の
宗
教
と
神
話
を
論
じ
、
さ
ら
に
之
を
宗
教
畢
上
の
新
研
究
法
と
し
て
ま
張
し
た
の
で
あ
つ
た
。
も
つ
と
も
こ
 
 

の
頃
民
族
史
的
宗
教
史
と
い
ふ
こ
と
は
、
Ⅵ
イ
一
ア
ル
ス
キ
ヨ
ル
ド
も
す
で
に
い
つ
て
居
ら
、
モ
ー
ス
は
バ
ス
チ
ア
ン
 
 

と
ク
イ
ラ
ー
と
を
宗
教
人
類
畢
宗
教
民
族
畢
の
先
駈
者
と
い
ひ
、
キ
ン
グ
は
こ
れ
を
個
人
的
な
宗
教
心
理
単
に
対
立
 
 

r
三
）
 
 

す
る
も
の
と
し
て
宗
教
民
族
撃
と
呼
ん
だ
。
ま
た
エ
ー
レ
ン
ラ
イ
ヒ
は
神
話
や
宗
教
の
理
論
的
｛
与
取
扱
に
民
族
畢
的
 
 

方
法
が
必
要
な
こ
と
を
説
き
、
フ
ア
ン
・
グ
ネ
ブ
も
宗
教
畢
の
方
法
が
民
族
畢
的
で
ト
与
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
断
言
 
 

し
た
。
そ
し
て
フ
カ
ー
ル
の
如
き
は
宗
教
史
に
於
け
る
歴
史
的
及
び
比
較
的
方
法
を
ま
張
し
て
、
従
来
の
民
族
畢
的
 
 

方
法
を
批
難
し
た
の
で
は
ぁ
つ
た
が
、
し
か
も
正
普
な
民
族
学
的
研
究
を
是
認
し
て
、
宗
教
民
族
畢
の
領
域
資
料
昌
 
 

（
四
）
 
駒
井
に
方
優
美
っ
い
て
．
そ
の
進
む
べ
き
造
を
詳
細
に
説
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
も
と
よ
ら
従
凍
の
い
は
ゆ
る
人
 
 

類
畢
的
資
料
や
方
法
を
應
用
し
た
も
の
を
、
こ
ん
な
に
名
け
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
を
特
に
新
し
い
民
 
 

族
畢
の
立
場
か
ち
出
立
七
て
、
票
数
民
族
摩
と
い
ふ
名
の
下
に
燭
得
の
組
織
を
試
み
や
う
と
し
た
の
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
 
 

な
ら
び
に
そ
の
同
志
で
あ
る
カ
ト
リ
ク
の
畢
倍
た
ち
で
あ
つ
て
、
こ
の
人
々
の
手
で
l
九
一
二
年
と
そ
の
翌
年
に
は
 
 

F
宗
教
民
族
撃
退
間
』
と
辞
す
る
国
際
的
な
講
習
曾
が
は
じ
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ま
と
し
て
カ
ト
ブ
ク
の
畢
徒
の
集
う
 
 

で
は
あ
つ
た
が
、
こ
ゝ
で
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
は
じ
め
ブ
ギ
エ
、
ル
ロ
ア
、
ト
リ
ー
ユ
、
ブ
レ
ー
、
ブ
ロ
ス
な
ど
が
組
織
的
に
宗
 
 

教
民
族
畢
の
各
部
門
を
講
じ
、
ま
セ
そ
の
憶
系
や
方
法
に
つ
い
て
も
可
た
で
り
詳
細
に
意
見
が
螢
表
さ
れ
た
。
そ
の
後
 
 

宗
教
の
民
族
皐
的
研
究
 
 
 



〓
四
 
 

宗
教
の
民
族
墜
的
研
鹿
 
 

こ
の
骨
合
は
欧
渕
大
戦
の
た
め
に
久
し
く
中
施
す
乙
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
け
れ
ど
も
、
各
国
の
畢
界
で
こ
ん
な
研
 
 

究
を
す
～
め
る
機
運
は
次
第
に
熟
し
て
、
そ
の
組
織
や
方
法
に
濁
す
る
諭
鶉
も
進
ん
で
行
っ
た
。
 
 
 

散
開
大
戦
の
前
後
か
ら
宗
教
尊
者
や
民
族
畢
者
の
宗
教
民
族
畢
的
研
究
は
益
々
盛
ん
に
な
つ
て
、
畢
的
に
大
切
な
 
 

意
味
を
も
つ
文
献
も
多
数
に
あ
ら
は
れ
、
種
々
の
問
題
に
関
し
て
畢
界
を
動
か
す
や
う
な
新
し
い
意
見
も
少
く
な
か
 
 

つ
鷲
が
、
こ
の
頃
か
ら
し
て
一
般
民
族
畢
上
の
方
法
論
の
問
題
が
、
宗
教
の
説
明
に
つ
い
て
も
或
る
根
本
的
な
反
省
 
 

を
催
す
や
う
に
な
つ
た
こ
と
は
、
宗
教
民
族
畢
の
成
立
と
閑
聯
し
て
最
も
注
目
に
伍
す
る
。
宗
教
民
族
畢
週
間
や
そ
 
 

の
ほ
か
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
畢
的
運
動
が
、
カ
L
∵
リ
ク
の
信
念
に
牒
と
づ
く
と
同
時
に
文
化
圏
誼
に
よ
る
宗
敢
民
族
畢
の
高
 
 

調
で
あ
♭
、
進
化
論
的
立
場
か
ら
の
宗
致
の
民
族
畢
的
説
明
で
あ
る
、
い
は
ゆ
る
番
人
類
畢
況
の
排
撃
で
あ
る
こ
と
 
 

は
」
早
く
も
宗
教
民
族
畢
を
畢
涯
的
に
傾
向
づ
け
る
も
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
た
め
に
社
家
漫
然
と
民
族
史
 
 

的
資
料
を
配
列
し
た
ゞ
け
で
ゞ
も
、
民
族
畢
的
と
か
人
類
畢
的
と
い
は
れ
て
ゐ
た
宗
教
の
研
究
に
、
多
少
と
も
そ
の
 
 

取
扱
に
つ
い
て
の
考
慮
が
要
求
さ
れ
、
や
が
て
宗
教
の
起
源
や
馨
連
な
ど
宗
教
史
一
般
の
見
方
の
上
に
ま
で
、
一
つ
 
 

の
輯
回
が
凍
る
か
を
想
は
せ
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
は
疑
は
れ
克
い
。
そ
れ
で
リ
グ
ー
ズ
は
一
九
一
一
年
に
樽
搭
説
 
 

に
改
宗
し
た
と
い
は
れ
、
爾
蒸
そ
の
メ
ラ
ネ
シ
ア
に
関
す
る
大
著
を
は
じ
め
多
く
の
諭
薯
に
於
て
、
票
数
に
つ
い
て
 
 

（
菟
）
 
も
そ
の
新
し
い
立
場
か
ら
の
説
明
を
試
み
て
ゐ
る
。
同
じ
債
務
説
で
も
特
に
マ
ン
チ
ェ
ス
ク
ー
況
の
そ
れ
を
代
表
す
 
 

（
六
）
 
る
．
ヘ
ク
ー
は
、
民
族
的
宗
教
の
取
扱
に
ま
た
別
な
行
か
た
を
示
し
て
ゐ
る
。
ボ
ア
ズ
を
中
心
と
す
る
ア
メ
リ
カ
の
民
 
 
 



勝
率
者
ゴ
ー
ル
デ
ソ
フ
ィ
ザ
し
ナ
ビ
ー
ア
、
ク
ル
ー
バ
ー
、
ラ
ダ
ィ
ン
、
ア
キ
ー
な
ど
は
、
早
く
か
ら
輯
自
の
方
法
論
に
 
 

ょ
っ
て
主
と
し
て
そ
の
地
の
民
族
的
宗
教
を
考
察
し
、
漸
次
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
民
族
畢
の
宗
教
論
と
異
る
鮎
を
明
か
に
し
 
 

て
凍
た
が
、
ボ
ア
ズ
の
門
下
シ
ラ
イ
ク
ー
は
あ
ま
ら
世
に
知
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
小
著
に
於
て
徒
凍
の
宗
教
 
 

（
七
）
 
 

民
族
畢
の
方
法
の
杜
選
守
J
と
を
滞
聾
し
て
、
そ
の
版
本
的
改
造
の
必
要
を
説
き
、
ロ
ヰ
ー
の
近
著
は
そ
れ
ほ
ど
で
 
 

ハ
入
）
 
 

は
な
い
が
、
今
後
の
研
究
方
法
の
進
む
ペ
き
途
を
論
じ
て
．
此
次
の
取
る
ペ
き
立
場
を
穏
健
に
代
表
し
て
ゐ
る
。
そ
 
 

れ
に
ま
た
宗
教
民
族
撃
退
間
も
一
九
二
二
年
か
ら
復
活
し
て
、
そ
の
年
は
オ
ラ
ン
ダ
の
テ
」
ル
ブ
ル
〆
で
、
一
九
二
 
 

五
年
に
は
ミ
一
㌃
で
開
か
れ
、
そ
の
内
容
と
組
織
が
益
々
充
賞
し
、
そ
の
講
師
の
一
人
で
あ
る
ブ
：
は
、
一
九
二
 
 

〇
年
パ
リ
の
カ
ト
リ
ク
大
挙
で
の
講
義
を
播
修
し
て
、
一
九
二
三
年
『
宗
教
民
族
畢
概
論
』
を
公
に
し
、
そ
の
範
囲
 
 

（
九
）
 
 

と
組
織
及
び
方
法
と
を
限
定
し
た
。
同
じ
く
ブ
レ
ー
も
宗
教
撃
方
法
論
に
閲
す
る
大
胴
を
螢
表
し
て
、
さ
ら
に
一
般
 
 

（
一
〇
）
 
 

的
に
種
々
な
る
研
究
方
法
を
批
評
し
、
特
に
新
し
い
民
族
畢
的
方
陣
の
重
要
写
J
と
を
詳
説
し
た
。
な
ほ
グ
レ
ブ
ナ
 
 

ー
の
近
著
「
原
始
人
の
世
界
観
ト
も
、
そ
の
新
研
究
法
に
よ
つ
て
原
始
宗
教
の
諸
現
象
を
具
健
的
に
説
明
せ
ん
と
し
 
 

（
l
一
）
 
た
試
み
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
で
こ
の
人
々
の
主
張
す
る
宗
教
民
族
畢
は
、
前
に
も
云
っ
た
や
う
に
、
或
る
華
族
的
傾
向
を
も
つ
て
ゐ
て
、
 
 

徒
凍
の
人
類
畢
派
と
い
は
れ
た
も
の
に
劉
抗
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
派
の
ま
張
に
同
意
す
る
と
育
 
 

と
に
か
ゝ
わ
ら
す
、
宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
が
宗
教
民
族
撃
と
し
て
少
し
つ
ゝ
ま
と
め
ら
れ
て
凍
た
こ
と
、
ま
た
大
 
 

宗
教
の
民
族
孝
的
研
究
 
 
 



二
六
 
 

宗
教
の
民
族
堅
的
析
先
 
 

い
に
そ
の
必
要
が
あ
る
こ
と
は
是
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
リ
ー
も
云
ふ
や
ミ
ノ
に
い
は
ゆ
る
薪
民
族
畢
の
方
放
 
 

論
に
つ
い
て
も
．
大
陸
之
イ
ギ
リ
ス
と
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
聾
者
と
の
間
に
は
、
多
少
づ
～
そ
の
見
解
の
相
異
が
あ
る
 
 

が
、
ノ
し
か
も
こ
れ
ち
の
間
に
は
奮
凍
の
行
き
か
た
と
は
ち
が
っ
て
、
何
等
か
の
意
味
で
今
少
し
こ
れ
を
畢
的
に
組
織
 
 

立
て
や
う
と
い
ふ
努
力
が
あ
る
こ
と
は
十
分
に
み
と
め
ら
れ
る
。
し
た
が
つ
て
宗
教
に
つ
い
て
も
全
健
と
し
て
宗
教
 
 

民
族
撃
と
い
ふ
や
う
な
い
く
ら
か
ま
と
ま
つ
た
も
の
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
事
貰
で
あ
つ
て
、
そ
れ
が
宗
教
畢
 
 

宗
教
史
の
一
部
で
ぁ
る
か
そ
れ
と
も
民
族
単
に
威
す
る
も
の
か
、
ま
た
そ
れ
が
一
つ
の
燭
立
な
単
科
と
し
て
成
立
つ
 
 

か
ど
う
か
と
い
ふ
や
う
な
形
式
的
な
問
題
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
内
部
の
組
織
立
だ
け
は
差
し
あ
た
つ
て
必
要
 
 

に
な
つ
て
凍
て
ゐ
る
。
故
に
そ
れ
は
必
ず
し
も
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
ど
の
ま
張
す
る
誓
う
な
も
の
に
限
ら
す
、
さ
ら
に
別
な
 
 

立
場
や
方
法
に
よ
る
も
の
を
も
含
め
て
、
あ
る
程
度
↓
ま
で
畢
的
に
整
頓
さ
れ
た
も
の
な
ら
ば
、
す
べ
て
こ
れ
を
宗
教
 
 

民
族
撃
と
見
な
し
て
い
～
の
で
あ
る
。
こ
の
鮎
で
は
進
化
論
的
立
場
に
あ
る
も
の
で
も
奮
い
人
類
畢
派
と
呼
ば
れ
る
 
 

も
の
で
も
、
そ
の
組
織
と
方
法
の
上
に
或
る
畢
的
な
根
接
を
も
つ
て
ゐ
る
も
の
な
ら
、
決
し
て
そ
れ
の
宗
教
民
族
撃
 
 

た
る
こ
と
を
拒
む
理
由
は
な
い
の
で
ぁ
つ
て
、
マ
レ
ソ
ト
に
せ
よ
フ
ァ
ン
・
グ
ネ
ブ
に
せ
よ
、
ブ
ロ
イ
ス
や
ゼ
ー
デ
ル
ブ
 
 

p
－
亮
の
労
作
な
ど
も
、
普
然
そ
の
う
ち
に
包
括
さ
れ
虹
ば
掌
ら
な
い
。
斯
く
し
て
若
し
そ
れ
に
宗
教
民
族
撃
と
い
 
 

ふ
名
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
べ
ー
ト
が
い
ふ
や
う
に
宗
教
敢
曾
撃
と
ゝ
も
に
宗
教
史
や
東
歌
心
理
尊
か
ら
 
 

登
れ
た
も
の
と
し
て
、
相
ま
つ
て
宗
教
現
象
の
諸
方
面
を
研
究
す
る
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
ぁ
る
だ
ら
う
。
 
 
 



三
 
宗
教
民
族
畢
の
鏡
域
 
 

宗
教
民
族
畢
に
対
し
て
ブ
∇
ス
は
そ
の
研
究
の
領
域
、
こ
と
に
そ
の
資
料
に
つ
い
て
の
客
観
的
範
囲
を
規
定
し
や
 
 

ぅ
と
し
た
が
、
今
は
輿
へ
ら
れ
た
る
宗
教
民
族
畢
や
ま
た
あ
る
べ
き
宗
教
民
族
畢
を
諭
す
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
 
 

の
問
題
号
J
～
で
は
つ
き
り
と
決
定
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
一
般
民
族
畢
が
近
年
そ
の
研
究
方
法
の
上
に
可
な
 
 

♭
の
最
密
さ
を
要
求
さ
れ
て
凍
た
と
同
時
に
、
方
法
論
上
の
論
理
的
綜
結
は
、
む
し
ろ
そ
の
資
料
の
範
囲
を
漸
次
に
 
 

ひ
ろ
げ
て
行
か
う
と
す
る
軌
が
あ
る
の
で
ぁ
つ
て
、
宗
教
民
族
畢
の
範
囲
も
こ
れ
に
つ
れ
て
益
々
摸
大
さ
れ
る
傾
向
 
 

を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
履
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
民
族
畢
は
最
初
各
地
に
見
出
さ
れ
た
未
開
民
族
の
考
察
か
ら
起
ト
1
 
 

稀
れ
に
歴
史
に
侍
っ
た
未
開
民
族
の
革
質
を
こ
れ
ら
と
比
較
す
る
こ
と
が
J
の
つ
た
け
れ
ど
も
、
久
し
い
向
な
ほ
そ
の
 
 

領
域
は
現
存
の
未
開
民
族
ま
た
は
自
然
民
族
の
生
活
に
限
ら
れ
て
ゐ
た
。
ま
た
こ
と
さ
ら
こ
ん
な
厳
重
な
制
限
を
加
 
 

へ
な
い
で
も
、
今
に
民
族
畢
の
ま
な
仕
事
は
こ
の
方
面
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
一
般
の
理
解
で
あ
つ
て
、
先
に
ツ
ー
 
 

セ
ー
は
宗
教
史
の
民
族
畢
的
部
分
は
現
存
未
開
民
族
の
宗
教
の
研
究
で
あ
る
と
し
、
グ
レ
ブ
ナ
ー
は
高
級
な
文
化
や
 
 

欧
洲
の
先
史
時
代
の
も
の
を
民
族
畢
の
領
域
か
ら
除
外
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
ブ
ロ
ス
も
ま
雲
ポ
敢
民
族
挙
が
舌
代
の
 
 

未
開
民
族
の
宗
教
に
開
輿
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
も
こ
れ
を
史
学
先
史
考
古
撃
及
び
民
侍
撃
と
対
立
せ
し
 
 

め
て
、
そ
の
本
領
は
現
在
の
未
開
宗
致
に
あ
る
と
見
催
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
現
在
の
未
開
票
数
と
い
ふ
う
ち
に
 
 

宗
教
め
艮
族
草
的
研
究
 
 
 



来
秋
の
民
族
拳
的
研
究
 
 

一
一
入
 
 

は
、
陰
に
陽
に
現
存
文
化
民
族
の
う
ち
に
残
存
す
る
民
間
侍
承
を
含
ん
で
ゐ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
つ
て
、
民
族
畢
 
 

は
民
侍
畢
が
起
っ
て
か
ら
い
つ
と
は
な
く
そ
れ
を
包
容
し
や
う
と
し
、
こ
れ
が
ま
た
多
く
の
場
合
に
是
認
さ
れ
て
ゐ
 
 

る
。
フ
ァ
ン
・
グ
ネ
ブ
は
民
族
畢
を
定
義
し
て
そ
の
中
に
明
か
に
そ
れ
を
取
入
れ
、
し
か
も
そ
れ
を
民
族
畢
的
宗
教
の
 
 

考
察
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
。
 
 
 

歴
史
上
の
未
開
民
族
に
関
す
る
革
質
は
、
屡
々
現
存
未
開
民
族
の
そ
れ
と
比
較
さ
れ
て
、
早
く
か
ら
民
族
畢
の
資
 
 

料
と
な
つ
て
ゐ
た
が
、
先
史
時
代
の
研
究
は
こ
れ
よ
り
よ
ほ
ど
後
に
起
っ
た
の
と
、
そ
の
資
料
の
感
類
や
枚
方
が
本
 
 

務
の
民
族
畢
に
於
け
る
と
は
全
く
ち
が
つ
て
．
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
は
先
史
考
古
畢
で
な
け
れ
ば
特
に
舌
民
族
畢
－
邑
e
t
・
 
 

－
－
層
讐
首
首
と
い
つ
て
嘗
通
の
民
族
撃
と
甚
別
さ
れ
た
。
そ
し
て
宗
教
畢
上
で
も
一
つ
は
人
類
畢
沃
地
は
考
古
畢
に
 
 

属
す
る
も
の
と
し
て
、
自
然
に
そ
の
畢
系
を
別
に
し
て
ゐ
た
。
し
か
し
先
史
時
代
の
文
化
は
大
燈
そ
の
ま
～
現
在
の
 
 

未
開
軋
骨
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
想
定
の
も
と
に
、
雨
着
を
比
軽
考
察
し
や
う
と
す
る
傾
向
は
早
〈
か
ら
あ
つ
 
 

た
の
で
、
こ
～
に
両
者
の
研
究
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
や
が
て
往
々
贋
義
の
民
族
畢
の
う
ち
に
先
史
時
代
の
研
究
を
 
 

取
入
れ
て
見
る
人
も
で
き
た
。
ジ
ャ
ク
・
ド
・
モ
ル
ガ
ン
は
現
在
の
未
開
文
化
を
近
代
の
先
史
時
代
と
呼
ん
で
、
こ
れ
 
 

を
太
古
の
先
史
時
代
と
合
は
せ
て
原
史
時
代
の
研
究
と
も
い
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
む
し
ろ
民
族
史
の
領
域
の
搭
が
つ
 
 

た
結
果
と
見
や
う
と
す
る
。
メ
ー
ナ
ー
ジ
は
先
史
時
代
の
宗
教
を
研
究
す
る
に
は
民
族
史
と
先
史
考
古
撃
と
に
よ
ら
 
 

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
常
に
ま
と
な
る
も
の
は
民
族
史
で
ろ
つ
て
、
そ
れ
は
時
代
の
古
今
を
問
は
す
、
す
べ
て
原
始
 
 
 



的
な
文
化
を
考
究
す
る
も
の
と
し
佗
。
そ
し
て
さ
ら
に
近
年
の
民
族
畢
は
、
ク
ル
ー
ノ
ー
な
ど
の
ま
張
す
る
や
う
に
 
 

文
化
人
類
革
ま
た
は
綜
合
的
文
化
史
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
ふ
抱
負
か
ら
、
原
始
的
な
文
化
の
外
に
文
明
社
食
 
 

の
．
そ
れ
を
も
合
せ
て
、
金
髄
を
一
骨
歴
史
的
に
あ
と
づ
け
る
必
要
を
認
め
て
雅
た
。
す
で
に
エ
ー
レ
ン
ラ
イ
ヒ
は
醐
 
 

話
や
票
数
の
民
族
畢
的
研
究
の
資
料
が
、
舌
代
の
文
化
民
族
の
も
の
と
現
代
文
化
民
族
の
民
間
侍
承
と
、
現
在
及
び
 
 

歴
史
上
の
未
開
民
族
自
然
氏
魔
の
そ
れ
に
わ
た
る
こ
と
を
説
い
た
が
、
シ
ュ
ノ
ミ
ソ
ト
も
薪
民
族
畢
が
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
 
 

文
化
史
的
考
察
で
あ
る
と
い
ふ
粘
か
ら
、
普
然
そ
の
宗
教
民
族
畢
の
範
囲
を
同
棲
に
ひ
ろ
げ
て
見
や
う
と
し
て
ゐ
る
。
 
 

こ
れ
に
は
そ
の
同
志
の
人
々
の
問
に
す
ら
多
少
の
異
論
が
あ
る
け
れ
ど
も
l
 
い
は
ゆ
る
文
化
史
的
方
法
の
主
張
か
ら
 
 

し
て
そ
れ
は
余
儀
な
い
締
結
と
し
て
導
か
ぢ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
昔
否
は
と
も
か
く
、
こ
ゝ
に
民
族
畢
的
研
究
 
 

の
領
域
の
ひ
ろ
が
る
傾
向
は
最
も
強
く
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
 
 
 

し
か
し
こ
れ
は
傾
向
と
い
つ
て
も
そ
の
賓
一
部
の
新
民
族
畢
を
立
て
よ
う
と
す
る
人
々
に
於
て
の
こ
と
で
あ
つ
て
．
 
 

全
港
と
し
て
民
族
畢
の
範
囲
に
つ
い
て
の
見
方
は
今
で
も
人
に
よ
つ
て
区
々
で
あ
る
。
そ
し
て
民
族
畢
の
最
初
か
ら
 
 

の
博
徒
を
重
ん
じ
て
、
現
存
未
鯛
民
族
の
考
察
だ
け
に
止
め
よ
う
と
す
る
考
へ
か
ら
、
こ
れ
を
ぁ
ら
ゆ
る
文
化
の
絶
 
 

食
的
研
究
だ
と
す
る
見
解
に
至
る
ま
で
、
こ
の
畢
の
観
念
の
贋
狭
に
ー
お
よ
そ
四
五
の
段
階
が
で
き
て
ゐ
て
、
そ
れ
を
 
 

ど
う
決
定
す
る
か
は
宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
に
、
根
本
的
に
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
。
し
か
 
 

し
こ
・
れ
は
民
族
畢
を
そ
の
資
料
の
種
類
や
取
扱
の
便
宜
か
ら
、
尊
者
が
直
接
に
観
察
し
う
る
現
存
の
未
開
民
族
の
研
 
 

宗
教
の
局
操
車
的
研
究
 
 
 



宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
 
 

三
〇
 
 

究
に
制
限
し
や
う
せ
す
る
の
と
、
ま
た
そ
の
封
象
の
性
質
に
重
き
を
お
い
て
す
べ
て
の
未
開
文
化
の
研
究
だ
と
す
る
 
 

の
と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
民
族
と
い
ふ
集
囲
を
単
位
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
様
式
や
そ
の
移
動
接
観
の
関
係
を
見
 
 

る
も
の
だ
と
い
ふ
ま
張
と
、
要
す
る
に
民
族
畢
の
根
本
的
性
質
に
つ
い
て
の
意
見
の
ち
が
ひ
か
ら
凍
て
ゐ
る
の
で
あ
 
 

る
か
ら
、
早
急
に
こ
れ
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
も
あ
う
、
ま
た
草
間
の
諸
部
門
の
賓
際
上
の
療
養
滑
長
を
か
へ
 
 

り
み
る
時
に
は
、
か
へ
っ
て
ど
う
で
も
い
～
問
題
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
た
ゞ
こ
ゝ
で
宗
教
現
象
の
考
察
と
い
ふ
 
 

こ
と
々
中
心
と
し
て
考
へ
る
と
、
文
明
社
食
の
そ
れ
は
事
賓
上
民
族
的
性
質
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
 
 

か
ら
、
ま
づ
大
腰
古
今
の
未
開
宗
教
が
そ
の
民
族
畢
的
研
究
の
対
象
を
な
す
と
見
な
し
て
差
つ
か
え
な
い
で
あ
ら
う
。
 
 

こ
の
場
合
現
存
の
未
開
人
が
も
つ
宗
教
的
観
念
や
儀
鹿
と
、
先
史
時
代
の
遺
物
や
歴
史
上
の
未
開
民
族
に
あ
ら
は
れ
 
 

た
そ
れ
ら
を
ー
時
代
と
場
所
と
を
考
へ
す
に
軽
率
に
同
一
成
し
て
、
意
晩
内
容
の
不
確
定
な
用
語
で
こ
れ
を
概
括
す
 
 

る
こ
と
は
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
和
雷
な
用
意
を
も
つ
て
こ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
断
片
的
な
資
料
を
 
 

生
か
し
て
そ
の
意
昧
を
明
か
に
す
る
上
に
、
第
一
に
有
効
な
方
法
で
あ
る
こ
と
は
、
今
後
も
急
に
麺
ら
う
と
は
思
へ
な
 
 

い
。
ブ
レ
ー
が
奮
式
な
人
類
畢
派
の
や
り
方
を
攻
撃
し
な
が
ら
、
民
族
畢
的
研
究
の
意
義
と
範
囲
を
略
々
こ
の
遽
に
 
 

ぁ
る
と
み
と
均
た
の
も
こ
れ
が
虐
め
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
ま
た
宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
は
、
強
ひ
て
こ
れ
を
現
存
未
 
 

開
民
族
の
考
察
の
み
に
制
限
し
て
、
民
侍
華
や
先
史
考
古
畢
的
研
究
と
対
立
せ
し
め
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
 
 

ら
を
包
臆
し
て
そ
れ
ら
資
料
の
訣
明
に
大
い
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
貰
際
民
停
畢
や
先
史
考
古
畢
が
そ
れ
 
 
 



四
 
民
族
撃
 
的
資
料
 
 

民
族
畢
的
研
究
と
い
ふ
こ
と
の
範
囲
を
お
よ
そ
こ
ん
な
に
理
解
す
る
と
し
て
、
特
に
宗
教
民
族
撃
と
い
ふ
べ
き
も
 
 

の
ゝ
目
的
や
組
織
が
何
で
あ
ら
う
と
も
、
こ
～
二
十
年
金
り
の
間
に
、
こ
ん
な
研
究
の
方
法
や
そ
の
結
果
に
あ
ら
は
 
 

れ
た
慶
化
は
、
そ
れ
自
身
に
も
可
打
ア
り
著
し
い
も
の
が
あ
ら
、
そ
れ
が
宗
教
一
般
の
見
方
や
取
扱
方
に
及
ぼ
し
た
影
 
 

●
 
 

響
も
相
普
に
大
き
か
っ
た
。
順
序
と
し
て
ま
づ
そ
の
資
料
の
種
類
や
採
集
の
方
法
に
於
け
る
鼻
化
を
見
て
み
る
に
、
 
 

先
史
時
代
の
も
の
や
文
明
社
食
の
も
の
は
し
ば
ら
く
別
と
し
て
、
各
地
に
現
存
す
る
未
開
民
族
の
宗
教
に
つ
い
て
は
、
 
 

こ
れ
ま
で
見
の
こ
さ
れ
て
ゐ
た
も
の
が
次
々
に
探
訪
さ
れ
て
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
未
踏
査
の
も
の
は
な
い
と
い
つ
 
 

て
い
ゝ
位
に
な
つ
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
ア
フ
リ
カ
で
は
ワ
ァ
ン
ゴ
の
探
険
報
告
ピ
グ
ミ
ー
語
族
の
研
究
か
ら
ト
ー
テ
 
 

ミ
ズ
ム
の
問
題
な
ど
が
相
普
に
新
し
い
結
果
を
も
た
ら
し
ー
そ
の
他
各
民
族
宗
教
に
つ
い
て
の
研
究
が
、
最
近
に
な
 
 

っ
て
益
々
ま
と
ま
つ
て
凍
て
ゐ
る
。
南
部
ア
ジ
ア
の
う
ち
で
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
か
ら
パ
レ
ス
チ
ナ
に
か
け
て
の
考
古
畢
 
 

助
詞
査
や
民
間
信
仰
の
採
集
と
、
イ
そ
フ
ム
以
前
の
ア
ラ
ビ
ア
諸
民
族
の
文
化
と
宗
教
の
研
究
ほ
、
近
年
い
ち
ゞ
る
 
 

自
身
の
み
で
は
、
そ
れ
ら
の
政
令
の
宗
教
状
態
を
明
か
に
す
る
に
足
り
な
い
こ
と
は
、
メ
ー
ナ
ジ
な
ど
の
詳
説
し
た
 
 

通
で
あ
る
。
そ
れ
故
ブ
p
ス
の
宗
教
民
族
革
も
結
局
は
、
『
原
始
的
な
民
族
に
あ
ら
は
れ
た
る
宗
教
的
事
賓
の
畢
し
と
 
 

い
ふ
こ
こ
と
に
落
つ
い
て
ゐ
る
。
 
 

宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
 
 
 



宗
教
の
民
族
拳
的
研
究
 
 

一
二
二
 
 

し
く
進
ん
だ
ト
の
ゝ
一
つ
で
あ
り
、
英
領
の
イ
ン
ド
地
方
で
は
南
部
の
山
地
民
ア
ッ
サ
ム
か
ら
ビ
ル
マ
、
シ
ア
ム
に
か
 
 

に
な
つ
た
が
、
ア
ン
ダ
マ
ン
鳥
人
か
ら
マ
ラ
イ
宇
島
の
セ
マ
ン
人
ハ
仏
ど
が
人
種
的
に
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
の
ネ
ダ
リ
‘
－
 
 

け
て
の
未
開
諸
民
族
が
益
々
細
か
に
踏
査
さ
れ
、
ブ
ザ
ー
ズ
、
セ
タ
グ
マ
ソ
．
ジ
ル
ホ
ー
ド
、
♪
ッ
ー
ソ
ぢ
ど
の
個
人
的
 
 

労
作
の
ほ
か
に
．
イ
∴
／
ド
改
廃
の
調
査
報
告
や
人
類
拳
骨
ア
ジ
ア
学
令
な
ど
の
機
関
が
大
部
の
資
料
を
蒐
集
し
て
ゐ
 
 

る
。
こ
れ
ら
の
宗
教
で
は
特
に
供
犠
や
首
狩
の
問
題
が
諭
せ
ら
れ
た
が
、
ま
た
ム
ン
ダ
語
族
や
ゴ
ッ
ダ
は
人
種
と
し
 
 

て
も
文
化
の
上
で
も
、
造
か
束
の
諸
民
族
に
ひ
ろ
い
関
係
ぉ
も
つ
も
の
と
し
て
、
系
統
的
に
大
き
な
問
題
の
中
心
L
 
 

な
つ
た
。
イ
ン
ド
支
部
で
も
モ
ン
ク
メ
ル
の
文
化
系
統
や
他
の
未
開
民
族
の
宗
教
も
い
く
ら
か
深
く
考
へ
ら
れ
る
や
 
 

う
 
 

諸
族
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
そ
の
原
始
的
な
票
数
型
は
速
く
ア
フ
リ
カ
や
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
ピ
グ
ミ
ー
に
よ
で
系
統
 
 

・
ぎ
引
く
も
の
と
認
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
い
は
ゆ
る
薪
民
族
畢
の
見
地
か
ら
宗
教
藤
生
の
見
方
に
相
嘗
深
刻
な
影
響
を
 
 

輿
へ
た
。
フ
ィ
グ
ッ
ピ
ン
の
未
開
民
族
や
毒
滑
の
生
者
に
つ
い
て
は
、
各
線
督
櫛
か
ら
民
族
畢
的
調
査
報
告
の
多
数
が
 
 

出
版
さ
れ
、
そ
の
宗
教
方
面
の
研
究
も
徐
々
に
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
博
物
館
や
拳
骨
の
研
究
報
 
 

告
と
百
科
鮮
書
局
の
大
調
査
が
、
個
人
の
踏
査
と
相
ま
つ
て
今
で
は
ほ
と
ん
ど
あ
ま
す
所
の
な
い
ま
で
に
多
く
の
資
 
 

ニ
ク
ヱ
ン
ホ
イ
ス
な
ど
の
研
究
が
、
寮
魂
観
 
 

料
を
つ
み
累
ね
、
特
に
そ
の
原
始
的
な
宗
教
に
つ
い
て
は
ク
ワ
イ
ト
、
 
 

念
の
説
明
に
根
本
的
な
慶
化
を
促
し
、
畢
者
を
し
て
い
は
ゆ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
か
ら
ア
ユ
†
チ
ズ
ム
へ
傾
か
せ
た
。
 
 

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
パ
ブ
ナ
人
に
対
し
て
は
こ
の
十
年
あ
ま
り
の
間
に
各
国
か
ら
の
探
険
が
盛
に
あ
つ
た
が
、
そ
の
一
 
 
 



宗
教
状
壊
に
つ
い
て
は
ま
だ
十
分
に
考
究
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
オ
ー
ス
ト
レ
リ
ア
は
ス
ぺ
ソ
サ
ー
、
ス
ト
ソ
ロ
ー
な
ど
 
 

の
報
告
に
よ
つ
て
、
そ
の
ト
ー
一
ア
ミ
ズ
ム
が
宗
教
民
族
畢
上
の
最
も
大
き
な
問
題
と
な
り
、
レ
オ
ナ
ル
デ
、
グ
レ
ブ
 
 

ナ
ー
の
研
究
も
あ
つ
た
が
、
こ
と
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
赦
食
草
詭
が
非
常
な
波
動
を
起
し
た
。
メ
ラ
ネ
シ
ア
に
′
つ
い
て
 
 

は
リ
ザ
ー
ズ
の
新
研
究
の
ほ
か
、
局
部
的
に
地
方
の
宗
教
調
査
が
い
く
ら
か
進
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
が
、
マ
ナ
の
観
念
 
 

だ
け
は
宗
教
単
に
取
入
れ
ら
れ
た
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
よ
ほ
ど
精
密
に
考
究
さ
れ
、
か
へ
っ
て
今
で
は
か
つ
て
 
 

想
像
さ
れ
た
や
う
な
カ
の
観
念
で
な
い
こ
と
が
明
か
に
な
つ
た
や
う
で
あ
る
。
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
宗
教
は
エ
ル
ド
ラ
 
 

ン
ド
以
後
あ
ま
り
纏
っ
た
調
査
も
な
く
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
そ
れ
も
マ
オ
リ
人
に
つ
い
て
の
研
究
が
い
く
ら
か
つ
ゞ
い
 
 

て
ゐ
る
外
、
一
般
に
は
民
族
移
動
の
問
題
が
盛
ん
に
諭
せ
ら
れ
る
だ
け
で
、
特
に
新
し
い
現
象
も
見
出
さ
れ
す
、
タ
 
ブ
 

と
い
ふ
言
葉
も
今
で
は
あ
ま
り
に
一
般
化
し
て
し
ま
つ
た
や
う
で
あ
る
。
た
ゞ
太
平
洋
諸
島
の
比
較
的
ひ
ろ
い
範
 
 

囲
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
後
の
フ
レ
ー
ザ
ー
の
集
僚
や
グ
レ
ブ
ナ
ー
、
シ
ュ
ミ
ッ
＼
 
ブ
ザ
ー
ズ
、
ペ
リ
ー
な
ど
の
俺
括
 
 

詭
の
立
場
か
ら
す
る
研
究
が
、
を
の
宗
教
の
説
明
に
可
打
で
り
の
影
響
を
も
た
ら
さ
ふ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
度
外
親
 
 

し
て
は
な
ら
な
い
。
 
 
 

中
央
ア
ジ
ア
の
探
険
は
考
古
畢
的
方
南
の
も
の
が
多
く
、
彿
致
そ
の
他
の
侍
捧
を
あ
と
づ
け
る
ほ
か
、
民
族
的
藷
 
 

敦
の
調
査
は
あ
ま
り
多
く
な
い
が
、
そ
れ
で
も
♪
－
パ
ー
ラ
ソ
ト
や
ホ
ル
チ
ン
の
研
究
か
ら
は
い
く
ら
か
の
資
料
が
 
 

典
へ
ら
れ
る
。
薪
奮
の
シ
ベ
リ
ア
諸
民
族
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ュ
サ
ブ
探
険
報
告
や
ロ
シ
ア
畢
者
の
研
究
が
 
 

宗
教
の
民
族
孝
的
研
究
 
 
 



宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
 
 

↓
二
四
 
 

軸
昏
に
あ
♭
、
革
命
後
も
局
部
的
に
は
そ
れ
が
そ
れ
が
進
め
ら
れ
て
ゐ
る
ら
し
い
が
多
く
世
に
知
れ
な
い
。
ム
ソ
カ
 
 

ッ
ィ
、
シ
テ
ル
ソ
ベ
ル
グ
、
シ
タ
ド
リ
ソ
グ
、
ツ
ァ
ブ
リ
カ
な
ど
の
民
族
的
宗
教
こ
と
に
シ
ャ
マ
ニ
ズ
ム
の
考
察
は
夫
々
れ
 
 

多
少
の
牧
獲
で
あ
り
、
こ
と
に
最
近
シ
テ
ル
ソ
ベ
ル
グ
の
性
的
宗
教
と
し
て
の
そ
れ
の
説
明
は
、
そ
れ
ま
で
の
考
へ
 

か
た
を
い
く
ら
か
動
か
さ
う
と
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
類
似
の
現
象
が
東
南
ア
ジ
ア
そ
の
他
に
数
多
く
見
出
さ
 
 

れ
て
凍
た
の
で
シ
ベ
リ
ア
地
方
で
の
民
族
的
特
徴
は
あ
る
に
し
て
も
－
そ
れ
自
身
を
燭
得
な
宗
教
と
し
て
見
る
こ
 
 

と
は
困
難
に
な
っ
た
や
う
で
あ
る
。
 
 

．
北
ア
メ
リ
カ
で
は
ジ
ェ
サ
ブ
探
険
報
告
や
で
、
、
ソ
ニ
ア
ン
研
究
所
年
報
が
引
つ
ゞ
い
て
大
部
の
も
の
を
公
け
に
し
、
 
 

各
地
の
エ
キ
ス
モ
ー
人
の
生
活
調
査
が
進
行
す
る
と
共
も
に
、
他
の
諸
民
族
は
ほ
と
ん
ど
漁
り
つ
く
さ
れ
て
、
部
分
 
 

的
に
益
々
深
く
か
つ
文
化
史
的
な
分
析
に
ま
で
進
ま
ん
と
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
そ
の
宗
教
に
つ
い
て
も
こ
れ
ま
で
最
 
 

も
重
要
成
さ
れ
た
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
や
守
護
霊
の
観
念
は
、
か
な
ら
す
し
も
一
般
的
に
ま
た
一
様
に
あ
る
の
で
な
い
こ
 
 

と
が
明
か
に
わ
†
り
．
そ
れ
よ
り
も
他
の
神
話
や
儀
成
す
な
は
ち
大
鳥
信
仰
や
喫
煙
温
浴
の
集
囲
、
こ
と
に
薬
物
包
や
 
 

太
陽
踊
の
祭
儀
が
い
ち
ゞ
る
し
く
注
目
の
的
と
な
つ
て
ゐ
る
。
南
ア
メ
リ
カ
の
未
臥
民
族
は
ま
だ
十
分
周
到
に
調
査
 
 

さ
れ
た
と
は
い
へ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
研
究
所
の
年
報
そ
の
他
コ
ッ
ホ
・
グ
リ
ュ
ー
ン
ベ
ル
グ
▼
マ
ク
ス
●
 
 

シ
子
、
ッ
ト
、
 

ノ
ル
デ
ン
ス
キ
ョ
ル
ド
な
ど
の
報
告
が
次
第
に
公
に
せ
ら
れ
予
こ
～
で
も
す
で
に
そ
の
文
化
の
系
統
や
屠
 
 

の
問
題
が
起
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
ま
だ
宗
教
と
し
て
著
t
て
一
般
的
な
特
徴
を
示
す
や
う
な
要
素
は
認
め
ら
れ
す
、
 
 
 



大
憶
北
ア
メ
リ
カ
と
同
じ
文
化
系
統
に
よ
る
呪
術
や
窒
魂
観
念
を
基
礎
と
し
て
、
特
に
種
ケ
の
性
質
を
も
つ
た
「
最
 
 

高
者
」
の
観
念
が
諸
民
族
に
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
ゐ
る
。
 
 

五
 
資
料
採
集
の
方
法
 
 

こ
の
簡
単
な
概
観
か
ら
見
て
も
わ
か
る
や
う
に
、
民
族
畢
的
資
料
を
採
集
す
べ
き
土
地
は
、
か
つ
て
相
常
に
高
い
 
 

程
度
の
文
化
を
持
っ
て
ゐ
た
民
族
や
、
ま
た
現
在
種
々
の
系
統
の
文
化
が
浸
潤
し
て
ゐ
る
地
方
を
も
加
へ
た
な
ら
ば
、
 
 

ほ
と
ん
ど
人
間
の
任
っ
て
ゐ
る
世
界
の
す
ペ
て
の
と
こ
ろ
に
周
偏
し
て
．
ゐ
る
。
そ
し
て
現
に
そ
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
 
 

で
多
少
の
調
査
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
み
な
ら
す
、
交
通
機
陶
の
進
歩
と
採
集
に
適
切
な
寒
眞
機
蓄
音
機
そ
の
他
の
利
 
 

器
の
應
用
に
よ
つ
て
、
近
年
は
現
地
調
査
の
困
難
が
よ
ほ
ど
少
く
な
ら
、
か
つ
て
こ
れ
を
研
究
室
そ
の
ほ
か
便
宜
の
 
 

場
所
に
も
た
ら
し
て
保
存
再
現
す
る
こ
と
も
、
完
全
に
か
つ
容
易
に
な
し
得
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
れ
に
外
務
 
 

老
や
異
民
族
に
対
し
て
つ
ね
に
恐
怖
と
警
戒
の
饅
度
を
も
つ
て
ゐ
た
未
開
人
が
、
外
人
と
の
接
髄
の
機
骨
が
多
く
な
 
 

り
、
い
は
ゆ
る
文
明
風
に
ふ
か
れ
る
に
つ
れ
て
、
漸
次
こ
ん
な
感
度
か
ら
解
放
さ
れ
、
最
も
秘
密
を
貴
ん
だ
宗
教
的
 
 

樽
承
や
行
事
ま
で
も
、
あ
る
程
度
ま
で
こ
れ
を
外
凍
者
に
公
開
す
る
こ
と
を
は
ゞ
か
ら
な
い
や
う
に
な
つ
た
と
は
、
 
 

こ
の
方
面
の
観
察
者
に
と
つ
て
最
も
恵
ま
れ
た
る
静
化
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
こ
ん
な
に
民
族
畢
的
調
寧
曾
容
易
な
ら
し
め
か
つ
そ
れ
を
促
進
す
阜
同
じ
原
因
が
、
一
方
で
は
そ
れ
を
さ
 
 

票
数
の
民
族
畢
的
研
究
 
 
 



〓
〓
ハ
 
 

宗
教
の
民
族
拳
的
研
究
 
 

ま
た
げ
そ
の
清
水
を
危
く
す
る
や
う
な
傾
向
も
少
か
ら
す
見
え
る
の
で
あ
つ
て
、
交
通
商
業
の
急
激
な
進
歩
は
僻
遽
 
 

の
山
地
や
孤
島
王
ま
で
近
代
文
明
の
あ
ら
ゆ
る
産
物
を
侵
入
さ
せ
、
し
た
が
っ
て
ど
こ
の
野
蟹
人
や
未
開
民
族
も
多
 
 

少
と
も
こ
れ
に
接
俄
し
て
、
急
に
そ
の
生
活
形
式
を
軽
化
し
や
う
と
し
て
ゐ
る
の
が
少
く
な
い
。
そ
れ
が
た
め
研
究
 
 

者
の
対
象
で
あ
る
べ
き
民
族
固
有
の
観
念
や
風
習
は
、
多
く
の
と
こ
ろ
で
加
速
度
を
も
つ
て
失
は
れ
、
一
二
度
世
代
 
 

が
か
わ
れ
ば
そ
の
衣
食
住
の
外
形
や
言
語
に
於
け
る
や
う
に
、
す
べ
て
が
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
で
一
様
に
塗
り
つ
 
 

ぶ
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
で
は
な
い
か
と
危
ま
れ
る
の
が
非
常
に
多
い
。
そ
れ
で
今
迄
に
も
こ
ん
な
土
地
で
純
粋
な
民
族
 
 

畢
的
資
料
を
漁
る
に
は
、
そ
れ
の
邁
揮
と
批
判
と
が
舶
普
に
困
難
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
困
難
は
日
一
日
と
加
は
る
ば
 
 

か
り
で
な
く
、
観
察
に
避
雷
な
民
族
や
赴
骨
は
益
々
欠
乏
し
て
く
る
で
あ
ら
う
か
ら
、
古
い
侍
承
や
習
慣
の
亡
び
な
 
 

い
問
に
、
せ
め
て
そ
れ
を
記
憶
し
て
ゐ
る
土
人
の
あ
る
う
ち
に
で
も
、
そ
れ
ら
の
採
集
を
急
が
ね
ば
な
ら
ぬ
必
要
が
 
 

ど
こ
に
も
迫
っ
て
き
て
ゐ
る
。
こ
の
■
瓢
で
宗
教
は
も
つ
と
も
保
守
的
ぢ
傾
向
の
つ
よ
い
も
の
で
ぁ
る
か
ら
、
他
の
生
 
 

活
や
文
化
に
比
べ
る
と
そ
の
率
先
も
少
く
、
容
易
に
研
究
封
象
と
し
て
失
は
れ
る
怖
れ
が
な
い
と
も
い
へ
・
ろ
¢
し
か
 
 

し
を
れ
で
す
ら
白
人
宣
教
師
の
戚
化
ほ
益
々
ひ
ろ
く
か
つ
深
く
な
つ
て
凍
て
、
そ
の
生
活
一
般
の
慶
化
と
1
も
に
故
 
 

意
に
こ
れ
に
追
随
し
、
奮
凍
の
信
仰
や
儀
祓
を
抑
腰
上
や
う
と
す
る
者
も
め
つ
て
、
新
し
い
言
語
の
採
用
が
や
ゝ
も
 
 

す
る
ま
そ
の
宗
教
観
念
を
版
本
的
に
舜
化
し
て
ゐ
る
や
う
な
場
合
は
．
年
若
い
も
の
に
於
て
屡
々
見
出
さ
れ
る
。
も
 
 

ち
ろ
ん
こ
れ
は
今
に
は
じ
ま
つ
た
こ
と
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
・
文
明
の
侵
入
が
急
速
に
な
つ
た
ゞ
け
、
純
粋
な
民
族
 
 
 



的
票
数
の
調
査
範
囲
も
急
に
狭
め
ら
れ
て
行
く
こ
と
は
事
賓
で
あ
つ
て
、
そ
の
観
察
批
評
が
技
術
的
に
困
難
の
度
を
 
 

加
へ
、
こ
れ
に
非
常
に
苦
心
を
要
す
る
や
う
に
な
つ
た
こ
と
は
各
地
の
賃
借
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
 
 
 

こ
ん
な
事
備
か
ら
し
て
民
族
畢
上
の
現
地
の
調
査
や
研
究
は
、
近
年
益
々
狭
い
範
囲
に
つ
い
て
の
細
密
な
観
察
を
 
 

必
要
と
す
る
や
う
に
な
り
、
比
較
的
ひ
ろ
い
甚
域
の
放
行
よ
り
は
一
つ
の
土
地
に
こ
長
く
在
住
す
る
方
針
を
と
る
事
は
、
 
 

最
近
の
畢
術
的
探
険
や
そ
の
報
告
書
に
あ
ら
は
れ
た
一
般
の
傾
向
で
あ
つ
て
、
こ
ん
な
の
が
ま
た
よ
り
多
く
畢
的
の
 
 

意
味
の
あ
る
資
料
を
提
供
し
て
ゐ
る
。
宗
教
こ
と
に
そ
の
観
念
や
意
識
に
つ
い
て
は
、
い
か
に
そ
れ
が
貧
窮
ぢ
も
の
で
 
 

あ
っ
て
も
、
微
細
な
尋
問
と
周
到
な
批
判
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
で
き
る
な
ら
ば
土
語
に
通
じ
て
双
方
の
理
解
が
十
 
 

分
に
な
つ
た
上
で
、
気
な
が
に
そ
の
経
験
の
奥
に
立
入
っ
て
見
な
け
れ
ば
、
そ
の
異
相
を
つ
か
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
 
 

そ
れ
も
い
は
ゆ
る
未
開
入
の
宗
敦
な
る
も
の
を
大
健
一
様
な
内
容
を
も
つ
も
の
と
想
定
し
て
、
贋
汎
な
意
味
の
概
念
 
 

や
用
語
で
こ
れ
を
概
括
し
て
お
く
だ
け
な
ら
ば
、
年
分
は
そ
の
濠
備
知
識
で
推
測
し
理
解
さ
れ
る
け
れ
ど
も
．
こ
ん
 
 

な
想
念
や
概
念
に
よ
る
こ
と
は
近
年
は
一
つ
の
畢
的
な
猶
断
と
し
て
、
諸
民
族
の
系
統
や
種
類
の
ち
が
つ
た
宗
教
の
 
 

異
相
を
理
解
す
る
造
で
は
な
い
と
認
め
ら
れ
、
一
膚
忠
賓
な
現
地
調
査
が
要
求
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
こ
の
鮎
ぉ
力
訣
 
 

す
る
シ
ュ
ミ
ッ
†
冤
ど
が
指
摘
す
る
い
は
ゆ
る
最
高
者
の
観
念
で
も
が
、
す
で
に
一
つ
の
大
き
な
概
念
で
あ
つ
て
∵
貸
 
 

席
叔
各
民
族
王
於
て
決
し
て
同
じ
系
統
や
内
容
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
な
ど
も
こ
と
に
地
方
 
 

的
に
各
別
に
細
か
い
観
察
を
要
す
る
事
賓
の
一
つ
と
な
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
 
 

幕
敢
め
民
族
醸
励
療
究
 
 
 



票
数
の
民
族
畢
的
研
究
 
 

】
二
八
 
 
 

か
く
で
畢
的
な
資
料
の
採
集
に
は
た
ゞ
珍
ら
し
い
未
知
の
土
地
を
探
る
と
い
ふ
こ
と
よ
り
、
そ
の
民
族
の
系
統
を
 
 

選
揮
し
て
適
瞥
に
そ
の
地
域
を
制
限
す
る
こ
と
が
重
要
成
さ
れ
て
凍
た
が
、
同
時
に
止
叢
を
の
調
査
の
対
象
や
問
題
 
 

を
も
制
慢
心
て
、
香
水
の
い
は
ゆ
る
民
族
史
的
な
見
方
の
や
う
に
、
漫
然
と
種
々
な
る
生
活
や
風
習
を
観
察
し
な
い
 
 

こ
と
に
な
つ
て
凍
た
。
も
つ
と
も
民
族
寧
的
研
究
は
本
務
一
つ
の
組
合
的
な
見
方
で
あ
♭
、
こ
と
に
文
化
国
と
か
文
 
 

化
暦
と
か
い
ふ
こ
と
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
文
化
複
合
憶
の
特
徴
を
示
す
要
素
を
特
に
注
意
し
て
、
そ
れ
と
 
 

研
究
の
目
的
で
あ
る
特
殊
の
文
化
要
素
と
の
関
係
を
よ
く
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
．
た
ゞ
侍
統
的
に
問
題
と
な
 
 

っ
て
ゐ
る
特
定
の
事
象
だ
け
を
、
客
観
的
に
他
と
切
は
な
し
て
見
る
や
う
な
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
 
 

し
民
族
学
の
領
域
と
問
題
が
ひ
ろ
く
か
つ
多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
一
人
で
仝
慣
の
深
い
考
察
を
遂
げ
る
こ
と
は
困
難
 
 

に
な
♭
、
い
く
ら
か
部
門
を
分
っ
て
そ
の
一
つ
に
つ
い
て
特
殊
の
専
門
的
研
究
と
観
察
を
試
み
る
必
要
が
起
き
て
ゐ
 
 

る
。
そ
れ
で
客
観
的
に
は
生
活
や
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
関
係
し
て
ゐ
る
宗
教
現
象
で
も
、
そ
の
宗
教
と
し
て
の
 
 

意
味
だ
け
は
い
く
ら
か
抽
象
し
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
資
料
の
採
集
で
も
ま
た
そ
の
中
に
婁
魂
観
念
と
か
創
造
 
 

神
話
と
か
、
さ
ら
に
種
々
な
る
あ
私
の
呪
術
や
祭
祀
の
ど
れ
か
に
限
定
し
て
行
く
や
う
な
傾
向
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
 
 

し
た
が
っ
て
嘗
て
は
民
族
畢
の
重
な
る
資
料
で
あ
つ
た
駐
在
官
吏
の
問
書
や
宣
教
師
の
集
僚
、
こ
と
に
一
般
兼
行
者
 
 

の
雑
然
た
る
見
聞
僚
の
類
は
次
第
に
そ
の
侶
伍
を
減
じ
て
、
多
少
の
濠
備
知
識
を
も
つ
た
在
住
者
の
報
告
や
、
専
門
家
 
 

の
い
く
ち
か
耽
列
駒
な
鹿
査
に
よ
る
も
の
が
、
そ
の
分
量
も
多
く
な
ら
ま
た
事
案
の
叔
墟
と
し
て
ま
に
凍
用
さ
れ
る
 
 
 



こ
と
に
な
つ
た
。
そ
し
て
宗
敦
に
関
す
る
限
り
で
は
、
い
は
ゆ
る
神
話
や
侍
説
の
類
は
一
般
に
慶
動
が
多
く
、
活
着
の
 
 

個
人
的
愚
見
や
嘗
場
の
思
ひ
つ
き
の
返
答
を
交
へ
て
も
ゐ
る
か
ら
、
現
在
賓
見
し
得
る
風
習
や
儀
鰻
の
過
程
に
よ
♭
 
 

多
く
依
願
し
や
う
と
す
る
の
も
、
確
か
な
事
賓
を
捉
へ
ん
が
た
め
の
畢
的
傾
向
の
一
つ
と
見
る
こ
と
が
で
き
や
う
。
 
 

宗
教
民
族
畢
の
資
料
に
つ
い
て
の
こ
ん
な
方
針
は
、
す
で
に
フ
カ
ー
ル
が
徒
凍
の
民
族
学
的
研
究
に
欠
け
た
請
鮎
 
 

と
し
て
指
摘
し
、
か
つ
購
凍
の
研
究
に
対
し
て
注
文
つ
け
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
そ
の
頃
か
ら
、
い
く
ら
か
こ
ん
 
 

傾
向
が
現
に
あ
つ
た
こ
と
は
フ
カ
ー
ル
自
身
も
み
と
め
た
の
で
ぁ
つ
て
、
爾
凍
十
五
六
年
の
間
に
そ
れ
は
益
々
具
憶
 
 

化
さ
れ
、
新
研
究
の
資
料
と
し
て
確
か
な
も
の
が
次
々
に
蒐
集
さ
れ
て
、
宗
数
民
族
畢
も
こ
の
鮎
で
奮
凍
の
も
の
と
 
 

は
大
に
そ
の
両
目
を
改
め
た
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
 
 

大
 
資
料
坂
扱
の
新
傾
向
 
 

次
に
こ
れ
ら
の
資
料
の
取
扱
や
整
理
に
つ
い
て
も
．
近
ご
ろ
の
宗
敦
民
族
学
は
種
々
の
制
限
を
も
う
け
て
、
好
何
 
 

家
洗
の
非
科
挙
的
な
手
法
か
ら
脱
し
や
う
と
つ
と
め
て
ゐ
る
。
す
で
に
資
料
の
蒐
集
が
非
常
な
数
量
に
上
り
、
た
と
 
 

ひ
問
題
や
地
域
を
限
定
し
て
も
、
そ
れ
に
関
係
の
あ
る
す
べ
て
の
文
献
ぉ
金
考
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
な
く
．
 
 

曹
然
そ
の
う
ち
か
ら
邁
曹
な
も
の
を
選
澤
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
は
ゆ
る
資
料
や
文
献
の
う
ち
に
は
前
に
い
つ
 
 

た
や
・
｝
に
畢
的
慣
偲
の
多
い
も
の
と
少
い
も
の
と
が
雑
然
と
交
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
今
で
は
そ
の
債
偲
の
判
別
に
細
管
 
 

宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
 
 
 



一
三
〇
 
 

宗
教
の
民
族
拳
的
研
究
 
 

の
眼
識
が
い
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
を
無
差
別
に
観
れ
る
に
ま
か
せ
て
依
用
す
る
や
う
な
や
ら
方
は
、
過
去
の
民
 
 

族
史
家
の
弊
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
ゐ
る
。
一
般
に
未
開
民
族
に
関
す
る
前
代
の
記
述
は
、
こ
れ
を
白
人
と
ほ
全
く
種
 
 

類
も
し
く
は
段
槽
を
異
に
す
る
野
牽
人
と
み
と
め
た
上
に
、
一
種
の
異
国
好
み
の
心
持
が
手
つ
だ
っ
て
、
そ
の
野
蟹
 
 

な
方
面
ば
か
♭
を
誇
張
し
た
の
が
多
く
、
宣
数
師
に
よ
つ
て
侍
へ
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
民
族
の
宗
教
的
儀
殖
や
観
念
は
、
 
 

こ
れ
を
無
宗
教
と
速
断
し
な
い
ま
で
も
、
よ
ほ
ど
事
賓
と
距
て
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
ち
の
近
年
の
冷
静
 
 

な
観
察
に
よ
つ
て
大
に
訂
正
さ
れ
て
も
凍
た
が
、
同
時
に
ま
た
そ
れ
ら
の
資
料
の
遅
澤
も
よ
り
多
く
の
注
意
を
要
す
 
 

る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
ご
～
に
ま
た
新
嘗
の
民
族
畢
的
究
究
の
ち
が
ひ
が
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
も
つ
と
も
未
開
民
 族
 
 

を
人
種
的
に
非
常
に
努
等
な
も
の
と
す
る
昔
の
考
が
欒
化
し
て
、
こ
ん
ど
は
そ
の
心
理
こ
と
に
思
考
力
や
推
理
の
形
 
 

式
を
全
然
文
明
人
の
そ
れ
と
は
別
だ
と
見
る
い
は
ゆ
る
原
始
心
理
m
e
n
t
a
】
i
t
か
p
r
i
m
i
t
訂
の
設
は
、
最
近
ま
で
大
い
 
 

に
畢
界
の
問
題
と
な
つ
た
の
で
．
こ
れ
は
レ
ギ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
の
諸
著
を
は
じ
め
、
宗
教
の
起
源
や
呪
術
を
説
明
す
る
 
 

た
め
に
多
く
の
聾
者
の
力
説
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
竿
ば
暇
説
的
な
『
原
始
人
」
に
つ
い
て
は
と
 
 

も
か
く
、
現
存
の
未
開
人
を
例
語
と
し
て
は
よ
ほ
ど
緩
和
し
て
見
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
ボ
ア
ズ
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
ど
ほ
 
 

以
前
か
ら
強
く
こ
れ
に
反
射
し
、
シ
ラ
イ
ク
ー
や
Ⅴ
ヰ
ー
も
大
い
に
そ
の
反
省
を
促
し
た
が
、
オ
ブ
ギ
エ
・
ル
ー
ア
の
 
 

（
一
二
）
 
近
著
は
厳
し
く
こ
れ
を
駁
撃
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

在
家
の
人
類
畢
況
が
そ
の
資
料
の
取
扱
に
つ
い
て
い
つ
も
攻
撃
さ
れ
る
鮎
は
、
そ
の
事
例
の
場
所
と
時
代
ま
た
は
 
 
 



を
の
民
族
的
系
統
を
度
外
成
し
て
、
た
ゞ
断
片
的
に
そ
の
数
を
か
さ
ね
．
皮
相
的
に
そ
れ
ら
の
一
致
ま
た
は
類
似
を
 
 

承
認
す
る
．
ば
か
串
で
な
く
、
こ
れ
に
よ
つ
て
む
し
ろ
単
に
主
観
的
な
構
想
や
論
理
的
締
結
を
事
賓
に
よ
つ
て
例
覆
し
 
 

得
た
と
す
る
愚
度
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ザ
ー
の
数
多
い
し
か
も
大
部
な
著
作
は
、
こ
の
鮎
で
い
つ
も
批
難
の
的
に
な
っ
 
 

て
ゐ
る
が
、
そ
の
他
の
人
々
で
も
宗
教
や
呪
術
の
・
こ
と
を
諭
す
る
場
合
に
は
、
今
に
こ
ん
な
手
法
の
あ
ら
は
れ
た
も
の
 
 

が
少
く
な
い
。
け
だ
し
こ
れ
は
問
題
の
性
質
と
諭
鮎
の
進
め
か
た
に
よ
つ
て
、
或
る
程
度
ま
で
は
余
儀
な
い
こ
と
で
 
 

も
あ
る
が
、
し
か
し
か
の
文
化
史
次
の
ま
張
の
み
に
よ
ら
な
い
ま
で
も
、
全
憶
と
し
て
そ
の
資
料
の
地
位
を
か
へ
ら
 
 

み
る
こ
と
は
、
民
族
畢
的
研
究
に
は
第
一
の
要
件
で
あ
る
。
す
な
は
ち
一
つ
の
事
例
を
引
用
す
る
の
に
も
、
そ
れ
が
 
 

ど
の
民
族
に
属
し
、
他
の
文
化
要
素
と
ど
ん
な
関
係
に
置
か
れ
て
ゐ
る
か
、
ま
た
を
の
民
族
の
公
憤
と
し
て
人
種
的
 
 

及
び
文
化
的
系
統
を
考
へ
て
、
そ
れ
が
国
有
ぁ
る
ひ
は
自
費
的
な
観
念
や
風
習
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
こ
に
仮
 
 

借
や
侍
播
の
ぁ
と
が
ふ
∵
り
と
す
れ
ば
、
何
時
何
度
か
ら
の
も
の
で
あ
る
か
を
明
に
し
な
け
れ
ば
、
い
は
ゆ
る
類
似
の
 
 

例
澄
の
よ
せ
集
め
で
は
意
味
を
な
さ
ぢ
い
。
そ
の
鮎
で
は
今
日
ま
で
の
新
民
族
学
を
ま
張
す
る
人
々
の
努
力
が
、
た
 
 

し
か
に
民
族
畢
的
研
究
の
改
善
に
貢
献
し
た
こ
と
は
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
文
化
圏
や
文
化
盾
と
い
ふ
侶
設
が
 
 

こ
と
ご
と
く
事
賓
に
適
合
す
る
も
の
で
は
な
く
て
も
、
そ
の
歴
史
的
批
評
の
要
求
だ
け
は
他
の
仮
の
人
々
に
も
ひ
ろ
 
 

く
受
け
入
れ
ら
れ
、
垂
燈
と
し
て
時
庭
を
無
親
し
た
事
例
蒐
集
の
啓
式
な
方
法
が
漸
く
斥
け
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
 
 

未
開
宗
教
を
全
髄
と
し
て
見
た
時
の
こ
ん
な
賞
例
は
、
グ
レ
ブ
ナ
ー
や
甘
ヰ
ー
の
取
扱
ひ
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
 
 

宗
教
¢
民
族
拳
的
研
究
 
 
 



］
三
二
 
 

宗
教
め
民
族
拳
的
研
究
 
 

れ
よ
り
も
近
年
一
般
に
各
民
族
に
つ
い
て
の
個
別
的
な
考
察
が
多
く
な
つ
た
の
む
こ
れ
が
虐
め
で
あ
ら
う
。
 
 

・
か
く
て
論
理
的
構
想
や
心
頭
的
推
測
を
基
に
し
て
、
こ
れ
に
民
族
的
資
料
の
摘
例
単
語
を
つ
け
加
へ
、
そ
れ
で
賓
 
 

忍
的
考
察
た
る
こ
と
を
仮
装
す
る
や
う
な
研
究
感
度
は
益
々
排
斥
さ
れ
、
も
つ
と
恩
賞
に
事
賓
を
見
て
、
よ
り
多
く
 
 

鯨
納
的
に
進
み
た
い
と
い
ふ
慾
求
は
、
さ
き
に
フ
カ
ー
ル
も
指
摘
し
た
や
う
に
、
近
頃
の
宗
教
民
族
単
に
こ
と
に
強
 
 

く
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
。
し
か
し
雑
然
た
る
事
例
の
蒐
集
を
さ
け
、
事
賓
に
即
し
て
鯨
納
的
に
あ
る
結
論
に
到
達
す
る
 
 

■
■
▼
 
 

と
い
つ
て
も
、
こ
れ
が
ま
た
二
つ
の
地
方
や
特
殊
の
民
族
に
あ
ら
は
れ
た
事
貰
に
け
を
根
接
に
し
て
、
そ
れ
を
急
に
 
 

す
べ
て
の
宗
教
や
民
族
に
適
合
す
る
普
遍
的
な
原
理
と
す
る
や
う
な
行
か
た
と
な
っ
て
は
、
そ
の
弊
害
は
さ
ら
に
甚
 
 

し
い
か
も
知
れ
な
い
。
こ
ん
な
傾
向
は
こ
れ
↓
ま
で
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
畢
者
に
多
い
と
い
は
れ
る
が
、
古
く
は
 
 

南
ア
フ
リ
カ
の
呪
物
崇
拝
に
よ
つ
て
の
諸
宗
数
の
説
明
か
ら
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
詭
の
流
行
や
マ
ナ
の
観
念
の
普
編
化
 
 

な
ど
も
そ
れ
で
あ
つ
て
、
近
く
は
オ
ー
ス
ト
レ
ー
リ
ア
の
事
賓
を
高
調
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
宗
教
論
に
も
認
め
ら
れ
 
 

る
。
こ
れ
ら
は
儀
局
、
そ
の
根
本
に
諸
民
族
の
宗
教
螢
生
が
同
一
の
心
理
的
起
源
に
よ
る
と
見
る
進
化
論
的
観
念
が
み
 
 

る
か
ら
で
は
あ
ら
う
が
、
い
ぺ
ら
か
こ
ん
な
立
場
を
是
認
し
て
も
、
な
ほ
そ
こ
に
方
法
論
上
の
欠
陥
が
ぁ
る
こ
と
は
 
 

否
定
で
き
な
い
の
で
あ
つ
て
、
液
密
に
民
族
畢
的
方
法
を
考
へ
る
人
々
は
つ
と
め
て
こ
れ
を
避
け
る
こ
l
に
傾
い
て
 
 

ゐ
る
。
な
ほ
こ
れ
と
閲
聯
し
て
そ
の
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
と
か
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
か
、
ま
た
マ
ナ
、
タ
ブ
な
と
い
ム
ー
見
畢
 
 

的
な
用
語
が
、
そ
の
賓
は
内
容
の
き
わ
め
て
不
確
定
な
ち
の
で
あ
り
、
多
く
は
一
地
方
の
特
殊
な
土
語
か
ら
採
用
し
 
 
 



た
も
の
で
あ
ら
な
が
ら
、
非
常
に
種
類
の
ち
が
つ
た
廉
い
範
囲
の
現
象
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
屡
々
多
 
 

く
の
畢
者
を
過
ら
し
め
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
多
く
は
概
括
の
た
め
の
便
宜
か
ら
つ
け
た
名
前
が
、
多
く
の
民
族
に
於
 
 

て
同
一
の
現
象
が
貰
際
に
め
る
か
の
や
う
な
印
象
を
輿
へ
る
た
め
、
精
確
に
各
民
族
に
於
け
る
そ
れ
ら
の
事
賓
と
、
 
 

守
の
間
の
甚
し
い
差
異
す
ら
も
度
外
視
さ
れ
て
、
不
用
意
に
全
然
そ
れ
を
同
一
視
し
て
論
議
さ
れ
た
こ
と
は
、
宗
教
 
 

民
族
畢
で
は
こ
と
に
著
し
い
欠
鮎
で
あ
つ
た
。
こ
の
鮎
も
近
年
研
究
上
に
よ
ほ
ど
反
省
さ
れ
て
、
か
り
に
マ
ナ
と
い
 
 

ふ
名
で
概
括
し
て
も
、
そ
れ
は
土
地
に
よ
つ
て
必
ず
し
も
同
一
の
カ
の
観
念
で
は
な
く
、
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
は
民
族
ド
 
 

よ
つ
て
ほ
と
ん
ど
み
な
そ
の
複
合
要
素
を
異
に
し
て
ゐ
る
こ
と
が
明
か
に
な
つ
た
。
中
に
は
同
一
の
名
目
で
迫
っ
て
 
 

ゐ
る
現
象
が
、
精
密
に
こ
れ
を
検
討
し
て
見
る
と
」
 
彼
と
こ
れ
と
全
く
共
通
鮎
を
も
た
な
い
や
う
な
場
合
す
ら
ぁ
つ
 
 

て
、
た
と
へ
ば
霧
魂
と
呼
ば
れ
る
観
念
の
如
き
も
、
文
明
人
と
未
開
人
と
、
さ
ら
に
同
じ
民
族
の
問
で
す
ら
、
時
に
 
 

ょ
っ
て
全
然
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
の
が
、
近
代
人
の
用
語
に
よ
つ
て
不
常
に
概
括
さ
れ
て
ゐ
る
嫌
が
あ
る
。
こ
れ
 
 

ら
は
今
後
な
ほ
確
賓
周
密
な
観
察
に
よ
つ
て
区
分
し
な
け
れ
ば
、
異
に
科
挙
的
な
研
究
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
 
 

シ
ラ
イ
ク
ー
は
前
に
い
つ
た
性
急
な
普
遍
化
の
弊
と
～
も
に
、
そ
の
鮎
を
こ
と
に
痛
撃
し
た
の
で
ぁ
つ
た
が
、
近
頃
 
 

の
民
族
畢
的
研
究
が
徐
々
に
こ
れ
に
限
ざ
め
ん
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
は
れ
な
い
。
 
 

七
 
進
化
説
と
博
播
詮
の
立
場
 
 
 

宗
教
の
民
族
撃
的
研
究
 
 

】
三
這
 
 
 



宗
教
の
民
族
撃
的
研
究
 
 

一
三
四
 
 
 

民
族
学
的
研
究
の
方
法
論
と
関
係
し
て
、
そ
の
基
礎
観
念
の
上
に
大
き
な
動
揺
が
ぁ
る
こ
と
は
、
単
に
宗
教
史
や
 
 

宗
教
畢
の
み
の
問
題
で
は
な
い
、
シ
ュ
、
㌔
ト
な
ど
の
進
化
論
に
封
す
る
批
難
は
、
い
く
ら
か
を
の
信
仰
上
の
立
場
の
 
 

影
響
も
あ
ら
う
し
、
特
に
宗
教
民
族
畢
上
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
文
化
史
振
に
し
て
良
二
Y
ソ
チ
ェ
ス
 
 

ク
ー
派
に
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
の
多
く
の
民
族
聾
者
そ
の
他
ひ
ろ
い
意
味
で
の
侍
播
説
が
、
近
年
一
般
民
族
畢
上
の
 

問
題
と
し
て
少
く
上
も
単
元
的
な
進
化
説
の
観
念
を
排
斥
し
や
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
は
顕
著
な
革
質
で
あ
る
。
そ
し
 
 

て
い
ふ
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
宗
教
民
族
学
の
理
論
の
上
に
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
で
あ
つ
て
、
こ
と
に
宗
教
 
 

の
馨
達
と
い
ふ
従
来
の
観
念
の
上
に
よ
ほ
ど
の
修
正
を
要
求
し
て
ゐ
る
。
け
だ
し
宗
教
の
螢
達
と
い
ふ
こ
と
は
、
民
 
 

族
畢
的
研
究
に
か
ぎ
ら
す
、
す
べ
て
宗
教
史
や
宗
教
学
の
基
礎
観
念
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
進
化
 
 

論
的
思
潮
の
盛
時
に
多
く
成
立
し
た
ゞ
け
に
、
そ
の
馨
達
の
観
念
は
大
髄
に
於
て
み
な
進
化
論
的
で
あ
り
、
す
べ
て
 
 

宗
教
が
時
庭
の
ち
が
ひ
に
か
ゝ
わ
ら
す
、
同
一
の
原
因
か
ら
同
一
の
過
程
を
経
て
進
化
螢
達
す
る
と
い
ふ
想
定
の
上
 
 

に
立
っ
て
ゐ
た
。
こ
れ
に
射
し
て
侍
播
説
は
系
統
の
ち
が
っ
た
文
化
に
属
す
る
宗
教
が
、
侍
播
ヤ
侭
借
に
よ
つ
て
襲
 
 

化
す
る
史
賓
に
重
き
を
お
き
、
す
べ
て
が
同
一
の
段
階
を
経
て
費
達
す
る
と
い
ふ
想
定
を
否
認
す
る
の
で
あ
つ
て
、
 
 

甚
し
き
は
各
々
の
民
族
的
宗
教
の
燭
自
の
螢
達
を
も
疑
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
文
化
の
接
簡
混
合
と
そ
の
む
し
ろ
機
 
 

械
的
な
塵
化
の
み
を
あ
と
づ
け
や
ぅ
と
す
る
特
殊
の
民
族
的
立
場
は
別
と
し
て
も
、
宗
教
の
畢
元
的
な
進
化
の
観
念
 
 

が
一
つ
の
猫
断
的
な
想
定
に
す
ぎ
な
い
こ
と
だ
け
は
、
最
近
多
く
の
人
々
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
て
凍
た
の
で
ぁ
つ
て
、
 
 
 



こ
～
に
宗
教
費
蓮
諭
と
し
て
は
一
大
樽
同
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
ゐ
る
。
 
 
 

も
つ
と
も
偉
持
説
の
或
る
派
が
ま
張
す
る
汎
エ
デ
ブ
ト
読
も
、
な
ほ
史
賓
と
し
て
は
十
分
澄
明
さ
れ
な
い
一
つ
の
 
 

仮
設
で
あ
り
、
グ
レ
ブ
ナ
ー
、
ア
ン
カ
ー
マ
ン
、
フ
ォ
イ
の
想
定
し
た
文
化
圏
の
形
式
や
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
補
修
し
た
そ
れ
 
 

も
、
ま
だ
事
賓
と
の
聯
絡
が
十
分
で
な
い
あ
ま
り
に
開
式
的
な
説
明
で
ぁ
つ
て
、
そ
こ
に
は
む
し
ろ
よ
ら
以
上
の
燭
 
 

断
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
そ
れ
故
薯
凍
の
宗
敦
螢
達
諭
に
多
く
の
誤
謬
が
あ
つ
た
に
し
て
も
、
直
に
 
 

こ
れ
ら
の
侍
播
説
に
よ
る
説
明
の
み
が
正
し
い
と
は
い
へ
す
、
ま
た
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
い
ふ
や
う
に
宗
教
の
退
化
と
い
ふ
 
 

事
賓
が
少
か
ら
す
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
一
ブ
ィ
ー
レ
の
い
ふ
や
う
な
人
類
文
化
史
上
に
於
け
る
宗
教
を
 
 

仝
憶
と
し
て
の
螢
蓮
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
ん
な
ま
張
に
よ
つ
て
こ
れ
ま
で
の
単
純
月
番
達
観
 
 

念
が
、
そ
の
ま
～
是
認
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
漸
く
明
か
に
な
つ
て
禿
た
の
で
、
少
く
と
も
文
化
の
鯨
一
c
O
n
・
 
 

扁
r
駕
n
蒜
を
認
め
る
位
の
立
場
に
於
て
、
侍
播
や
接
簡
に
よ
る
宗
教
の
欒
化
を
、
歴
史
的
に
ぁ
と
づ
け
、
土
地
と
民
 
 

族
に
よ
つ
て
そ
の
螢
達
の
原
因
や
形
式
の
異
る
事
賓
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
、
宗
致
民
族
撃
と
し
て
一
層
重
要
な
仕
 
 

事
と
な
つ
て
凍
て
ゐ
る
。
そ
れ
で
も
し
徒
衆
多
く
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
や
う
に
、
宗
教
の
螢
達
を
論
じ
る
の
が
宗
教
史
 
 

や
宗
教
畢
の
第
一
の
任
務
で
あ
♭
、
ま
た
そ
れ
が
事
賓
上
つ
ね
に
進
化
論
的
な
見
方
を
ま
と
し
て
説
明
さ
れ
て
ゐ
た
 
 

と
す
れ
ば
、
民
族
畢
上
の
見
解
の
こ
ん
な
慶
化
は
、
や
が
て
宗
教
史
や
宗
教
学
の
仝
憶
に
あ
る
根
本
的
な
改
造
を
促
 
 

す
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
も
で
き
る
。
 
 

宗
教
の
民
族
拳
的
研
究
 
 
 



宗
教
の
民
族
撃
的
研
究
 
 

一
三
六
 
 
 

し
か
し
宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
と
し
て
は
、
本
務
宗
教
の
馨
達
よ
り
も
そ
の
起
源
の
問
題
が
圭
で
あ
つ
た
が
、
こ
 
 

れ
ま
た
進
化
説
に
対
す
る
樽
播
説
の
接
頭
に
よ
つ
て
、
前
者
と
同
様
打
了
も
し
く
成
そ
れ
以
上
に
大
き
な
影
響
を
う
け
 
 

て
ゐ
る
。
そ
れ
は
徒
死
の
起
源
諭
が
多
く
民
族
的
革
質
に
よ
ト
∴
は
が
ら
、
こ
れ
に
多
分
の
心
理
畢
的
説
明
を
加
へ
て
、
 
 

宗
教
の
起
源
を
考
へ
て
ゐ
た
の
み
な
ら
す
、
そ
の
根
樵
に
は
ま
た
ど
の
民
族
で
も
同
じ
心
理
か
ら
同
じ
形
式
に
於
て
 
 

宗
教
を
教
生
せ
し
め
る
と
い
ふ
進
化
論
的
想
定
を
含
ん
で
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ま
た
侍
播
説
こ
と
に
文
化
史
 
 

派
に
と
つ
て
は
全
然
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
つ
て
、
進
化
論
の
排
斥
と
同
時
に
、
史
賓
の
欠
陥
を
心
理
的
詮
明
で
 
 

禰
は
ふ
と
す
る
心
理
ま
義
の
排
斥
と
ハ
仏
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
鮎
で
は
文
化
史
派
と
い
へ
ど
も
、
心
 
 

理
畢
派
の
提
説
に
代
る
だ
け
の
宗
教
の
起
源
に
つ
い
て
の
史
賓
を
持
っ
て
ゐ
る
わ
け
で
は
へ
豆
く
、
こ
と
に
現
在
の
未
 
 

開
民
族
に
見
出
さ
れ
る
『
最
高
者
』
の
観
念
が
、
宗
教
の
根
源
に
於
け
る
紳
軌
を
あ
ら
は
す
と
い
ふ
シ
ュ
ミ
ッ
ト
な
 
 

ど
の
ま
張
は
、
そ
の
論
理
に
於
て
か
へ
っ
て
他
の
起
源
諭
と
同
巧
異
曲
の
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
史
賓
 
 

の
不
十
分
は
到
底
心
理
畢
的
推
測
を
交
へ
す
に
は
、
宗
敦
の
起
源
を
諭
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
の
が
、
現
在
の
畢
問
 
 

と
し
て
は
止
む
を
得
な
い
賃
借
で
あ
る
。
し
か
し
心
理
学
派
と
い
ひ
政
令
畢
派
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
民
族
畢
的
事
 
 

賓
を
根
接
と
し
な
が
ら
、
あ
、
ま
り
に
事
賓
を
超
え
て
説
明
し
す
ぎ
る
鮎
は
、
賞
澄
ま
義
の
立
場
か
ら
は
た
し
か
に
反
 
 

省
に
伍
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
．
た
と
ひ
仮
設
と
し
て
の
起
源
を
説
く
に
し
て
も
、
そ
れ
は
今
少
し
く
そ
の
 
 

資
料
と
す
る
民
族
畢
的
事
賓
に
忠
賓
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
宗
教
民
族
撃
と
し
て
の
最
少
限
度
の
要
求
 
 
 



で
あ
つ
て
、
こ
の
歴
史
と
心
理
と
の
方
法
論
的
関
係
は
、
p
ヰ
ー
が
特
に
宗
教
の
問
題
に
つ
い
て
詳
説
し
た
の
で
あ
 
 

る
0
 
 そ

れ
で
宗
教
の
起
源
を
明
か
に
す
る
に
つ
い
て
民
族
畢
的
資
料
が
も
つ
て
ゐ
る
意
義
は
、
近
頃
に
な
つ
て
漸
く
正
 
 

曹
に
理
解
さ
れ
て
凍
た
や
う
で
あ
る
。
現
存
の
未
開
民
族
を
不
普
に
野
攣
親
し
た
昔
の
考
か
ら
、
そ
れ
を
直
ち
に
原
 
 

始
人
と
呼
び
、
そ
の
宗
教
を
原
始
宗
教
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
炭
塵
な
意
味
で
の
人
類
の
原
始
時
代
と
同
一
親
し
、
現
 
 

在
の
そ
れ
ら
の
宗
教
が
直
ち
に
そ
の
起
源
の
朕
鰭
、
少
く
と
も
こ
れ
に
近
い
も
の
を
示
す
も
の
と
速
断
し
た
の
が
、
 
 

こ
れ
ま
で
の
起
源
諭
の
多
く
に
共
通
な
出
立
鮎
で
あ
つ
た
。
し
か
る
に
未
開
民
族
の
観
察
が
精
確
に
な
か
、
親
み
を
 
 

も
つ
て
こ
れ
に
近
づ
い
て
見
る
と
、
そ
の
文
化
や
宗
教
は
い
か
に
低
級
で
も
、
一
概
に
こ
れ
を
原
始
的
と
は
い
へ
な
 
 

い
や
う
に
な
り
、
l
方
で
先
史
時
代
の
そ
れ
ら
が
一
層
明
確
に
示
さ
れ
て
 
両
者
の
間
に
可
打
で
り
の
差
異
が
あ
る
こ
 
 

と
が
認
め
ら
れ
る
と
～
も
に
、
最
密
ぢ
原
始
の
宗
数
あ
る
ひ
は
宗
数
の
起
源
は
、
た
と
ひ
現
在
の
未
開
民
族
の
そ
れ
 
 

が
大
な
る
参
考
資
料
と
な
る
に
し
て
も
．
そ
の
ま
～
こ
れ
を
同
一
親
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
益
々
強
く
認
め
ら
れ
 
 

て
凍
た
易
で
あ
る
。
従
っ
て
宗
教
の
起
源
は
い
く
ら
か
心
理
畢
的
説
明
の
助
を
か
♭
る
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
に
は
 
 

本
来
歴
史
的
に
取
扱
は
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
、
同
時
に
現
存
の
未
開
宗
教
は
狭
義
の
宗
教
民
族
畢
の
 
 

研
究
封
象
と
し
て
、
前
者
と
の
差
異
も
少
く
な
く
、
そ
れ
自
身
に
各
々
ま
た
多
少
の
歴
史
を
持
っ
て
慶
化
し
た
も
の
 
 

で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
こ
れ
ま
た
歴
史
ま
義
を
板
祇
と
す
る
新
し
い
宗
教
民
族
畢
の
ま
張
で
 
 

宗
教
の
民
族
畢
的
軒
先
 
 
 



八
 
宗
教
民
族
畢
の
諸
問
題
 
 

宗
致
民
族
畢
に
於
て
ま
と
し
て
取
扱
は
れ
た
種
々
な
る
問
題
の
説
明
や
解
繹
に
つ
い
て
は
、
む
の
欒
蓮
や
傾
向
を
 
 

今
一
々
こ
～
に
詳
説
す
る
こ
と
は
紙
面
が
許
さ
な
い
。
そ
の
う
ち
の
四
五
の
も
の
は
こ
の
両
三
年
私
た
ち
が
書
い
た
 
 

も
の
に
賂
々
示
さ
れ
て
も
ゐ
る
か
ら
、
細
か
い
こ
と
は
そ
れ
ら
に
譲
っ
て
、
こ
～
に
は
ぁ
ら
ま
し
そ
の
項
目
だ
け
を
 
 

（
二
ニ
）
 
 

拾
っ
て
此
稿
を
収
め
る
こ
と
に
す
る
。
民
族
畢
的
研
究
の
最
も
重
要
な
問
題
が
、
最
初
か
ら
今
に
つ
ゞ
い
て
宗
致
の
 
 

起
源
に
関
す
る
も
の
で
ぁ
つ
た
こ
と
は
、
前
に
幾
た
び
も
い
つ
た
通
り
で
ぁ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
二
十
世
紀
に
な
 
 

っ
て
急
に
勢
力
を
待
た
の
は
、
種
々
な
形
で
の
ブ
レ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
説
で
ぁ
る
。
そ
れ
は
一
時
畢
界
を
風
靡
し
た
タ
イ
 
 

ラ
ー
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
封
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
精
登
や
室
魂
起
源
を
説
い
て
、
そ
れ
を
紳
の
観
念
や
一
般
に
 
 

宗
教
の
根
源
と
認
め
た
に
対
し
て
、
あ
る
種
の
非
人
格
的
な
カ
の
観
念
が
一
層
根
本
的
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
そ
の
 
 

螢
生
も
前
者
に
先
つ
で
あ
ら
う
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
非
人
格
的
な
カ
の
観
念
は
マ
ナ
、
オ
レ
ン
ダ
、
マ
ニ
 
 

ト
な
ぜ
が
代
表
す
る
多
く
は
紳
私
的
な
呪
力
観
念
と
考
へ
ら
れ
、
ま
た
時
と
し
て
は
非
人
格
的
な
生
命
の
観
念
と
も
 
 

見
ら
れ
て
、
こ
の
詭
は
全
髄
と
し
て
ア
ニ
マ
チ
ズ
ム
、
ギ
ク
リ
ズ
ム
、
デ
ィ
ナ
ミ
ズ
ム
な
ど
様
々
の
名
前
を
つ
け
ら
れ
 
 

た
が
、
大
燈
に
於
て
そ
れ
か
ら
出
る
儀
祀
が
み
な
呪
術
的
な
形
式
を
と
る
こ
と
を
認
め
て
ゐ
た
か
ら
、
ひ
ろ
い
意
簸
で
 
 
 

宗
教
の
民
族
撃
的
研
究
 
 

も
あ
ゎ
、
在
凍
の
宗
教
起
源
諭
の
是
正
に
対
す
る
そ
の
貢
献
と
も
い
ひ
得
る
。
 
 

】
三
八
 
 



は
呪
術
起
源
諭
と
も
見
ら
れ
た
。
カ
ル
ツ
が
こ
れ
を
放
射
軌
 
E
m
a
n
i
芦
安
と
見
た
の
は
多
少
慶
っ
た
説
明
で
は
あ
 
 

っ
た
が
、
そ
れ
よ
♭
も
呪
術
賂
源
諭
と
し
て
は
ブ
ロ
イ
ス
や
フ
ィ
ー
ア
カ
∴
／
ト
の
近
頃
の
説
明
の
方
が
一
屠
徹
底
し
て
 
 

ぁ
る
や
う
で
あ
ゎ
、
宗
教
起
源
諭
と
し
て
は
今
に
こ
ん
な
傾
向
が
最
も
有
力
な
も
の
と
し
て
各
値
を
摩
し
て
ゐ
る
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
ア
一
て
、
、
ズ
ム
説
は
、
宗
教
起
源
論
と
し
て
も
幾
度
か
こ
れ
を
修
正
し
て
主
張
さ
れ
も
し
た
が
、
む
 
 

し
ろ
電
魂
観
念
の
一
つ
の
説
明
と
し
て
な
ほ
相
常
に
勢
力
を
も
ち
．
こ
と
に
厳
密
に
は
ア
ニ
マ
チ
ズ
ム
と
い
ふ
べ
き
 
 

非
人
格
的
な
生
命
の
観
念
、
す
な
は
ち
婁
質
と
呼
ば
れ
る
や
う
な
観
念
と
結
び
つ
け
て
、
そ
の
成
立
の
説
明
が
益
々
 
 

精
密
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
ク
ワ
イ
ト
や
ノ
イ
∴
∵
ク
ス
に
よ
つ
て
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
ニ
ュ
ー
．
ギ
ニ
ア
に
於
 
 

け
る
事
賓
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
リ
ブ
ー
ズ
な
ど
も
贋
い
範
囲
に
於
け
る
こ
の
種
の
観
念
 
 

（
】
円
）
 
 

の
倍
播
を
説
い
て
、
豪
魂
観
念
の
一
つ
の
形
式
と
し
て
重
要
な
こ
と
が
漸
く
認
め
ら
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
先
 
 

に
も
述
べ
た
や
う
に
震
魂
と
い
ふ
語
に
包
括
さ
れ
る
観
念
の
種
類
は
非
常
に
多
く
、
な
ほ
精
密
に
考
察
さ
る
べ
き
事
 
 

賓
は
多
々
あ
る
の
で
あ
つ
て
．
こ
れ
を
簡
単
な
名
目
に
概
括
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
看
過
し
な
い
や
う
に
努
力
す
る
こ
 
 

と
が
、
今
後
の
民
族
畢
的
研
究
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
ゐ
る
。
 
 
 

シ
ュ
ミ
ヅ
ト
な
ら
び
に
そ
の
一
派
の
人
々
が
、
宗
致
起
源
諭
と
し
て
の
呪
術
説
や
ア
ニ
ミ
ズ
ム
詭
に
熱
心
に
反
抗
を
 
 

つ
ゞ
け
て
ゐ
る
こ
と
は
、
す
で
に
何
度
も
披
か
へ
し
て
い
つ
た
。
そ
し
て
そ
の
原
始
一
細
説
は
宗
派
的
な
信
仰
を
背
 
 

景
に
し
て
、
カ
ト
リ
ク
畢
者
の
間
に
は
必
然
的
な
立
場
と
し
て
支
持
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
一
般
民
族
畢
上
 
 

宗
教
の
民
族
撃
的
研
究
 
 
 



一
四
〇
 
 

崇
敬
の
民
族
拳
的
研
究
 
 

の
税
政
と
進
化
説
の
難
鮎
が
学
的
な
意
味
で
も
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
役
務
の
単
元
的
な
宗
教
起
源
論
の
欠
陥
も
 
●
 
 

反
省
さ
れ
て
、
一
般
に
こ
れ
が
相
普
な
勢
力
を
も
つ
て
凍
た
。
そ
れ
で
ゼ
ー
ダ
ー
ブ
ロ
ー
ム
は
こ
の
原
始
的
な
最
高
 
 

老
の
観
念
と
霊
魂
観
念
及
び
呪
力
観
念
の
三
っ
を
結
合
し
て
、
折
衷
的
に
紳
と
宗
教
の
起
源
を
説
明
し
や
う
と
試
み
 
 

た
が
、
そ
の
根
源
は
と
も
か
く
こ
ん
な
観
念
が
未
開
民
族
の
宗
教
に
意
外
に
ひ
ろ
く
存
在
す
る
こ
と
は
、
事
貰
と
し
 
 

て
多
く
の
民
族
畢
者
が
み
と
め
て
充
た
の
で
あ
つ
て
、
近
く
は
ペ
ッ
ク
ツ
ォ
ニ
の
各
未
開
民
族
に
於
け
る
こ
の
最
高
者
 
 

観
念
の
研
究
な
ど
、
か
の
人
々
の
主
張
に
有
力
な
根
接
を
輿
へ
る
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
簡
単
な
呪
術
起
源
諭
な
ど
 
 

（
－
五
）
 
に
多
少
の
反
省
を
促
す
所
以
で
も
あ
る
。
 
 
 

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
問
題
は
翠
に
宗
教
民
族
畢
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
民
族
畢
な
ら
び
に
政
令
畢
の
大
き
な
問
題
と
 
 

し
て
、
前
に
引
つ
ゞ
い
て
或
は
益
々
熱
心
に
考
究
さ
れ
て
ゐ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
オ
ー
ス
ト
レ
ー
ク
ア
・
の
そ
れ
を
取
 
 

っ
て
、
そ
こ
に
宗
教
の
起
源
と
本
質
を
み
と
め
、
さ
ら
に
そ
れ
か
ら
赦
合
そ
の
も
の
～
原
始
形
膿
を
も
論
じ
や
う
と
 
 

し
た
こ
と
は
、
賛
否
南
方
の
批
評
も
多
か
っ
た
だ
け
．
諸
方
に
大
き
な
戚
動
を
輿
へ
た
が
、
し
か
し
宗
教
起
源
諭
と
 
 

し
て
は
、
む
し
ろ
融
合
的
な
呪
力
観
念
論
に
締
着
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
そ
の
も
 
 

の
と
し
て
も
こ
れ
は
欧
洲
大
戦
の
前
後
に
ま
た
幾
度
か
畢
界
を
賑
は
し
た
の
で
、
同
時
に
そ
れ
は
前
に
も
い
つ
た
や
 
 

ぅ
な
地
方
的
差
異
を
み
と
め
▼
 
ゴ
ー
ル
デ
ン
ア
イ
ザ
ー
ー
の
い
は
ゆ
る
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
複
合
健
と
し
て
、
い
く
ら
か
の
 
 

要
素
に
分
析
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
多
く
の
民
族
聾
者
の
承
認
を
得
た
や
う
で
あ
る
。
そ
し
て
一
時
 
 
 



は
そ
の
政
令
制
度
の
方
が
ま
な
る
は
た
ら
き
と
考
へ
ら
れ
た
の
が
▼
ま
た
再
び
そ
の
宗
教
的
性
贋
が
か
へ
り
み
ら
れ
 
 

フ
丁
ソ
・
グ
ネ
ブ
そ
の
他
の
人
々
が
、
こ
の
方
面
か
ら
そ
の
起
源
を
説
明
し
や
う
 
 

る
や
う
に
簿
つ
て
、
フ
レ
ー
ザ
ー
、
 
 

と
試
み
て
ゐ
る
ば
か
り
で
な
く
、
政
曾
単
著
や
民
族
畢
老
の
見
方
も
よ
り
多
く
■
 

な
ほ
こ
れ
ら
が
厳
密
に
宗
教
で
あ
る
か
ま
た
単
な
る
呪
術
に
す
ぎ
な
い
か
と
い
ふ
疑
問
は
、
他
の
多
く
の
民
族
畢
 
 

的
現
象
に
つ
い
て
も
つ
ね
に
起
っ
て
ゐ
る
の
で
、
特
に
宗
致
起
源
諭
と
関
係
し
て
宗
教
民
族
学
に
一
般
的
な
問
題
と
 
 

な
つ
た
の
は
、
呪
術
こ
と
に
そ
れ
と
宗
教
と
の
関
係
で
あ
つ
た
。
フ
レ
ー
ザ
ー
な
ど
の
呪
術
起
源
諭
は
、
年
代
的
に
そ
 
 

れ
が
宗
教
に
先
つ
こ
と
を
明
白
に
主
張
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
後
の
呪
術
起
源
諭
は
強
い
て
年
代
的
の
先
後
を
 
 

問
題
に
せ
す
、
同
時
に
そ
れ
を
ひ
ろ
い
意
味
で
の
宗
敦
の
一
種
と
見
な
さ
う
と
す
る
も
の
が
多
い
。
も
つ
と
も
ア
一
て
、
、
 
 

ズ
ム
詭
や
原
始
一
紳
詭
に
よ
る
人
々
は
、
宗
教
の
根
源
を
呪
術
に
み
と
め
な
い
と
同
時
に
、
普
然
こ
れ
を
宗
致
と
囁
 
 

別
し
て
見
や
う
と
す
る
が
∴
こ
の
鮎
か
ら
も
呪
術
と
宗
教
と
の
本
質
上
の
関
係
、
あ
る
ひ
は
雨
着
の
分
界
の
問
題
が
、
 
 

長
い
間
宗
教
民
族
畢
の
暗
礁
と
し
て
畢
者
を
な
や
ま
し
た
の
で
あ
つ
た
。
む
こ
で
こ
れ
を
竿
ば
未
解
決
の
欺
愚
の
ま
 
 

ま
「
呪
術
宗
教
的
」
と
い
つ
た
や
う
な
用
語
で
覆
ふ
て
お
く
こ
と
は
、
近
ご
ろ
多
く
の
人
々
の
取
っ
た
一
つ
の
方
法
 
 

で
あ
つ
た
が
、
し
か
し
全
髄
と
し
て
大
部
分
の
呪
術
を
宗
教
の
中
に
包
括
し
、
少
く
と
も
雨
着
が
不
可
分
に
連
績
し
 
 

て
ゐ
る
と
見
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
畢
界
の
大
勢
と
な
つ
て
凍
た
と
い
つ
て
も
よ
か
ら
う
。
そ
し
て
こ
の
ひ
ろ
い
意
味
 
 

の
宗
教
の
う
ち
で
、
こ
と
に
原
始
的
な
呪
術
の
根
源
を
説
明
す
る
た
め
に
、
呪
力
観
念
論
そ
の
他
種
々
の
説
明
が
輿
へ
 
 

宗
教
の
長
族
拳
的
研
究
 
 
 



宗
教
の
民
族
畢
的
研
究
 
 

一
望
一
 
 

ら
れ
た
が
、
数
年
前
か
ら
の
傾
向
は
、
こ
れ
を
特
殊
の
因
果
観
念
や
目
的
観
念
を
も
つ
た
行
焉
と
見
な
い
で
、
む
し
 
 

ろ
情
緒
的
表
出
運
動
や
本
能
的
行
焉
か
ら
発
生
す
る
と
考
へ
や
う
と
す
る
人
が
多
い
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
或
る
先
呪
 
 

術
的
へ
仏
行
男
か
ら
出
て
、
そ
れ
に
呪
術
的
な
観
念
が
結
び
つ
い
て
で
き
る
と
い
ふ
の
で
あ
つ
て
、
私
が
か
り
に
儀
産
 
 

先
行
論
と
名
け
た
こ
ん
な
考
へ
方
は
、
一
般
宗
教
の
説
明
の
上
に
も
重
要
な
意
味
を
も
た
ら
し
て
ゐ
る
。
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研
究
の
二
つ
の
磋
度
妻
二
原
典
の
研
究
と
そ
の
翻
繹
－
ヨ
彿
侍
の
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教
と
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て
の
彿
数
の
思
想
研
究
1
伍
そ
の
他
の
立
場
よ
♪
観
た
る
巴
利
彿
典
中
の
諸
思
想
研
究
－
対
結
論
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∴
 
 

巴
利
彿
典
に
披
る
沸
教
思
想
の
研
究
は
可
な
ら
重
要
な
位
置
に
在
る
。
泰
西
沸
教
単
著
の
大
牢
は
巴
利
彿
典
の
研
 
 

究
か
ら
原
始
倣
数
を
知
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
宜
い
。
そ
の
年
代
も
極
め
て
最
近
か
ら
の
こ
と
で
、
大
健
一
八
 
 

五
〇
年
頃
か
ら
見
る
べ
き
も
の
が
漸
く
公
刊
せ
ら
れ
初
め
、
現
世
紀
に
入
っ
て
原
典
研
究
の
態
度
が
一
襲
し
、
最
近
 
 

は
廃
奥
の
研
究
よ
ぅ
も
を
ゐ
中
の
思
想
研
究
が
洗
行
す
る
や
う
に
な
つ
た
や
う
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
一
流
の
尊
者
 
 

と
日
さ
る
ゝ
も
の
は
僅
か
に
隻
手
の
滑
を
屈
す
る
ほ
ど
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
門
下
に
出
た
、
又
は
そ
れ
と
密
接
 
 

な
関
係
を
以
て
研
錯
甑
究
に
努
力
し
た
若
き
聾
者
輩
に
到
っ
て
は
英
、
額
、
彿
、
露
は
言
ふ
に
及
ば
ず
、
亜
水
利
加
 
 

に
も
印
度
や
錫
蘭
や
遅
速
等
に
・
ま
で
も
僚
々
と
輩
出
し
、
各
々
自
己
の
観
る
所
を
以
て
そ
の
研
究
を
蓉
表
し
て
ゐ
る
 
 

巴
利
沸
教
思
想
研
究
に
つ
い
て
 
 
 

巴
利
彿
敦
思
想
研
究
に
つ
い
、
て
 
 



一
円
六
 
 

巴
利
俳
救
急
想
廟
究
l
こ
つ
い
て
 
 

状
態
で
あ
る
か
ら
－
此
等
藩
畢
者
の
彿
敦
研
究
を
今
彦
に
詳
述
す
る
の
蓮
が
な
い
。
唯
巴
利
彿
典
に
擦
る
思
想
研
究
 
 

が
如
何
な
る
範
囲
に
亙
っ
て
行
は
れ
、
如
何
な
る
程
度
ま
で
進
ん
で
を
り
、
今
後
の
単
著
の
方
針
は
如
何
に
樹
て
ら
 
 

る
べ
き
か
と
い
ふ
三
鮎
に
つ
い
て
概
説
す
る
に
止
め
る
。
 
 
 

巴
利
彿
典
の
研
究
状
態
を
概
諭
す
る
前
に
一
言
断
っ
て
置
き
皮
い
こ
と
が
あ
る
。
売
れ
は
之
を
通
覧
し
た
上
に
成
 
 

せ
ら
る
1
聾
者
の
研
究
的
線
度
に
二
つ
め
る
こ
と
に
つ
い
て
ゞ
ぁ
る
。
・
即
ち
そ
の
一
つ
の
傾
向
と
し
て
は
原
典
を
翫
 
 

晩
熟
讃
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
ぁ
る
。
尊
者
は
各
々
臭
っ
た
性
癖
を
待
っ
て
ゐ
る
。
畢
識
も
識
見
も
そ
の
人
を
育
ん
だ
 
 

環
境
の
異
な
る
に
つ
れ
て
千
差
萬
別
で
あ
る
。
思
想
上
の
問
題
、
殊
に
宗
教
上
の
こ
と
、
票
数
の
中
で
も
特
に
著
し
い
 
 

特
徴
を
有
し
且
つ
泰
西
の
聾
者
に
は
殆
ん
ど
徒
凍
耳
目
に
接
近
し
た
こ
と
の
な
い
傭
陀
の
敦
詭
を
研
究
す
る
と
い
ふ
 
 

こ
と
に
な
る
と
、
全
く
白
紙
に
近
い
諸
聾
者
の
間
に
甲
論
乙
駁
の
自
由
討
究
が
盛
ん
に
行
ほ
れ
得
る
で
あ
ら
う
こ
と
 
 

は
想
像
す
る
に
充
分
で
あ
る
。
此
の
問
に
立
っ
て
最
も
穏
健
著
賓
な
研
究
的
感
度
は
原
文
に
接
る
倣
典
の
研
究
で
あ
 
 

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
先
づ
巴
利
語
を
研
究
し
て
巴
利
彿
典
を
熟
漬
す
る
、
又
は
巴
利
彿
典
に
精
通
せ
る
尊
者
の
自
国
語
 
 

に
勅
繹
し
た
も
の
を
翫
映
す
る
と
い
ふ
藤
度
は
新
し
い
宗
教
を
研
究
す
る
上
に
最
も
適
切
な
方
法
で
あ
る
と
思
ふ
。
 
 

勿
論
聾
者
の
観
る
所
に
随
っ
て
多
少
の
語
義
解
繹
上
の
相
異
は
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
少
く
も
此
の
原
典
又
は
そ
の
直
 
 

謬
を
自
ら
公
平
無
私
に
無
象
想
の
騒
皮
を
以
て
翫
醸
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
西
洋
畢
老
間
に
最
も
重
ん
せ
ら
れ
た
一
傾
 
 

向
で
あ
る
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
洗
の
巴
利
率
者
は
正
し
く
弦
か
ら
出
費
し
て
ゐ
る
と
想
は
れ
る
。
而
し
て
此
の
 
 
 



博
打
は
前
世
紀
の
後
半
か
ら
陰
頭
し
で
呵
五
十
年
の
問
盛
ん
に
淀
行
し
た
砂
で
み
り
た
が
今
世
紀
に
人
づ
て
か
ら
 
 

は
少
し
異
っ
た
琴
一
傾
向
が
精
々
流
行
し
か
け
た
や
う
に
想
は
れ
る
。
何
故
か
と
言
ふ
と
、
「
方
に
は
未
だ
原
典
研
究
 
 

と
し
て
作
す
べ
き
事
業
、
即
ち
巴
利
彿
奥
の
公
刊
及
び
そ
の
勅
謬
出
版
な
る
も
の
が
残
っ
て
を
り
、
そ
の
方
南
も
引
偉
 
 

い
て
蒼
々
と
事
業
を
進
め
つ
ゝ
あ
る
傍
ら
乍
ら
、
多
く
の
新
進
畢
者
は
已
に
此
の
方
面
の
成
果
を
翫
映
す
る
の
み
一
ぎ
 
 

以
て
満
足
せ
す
、
巴
利
原
典
や
勅
繹
の
七
．
八
部
通
り
が
公
刊
さ
れ
た
今
日
に
在
っ
て
は
巴
利
彿
奥
の
内
容
研
究
を
 
 

試
み
、
自
己
猫
時
の
見
地
か
ら
彿
陀
の
思
想
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
批
評
し
、
他
の
宗
教
や
哲
学
と
比
較
し
、
 
 

一
の
宗
教
暫
撃
と
し
て
、
又
は
そ
の
他
の
印
度
文
化
研
究
資
料
と
し
て
、
之
を
世
に
螢
表
す
る
に
充
分
で
あ
る
と
信
 
 

す
る
や
う
に
な
つ
た
。
眼
光
紙
背
に
徹
す
る
怜
利
な
聾
者
が
自
己
の
翫
晩
熟
讃
し
た
結
果
を
一
の
組
織
に
編
み
上
げ
 
 

†
世
の
彿
敦
研
究
者
乃
至
篤
信
仰
に
飽
い
て
薪
信
仰
に
渇
求
を
持
つ
鼻
梁
な
人
々
に
共
鳴
を
求
め
ん
と
す
る
傾
向
で
 
 

あ
る
。
第
【
の
原
典
翫
味
ま
義
を
科
学
的
研
究
の
饅
度
と
言
ひ
得
る
と
す
れ
ば
此
の
琴
一
の
批
評
的
研
究
ま
義
を
薯
 
 

畢
的
又
は
政
令
的
研
究
の
騒
度
と
辞
す
る
こ
と
が
出
家
や
う
か
。
此
の
第
一
傾
向
の
秋
鮎
と
す
る
所
は
唯
単
に
機
械
 
 

的
に
原
文
を
直
焉
す
る
と
い
ふ
こ
と
だ
け
が
主
眼
で
．
そ
の
う
ち
の
何
れ
の
部
分
が
最
も
重
要
で
何
れ
の
部
分
が
比
 
 

較
的
軽
成
さ
る
べ
き
も
の
か
を
少
し
も
暗
示
し
待
な
い
所
に
在
る
。
即
ち
形
式
に
如
何
に
忠
賓
で
あ
つ
て
も
内
容
を
 
 

詮
明
す
る
上
に
は
自
ら
別
問
題
で
ぁ
る
と
い
ふ
こ
と
．
換
言
す
れ
ば
本
文
の
比
較
対
照
校
勘
照
合
が
如
何
に
巌
密
に
 
 

作
さ
れ
、
如
何
に
屡
々
反
復
重
説
さ
れ
た
本
文
め
り
と
雄
も
－
央
れ
が
必
ら
す
し
も
思
想
上
に
重
要
な
鮎
で
あ
る
か
．
 
 

巴
利
彿
赦
思
想
研
究
l
こ
つ
い
て
 
 
 



一
日
八
 
 

巴
刹
俳
秋
風
感
頑
究
に
つ
い
て
 
 

傭
敦
の
要
義
な
る
が
故
に
反
復
重
説
さ
れ
て
あ
る
の
か
如
何
か
ゞ
全
く
不
明
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
原
 
 

典
翫
味
主
義
に
は
個
性
が
出
な
い
、
を
れ
が
特
長
で
あ
る
と
同
時
に
映
鮎
で
あ
る
、
極
め
て
冷
静
な
聾
者
的
見
地
に
 
 

止
ま
つ
て
活
き
た
人
生
観
や
世
界
観
を
作
る
主
が
出
凍
往
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
第
二
の
批
評
的
 
 

研
究
の
鰻
度
に
も
長
所
も
あ
れ
ば
映
卦
も
あ
る
。
原
典
の
歴
史
的
研
究
を
没
却
し
て
徒
ら
に
自
己
の
好
意
に
應
じ
た
 
 

自
由
選
揮
を
敢
て
し
乍
ら
、
輿
へ
ら
れ
た
資
料
に
対
し
て
何
等
無
批
判
的
に
無
濠
想
的
に
臨
む
べ
き
こ
と
を
打
忘
れ
 
 

つ
ゝ
、
強
め
自
己
濁
時
の
人
生
観
や
世
界
観
の
範
噂
を
固
定
的
に
提
げ
て
之
に
封
し
、
多
く
の
封
象
の
中
か
ら
此
の
 
 

範
時
に
符
合
調
和
す
る
資
料
の
み
を
拾
蒐
し
凍
っ
て
極
め
て
覇
噺
的
な
彿
敢
を
組
織
す
る
弊
の
あ
る
は
恐
る
べ
き
映
 
 

粘
で
あ
る
。
然
し
猿
断
的
で
あ
る
だ
け
熱
が
あ
つ
て
人
を
感
動
せ
し
む
る
こ
と
の
出
水
る
組
織
整
然
た
る
も
の
と
伸
 
 

す
こ
と
が
出
水
る
。
詩
卜
冷
や
か
な
科
挙
的
研
究
の
や
う
な
本
文
研
究
で
な
し
に
、
教
義
の
中
心
と
信
す
る
所
を
取
 
 

っ
て
活
き
た
人
間
生
活
上
の
盛
の
糧
と
す
る
と
い
ふ
所
に
大
に
特
長
が
あ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
の
や
う
な
虎
文
翫
昧
ま
義
と
批
評
研
究
ま
鶉
と
は
巴
利
偽
典
研
究
上
の
二
大
共
通
傾
向
で
、
現
代
は
第
一
傾
 
 

向
か
ら
次
第
に
第
二
傾
向
に
遜
り
つ
～
あ
る
趨
勢
と
許
す
る
こ
と
が
出
水
る
。
巴
利
彿
典
の
思
想
研
究
に
は
之
を
横
 
 

に
廉
く
概
観
す
る
と
種
々
の
方
面
が
あ
る
。
第
一
に
は
原
典
の
公
刊
乃
至
そ
の
勅
謬
の
出
版
で
あ
る
。
第
二
に
は
彿
 
 

博
の
研
究
で
あ
る
。
琴
こ
に
は
宗
教
と
し
て
の
沸
教
．
即
ち
彿
陀
の
新
教
説
に
含
ま
れ
た
人
生
観
や
世
界
観
や
を
中
 
 

心
に
し
て
濱
数
と
し
て
の
諸
要
凄
を
新
鹿
す
る
方
面
で
あ
る
。
第
偶
に
は
濡
敦
と
し
て
よ
ら
以
外
の
鮎
よ
り
観
た
る
 
 
 



巴
利
彿
典
中
に
現
は
れ
た
諸
思
想
の
研
兜
で
あ
去
こ
先
つ
大
鰹
此
啓
の
諸
方
面
が
あ
る
が
、
之
を
樅
に
通
覧
し
て
共
 
 

通
的
の
研
究
傾
向
は
な
い
か
と
言
ふ
と
、
前
述
の
や
う
な
第
一
撃
一
の
二
傾
向
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
著
し
い
 
 

も
の
と
比
較
的
著
し
く
な
い
も
の
と
の
差
は
あ
る
が
、
然
し
何
れ
の
方
面
に
も
脱
文
翫
味
ま
義
と
批
評
研
究
ま
我
と
 
 

が
あ
る
と
思
ふ
。
そ
こ
で
此
の
二
つ
の
傾
向
以
外
に
今
一
つ
の
第
三
傾
向
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
謂
は
ゞ
虎
典
批
評
 
 

研
究
ま
撃
と
で
も
耕
し
て
宜
か
ら
う
か
。
即
ち
原
典
を
そ
の
佳
無
批
判
に
同
時
に
成
立
し
た
彿
陀
金
口
の
直
読
で
、
 
 

そ
の
意
味
か
ら
は
何
れ
も
同
一
の
侶
伍
を
持
っ
て
を
る
と
偵
さ
す
に
、
同
じ
三
戒
の
中
に
侍
っ
て
ゐ
る
も
の
で
も
彼
 
 

此
比
較
対
照
し
て
見
る
と
古
い
も
の
も
あ
り
新
し
い
も
の
も
あ
り
、
歴
史
的
事
賓
と
信
せ
ら
る
1
こ
と
あ
り
全
く
客
 
 

想
と
し
か
信
せ
ら
れ
ぬ
こ
と
あ
り
、
第
一
義
的
な
直
語
と
第
二
次
的
な
方
便
語
と
ぁ
ら
、
言
語
文
章
の
憶
制
か
ら
言
 
 

っ
て
も
明
ら
か
に
新
吉
の
部
分
の
区
別
さ
れ
る
も
の
あ
♭
、
斯
う
し
た
諸
方
面
の
本
文
批
評
や
原
典
批
判
を
試
み
て
 
 

何
人
も
充
分
に
首
肯
し
得
る
や
う
な
研
究
を
遂
げ
、
三
残
垂
奥
の
中
に
若
干
の
立
脚
地
よ
り
観
た
る
慣
伍
債
系
を
立
 
 

る
こ
と
は
是
非
と
も
完
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
重
大
な
事
業
で
、
之
が
完
成
の
暁
に
於
て
の
み
原
始
彿
敦
の
研
究
 
 

が
遂
げ
ら
れ
る
謬
で
あ
る
。
唯
本
文
だ
け
を
随
自
意
に
翫
賞
し
て
ゐ
て
も
研
究
と
は
な
ら
ぬ
。
原
典
な
ら
何
れ
の
部
 
 

分
を
牧
草
し
て
も
人
が
信
す
る
で
あ
ら
う
と
速
断
す
る
こ
と
も
不
可
で
あ
る
。
原
典
の
中
の
何
れ
の
部
分
な
る
が
故
 
 

に
之
を
信
じ
、
原
文
中
の
何
れ
の
部
分
な
る
が
故
に
之
を
疑
ふ
と
い
ふ
態
度
に
な
つ
て
こ
そ
初
め
て
彿
説
が
明
ら
か
 
 

に
さ
れ
、
傭
説
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
初
め
て
彿
陀
の
眞
精
神
が
奈
遽
に
在
忍
べ
き
か
の
常
然
和
が
凄
ま
れ
る
と
思
ふ
。
 
 

巴
刺
併
敢
思
想
研
究
に
つ
い
て
 
 
 



一
式
〇
 
 
 

巴
利
沸
教
思
想
研
究
l
こ
つ
い
て
 
 

勿
論
此
の
原
典
批
評
研
究
は
従
来
全
く
な
か
っ
た
謬
で
は
な
い
。
例
之
、
オ
ル
デ
ソ
ベ
ル
グ
（
○
－
d
2
n
b
e
r
g
）
戊
が
 
 

毘
奈
耶
（
5
Ⅰ
－
p
竃
）
の
研
虜
に
於
け
る
、
リ
ス
デ
ビ
ッ
ド
（
R
首
s
せ
a
5
．
d
s
）
氏
が
本
生
経
（
J
巴
已
置
）
の
研
究
に
於
け
る
．
 
 

又
は
ビ
シ
デ
ル
ニ
ッ
ツ
（
宅
i
n
t
e
r
】
－
i
且
氏
が
巴
利
沸
教
文
革
研
究
に
於
け
る
憩
度
琴
 
可
な
、
り
原
典
批
判
に
言
及
し
 
 

て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
。
然
し
漸
う
し
た
憩
度
が
巴
利
三
波
の
仝
敵
に
、
否
三
裁
以
外
の
巴
利
彿
散
開
係
資
料
の
全
部
 
 

に
ま
で
及
ぼ
さ
れ
、
而
し
て
飼
ほ
望
む
ら
く
は
巴
利
と
侍
統
を
異
に
し
て
ゐ
る
梵
語
小
乗
彿
典
類
並
に
漢
澤
小
乗
彿
 
 

典
類
と
の
比
較
研
究
ま
で
に
及
ば
さ
れ
た
な
ら
ば
、
庄
に
初
め
て
完
全
に
傭
陀
の
敦
詭
が
疑
ふ
可
ら
ざ
る
確
乎
鮮
明
 
 

な
形
と
な
つ
て
現
は
れ
る
で
あ
ら
う
と
信
す
る
の
で
あ
る
。
巴
利
彿
致
研
究
は
此
を
最
後
の
理
想
と
す
べ
き
こ
と
を
 
 

二
言
し
て
置
き
た
い
の
で
あ
る
。
 
 

〓
 
 

巴
利
併
典
の
研
究
に
諸
方
面
め
る
中
、
先
つ
第
一
に
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
原
典
と
そ
の
胡
謬
出
版
事
業
及
 
 

び
此
に
倖
ふ
研
究
に
つ
い
て
ゞ
ぁ
る
。
三
威
以
外
の
巴
利
沸
教
関
係
書
で
は
め
る
が
原
文
あ
刊
の
稿
失
と
な
つ
た
も
 
 

の
は
タ
ー
ナ
ー
（
G
●
ぎ
r
n
昌
r
）
の
マ
ハ
ー
バ
ソ
サ
（
己
已
－
号
已
訂
p
）
出
版
で
あ
ら
う
。
一
入
三
七
年
即
ち
我
が
天
保
 
 

入
年
と
い
ふ
古
い
時
代
に
、
而
も
民
政
局
の
公
務
に
忙
殺
さ
れ
て
ゐ
る
傍
ら
先
蛮
プ
リ
ン
セ
ッ
ブ
（
J
・
p
r
i
毒
p
）
の
 
 

激
廟
に
効
か
さ
れ
て
遂
に
此
の
潰
重
な
傭
激
史
を
公
刊
し
、
そ
め
内
容
大
儀
は
英
霹
に
倣
て
せ
界
約
に
紹
介
し
た
効
 
 
 



植
に
至
っ
て
は
巴
利
研
究
界
の
一
大
偉
彩
と
辞
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
戒
内
の
彿
典
に
し
て
初
め
て
原
文
を
公
刊
さ
れ
 
 

た
も
の
は
法
句
経
（
ロ
訂
巨
m
甚
乱
エ
で
あ
る
。
之
も
ー
八
五
五
年
即
ち
安
政
二
年
と
い
ふ
古
い
時
代
に
、
ゴ
べ
y
ハ
 
 

ー
グ
ソ
大
草
の
一
司
書
で
あ
つ
た
巴
利
研
究
の
篤
単
著
フ
ァ
ク
ス
ペ
ー
ル
（
句
呂
S
邑
l
）
に
依
っ
て
ゞ
め
る
。
賓
に
泰
 
 

西
に
公
表
さ
れ
た
彿
奥
の
最
初
で
あ
る
。
マ
ハ
ー
バ
ソ
ナ
に
依
て
備
敦
の
来
歴
一
般
を
知
♭
、
巴
別
語
研
究
抄
基
礎
 
 

的
教
養
が
確
立
さ
れ
た
嘩
今
や
此
の
古
色
蒼
然
た
る
彿
敷
詰
集
の
深
準
仏
教
説
を
味
ふ
こ
と
を
得
た
西
洋
の
畢
者
 
 

は
愈
々
興
味
油
然
と
し
て
湧
き
、
大
に
進
ん
で
巴
利
彿
典
を
通
じ
て
傭
陀
の
宗
教
を
知
ら
ん
と
す
る
執
芯
蟹
惹
起
さ
 
 

し
た
。
歓
洲
の
巴
利
研
究
は
此
頃
か
ら
初
ま
つ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
此
以
後
の
巴
利
原
典
公
刊
や
都
謬
事
業
に
 
 

つ
い
て
は
詳
述
す
る
遥
が
な
い
が
、
但
研
究
上
最
も
大
切
な
恩
人
三
氏
を
記
す
こ
と
に
止
め
る
。
 
 
 

巴
利
原
典
の
出
版
と
研
究
と
に
於
て
斯
界
の
三
大
功
穿
者
と
目
す
べ
き
も
の
は
前
記
の
フ
ァ
ク
ス
ベ
ー
ル
と
オ
ル
 
 

ダ
ン
ベ
ル
グ
と
リ
ス
デ
ビ
ッ
ド
と
の
三
成
と
で
あ
ら
う
。
フ
ァ
ク
ス
ベ
ー
ル
は
一
入
七
七
年
か
ら
賓
に
二
十
年
の
長
年
 
 

月
を
費
し
て
本
生
経
七
巷
の
原
典
あ
刊
々
敢
行
し
た
。
丁
囲
や
普
囲
の
公
農
を
補
助
さ
れ
、
知
友
功
授
働
に
依
づ
て
 
 

苦
心
惨
憺
括
据
勉
屯
の
結
果
此
の
大
典
を
公
に
し
得
た
の
は
巴
利
彿
教
研
究
上
没
す
ペ
か
ら
l
ざ
る
効
績
で
あ
る
。
今
 
 

8
で
は
チ
ャ
ル
マ
ー
ズ
（
C
邑
巨
e
r
S
）
∵
ブ
タ
ス
（
R
。
u
胃
）
、
フ
ラ
ン
シ
ス
（
ヨ
呂
e
i
且
、
ネ
ー
ル
（
穿
i
l
）
等
の
諸
氏
に
 
 

依
て
英
謬
も
完
成
し
、
最
近
に
は
そ
の
燭
謬
も
完
成
さ
れ
た
。
本
生
産
は
五
官
五
十
の
本
生
苛
帥
ち
彿
陀
の
前
生
物
 
 

語
を
集
め
た
も
の
で
、
そ
の
中
に
は
物
語
あ
ぇ
轟
あ
ゎ
、
説
教
、
▼
讐
喩
、
因
縁
あ
ら
、
巧
に
諷
刺
せ
る
道
徳
的
訓
高
み
 
 

ヽ  

巴
利
坪
数
思
想
研
究
に
つ
い
て
 
 
 



巴
利
俳
致
思
惑
研
究
に
つ
い
て
 
 

一
重
－
 
 

も
、
興
味
の
中
心
が
之
と
な
つ
て
種
々
研
究
の
結
果
、
そ
の
大
膿
は
印
度
の
古
い
民
俗
帝
（
句
○
】
k
－
O
r
e
）
か
ら
材
料
を
 
 

得
凍
っ
た
も
の
で
、
そ
の
幾
分
か
は
彿
陀
も
直
読
さ
れ
た
か
も
知
れ
な
い
が
多
く
は
後
世
の
傭
徒
が
布
教
侍
邁
の
使
 
 

に
供
す
る
眉
め
編
集
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
繚
に
之
が
研
究
に
輿
晩
あ
る
所
以
は
後
に
過
る
梓
減
と
同
 
 

嘩
常
時
の
印
度
赴
骨
生
活
の
賓
際
を
よ
く
侍
へ
て
ゐ
る
貴
重
な
材
料
が
豊
富
に
此
の
中
に
蕨
せ
ら
れ
て
み
る
か
ら
 
 

で
あ
る
。
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
は
一
入
七
九
年
か
 
l
ら
八
三
年
に
亘
っ
て
毘
奈
耶
麻
（
5
1
－
P
y
守
p
i
嘗
p
I
F
 
i
n
訝
－
i
）
五
巻
 
 

の
原
典
を
公
刊
し
た
。
之
も
大
英
印
度
省
や
伯
林
畢
士
院
の
援
助
は
あ
つ
た
が
氏
海
自
の
精
力
を
傾
注
し
て
専
心
革
 
 

辛
の
結
果
漸
く
完
全
に
上
梓
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
不
朽
の
大
事
業
の
傍
ら
更
に
儲
蘭
の
沸
教
史
と
し
て
†
ハ
 
ー
バ
ソ
ナ
と
柴
壁
た
る
デ
イ
パ
パ
シ
ナ
（
崇
p
芸
a
計
£
の
原
典
並
に
英
謬
を
出
版
し
、
後
に
は
長
老
侶
（
T
1
1
e
r
a
g
竪
訂
）
 
 

一
経
を
も
出
版
す
る
畢
賓
に
已
利
彿
典
研
究
界
に
渇
し
た
効
績
は
偉
大
で
あ
る
。
此
の
梓
殖
は
絶
て
三
大
部
か
ら
 
 

成
立
し
て
ゐ
る
も
の
で
、
第
一
は
経
解
説
（
S
u
旨
・
ゴ
b
訂
風
習
）
即
ち
比
丘
此
尼
丘
の
具
足
戒
を
陳
べ
た
止
悪
門
、
第
 
 

二
は
堆
度
（
K
h
岩
d
h
ヱ
即
ち
ま
に
借
園
生
活
の
儀
式
作
法
等
を
記
し
た
修
書
門
、
而
し
て
第
三
は
附
属
（
謬
r
i
≦
．
r
p
）
 
 

と
言
っ
て
前
二
部
の
要
鮎
を
硫
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
何
れ
の
部
門
で
も
先
つ
制
戎
の
因
縁
を
初
め
に
述
べ
、
次
に
 
 

成
文
の
正
鰹
を
記
し
、
次
に
之
が
應
用
に
際
し
て
の
賓
例
を
附
加
し
兼
ね
て
そ
の
記
憶
に
促
せ
し
む
る
と
倶
に
賓
際
 
 

の
用
に
便
せ
し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
常
時
の
借
囲
生
活
と
並
に
之
を
通
じ
て
観
た
る
、
印
度
の
一
般
政
 
 

令
生
活
と
が
最
も
露
骨
に
詮
表
さ
れ
て
ゐ
る
鮎
で
、
貰
に
重
要
な
史
料
で
ぁ
る
と
許
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
駐
度
の
部
門
 
 
 



は
美
辞
が
出
水
て
ゐ
る
が
他
の
部
分
は
未
だ
で
あ
る
。
之
は
是
非
漢
詩
等
と
封
照
の
上
諏
辞
し
た
い
も
の
と
思
ふ
。
 
 
 

以
上
の
本
生
粧
や
民
衆
耶
は
巴
利
併
典
中
で
も
賓
に
浩
幹
な
も
の
で
猶
立
に
切
り
乾
し
て
出
版
す
る
慣
億
が
充
分
 
 

あ
る
。
そ
し
て
此
の
既
刊
の
原
典
に
は
観
れ
な
い
で
．
其
他
の
巴
利
彿
典
智
公
刊
せ
う
と
企
図
し
た
の
が
リ
ス
デ
ビ
 
 

ッ
ド
の
組
織
し
た
已
利
原
典
協
骨
（
訝
－
i
・
宕
早
S
0
2
．
e
t
ユ
の
事
畢
で
あ
る
。
協
骨
は
一
入
入
■
二
年
に
成
立
し
た
が
、
そ
 
 

の
初
頭
に
あ
つ
て
は
種
々
の
困
難
に
達
者
し
乍
ち
能
く
日
に
月
に
基
礎
を
輩
固
に
し
、
事
業
を
遂
行
し
、
汎
く
骨
員
 
 

を
欧
洲
の
随
虞
に
集
め
、
多
〈
の
有
名
な
新
進
巴
利
率
者
を
輩
下
に
糾
合
す
る
ノ
こ
、
と
の
出
水
る
や
う
に
順
調
に
進
ん
 
 

だ
の
は
全
く
曹
長
の
高
潔
な
る
人
格
と
熱
心
な
努
力
と
彿
陀
と
そ
の
教
義
と
に
射
す
冬
信
仰
敬
度
の
情
の
熱
烈
な
る
 
 

む
の
と
に
依
っ
た
こ
と
勿
論
で
あ
る
。
殊
に
曹
長
夫
人
の
内
助
の
功
は
顕
著
な
も
の
で
、
今
や
故
人
と
な
つ
た
曾
長
 
 

の
遺
業
を
緻
承
し
っ
～
能
く
今
日
ま
で
巴
利
彿
典
研
究
の
精
進
を
鴻
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
敬
服
の
外
な
い
。
巴
利
三
 
 

薮
の
大
部
分
、
帥
ぺ
梓
蔵
と
本
生
経
と
を
除
い
た
経
親
玉
尼
村
耶
（
ヨ
k
昔
）
や
阿
見
達
磨
（
A
b
｝
已
h
昌
m
エ
の
床
 
 

典
出
版
は
引
積
き
今
日
ま
で
積
々
と
行
は
れ
、
今
や
全
く
巴
利
俳
典
研
究
の
世
界
に
於
け
る
中
心
は
倫
敦
な
る
同
協
 
 

禽
に
存
す
と
い
ふ
事
賓
を
疑
ふ
も
の
な
き
に
至
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
原
典
出
版
に
直
接
功
穿
あ
る
分
轄
者
も
少
 
 

ぐ
な
い
が
、
就
中
、
レ
オ
ン
フ
ヱ
ー
ヤ
（
訂
。
n
句
彗
）
が
l
八
八
画
年
に
相
應
尼
村
耶
（
許
m
苫
t
t
守
芦
）
を
校
訂
出
 
 

版
せ
る
を
筆
頭
に
、
モ
リ
ス
（
R
・
寅
。
r
r
i
舐
）
、
バ
ー
デ
イ
（
日
∴
寧
罵
d
ユ
、
ト
レ
y
ク
ナ
ー
（
つ
∵
ワ
e
g
k
n
e
r
）
、
チ
 
 

サ
ル
†
－
ズ
（
R
・
C
邑
m
e
r
切
）
、
ク
ー
ペ
ン
ク
ー
（
J
・
声
C
罵
官
n
す
）
．
、
ぐ
阜
ブ
ラ
ー
（
再
・
碧
買
己
e
r
）
、
グ
ネ
ラ
ト
ネ
 
 

巴
利
沸
教
思
想
研
究
l
こ
つ
い
て
 
 
 



（
¢
仁
g
r
乳
n
2
）
等
の
篤
聾
者
は
巴
利
の
経
論
出
版
に
忘
る
可
ら
ざ
る
恩
人
で
あ
ら
う
。
 
 
 

原
典
の
出
版
と
共
に
没
す
可
ら
ざ
る
効
績
は
そ
の
都
謬
事
業
に
在
る
。
多
く
の
彿
典
は
太
底
英
．
燭
に
謬
さ
れ
て
 
 

ぁ
る
。
最
も
有
名
な
法
句
経
の
如
き
も
の
に
な
る
と
三
種
の
英
謬
あ
る
他
に
濁
、
併
、
伊
、
露
、
雇
の
各
図
譜
に
も
 
 

謬
さ
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
で
ぁ
る
。
殊
に
磯
謬
事
業
と
し
て
注
目
す
べ
き
叢
書
が
三
種
あ
る
。
マ
ク
で
、
、
ユ
ラ
ー
（
呂
p
内
 
 

岩
巨
e
r
）
が
絶
監
督
と
し
て
二
十
人
の
代
表
的
畢
者
を
煩
は
し
た
東
方
聖
書
（
S
a
e
r
乳
謬
○
訂
○
〓
訂
謬
s
t
）
五
十
巷
 
 

の
都
謬
事
業
中
に
存
す
る
巴
利
彿
典
と
し
て
は
梓
の
大
品
（
夢
h
等
式
g
且
小
品
（
C
u
l
－
守
屋
g
エ
の
所
謂
健
度
に
屠
 
 

る
も
の
を
初
め
、
法
句
経
や
諸
経
要
集
（
S
邑
苧
n
i
p
詳
）
や
戒
外
で
は
あ
る
が
最
も
有
名
な
那
先
比
丘
鮭
（
呂
l
i
n
d
苧
 
 

p
註
訂
）
等
が
あ
♭
、
同
じ
く
リ
ス
デ
ビ
ッ
ド
が
禽
長
で
あ
つ
た
彿
敦
垂
典
叢
書
（
S
琶
e
d
謬
O
k
s
e
f
t
l
－
e
P
d
d
l
－
i
s
t
）
 
 

中
に
は
長
尼
珂
耶
の
三
十
二
経
完
謬
三
寒
や
中
尼
榊
耶
の
宙
五
十
二
経
完
謬
二
審
が
あ
ら
、
今
一
つ
は
巴
利
原
典
協
 
 

骨
の
副
事
業
と
し
て
在
る
飛
澤
叢
書
の
刊
行
、
即
ち
リ
ス
デ
ビ
ッ
ド
夫
人
や
ス
マ
ン
ガ
ラ
上
座
（
S
u
m
岩
g
已
p
H
h
2
r
ヱ
 
 

や
ウ
ッ
ド
ワ
ー
ド
（
句
・
L
 
W
吾
d
w
a
r
d
）
等
の
諸
氏
の
手
に
成
っ
た
相
應
尼
河
耶
（
約
五
分
の
三
完
謬
）
や
、
其
他
諭
 
 

事
（
内
邑
1
芸
．
a
t
t
h
エ
の
英
謬
（
勺
。
i
n
t
s
O
f
C
O
n
t
r
O
扁
r
S
y
）
の
如
き
論
部
の
も
の
や
、
マ
♪
－
パ
ソ
ナ
の
如
き
戒
外
の
 
 

英
繹
も
清
々
刊
行
さ
れ
つ
～
あ
る
。
此
等
三
叢
書
以
外
に
畢
濁
の
も
の
と
し
て
は
ノ
イ
マ
ン
 
（
舛
・
出
・
甥
e
u
m
a
呂
）
 
 

の
申
尼
珂
耶
燭
謬
三
寒
や
、
比
丘
シ
ー
ラ
ー
チ
ャ
ー
ラ
（
厨
F
i
k
k
ぎ
S
i
－
腎
罵
l
p
）
の
中
尼
阿
耶
初
五
十
経
の
要
謬
や
、
 
 

前
記
の
本
生
産
英
語
仝
六
釜
等
は
特
に
注
目
に
伍
す
る
ぺ
 
 
 

巴
利
彿
致
思
想
研
究
に
つ
い
て
 
 



之
を
要
す
る
に
巴
利
原
典
の
出
版
並
に
そ
の
碗
繹
の
事
業
は
淘
に
我
等
沸
教
徒
の
敬
服
に
堪
え
な
い
ほ
ど
眞
蟄
に
 
 

薯
貰
に
進
捗
中
で
．
原
典
は
先
つ
九
部
迫
り
出
版
を
了
り
、
胡
謬
は
約
大
字
を
終
へ
た
ら
う
か
と
想
は
れ
る
。
今
後
 
 

此
等
の
事
業
は
薯
々
と
抵
承
遊
行
せ
ら
れ
、
近
く
此
の
方
面
の
一
段
落
を
告
げ
る
で
あ
ら
う
と
想
は
れ
る
。
此
の
上
 
 

は
原
典
並
に
そ
の
磯
謬
に
附
加
さ
れ
た
単
著
の
研
究
を
綜
合
し
．
絶
て
の
巴
利
偶
数
書
類
を
網
羅
し
た
巴
利
鮮
書
の
 
 

完
成
を
待
っ
て
他
の
文
献
と
の
比
較
研
究
を
進
む
べ
き
で
あ
る
。
先
つ
原
典
や
都
謬
の
出
版
に
関
し
て
は
以
上
に
止
 
 

め
て
大
勢
を
概
観
す
る
ま
で
に
す
る
。
思
想
研
究
と
し
て
は
直
接
関
係
が
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
説
明
の
順
序
上
必
 
 

要
で
あ
る
か
ら
之
を
概
説
し
た
ま
で
ゝ
あ
る
。
 
 

三
 
 

巴
利
彿
典
の
研
究
に
床
典
翫
味
ま
義
と
批
評
研
究
重
義
と
の
め
る
こ
と
は
前
已
に
説
明
し
た
が
、
そ
の
最
も
好
適
 
 

な
一
例
は
彿
侍
の
研
究
に
於
て
見
る
こ
と
が
出
水
る
。
一
健
彿
侍
と
し
て
濁
宜
し
た
経
文
は
古
い
巴
利
経
典
中
に
は
 
 

全
く
な
い
の
で
、
他
の
目
的
の
食
め
に
必
要
で
あ
る
研
か
ら
序
論
夙
に
述
べ
た
も
の
や
、
彿
陀
の
生
産
中
に
於
け
る
 
 

重
大
な
事
件
の
意
義
を
後
世
に
樽
へ
、
之
を
記
念
せ
し
め
ん
と
す
る
ま
義
の
断
片
的
物
語
や
、
敷
設
中
心
の
経
文
中
 
 

に
彿
陀
が
自
ら
の
過
去
の
経
験
を
引
例
せ
ら
れ
し
も
の
や
、
此
れ
等
が
多
少
彿
侍
の
内
容
を
構
成
し
得
る
要
素
た
る
 
 

も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
キ
此
の
資
料
の
取
扱
方
如
何
に
依
て
二
つ
の
憩
度
の
普
然
あ
り
得
べ
き
こ
と
は
琴
 
 

巴
利
伸
致
忠
想
研
究
に
つ
い
て
 
 
 



】
五
犬
 
 

巴
利
悌
数
思
想
研
究
l
こ
つ
い
て
 
 

易
に
想
像
が
つ
く
と
思
ふ
。
例
へ
ば
律
の
大
品
の
初
め
、
受
戒
触
度
の
来
由
を
遽
る
部
分
に
、
「
爾
併
時
彿
世
令
は
健
 
 

棒
頻
尿
（
q
⊇
雲
針
）
に
任
し
た
ま
へ
り
、
尼
連
碑
河
（
穿
彗
音
読
）
の
岸
遽
、
菩
提
樹
哲
d
h
i
r
u
k
打
訂
）
の
下
に
於
て
 
 

初
め
て
立
党
を
成
じ
た
ま
ひ
て
。
時
に
世
食
菩
提
樹
の
下
に
於
て
七
日
間
一
括
伽
妖
坐
の
ま
～
解
脱
（
5
日
已
t
i
）
の
 
 

柴
を
享
け
つ
～
坐
し
た
ま
へ
ゥ
」
と
い
ふ
所
か
ら
始
ま
つ
て
、
四
七
日
開
の
自
受
法
楽
、
梵
天
勅
諭
、
初
樽
法
輪
、
 
 

耶
禽
出
家
物
琴
鮭
垢
（
5
・
n
㌻
）
、
善
肘
（
警
b
巴
l
エ
、
清
勝
（
P
烏
鼠
i
）
、
牛
ま
（
G
琶
琵
琶
t
i
）
の
四
俗
友
出
家
物
語
、
 
 

魔
物
語
、
三
十
詳
質
物
語
、
三
迦
乗
数
化
、
頻
毘
沙
羅
（
望
岳
b
試
r
p
）
王
教
化
、
及
び
普
行
出
家
刑
開
耶
（
許
留
吉
 
 

p
罵
i
b
h
掌
k
エ
の
弟
子
舎
利
弗
（
S
腎
i
p
u
t
｛
p
）
、
目
陰
蓮
（
呂
O
g
g
已
－
首
エ
の
帝
人
が
彿
門
に
特
入
す
る
物
語
迄
の
経
過
 
 

を
最
も
忠
賓
に
博
へ
て
ゐ
る
も
の
と
か
、
又
は
之
と
同
様
な
ま
義
で
主
に
成
道
以
前
の
彿
侍
を
記
さ
ん
と
し
た
本
生
 
 

軽
の
初
め
に
冠
せ
ら
れ
た
因
縁
説
話
（
害
d
旨
竿
灯
註
1
ヱ
の
如
き
、
即
ち
ス
メ
ー
ダ
（
S
l
巨
e
d
l
－
p
）
菩
薩
が
過
去
世
に
 
 

於
て
燃
燈
彿
（
富
p
乱
打
a
r
且
の
授
記
を
得
る
物
語
か
ら
初
ま
つ
て
、
降
天
、
托
喝
出
生
、
天
人
の
讃
嘆
、
婆
藤
門
地
 
 

の
琴
言
、
太
子
の
健
筆
四
門
出
遊
、
雁
喉
雁
｛
㌘
－
己
エ
の
出
生
、
遁
城
出
家
、
降
魔
成
道
、
梵
天
勧
請
、
初
特
法
輪
、
 
 

三
迦
真
数
化
、
舎
利
弗
日
健
連
繰
入
、
迦
毘
藤
城
の
故
郷
を
訪
ふ
因
縁
、
乃
至
給
弧
細
長
老
（
A
已
已
－
P
 
P
i
息
i
打
エ
が
 
 

砥
垣
精
舎
（
J
e
訂
±
昌
声
」
コ
】
l
罵
．
ヱ
を
献
納
す
る
ま
で
の
事
情
を
善
く
侍
へ
た
顔
蘭
侍
や
、
又
は
長
尼
珂
耶
（
冒
g
訂
・
声
）
 
 

の
中
に
あ
る
遊
行
経
帥
ち
大
般
浮
華
経
（
雷
撃
訂
p
罵
i
2
．
b
b
勘
n
p
S
旨
昌
£
に
於
け
a
彿
陀
入
滅
前
後
の
光
景
、
即
ち
 

彿
陀
が
阿
井
陀
（
富
岩
d
且
等
数
人
の
弟
子
と
倶
に
王
合
城
外
の
常
客
を
去
っ
て
竹
園
に
到
わ
、
路
を
準
じ
て
華
氏
 
 
 



城
の
将
に
建
設
さ
れ
ん
と
し
つ
～
ぁ
る
朕
を
見
て
清
水
の
般
旛
を
撃
一
己
し
乍
ら
河
を
渡
っ
て
吠
倉
蔑
に
入
り
、
姪
女
 
 

葛
藤
政
利
（
A
m
訂
p
抑
l
伸
）
を
教
化
し
て
捺
樹
園
の
献
納
を
受
け
、
竹
林
村
に
於
て
最
後
の
安
居
を
結
び
、
そ
の
頃
凶
 
 

稔
に
食
し
て
彿
陀
も
精
々
重
病
に
憾
ま
さ
れ
て
ゐ
た
こ
と
、
遂
に
努
め
て
健
康
を
快
復
し
て
波
婆
に
入
山
∴
金
工
純
 
 

陀
（
C
u
已
浮
）
の
最
後
の
供
養
を
受
け
て
病
愈
々
篤
く
行
ア
り
、
漸
く
拘
戸
部
掲
雁
に
入
っ
て
滅
彼
の
邁
海
を
垂
れ
、
老
 
 

婆
凝
門
書
賢
（
S
－
章
乳
d
エ
を
最
後
の
弟
子
と
し
て
遂
に
大
般
捏
柴
に
入
ら
れ
た
こ
と
、
及
び
滅
後
に
於
け
る
鹿
丼
茶
 
 

毘
の
状
況
等
ま
で
仔
細
に
侍
へ
た
も
の
、
先
づ
此
等
の
経
文
が
傭
侍
と
し
て
最
も
重
要
な
も
の
で
、
其
の
他
の
諸
経
 
 

枠
中
に
散
見
す
る
断
片
的
事
件
の
記
銘
を
以
て
補
ふ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
衰
料
を
善
く
按
配
加
工
し
て
一
の
 
 

侍
紀
に
編
め
ば
彿
侍
と
写
0
。
そ
の
編
み
方
に
も
先
づ
些
の
私
意
を
挿
む
こ
と
な
し
に
、
出
凍
る
だ
け
思
案
に
、
原
 
 

典
に
の
み
依
て
編
年
憶
彿
侍
を
作
ら
ん
と
し
た
の
が
所
謂
原
典
翫
味
ま
蓑
の
俳
侍
で
あ
る
。
例
へ
ば
ユ
リ
ウ
ス
デ
ュ
 
 

ト
イ
（
Ⅰ
已
i
u
Ⅵ
】
宮
島
乱
t
）
の
「
彿
陀
の
生
涯
」
（
D
琵
訂
訂
n
 
d
e
s
穿
d
d
訂
）
の
如
き
、
ク
ル
ト
シ
 

誓
m
i
d
t
）
の
「
大
盤
老
の
生
涯
よ
り
観
た
る
彿
陀
」
（
苧
d
d
ぎ
害
S
d
e
m
訂
ぎ
d
e
仏
ぎ
ー
ー
e
已
e
t
e
n
）
の
如
き
、
又
は
 
 

ブ
ル
ー
ス
ク
ー
（
B
r
e
w
賢
r
）
の
「
凝
曇
彿
陀
の
生
涯
L
（
芦
e
I
し
i
新
島
G
。
訂
m
p
t
訂
穿
d
d
訂
）
の
如
き
ー
骨
何
れ
も
 
 

斯
う
し
た
巴
利
彿
典
中
か
ら
原
文
を
牧
草
し
て
編
年
凰
に
組
織
し
た
傭
停
た
ら
ざ
る
も
の
は
な
い
。
然
し
此
の
ま
義
 
 

の
彿
侍
所
究
で
は
材
料
の
取
捨
選
葦
の
上
に
種
々
の
異
見
が
投
せ
ら
れ
る
非
難
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
大
優
に
於
て
食
 
 

も
確
か
な
成
果
を
収
め
て
ゐ
る
と
信
じ
て
宜
い
。
特
に
デ
ュ
ト
イ
の
大
作
は
推
奨
に
位
す
る
と
思
ふ
。
彼
は
傭
侍
を
 
 

巴
刺
沸
教
思
想
研
究
l
こ
つ
い
て
 
 
 



三
期
に
分
ち
、
撃
は
降
誕
前
後
の
光
景
か
ら
成
温
ま
で
▼
笠
三
は
成
造
以
後
晩
年
迄
の
進
化
侍
造
の
状
況
、
而
し
 
 

て
第
三
は
捏
紫
粧
に
記
す
所
の
入
滅
前
後
の
最
後
の
彿
陀
を
侍
へ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
そ
の
資
料
も
中
層
樹
耶
か
ら
採
 
 

っ
た
り
、
本
生
経
の
因
縁
説
話
か
ら
し
た
ら
、
諸
経
要
集
や
竺
眉
阿
耶
か
ら
抜
草
し
た
ト
、
極
め
て
自
由
に
豊
富
 
 

に
集
藤
し
て
あ
り
、
幾
ら
か
要
約
し
た
所
も
め
る
が
大
憶
息
賓
に
原
文
を
燭
詳
し
て
善
く
彿
陀
の
全
生
涯
を
彷
彿
し
 
 

て
ゐ
る
や
う
に
思
ふ
。
シ
ュ
ミ
ッ
ド
の
彿
侍
は
教
義
と
樽
紀
と
二
冊
か
ら
成
っ
て
を
る
そ
の
「
部
で
、
小
冊
子
で
は
あ
 
 

る
が
内
容
極
め
て
堅
賓
で
．
専
ら
大
品
と
・
長
、
中
、
粕
嘩
竺
の
眉
村
耶
と
及
び
法
句
経
と
の
中
か
ら
の
み
改
革
 
 

し
て
あ
る
。
初
単
著
の
焉
め
の
彿
偉
人
門
と
し
て
特
に
推
奨
し
た
い
も
の
で
雪
。
ブ
ル
ー
芸
－
の
近
業
も
書
く
 
 

出
凍
て
ゐ
る
が
大
髄
デ
ュ
ト
イ
を
出
で
な
い
と
思
ふ
。
 
 

以
上
の
や
う
な
原
典
直
謬
髄
の
彿
侍
と
対
立
し
て
批
評
研
究
髄
の
も
の
が
雪
。
例
へ
ば
エ
ド
ワ
ー
ド
ト
ー
マ
ス
 
 

（
E
d
喜
d
J
・
ぎ
m
且
の
最
近
著
「
侍
説
及
び
歴
史
と
し
て
の
彿
陀
の
生
涯
」
（
宕
巳
諦
○
昌
u
d
d
h
…
訂
g
e
n
d
 
 

邑
H
ぎ
ユ
の
如
き
が
夫
れ
で
雪
。
厳
密
に
言
へ
ば
本
書
は
巴
利
の
彿
侍
で
は
な
い
。
普
曜
経
（
∈
－
苧
鼓
弓
エ
 
 

や
大
事
（
夢
冒
a
s
t
u
）
や
法
華
経
（
S
a
d
d
訂
r
字
音
嘗
k
エ
や
神
聖
物
語
（
冒
苫
註
且
の
如
き
梵
文
彿
典
i
 
 

で
採
用
し
て
ゐ
る
外
、
錫
禦
芙
史
や
島
卑
東
方
聖
書
、
そ
の
他
諸
種
の
件
数
雑
誌
の
類
ま
で
参
酌
し
て
あ
γ
9
の
 
 

で
幾
ら
か
歴
史
の
方
面
よ
り
侍
詭
の
方
面
に
注
目
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、
然
し
螢
憬
の
客
気
か
ら
言
へ
ば
矢
張
 
 

ぅ
巴
制
空
ハ
を
ま
と
し
た
も
の
光
る
こ
と
は
疑
な
い
の
で
あ
る
か
ら
鼓
に
述
る
こ
と
も
必
ら
す
し
も
不
曹
で
は
な
い
 
 
 

一
巴
利
彿
敬
思
想
研
究
に
つ
い
て
 
 



と
信
す
る
。
此
書
の
研
究
は
十
七
草
か
ら
成
り
、
彿
陀
の
祖
先
、
家
庭
親
春
、
誕
生
∵
青
少
年
期
、
出
家
、
修
行
及
び
 
 

大
軍
初
特
法
輪
、
教
義
の
宣
侍
、
遊
行
二
十
年
間
の
侍
詭
∵
彿
陀
の
怨
敵
者
達
（
提
琴
蓮
多
と
阿
開
世
）
・
最
後
の
日
、
 
 

の
十
二
単
に
於
て
僚
侍
を
終
り
、
借
囲
、
宗
教
と
し
て
の
係
数
、
暫
畢
と
し
て
の
彿
教
∵
併
陀
と
神
話
∵
彿
陀
と
歴
卑
 
 

及
び
悌
数
と
基
督
教
の
六
章
を
以
て
之
を
禰
ふ
て
ゐ
る
形
で
ぁ
る
。
そ
の
研
究
的
態
度
は
飽
く
ま
で
単
著
風
で
可
成
 
 

り
成
功
の
大
著
で
あ
る
と
思
ふ
。
甫
ほ
此
の
部
類
に
属
す
る
も
の
に
、
ビ
ガ
ソ
デ
ー
（
P
●
屠
呂
d
e
t
）
の
「
緬
旬
侍
に
 
 

於
け
る
凝
曇
傭
陀
の
生
涯
如
ち
侍
寵
L
（
芦
e
巳
諦
。
r
訂
g
e
n
d
。
芸
邑
昌
：
l
l
e
出
u
d
d
訂
O
f
t
ど
こ
㌢
r
m
籍
）
や
ゃ
 
 

ッ
ク
ヒ
ル
（
W
・
R
O
e
k
註
－
）
の
「
カ
ン
デ
ュ
ー
ル
及
び
ク
ソ
デ
ュ
ー
ル
に
於
け
る
西
戎
の
記
錬
よ
り
採
用
せ
る
彿
陀
の
 
 

佳
涯
と
そ
の
原
始
教
骨
史
L
（
≠
e
巳
新
星
ご
計
こ
ぎ
d
d
訂
a
m
d
t
訂
出
ど
せ
H
i
仇
す
『
○
〓
－
i
孤
O
r
d
e
r
、
d
e
r
i
く
e
d
ぎ
m
 
 

ゴ
訂
t
a
n
W
。
r
k
ニ
n
t
訂
B
k
㌢
－
－
g
y
u
r
a
l
－
d
野
草
F
g
y
且
等
が
あ
る
。
前
者
は
凡
そ
十
三
世
紀
以
後
の
作
と
信
せ
 
 

ら
れ
、
本
巴
利
彿
侍
の
「
馨
荘
最
事
」
（
冒
－
㌢
1
詳
腎
等
邑
1
エ
な
る
も
の
を
緬
旬
詳
し
て
彼
囲
に
侍
祷
し
て
ゐ
た
も
 
 

の
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
内
容
は
燃
燈
彿
授
記
の
物
語
か
ら
初
ま
つ
て
全
生
涯
の
こ
と
を
述
べ
、
僻
ほ
入
城
後
に
於
け
 
 

る
数
回
の
傭
典
結
集
の
こ
と
ま
で
に
及
び
、
彿
侍
の
部
分
は
殊
に
詳
述
さ
れ
、
絶
て
二
審
に
裁
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
 
 

る
。
後
者
も
大
鰹
同
じ
や
う
な
内
容
で
、
太
古
か
ら
彿
陀
の
父
浮
飯
王
（
苧
d
d
h
乱
呂
エ
に
至
る
ま
で
の
系
譜
記
述
 
 

に
初
ヰ
で
り
、
割
合
に
簡
虚
に
彿
停
を
結
ん
で
、
滅
後
に
於
け
る
印
度
彿
敦
史
や
西
寂
古
代
史
や
干
騒
音
代
史
を
以
て
 
 

大
部
分
を
占
め
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
此
等
は
温
か
に
第
二
次
的
の
適
作
で
あ
る
け
れ
ど
も
捨
て
野
レ
古
色
を
含
蓄
 
 

巴
利
儒
教
思
惑
廟
究
に
つ
い
て
 
 
 



し
て
ゐ
る
も
の
で
大
に
参
考
に
な
る
と
思
ふ
。
 
 
 

之
を
要
す
る
に
巴
利
彿
典
に
接
る
彿
侍
の
研
究
は
未
だ
完
成
の
域
に
到
達
せ
す
、
成
邁
ま
で
の
状
況
や
、
成
邁
以
 
 

後
数
ヶ
月
の
遊
行
や
、
入
滅
前
後
の
こ
と
は
精
々
明
か
と
な
つ
て
ゐ
て
も
、
四
十
除
年
の
侍
道
期
間
の
事
螢
が
殆
ん
 
 

ど
模
糊
と
し
て
単
著
各
々
見
る
所
を
異
に
し
、
先
つ
此
の
問
の
断
片
的
事
件
に
は
之
を
整
理
す
べ
く
容
易
に
手
も
つ
 
 

け
ら
れ
ね
と
い
ふ
状
態
で
あ
る
か
ら
、
今
後
の
単
著
は
此
の
方
面
に
カ
を
注
ぎ
、
他
の
資
料
と
比
較
校
合
の
上
付
伽
 
 

羅
剃
（
S
邑
g
訂
r
a
】
．
室
）
風
の
研
究
を
畢
ぶ
ペ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
 
 

四
 
 

次
に
は
宗
教
と
し
て
の
沸
教
の
思
想
研
究
方
面
に
つ
い
て
考
へ
て
見
よ
ラ
。
之
は
本
稿
の
最
も
中
心
と
す
る
朗
で
 
 

詳
述
し
た
い
が
紋
幅
の
関
係
上
省
略
を
僚
儀
な
く
さ
れ
る
朗
も
あ
ら
う
。
宗
教
と
し
て
の
彿
敦
研
究
に
は
大
別
す
る
 
 

と
大
琴
一
つ
の
傾
向
が
あ
る
。
夫
れ
は
前
述
の
如
く
原
文
翫
味
ま
義
の
態
度
と
批
評
研
究
主
義
の
そ
れ
で
あ
る
こ
宣
 
 

言
ふ
迄
も
な
い
が
、
・
此
の
二
つ
の
傾
向
は
傭
侍
に
於
け
る
と
同
棲
、
宗
教
と
し
て
の
彿
敦
研
究
の
方
面
に
も
最
も
よ
 
 

く
現
は
れ
て
ゐ
る
。
而
し
て
此
の
方
南
の
研
究
に
は
何
れ
の
態
度
を
と
る
に
し
て
も
、
そ
の
材
料
と
す
る
所
が
ま
と
 
 

し
て
経
及
び
律
で
ぁ
ら
、
諭
に
は
殆
ん
ど
陳
係
が
な
い
こ
と
を
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
代
り
後
に
過
る
沸
教
の
 
 

習
謹
方
面
が
ま
と
し
て
諭
に
遮
っ
て
ゐ
る
や
う
に
想
は
れ
る
。
僻
ほ
ヌ
批
評
研
究
ま
義
を
更
に
分
類
し
て
見
る
と
大
 
 
 

巴
利
彿
致
思
想
研
究
に
つ
い
て
 
 



憶
四
つ
の
傾
向
が
あ
る
と
思
ふ
。
第
一
は
純
粋
数
理
研
究
の
傾
向
、
即
ち
彿
陀
の
説
か
れ
た
人
生
観
や
世
界
観
乃
至
 
 

修
行
解
脱
軌
と
言
っ
た
風
の
四
撃
諦
を
中
心
に
し
て
観
た
る
教
義
の
み
を
研
究
す
る
憩
度
で
ぁ
る
。
彿
陀
の
宗
教
背
 
 

畢
は
他
ノ
ぞ
披
き
に
し
て
も
充
分
之
を
味
ふ
こ
と
が
出
水
る
か
ら
此
の
傾
向
も
大
に
諭
す
る
債
偵
が
あ
る
。
第
二
は
彿
 
 

法
借
の
三
賓
を
ま
と
し
た
封
象
と
し
て
偶
数
の
総
和
を
甑
究
せ
ぅ
と
す
る
傾
向
、
即
ち
教
義
は
彿
陀
の
人
格
や
滑
園
 
 

の
生
活
状
憩
の
賓
際
か
ら
切
♭
放
し
て
畢
燭
に
翫
味
す
る
こ
と
困
難
で
、
少
し
も
正
常
な
理
解
を
作
る
焉
め
に
は
三
 
 

賓
相
聞
の
事
案
を
絶
相
的
に
研
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
態
度
で
ぁ
る
。
第
三
は
更
に
第
二
の
傾
向
の
螢
達
し
た
 
 

も
の
で
、
彿
法
倍
を
中
心
に
研
究
し
乍
ら
問
ほ
贋
く
他
の
宗
致
思
想
等
と
の
比
較
研
究
を
試
み
て
そ
の
異
相
を
詮
表
 
 

せ
ん
と
努
め
た
り
、
後
代
の
散
骨
史
や
数
理
史
を
も
添
加
し
て
原
始
の
形
の
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
ん
と
し
た
ら
す
 
 

る
憩
度
で
あ
る
。
而
し
て
終
り
に
第
四
は
以
上
の
諸
傾
向
を
綜
合
し
て
初
華
人
門
の
者
に
便
せ
ん
が
虐
め
甲
問
乙
答
 
 

の
食
詰
膿
を
以
て
借
款
の
全
般
を
容
易
に
理
解
せ
し
め
や
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
諸
種
の
併
散
開
答
書
は
此
の
意
 
 

味
に
於
て
試
み
ら
れ
た
成
果
で
あ
る
。
 
 
 

先
づ
初
め
に
原
典
翫
味
ま
義
の
彿
致
思
想
研
究
に
つ
い
て
二
三
の
例
′
空
拳
ぐ
る
な
ら
ば
、
オ
ル
デ
シ
ベ
ル
グ
の
「
彿
 
 

陀
の
敷
設
」
（
R
乳
e
n
d
e
s
 
P
d
d
－
－
p
）
と
か
、
ワ
ッ
レ
ン
（
W
弓
r
e
n
）
の
「
詔
澤
偶
数
」
（
P
d
d
1
1
i
琶
i
n
ゴ
P
邑
a
t
i
O
n
且
 
 

と
か
、
カ
ー
ル
ザ
イ
ブ
ン
ス
ッ
ツ
ケ
ル
（
内
a
r
－
S
監
e
n
裟
e
k
e
r
）
の
「
翻
繹
巴
利
彿
敦
」
（
P
裂
・
P
d
d
h
i
岩
u
S
i
n
缶
b
e
r
・
 
 

常
倉
己
－
1
g
e
n
）
と
か
、
そ
の
他
小
冊
子
で
は
み
る
が
ツ
イ
ン
メ
ル
（
出
∵
欝
m
m
e
r
）
の
「
カ
ル
†
シ
」
（
粥
罵
m
岩
）
や
、
サ
 
 

巴
利
沸
教
思
想
研
究
l
こ
つ
い
て
 
 
 



一
六
二
 
 

巴
制
沸
教
思
想
研
究
に
つ
い
て
 
 

タ
ン
ダ
ー
ス
（
声
 
J
●
S
昌
n
d
e
r
∞
）
の
「
沸
教
の
心
髄
」
や
、
前
に
述
べ
た
シ
ユ
、
、
、
ッ
ド
の
解
放
へ
の
造
よ
り
観
た
る
 
 

傲
陀
久
野
・
監
h
寧
－
d
篭
竜
e
g
昌
r
 
E
r
】
厨
已
壷
）
等
も
曹
此
l
の
類
の
彿
敦
研
究
書
で
あ
る
。
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
の
此
の
 
 

遺
著
は
仝
憬
四
部
よ
ら
伊
シ
、
第
一
は
彿
陀
の
生
涯
と
人
格
と
に
つ
い
て
、
第
二
は
教
義
即
ち
世
間
苦
と
解
脱
、
第
 
 

三
は
信
囲
生
活
及
び
戒
律
並
に
在
俗
信
者
、
第
四
は
嘗
聡
因
縁
物
語
（
本
生
軽
）
と
言
ふ
風
に
名
づ
け
、
長
、
中
、
粕
喝
 
 

埠
一
の
四
月
村
耶
は
言
ふ
に
及
ば
ず
、
そ
の
他
法
句
経
、
本
生
経
、
詩
経
要
集
、
長
老
喝
長
老
尼
侶
、
優
陀
邦
及
び
 
 

自
ら
公
刊
し
た
毘
奈
耶
等
の
多
方
面
の
巴
利
彿
典
か
ら
合
計
百
四
十
一
篇
を
採
用
し
て
純
粋
な
本
文
紹
介
の
み
を
燭
 
 

評
に
依
て
試
み
ら
れ
た
良
書
で
あ
る
。
同
氏
が
骨
て
も
全
般
の
基
本
的
密
議
を
輿
へ
ん
と
し
た
名
著
で
あ
る
。
即
ち
 
 

そ
の
第
一
部
が
沸
教
の
根
本
敷
設
要
約
で
、
此
の
中
に
四
撃
諦
、
三
法
印
、
五
蕗
、
三
法
印
の
所
有
者
と
し
て
の
五
鹿
、
 
 

縁
起
、
業
と
成
熟
、
世
界
と
輪
廻
、
担
架
、
世
間
と
捏
紫
の
九
章
を
組
み
立
て
～
計
百
二
経
文
を
引
用
し
、
第
二
部
が
一
 
 

温
徳
諭
で
、
此
の
中
に
世
間
造
と
出
世
間
道
、
認
識
、
道
徳
的
健
筆
確
定
、
罪
と
徳
の
五
茸
ぉ
人
れ
て
計
六
十
五
経
 
 

文
を
珠
揮
し
、
第
三
部
は
藤
井
の
信
者
で
、
此
の
中
に
綜
依
の
形
式
、
彿
陀
、
敷
設
、
出
家
借
園
、
在
俗
信
者
と
出
家
、
 
 

斐
造
の
弟
子
の
六
章
を
収
め
て
計
四
十
の
し
た
「
彿
陀
」
の
姉
妹
篇
と
も
耕
す
べ
き
も
の
で
、
正
し
く
此
の
種
の
第
 
 

一
位
に
立
つ
べ
き
も
の
と
信
す
る
。
ワ
ッ
レ
ン
の
書
は
材
料
幾
ら
か
前
者
ほ
ど
乾
速
さ
れ
て
ゐ
な
い
弊
は
あ
る
が
内
 
 

容
大
髄
同
じ
や
う
な
も
の
で
、
彿
陀
、
戚
壁
的
存
在
、
菜
と
輪
廻
、
藤
尾
と
捏
柴
、
借
囲
の
五
萄
 
計
盲
二
、
三
尊
を
 
 

抄
出
英
辞
し
た
も
の
、
亜
米
利
加
出
版
と
し
て
捻
ら
し
い
の
で
有
名
で
あ
る
。
ゲ
イ
ダ
ン
ス
ヅ
ッ
ケ
ル
の
書
は
大
燈
オ
 
 
 



γ
デ
ゾ
ベ
ル
グ
と
同
株
の
材
粁
を
扱
っ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
他
に
如
是
語
経
（
Ⅰ
（
i
邑
㌻
k
ェ
や
小
謡
（
字
u
d
d
計
p
嘗
エ
 
 

や
殉
磨
文
（
句
軒
2
m
…
．
且
等
を
も
引
用
し
、
三
部
二
十
章
に
纏
め
て
彿
敢
経
文
を
抜
取
し
て
ゐ
る
。
賓
に
堂
々
光
 
 

る
も
の
で
此
ル
類
の
白
眉
と
耕
し
て
宜
か
う
フ
。
巴
利
彿
敦
の
要
諦
は
此
の
一
審
に
依
て
充
分
領
解
す
る
こ
と
が
髄
 
 

乗
る
と
思
ふ
。
そ
の
他
の
小
者
に
つ
い
て
は
編
纂
の
上
に
多
少
の
特
徴
が
な
い
で
も
な
い
が
弦
に
は
省
略
す
る
。
 
 
 

次
に
批
評
研
究
ま
義
の
中
で
そ
の
第
一
傾
向
と
も
辞
す
べ
き
純
粋
数
理
研
究
に
つ
い
て
二
三
の
例
を
示
す
な
ら
ば
・
 
 

グ
ヲ
ル
グ
グ
三
（
G
彗
g
G
r
i
呂
）
の
遍
性
の
宗
教
た
る
傭
陀
の
教
養
」
（
D
5
・
…
r
e
d
e
山
野
d
d
ト
妄
e
監
督
n
 
 

d
頂
く
e
r
2
日
詩
）
や
、
べ
っ
ク
シ
ン
エ
J
・
W
e
t
t
訂
S
i
n
－
1
エ
山
1
係
数
の
特
徴
L
（
±
訂
S
i
n
官
等
i
ギ
O
r
P
d
d
h
訂
）
や
、
 
 

小
冊
子
で
は
あ
る
が
ヘ
ル
マ
ン
ペ
ッ
ク
（
苧
m
a
n
n
評
k
I
－
）
の
1
沸
教
」
（
匿
d
l
l
i
喜
仇
）
と
か
、
り
言
ビ
ッ
ド
夫
人
 
 

の
「
彿
教
規
範
の
研
究
と
し
て
の
彿
致
ト
（
野
d
d
h
i
き
忘
S
－
u
d
：
…
1
2
ぎ
d
d
詳
什
ぎ
r
m
）
と
か
言
ふ
如
き
も
の
も
 
 

此
の
部
類
に
麗
す
る
も
の
で
あ
る
。
▼
グ
リ
ム
の
蕃
は
標
題
の
暗
示
す
る
如
く
理
性
的
宗
教
と
し
て
の
彿
敦
の
要
諦
を
 
 

善
く
示
し
た
も
の
で
、
内
容
は
重
く
苦
、
集
∵
滅
、
造
の
周
豊
諦
の
み
セ
詳
細
に
論
評
し
て
彿
陀
の
宗
教
哲
畢
を
願
明
 
 

せ
ん
と
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
。
苦
諒
と
J
て
は
若
僧
の
梗
飯
、
人
格
、
苦
情
の
世
界
苦
偶
の
ま
憶
と
い
ふ
四
題
の
 
 

下
に
論
じ
、
集
諦
と
し
て
．
は
概
説
、
老
と
死
・
」
－
苦
悩
の
最
近
催
件
と
し
て
の
年
輪
廻
の
催
件
、
翰
姐
の
進
行
及
 
 

び
業
詭
、
褐
変
の
催
件
、
行
、
無
明
と
い
ふ
七
項
の
下
に
説
き
、
温
諦
と
し
て
は
八
正
道
・
一
々
の
道
程
、
藤
走
の
方
 
 

便
等
の
題
下
に
論
評
す
る
と
い
ふ
風
で
、
瑚
豊
富
、
典
按
正
確
、
賓
に
此
の
稀
沸
教
概
論
の
白
眉
で
あ
る
と
言
つ
 
 

巴
利
俳
敢
思
想
研
究
l
ニ
つ
い
て
 
 
 



一
大
四
 
 

巴
利
伸
致
思
想
研
究
l
こ
つ
い
て
 
 

て
宜
い
。
正
に
原
典
研
究
に
於
け
る
ザ
イ
ブ
ン
ス
チ
エ
ツ
ケ
ル
の
書
と
饗
壁
た
る
観
が
あ
る
。
シ
ソ
ハ
の
錫
蘭
出
版
 
 

書
は
賓
に
能
く
彿
敢
の
特
徴
を
二
百
二
十
一
項
に
亘
っ
て
列
拳
し
た
入
門
書
で
、
彿
数
と
他
の
宗
致
と
を
比
較
し
た
 
 

所
に
興
味
が
あ
云
。
中
に
は
聯
か
成
心
せ
ぬ
読
も
あ
る
が
、
之
は
我
々
の
研
究
と
憩
度
を
異
に
し
て
ゐ
る
結
果
で
め
 
 

ら
う
。
著
限
鮎
の
怜
利
な
所
に
敬
意
を
表
し
て
を
く
。
ペ
ッ
ク
の
「
係
数
」
は
ま
に
修
行
軌
を
説
い
た
も
の
で
、
そ
の
 
 

由
凍
を
喩
伽
暫
単
に
求
め
、
そ
の
道
程
を
信
∵
戎
、
定
、
慧
、
解
脱
の
五
段
に
つ
い
て
説
明
し
て
ゐ
る
。
リ
ス
デ
ビ
ッ
ド
 
 

夫
人
の
書
も
何
れ
か
と
言
へ
ば
彿
致
の
修
行
に
つ
い
て
主
に
論
究
し
た
も
の
で
、
無
我
説
と
し
て
の
規
範
、
因
果
律
 
 

と
ト
て
の
規
範
、
道
徳
律
と
し
て
の
規
範
、
理
想
と
し
て
の
規
範
、
理
想
の
問
題
、
法
の
意
味
と
い
ふ
風
に
諸
種
の
 
 

ノ
ル
ム
を
沸
教
か
ら
引
用
綜
合
し
た
珍
書
で
あ
る
。
精
々
特
種
な
方
面
で
は
あ
る
が
教
義
を
専
研
し
た
類
の
も
の
に
 
 

相
違
あ
る
よ
い
と
思
ふ
っ
 
 
 

次
に
批
評
研
究
の
琴
一
傾
向
と
旦
一
日
ふ
べ
き
三
貴
中
心
に
沸
教
の
概
観
を
得
ん
と
す
る
類
に
つ
い
て
数
個
の
例
を
 
 

馨
ぐ
る
と
、
オ
ル
デ
ソ
ベ
ル
グ
の
「
彿
陀
、
そ
の
生
産
．
そ
の
敷
設
、
そ
の
倍
囲
」
（
浮
d
d
h
p
－
S
e
i
n
訂
b
昌
－
S
。
i
n
e
 
 

訂
】
一
r
e
二
軋
n
e
 
G
e
m
e
i
n
d
e
）
や
、
エ
リ
ウ
ニ
二
フ
ィ
ナ
ー
（
J
u
－
i
u
s
R
e
i
n
e
r
）
の
「
偶
数
、
教
養
な
る
在
俗
信
者
の
虜
め
に
」
 
 

（
ロ
e
r
穿
d
d
h
i
s
m
u
0
0
ー
苧
g
e
b
i
l
d
e
t
e
 
F
ロ
i
e
n
）
や
、
リ
ー
ド
（
声
A
・
謬
e
d
）
の
「
原
始
彿
致
、
の
起
源
及
び
敷
設
」
 
 

（
P
r
i
m
i
t
i
扁
字
d
d
h
i
彗
∵
｛
s
O
r
直
n
昌
d
 
T
e
g
E
n
唱
）
や
、
ア
ル
ブ
レ
ッ
ド
ラ
ッ
セ
ル
（
A
－
芽
d
 
R
O
壷
e
－
）
の
「
原
始
 
 

傭
傲
ち
し
り
や
息
d
苫
眉
e
苫
m
i
t
i
『
）
や
、
一
ス
！
フ
ウ
ニ
C
・
づ
誓
書
S
旭
）
の
「
併
催
と
そ
の
教
義
」
（
T
l
l
e
嘩
乞
毎
厨
 
 
 



a
n
d
H
i
s
ロ
邑
r
i
n
e
）
や
、
り
そ
7
ピ
グ
ド
の
「
併
敏
郎
ち
魔
曇
彿
陀
の
生
涯
と
数
詭
と
の
概
論
L
（
野
d
d
b
i
s
m
こ
軋
n
g
 
 

A
 
S
k
e
訂
F
 
O
f
t
ど
∴
ロ
詳
＝
岩
d
 
↓
e
胃
h
i
n
g
s
O
f
G
呂
t
P
m
p
 
t
h
e
出
u
d
d
h
P
）
と
か
「
初
期
彿
致
L
（
E
a
r
－
y
出
已
d
E
告
）
と
 
 

か
、
又
は
ピ
ッ
シ
ヱ
ル
（
R
・
増
訂
乙
完
－
）
の
「
彿
陀
の
生
涯
と
敷
設
」
（
F
e
b
2
n
ロ
n
d
訂
F
r
2
d
ま
 
出
u
d
d
訂
）
等
は
常
備
法
 
 

倍
の
三
方
面
の
研
究
を
ま
に
し
た
彿
数
概
念
で
あ
る
。
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
の
名
著
は
緒
論
に
於
て
印
度
と
借
款
、
彿
 
 

陀
以
前
に
於
け
る
印
度
の
汎
神
敦
及
び
厭
世
主
義
、
出
家
ま
義
と
借
囲
の
三
項
を
論
じ
て
そ
の
内
に
彿
致
の
由
雄
を
 
 

尋
覚
し
、
次
に
第
一
鮨
に
入
っ
て
彿
侍
を
記
し
．
樽
設
の
性
質
、
小
説
及
び
神
話
、
彿
陀
の
少
時
垂
訓
の
開
始
、
彿
 
 

陀
の
事
業
、
彿
陀
の
入
滅
の
五
項
の
下
に
全
権
涯
イ
ぞ
述
べ
、
第
二
編
を
係
数
致
説
と
名
け
て
苦
、
準
滅
、
造
の
四
諦
 
 

を
説
明
し
、
終
り
に
第
三
編
を
彿
弟
子
の
倍
囲
と
解
し
て
出
家
の
日
常
生
活
や
戒
律
の
こ
と
を
約
言
し
て
ゐ
る
。
之
 
 

を
以
て
見
て
も
純
然
た
る
原
始
彿
敦
概
論
で
終
始
し
、
彿
滅
後
に
於
け
る
歴
史
的
慶
遷
な
ど
三
一
口
も
触
れ
て
を
ら
ぬ
 
 

こ
と
を
知
る
で
あ
ら
う
。
之
が
此
の
第
二
傾
向
の
特
徴
で
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
は
世
己
に
定
評
あ
り
、
更
に
筆
書
 
 

原
典
を
離
れ
た
批
評
的
研
究
の
態
度
を
と
つ
て
ゐ
る
。
リ
ー
ド
 

を
弄
す
る
に
及
ば
な
い
で
あ
ら
う
が
、
巴
利
彿
典
通
暁
の
第
一
人
者
た
る
同
氏
の
人
格
か
ら
観
て
も
充
分
之
を
信
す
 
 

る
に
足
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ナ
ー
の
書
は
僅
か
に
内
容
六
章
よ
り
成
♭
、
印
度
の
文
学
と
文
化
、
彿
侍
、
彿
致
の
根
 
 

本
敷
設
、
捏
琴
道
徳
訓
、
出
家
、
苦
行
者
及
び
群
論
家
と
題
し
て
大
磯
三
貿
を
概
論
し
て
ゐ
る
が
前
記
の
書
以
上
に
 
 

の
原
始
彿
敦
は
十
一
章
よ
り
成
♭
、
原
始
彿
数
、
種
 
 

種
の
彿
陀
、
凝
曇
彿
陀
の
沸
教
徒
記
述
、
彿
陀
の
歴
史
的
概
説
、
係
数
の
敷
設
、
彿
数
倍
囲
、
初
期
彿
数
文
革
、
結
論
 
 

巴
利
偶
数
思
想
研
究
ド
ゥ
い
て
 
 
 



巴
利
係
数
思
想
研
究
に
つ
い
て
 
 

一
六
声
 
 

と
言
っ
た
風
に
前
記
の
書
類
よ
り
精
々
内
容
多
面
に
亘
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
判
る
。
此
の
種
の
も
の
と
し
て
特
上
初
単
 
 

音
の
食
め
に
推
賞
し
て
可
い
著
述
で
あ
る
。
リ
ス
デ
ビ
ッ
ド
の
「
沸
教
」
は
二
萬
数
千
を
出
し
た
世
界
的
の
名
著
で
、
 
 

内
容
も
益
々
豊
富
に
発
寒
し
、
初
め
に
傭
侍
至
一
章
に
亘
っ
て
遽
ペ
、
次
に
彿
樽
の
根
本
敦
琴
 
次
に
彿
敦
道
徳
、
 
 

次
に
借
囲
、
J
次
に
彿
陀
に
関
す
る
侍
詭
、
更
に
終
り
に
は
彿
滅
彼
の
印
度
沸
教
推
移
の
状
況
か
ら
西
戎
や
真
部
、
朝
 
 

鮮
、
日
本
等
の
彿
故
に
よ
で
言
及
し
て
ゐ
る
。
「
初
期
偶
数
」
は
更
に
之
を
簡
約
し
た
や
う
な
も
の
で
、
初
畢
老
の
食
 
 

め
に
極
め
て
有
益
な
数
理
批
判
書
で
あ
る
と
思
ふ
。
ラ
′
ツ
セ
ル
の
原
始
偶
数
は
全
く
オ
ル
デ
ソ
ベ
ル
グ
の
彿
陀
と
彷
 
 

彿
た
浅
内
容
で
、
序
論
の
次
に
第
一
部
を
傭
陀
と
し
、
第
二
部
を
達
磨
と
し
、
而
し
て
箪
二
部
を
借
伽
と
還
し
て
終
 
 

っ
て
ゐ
る
。
そ
の
他
ス
ト
ラ
ク
ス
や
ピ
ッ
シ
ヱ
ル
の
書
に
つ
い
て
は
鈴
与
言
ふ
こ
と
は
な
い
小
冊
子
で
あ
る
。
 
 

平
等
F
i
O
h
t
e
i
ロ
I
n
d
i
2
n
い
E
i
n
2
D
a
r
s
邑
－
u
n
g
d
2
r
訂
ぎ
2
Ⅰ
－
2
乙
宮
s
口
h
i
c
h
訂
d
2
r
寧
一
d
d
l
－
i
s
t
i
s
e
h
e
宇
内
i
r
e
h
e
）
と
 
 

之
を
簡
約
し
た
「
印
度
沸
教
必
携
し
（
試
買
曽
－
○
『
l
n
d
i
岩
戸
d
d
－
－
i
芸
l
）
と
を
奉
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
彼
は
巴
 
 

と
見
て
美
文
な
ぃ
の
で
逆
に
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
「
彿
敦
」
は
そ
の
陣
容
を
固
巷
二
備
に
分
ち
、
第
一
幕
を
 
 

彿
陀
と
適
し
、
傭
陀
博
詭
と
そ
の
吟
味
と
教
義
に
於
け
る
傭
陀
と
の
三
篇
に
之
を
記
適
し
．
第
二
巻
を
達
磨
と
嫁
し
▼
 
 

●   

外
の
資
料
を
も
多
分
に
参
考
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
大
健
の
研
究
憩
度
は
此
の
第
三
傾
向
の
代
表
的
な
も
 
 

（
出
「
］
罰
誓
n
）
の
（
沸
教
と
印
度
偶
数
史
、
即
ち
彿
数
々
骨
の
教
義
及
歴
史
の
解
詭
」
（
D
つ
r
 
P
d
d
h
i
∽
m
宏
u
n
d
軋
貌
 
 

次
に
批
評
研
究
の
第
三
傾
向
と
も
云
ふ
べ
き
比
較
研
究
風
の
も
の
に
つ
き
二
三
の
例
を
馨
ぐ
る
と
．
 
 

先  
づ  

ケ  

ノy  

’、y  



法
の
概
念
と
世
界
観
と
阿
見
達
磨
と
道
徳
と
の
四
貸
に
依
て
之
を
述
べ
、
第
三
巷
を
付
伽
と
題
し
、
借
囲
と
受
戒
七
 
 

衣
食
住
と
戒
律
と
8
常
生
活
と
藤
井
と
の
六
篇
に
亘
っ
て
詳
述
し
∵
更
に
第
因
巷
を
散
骨
史
と
命
名
し
て
．
第
一
劇
 
 

を
俄
滅
よ
り
阿
膏
王
迄
、
琴
一
期
を
阿
育
王
か
ら
迦
脱
色
迦
王
ま
で
、
第
三
期
を
迦
膵
色
迦
か
ら
中
世
紀
の
束
展
∵
 
 

印
度
に
於
て
彿
敦
の
衰
滅
す
る
ま
で
の
こ
と
ぉ
記
し
て
ゐ
る
。
異
常
な
努
力
に
成
っ
た
不
朽
の
名
著
で
は
あ
る
が
、
 
 

我
々
は
寧
ろ
之
が
精
髄
を
牧
草
し
た
形
の
「
印
度
彿
敢
必
携
L
の
方
を
造
に
傑
作
と
信
じ
た
い
も
の
で
あ
る
。
此
藤
 
 

ヶ
ル
シ
風
の
‘
研
究
が
更
に
境
大
す
る
と
ケ
ッ
ベ
ン
（
C
・
声
只
誉
e
n
）
の
「
彿
陀
の
宗
教
と
そ
の
遊
撃
（
D
i
e
茫
i
g
i
牒
 
 

d
e
s
野
d
d
訂
二
呂
d
i
】
－
r
e
E
乏
蒼
】
一
弓
g
）
の
如
き
大
著
と
な
る
。
其
の
他
バ
ー
デ
イ
（
出
∵
耳
弓
d
ユ
の
「
舌
代
巴
利
経
文
に
 
 

墟
る
沸
教
L
（
冒
r
．
芽
d
d
－
計
m
u
＝
藍
】
l
巴
訂
r
e
n
謀
】
i
・
焉
r
訂
n
）
や
、
ア
ー
ナ
ン
ダ
ク
マ
ー
ラ
ス
バ
ー
ミ
ー
（
A
n
呂
d
p
 
 

㌻
害
r
霊
室
ゴ
ユ
の
1
彿
陀
と
係
数
の
頑
固
L
（
P
d
d
訂
邑
t
｝
－
e
G
蓮
e
l
O
f
賢
】
d
h
ぎ
）
や
、
レ
ー
：
（
空
く
．
 
 

訂
’
m
呂
n
）
の
↓
印
度
宗
波
と
し
て
、
世
界
宗
教
と
し
て
の
係
数
」
（
冒
r
穿
d
d
h
i
s
m
宏
 
已
s
 
i
－
1
d
山
s
邑
l
の
哲
打
訂
－
巴
弘
 
 

尋
d
t
r
d
i
g
i
。
n
）
や
、
ナ
ラ
ス
（
憎
・
L
穿
r
琶
）
の
「
沸
教
の
精
髄
し
（
T
h
e
国
語
n
籍
O
f
浮
d
d
F
訂
m
）
等
、
何
れ
も
皆
 
 

他
の
傾
向
に
線
括
す
べ
き
贋
汎
な
沸
教
概
論
で
あ
ら
う
。
一
々
紹
介
す
る
の
追
は
な
い
。
 
 
 

終
り
に
批
諌
康
究
の
第
町
傾
向
と
見
る
べ
き
沸
教
問
答
書
に
つ
い
て
一
瞥
せ
う
。
オ
ル
コ
ッ
ト
 
（
牢
S
．
〇
l
邑
t
）
 
 

の
「
沸
教
問
答
L
（
営
d
d
h
i
裟
s
註
e
r
内
a
｛
e
c
訂
m
u
仇
）
や
、
ス
バ
ド
ラ
比
丘
（
S
各
h
乱
r
p
寧
i
k
賢
エ
の
「
彿
敦
問
答
、
彿
 
 

陀
登
皇
の
教
義
概
論
し
（
A
野
d
d
h
訂
t
C
P
計
茅
ヨ
、
S
O
－
1
旨
e
。
f
－
訂
冒
t
r
㌻
e
O
ご
h
e
賢
覧
l
三
宮
匡
層
）
等
は
 
 

巴
劇
悌
敦
思
惑
顔
究
に
つ
い
て
 
 
 



巴
利
悌
敦
息
感
研
究
に
つ
い
て
 
 

↓
大
入
 
 

此
の
類
の
も
⊥
の
で
あ
る
。
前
者
は
必
ら
ゃ
し
も
巴
利
の
み
を
典
壊
と
し
た
も
の
と
は
言
へ
な
い
が
、
大
要
原
始
彿
敦
 
 

を
中
心
に
、
之
室
二
百
八
十
六
項
の
問
答
と
し
て
解
説
し
．
彿
数
の
根
本
信
條
十
四
ケ
催
な
ど
を
附
磁
と
し
て
載
せ
 
 

た
面
白
い
書
で
あ
る
。
後
者
は
ま
と
し
て
巴
利
経
文
に
依
っ
た
も
の
で
公
憤
智
百
七
十
一
問
答
に
解
説
し
て
ゐ
る
。
 
 

然
し
此
の
種
の
も
の
は
頗
る
難
事
業
で
、
除
ら
に
著
者
の
個
性
が
現
は
れ
過
ぎ
る
傾
あ
ト
、
除
程
原
文
に
精
通
し
た
 
 

大
人
終
着
に
非
る
限
り
良
書
を
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
ふ
。
 
 
 

要
す
る
に
宗
教
と
し
て
の
彿
敦
の
思
想
研
究
は
凡
そ
上
述
の
諸
方
面
に
依
て
渇
き
て
を
る
と
思
惟
す
る
が
、
巴
利
 
 

偶
数
の
研
究
と
し
て
は
此
の
方
面
が
泰
西
畢
者
の
ま
に
金
力
を
傾
注
し
て
ゐ
る
所
で
あ
る
だ
け
可
打
ア
り
成
功
し
て
ゐ
 
 

る
と
信
す
る
。
戯
し
史
的
費
展
に
於
け
る
彿
敦
思
想
の
推
移
が
完
全
に
開
明
さ
れ
ざ
る
限
ら
、
巴
利
経
文
だ
け
で
は
 
 

巴
利
経
文
を
充
分
理
解
す
る
こ
と
困
難
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
後
の
聾
者
は
偶
数
史
を
通
じ
て
原
始
併
典
を
研
究
す
 
 

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ら
う
。
 
 

玉
 
 

東
に
宗
教
と
し
て
よ
り
以
外
の
粘
か
ら
観
た
る
巴
利
併
典
中
に
現
は
れ
し
諸
思
想
の
研
究
と
し
て
は
次
の
五
項
に
 
 

亘
っ
て
概
越
し
て
置
く
こ
と
～
す
る
。
即
ち
第
一
は
哲
畢
的
方
面
で
、
倫
琴
論
理
∵
心
理
二
認
識
論
等
の
研
究
を
指
 
 

す
の
で
あ
る
。
第
二
は
歴
卑
 
地
理
的
方
面
で
、
巴
利
彿
典
を
通
じ
て
彿
陀
時
代
の
印
度
の
地
理
や
歴
史
を
考
察
せ
 
 
 



，
フ
と
す
る
研
究
で
ぁ
る
。
第
三
は
科
挙
的
方
面
で
一
物
理
、
化
畢
生
物
畢
生
理
学
動
植
物
撃
啓
攣
天
文
暦
数
 
 

等
の
研
究
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
第
四
は
社
曾
学
的
方
面
で
∵
法
律
、
経
済
∵
政
令
組
織
等
の
研
究
を
指
す
の
で
あ
る
。
 
 

而
し
て
第
五
に
は
文
筆
語
畢
の
方
面
で
、
諸
種
の
言
語
畢
的
研
究
が
此
の
中
に
包
括
さ
れ
る
渾
で
あ
る
。
大
健
此
 
 

れ
だ
け
の
項
目
を
列
馨
し
て
置
け
ば
此
の
種
の
巴
利
思
想
研
究
は
何
れ
か
に
硫
せ
ら
れ
得
る
と
思
ふ
。
 
 
 

第
石
膏
畢
的
方
面
に
つ
い
て
見
る
と
、
之
が
主
に
阿
毘
磨
と
関
係
あ
る
こ
と
は
前
週
の
や
う
で
あ
る
。
例
へ
ば
 
 

グ
リ
ム
の
「
沸
教
の
科
畢
L
（
D
i
2
J
憲
籍
舅
訂
詩
d
e
昌
u
d
d
h
i
s
巨
u
仇
）
と
い
ふ
名
著
が
あ
る
。
内
容
十
二
章
よ
り
成
り
・
 
 

印
度
思
想
の
精
撃
た
る
彿
散
々
義
、
傭
陀
の
敷
設
に
於
け
る
自
我
の
問
題
－
彿
陀
の
敷
設
は
科
挙
打
r
り
や
、
奥
の
形
 
 

而
上
撃
と
似
而
非
形
而
上
攣
認
識
の
限
界
．
係
数
々
義
と
頑
の
観
念
、
無
我
－
梵
と
達
磨
、
彿
陀
の
敷
設
に
照
ら
さ
 
 

れ
た
る
カ
と
要
素
、
彿
陀
の
敷
設
に
照
ら
さ
れ
た
る
魔
術
、
宗
教
的
稟
性
、
彿
数
的
解
説
と
い
ふ
や
う
な
題
下
に
沸
 
 

教
思
想
の
特
徴
を
よ
く
縦
横
に
論
評
L
て
ゐ
る
。
同
様
の
傾
向
は
パ
タ
ル
グ
ル
ケ
（
P
邑
D
a
≡
k
e
）
の
著
書
中
最
も
 
 

屡
々
現
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
中
の
一
書
「
宗
教
及
び
道
徳
と
し
て
の
彿
敦
」
（
出
已
d
－
1
訂
m
u
…
】
肪
茫
i
g
i
O
n
u
n
d
旨
r
已
）
 
 

の
中
に
は
、
宗
教
と
は
何
ぞ
や
、
倍
と
宗
教
、
信
の
票
数
の
文
化
償
嘩
人
は
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ー
基
本
的
 
 

彿
陀
敷
設
．
彿
敦
の
宗
教
的
要
素
．
捏
撃
と
般
捏
琴
沸
教
に
於
け
る
苦
悩
、
経
験
の
宗
教
と
し
て
の
彿
敦
、
沸
教
 
 

に
於
け
る
紳
の
観
念
、
彿
致
の
敦
骨
、
出
家
と
布
嘩
道
徳
と
し
て
の
傭
敦
、
乃
至
係
数
の
滞
凍
等
二
十
題
目
の
下
に
 
 

沸
教
の
異
義
を
開
明
す
べ
く
巧
み
に
名
論
卓
説
を
出
し
て
ゐ
る
。
又
む
の
一
著
「
彿
教
諭
集
L
（
出
已
d
F
i
諷
出
撃
y
叩
こ
r
．
 
 

巴
利
併
数
思
想
研
究
に
つ
い
て
 
 
 



ヽ  

巴
劉
備
秋
風
想
研
究
に
つ
い
て
 
 

】
七
C
 
 

す
琶
針
鼠
⊇
）
の
中
に
も
．
提
琴
紳
．
業
、
識
、
死
後
、
中
温
、
苦
行
、
婿
人
、
世
界
の
始
終
、
不
可
思
講
、
傷
痕
の
 
 

世
界
的
使
命
等
の
興
味
あ
る
問
題
を
論
じ
、
同
じ
く
そ
の
一
書
「
沸
教
と
人
間
の
精
細
生
活
に
於
け
る
そ
の
地
位
L
 
 

（
野
鼠
d
h
i
琶
a
＝
d
i
t
払
ヨ
罵
i
－
1
t
訂
岩
訂
n
邑
巳
許
O
f
巨
岩
k
i
n
d
）
の
中
に
も
、
史
的
超
史
的
現
象
と
し
て
の
儒
教
．
 
 

概
念
よ
封
象
、
〉
現
賓
の
構
成
、
小
説
及
び
仮
説
と
し
て
の
信
仰
と
科
挙
、
概
念
．
自
我
、
乃
至
五
題
と
か
、
意
識
と
 
 

か
、
無
明
と
か
、
韓
生
と
か
い
ふ
風
の
興
味
津
々
た
る
十
七
題
下
に
巴
利
沸
教
を
論
じ
て
ゐ
る
。
そ
の
他
ハ
ン
ス
ム
フ
 
 

（
冒
呂
敬
一
試
邑
・
）
の
「
彿
陀
の
世
界
」
（
D
山
e
宅
e
－
t
 
d
e
敬
H
ど
d
d
訂
）
と
か
、
ピ
グ
ロ
ー
（
出
i
g
e
－
C
且
の
「
彿
敦
と
不
滅
」
 
 

（
穿
d
d
h
訂
m
昌
d
 
H
m
ヨ
。
r
邑
i
t
ユ
と
か
、
リ
ス
デ
ビ
ッ
ド
夫
人
の
名
著
「
彿
歓
心
理
学
L
（
冒
d
d
h
i
s
t
勺
s
嵩
h
已
O
g
y
）
等
 
 

も
此
の
部
類
に
収
め
ら
る
べ
き
立
派
な
研
究
で
あ
る
。
要
す
る
に
此
の
種
の
自
由
討
究
と
し
て
は
資
料
の
選
揮
が
最
 
 

も
問
題
と
な
る
の
に
、
そ
の
鮎
に
充
分
成
功
し
て
ゐ
る
も
の
は
先
つ
鮮
い
と
言
っ
て
よ
い
。
今
後
の
聾
者
の
大
に
心
 
 

得
べ
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
第
二
の
歴
史
地
理
方
面
の
も
の
で
は
殖
外
の
傭
敦
資
料
で
は
あ
る
が
儲
前
の
大
史
、
島
史
の
研
究
と
か
、
巴
 
 

刺
の
那
先
比
丘
経
の
研
究
と
か
、
阿
育
王
碑
文
の
研
究
な
ど
是
非
塵
考
す
べ
き
も
の
で
ぁ
る
が
、
此
等
の
研
究
は
史
 
 

的
肢
践
を
辿
る
尋
究
で
あ
る
か
ら
泰
西
畢
者
の
最
も
得
意
と
す
る
鱒
▼
 
そ
、
、
ス
（
≠
A
・
S
m
i
t
F
）
や
セ
ナ
ー
ル
（
声
 
 

梁
窒
昆
や
プ
リ
ン
セ
ッ
プ
 
（
J
・
守
i
毒
p
）
や
ブ
ユ
ー
ラ
ー
（
望
≡
宅
）
等
の
二
流
畢
者
多
く
此
の
方
面
に
成
功
し
て
 
 

ゐ
る
や
う
に
想
は
れ
る
っ
特
に
巴
利
彿
典
か
ら
研
究
し
た
此
の
種
の
名
著
と
し
て
は
リ
カ
ー
ド
フ
ィ
ヅ
ク
 
（
R
i
駐
中
邑
 
 
 



増
軒
浄
）
の
「
俳
陀
時
代
の
東
北
印
度
に
於
け
る
敢
骨
組
織
」
（
芦
e
 
S
軋
a
－
O
r
g
邑
邑
i
昌
i
n
け
訂
r
苧
謬
乳
I
n
d
i
p
㌻
 
 

営
d
d
F
p
｝
：
i
m
e
）
t
r
．
す
∽
●
試
註
r
p
）
と
か
、
，
ス
デ
ビ
ッ
ド
の
「
彿
教
徒
印
度
」
（
浮
d
d
F
i
乳
］
F
d
i
p
）
と
か
は
是
非
述
 
 

べ
ぬ
ば
な
ら
ぬ
研
究
で
あ
る
。
前
者
は
全
健
十
二
章
よ
り
成
り
、
カ
ス
ト
（
C
邑
e
）
の
概
観
、
出
家
苦
行
軍
司
配
際
 
 

毅
、
国
王
、
官
卑
官
庭
借
（
空
r
。
E
t
P
）
、
婆
展
門
中
洗
社
食
、
商
工
結
敢
、
カ
ス
ト
以
外
の
職
軍
機
民
寄
の
尊
下
 
 

に
、
ま
に
本
墓
を
計
料
と
し
て
普
時
の
書
状
警
研
究
し
た
も
の
で
雪
。
碧
は
凡
そ
中
森
烏
雪
印
 
 

度
の
地
歴
に
関
す
る
論
文
筆
、
聖
、
種
族
と
国
民
、
村
落
∵
社
食
階
級
、
都
邑
束
落
∵
経
済
的
凛
嘗
の
好
 
 

源
及
び
螢
連
、
語
草
と
文
献
、
巴
利
備
考
本
生
経
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
宗
教
、
宗
教
と
婆
雁
門
の
位
置
、
梼
鞄
笈
多
．
 
 

阿
育
、
迦
蹴
色
迦
等
の
題
下
に
豊
富
な
材
料
か
ら
興
味
あ
る
先
人
未
踏
の
研
究
を
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

更
に
そ
の
夢
二
項
た
る
科
撃
方
面
の
研
究
と
し
て
は
、
例
へ
ば
グ
ル
ケ
の
「
世
界
観
と
し
て
の
沸
教
」
（
穿
d
夢
訂
m
忘
 
 

恩
宅
e
－
t
昌
等
訂
喜
n
g
）
等
は
是
非
窪
に
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
良
書
で
あ
ら
う
。
本
書
は
シ
ー
ラ
ー
チ
ャ
ー
タ
に
依
っ
て
 
 

英
辞
せ
ら
れ
、
「
彿
敦
と
科
挙
L
（
B
u
d
d
l
l
訂
m
買
d
 
S
c
i
e
n
e
且
と
題
さ
れ
て
ゐ
る
ほ
ど
内
容
が
科
挙
的
の
ノ
研
究
に
及
ん
 
 

で
ゐ
る
。
仝
憶
十
一
節
よ
り
成
ト
∴
世
界
観
と
は
何
ぞ
や
、
そ
は
必
然
的
な
り
や
、
信
仰
と
世
界
観
．
斜
畢
と
世
界
 
 

観
、
健
掩
思
量
の
思
想
界
へ
の
序
論
、
倣
界
軌
と
し
て
の
沸
教
、
業
諒
と
し
て
の
沸
教
、
俄
数
と
物
理
畢
の
掲
喝
 
 

偶
数
と
生
物
理
の
問
題
、
沸
教
と
宇
宙
論
的
問
題
、
沸
教
と
思
考
の
問
題
と
い
ふ
風
ぢ
項
目
の
雷
r
壷
責
一
流
の
償
 
 

葦
 
 

数
貌
を
論
評
し
た
も
の
で
あ
る
。
此
の
方
面
の
薯
限
と
し
て
世
人
の
興
味
を
惹
き
易
い
良
漂
 
 

巴
刹
儒
教
忠
盛
癖
究
に
つ
い
く
 
 

1■，■，一  

－
や
－
 
 
 



巴
利
俳
敢
思
想
研
究
l
こ
つ
い
て
 
 

】
七
二
 
 
 

束
に
又
第
四
項
の
政
令
畢
的
研
究
と
し
て
は
前
記
の
フ
ィ
ヅ
ク
の
名
著
や
リ
ス
デ
ビ
ッ
ド
の
「
沸
教
社
印
度
」
等
も
 
 

大
に
関
係
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
注
意
す
べ
き
は
マ
ッ
ク
ス
シ
ュ
ラ
イ
バ
ー
（
試
買
琶
5
i
訂
ユ
の
「
俳
陀
と
 
 

婦
人
」
（
穿
d
d
l
・
p
 
u
n
d
 
d
i
e
誓
書
e
n
）
と
過
す
る
特
種
研
究
な
ど
が
あ
る
。
本
書
は
原
始
彿
致
に
於
け
る
婦
人
の
地
 
 

位
、
即
ち
約
言
す
れ
ば
彿
敦
婦
人
観
と
で
も
言
ふ
べ
き
も
の
を
諸
種
の
方
面
か
ら
露
骨
に
摘
記
し
た
も
の
で
、
鎗
り
 
 

凄
ま
れ
ぬ
婦
人
取
扱
の
憩
度
を
論
評
し
た
奇
抜
な
著
述
で
あ
る
。
内
容
は
金
二
篇
よ
多
成
♭
、
第
一
篇
を
彿
陀
の
判
 
 

定
よ
り
観
た
る
婦
人
と
超
し
、
．
そ
の
中
に
苦
情
の
原
理
、
在
家
と
布
施
、
蔑
成
さ
れ
た
る
女
人
の
三
項
を
論
じ
、
第
 
 

二
篇
を
偶
数
倍
固
に
於
け
る
婦
人
と
題
し
て
そ
の
中
に
倍
囲
、
比
丘
尼
、
絶
対
服
従
の
三
項
に
依
て
比
丘
尼
の
性
質
 
 

々
明
⊥
、
更
に
第
三
篇
を
彿
陀
の
観
た
る
婦
人
と
超
し
て
、
そ
の
中
に
寮
生
命
、
無
信
仰
、
無
愛
情
の
三
項
に
依
て
 
 

●
 
そ
の
女
人
罪
障
観
を
論
じ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
彿
陀
の
婦
人
観
は
主
に
毘
奈
耶
の
内
に
発
は
れ
る
も
の
で
、
随
っ
 
 

て
そ
の
差
別
観
は
第
l
義
的
の
も
の
で
は
な
く
、
ま
に
伶
囲
の
中
和
隆
昌
の
焉
め
に
方
便
と
し
て
華
ぺ
．
 

で
あ
る
∴
と
を
看
取
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
之
も
経
験
を
尊
ぶ
彿
陀
の
敷
設
中
に
昏
然
あ
つ
て
然
る
べ
き
牒
の
で
、
間
接
 
 

に
は
昔
時
の
印
度
赴
禽
が
之
を
通
じ
て
推
知
さ
れ
る
と
恩
ふ
。
 
 
 

終
♭
に
第
五
項
の
文
畢
、
語
草
と
し
て
の
研
究
に
つ
い
て
〓
害
す
る
と
、
巴
利
彿
典
の
研
究
は
何
を
措
い
て
ぁ
そ
 
 

の
言
語
王
精
通
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
意
簸
で
は
基
礎
撃
と
し
て
そ
の
完
全
な
巴
利
文
法
書
及
び
巴
利
語
僻
書
 
 

の
絶
射
的
必
要
を
掃
威
す
る
も
の
で
あ
る
が
除
ら
良
い
も
の
が
少
い
の
は
遺
城
で
あ
る
。
文
法
書
も
三
、
四
な
き
に
 
 
 



非
る
も
未
だ
完
全
な
も
の
は
な
い
。
立
花
俊
道
民
の
巴
利
語
文
典
な
ど
比
較
的
簡
明
な
良
書
で
あ
ら
う
か
。
解
書
と
 
 

し
て
は
チ
ル
ダ
ー
ス
（
R
・
C
・
C
註
d
e
r
肋
）
の
「
巴
英
鮮
書
L
（
訝
－
i
・
E
邑
i
浄
官
c
t
ぎ
鳶
ユ
が
古
く
か
ら
重
用
せ
ら
れ
、
 
 

最
近
に
は
リ
ス
デ
ビ
ッ
ド
の
「
巴
英
離
書
」
が
専
ら
愛
用
さ
れ
て
ゐ
る
。
然
し
未
だ
梵
語
鮮
書
ほ
ど
に
完
全
な
も
の
で
 
 

な
い
や
う
威
せ
ら
る
ゝ
の
は
遺
憾
で
あ
る
。
然
し
此
等
南
街
書
巴
利
率
者
を
碑
益
す
る
決
し
て
鮮
少
で
な
い
こ
と
は
 
 

幾
重
に
も
戚
謝
す
べ
き
所
で
あ
る
。
巴
利
彿
典
の
文
畢
史
的
研
究
と
し
て
是
非
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
は
ど
・
ン
デ
 
 

ル
ニ
ッ
ツ
（
芦
W
i
】
－
t
e
r
－
告
且
の
「
印
度
文
畢
史
L
（
G
e
s
c
l
l
i
c
－
1
t
G
d
e
r
 
I
n
d
i
琴
－
き
I
L
i
t
t
e
邑
u
r
）
の
第
二
巻
を
な
す
「
係
 
 

数
文
撃
と
者
那
坐
典
」
（
D
i
e
 
P
d
d
h
i
註
s
e
h
e
巳
t
t
e
邑
弓
u
n
d
 
d
i
e
h
e
i
－
i
g
e
－
1
日
訪
露
d
e
r
 
J
㌢
a
s
）
の
中
に
於
け
る
 
 

巴
利
文
革
の
批
評
研
究
で
あ
ら
う
。
著
者
が
原
始
沸
教
に
つ
い
て
何
れ
程
の
基
礎
的
智
識
を
持
っ
て
ゐ
る
か
は
疑
問
 
 

で
あ
る
が
、
兎
も
角
此
に
論
究
し
て
あ
る
所
は
多
く
の
他
の
専
門
尊
者
の
断
片
的
意
見
を
比
較
綜
合
し
て
割
合
に
各
 
 

年
無
私
の
濃
度
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
で
、
此
の
類
の
も
の
～
殆
ん
ど
な
い
今
日
、
先
づ
無
難
に
近
い
作
と
し
て
推
賞
 
 

に
伍
す
る
と
思
ふ
。
 
 
 

要
す
る
に
宗
教
と
し
て
よ
り
以
外
の
粘
か
ら
観
た
巴
利
彿
典
に
現
は
れ
し
一
般
思
想
の
研
究
と
い
ふ
方
面
は
随
分
 
 

多
岐
に
亘
っ
て
ゐ
る
が
食
め
之
を
徹
底
さ
す
上
に
困
難
を
倖
ふ
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
が
、
他
の
研
究
の
方
面
に
比
し
 
 

未
だ
邁
に
及
ば
ざ
る
所
で
ぁ
る
は
遺
憾
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
学
者
は
宜
し
く
此
に
観
る
所
あ
り
、
此
の
貴
重
な
彿
散
 
 

文
畢
を
通
じ
て
昔
時
の
印
度
文
化
の
一
般
を
研
究
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
望
し
て
己
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。
 
 

巴
利
俳
致
思
想
研
究
l
こ
つ
い
て
 
 
 



以
上
は
大
健
貧
窮
な
余
の
戴
書
の
幾
分
に
つ
い
て
巴
剃
彿
典
に
披
る
思
想
研
究
が
如
何
な
る
方
面
に
亘
っ
て
何
の
 
 

程
度
ま
で
進
ん
で
ゐ
る
か
を
概
戯
し
た
の
で
あ
る
。
此
の
外
貴
重
な
大
家
の
名
著
や
、
畢
界
に
重
き
を
な
し
て
ゐ
る
 
 

研
究
難
詰
中
に
現
は
れ
た
諸
家
の
断
片
的
研
究
等
も
是
非
述
べ
た
い
も
の
が
あ
る
が
巴
利
以
上
に
其
他
の
資
料
を
主
 
 

と
し
て
取
扱
っ
て
ゐ
る
と
か
、
紙
幅
の
固
係
と
か
、
種
々
の
事
情
で
皆
省
略
し
た
。
況
ん
や
以
上
列
記
の
請
書
に
つ
 
 

い
て
さ
へ
唯
そ
の
概
観
を
作
し
た
迄
で
論
文
の
内
容
思
想
を
許
す
る
遽
も
な
か
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
如
何
に
も
物
 
 

足
ら
な
く
淋
し
く
威
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
そ
の
大
要
と
し
て
の
巴
利
敢
思
想
研
究
の
現
状
と
並
に
そ
の
購
凍
 
 

と
は
之
で
充
分
で
あ
る
と
信
す
る
。
望
む
ら
く
は
今
後
の
聾
者
、
前
記
余
の
所
謂
第
三
傾
向
た
る
本
文
批
評
研
究
の
 
 

方
面
に
萬
難
を
排
J
て
進
ま
れ
、
少
し
で
も
完
全
に
近
い
哲
畢
及
び
科
挙
と
し
て
の
彿
典
研
究
が
遂
行
ら
れ
ん
こ
と
 
 

を
切
望
に
堪
え
な
い
の
■
で
あ
る
。
我
国
に
於
て
も
巴
利
方
南
中
心
の
単
著
又
は
著
述
が
重
く
無
い
謬
で
は
な
い
。
林
 
 

崎
氏
の
阿
合
漢
巴
対
照
研
究
や
立
花
氏
の
文
法
並
に
詩
経
の
覇
繹
や
長
井
氏
の
研
究
等
は
此
の
号
面
に
於
け
る
功
券
 
 

若
と
言
っ
て
可
い
。
多
種
多
様
の
彿
致
資
料
を
容
易
に
比
較
研
究
し
得
る
我
国
の
畢
宕
の
中
か
ら
、
今
後
踵
を
賎
し
 
 

て
巴
利
専
門
の
研
究
家
の
輩
出
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
終
り
に
初
望
し
て
撃
を
欄
く
こ
と
ゝ
す
る
。
 
 
 

巴
刹
悌
教
息
想
研
究
に
り
い
て
 
 

大
 
 



一
般
に
近
来
の
舌
代
宗
教
と
云
へ
ば
、
か
の
ニ
ル
の
河
谷
に
螢
達
し
た
挨
及
古
代
の
．
宗
教
と
、
ユ
ー
フ
ラ
チ
ス
．
チ
 
 

グ
リ
ス
の
所
謂
二
河
地
方
に
於
け
る
ス
メ
ー
ル
・
バ
ビ
ロ
ニ
ア
・
ア
ッ
シ
リ
ア
の
宗
教
と
共
に
、
イ
そ
フ
エ
ル
・
猶
太
の
 
 

宗
教
や
、
フ
ユ
ニ
シ
ア
、
カ
ナ
ー
ソ
、
シ
リ
ア
、
ア
ラ
ビ
ア
な
ど
の
宗
教
を
食
む
の
で
ぁ
る
が
、
今
そ
の
全
優
に
亘
 
 

っ
て
詳
述
す
る
除
裕
は
な
い
か
ら
、
在
に
は
唯
だ
ま
と
し
て
そ
の
挨
及
と
二
河
地
方
と
の
舌
代
宗
教
に
就
い
て
の
み
、
 
 

最
近
の
研
究
の
一
班
を
簡
逸
し
て
見
や
う
。
 
 

ク
エ
レ
ン
 
 
先
つ
舌
代
按
及
の
宗
教
に
関
し
て
、
挽
近
に
公
け
に
さ
れ
た
資
料
の
中
で
、
第
一
に
拳
ぐ
べ
き
も
の
は
か
の
「
ピ
 
 

ラ
ミ
ッ
ド
文
書
（
P
讃
a
m
i
d
邑
e
註
）
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
賓
に
挨
及
に
於
い
て
最
も
古
い
宗
教
文
書
で
あ
つ
た
ば
か
 
 

b
で
な
く
、
恐
ら
く
全
世
界
の
民
族
に
於
い
て
も
明
ら
か
に
記
銀
さ
れ
た
最
古
の
宗
教
文
畢
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
 
 

徒
水
塊
及
宗
教
史
上
の
ま
要
な
る
資
料
は
所
謂
「
死
者
の
書
」
で
あ
る
主
玄
は
れ
て
ゐ
た
が
、
し
か
し
そ
の
「
ピ
ラ
 
 

ミ
ッ
ド
文
書
」
は
貰
は
こ
の
「
死
者
の
書
L
の
原
型
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
全
く
「
舌
代
挨
及
の
 
 

近
東
の
古
代
宗
教
研
究
上
の
主
要
同
塵
 
 
 

近
東
の
古
代
宗
教
研
究
上
の
主
要
問
題
 
 

赤
 
松
 
智
 
城
 
 



宗
教
を
正
し
く
理
解
す
る
に
最
も
重
要
な
る
一
資
料
」
で
あ
る
。
 
 
 

タ
イ
℡
の
郊
外
に
あ
る
有
名
な
ギ
ゼ
ー
を
去
る
こ
と
速
か
ら
ぬ
サ
ッ
カ
ー
ラ
の
沙
漠
－
の
中
に
、
今
も
僻
ほ
幾
多
の
 
 

ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
あ
る
が
、
今
」
の
ビ
ラ
ミ
ヅ
ド
文
書
と
は
そ
の
サ
ッ
カ
ー
ラ
に
あ
る
五
個
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
内
壁
に
 
 

刻
ま
れ
た
象
形
文
畢
を
云
ふ
の
で
あ
つ
て
．
そ
の
副
文
の
中
で
は
か
の
第
五
王
朝
の
最
後
の
王
ウ
ニ
ス
の
ピ
ラ
ミ
ッ
 
 

ド
に
あ
る
も
の
が
最
も
古
く
、
次
い
で
第
六
王
朝
の
諸
王
テ
；
／
イ
ー
、
ピ
ピ
ー
、
メ
リ
ン
レ
、
ネ
フ
エ
ル
カ
ラ
の
副
文
が
 
 

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
貰
に
紀
元
前
約
二
六
二
五
年
か
ら
二
四
七
五
年
に
及
び
、
賂
々
一
世
紀
以
上
に
亘
っ
て
ゐ
る
。
 
 
 

然
る
に
こ
の
久
し
く
埋
没
し
て
ゐ
た
稀
代
の
副
文
は
、
一
八
八
二
年
か
ら
九
二
年
に
か
け
て
始
め
て
フ
ラ
ン
ス
近
 
 

代
の
瑛
及
単
著
ガ
ス
ト
ソ
・
マ
′
ス
．
ヘ
ロ
ー
に
依
っ
て
公
刊
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
に
は
僻
ほ
未
だ
種
々
の
紋
漏
が
め
 
 

っ
た
。
そ
こ
で
更
に
こ
れ
を
補
修
し
且
つ
そ
の
各
副
文
に
就
い
て
綿
密
な
コ
ン
コ
ー
ダ
ン
ス
と
索
引
ま
で
を
も
加
へ
 
 

て
、
新
た
に
こ
れ
を
刊
行
し
た
の
は
現
代
の
鴻
逸
に
於
い
て
代
表
的
な
挨
及
聾
者
の
一
人
で
あ
る
ク
ル
ト
・
ゼ
ー
タ
教
 
 

授
で
あ
つ
て
、
そ
れ
に
は
賞
に
十
年
以
上
の
歳
月
を
費
や
し
、
一
九
二
二
年
に
至
っ
て
漸
く
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
 
 

（
A
－
t
眉
遥
t
i
s
さ
e
n
葦
r
冒
i
d
e
n
t
e
註
）
n
e
u
－
1
e
r
岩
S
叫
・
2
e
鼓
u
t
・
召
n
穿
r
t
賢
l
l
e
・
A
茫
e
・
【
讐
卒
－
－
琵
ド
訂
i
p
思
）
。
 
 
 

最
近
に
編
集
さ
れ
た
資
料
と
し
て
次
に
塞
ぐ
べ
き
も
の
に
は
、
ホ
ッ
ブ
フ
ナ
ー
の
著
は
し
た
「
挨
及
宗
教
史
料
」
 
 

（
句
。
n
訂
s
E
旨
r
i
完
r
e
－
i
g
i
昌
i
s
諾
g
苫
t
i
莞
a
e
）
e
。
－
－
e
g
i
t
字
書
d
。
r
u
∽
H
。
p
詳
r
・
謬
n
n
且
が
あ
つ
て
、
一
九
二
二
年
以
 
 

凍
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
ま
と
し
て
舌
代
庸
服
薙
偶
の
文
献
の
ヰ
に
威
さ
れ
た
戯
及
実
数
の
記
攣
ぞ
蒐
集
し
セ
 
 
 

近
東
の
古
代
宗
教
研
究
上
の
重
要
間
患
 
 



も
の
で
あ
つ
て
．
そ
れ
は
三
食
よ
り
成
ト
∴
第
一
篇
は
ホ
ー
†
－
か
ら
デ
イ
オ
ド
ー
ル
ス
ま
で
、
琴
一
篇
は
ホ
レ
ー
 
 

ス
か
ら
ブ
ル
タ
ー
タ
ま
で
、
第
三
篇
は
ク
レ
メ
ン
ト
か
ら
ガ
ル
フ
イ
Ⅵ
ノ
ウ
ス
ま
で
の
各
資
料
を
収
蔵
す
る
こ
と
に
な
 
 

っ
て
ゐ
る
の
は
、
好
単
著
に
取
っ
て
甚
だ
便
益
で
あ
る
。
 
 
 

何
ほ
徒
凍
公
刊
さ
れ
又
は
都
辞
さ
れ
た
宗
致
史
料
の
中
で
、
重
要
な
も
の
を
適
宜
選
揮
し
且
つ
分
類
し
て
編
集
し
 
 

た
一
好
薯
に
は
、
］
李
嵩
d
e
r
）
R
e
l
i
g
i
紆
ヨ
k
u
n
d
e
n
d
e
r
賢
e
｝
－
A
e
g
ヨ
）
｛
宅
（
－
芝
P
 
J
e
n
p
）
が
あ
り
、
ま
た
特
に
「
死
者
 
 

の
書
」
か
ら
選
集
さ
れ
且
っ
都
詳
解
詭
を
加
へ
た
も
の
に
、
・
G
r
a
p
。
W
）
 
R
e
－
i
g
i
宮
口
彗
k
呂
d
e
叉
－
芝
ひ
持
I
J
e
i
p
身
）
 
 

が
あ
る
。
而
し
て
此
外
に
も
勿
論
幾
多
の
資
料
は
公
に
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
し
か
し
技
に
は
唯
だ
比
較
的
に
新
し
く
 
 

ま
た
精
々
ま
と
ま
つ
た
も
の
～
み
を
拳
ぐ
る
に
止
め
て
、
他
は
今
し
省
略
す
る
こ
と
に
し
や
う
。
（
僻
ほ
嘗
凍
の
個
々
 
 

の
重
要
な
資
料
を
概
観
し
や
う
と
す
る
に
は
か
の
ナ
ウ
セ
イ
の
宗
教
史
の
新
版
（
一
九
二
五
年
）
に
あ
る
 
l
L
已
】
肇
 
 

崇
e
A
2
喝
p
す
）
甲
ド
Q
房
】
－
e
n
酢
訂
r
s
i
d
・
t
を
見
よ
）
。
 
 
 

次
に
古
代
挨
及
の
宗
教
に
関
す
る
最
近
の
研
究
に
於
い
て
、
特
に
私
の
興
味
を
惹
い
た
二
三
の
ま
要
な
問
題
を
下
 
 

に
摘
記
し
や
う
。
 
 
 

そ
の
第
一
は
上
記
の
ビ
ラ
ミ
ヅ
ド
文
書
の
研
究
に
依
っ
て
、
か
の
有
名
な
オ
シ
ソ
ス
の
紳
の
起
源
が
甚
だ
明
瞭
に
 
 

さ
れ
た
こ
と
で
ぁ
る
。
知
ら
る
～
如
く
こ
の
廊
の
樽
説
に
就
い
て
は
徒
凍
種
々
の
異
説
が
あ
つ
た
が
、
今
そ
の
ビ
ラ
 
 

近
東
の
音
代
宗
教
研
究
上
の
重
要
問
題
 
 
 



沢
束
の
古
代
宗
教
研
究
上
の
重
要
間
塩
 
 

】
七
八
 
 

ミ
ヅ
ド
文
書
に
表
れ
た
オ
シ
リ
ス
の
記
銘
に
基
い
て
、
新
た
に
ブ
レ
ー
ス
テ
ッ
ド
教
授
等
の
研
究
し
た
所
に
依
れ
ば
、
 
 

こ
の
紳
の
本
地
と
特
健
は
賓
に
か
の
ニ
ル
の
洪
水
に
あ
つ
た
や
う
で
あ
つ
て
∵
然
も
そ
れ
は
更
に
進
ん
で
、
ま
た
こ
 
 

の
洪
水
の
偉
大
な
る
作
用
と
そ
の
成
果
と
も
結
合
さ
れ
て
ゐ
た
趣
が
あ
る
。
蓋
し
吉
雄
か
ら
挨
及
に
特
有
な
こ
の
洪
 
 

水
こ
そ
は
確
か
に
そ
の
土
地
の
肥
沃
と
豊
穣
と
の
源
泉
で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
全
く
挨
及
人
に
生
命
を
輿
へ
る
所
以
で
 
 

あ
つ
た
か
ら
、
彼
等
が
早
く
こ
れ
を
神
化
し
た
こ
と
は
寧
ろ
雷
然
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
飼
ほ
ま
た
こ
の
洪
水
の
 
 

一
定
の
季
節
的
な
去
来
と
こ
れ
に
伴
ふ
土
地
と
生
物
特
l
こ
植
物
の
粂
枯
即
ち
を
の
生
死
と
は
、
か
の
オ
シ
リ
ス
の
横
 
 

死
と
そ
の
復
活
と
を
も
暗
示
す
る
自
然
の
事
賓
で
あ
る
か
ら
、
徒
つ
で
嘗
て
ブ
レ
ザ
ー
の
詳
述
し
た
植
物
紳
と
し
て
 
 

の
オ
シ
リ
ス
の
説
明
の
如
き
も
、
却
っ
て
こ
の
方
面
か
ら
或
る
意
味
に
於
い
て
支
持
さ
れ
得
る
節
が
あ
つ
て
、
そ
れ
 
 

は
甚
だ
輿
奴
あ
る
問
題
で
あ
る
（
野
e
邑
阜
U
2
註
。
p
m
e
・
・
t
O
巧
R
e
】
i
g
i
u
－
・
岩
d
≠
〇
u
g
l
－
二
＝
岩
C
訂
－
・
t
 
E
g
苫
t
●
－
芝
ド
 
 

甥
e
w
 
Y
O
－
・
k
・
参
照
。
特
に
本
書
訂
ま
u
r
e
 
I
－
d
l
は
最
も
よ
く
ピ
ラ
ミ
ヅ
ド
文
書
を
用
ゐ
て
挨
及
の
宗
教
を
叙
述
 
 

し
て
ゐ
る
。
飼
ほ
上
述
せ
る
オ
ン
リ
ス
の
特
質
に
就
い
て
は
胃
邑
i
－
1
g
班
）
ロ
ー
（
J
宣
C
p
P
註
芦
O
f
R
e
－
i
昔
－
1
書
d
 
E
t
〓
c
仇
、
 
 

Ⅰ
舛
）
誓
ご
舛
Ⅰ
Ⅰ
）
ご
ー
∴
コ
ヤ
こ
訂
－
噴
こ
・
㌘
〇
・
笹
告
ひ
男
已
O
r
e
t
）
R
乱
加
つ
什
｝
ヒ
空
l
火
＝
（
l
二
厨
苫
き
 
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
●
苫
r
ど
u
t
 
 

p
」
】
？
十
〓
≠
－
諾
ド
等
を
見
よ
）
。
 
 
 

第
二
に
注
意
す
べ
き
は
狂
奔
論
争
の
一
題
目
と
な
つ
て
ゐ
た
「
カ
ー
L
及
び
「
ヘ
カ
ー
L
（
穿
こ
ー
み
p
）
の
観
念
に
関
 
 

す
る
観
近
の
考
察
で
あ
る
。
今
」
の
問
題
の
研
究
の
由
来
と
異
説
と
は
省
略
し
て
、
こ
の
カ
ー
の
本
性
が
結
局
「
麗
 
 
 



レ
ー
ペ
ン
ス
ク
ラ
フ
ト
レ
ー
ペ
ン
ス
プ
リ
ン
ナ
イ
ー
ブ
 
 

魂
観
念
よ
り
は
寧
ろ
原
始
的
な
特
殊
の
生
命
力
又
は
生
命
の
原
理
を
現
は
し
て
ゐ
る
も
の
L
で
あ
る
こ
と
は
．
現
今
 
 

幾
多
の
挨
及
聾
者
に
依
っ
て
殆
ん
ど
承
認
さ
れ
て
凍
た
や
う
に
思
ふ
。
然
も
こ
の
カ
ー
の
生
命
力
は
一
方
に
於
い
て
 
 

は
人
格
化
さ
れ
て
覇
立
の
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
（
例
へ
ば
カ
ー
の
影
像
の
場
合
に
於
け
る
如
 
 

く
）
∵
そ
れ
は
本
質
的
に
は
謂
は
ゞ
電
力
の
や
う
に
容
易
に
侍
播
し
流
動
す
る
作
用
又
は
勢
力
で
あ
る
こ
と
を
．
ブ
ラ
 
 

イ
ジ
ッ
ヒ
ケ
は
、
其
著
「
挨
及
の
観
念
に
依
る
紳
的
流
動
性
L
（
亨
軋
忍
k
e
－
く
昌
｝
g
茎
】
i
c
｝
き
5
u
i
d
u
E
－
1
a
C
F
a
藁
て
 
 

p
t
i
篤
F
e
n
 
A
n
s
c
訂
u
u
・
－
g
・
－
届
○
）
に
於
い
て
詳
し
く
論
述
し
て
ゐ
る
。
尤
も
か
1
る
流
動
の
意
味
は
既
に
か
の
†
ス
 
 

ベ
ロ
－
や
モ
レ
ー
も
注
意
し
た
こ
と
で
あ
つ
て
、
彼
等
の
所
謂
「
生
命
の
流
動
」
（
賢
i
d
e
d
e
ま
e
）
や
「
神
秘
的
」
又
 
 

は
「
呪
力
的
」
流
動
（
旨
i
d
e
n
－
y
S
｛
e
r
i
e
u
メ
旨
i
d
e
m
温
宅
e
）
な
ど
は
、
皆
そ
の
意
味
を
指
し
た
の
で
あ
る
が
、
唯
だ
 
 

マ
ス
ペ
ロ
ー
は
こ
の
流
動
を
ば
特
に
サ
ー
（
笹
）
の
観
念
に
認
め
、
ま
た
モ
レ
ー
は
進
ん
で
そ
の
カ
ー
を
ば
ト
ー
テ
ム
 
 

の
観
念
と
同
一
視
し
て
、
こ
の
方
面
の
研
究
上
特
異
な
一
挙
説
を
提
唱
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
こ
の
ト
ー
テ
ム
の
問
題
 
 

に
就
い
て
は
更
に
後
に
述
べ
る
こ
と
～
し
て
、
要
す
る
に
大
髄
上
述
し
た
や
う
な
意
味
に
於
い
て
は
、
こ
の
カ
ー
 

の
 
 

本
腰
は
賓
に
現
今
の
人
類
畢
上
一
般
に
か
の
「
マ
ナ
L
（
m
a
l
】
エ
の
観
念
と
し
て
線
描
さ
れ
る
も
の
～
特
質
を
持
っ
て
 
 

ゐ
る
こ
と
が
、
漸
や
く
槻
近
に
至
っ
て
一
部
の
有
力
な
瑛
及
畢
者
と
宗
教
畢
者
と
に
依
っ
て
認
め
ら
れ
て
凍
た
こ
と
 
 

は
頗
る
注
意
す
べ
き
題
目
で
あ
る
と
思
ふ
。
但
し
今
こ
の
問
題
に
就
い
て
は
嘗
て
卑
見
を
精
々
詳
し
く
論
述
し
て
置
 
 

い
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
（
雑
誌
「
民
族
L
第
一
巷
第
五
故
所
載
拙
論
参
照
）
、
荘
に
は
敢
て
こ
れ
を
繰
返
へ
す
こ
と
を
省
 
 

近
東
の
古
代
宗
教
研
究
上
り
主
要
間
接
 
 
 



近
来
の
古
代
宗
教
研
究
上
の
主
要
問
夜
 
 

一
八
〇
 
 

い
て
、
唯
だ
こ
れ
と
密
接
に
開
聯
す
る
更
に
他
の
問
題
を
飼
は
次
に
馨
ぐ
る
に
止
め
て
置
き
た
い
。
而
し
て
そ
の
題
 
 

目
の
一
は
賓
に
上
記
の
ト
ー
テ
ム
の
問
題
で
あ
り
、
を
の
二
は
か
の
呪
力
や
呪
術
の
問
題
で
あ
る
が
、
前
者
に
関
し
 
 

て
は
彿
囲
の
挨
及
聾
者
∇
レ
ー
を
提
唱
者
と
し
て
、
績
い
て
モ
レ
ー
と
ダ
ギ
ー
と
が
極
力
さ
き
の
カ
ー
と
牌
聯
せ
し
 
 

め
て
、
舌
代
の
挨
及
に
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
の
存
在
を
1
寧
ろ
適
切
に
は
そ
の
崩
壊
す
る
過
程
を
丁
－
⊥
草
張
し
て
ゐ
る
 
 

ヽ
 
 

け
れ
ど
も
（
害
。
r
e
t
－
月
旦
瞥
e
s
か
g
y
p
t
i
空
忘
こ
H
【
こ
く
」
諾
ご
害
。
r
e
t
e
t
せ
害
さ
D
e
s
e
－
呂
岩
戸
珂
e
m
p
i
r
e
故
－
ヮ
e
m
i
か
苫
 
 

i
㌔
r
t
i
e
－
C
－
1
鼠
t
語
l
こ
f
こ
琵
∽
・
e
t
エ
、
し
か
し
こ
れ
に
は
現
に
強
い
反
射
が
あ
る
。
然
る
に
後
者
の
問
題
に
就
い
 
 

て
は
、
カ
ー
特
に
そ
の
同
類
語
と
見
る
ペ
き
へ
カ
ー
の
観
念
を
呪
力
と
認
め
、
従
っ
て
こ
れ
を
呪
術
の
要
素
と
す
る
 
 

見
解
は
、
現
今
幾
多
の
畢
者
に
依
っ
て
承
認
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
つ
て
、
結
局
そ
れ
は
上
述
せ
る
マ
ナ
の
呪
力
若
 
 

く
は
神
秘
カ
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
H
a
s
t
i
n
g
仇
－
冒
c
宣
〇
p
莞
d
i
p
。
『
R
e
－
i
g
i
。
n
2
－
d
 
E
t
－
・
i
e
功
、
く
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
－
p
・
誓
∽
…
 
 

C
岩
音
d
g
e
 
A
n
c
i
邑
寧
s
t
O
r
y
）
l
）
p
・
巴
ふ
∵
宣
旨
e
t
－
A
ロ
t
e
m
p
舐
d
e
∽
p
㌻
r
葺
き
七
l
－
p
・
彗
ご
2
訂
●
参
照
）
。
 
 
 

何
ほ
挨
及
の
呪
術
に
関
す
る
近
凍
の
詳
細
ぢ
る
研
究
に
は
、
字
音
e
r
－
G
r
i
e
蒙
邑
l
・
A
e
g
y
p
t
i
芳
訂
r
 
O
ぜ
ー
b
昌
宇
 
 
 

g
s
N
呂
b
e
↓
（
－
琵
－
・
訂
i
p
身
）
と
F
り
舛
p
－
訂
こ
夢
色
e
d
巴
忘
】
㍉
出
g
y
p
訂
邑
i
p
莞
d
e
－
ぎ
e
i
e
n
e
m
号
e
j
u
β
畠
l
唐
β
莞
 
 

手
首
（
－
諾
P
層
r
i
且
と
が
あ
つ
て
、
そ
れ
は
何
れ
も
甚
だ
多
く
の
資
料
と
考
察
と
を
輿
へ
て
ゐ
る
。
 
 

以
上
簡
越
し
セ
朗
は
固
よ
り
舌
代
挨
及
宗
教
の
最
近
に
於
け
る
ま
要
な
研
究
の
僅
か
な
部
分
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
れ
で
 
 
 



若
し
そ
の
宗
教
と
共
に
更
に
廉
く
古
代
挨
及
人
の
生
活
と
文
化
と
の
全
範
囲
に
亘
っ
て
、
現
代
の
最
も
構
成
あ
る
研
 
 

究
の
要
約
さ
れ
た
成
果
を
概
観
し
や
う
と
す
る
者
に
は
、
上
記
の
ブ
レ
ー
ス
テ
ッ
ド
や
ラ
ン
グ
な
ど
の
諭
著
の
外
に
、
 
 

特
に
字
m
呂
・
R
a
昇
つ
、
A
e
g
苫
訂
ロ
u
l
l
d
a
e
顎
p
t
i
器
F
認
P
e
訂
巨
i
m
 
A
－
t
e
r
t
u
m
s
（
－
誓
芯
二
〔
］
よ
b
i
ロ
g
e
－
－
）
の
如
き
最
も
 
 

ヒ
エ
ロ
グ
リ
フ
イ
ー
 
 

恰
好
な
手
引
で
あ
ら
う
。
終
り
に
僻
ほ
そ
の
宗
教
の
研
究
上
に
も
勿
論
甚
だ
必
要
な
か
の
瑛
及
象
形
語
草
に
就
い
て
 
 

費
表
さ
れ
た
最
も
有
益
な
倍
鹿
あ
る
二
三
の
近
業
を
下
に
奉
げ
て
置
か
ぅ
。
 
 
 

¢
罵
d
i
ロ
2
r
）
出
g
遥
t
i
昌
G
r
巴
n
巳
買
－
琵
可
・
〇
舛
許
d
・
 
 
 

E
r
m
呂
・
G
r
ぢ
O
W
－
W
宮
訂
r
b
莞
h
 
d
e
r
 
a
e
g
遥
許
c
訂
n
S
七
r
邑
l
e
・
－
諾
ひ
巧
打
官
－
g
・
 
 
 

前
者
は
か
の
エ
ル
マ
ン
の
一
名
著
 
A
e
g
苫
t
i
琴
－
1
e
 
G
r
昌
m
註
打
・
∞
・
A
u
P
（
－
芝
－
・
出
e
r
－
i
n
）
の
絶
版
後
恐
ら
く
 
 

こ
れ
に
次
ぐ
瑛
及
語
文
法
上
の
最
大
の
牧
獲
で
あ
り
努
力
で
あ
ら
う
。
後
者
は
燭
逸
畢
士
院
の
委
託
に
依
っ
て
蓉
刊
 
 

さ
れ
つ
ゝ
あ
る
現
今
に
於
い
て
は
最
も
周
密
な
ま
た
殆
ん
ど
唯
一
の
挨
及
語
解
書
で
あ
つ
て
、
本
年
に
入
っ
て
漸
や
 
 

く
そ
の
第
二
巷
を
終
り
、
1
－
ま
で
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
全
く
記
念
す
べ
き
大
い
な
る
業
績
で
あ
る
。
更
に
こ
の
外
に
は
 
 

已
＆
－
e
r
．
H
i
e
r
註
s
註
Q
 
L
盟
邑
許
k
e
⊇
r
 
d
e
n
 
a
k
已
e
－
ロ
訂
c
F
e
n
 
G
e
b
r
琶
d
l
（
－
誌
ご
が
そ
の
萄
版
を
増
補
し
て
復
た
 
 

新
た
に
刊
行
さ
れ
、
こ
の
語
草
を
習
得
せ
ん
と
す
る
者
に
は
依
然
と
し
て
亦
た
唯
一
の
参
考
と
な
つ
て
ゐ
る
。
 
 

次
に
ス
メ
ー
ル
●
バ
ビ
ロ
ニ
ア
・
ア
ッ
シ
リ
ア
の
古
代
宗
教
に
関
し
て
、
最
近
に
公
け
に
さ
れ
た
有
力
な
多
く
の
資
料
 
 

近
束
の
古
代
宗
教
研
究
上
の
重
要
問
窺
 
 
 



近
来
の
古
代
宗
教
研
究
上
の
主
要
問
題
 
 

一
八
二
 
 

は
、
W
監
－
1
2
r
、
A
蒜
3
i
C
l
虎
i
｛
こ
軍
－
1
】
諾
柏
（
Ⅰ
阜
▼
N
肯
こ
諾
柏
）
い
謬
r
t
ぎ
A
r
乙
－
芳
e
－
長
句
帖
≡
d
 
t
訂
出
i
宗
．
童
1
．
乙
．
 
 

（
－
）
】
1
i
㌻
d
e
－
盲
㌻
）
－
誌
ひ
）
こ
音
義
…
昌
n
－
A
l
t
宅
i
e
－
－
邑
i
竿
】
－
C
 
≠
已
e
2
－
（
l
 
出
i
l
（
】
c
r
≧
〓
：
ュ
t
e
n
べ
邑
昌
宣
－
訂
．
ド
L
ビ
l
戸
 
 

（
↓
穿
i
－
1
苛
】
こ
諾
の
）
な
ど
に
詳
し
く
列
寒
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
敢
て
一
々
こ
れ
を
聾
し
な
い
こ
と
～
し
て
、
唯
だ
抜
に
 
 

は
私
に
興
味
あ
る
重
要
な
問
題
と
認
め
ら
れ
る
も
の
～
二
三
の
み
を
掲
げ
て
置
か
う
。
 
 
 

先
つ
第
一
に
は
か
の
デ
ー
リ
ッ
チ
エ
以
凍
特
に
ア
ッ
シ
リ
ア
聾
者
の
探
求
し
た
「
浄
土
は
何
庭
に
あ
り
し
や
L
（
、
）
W
O
 
 

－
遥
d
a
仇
憎
a
■
r
註
湯
ぺ
。
）
の
問
題
が
あ
る
。
今
二
の
鮎
に
牌
聯
し
て
所
謂
「
バ
ベ
ル
と
ど
ベ
ル
」
の
問
題
に
ま
で
深
く
 
 

立
入
る
こ
と
は
固
よ
り
で
き
な
い
か
ら
そ
れ
は
省
賂
す
る
が
、
し
か
し
枕
近
に
於
い
て
そ
の
往
古
の
渾
土
を
精
々
明
 
 

ら
か
に
侍
へ
た
と
見
る
べ
き
最
も
古
い
一
資
料
が
新
た
に
螢
表
さ
れ
た
こ
と
は
、
珍
重
す
べ
き
侍
説
と
し
て
ま
た
更
 
 

に
一
個
の
問
題
を
提
供
し
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
而
し
て
そ
の
資
料
と
は
ま
 
 

と
し
て
ラ
ン
グ
ド
ン
が
元
の
ス
メ
ー
ル
の
神
話
か
ら
こ
れ
を
得
て
公
け
に
し
た
比
較
的
に
よ
く
保
存
さ
れ
た
将
士
の
 
 

物
語
で
あ
つ
て
、
そ
の
年
代
は
大
凡
紀
元
前
二
千
五
官
年
頃
ま
で
も
翻
り
得
る
か
ら
、
恐
ら
く
そ
れ
は
こ
の
地
上
の
 
 

浄
土
に
就
い
て
の
世
界
最
古
の
侍
説
で
あ
る
だ
ら
う
（
r
呂
g
d
毒
）
l
b
 
P
c
㌢
J
e
芸
m
箕
e
I
l
 
d
u
 
p
弓
乙
i
Ⅵ
－
d
仁
d
箪
1
g
2
e
什
 
 

d
e
】
p
c
F
亡
訂
d
e
－
、
F
O
m
m
e
・
－
写
P
塵
療
）
。
 
 
 

こ
の
往
古
の
浄
土
の
名
は
デ
ィ
ル
ム
ン
（
ゥ
i
訂
2
1
）
と
呼
ば
れ
て
、
本
来
細
々
の
み
の
任
す
る
蛮
地
で
あ
つ
た
。
而
 
 

し
て
こ
れ
に
関
す
る
記
事
の
中
に
は
洪
水
や
堕
落
の
侍
諒
と
も
見
る
べ
き
節
が
あ
つ
て
、
ま
た
人
数
の
教
生
を
暗
示
 
 
 



す
る
物
語
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
賓
に
か
の
奮
約
の
エ
デ
ソ
の
薬
園
の
記
事
と
対
比
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
 
 

こ
の
雨
着
の
比
綬
考
察
は
蓋
し
興
味
あ
る
一
問
題
で
あ
る
が
（
T
L
昌
g
d
昌
こ
b
芦
い
C
ト
穿
き
ー
ー
こ
b
i
d
・
謬
芝
Ⅰ
Ⅰ
）
C
訂
マ
 
 

く
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
い
e
且
、
今
ラ
ン
グ
ド
ン
は
両
者
に
親
密
な
関
係
と
類
似
を
認
め
て
ゐ
る
に
反
し
て
、
バ
ー
ト
ン
は
大
磯
に
於
 
 

い
て
滑
極
的
見
解
を
持
し
．
寧
ろ
そ
の
侍
説
を
ば
都
市
と
農
業
と
の
起
源
を
物
語
る
も
の
と
見
倣
し
て
ゐ
る
。
卑
見
 
 

に
依
れ
ば
、
前
者
の
所
説
に
は
多
少
の
早
急
な
結
論
が
あ
る
け
れ
ど
も
．
少
な
く
と
も
か
の
エ
デ
ン
の
頑
話
の
由
蒸
 
 

す
る
一
原
型
が
こ
の
ス
メ
ー
ル
の
侍
説
に
在
る
こ
と
は
、
バ
ビ
ロ
ニ
ア
・
ア
ッ
シ
リ
ア
乃
至
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
と
其
 
 

他
の
博
詭
と
の
或
る
部
分
が
賓
は
ス
メ
ー
ル
か
ら
樽
蒸
し
て
ゐ
る
こ
と
を
認
め
る
限
り
、
亦
た
こ
れ
を
承
認
し
な
け
 
 

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
注
意
す
べ
き
第
二
の
問
題
ほ
．
ま
と
し
て
わ
が
奮
師
エ
ペ
リ
ン
グ
教
授
の
努
力
に
依
っ
て
螢
表
さ
れ
た
ア
ッ
 
 

シ
ュ
ー
ル
の
宗
教
史
書
（
内
2
i
－
汚
ぎ
i
詩
才
温
2
岩
切
A
警
r
 
r
已
i
g
i
ぎ
ロ
I
n
訂
】
｛
書
A
l
－
t
O
的
r
毒
－
1
i
2
n
召
－
1
苧
i
（
F
 
E
b
2
】
i
長
・
 
 

冨
－
∽
持
 
訂
i
宣
g
）
に
記
さ
れ
た
幾
多
の
宗
教
的
事
賓
で
あ
る
。
現
今
ア
ッ
シ
リ
ア
畢
の
一
棟
威
で
あ
る
マ
イ
ス
ナ
 
 

一
教
授
が
嘗
て
一
九
二
一
年
の
燭
週
末
洋
拳
骨
の
講
演
に
於
い
て
、
「
現
代
の
ア
ッ
シ
リ
ア
畢
研
究
上
の
重
要
問
題
」
 
 

を
述
べ
た
中
に
（
冒
i
琶
e
r
－
野
e
g
e
g
e
n
急
r
t
i
g
e
l
l
ぎ
l
l
p
t
p
邑
－
e
m
e
d
e
：
薫
r
i
㌢
粥
i
鷲
ぎ
l
ぎ
r
s
O
ぎ
童
N
e
i
t
s
e
】
鼓
詩
 
 

d
巧
】
宮
象
莞
訂
】
l
ま
O
r
g
e
n
一
ぎ
d
i
乳
－
望
－
（
紆
莞
】
－
誇
】
；
芦
 
当
e
宍
こ
冒
】
g
つ
、
望
・
l
一
撃
漂
持
）
、
「
こ
の
宗
教
文
書
の
公
班
を
 
 

示
す
こ
と
は
今
自
分
に
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
云
っ
た
ほ
ど
．
そ
れ
は
多
く
の
新
し
い
事
賓
を
含
ん
で
ゐ
る
が
、
就
 
 

近
束
の
音
代
宗
教
研
究
上
の
重
要
間
顔
 
 
 



近
東
の
古
代
宗
教
研
究
上
の
主
要
問
題
 
 

】
八
四
 
 

中
最
も
重
要
な
記
健
は
赫
々
の
教
生
と
そ
の
祭
祀
に
関
す
る
物
語
で
あ
る
と
思
ふ
（
－
・
”
E
b
2
－
i
董
曾
e
l
l
e
ロ
N
己
∵
六
軒
 
 

邑
亡
針
｛
紆
；
首
l
O
n
i
誇
訂
n
R
2
－
i
g
i
宰
彗
t
e
i
－
2
1
g
2
n
d
2
七
ぎ
r
d
e
r
a
s
i
鼓
s
c
I
l
e
巳
穿
2
－
－
乳
訂
芦
－
冨
・
Ⅰ
・
鞠
）
。
既
に
 
 

知
ら
る
ゝ
如
く
赫
々
の
寮
生
物
語
に
就
い
て
は
、
所
謂
へ
へ
S
e
責
↑
賢
｛
s
－
、
な
ど
が
徒
凍
の
ま
要
な
資
料
で
あ
つ
た
 
 

け
れ
ど
も
、
こ
の
「
ア
ッ
シ
ュ
ー
ル
の
宗
教
蓋
日
L
は
更
に
こ
れ
を
補
ふ
幾
多
の
記
事
を
含
ん
で
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
－
現
 
 

に
前
述
せ
る
如
く
マ
イ
ス
ナ
一
教
授
が
「
現
代
の
ア
ッ
シ
リ
ア
畢
研
究
」
に
於
い
て
、
宗
教
に
関
す
る
ま
要
問
題
と
し
て
、
 
 

特
に
こ
の
エ
ペ
リ
ン
グ
教
授
の
文
書
を
奉
げ
た
こ
と
は
、
如
何
に
そ
れ
が
バ
ビ
…
ア
・
ア
ッ
シ
リ
ア
宗
教
の
新
し
い
 
 

研
究
に
対
し
て
多
く
の
貢
献
を
も
た
ら
し
て
ゐ
る
か
変
不
す
も
の
で
あ
ら
う
。
僻
ほ
同
教
授
が
近
刊
の
R
e
｝
i
g
i
C
n
i
n
 
 

G
e
誇
－
】
i
c
1
1
t
e
邑
屠
2
n
W
阜
Ⅰ
・
ド
A
u
P
（
－
諾
可
・
↑
i
家
n
g
e
－
－
）
に
掲
げ
た
1
バ
ビ
ロ
ニ
ア
・
ア
ッ
シ
リ
ア
宗
教
」
の
 
 

項
目
は
、
こ
の
宗
教
に
就
い
て
の
最
も
確
賓
な
最
近
の
一
要
約
と
し
て
見
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

更
に
第
三
に
は
法
律
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
必
ず
し
も
直
接
に
宗
教
上
の
問
題
で
は
ぢ
い
け
れ
ど
 
 

も
、
知
ら
る
～
如
く
、
原
始
及
び
舌
代
の
法
律
は
殆
ん
ど
含
L
宗
教
と
親
密
な
関
係
を
有
し
・
今
」
の
ご
三
ア
●
 
 

ア
ッ
シ
リ
ア
の
法
律
も
亦
た
同
棲
に
宗
教
的
意
義
を
も
つ
て
ゐ
る
か
ら
、
弦
に
そ
れ
を
掲
げ
る
こ
と
は
決
ト
て
不
普
で
 
 

は
な
い
で
あ
ら
う
。
 
 
 

さ
き
の
マ
イ
ス
ナ
一
教
授
も
上
端
の
講
演
に
於
い
て
述
べ
て
ゐ
る
や
う
に
、
現
今
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
ア
ッ
シ
リ
ア
の
研
 
 

究
上
に
は
そ
の
法
律
に
対
し
て
殊
に
強
い
興
味
が
起
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
∵
1
れ
に
関
す
る
古
記
銀
は
賓
に
徒
凍
 
 
 



の
馨
見
さ
れ
た
草
し
の
文
書
の
中
で
、
最
も
廉
い
範
囲
に
亘
っ
て
ゐ
る
（
茅
i
琵
琶
；
P
〇
．
S
．
苦
持
参
盟
）
。
帥
 
 

ち
既
に
螢
見
さ
れ
た
か
の
有
名
た
∴
ム
ラ
ビ
署
の
法
典
や
諸
種
の
契
約
文
書
の
外
に
、
特
に
近
年
費
表
さ
れ
た
舌
代
 
 

法
律
の
記
祓
に
は
、
こ
の
ハ
ム
ラ
ビ
一
法
奥
の
原
型
と
も
見
る
べ
き
最
も
古
い
ス
メ
ー
ル
の
法
律
の
一
部
や
、
ま
た
 
 

ア
ッ
シ
リ
ア
法
典
の
或
る
部
分
が
あ
る
の
み
な
ら
す
、
更
に
こ
れ
と
対
比
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
ヒ
ッ
チ
ト
族
の
法
典
も
 
 

＋
 
あ
る
（
W
e
i
d
n
e
r
、
a
・
P
〇
・
S
」
∽
心
持
い
H
r
。
琶
や
C
c
d
e
F
i
t
t
i
t
e
p
r
O
召
邑
d
e
－
－
A
乳
e
呂
n
e
u
r
e
．
謬
r
i
訊
こ
琵
琶
い
 
 

出
a
き
コ
ー
i
b
i
d
・
）
舛
Ⅰ
－
丁
十
省
く
・
e
t
e
・
）
。
尤
も
此
等
の
法
律
は
固
よ
ら
必
ず
し
も
走
く
宗
教
的
で
は
な
く
し
て
、
殊
に
 
 

ハ
ム
ラ
ビ
一
法
の
如
き
は
殆
ん
ど
全
く
世
俗
的
な
法
の
規
定
で
あ
る
か
ら
、
た
と
ひ
こ
の
法
典
と
か
の
宗
教
的
な
所
 
 

謂
竜
－
ゼ
の
律
法
と
の
問
に
は
一
方
著
し
い
類
似
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
両
者
を
ば
直
ち
に
同
様
の
意
義
に
於
い
て
認
 
 

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
バ
ー
ト
ン
の
如
き
は
両
者
の
圃
係
に
つ
い
て
寧
ろ
否
定
的
見
解
を
主
張
 
 

し
て
ゐ
る
程
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
詭
は
ま
た
そ
の
ま
、
に
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
私
は
思
ふ
。
 
 

僻
ほ
バ
ー
ト
ン
は
か
の
ヒ
ッ
チ
ト
の
法
典
の
中
に
は
幾
分
の
儀
式
法
が
ぁ
る
か
ら
、
そ
れ
は
ハ
ム
ラ
ビ
一
法
典
よ
h
ソ
ヰ
b
 
 

一
層
モ
ー
ゼ
の
律
法
に
近
い
と
も
云
っ
て
ゐ
る
が
、
全
て
か
ゝ
る
舌
代
法
の
宗
教
的
意
義
如
何
に
関
す
る
問
題
は
、
 
 

そ
の
法
律
の
各
催
項
の
同
異
よ
り
も
寧
ろ
そ
の
法
の
起
源
と
そ
の
権
威
の
依
っ
て
基
く
所
と
に
そ
の
垂
鮎
を
置
か
ね
 
 

ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
但
し
こ
の
問
題
を
詳
論
す
る
こ
と
は
更
に
他
日
に
譲
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

近
東
の
古
代
宗
教
研
究
上
の
圭
嬰
間
庖
 
 
 



一
八
六
 
 

近
東
の
青
代
宗
教
研
究
上
り
主
要
問
題
 
 

所
謂
1
ノ
ベ
ル
と
ど
ベ
ル
」
の
問
題
や
又
は
1
汎
バ
ビ
ロ
ニ
ア
説
L
（
P
巴
－
b
茸
－
○
－
1
訂
u
s
）
の
近
凍
の
趨
勢
に
就
い
 
 

て
も
・
技
に
は
も
は
や
観
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
が
、
唯
だ
後
者
に
対
し
て
ヰ
聾
者
の
由
に
滑
極
的
見
解
が
強
い
こ
 
 

と
を
一
言
す
る
に
止
め
や
う
。
 
 

僻
ほ
最
後
に
バ
ビ
ロ
ニ
ア
・
ア
ッ
シ
リ
ア
の
古
代
宗
教
と
共
に
更
に
贋
く
そ
の
生
活
や
文
化
の
各
方
面
に
亘
っ
て
、
 
 

最
近
の
確
賓
な
研
究
の
結
筆
墨
約
し
た
好
著
と
し
て
t
茅
…
s
莞
r
壱
亘
O
n
ぎ
≡
乙
A
肇
ぎ
岩
d
2
・
（
－
琶
1
 
 

－
琵
．
1
寮
d
旨
r
g
）
を
挙
げ
て
置
く
。
蓋
し
本
書
は
さ
き
に
摸
及
の
傭
下
に
掲
げ
た
土
ル
マ
ン
・
ラ
ン
ケ
の
著
と
共
 
 

に
ー
近
束
に
於
け
る
最
古
の
文
化
研
究
上
権
威
あ
る
好
嘉
の
近
業
で
あ
つ
て
、
特
に
そ
の
第
二
巷
は
吾
々
に
取
っ
 
 

て
甚
だ
有
益
で
あ
る
。
 
 
 



】
 
支
 
那
 
沸
 
教
 
 

支
邦
係
数
と
い
ふ
言
菓
が
蟻
ん
に
用
い
ら
れ
る
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
苦
か
ら
三
国
彿
敦
と
挿
し
て
、
 
 

天
竺
、
麓
旦
－
日
本
を
以
て
偶
数
嫡
侍
の
代
表
国
と
見
催
し
て
は
寒
た
が
、
印
度
沸
教
、
支
那
沸
教
、
日
本
彿
放
と
 
 

が
対
立
し
て
、
沸
教
分
類
の
一
部
門
を
占
む
る
も
の
と
し
て
の
名
稀
は
、
現
代
の
彿
敦
研
究
に
於
て
漸
く
用
い
ら
れ
、
 
 

今
後
益
々
そ
望
息
義
が
確
立
せ
ん
と
し
ケ
ゝ
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
支
那
偶
数
の
名
に
よ
つ
て
示
さ
る
べ
き
概
 
 

念
内
容
は
必
ず
し
も
判
明
で
は
な
い
。
二
言
に
す
れ
ば
「
支
那
の
闘
士
に
行
は
れ
た
彿
敦
」
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
 
 

れ
で
は
徐
り
に
漠
然
と
し
て
居
る
。
少
し
進
ん
で
「
支
那
の
文
化
に
培
は
れ
た
件
数
」
と
云
へ
ば
梢
意
味
を
も
つ
て
 
 

季
Q
け
れ
ど
も
、
僻
ほ
未
だ
支
那
沸
教
と
言
は
る
べ
き
内
容
特
贋
が
現
は
れ
て
こ
な
い
。
全
備
数
の
一
部
門
と
し
て
 
 

の
支
那
彿
敦
は
、
教
義
、
信
仰
、
儀
祓
、
社
食
性
な
ど
の
方
面
に
於
て
、
印
度
、
日
本
の
彿
敦
と
比
較
し
得
る
特
徴
 
 

を
指
摘
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
意
味
が
判
然
し
な
い
。
そ
し
て
此
の
立
場
か
ら
見
た
支
那
偶
数
の
輪
廓
曽
、
一
 
 

言
に
示
す
の
は
容
易
な
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
今
は
ま
と
し
て
数
理
の
方
面
、
更
に
い
へ
ば
教
理
馨
達
史
の
方
面
 
 

】
八
七
 
 
 

支
那
彿
掛
の
一
般
傾
向
 
 

支
那
彿
教
の
一
般
傾
向
 
 

佐
 
藤
 
 
泰
 
舜
 
 



支
那
に
彿
敦
が
初
め
て
侍
っ
た
の
は
．
印
度
の
彿
度
が
約
五
首
年
を
経
過
し
て
、
所
謂
、
虎
始
彿
致
の
時
代
を
過
 
 

ぎ
、
小
乗
沸
教
馨
達
の
一
頂
鮎
に
達
し
、
そ
し
て
大
乗
彿
敦
が
勃
興
し
か
げ
た
頃
で
あ
つ
た
。
偶
数
の
歴
史
に
於
て
 
 

不
思
議
な
の
は
、
一
度
組
織
さ
れ
た
数
理
は
次
ぎ
′
1
の
時
代
に
於
て
必
ず
研
究
侍
持
さ
れ
て
、
決
し
て
捨
て
去
ら
 
 

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
数
理
に
対
す
る
信
念
の
樹
液
は
あ
う
．
彿
陀
の
宗
教
の
綜
趣
を
何
れ
の
数
理
に
求
む
る
か
は
、
 
 

時
代
に
よ
つ
て
異
ト
が
あ
る
に
し
て
も
、
一
度
唱
へ
ら
れ
た
数
理
は
永
久
に
樽
柿
研
臆
さ
れ
る
と
云
ふ
の
が
、
彿
敢
 
 

数
理
史
の
常
躾
で
あ
る
。
支
部
に
沸
教
が
侍
は
り
初
め
た
頃
は
、
印
度
の
彿
敦
が
大
乗
を
以
て
彿
陀
の
眞
意
打
で
り
と
 
 

し
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
支
那
沸
教
は
信
念
と
し
て
は
大
乗
を
以
て
出
費
し
、
而
し
て
原
始
彿
数
並
に
小
乗
彿
敦
を
 
 

も
数
理
教
導
と
し
て
博
へ
承
け
た
の
で
あ
る
。
初
め
か
ら
大
乗
精
神
に
目
覚
め
た
支
那
偶
数
は
、
其
の
儀
嘩
其
の
 
 

社
食
性
に
於
て
常
に
大
乗
的
で
あ
つ
た
の
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。
支
那
に
於
て
は
大
乗
と
云
ふ
名
辞
の
必
要
を
威
せ
 
 

ぎ
る
程
に
、
終
始
大
乗
彿
数
の
み
藍
旦
揚
し
凍
っ
た
。
印
度
は
彿
敦
を
産
み
彿
数
を
育
て
た
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
は
 
 

超
越
す
べ
き
原
始
彿
敦
の
垣
が
あ
り
、
改
造
す
べ
．
き
小
乗
数
彿
の
陣
屋
が
あ
つ
た
。
支
那
に
於
て
は
初
め
か
ら
大
乗
 
 

彿
敦
の
み
を
以
て
奥
の
宗
教
と
な
し
、
原
始
小
乗
の
如
き
は
一
の
教
理
と
し
て
の
み
研
究
さ
れ
、
時
に
は
大
乗
彿
敦
 
 

を
建
設
す
る
虐
め
の
素
材
と
し
て
の
み
役
立
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
大
乗
の
数
理
は
、
支
那
に
於
て
蓉
展
の
 
 

極
致
に
達
し
た
。
支
部
は
単
に
彿
敦
を
受
け
抱
い
だ
の
で
は
小
心
く
て
、
之
れ
を
澄
達
し
隆
盛
な
ら
し
め
た
の
で
ぁ
る
。
 
 
 

支
部
彿
敬
の
一
般
傾
向
 
 

に
関
し
て
、
概
括
的
な
素
描
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
b
 
 

】
八
八
 
 



若
し
全
健
の
彿
故
に
理
史
か
ら
、
支
那
沸
教
の
千
興
す
る
部
分
を
除
き
去
っ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
数
理
史
の
大
牢
を
 
 

失
ふ
こ
と
に
な
り
、
殊
に
数
理
螢
達
の
精
髄
と
も
云
ふ
べ
き
上
膚
部
を
欠
く
こ
と
に
な
る
で
あ
．
ら
う
。
 
 
 

支
那
は
初
め
て
彿
教
を
受
け
容
れ
て
か
ら
．
約
一
千
年
の
間
、
極
め
て
忠
賓
に
印
度
の
彿
敦
を
輸
入
し
繚
け
て
ゐ
 
 

た
。
内
に
向
つ
て
は
、
受
け
容
れ
た
偶
数
を
加
工
し
精
錬
す
る
と
共
に
、
外
に
向
つ
て
は
、
常
に
印
度
沸
教
の
輸
入
 
 

に
努
力
し
、
如
何
な
る
経
文
、
如
何
な
る
教
理
を
も
迎
へ
入
れ
ん
と
し
、
終
に
印
度
の
彿
敦
が
滅
亡
す
る
時
機
に
降
 
 

す
る
ま
で
、
各
時
代
の
彿
数
々
理
を
侍
へ
学
び
、
印
度
彿
数
の
底
を
傾
け
並
し
た
と
云
ふ
形
に
な
つ
て
居
る
。
即
ち
 
 

彿
滅
五
首
年
以
後
の
印
度
係
数
史
の
壁
蓮
は
、
大
鰹
に
於
て
支
那
件
数
史
の
中
に
、
其
の
影
を
投
じ
て
居
り
、
而
も
 
 

支
部
傭
数
は
そ
れ
以
外
に
燭
自
の
領
域
を
有
し
、
畢
な
る
印
度
偶
数
の
模
葛
で
は
な
く
て
、
正
曹
に
し
て
偉
大
な
る
 
 

後
糖
着
で
あ
つ
た
。
夫
れ
故
に
印
度
に
於
て
は
大
乗
の
初
歩
で
あ
つ
た
も
の
が
、
支
那
に
凍
っ
て
は
其
の
奥
義
を
螢
 
 

揮
し
、
彼
に
あ
つ
て
三
乗
井
列
の
彿
致
は
、
此
に
凍
っ
て
は
一
乗
固
頓
の
妙
趣
を
嶽
現
し
、
所
謂
、
棒
大
乗
よ
り
一
 
 

進
し
て
賓
大
乗
の
理
趣
皇
且
揚
す
る
に
至
っ
た
。
印
度
彿
敦
史
が
小
乗
傭
数
の
征
服
過
程
で
ぁ
る
な
ら
ば
、
支
部
彿
 
 

敢
史
は
初
歩
大
衆
を
超
越
し
て
高
級
大
乗
の
建
設
史
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。
 
 
 

支
部
彿
敦
は
印
度
に
封
し
て
五
首
年
の
弟
で
あ
る
が
、
同
時
に
日
本
彿
敦
に
射
し
て
又
五
百
年
の
兄
で
あ
る
。
日
 
 

本
が
支
部
彿
致
を
輸
入
し
初
め
た
の
ほ
、
支
部
に
一
乗
異
質
の
大
乗
彿
教
が
建
設
し
か
け
た
頃
で
あ
る
。
日
本
は
最
 
 

初
か
ら
賓
大
乗
の
一
乗
沸
教
を
以
て
出
立
し
、
そ
し
て
支
部
が
印
度
に
対
し
て
な
し
た
如
く
に
、
約
一
千
年
の
間
熱
 
 

支
那
俳
敢
め
一
般
傾
向
 
 
 



一
九
〇
 
 

支
部
彿
敬
の
一
般
傾
向
 
 

心
に
支
部
の
沸
教
を
迎
へ
容
れ
て
、
其
の
源
底
を
極
め
壷
す
と
共
に
、
又
濁
自
の
辟
域
を
築
き
め
げ
て
居
る
？
日
本
 
 

の
一
乗
彿
数
は
鎌
倉
時
代
に
於
て
螢
挿
さ
れ
た
や
う
に
、
理
よ
り
も
串
を
重
ん
す
る
と
同
時
に
、
始
魔
よ
り
も
本
魔
 
 

を
基
調
と
す
る
も
の
で
．
支
那
係
数
に
於
て
組
織
さ
れ
た
一
乗
の
数
理
は
、
一
方
に
於
て
は
極
め
て
賓
際
的
方
面
に
 
 

持
ち
凍
た
さ
れ
て
、
理
論
と
し
て
の
一
乗
敦
が
、
賓
践
安
心
と
化
し
て
、
一
味
法
楽
の
宗
教
と
し
て
軋
骨
に
賓
現
し
た
 
 

の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
は
支
部
彿
致
の
昏
然
の
鯨
結
で
ぁ
つ
て
、
四
宙
金
洲
に
粂
え
た
彿
敦
の
畢
が
、
束
海
の
島
帝
国
に
 
 

賞
を
結
ん
だ
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
支
部
大
陸
の
係
数
は
、
自
己
の
残
務
を
果
し
た
も
の
～
如
く
、
印
度
に
於
 
 

け
る
が
如
く
終
始
大
路
一
千
五
宙
年
の
歳
月
を
経
て
、
明
末
清
初
の
頃
に
於
て
大
燈
眞
生
命
の
終
焉
を
告
げ
て
居
る
。
 
 
 

斯
く
の
如
く
支
那
の
彿
教
は
、
印
度
と
日
本
と
に
対
し
て
、
年
代
の
上
か
ら
も
、
教
理
螢
達
の
上
か
ら
も
、
極
め
 
 

て
均
密
を
保
っ
た
姉
妹
関
係
に
あ
る
と
共
に
、
「
賓
大
衆
の
建
設
」
若
し
く
は
「
一
乗
係
数
の
数
理
の
組
織
」
と
も
云
 
 

ふ
べ
き
こ
と
が
、
数
理
史
上
に
於
け
る
支
那
係
数
の
輪
廓
本
質
を
ぢ
す
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
「
支
部
彿
数
」
と
 
 

い
ふ
場
合
に
は
畢
に
数
理
史
の
上
の
み
か
ら
諭
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
暫
ら
く
一
般
文
化
史
的
又
は
宗
教
史
的
の
立
 
 

場
を
度
外
し
て
、
特
に
彿
数
研
究
即
ち
傭
数
々
理
研
究
の
立
場
か
ら
の
み
云
へ
ば
、
大
髄
右
の
如
き
見
方
を
な
し
得
 
 

る
か
と
思
は
れ
る
。
此
の
立
場
に
立
っ
て
今
少
し
く
支
部
沸
教
の
特
色
と
も
云
ふ
べ
き
も
の
を
考
へ
て
見
よ
う
。
 
 

〓
 
経
典
の
偉
詳
と
註
渾
 
 
 



支
那
沸
教
の
最
も
偉
大
な
る
事
蹟
の
一
は
経
奥
侍
謬
の
事
業
で
あ
る
。
支
部
が
沸
教
を
侍
へ
る
大
部
分
の
仕
事
は
、
 
 

澤
 
 

印
度
に
存
す
る
梵
語
の
経
典
を
漢
語
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
之
れ
が
薦
め
に
印
度
、
西
域
、
支
部
の
三
戒
法
師
の
苦
 
 

辛
経
螢
は
一
方
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
り
、
歴
代
の
王
者
井
に
有
力
護
法
の
士
の
物
質
的
援
助
も
莫
大
打
ア
も
の
で
あ
つ
た
。
 
 

沸
教
初
博
以
凍
殆
ん
ど
一
千
年
の
間
、
次
第
に
造
ら
れ
行
く
印
度
の
空
典
を
、
一
つ
も
験
さ
じ
と
侍
へ
詳
し
た
根
気
 
 

は
驚
嘆
に
慣
す
る
も
の
で
ぁ
る
。
而
も
中
頃
以
後
に
於
て
は
、
都
謬
・
り
設
備
や
手
繚
が
完
備
し
、
謬
文
ま
た
極
め
て
 
 

巧
妙
と
打
ア
り
、
賓
に
於
て
も
量
に
於
て
も
、
恐
ら
く
世
界
碗
詳
史
上
の
随
一
に
任
す
る
で
あ
ら
う
。
斯
く
し
て
所
謂
 
 

五
千
除
巷
の
経
文
、
八
萬
四
千
の
法
門
と
耕
せ
ら
る
～
莫
大
な
備
典
と
教
義
と
は
、
遺
漏
な
く
支
那
の
文
学
文
章
に
 
 

移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
は
蓋
し
支
那
人
の
求
法
心
の
熱
烈
な
る
と
、
究
理
心
の
深
き
と
、
及
び
経
典
の
 
 

神
秘
カ
を
信
す
る
心
の
篤
き
と
に
よ
つ
て
成
さ
れ
、
而
も
自
国
の
文
革
文
化
に
射
す
る
、
飽
く
ま
で
も
強
き
自
負
心
 
 

に
催
さ
れ
た
結
果
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
一
度
謬
本
の
決
定
を
見
る
や
、
紀
封
に
之
れ
を
信
頼
し
て
再
び
原
典
を
顧
み
 
 

な
か
っ
た
こ
と
は
、
や
が
て
支
那
備
数
々
理
の
螢
達
を
産
出
す
一
因
を
な
し
た
も
の
と
言
へ
よ
う
。
斯
く
し
て
出
水
 
 

た
渓
謬
経
典
は
、
支
部
大
陸
を
初
め
朝
鮮
宇
島
を
経
て
我
が
国
に
洗
侍
し
、
今
日
に
於
て
も
殆
ど
大
部
分
を
現
存
し
、
 
 

現
今
梵
語
空
典
の
残
存
せ
る
も
の
僅
少
な
る
と
、
巴
利
発
典
の
佳
に
小
乗
彿
敦
の
字
面
に
留
ま
る
と
に
比
し
て
、
大
 
 

小
乗
を
該
羅
し
繹
梓
諭
を
完
備
し
て
、
偶
数
思
想
の
研
究
上
、
文
献
の
大
部
分
を
占
む
る
選
重
な
も
の
で
あ
る
。
但
 
 

し
其
の
量
に
於
て
西
戴
語
謬
の
斐
典
は
漢
渾
に
匹
敵
す
る
も
の
1
如
く
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
其
の
数
理
螢
達
史
上
に
 
 

支
那
彿
教
の
一
般
傾
偏
 
 
 



於
け
る
地
位
に
至
っ
て
は
、
到
底
漠
謬
と
比
肩
す
べ
く
も
な
い
。
 
 
 

支
部
の
彿
故
老
が
心
血
を
注
い
で
漠
詳
し
た
聖
典
は
、
解
除
安
心
の
た
め
、
諷
諭
頑
健
の
儀
殖
の
た
め
、
又
は
宗
 
 

教
的
眞
理
の
研
究
の
た
め
な
ど
に
、
非
常
誓
Q
熱
誠
を
以
て
敦
界
に
侍
播
流
布
さ
れ
、
殊
に
研
究
詩
学
の
た
め
に
幾
 
 

多
の
註
滞
未
疏
が
造
ら
れ
て
、
其
の
分
量
は
現
存
す
る
者
の
み
に
て
も
．
漢
謬
聖
典
の
金
髄
よ
り
も
、
造
に
上
位
を
 
 

占
む
．
る
程
で
あ
る
。
之
等
註
洋
書
こ
そ
支
那
係
数
々
理
の
馨
達
を
物
語
る
材
料
で
あ
つ
て
、
歴
代
の
高
滑
は
か
ゝ
る
 
 

註
梓
書
を
著
は
す
こ
と
に
年
涯
の
大
部
分
を
費
や
し
．
権
威
あ
る
註
辞
書
は
一
宗
派
を
開
立
す
る
の
基
礎
と
な
り
、
 
 

而
し
て
其
の
門
徒
は
、
之
れ
を
理
解
し
更
に
末
疏
を
著
は
す
こ
と
に
カ
を
注
ぐ
の
有
様
で
ぁ
つ
て
、
牽
奥
の
註
繹
書
 
 

は
支
部
沸
教
の
本
質
を
最
も
よ
く
代
表
し
て
居
る
と
云
ふ
こ
と
が
出
水
る
。
か
く
し
て
一
乗
異
質
の
大
乗
偶
数
々
理
 
 

は
成
立
し
た
の
で
あ
つ
て
、
表
面
に
於
て
は
経
典
の
理
解
追
随
と
い
ふ
が
如
き
註
梓
的
饅
度
を
取
り
乍
ら
、
内
面
に
 
 

於
て
は
経
典
を
批
判
し
超
越
し
て
、
更
に
其
の
上
に
出
づ
る
と
い
ふ
極
め
て
積
極
的
の
意
義
哲
有
し
て
居
る
。
卒
然
 
 

と
し
て
望
め
ば
、
印
度
の
彿
数
に
対
し
て
何
物
を
も
加
へ
ざ
る
が
如
く
見
ゆ
る
支
部
彿
致
も
．
其
の
内
南
に
於
て
は
 
 

印
度
偶
数
を
助
長
し
螢
展
せ
し
め
、
其
の
中
に
潜
め
る
粛
芽
を
正
常
に
育
て
あ
げ
て
、
濁
自
の
領
域
を
占
む
る
幾
多
 
 

の
数
理
を
組
織
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
セ
．
イ
Ⅴ
ソ
に
於
て
も
、
ビ
ル
マ
に
於
て
も
、
西
藤
に
於
て
も
、
聖
典
の
註
繹
 
 

書
は
造
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
濁
自
の
敷
革
を
組
織
し
而
も
其
れ
が
重
大
な
る
意
義
を
有
す
る
鮎
に
於
て
、
支
那
彿
敦
 
 

の
右
に
出
づ
る
も
の
は
な
い
。
支
部
に
於
て
は
幾
百
年
を
通
じ
て
岩
石
に
経
文
を
刻
み
付
け
る
堅
忍
不
故
の
大
業
も
 
 
 

支
部
俳
軟
の
一
般
傾
向
 
 



な
さ
れ
、
宏
批
な
る
堂
塔
伽
藍
を
建
立
し
て
経
典
の
功
徳
を
頑
讃
し
た
こ
と
も
あ
♭
－
詣
経
書
葛
の
空
業
に
生
涯
を
 
 

ゆ
だ
ね
た
敬
慶
な
彿
徒
も
少
く
な
い
け
れ
ど
も
、
数
理
史
上
の
意
義
あ
る
行
蹟
と
し
て
は
、
課
澤
末
疏
の
製
作
を
以
 
 

て
、
支
那
係
数
の
本
質
を
示
す
も
の
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
 

三
 
経
 
典
 
の
 
取
 
扱
 
 

〆
 
 

併
し
乍
ら
、
支
那
彿
敦
が
聖
典
を
取
扱
っ
た
饅
度
は
、
必
ず
し
鴇
聖
典
本
務
の
性
質
を
歪
め
な
か
っ
た
と
は
云
へ
 
 

な
い
。
沸
教
聖
典
殊
に
其
の
軽
減
に
威
す
る
も
の
は
、
殆
ど
全
部
文
革
的
作
品
と
も
耕
す
る
こ
と
が
出
水
る
程
、
垂
 
 

解
約
の
要
素
が
豊
に
臭
っ
て
居
る
。
経
文
は
宗
教
的
の
背
理
を
諭
越
し
た
と
い
ふ
よ
り
も
、
宗
数
的
感
激
を
詩
歌
に
 
 

詠
じ
出
し
、
又
は
一
念
の
戯
曲
的
結
構
に
組
み
上
げ
た
も
の
と
い
ふ
方
が
、
邁
に
適
切
で
あ
つ
て
、
経
典
は
重
な
る
 
 
 

文
畢
で
あ
る
、
之
れ
を
味
ひ
之
れ
を
威
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
彿
陀
の
心
境
を
味
得
し
、
偶
数
精
醐
を
滴
暮
す
る
こ
 
 

と
が
出
凍
る
。
そ
こ
に
は
論
理
の
約
束
皇
心
れ
、
史
賓
の
真
偽
を
超
越
し
て
居
る
。
斯
〈
見
て
こ
そ
汲
め
ど
も
壷
き
 
 

ざ
る
無
限
の
趣
き
が
、
彿
陀
の
名
に
よ
つ
て
吾
等
の
宗
教
心
を
喚
起
す
る
の
で
ぁ
る
。
然
る
に
支
部
俳
数
に
於
て
は
 
 

聖
典
を
解
滞
す
る
に
昏
っ
て
、
経
文
の
表
に
膨
折
と
し
て
法
る
文
畢
的
興
趣
を
全
く
無
成
し
て
・
経
典
を
以
て
徳
富
 
 

訓
諭
又
は
敷
革
理
論
を
の
み
叙
述
し
た
も
の
と
し
て
取
扱
ひ
、
其
の
結
果
、
経
典
の
尊
限
性
や
哲
理
の
方
面
の
み
を
 
 

眺
め
て
、
文
革
と
し
て
の
一
面
を
閑
却
す
る
に
至
っ
て
屠
る
。
虜
め
に
凄
み
物
と
し
て
民
衆
に
接
す
る
軟
か
な
方
面
 
 

支
那
俳
教
¢
一
般
傾
向
 
 
 



支
那
儒
教
¢
一
般
儀
由
 
 

一
九
跨
 
 

が
失
は
れ
で
、
牌
重
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
方
面
や
、
深
蓮
汲
む
べ
か
ら
ざ
る
方
面
が
誇
張
せ
ら
れ
、
唯
不
可
思
議
の
前
 
 

栽
カ
を
宿
す
る
も
の
と
し
て
、
一
鰻
丼
の
封
象
と
し
て
の
み
民
衆
の
前
に
立
っ
や
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
支
那
以
後
に
 
 

於
け
る
経
典
取
扱
の
一
時
微
で
あ
つ
て
、
彿
陀
を
奇
蹟
醐
通
力
の
達
人
と
見
倣
し
、
係
数
を
以
て
菜
庸
無
稽
と
ま
で
 
 

は
行
か
ず
と
も
、
紳
麺
不
可
思
議
に
し
て
凡
慮
の
及
ば
ざ
る
も
の
と
誤
解
せ
し
む
る
の
一
因
を
な
し
て
居
る
。
 
 
 

い
ま
一
つ
支
那
係
数
の
経
典
取
扱
に
於
け
る
重
要
な
る
聴
微
は
、
所
謂
教
相
列
藩
で
あ
る
。
敦
相
列
詳
の
ヰ
百
る
 
 

首
的
は
、
教
理
の
深
浅
を
標
準
と
す
る
経
典
の
整
理
分
類
と
、
沸
教
思
想
の
組
織
統
一
と
に
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
 
 

数
列
は
印
度
に
聴
を
馨
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
最
も
盛
に
行
は
れ
た
の
は
支
部
で
あ
つ
て
、
苛
も
数
理
に
関
し
て
一
 
 

家
の
説
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
は
▼
 
必
す
自
家
の
数
列
を
立
て
る
の
が
支
那
畢
匠
の
通
義
で
あ
つ
た
。
蓋
し
幾
宵
千
 
 

の
脛
典
が
腑
序
次
第
も
な
く
停
滞
さ
れ
、
而
も
甲
乙
各
々
所
詮
の
程
度
を
異
に
し
、
時
に
は
矛
盾
帝
離
す
る
と
思
は
 
 

る
～
説
の
存
す
る
時
、
こ
れ
を
整
理
分
類
し
矛
盾
を
整
合
し
て
、
河
一
人
格
た
る
彿
陀
の
所
説
と
し
て
、
骨
尾
J
賞
 
 

せ
し
む
る
虐
め
に
は
、
数
相
列
繹
の
如
き
方
法
を
以
て
、
仝
経
典
を
分
類
整
理
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
つ
た
で
あ
ら
 
 

ぅ
。
斯
く
し
て
支
那
に
於
て
は
経
典
全
部
が
、
三
類
、
四
類
、
若
し
く
は
五
類
に
分
類
せ
ら
れ
て
、
其
の
各
類
は
数
 
 

理
の
痍
洩
を
似
て
蓮
等
を
附
せ
ら
れ
、
而
し
て
其
の
中
の
最
も
深
遠
な
る
も
の
が
金
経
典
を
統
一
す
る
こ
と
に
な
る
 
 

の
で
あ
る
。
即
ち
法
華
経
を
以
て
経
典
全
憶
の
結
論
と
見
な
す
が
如
き
、
女
は
華
族
経
を
以
て
璧
ハ
鼻
腔
の
中
心
と
 
 

見
な
す
が
如
き
、
様
々
な
数
列
が
成
立
し
て
、
た
め
に
難
然
た
る
秋
澤
経
典
は
、
夫
れ
′
～
・
ま
要
中
心
と
見
な
さ
る
 
 
 



冬
一
経
を
基
準
と
し
て
、
数
個
の
部
類
に
整
頓
さ
れ
た
の
で
あ
る
8
さ
れ
ば
内
面
か
ら
見
れ
ば
傲
敦
思
凰
の
耗
整
で
 
 

み
♭
、
外
面
よ
り
す
れ
ば
経
典
の
分
類
で
あ
る
と
こ
ろ
の
敦
和
列
帝
に
よ
つ
て
、
彿
数
々
理
が
整
頓
し
．
所
謂
八
萬
 
 

四
千
の
法
門
が
難
然
た
る
集
り
で
は
な
く
て
、
有
機
的
組
織
の
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
が
定
ま
る
評
で
あ
る
。
 
 
 

敢
相
列
藤
に
よ
つ
て
、
各
経
典
の
億
偲
は
一
目
瞭
然
の
も
の
と
な
♭
、
件
数
思
想
の
理
解
は
極
め
て
便
利
と
な
る
。
 
 

人
は
之
れ
に
よ
つ
て
全
備
数
の
教
義
を
鳥
撤
し
得
る
と
共
に
、
根
本
中
心
た
る
一
経
一
義
の
敦
に
よ
つ
て
、
傭
陀
の
 
 

宗
教
の
奥
儀
に
慶
す
る
こ
と
が
出
水
る
。
支
部
沸
教
は
教
義
の
整
理
の
た
め
に
、
経
典
の
賢
明
な
る
取
扱
方
を
し
た
 
 

と
云
っ
て
よ
い
。
け
れ
ど
も
此
の
取
扱
方
は
、
経
典
の
文
畢
的
要
素
を
無
成
し
た
見
方
と
舶
待
っ
て
、
経
典
は
深
遽
 
 

幽
妙
の
哲
理
を
の
み
述
べ
た
も
の
と
云
ふ
戚
じ
を
益
々
強
か
ら
し
め
た
。
そ
し
て
文
字
通
り
経
典
は
彿
陀
の
説
法
を
 
 

記
叙
し
た
も
の
で
あ
る
と
臥
前
提
の
下
に
、
同
一
の
彿
陀
が
曜
に
よ
つ
て
浅
深
不
同
の
説
を
な
す
の
は
、
一
は
方
便
 
 

の
厳
談
で
あ
㌔
他
は
異
質
の
本
懐
で
あ
る
と
の
考
へ
に
よ
つ
て
、
其
の
経
に
は
ど
の
程
度
の
本
意
が
含
ま
う
、
基
 
 

経
の
故
は
如
何
な
る
方
便
仮
説
が
交
る
と
云
ふ
が
如
き
諭
澄
が
、
経
文
の
一
字
一
句
を
澄
披
と
し
て
考
澄
詮
索
せ
ら
 
 

れ
、
畢
匠
が
口
を
開
け
ば
必
ず
此
の
事
に
及
ぶ
と
云
ふ
有
様
で
あ
る
か
ら
、
常
に
教
義
概
念
の
諭
鶉
が
表
面
に
表
は
 
 

れ
経
文
字
句
に
対
す
る
額
督
附
倉
の
解
滞
に
没
頭
し
て
、
今
日
の
吾
等
か
ら
見
れ
ば
索
鞍
蟻
を
噛
む
が
如
く
、
端
的
 
 

に
書
等
の
宗
教
的
性
情
に
触
れ
ゃ
し
て
、
活
き
′
1
し
た
宗
教
心
を
掬
す
る
こ
と
の
出
凍
な
い
や
う
な
戚
じ
附
す
る
 
 

の
も
、
経
典
に
射
す
る
支
那
沸
教
の
感
度
の
怒
ら
し
む
る
併
で
あ
る
。
 
 

安
静
沸
教
め
一
般
線
画
 
 
 



支
那
係
数
の
歴
史
は
宗
派
分
立
の
歴
史
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
程
で
あ
る
。
あ
る
問
題
に
対
す
る
見
解
の
相
異
に
 
 

基
く
部
次
の
分
裂
は
、
印
度
沸
教
に
於
て
も
行
は
れ
た
が
、
教
義
信
健
が
裁
然
直
別
さ
れ
て
居
る
宗
派
の
閲
立
は
支
 
 

那
に
於
て
初
ま
♭
、
宗
門
制
度
が
確
立
し
て
行
政
組
織
が
完
備
し
た
の
は
日
本
に
凍
て
か
ら
で
ぁ
る
。
先
に
述
べ
た
 
 

を
て
 

致
相
列
藤
の
仕
方
の
相
違
は
、
全
備
故
に
射
す
る
立
場
の
相
違
を
示
し
、
此
の
相
違
は
又
経
典
に
対
す
る
註
繹
理
解
 
 

を
異
に
し
、
あ
る
者
は
法
華
経
を
最
上
無
二
の
聖
典
と
し
て
、
註
繹
の
間
に
其
の
理
由
根
披
を
論
述
し
、
他
の
者
は
 
 

捏
紫
経
以
し
、
或
は
聾
巌
経
を
以
て
し
、
そ
れ
ぐ
相
皆
の
理
由
根
掠
を
示
し
て
居
る
。
そ
し
て
註
揮
の
屡
々
 
 

に
分
散
し
て
居
る
夫
等
の
論
述
を
纏
め
る
時
に
は
、
優
に
組
織
整
然
た
る
一
大
教
義
が
成
立
し
、
其
の
ま
義
精
神
に
 
 

費
同
し
其
の
論
述
に
左
祖
す
る
も
の
が
集
っ
て
、
之
れ
を
絶
承
す
る
も
の
が
出
奔
る
時
に
は
、
そ
こ
に
宗
派
が
成
立
し
 
 

て
、
其
の
経
典
、
宗
親
、
侍
統
が
定
き
り
、
教
義
は
愈
々
完
備
し
や
が
て
儀
越
智
慣
を
作
り
出
し
て
、
互
に
他
の
宗
派
 
 

と
相
対
立
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
し
て
分
立
し
た
る
も
の
、
前
後
を
通
じ
て
約
十
三
の
多
き
に
達
し
、
 
 

一
口
に
支
那
十
三
宗
と
耕
し
て
居
る
。
夫
等
の
宗
派
は
何
れ
も
、
侍
統
の
権
威
を
重
ん
す
む
斯
か
ら
、
其
の
宗
組
を
 
 

速
く
印
度
彿
敦
の
租
師
に
求
め
て
居
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
支
那
傭
敦
が
偶
数
本
務
の
立
場
を
離
れ
て
、
異
端
邪
道
に
 
 

唱
ら
な
車
や
う
来
す
る
警
戒
と
し
て
段
立
つ
以
外
、
儀
し
て
そ
の
馬
瀬
が
刊
度
博
凍
の
古
き
個
潜
過
る
も
咽
セ
る
こ
 
 
 

支
部
沸
教
由
一
般
傾
向
 
 

四
 
宗
派
分
立
と
儒
教
統
－
 
 

一
九
六
 
 



と
抄
史
賢
を
隠
供
す
る
も
砂
で
は
な
い
蒼
汎
は
各
く
支
那
彿
敦
に
於
て
庇
宜
し
た
る
傲
敦
螢
達
掛
一
隊
先
で
あ
る
か
 
 
 

支
那
彿
敦
の
根
源
は
経
典
の
侍
謬
に
ぁ
り
、
侍
謬
さ
れ
た
経
典
は
必
す
致
粕
列
繹
に
よ
つ
て
分
類
さ
れ
、
数
列
に
 
 

基
い
て
註
滞
が
施
さ
れ
、
証
繹
に
従
っ
て
教
義
が
成
立
し
、
や
が
て
幾
多
の
宗
派
が
分
立
す
る
に
至
っ
て
、
支
那
沸
 
 

教
の
登
憶
は
宗
派
の
集
合
で
あ
り
、
宗
派
を
離
れ
て
彿
敦
な
く
、
宗
派
に
基
か
す
し
て
偶
数
を
研
究
す
る
こ
と
は
出
 
 

水
な
い
や
う
に
な
つ
た
。
聾
巌
軽
の
妙
味
は
華
厳
宗
の
教
義
解
滞
に
依
ら
ざ
れ
ば
曾
得
す
る
こ
と
が
出
水
す
、
法
華
 
 

経
の
理
趣
は
天
蔓
に
よ
ら
ざ
れ
ば
窺
は
れ
な
い
や
う
に
な
っ
て
居
る
。
此
に
於
て
彿
敢
は
著
し
く
宗
派
の
色
彩
に
包
 
 

ま
れ
、
廣
大
な
る
彿
敦
の
精
神
は
、
対
立
し
分
裂
せ
る
一
宗
一
派
の
間
に
銅
侍
す
る
の
観
を
呈
し
、
全
憶
と
し
て
の
 
 

彿
敢
精
神
に
参
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
か
の
如
く
に
見
ゆ
る
や
う
に
な
つ
た
。
併
し
乍
ら
、
宗
派
本
家
の
立
前
 
 

は
必
ず
し
も
全
件
数
を
局
限
し
分
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宗
派
の
表
面
に
於
て
は
、
各
々
一
経
を
取
っ
て
他
経
を
 
 

捨
て
、
一
方
の
教
義
を
守
っ
て
他
を
排
撃
す
る
か
の
如
き
形
を
取
っ
て
居
る
け
れ
ど
も
、
之
れ
は
極
め
て
皮
相
の
外
 
 

観
に
過
ぎ
な
い
。
宗
派
が
経
典
仝
髄
の
数
列
に
基
き
、
所
謂
彿
数
思
想
の
統
一
概
括
を
試
み
て
、
其
の
上
に
己
れ
の
 
 

主
張
す
る
教
義
を
打
立
て
る
の
で
あ
り
、
否
な
極
言
す
れ
ば
㌧
 
自
家
の
信
奉
す
る
教
義
信
催
を
中
心
と
し
て
、
彿
敦
 
 

思
想
を
統
一
し
経
典
全
憶
を
分
類
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
一
票
疲
の
教
義
の
中
に
は
沸
教
仝
燈
が
渾
然
と
し
て
包
含
 
 

し
て
居
る
の
で
あ
る
。
宗
派
は
決
し
て
偶
数
の
分
裂
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、
彿
敦
の
統
一
を
眼
目
と
し
た
も
 
 

の
で
あ
る
。
支
那
に
幾
多
の
宗
派
が
分
立
し
た
の
は
、
幾
組
み
か
の
彿
敦
統
一
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
 
 

支
那
彿
敦
あ
ー
般
傾
向
 
 
 



】
九
人
 
 

文
藻
救
¢
一
般
疇
向
 
 

で
あ
つ
て
、
決
し
て
一
大
彿
数
を
支
離
滅
裂
な
ら
し
め
た
の
で
は
な
い
。
唯
其
の
統
一
の
立
場
が
異
り
、
組
織
の
中
 
 

心
と
克
る
政
義
が
異
る
の
み
で
あ
つ
て
、
皇
憶
の
分
量
は
各
宗
派
共
に
何
れ
も
同
一
の
も
の
で
あ
ら
、
親
鮎
を
異
に
 
 

し
た
同
一
慣
用
上
の
諸
鮎
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
喝
切
念
備
に
全
備
法
が
こ
も
♭
、
座
藤
の
一
行
に
総
て
の
 
 

政
孝
が
具
は
つ
て
こ
そ
．
異
に
意
義
あ
る
念
彿
宗
で
あ
γ
り
座
繹
宗
で
あ
る
。
宗
派
の
妙
味
は
そ
こ
に
存
し
、
宗
派
の
 
 

分
立
が
数
理
の
螢
連
を
物
括
る
の
も
此
の
鮎
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
宗
派
は
併
敢
を
分
裂
せ
し
む
る
も
の
で
は
な
く
 
 

て
、
彿
敢
の
統
一
で
あ
り
組
織
で
あ
る
。
支
那
係
数
の
経
典
に
射
す
る
患
度
は
、
遂
に
宗
派
の
成
立
に
よ
つ
て
、
仝
 
 

偶
数
の
組
織
疲
⊥
に
ま
で
進
み
、
そ
こ
に
偉
大
な
る
数
理
の
螢
達
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

斯
く
の
如
き
傲
数
統
一
を
な
す
と
こ
ろ
の
知
見
力
量
は
何
で
あ
る
か
。
そ
れ
に
は
経
文
の
義
理
を
理
解
し
論
評
す
 
 

る
明
晰
な
函
鵜
の
働
き
も
必
要
で
あ
ら
う
。
数
理
の
仝
膿
に
通
す
る
博
覚
強
記
の
力
も
輿
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
乍
 
 

ら
、
餓
陀
の
精
細
に
重
し
て
吾
が
心
に
開
明
の
炬
火
を
鮎
す
る
ー
宗
教
的
戚
激
の
理
知
が
目
費
む
る
に
非
れ
ば
到
底
 
 

な
し
能
は
ぎ
る
併
で
あ
る
。
撃
て
去
は
れ
、
親
心
と
云
は
れ
る
と
こ
ろ
の
、
彿
数
的
理
性
の
扱
が
開
け
て
、
初
め
 
 

て
経
典
の
分
類
も
数
理
の
組
織
も
、
其
臥
根
源
の
カ
を
得
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
文
句
の
解
繹
や
静
養
の
詮
索
に
よ
 
 

っ
て
は
、
到
底
、
宗
派
と
云
は
る
べ
き
沸
教
思
想
の
組
織
統
一
は
成
さ
れ
な
い
。
俳
陀
の
宗
教
が
倦
怠
に
根
ざ
す
が
 
 

如
く
、
儒
教
の
各
宗
派
も
亦
、
俳
陀
の
敷
を
髄
験
し
味
得
す
る
こ
と
に
依
っ
て
成
立
の
基
礎
を
得
る
の
で
あ
る
。
弦
 
 

に
教
理
経
文
の
僻
膵
－
こ
の
み
没
濁
し
た
か
の
如
く
見
ゆ
る
支
部
沸
教
も
．
そ
の
内
面
に
於
て
は
、
暑
が
心
を
内
省
し
、
 
 
 



彿
陀
の
宗
教
に
戚
激
し
、
解
脱
安
心
の
賓
践
問
題
を
中
軸
と
な
し
て
ゐ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
而
し
て
此
の
中
心
 
 

の
生
命
が
活
き
く
と
し
た
も
の
で
有
れ
ば
あ
る
程
、
其
の
宗
派
は
力
強
く
世
に
行
は
れ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
の
名
 
 

に
於
て
螢
ま
云
～
社
食
事
象
は
、
か
ゝ
る
カ
を
没
却
し
て
翠
な
ゑ
概
念
の
取
扱
の
み
か
ら
で
は
成
立
し
な
い
。
支
部
 
 

偶
数
は
著
し
く
概
念
の
連
用
に
傾
い
て
は
居
る
が
、
同
時
に
文
京
敦
と
し
て
の
生
命
を
十
分
に
螢
展
せ
し
め
て
居
る
。
 
 

五
 
〓
粟
儒
教
の
確
立
 
 

原
始
沸
教
は
一
味
中
等
の
も
の
で
あ
ら
、
次
ぎ
に
所
謂
小
乗
彿
敦
が
栄
え
、
更
に
大
乗
沸
教
が
勃
興
す
る
に
及
ん
 
 

で
、
大
小
爽
の
対
立
が
現
は
れ
、
大
乗
は
小
乗
に
勝
る
と
辞
し
て
、
小
乗
を
奉
す
る
饗
問
と
線
塵
と
は
、
大
桑
を
奉
 
 

す
る
菩
薩
に
劣
る
と
見
ら
れ
、
・
奥
の
彿
敬
老
は
須
ら
く
大
乗
菩
薩
で
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
ま
張
が
喧
博
せ
ら
れ
 
 

て
、
孝
聞
、
練
費
、
菩
薩
の
三
乗
が
併
宜
し
対
向
し
て
、
上
下
の
区
別
を
附
せ
ら
れ
た
。
此
の
傾
向
の
下
に
あ
る
数
理
 
 

里
二
爽
俳
放
と
挿
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
支
部
沸
教
に
於
て
は
、
之
れ
に
封
し
て
一
乗
彿
敦
が
高
唱
せ
ら
れ
、
三
 
 

乗
の
甚
別
を
撤
し
て
、
何
れ
も
等
同
一
昧
の
俳
致
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
前
者
が
大
小
乗
差
別
の
沸
教
で
あ
る
 
 

な
ら
ば
、
後
者
は
大
小
を
打
つ
で
一
九
と
な
し
た
俳
敦
で
あ
ゎ
、
小
轟
を
大
乗
の
外
に
却
く
る
に
封
し
、
小
乗
せ
大
 
 

乗
の
中
に
包
容
し
活
か
す
感
度
で
ぁ
る
。
而
し
て
三
乗
沸
教
に
於
て
は
、
萬
人
が
必
ず
し
も
悌
陀
と
し
て
の
最
高
人
 
 

格
を
完
成
し
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、
一
乗
沸
教
に
於
て
は
，
萬
人
悉
く
正
餐
を
成
じ
請
彿
伺
造
の
位
に
入
り
得
る
 
 

文
書
敢
の
】
般
蠣
向
 
 
 



二
〇
〇
 
 

文
革
俳
致
の
↓
般
傾
向
 
 

こ
と
を
説
く
。
此
の
意
味
に
於
て
、
十
方
彿
土
中
、
布
野
一
轟
洩
慧
詳
±
亦
無
≒
、
と
説
く
法
華
経
が
成
立
し
、
一
切
 
衆
生
悉
有
敵
性
】
と
ま
張
す
る
大
乗
捏
磐
経
が
存
し
て
居
た
印
度
彿
致
の
中
に
、
既
に
明
に
一
乗
思
想
が
開
明
さ
れ
た
 
 

の
で
は
あ
る
が
、
大
勢
は
未
だ
必
ず
し
も
一
轟
皆
成
彿
の
思
想
に
傾
か
す
、
且
つ
之
れ
を
以
て
沸
教
の
根
本
主
張
で
 
 

あ
る
と
の
関
心
が
十
分
で
は
な
か
つ
た
。
然
る
に
支
部
彿
数
に
於
て
は
、
此
の
事
が
最
も
重
大
要
件
と
し
て
畢
匠
の
 
 

間
に
提
唱
せ
ら
れ
、
之
に
絡
ま
る
幾
多
の
致
義
が
組
織
し
開
明
せ
ら
れ
て
、
凡
そ
支
部
彿
数
滴
時
の
償
偲
あ
る
数
理
 
 

は
、
概
ね
此
の
一
乗
思
想
を
中
心
と
し
て
成
立
し
て
居
る
と
云
っ
て
よ
い
。
勿
論
、
其
の
間
に
一
乗
封
三
乗
の
寧
が
 
 

起
り
．
三
単
四
車
の
論
争
が
成
さ
れ
、
一
乗
異
質
三
乗
方
便
か
、
三
乗
異
質
一
乗
方
便
か
の
諭
義
も
行
は
れ
た
け
れ
 
 

ど
も
．
三
乗
家
は
概
し
て
印
度
彿
敦
其
の
佳
の
絶
承
で
あ
つ
て
、
支
那
傭
敦
と
し
て
猶
自
の
尊
慮
を
な
し
、
幽
玄
な
 
 

る
教
義
を
組
織
し
た
も
の
は
一
乗
沸
教
の
方
面
で
あ
る
。
 
 
 

支
那
の
一
乗
思
想
が
確
立
す
る
食
め
に
は
、
単
に
成
彿
の
問
題
の
み
で
は
な
く
、
一
般
に
深
き
形
而
上
畢
的
の
教
 
 

義
が
組
織
さ
れ
て
居
る
。
由
凍
、
大
乗
と
小
乗
と
の
数
理
上
の
相
違
の
一
は
、
小
乗
に
於
て
影
を
潜
め
て
居
た
形
而
 
 

上
畢
的
の
敦
挙
が
、
大
乗
に
於
て
は
最
も
力
強
く
表
面
に
持
ち
出
さ
れ
、
凡
て
の
教
義
は
此
の
問
題
が
中
心
と
な
つ
 
 

て
居
る
鮎
で
ぁ
る
。
眞
如
を
立
て
、
法
性
を
論
じ
、
彿
性
を
説
き
、
一
心
、
加
水
寂
、
法
身
を
談
す
る
が
如
き
は
、
何
 
 

れ
も
大
乗
数
理
の
特
徴
で
あ
つ
て
、
而
も
常
に
之
等
の
最
高
理
念
が
、
全
数
義
の
根
源
で
あ
り
締
結
と
篭
っ
て
居
る
 
 

の
で
あ
つ
て
、
大
乗
菩
薩
の
本
願
も
、
か
1
る
理
念
を
賓
現
し
、
か
～
る
理
念
に
繰
入
す
る
こ
と
に
あ
る
。
斯
く
の
 
 
 



如
き
理
念
は
現
貰
を
浄
化
し
据
導
す
る
け
れ
ど
も
、
現
質
そ
の
物
の
中
に
は
存
し
な
い
。
現
質
的
な
る
も
の
を
離
れ
 
 

て
、
イ
デ
ー
の
世
界
に
絶
封
清
浄
な
る
存
在
を
保
つ
も
の
で
あ
る
。
相
対
に
活
き
染
汚
に
動
く
凡
夫
の
現
賓
界
に
は
l
 
 

到
底
、
眞
如
法
性
の
月
は
澄
ま
す
、
忘
玲
囁
の
影
を
宿
さ
ぬ
。
現
賓
を
超
越
す
る
が
故
に
能
く
現
軍
曾
指
導
し
、
 
 

凡
夫
よ
り
高
き
が
故
に
凡
夫
の
理
念
と
な
ら
得
る
。
煩
惜
の
水
は
地
上
に
濁
ト
1
菩
提
の
月
は
天
上
に
輝
く
。
現
賓
 
 

と
イ
デ
ー
と
は
永
久
に
隔
絶
し
て
、
上
下
の
囁
別
を
以
て
対
立
L
て
居
る
。
斯
く
の
如
く
、
眞
如
法
性
が
現
賓
生
温
 
 

を
隔
絶
し
て
居
る
方
面
の
み
を
重
く
見
た
の
が
、
印
度
の
大
乗
も
し
く
は
三
乗
傭
敦
で
あ
る
。
然
る
に
之
れ
に
対
し
 
 

て
、
理
念
が
吾
等
凡
夫
の
中
に
賓
現
し
、
現
賓
が
其
の
僅
に
イ
デ
ー
の
世
界
で
あ
る
こ
と
を
力
説
し
た
の
が
、
支
那
 
 

偶
数
の
特
産
た
る
一
乗
思
想
の
教
義
で
あ
る
。
 
 
 

支
部
各
宗
の
中
で
、
最
も
支
部
的
宗
派
た
る
、
天
台
、
華
厳
、
浄
土
、
嘩
の
四
宗
の
如
き
は
、
何
れ
も
其
の
代
表
・
 
 

的
の
も
の
で
あ
つ
て
、
華
厳
の
法
界
縁
起
設
、
天
台
の
三
諦
固
融
軌
、
浄
土
教
の
念
健
在
生
、
藤
宗
の
即
心
成
彿
の
 
 

如
き
、
何
れ
も
一
乗
固
頓
の
妙
理
を
談
ず
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
こ
に
は
煩
惰
と
菩
提
と
の
対
立
を
見
す
、
現
賓
と
 
 

理
念
と
の
区
別
を
撤
し
て
．
衆
生
と
彿
陀
と
は
不
二
と
な
ら
、
滅
す
る
者
と
不
滅
な
る
も
の
と
は
相
即
壷
と
な
つ
 
 

て
凡
て
は
固
敵
碩
碍
の
妙
趣
を
示
す
の
で
あ
る
。
此
に
於
て
、
地
上
の
凡
て
は
常
恒
不
舜
の
生
命
に
活
き
・
壷
一
 
 

物
が
絶
対
無
限
の
光
明
に
照
ら
さ
れ
、
萬
物
は
各
々
其
の
所
を
得
て
安
住
し
、
世
界
は
化
し
て
常
寂
光
土
の
粕
を
現
 
 

す
る
。
此
に
こ
そ
異
に
普
遍
的
な
る
揖
理
が
行
は
れ
、
凡
て
を
包
ん
で
験
さ
ゞ
る
大
乗
の
精
細
が
螢
露
す
る
。
若
し
 
 

支
那
俳
散
¢
一
般
振
向
 
 
 



支
那
儒
教
竺
般
積
向
 
 

二
〇
二
 
 

現
賓
と
イ
デ
ー
と
を
区
別
し
、
衆
生
と
彿
と
を
峻
別
す
る
数
で
ぁ
る
な
ら
ば
、
其
は
奥
の
大
乗
で
は
な
く
て
、
初
等
 
 

の
も
の
で
擢
む
の
敦
で
ろ
る
。
此
の
意
味
に
於
て
三
乗
彿
敦
は
棒
大
乗
で
あ
わ
、
 

一
乗
沸
教
は
賓
大
乗
で
あ
る
と
の
 
 

列
定
が
下
さ
れ
る
。
支
部
沸
教
究
極
の
理
想
は
、
此
の
表
具
賓
の
沸
教
藍
旦
場
す
る
に
あ
つ
た
。
十
三
宗
の
数
嚢
 
 

は
夫
々
に
蘭
菊
の
美
を
競
ふ
に
足
る
け
れ
ど
も
、
支
那
沸
教
の
楷
色
と
し
て
、
深
玄
幽
妙
の
趣
を
樽
ふ
る
も
の
は
、
 
 

表
具
音
の
餓
数
を
確
立
す
る
致
義
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
こ
そ
は
造
に
印
度
沸
教
を
超
越
し
て
、
金
牌
数
々
 
 

理
史
の
重
要
な
る
地
位
を
占
め
、
支
那
悌
数
の
思
想
的
慣
僅
を
最
も
よ
く
荘
厳
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

大
－
澱
 
的
 
潮
 
流
 
 
 

以
上
ま
と
し
て
数
理
の
方
面
に
関
し
て
藩
べ
た
け
れ
ど
も
ー
此
は
支
那
彿
敦
の
翰
廓
の
′
上
膚
部
に
属
す
る
も
の
で
 
 

ぁ
っ
て
、
其
の
基
礎
的
方
面
又
は
一
般
的
潮
流
と
も
見
る
べ
き
方
面
が
欠
け
て
ゐ
る
。
云
ふ
ま
で
も
な
く
支
那
は
早
 
 

く
か
ら
勝
れ
た
精
細
文
明
が
開
け
て
、
自
ら
文
運
隆
昌
を
請
わ
、
常
に
他
国
を
以
て
夷
秋
蛍
族
と
見
倣
し
、
そ
の
文
 
 

化
は
常
に
自
給
自
足
、
以
て
支
那
固
有
の
文
明
を
費
農
地
承
し
て
建
た
の
で
ぁ
る
。
然
る
に
胎
二
の
例
外
と
し
て
・
 
 

－
度
、
倣
敷
を
橡
入
す
る
や
、
上
下
倉
然
と
し
て
之
れ
に
靡
き
、
白
歯
の
誇
ち
を
束
て
～
南
蟹
西
戎
た
る
印
度
思
想
 
 

の
前
に
年
収
し
、
妄
鎗
年
の
永
き
に
捗
っ
て
、
熱
心
に
其
の
文
化
を
迎
へ
入
れ
て
、
最
後
の
一
滴
に
至
る
ま
で
昔
 
 

め
重
さ
ん
と
し
た
態
度
は
、
支
那
文
化
史
上
の
僻
聾
す
べ
き
事
件
と
云
ふ
ペ
き
で
あ
る
。
之
れ
蓋
し
儒
教
が
軍
な
る
 
 
 



教
養
概
念
で
な
く
．
高
踏
的
な
思
想
畢
術
で
な
く
、
且
つ
又
幽
玄
な
る
哲
理
の
み
で
な
く
て
、
質
際
に
人
心
に
喰
い
 

入
る
眩
惑
的
な
精
細
的
活
力
と
、
一
時
的
好
事
的
で
な
く
て
、
是
非
と
も
無
く
て
な
ら
ぬ
精
細
生
活
の
何
物
か
を
有
 
 

し
て
居
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
恐
ら
く
支
部
の
文
化
が
素
質
と
し
て
具
有
し
、
両
も
其
の
帝
展
牽
必
要
と
し
乍
 
 

ら
尾
、
未
だ
十
分
に
伸
び
得
ざ
り
し
何
物
か
ゞ
、
沸
教
の
停
殊
に
よ
つ
て
補
充
さ
れ
、
在
凍
の
粛
芽
が
．
一
時
に
成
長
 
 

繁
茂
す
る
に
こ
至
っ
た
焉
で
は
あ
る
ま
い
か
。
此
の
間
の
泊
息
に
就
い
て
は
、
単
な
る
沸
教
研
究
の
限
の
み
を
以
て
は
－
 
 

容
易
に
窺
い
知
る
こ
と
は
出
水
な
い
。
贋
く
支
部
文
化
の
研
究
、
宗
教
史
的
の
眼
光
、
其
の
他
一
般
歴
史
上
の
諸
研
 
 

究
と
相
吸
っ
て
、
初
め
て
明
に
し
得
べ
き
こ
と
で
あ
る
が
、
今
少
し
く
数
理
を
離
れ
て
、
賓
際
的
方
面
又
は
一
般
的
 
 

潮
流
と
し
て
の
、
支
部
彿
敦
の
特
殊
相
一
ぎ
眺
め
て
見
よ
う
。
 
 
 

第
一
に
支
那
沸
教
に
あ
つ
て
は
、
著
し
く
藤
井
が
重
せ
ら
れ
る
。
宗
教
に
虐
祥
な
畠
は
な
く
、
印
度
沸
教
に
於
て
 
 

も
、
初
め
は
兎
に
角
と
し
て
、
．
大
乗
の
興
起
す
る
頃
に
至
っ
て
は
、
頗
る
藤
井
が
流
行
し
同
時
に
印
度
特
有
の
祭
式
 
 

が
取
ち
入
れ
ら
れ
て
、
有
紳
的
傾
向
、
更
に
云
へ
ば
人
格
醐
を
鰻
丼
す
る
傾
向
が
接
頭
し
て
居
た
け
れ
ど
も
、
之
れ
 
 

が
支
那
に
入
る
に
及
ん
で
、
益
々
助
長
費
展
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
極
端
に
云
へ
ば
、
支
部
に
於
て
は
沸
教
の
 
 

樽
衆
に
よ
つ
て
、
初
め
て
完
全
に
虐
秤
の
対
象
と
し
て
の
人
格
的
な
る
も
の
を
得
た
と
云
ふ
こ
と
が
出
水
よ
う
。
支
 
 

部
民
族
画
布
の
天
の
信
仰
は
人
格
的
の
影
が
薄
い
、
三
豊
五
帝
の
崇
拝
は
紳
諮
的
に
し
て
一
棟
前
約
の
進
入
聞
牲
に
 
 

乏
し
い
、
下
っ
て
周
公
、
孔
子
な
ど
の
崇
拝
は
鈴
り
に
歴
史
的
で
ぁ
つ
セ
超
人
的
の
要
素
が
欠
け
て
み
る
。
之
に
封
 
 

支
那
沸
教
¢
一
般
媚
励
 
 
 



支
那
俳
敢
の
一
般
傾
向
 
 

二
〇
四
 
 

し
て
傭
陀
の
鰻
丼
は
、
之
等
に
欠
乏
す
る
諸
方
面
を
具
へ
、
藤
井
の
対
象
と
し
て
極
め
て
樽
督
し
て
居
る
。
殊
に
法
 
 

報
應
三
身
の
思
想
、
中
等
慈
悲
の
性
格
、
絶
対
智
慧
の
人
格
、
三
世
通
貫
の
永
遠
の
存
在
、
加
ふ
る
に
有
ゆ
る
現
世
 
 

的
の
幸
福
を
充
た
し
、
現
質
的
の
所
願
を
満
足
せ
し
め
る
所
の
、
諸
彿
講
書
薩
乃
至
諸
天
善
紳
の
崇
拝
は
、
遺
骨
な
 
 

る
虐
祥
の
封
象
を
求
め
て
得
ざ
り
し
支
那
人
の
宗
教
心
を
、
満
足
せ
し
む
る
に
除
り
あ
つ
た
で
あ
ら
う
。
不
滅
を
欲
 
 

す
る
も
の
も
之
れ
を
拝
し
、
相
対
を
超
越
せ
ん
と
希
ふ
者
も
之
を
成
し
、
凍
世
の
中
安
を
求
む
る
も
の
、
現
世
の
幸
 
 

廟
々
願
ふ
も
の
、
凡
そ
如
何
な
る
種
類
の
希
求
願
望
に
対
し
て
も
、
鷹
現
し
得
る
底
の
複
雑
性
を
有
し
て
ゐ
た
彿
陀
 
 

筆
耕
の
信
念
は
、
支
那
の
人
心
を
し
て
、
民
族
文
化
の
陰
別
を
忘
れ
て
、
専
念
に
崇
拝
の
的
た
ら
し
め
た
一
の
理
由
 
 

で
あ
ら
う
。
彿
像
轟
術
も
此
に
生
れ
、
堂
塔
伽
藍
も
此
に
建
ち
、
経
典
の
利
益
讃
仰
も
之
に
助
け
ら
れ
て
、
謬
経
、
 
 

請
葡
の
斐
業
も
螢
ま
れ
る
。
意
欲
の
カ
に
催
さ
れ
て
こ
そ
、
如
何
な
る
難
事
も
成
し
遂
げ
ら
れ
、
通
り
二
篇
の
理
論
 
 

を
超
え
て
、
理
外
の
理
が
通
用
す
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
支
那
彿
敦
の
一
般
的
潮
洗
と
し
て
認
む
べ
き
は
、
頗
る
貰
際
的
又
は
現
質
的
の
傾
向
を
帯
び
て
居
る
こ
と
で
 
 

あ
る
。
印
度
の
彿
敦
は
現
賓
を
拾
離
し
て
、
解
脱
の
世
界
を
求
め
た
、
不
滅
を
求
め
て
有
ゆ
る
現
賓
的
な
る
老
を
捨
 
 

て
た
。
不
生
不
滅
の
捏
磐
は
有
名
生
滅
の
現
賓
界
を
離
れ
て
、
寂
滅
無
名
の
中
に
の
み
得
ら
れ
る
と
考
へ
た
。
従
っ
 
 

て
現
世
を
遮
れ
、
国
家
政
令
を
離
れ
、
家
族
郷
薫
を
速
粧
す
る
の
が
、
印
度
彿
敦
の
特
徴
で
あ
つ
た
。
支
那
に
於
て
 
 

も
此
の
風
習
は
持
績
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
而
も
印
度
に
於
け
る
が
如
く
現
賓
政
令
と
没
交
渉
で
は
な
か
っ
た
。
支
部
 
 
 



入
の
性
情
は
一
面
に
於
て
極
め
て
現
質
的
賓
際
的
で
あ
る
。
不
滅
永
遠
を
求
む
る
に
し
て
も
、
強
ち
に
現
賓
政
令
を
 
 

捨
せ
去
ら
う
と
は
し
な
い
。
否
な
滅
す
べ
き
此
の
現
賞
生
活
を
其
の
俵
に
、
不
滅
の
生
活
に
延
長
せ
ん
と
す
る
方
が
、
 
 

支
邦
人
の
性
情
に
適
し
て
居
る
。
所
謂
、
長
生
不
死
の
仙
術
と
云
ふ
が
如
き
は
、
よ
く
此
の
消
息
一
官
物
語
っ
て
居
る
。
 
 

か
1
牟
性
僧
の
中
に
迎
へ
ら
れ
た
彿
敢
思
想
は
、
一
面
に
は
現
賓
拾
離
の
理
想
を
持
ち
乍
ら
、
他
面
に
は
現
賞
の
中
 
 

に
現
賞
を
渾
化
す
る
と
共
に
、
現
賓
其
の
僅
の
螢
展
維
持
を
希
求
せ
ん
と
す
る
企
て
の
あ
る
の
は
普
然
で
あ
る
。
此
 
 

に
君
主
は
沸
教
に
よ
り
て
国
家
の
安
泰
武
運
の
長
久
を
斬
り
．
時
に
は
侵
賂
討
伐
の
野
望
を
も
充
た
さ
ん
と
し
て
、
 
 

彿
陀
に
加
護
を
斬
る
が
如
き
、
理
外
の
藤
井
が
行
は
る
～
の
で
あ
る
。
個
人
は
彿
陀
の
前
に
目
前
の
幸
運
を
斬
り
、
 
 

家
族
の
繁
粂
を
希
い
、
国
家
政
皆
の
隆
昌
を
期
す
る
な
ど
、
彿
敦
は
極
め
て
現
質
的
賓
際
目
的
の
た
め
に
役
立
つ
に
 
 

至
っ
た
の
で
あ
る
。
試
み
に
歴
代
の
帝
王
が
奉
彿
の
事
蹟
を
考
へ
、
胡
族
乱
離
の
間
に
覇
を
唱
へ
ん
と
す
る
攣
族
の
 
 

君
主
が
、
彿
陀
を
尊
信
せ
し
跡
を
辿
れ
ば
、
蓋
し
思
い
竿
に
過
ぐ
る
も
の
が
あ
ら
う
。
而
も
高
速
の
理
想
を
有
し
．
 
 

背
理
を
斥
く
る
沸
教
思
想
が
、
徒
ら
に
現
賞
肯
定
の
邪
道
に
堕
せ
す
し
て
、
適
度
に
現
賓
赴
曾
を
指
導
鞭
鞋
し
て
、
 
 

沸
教
本
木
の
精
細
を
没
却
せ
し
め
な
か
っ
た
の
は
、
偶
数
の
偉
大
な
る
と
共
に
、
之
れ
を
理
解
し
信
奉
す
る
支
那
民
 
 

族
の
優
秀
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
し
て
沸
教
は
、
其
の
賓
際
的
方
面
に
於
て
、
国
家
を
超
越
し
 
 

乍
ら
、
観
家
本
位
の
思
潮
に
組
み
し
、
‥
家
庭
生
活
を
無
親
し
乍
ら
．
而
も
祖
先
崇
拝
の
風
潮
に
樟
し
、
現
賞
を
拾
離
す
べ
 
 

く
し
て
現
賓
世
界
の
進
展
を
発
し
、
極
め
て
政
令
牲
に
富
め
る
賓
際
的
宗
教
と
し
て
一
般
に
弘
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
 
 

支
那
悌
敦
め
一
般
傾
向
 
 
 



二
〇
六
 
 

支
路
傍
汲
み
一
般
組
良
 
 

一
方
幽
玄
高
妙
写
る
一
乗
沸
教
の
数
理
を
組
威
し
た
支
那
傲
敦
は
．
他
面
通
俗
卒
易
な
る
一
般
信
仰
を
以
て
、
人
 
 

心
の
機
軟
に
入
ち
、
以
て
披
く
可
か
ら
ざ
る
民
衆
の
宗
教
と
成
り
お
う
せ
た
の
で
あ
る
。
而
も
現
賓
に
即
す
る
凡
俗
の
 
 

信
仰
は
、
其
の
字
面
に
現
賓
を
浄
化
し
之
れ
に
高
き
理
念
の
影
を
宿
す
と
こ
ろ
の
、
眞
賓
大
乗
の
精
細
た
る
一
乗
沸
 
 

教
め
教
理
を
背
景
と
し
て
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
自
己
反
省
に
於
て
は
飽
く
ま
で
破
邪
否
定
を
振
す
か
ざ
す
沸
教
 
 

が
、
嘗
際
的
政
令
的
現
象
と
し
て
は
、
竜
も
拒
否
排
斥
の
濃
度
を
取
ら
サ
ー
観
る
～
者
を
懐
に
収
め
て
、
浄
化
融
合
し
 
 

て
行
く
大
乗
構
紳
を
、
優
れ
た
支
那
民
族
の
手
に
依
っ
て
、
益
々
正
常
に
費
展
せ
し
め
た
と
云
ふ
こ
と
が
出
家
る
。
 
 

七
 
現
 
在
 
の
 
状
 
態
 
 

後
渓
の
時
代
、
西
暦
紀
元
前
後
に
侍
へ
初
ま
つ
た
沸
教
は
、
四
世
紀
検
字
の
頃
よ
ち
披
く
可
か
ら
ぎ
る
信
仰
を
確
 
 

立
し
、
次
第
に
弘
法
馨
展
し
た
け
れ
ど
も
、
宋
元
明
の
時
代
に
至
っ
て
、
教
義
の
方
面
が
漸
く
哀
歓
し
、
清
朝
三
富
 
 

年
を
経
て
傲
数
々
義
は
全
く
支
部
の
地
を
沸
ふ
に
至
っ
た
。
併
し
乍
ら
一
般
的
潮
凍
と
し
て
の
彿
教
は
、
た
と
い
ラ
 
 

マ
教
や
道
教
な
ど
に
よ
つ
て
、
著
し
く
墜
落
襲
形
せ
し
め
ら
れ
た
と
は
云
へ
、
今
僻
ほ
民
間
信
仰
と
し
て
、
廣
く
支
 
 

淋
の
各
地
に
行
は
れ
、
政
令
の
習
俗
慣
例
の
中
に
混
乱
し
た
足
跡
を
留
め
て
居
る
。
而
も
民
国
革
命
前
後
よ
♭
．
傭
 
 

致
復
興
の
運
動
が
起
り
、
篤
信
の
在
俗
居
士
の
一
園
が
中
心
と
な
ゎ
、
目
覚
め
た
る
寺
院
伊
侶
が
之
れ
に
和
し
、
儒
 
 

教
僻
事
の
貴
行
、
教
義
の
研
究
．
教
育
機
附
の
設
立
筆
数
埋
の
方
南
に
於
て
敏
活
な
る
復
興
の
過
程
を
辿
り
つ
ゝ
 
 
 



あ
る
事
は
、
其
の
一
例
と
し
て
昔
つ
で
本
誌
に
紹
介
し
た
や
う
に
、
南
京
の
法
相
大
草
に
於
け
る
研
究
機
閉
経
誌
ね
 
 

る
「
内
畢
」
を
見
て
も
窺
は
れ
や
う
。
而
し
て
民
衆
の
教
化
、
鹿
骨
事
業
等
の
賓
際
的
方
面
に
於
て
も
、
ま
義
倍
念
 
 

の
確
立
せ
る
借
侶
が
率
先
し
て
捗
々
其
の
賓
蹟
を
奉
げ
つ
～
あ
る
。
数
理
史
の
方
面
よ
♭
見
て
全
く
滅
亡
し
た
と
云
 
 

は
ゝ
支
部
沸
教
も
、
一
般
的
潮
流
の
中
に
た
と
い
混
濁
し
乍
ら
も
、
何
ほ
一
席
の
流
れ
を
引
い
て
、
薪
支
那
革
命
の
 
 

大
数
沈
に
捷
ま
れ
つ
ゝ
、
日
登
ま
し
き
傭
敦
復
活
の
賓
蹟
を
奉
げ
つ
～
あ
る
を
見
て
、
吾
等
は
光
輝
あ
る
支
那
彿
数
 
 

が
甫
び
生
命
を
東
新
し
て
、
支
部
文
化
の
購
求
に
活
躍
す
べ
き
こ
と
を
祀
廟
し
て
止
ま
ぬ
。
 
 
 

現
状
斯
く
の
如
き
で
あ
る
か
ら
、
吾
等
が
支
那
彿
数
と
云
ふ
場
合
に
は
、
ま
と
し
て
過
去
の
支
部
彿
敦
で
あ
て
㌔
 
 

歴
史
の
中
に
影
を
沈
め
た
宗
教
の
回
顧
で
あ
る
。
而
も
そ
の
光
輝
あ
る
過
去
の
行
路
は
、
種
々
の
意
味
に
於
て
種
々
 
 

つ
．
ゝ
あ
る
今
日
、
支
部
沸
教
の
研
究
は
常
に
其
の
中
心
的
位
置
を
取
っ
て
、
益
々
西
洋
の
畢
界
に
其
の
地
歩
を
築
き
 
 

の
方
南
か
ら
書
等
の
研
究
に
償
す
る
も
の
で
あ
る
。
此
に
於
て
吾
等
の
研
究
課
題
と
し
て
の
支
那
傭
敦
が
、
十
入
港
 
 

紀
後
年
よ
り
西
洋
の
畢
界
に
提
唱
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
そ
し
て
東
亜
井
に
中
亜
に
於
け
る
文
化
卑
宗
教
史
 
 

な
ど
の
研
究
が
、
西
域
に
於
け
る
考
古
畢
的
探
険
や
、
舌
聾
衝
丼
に
言
語
畢
的
の
研
究
に
依
つ
で
、
捗
々
澄
め
ら
れ
 
 
 

り
ゝ
あ
る
。
之
れ
に
対
し
て
日
本
に
於
て
は
、
ま
と
し
て
彿
敦
研
究
の
一
部
門
と
し
て
の
支
那
傭
戯
が
、
最
近
著
し
 
 

く
提
唱
せ
ら
れ
て
居
る
。
而
し
て
係
数
研
究
は
主
と
し
て
数
理
の
方
面
に
重
心
を
置
き
、
数
理
研
究
は
ま
と
し
て
数
 
 

理
蓉
蓮
史
に
重
力
を
注
ぎ
、
而
し
て
又
教
理
史
の
研
究
は
主
よ
し
て
文
献
材
料
の
取
扱
が
先
決
問
題
と
な
つ
て
居
る
。
 
 

支
那
沸
教
の
一
般
傾
向
 
 
 



二
〇
八
 
 

支
那
併
教
の
一
般
傾
向
 
 

此
に
於
て
か
現
今
我
が
観
に
於
け
る
支
那
彿
数
の
研
究
は
、
彿
敦
畢
の
中
に
於
け
る
古
典
の
研
究
を
以
て
中
心
の
問
 
 

題
と
す
る
と
云
っ
て
よ
い
。
支
那
係
数
の
古
典
は
本
圃
に
影
を
没
し
た
け
れ
ど
も
、
其
の
大
部
分
は
我
が
固
に
侍
持
 
 

さ
れ
、
其
の
或
る
老
は
舌
蒸
発
多
の
後
詰
末
疏
を
附
し
て
焼
に
研
究
さ
れ
た
。
但
し
其
の
研
究
が
侍
統
に
な
づ
み
宗
 
 

派
に
傾
き
、
し
而
し
て
支
那
沸
教
と
し
て
の
意
識
が
明
瞭
で
な
く
、
全
く
歴
史
限
を
欠
い
て
、
印
度
、
支
那
、
日
本
の
三
 
 

国
一
其
の
彿
致
と
し
て
の
み
取
扱
は
れ
て
凍
た
。
之
等
の
欠
格
を
禰
つ
で
、
支
部
彿
数
の
輪
廓
特
質
を
明
に
せ
ん
こ
 
 

最
も
重
要
な
る
一
方
面
を
な
す
と
云
ふ
ペ
き
で
通
る
。
 
 
 

一
▼
 
 

と
を
意
識
し
て
、
古
典
を
取
扱
い
つ
～
あ
る
の
が
、
現
代
我
が
国
に
於
け
る
研
究
の
憩
度
で
あ
る
。
而
し
て
其
の
成
蹟
 
 

は
ま
と
し
て
支
部
彿
敢
史
の
題
目
に
下
に
、
幾
多
の
著
書
と
し
て
示
さ
れ
、
各
大
挙
に
於
け
る
講
義
課
目
と
し
て
講
説
 
 

さ
れ
て
居
る
。
而
も
漸
く
其
の
緒
に
就
い
た
の
み
で
あ
つ
て
、
其
の
大
成
組
織
は
今
後
の
研
究
に
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
 
 

支
那
彿
敦
は
沸
教
の
一
部
門
と
し
て
の
研
究
封
象
で
あ
る
け
れ
ど
も
ー
漠
繹
経
典
が
現
存
彿
典
の
大
部
分
で
あ
る
 
 

閑
係
上
、
印
度
彿
敦
の
研
究
も
之
れ
に
依
ら
な
け
れ
ば
完
全
す
る
こ
と
を
得
す
、
殊
に
大
乗
思
想
の
方
面
に
於
て
一
 
 

骨
然
り
で
あ
る
し
、
日
本
沸
教
々
義
の
基
礎
は
全
く
支
那
彿
敦
の
文
献
の
上
に
成
立
し
セ
居
る
の
で
ぁ
る
か
ら
、
後
 
 

者
を
離
れ
て
前
者
の
研
究
は
成
し
得
ら
れ
ぬ
関
係
に
あ
る
。
斯
く
て
支
那
彿
敦
は
、
文
献
材
料
を
提
供
す
る
意
娩
に
 
 

於
て
も
、
文
数
義
教
達
の
中
軸
を
な
寸
志
殊
に
於
て
も
、
彿
敷
金
健
の
研
究
の
基
礎
と
な
る
べ
き
も
の
で
、
決
し
て
 
 

単
に
彿
数
の
一
部
門
と
し
て
の
み
研
究
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
少
く
と
も
数
理
の
側
か
ら
す
る
偶
数
研
究
l
こ
於
て
、
 
 



或
科
挙
に
就
い
て
、
其
の
方
法
を
批
判
し
、
其
の
範
囲
を
論
議
し
、
或
は
、
其
の
由
乗
を
考
察
す
る
如
き
、
之
等
が
 
 

直
ち
に
該
科
畢
の
研
究
で
あ
る
と
見
る
事
は
出
水
な
い
と
思
ふ
。
然
し
其
の
研
究
の
賓
際
に
面
し
、
賞
状
を
見
る
時
 
 

に
は
、
斯
の
種
の
粘
も
無
名
で
は
な
く
、
嘗
面
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
今
宗
教
の
研
究
で
、
 
 

一
方
に
次
の
様
な
見
解
が
ぁ
る
。
 
 
 

「
宗
教
と
布
袋
の
他
の
形
式
と
を
別
つ
も
の
は
、
之
に
依
麗
す
る
と
威
す
る
一
種
の
カ
と
、
此
の
カ
に
依
っ
て
起
る
 
 

一
種
の
行
男
と
で
あ
る
。
…
…
・
宗
教
は
人
の
経
廠
で
、
人
が
心
理
的
本
質
の
カ
、
概
し
て
人
格
的
な
カ
と
の
関
係
を
自
 
 

ら
戚
知
す
る
経
験
で
あ
つ
て
、
其
の
賓
際
の
形
式
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
的
活
動
と
共
に
、
必
要
と
欲
求
と
希
求
と
の
 
 

満
足
を
目
的
と
す
が
布
袋
の
仕
方
で
あ
る
。
…
…
・
・
乃
ち
、
客
観
的
方
面
で
、
賞
際
の
宗
教
は
、
憩
皮
、
行
法
、
祭
式
、
儀
 
 

通
、
制
度
か
ら
成
っ
て
居
♭
、
ま
軌
駒
方
面
で
、
之
は
欲
求
、
情
緒
、
観
念
か
ら
成
っ
て
、
其
の
客
観
的
表
現
を
敦
馨
 
 

し
、
之
を
伴
っ
て
ゐ
る
。
宗
教
の
存
在
す
る
所
以
は
、
其
の
概
念
が
客
観
的
に
異
で
あ
る
事
で
な
く
、
其
の
生
物
的
 
 

（
一
）
 
 

億
値
な
の
で
あ
る
。
」
 
 

新
鍍
倉
畢
渡
り
宗
教
疲
究
 
 
 

新
政
倉
撃
沈
の
宗
教
研
究
 
 

赤
 
松
 
 
秀
 
景
 
 



二
】
○
 
 

新
政
令
撃
況
の
宗
教
研
究
 
 

之
は
、
宗
教
の
賓
地
を
見
る
場
合
に
於
て
、
信
仰
と
其
の
表
現
と
の
不
可
分
離
の
形
式
に
存
す
る
事
を
述
べ
て
ゐ
 
 

る
が
、
其
の
根
底
は
飽
く
ま
で
、
個
人
の
経
験
に
綜
す
る
も
の
と
な
る
。
然
る
に
、
此
の
鮎
で
全
く
対
立
の
鰭
度
に
 
 

出
た
も
の
が
、
前
者
と
同
じ
く
、
一
九
一
二
年
に
公
刊
せ
ら
れ
、
各
其
の
研
究
を
線
活
し
た
も
の
と
し
て
、
宗
教
単
 
 

′
 
 

に
二
億
向
を
な
し
．
屡
論
議
の
問
題
に
な
つ
て
凍
て
ゐ
る
。
 
 
 

後
者
に
壊
れ
ば
、
「
宗
教
は
、
神
話
、
致
義
、
祭
式
、
儀
頑
な
ど
が
多
少
と
も
複
合
し
た
組
織
で
あ
る
。
…
…
‥
従
っ
て
、
 
 

あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
な
す
に
至
っ
た
基
本
的
現
象
の
性
質
を
究
め
る
の
が
、
之
等
の
結
合
か
ら
凍
た
組
織
を
先
に
す
る
 
 

よ
ら
も
一
層
方
法
に
通
っ
て
ゐ
る
。
此
の
方
法
は
、
如
何
な
る
限
定
的
な
宗
教
に
も
基
か
な
い
宗
教
的
現
象
が
存
す
 
 

れ
ば
、
そ
れ
だ
け
良
い
事
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
…
…
・
今
宗
教
的
現
象
を
観
れ
ば
、
普
然
、
信
仰
と
祭
儀
と
の
版
本
 
 

的
な
二
種
が
あ
る
。
前
者
は
見
解
の
妖
患
で
あ
つ
て
表
象
か
ら
成
ト
∴
 
後
者
は
限
定
的
な
行
動
の
仕
方
で
あ
る
。
此
 
 

の
二
種
の
事
賓
の
問
に
は
、
思
想
と
行
動
と
を
全
然
分
つ
差
違
が
あ
る
。
L
然
る
に
、
祭
儀
が
特
に
宗
教
的
な
祭
儀
で
 
 

あ
る
焉
に
は
、
其
の
対
象
に
依
っ
て
ゐ
る
事
を
知
る
の
で
あ
T
り
、
之
を
究
め
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
封
象
の
示
す
特
殊
 
 

の
性
質
は
信
仰
に
あ
る
。
其
の
結
果
、
先
つ
之
を
考
へ
る
必
要
が
起
る
。
之
に
は
単
複
の
差
は
あ
つ
て
も
、
而
も
共
 
 

通
性
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て
、
世
界
を
醐
聖
と
汚
俗
と
に
二
分
別
す
る
の
が
宗
教
の
考
で
、
醐
空
な
る
物
の
 
 

本
賓
を
表
象
し
て
ゐ
る
の
が
信
仰
で
あ
る
。
然
し
、
信
仰
と
祭
儀
と
の
二
者
で
は
、
宗
教
を
十
分
に
定
義
す
る
事
を
 
 

行
な
い
。
こ
ゝ
に
第
三
の
鮎
が
あ
る
。
純
宗
教
的
信
仰
は
、
一
の
限
定
的
集
囲
に
常
に
共
通
な
事
で
あ
る
。
而
し
て
 
 
 



或
赴
曾
に
対
し
て
、
之
を
散
骨
と
い
ふ
の
は
、
其
の
成
員
が
同
じ
接
に
し
て
神
聖
界
．
及
び
．
之
と
汚
俗
界
と
の
関
係
 
 

を
考
へ
て
居
る
か
ら
で
あ
㌔
 
又
、
之
を
同
一
の
行
法
に
現
は
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
こ
ゝ
に
至
っ
て
次
の
定
 
 

義
が
得
ら
れ
る
。
宗
教
は
、
紳
重
な
物
、
即
ち
、
他
と
離
隔
し
、
禁
制
で
護
っ
て
ゐ
る
物
に
関
す
る
信
仰
と
行
法
と
の
 
 

統
制
鰻
で
あ
る
が
、
こ
の
信
仰
と
行
法
と
が
、
之
に
蹄
供
す
る
者
を
凡
て
、
同
じ
道
徳
の
囲
嘩
即
ち
散
骨
に
結
ぶ
も
 
 

（
二
）
 
 

の
を
い
ふ
の
で
ぁ
る
。
」
 
 
 

之
で
見
れ
ば
、
前
者
が
賓
際
の
宗
教
に
つ
い
て
奉
げ
て
ゐ
る
鮎
を
繰
返
し
て
ゐ
る
の
が
、
表
面
上
著
し
く
窺
は
れ
 
 

る
と
思
ふ
。
然
る
に
、
「
神
聖
な
物
」
に
依
っ
て
示
し
て
ゐ
る
所
に
中
心
を
認
め
る
と
す
れ
ば
．
必
真
南
者
の
差
違
も
 
 

こ
ゝ
に
存
す
る
事
と
な
る
。
而
し
て
特
に
「
敦
禽
」
の
語
を
籍
り
て
、
其
の
所
謂
基
本
的
現
象
に
数
へ
、
宗
教
が
集
 
 

囲
的
な
る
意
を
明
示
し
た
の
に
徹
す
れ
ば
、
前
者
の
個
人
的
な
立
場
と
の
分
岐
鮎
が
巳
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
と
も
云
へ
 
 

（
三
）
 
る
。
即
ち
、
前
者
は
心
理
畢
的
立
場
に
あ
つ
て
内
省
的
方
法
を
以
て
宗
教
に
封
せ
ん
と
し
、
後
者
は
政
令
畢
的
見
地
 
 

に
依
っ
て
、
客
観
的
考
察
を
ま
張
す
る
事
に
な
る
。
そ
の
一
を
リ
ュ
メ
の
例
に
求
め
、
他
を
デ
ュ
世
ケ
ム
の
書
に
依
っ
 
 

た
の
で
あ
る
。
両
者
何
れ
も
宗
教
現
象
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
宗
教
畢
の
進
展
に
注
意
を
促
し
て
凍
た
と
す
れ
ば
、
 
 

仮
令
、
久
し
き
に
亘
っ
て
論
議
を
重
ね
て
居
て
む
必
ゃ
し
も
決
定
的
に
宗
教
畢
の
問
題
畝
解
決
し
た
繹
で
も
な
く
、
 
 

更
に
、
何
等
か
の
形
式
で
考
察
す
る
の
も
、
一
の
試
み
た
る
を
失
は
な
い
で
あ
む
う
。
 
 

新
杜
合
筆
況
の
宗
教
研
究
 
 
 



ゝ  
ぎ、ニ  

ニ
ー
二
 
 
 

新
政
曾
撃
混
の
宗
教
研
究
 
 

前
掲
の
二
例
は
、
勿
論
宗
教
の
研
究
上
種
々
の
問
題
に
観
れ
て
凍
る
が
、
若
し
も
．
前
者
の
傾
向
は
、
宗
教
経
験
の
 
 

内
容
を
諭
す
る
事
が
多
く
、
＞
此
の
方
南
の
研
究
が
少
克
く
な
い
の
に
反
し
て
、
後
者
の
憩
度
が
、
宗
教
事
賓
の
客
観
 
 

デ
ュ
ル
グ
ム
は
、
已
に
知
ら
れ
て
居
る
様
に
、
フ
ラ
ン
ス
赴
合
筆
汲
と
し
て
斯
単
に
新
説
を
樹
立
し
、
今
日
で
は
畢
 
 

的
方
面
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、
且
っ
真
の
結
果
に
し
て
示
さ
れ
た
も
の
が
少
い
と
云
ひ
得
れ
ば
、
之
・
盟
ま
と
し
て
 
 

述
べ
る
の
は
、
寧
ろ
自
然
の
順
序
で
あ
る
と
考
へ
る
。
 
 

（
朗
）
 
派
と
し
て
漸
次
基
礎
を
得
て
活
躍
の
気
勢
を
示
し
．
同
時
に
賓
際
上
に
も
其
影
響
を
否
定
し
待
な
い
も
の
が
あ
る
。
 
 

（
五
）
 
又
、
昔
時
ク
ル
ド
の
如
き
有
力
な
聾
者
の
問
に
立
っ
て
、
．
新
政
食
草
涯
を
提
唱
す
る
に
至
っ
た
事
は
、
其
の
宗
教
研
 
 

究
を
考
へ
る
に
就
い
て
も
、
自
ら
其
の
赴
曾
畢
の
立
場
ぉ
も
顧
み
ざ
る
を
待
な
い
事
と
思
ふ
。
 
 
 

元
準
 
此
の
撃
沈
の
宗
教
研
究
を
宗
教
政
令
撃
と
呼
ん
で
ゐ
る
が
、
之
を
始
め
て
見
る
の
は
、
恐
く
「
政
令
畢
年
 
 

（
六
）
 
 

報
」
第
一
巷
に
赴
食
草
の
分
科
と
し
て
居
る
の
に
ぁ
ら
う
。
然
ら
ば
、
此
の
宗
教
政
令
撃
と
其
の
政
令
撃
と
は
如
何
 
 

い
ふ
関
係
に
あ
る
か
。
初
め
に
、
社
食
単
一
般
の
媛
度
を
約
言
す
れ
ば
、
最
密
に
賓
澄
的
客
観
的
方
法
で
、
社
食
畢
 
 

を
濁
自
の
利
率
た
ら
し
め
や
う
と
す
る
に
あ
る
。
其
の
虐
め
に
は
、
ク
ル
ド
が
「
模
倣
」
を
以
て
し
た
の
は
、
心
理
 
 

畢
的
憩
度
で
ぁ
る
と
し
て
排
撃
し
．
政
令
畢
の
封
象
を
限
定
す
る
上
に
、
心
理
撃
と
の
峻
別
を
論
じ
て
、
赴
曾
的
事
 
 

賓
は
、
心
理
的
事
賓
と
賓
に
於
て
異
な
る
の
み
で
な
く
、
他
の
本
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
∵
り
．
其
の
螢
蓮
に
於
て
墳
 
 

華
竺
に
せ
す
、
其
の
備
件
尤
も
濯
が
る
る
。
戯
し
、
凡
て
が
考
へ
方
と
仕
方
と
に
存
す
る
以
上
、
之
が
心
理
的
で
 
 
 



な
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
が
、
集
囲
意
識
の
状
鰻
は
、
偶
人
意
識
の
も
の
と
違
っ
た
性
質
が
あ
り
、
異
種
の
表
象
を
 
 

な
す
の
で
あ
る
。
集
園
の
精
細
作
用
は
、
個
別
の
も
の
と
は
異
な
つ
て
、
之
に
特
有
の
法
則
が
あ
る
。
従
っ
て
商
科
 
 

●  

（
七
）
 
畢
の
間
に
は
、
固
よ
り
或
関
係
が
あ
ら
得
る
と
し
て
も
、
之
等
の
両
者
を
分
ち
得
る
程
に
明
瞭
な
別
が
あ
る
と
し
て
l
 
 

特
に
其
の
「
赴
曾
畢
的
方
法
の
基
準
」
第
二
版
序
文
に
加
へ
て
居
る
の
は
、
一
方
其
の
患
度
を
鮮
明
す
る
と
共
に
、
 
 

他
方
之
に
射
す
る
批
難
の
駁
論
で
あ
る
。
リ
ュ
バ
も
亦
、
こ
の
別
に
就
い
て
論
難
を
屈
み
、
融
合
意
識
と
い
ふ
の
も
個
 
 

（
入
）
 
人
に
於
け
る
集
囲
の
意
識
と
見
得
る
と
云
っ
て
ゐ
る
が
、
か
1
る
立
論
は
、
人
間
的
活
動
に
関
す
る
他
の
も
の
に
も
 
 

適
用
の
出
水
る
事
で
あ
ら
、
か
く
て
は
、
科
畢
の
分
界
は
殆
ん
ど
不
可
能
に
陥
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
何
と
な
れ
 
 

ば
、
諸
種
の
科
挙
に
於
け
る
限
界
は
、
文
字
通
り
絶
対
的
な
も
の
と
考
へ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

然
ら
ば
か
～
な
赴
骨
的
事
案
の
性
質
は
何
れ
に
存
す
る
か
。
之
は
、
第
一
に
個
人
に
対
し
て
多
少
と
も
拘
束
的
強
 
 

制
的
e
。
e
r
乱
t
i
♪
e
邑
邑
n
t
で
あ
る
が
、
之
は
必
ず
し
も
、
赴
合
駒
事
賓
の
み
の
特
性
で
な
く
、
又
個
人
が
常
に
之
を
意
 
 

識
し
て
ゐ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
更
に
第
二
の
鮎
を
要
す
る
。
夫
ほ
個
人
に
射
し
て
外
部
的
e
註
r
i
e
u
r
 
 

な
事
で
あ
る
。
之
で
一
系
の
客
観
性
を
有
す
る
事
賓
が
限
定
せ
ら
れ
る
の
で
、
之
を
「
物
」
C
h
落
と
し
て
観
察
し
待
 
 

（
九
）
 
 

る
の
で
ぁ
る
。
他
の
言
菜
を
以
て
す
れ
ば
、
個
人
の
精
神
的
行
動
的
生
活
に
は
、
夫
々
の
形
式
で
の
螢
達
が
あ
♭
、
 
 
 

之
等
は
其
個
人
よ
ト
も
存
宿
す
る
と
共
に
先
在
し
て
ゐ
る
。
固
よ
り
人
間
な
る
が
故
に
、
考
へ
も
し
行
動
も
す
る
が
、
 
 

之
が
他
の
人
間
と
共
通
な
傾
向
を
有
す
る
J
す
れ
ば
、
其
の
括
勒
の
形
式
は
、
歴
史
中
の
各
階
梯
に
於
て
、
他
の
健
 
 

新
敵
曾
畢
汲
の
宗
教
研
究
 
 
 



二
二
四
 
 

新
眈
食
草
沫
の
宗
教
研
究
 
 

件
に
依
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
♭
、
之
は
、
政
令
の
異
な
る
と
共
に
異
な
♭
、
 

て
ゐ
る
と
い
へ
る
。
従
っ
て
、
活
動
の
形
式
厄
集
囲
的
慣
習
の
各
憶
と
い
ふ
事
に
な
る
。
此
の
如
き
政
令
的
な
仕
方
 
 

考
へ
方
を
判
別
す
る
基
準
は
、
之
に
含
ん
で
ゐ
る
個
人
の
義
務
的
邑
i
g
邑
。
i
r
e
で
あ
る
事
が
著
し
く
、
又
個
人
は
、
 
 

此
の
作
者
で
は
な
く
て
之
を
外
部
か
ら
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
個
人
に
取
っ
て
は
既
成
p
註
t
a
b
－
i
の
も
の
で
あ
′
♭
、
 
 

設
定
さ
れ
て
ゐ
る
 
i
n
s
t
i
t
u
か
も
の
で
あ
る
。
こ
～
に
政
令
的
な
考
へ
方
仕
方
が
あ
る
。
斯
く
見
れ
ば
、
前
に
「
物
L
 
 

（
】
○
）
 
 

と
い
つ
た
政
令
的
事
賓
は
、
こ
～
で
、
「
設
定
L
i
n
s
｛
■
i
t
u
t
i
O
n
と
い
へ
る
。
 
 
 

如
上
の
説
明
は
、
直
嘩
 
初
め
に
例
示
し
た
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
定
義
が
取
っ
た
形
式
を
了
解
せ
し
む
る
事
に
な
ら
う
。
 
 

従
っ
て
、
．
社
食
畢
一
般
に
関
し
て
は
僅
か
に
之
だ
け
に
止
め
て
。
宗
教
の
方
面
に
移
れ
ば
、
之
が
、
或
は
「
物
b
と
 
 

云
ひ
、
或
は
「
設
定
」
と
僻
す
る
特
性
を
備
へ
て
ゐ
る
。
従
っ
て
政
令
畢
的
研
究
の
対
象
と
な
る
。
宗
数
信
仰
に
於
 
 

て
、
僧
讃
は
教
義
を
信
じ
、
且
つ
散
骨
か
ら
受
け
る
複
雑
な
祭
儀
に
依
っ
て
行
動
し
で
ゐ
る
が
、
概
し
て
之
等
に
就
 
 

い
て
知
る
所
は
少
い
の
で
、
其
の
宗
教
生
活
は
、
紳
重
な
事
物
を
認
め
之
と
関
係
を
得
し
め
る
信
仰
と
行
男
と
に
輿
 
 

か
る
と
い
ふ
由
蒸
の
古
い
鮎
が
、
其
の
根
本
に
な
つ
て
ゐ
る
翁
で
あ
り
、
斯
様
な
人
間
が
、
こ
の
歌
養
を
案
出
し
、
 
 

祭
儀
を
工
夫
し
た
の
で
は
な
く
、
侍
統
が
之
等
を
数
へ
、
人
間
は
之
等
が
改
舜
し
な
い
様
に
専
ら
守
る
事
に
あ
る
。
 
 

二
一
）
 
 

従
っ
て
宗
教
信
仰
は
、
信
者
の
個
人
的
戚
慣
を
以
て
、
何
等
説
明
し
得
な
い
襲
撃
竺
仏
し
て
居
る
。
然
し
、
之
が
宗
 
 
 



敦
の
全
部
を
示
す
も
の
で
は
な
く
．
其
の
螢
達
を
認
め
る
の
は
勿
論
、
塵
史
的
事
賓
で
も
ぁ
る
が
、
こ
の
政
令
畢
に
 
 

於
て
は
か
1
る
特
性
を
巳
知
の
宗
教
に
も
許
し
得
る
本
質
と
見
億
し
て
居
る
。
 
 

（
一
二
）
 
 
 

か
く
て
之
を
政
曾
畢
の
一
部
門
と
し
て
、
宗
教
政
令
畢
を
な
し
、
此
の
部
門
に
於
け
る
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
研
究
は
初
め
 
 

（
一
三
）
 
 

に
引
用
し
た
定
義
を
奉
げ
て
ゐ
る
「
宗
教
生
活
の
基
本
的
形
態
」
に
纏
め
ら
れ
て
居
り
、
之
が
其
の
生
前
の
大
著
で
 
 

（
】
四
）
 
あ
♭
、
且
っ
最
後
の
著
書
を
な
し
た
の
で
ぁ
る
。
然
し
、
彼
は
「
年
報
L
第
二
巻
で
、
「
宗
致
現
象
の
定
義
に
就
い
て
」
 
 

既
に
論
究
し
、
之
で
は
上
端
の
前
年
で
、
宗
致
現
象
を
定
義
し
．
宗
教
は
斯
の
種
の
現
象
が
、
多
少
と
も
組
織
せ
ら
 
 

（
一
五
）
 
れ
、
系
統
を
得
た
仝
髄
で
あ
る
と
附
言
し
て
は
ぁ
る
が
、
明
か
に
集
囲
的
の
意
味
と
は
小
甘
つ
て
ゐ
な
い
。
而
し
て
、
同
 
 

年
潮
の
巻
頭
で
、
集
囲
生
活
の
中
に
、
種
々
の
表
現
を
生
む
に
至
っ
て
ゐ
る
に
つ
い
て
、
其
の
要
素
は
凡
て
、
宗
教
中
 
 

に
含
ん
で
ゐ
て
、
之
が
種
々
に
錯
雑
し
た
状
態
で
起
っ
て
ゐ
る
事
を
述
べ
て
、
科
挙
詩
歌
に
は
、
神
話
説
話
が
あ
♭
、
 
 

造
形
美
術
に
は
、
宗
教
上
の
装
飾
、
崇
拝
の
儀
醸
が
あ
り
、
法
梓
道
徳
は
祭
式
的
修
法
に
馨
し
、
更
に
、
霊
魂
生
命
に
 
 

関
す
る
暫
畢
的
概
念
は
、
そ
の
原
形
で
あ
つ
た
宗
教
信
仰
を
知
ら
ず
し
て
は
解
し
待
な
い
。
其
他
亦
然
ら
l
云
っ
て
、
 
 

文
化
の
宗
教
的
起
源
に
及
ん
で
ゐ
る
。
勿
論
、
之
を
以
て
、
宗
数
が
現
時
の
政
令
に
至
る
ま
で
往
時
と
同
じ
意
義
で
 
 

（
一
六
）
 
働
い
て
居
る
と
す
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
、
知
的
費
蓮
に
従
っ
て
其
の
重
要
と
せ
ら
れ
る
所
は
減
退
す
る
。
之
に
依
っ
 
 

て
観
れ
ば
、
彼
の
赴
曾
単
に
於
け
る
此
の
部
門
が
主
要
の
地
位
に
あ
る
を
思
は
し
め
る
。
然
る
に
其
の
畢
生
の
研
究
 
 

は
却
っ
て
道
徳
に
あ
る
。
前
の
定
義
に
も
此
の
語
を
見
る
が
、
其
の
「
分
業
論
」
、
「
自
殺
諭
」
共
に
之
に
関
す
る
の
み
 
 

新
紅
食
草
振
の
宗
教
研
究
 
 
 



二
〓
ハ
 
 

覇
蔵
含
車
扱
の
宗
教
研
究
 
 

（
一
七
）
 
 

で
な
く
、
畢
泥
の
人
々
の
言
に
徹
し
て
も
明
か
で
あ
る
。
然
ら
ば
前
述
の
如
き
は
何
れ
に
基
く
も
の
で
あ
ら
う
か
。
 
 
 

前
こ
著
の
如
き
は
、
彼
が
方
法
論
的
研
究
と
も
見
ら
れ
る
。
然
る
に
之
に
依
る
研
究
に
於
て
彼
が
進
ん
だ
方
面
を
 
 

考
へ
る
と
原
始
政
令
の
事
賓
で
あ
る
。
而
し
て
こ
～
に
赴
骨
生
活
に
於
け
る
宗
教
の
驚
く
べ
き
カ
を
立
記
し
待
た
結
 
 

果
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
あ
♭
、
や
が
て
、
之
が
文
明
の
起
原
を
宗
教
に
蹄
し
得
る
と
す
る
に
至
ら
し
め
た
の
で
は
あ
 
 

る
ま
い
か
。
さ
れ
ば
其
の
宗
教
の
研
究
が
か
～
る
赴
骨
に
対
し
て
ゞ
あ
つ
た
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
然
る
に
、
若
 
 

し
科
挙
の
使
命
が
人
間
の
研
究
に
あ
♭
、
現
時
の
人
間
を
知
る
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
矛
盾
の
様
に
も
考
へ
ら
れ
る
。
 
 

革
質
、
諸
宗
教
の
間
に
は
、
其
の
侶
伍
の
差
が
あ
る
、
尊
厳
の
度
に
別
が
あ
る
。
従
っ
て
最
も
高
等
な
形
式
の
宗
教
 
 

を
取
ら
な
い
で
、
歴
史
の
原
頚
に
翻
っ
て
之
を
取
る
の
は
、
一
見
不
合
理
の
軌
が
あ
る
。
然
し
、
社
食
草
の
根
本
的
 
 

公
準
は
、
人
間
の
設
定
に
は
荒
唐
無
稽
の
も
の
は
な
い
。
左
も
な
け
れ
ば
．
之
が
存
繚
す
る
事
は
な
い
と
い
ふ
に
あ
 
 

る
。
さ
れ
ば
何
れ
の
宗
教
と
て
偽
り
の
筈
は
な
く
、
夫
々
存
在
す
る
催
件
に
通
っ
て
ゐ
る
。
固
よ
り
其
問
に
は
優
劣
 
 

の
別
を
考
へ
得
る
極
め
て
複
雑
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
共
に
宗
教
で
あ
る
に
於
て
は
一
で
あ
る
。
斯
の
如
き
は
、
 
 

単
に
、
原
始
赦
骨
の
宗
教
も
研
究
の
意
義
を
失
は
ぬ
事
を
拝
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
之
を
擢
ん
で
研
究
の
主
題
と
 
 

し
セ
理
由
の
説
明
で
な
い
。
之
に
つ
い
て
一
に
其
方
法
上
に
依
る
事
を
述
べ
て
ゐ
る
。
 
 
 

未
開
の
社
食
で
は
、
事
情
が
畢
純
で
あ
る
。
個
性
の
螢
蓮
も
少
く
、
集
囲
の
領
域
も
限
ら
れ
、
人
の
行
男
と
共
に
 
 

其
の
思
考
も
一
様
で
、
進
歩
し
た
政
令
で
は
殆
ん
ど
見
な
い
程
一
件
に
な
つ
て
ゐ
る
。
而
も
其
の
宗
教
に
は
、
宗
教
 
 
 



の
構
成
要
素
が
備
っ
て
ゐ
る
の
み
で
な
く
、
革
質
が
単
純
な
の
で
、
其
の
間
の
関
係
も
明
白
で
あ
り
、
其
の
詭
明
を
 
 

待
易
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
～
に
基
本
的
現
象
を
求
め
や
う
と
し
た
事
に
な
る
。
次
い
で
之
に
依
っ
て
澄
達
し
た
 
 

宗
教
を
解
明
す
る
に
普
っ
て
は
、
漸
次
之
等
が
成
立
し
た
跡
を
歴
史
的
に
逐
ふ
の
他
は
な
い
。
即
ち
、
史
畢
的
に
見
 
 

て
初
め
て
、
各
時
代
に
於
け
る
設
定
の
構
成
を
解
し
得
べ
く
、
如
何
な
る
事
情
の
下
に
成
立
す
る
に
至
っ
た
か
を
知
 
 

ら
し
め
、
之
が
成
立
の
原
因
を
敦
ふ
る
唯
一
の
手
段
に
な
る
。
故
に
宗
教
に
於
て
、
其
の
最
も
簡
単
で
最
も
原
始
的
 
 

な
も
の
を
求
め
て
、
之
が
存
在
し
て
ゐ
る
時
に
つ
い
て
其
の
特
性
を
究
む
る
事
を
得
れ
ば
．
其
の
蓉
達
の
次
第
に
従
 
 

っ
て
行
っ
て
複
雑
な
も
の
に
も
及
ぶ
事
が
出
奔
る
。
即
ち
、
原
始
的
赴
曾
に
研
究
の
封
象
を
取
っ
た
所
以
が
、
之
で
 
 

知
れ
る
。
此
の
意
昧
に
於
て
は
、
現
時
の
科
挙
で
知
り
得
る
範
囲
で
の
最
も
簡
単
な
敢
骨
を
持
す
の
で
あ
ゎ
、
其
の
 
 

（
一
入
〕
 
限
り
に
於
て
は
起
源
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
之
に
依
っ
て
宗
教
の
科
挙
的
起
源
の
決
定
を
欲
し
た
も
の
で
あ
り
、
新
 
 

政
食
草
の
面
目
を
こ
1
に
示
す
も
の
と
い
は
ね
ぼ
な
ら
ぬ
。
 
 
 

所
謂
宗
教
赴
食
草
の
態
度
方
法
は
、
上
述
の
如
き
も
の
と
信
す
る
。
之
だ
け
の
用
意
を
以
て
研
究
の
材
料
を
選
揮
 
 

し
、
之
を
土
俗
誌
に
探
わ
、
中
部
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
種
族
に
依
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
其
の
云
ふ
所
の
備
件
を
最
 
 

も
加
算
に
最
も
完
全
に
侍
ふ
る
も
の
は
土
俗
誌
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
・
其
の
研
究
の
結
果
が
ト
テ
ミ
ス
ム
で
あ
る
事
 
 

は
紛
う
に
知
悉
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
ふ
が
、
唯
叙
述
の
序
を
得
る
だ
け
で
い
へ
ば
、
之
で
未
分
化
の
融
合
氏
族
を
立
澄
 
 

郵
赦
食
草
浪
の
宗
教
研
究
 
 
 



新
社
食
草
津
の
宗
教
研
究
 
 

ニ
ー
八
 
 

し
得
で
第
一
條
件
に
到
達
し
、
其
の
政
令
的
結
合
は
感
覚
界
の
事
物
を
表
徴
と
し
て
、
之
に
対
す
る
信
仰
に
あ
る
。
 
 

（
】
九
）
 
ヌ
其
の
存
績
も
之
に
射
す
る
氏
族
仝
健
的
の
祭
儀
に
依
っ
て
ゐ
る
。
か
1
る
事
物
を
耕
す
る
に
ト
グ
ム
の
譜
を
兼
ト
、
 
 

其
の
宗
教
に
就
い
て
ト
テ
ミ
ス
ム
と
い
ひ
、
ト
テ
ム
が
特
殊
の
対
象
と
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、
之
が
神
聖
で
あ
る
焉
で
 
 

へ
二
〇
）
 
 

あ
つ
て
之
を
汚
俗
と
別
つ
。
か
く
て
ー
テ
ム
は
政
令
カ
と
耕
す
べ
き
非
人
格
的
な
カ
の
象
徴
で
、
ぁ
り
、
此
の
カ
が
ト
 
 

へ
二
】
）
 
 

テ
ム
信
仰
の
原
動
力
を
な
し
て
ゐ
る
。
之
を
†
ナ
と
い
ふ
。
之
等
の
政
令
で
は
考
へ
方
ま
で
も
具
憶
的
で
、
之
を
其
 
 

の
宗
教
に
於
け
る
が
如
く
戚
費
界
に
具
象
化
し
て
居
わ
、
従
っ
て
政
令
カ
の
如
き
を
示
す
語
彙
は
、
僅
か
に
呪
法
の
 
 

（
二
二
）
 
 

周
に
窺
へ
る
程
度
に
あ
る
の
で
、
前
の
ト
テ
ム
と
共
に
之
を
他
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
信
仰
の
表
象
か
ら
、
次
 
 

で
祭
儀
に
及
び
以
て
宗
教
の
原
始
的
形
態
の
構
成
を
究
め
て
ゐ
る
が
、
こ
～
に
注
意
す
べ
き
は
祭
儀
を
分
っ
て
所
作
 
 

（
二
三
）
 
儀
と
口
諦
儀
と
す
る
が
、
其
の
叙
述
を
前
者
の
み
に
止
め
て
、
後
者
を
他
に
譲
っ
た
事
で
あ
つ
て
、
之
は
や
が
て
其
 
 

の
重
要
生
息
義
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
モ
ー
ス
氏
は
此
の
方
面
の
研
究
を
多
年
繚
け
て
居
ら
れ
る
が
、
 
 

之
に
依
れ
ば
、
－
不
幸
に
し
て
著
書
と
な
つ
て
ゐ
な
い
。
－
最
も
馨
達
し
た
宗
教
で
も
重
要
な
「
新
L
の
原
型
が
、
 
 

（
二
田
）
 
口
詣
儀
中
に
得
ら
れ
る
事
を
物
語
る
の
で
ぁ
る
。
 
 
 

こ
ゝ
に
示
さ
れ
た
宗
教
社
食
畢
の
結
果
は
、
宗
教
の
赴
曾
的
起
源
を
賓
覆
す
る
に
あ
つ
た
。
然
ら
ば
之
が
如
何
な
 
 

る
造
に
進
み
如
何
な
る
効
果
を
宗
教
研
究
上
に
斎
す
か
。
多
く
は
今
後
の
研
究
に
待
た
ね
ば
な
る
ま
い
。
然
し
な
が
 
 

（
二
五
）
（
二
六
）
 
ら
ダ
ガ
の
エ
デ
ブ
ト
に
於
け
る
、
グ
ラ
ネ
の
支
那
に
於
け
る
、
何
れ
も
歴
史
的
氏
族
で
、
ま
樺
確
立
の
事
情
を
研
究
 
 
 



し
た
の
で
は
あ
る
が
、
之
が
宗
教
に
観
れ
て
居
る
。
樽
じ
て
心
理
轟
の
方
面
で
は
、
ド
ラ
ク
℡
ア
が
信
仰
の
心
理
を
 
 

（
二
七
）
 
研
究
し
て
ゐ
る
中
に
、
其
の
赴
曾
的
事
賓
た
る
一
面
の
考
察
が
あ
る
。
之
等
は
多
少
と
も
積
極
的
に
、
宗
教
政
令
畢
 
 

の
立
場
を
認
め
る
も
の
で
あ
ら
う
。
他
方
、
歴
史
的
宗
教
に
於
て
1
 

の
も
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
†
に
就
て
、
「
舌
代
に
於
て
、
政
合
金
憶
の
結
合
を
な
し
た
も
の
は
崇
挿
で
あ
つ
て
、
家
 
 

族
の
祭
檀
は
家
族
の
金
員
を
之
に
結
び
、
都
市
は
．
同
じ
保
護
紳
を
有
し
、
同
じ
祭
檀
で
宗
教
的
行
事
を
な
し
た
も
 
 

の
～
集
合
で
あ
つ
た
の
で
、
都
市
の
祭
檀
は
建
物
の
内
に
設
け
ら
れ
、
こ
b
建
物
を
ギ
リ
シ
ア
人
は
ブ
ル
ク
ネ
イ
オ
 
 

（
二
八
）
 
 

ソ
と
呼
び
、
ロ
マ
人
は
ゴ
ス
タ
紳
寺
と
挿
し
て
都
市
中
最
も
神
聖
な
物
で
あ
つ
た
」
事
が
説
か
れ
、
降
っ
て
所
謂
国
 
 

民
的
大
宗
教
で
は
、
最
も
有
力
な
紳
の
下
に
統
一
さ
れ
た
の
が
、
諸
国
民
を
同
一
信
仰
に
集
め
る
世
界
的
宗
教
を
な
 
 

す
に
は
、
「
国
民
間
の
交
渉
が
起
り
、
次
い
で
そ
の
間
に
関
係
が
結
ば
れ
、
或
は
交
換
が
行
は
れ
る
事
を
要
し
、
又
其
 
 

間
の
臭
っ
た
国
民
性
は
、
或
は
勝
れ
る
も
の
に
併
さ
れ
、
或
は
之
を
拝
し
、
時
に
は
帝
国
を
形
成
す
る
も
の
も
ぁ
り
、
 
 

備
に
は
絶
え
ず
関
係
を
績
け
る
に
止
ま
る
事
も
あ
る
が
、
歴
史
上
じ
於
て
は
、
何
れ
の
宗
教
も
、
其
の
侍
播
ほ
、
一
 
 

（
二
九
）
 
 

帝
国
な
り
、
一
人
種
な
♭
、
或
限
ら
れ
た
範
囲
を
出
づ
る
も
の
を
嘗
て
見
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
彿
敦
ク
リ
 
 

ス
ト
敦
の
事
を
云
ひ
、
今
日
ま
で
異
に
世
界
的
宗
教
を
な
し
た
も
の
は
な
い
と
諭
す
る
も
の
藩
あ
る
。
 
 

●  

若
し
概
括
的
な
見
地
を
許
せ
ば
、
起
源
に
於
て
政
令
的
で
あ
る
宗
敦
は
、
其
の
費
達
に
於
て
も
之
を
失
は
ず
、
赴
 
 

新
社
食
畢
振
の
宗
教
研
究
 
 
 



新
社
食
聾
渡
の
宗
教
研
究
 
 

骨
的
結
合
に
本
質
的
な
効
果
を
常
に
現
ほ
し
て
ゐ
る
。
然
し
な
が
ら
、
之
が
宗
教
の
全
部
を
明
か
に
し
な
い
の
は
、
 
 

二
二
〇
 
 
 

心
理
畢
的
研
究
の
澄
す
る
所
で
あ
る
。
 
 

要
す
る
に
、
新
政
骨
畢
派
の
宗
教
研
究
が
、
客
観
的
方
法
に
基
い
た
宗
教
の
起
源
を
宗
教
単
に
斎
し
た
の
で
あ
つ
 
 

て
、
之
が
心
理
畢
の
結
果
と
封
峠
す
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。
之
は
固
よ
ら
南
科
挙
の
方
法
の
差
に
困
る
事
で
は
あ
る
が
、
 
 

前
者
は
史
畢
的
倦
度
か
ら
其
の
材
料
を
土
俗
誌
に
求
め
た
の
に
反
し
、
後
者
は
個
人
的
経
験
の
観
察
を
主
と
し
て
．
 
 

歴
史
的
記
銘
が
其
の
大
部
分
を
な
し
、
一
は
源
流
よ
り
始
め
、
他
は
之
に
翻
る
結
果
に
な
っ
て
ゐ
る
の
で
、
共
に
同
 
 

じ
く
起
源
を
問
題
と
し
つ
～
二
傾
向
を
分
つ
に
至
っ
た
一
因
で
あ
ら
う
。
之
に
関
係
し
て
、
新
政
食
草
況
が
、
土
俗
 
 

畢
或
は
人
類
畢
の
資
料
に
接
っ
た
事
は
、
逆
に
後
者
が
前
者
の
方
法
を
採
る
傾
向
も
生
じ
て
居
る
。
若
し
幸
に
し
て
、
 
 

こ
の
一
文
が
宗
教
畢
上
の
研
究
に
幾
分
の
参
考
と
も
な
ら
ば
、
叙
述
の
意
は
養
さ
れ
る
。
 
 
 

妊
（
一
）
 
J
a
m
窃
F
e
u
b
P
‥
A
汐
誓
訂
g
i
c
已
S
t
u
d
『
。
、
謬
】
山
g
i
。
n
）
（
－
冨
レ
p
・
琵
よ
少
之
に
は
昨
年
原
田
敏
明
氏
の
謀
が
ぁ
る
。
更
に
同
様
の
定
 
 

義
は
、
同
書
の
フ
ラ
ン
ス
諾
（
一
九
一
四
年
ど
u
i
s
 
C
。
己
詩
）
中
の
附
篇
第
二
を
写
し
て
ゐ
ろ
「
政
令
的
事
賓
の
研
究
に
於
け
る
心
理
畢
〕
 
 

で
、
リ
ユ
バ
が
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
撃
祝
わ
論
じ
て
ゐ
る
中
に
も
見
え
ろ
。
（
訂
穿
y
e
ど
l
嵐
e
d
e
s
p
監
n
O
m
h
n
e
s
邑
g
i
e
き
p
．
烏
P
邑
こ
．
）
 
 

後
者
の
見
鱒
写
し
て
述
べ
㌣
の
は
之
で
、
括
弧
内
の
他
l
‡
極
め
て
抄
出
L
㍗
の
で
ぁ
る
。
此
の
著
の
大
電
l
i
、
一
九
二
五
年
に
、
試
a
弓
i
（
凸
 
 

（
ニ
）
 
国
m
i
l
e
P
r
k
訂
i
m
‥
ト
袋
芽
m
e
m
票
m
e
旨
i
r
℡
d
e
－
p
富
r
e
l
i
g
i
e
u
詣
．
（
－
¢
－
匝
）
p
．
苦
－
芦
 
 

H
已
b
宅
篤
h
s
が
小
鮒
子
Ⅰ
岳
O
r
i
g
i
n
e
m
d
u
琶
t
i
m
e
n
t
r
e
l
i
g
i
e
責
l
こ
よ
ミ
ゆ
て
居
り
、
之
な
田
逸
蓄
利
氏
が
「
民
族
」
譲
上
l
＝
「
デ
ュ
ル
 
 

ケ
ム
振
の
宗
教
赦
骨
草
」
写
し
て
連
載
さ
れ
て
ゐ
ろ
（
同
轟
第
一
撃
一
1
五
渋
）
。
 
 

（
三
）
 
謹
「
こ
で
鱒
㌣
品
謹
中
の
附
煮
で
、
所
々
に
内
省
法
l
こ
申
し
圭
叙
述
な
以
て
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
祀
曾
撃
沈
な
評
J
て
ゐ
る
。
 
 
 



（
四
）
 
此
の
畢
涯
に
ほ
年
報
A
n
n
釘
哲
c
i
。
l
。
吼
q
u
e
が
ぁ
り
、
第
一
巷
が
出
て
恰
上
二
十
年
。
年
報
第
十
年
か
ら
叢
書
な
別
刊
・
し
て
一
進
展
ゎ
な
 
 

〕
㌣
が
、
大
戦
寸
J
共
l
こ
中
絶
の
要
に
あ
り
、
一
九
二
〇
年
以
後
叢
書
の
続
刊
な
箕
魂
L
爾
来
今
日
ま
で
に
十
部
を
加
へ
、
年
報
は
過
る
ゝ
事
 
 

数
年
一
九
二
五
年
か
ら
新
輯
与
し
て
現
は
れ
、
其
の
第
二
笹
第
一
分
冊
ほ
昨
年
末
費
刊
。
同
時
に
前
輯
十
二
怨
も
再
刊
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 
 

他
方
、
一
九
二
〇
年
来
、
師
範
畢
校
に
社
食
轟
ゐ
一
科
な
設
け
て
ゐ
ろ
が
、
之
l
こ
直
接
畢
振
の
反
彰
な
見
ろ
の
で
ぁ
り
、
一
昨
年
、
バ
リ
 
 

大
草
l
こ
土
俗
撃
研
究
所
】
n
已
t
u
t
d
、
E
t
ぎ
0
1
0
g
i
e
が
開
設
さ
れ
上
の
も
亦
之
l
こ
依
ろ
。
 
 

（
諷
）
 
タ
ル
ド
が
、
心
理
畢
的
態
度
か
ら
其
の
説
な
な
・
し
て
ゐ
ろ
事
ほ
い
ふ
よ
で
も
克
く
、
之
な
 
ト
ま
】
O
i
m
 
d
e
】
ご
m
i
蔓
i
O
n
（
】
雷
○
）
及
び
其
 
 

の
積
篇
ミ
い
ふ
べ
与
－
－
b
g
i
p
u
e
買
i
a
l
e
（
】
S
器
）
に
之
年
論
述
L
て
ゐ
る
が
、
ヨ
u
d
e
m
d
e
p
∽
y
e
ぎ
】
O
g
i
D
容
e
i
已
e
（
】
0
0
諾
）
中
で
、
デ
ュ
 
 

ル
ケ
ム
に
射
す
る
評
論
が
窺
は
れ
ろ
。
（
p
■
琵
－
冨
）
 
 

（
六
）
 
A
n
n
紆
野
e
i
O
】
つ
g
i
竃
e
こ
O
m
の
l
・
（
－
8
¢
0
0
）
p
・
－
苫
。
S
鼓
○
】
O
g
i
e
邑
i
g
i
2
u
声
。
 
 

（
七
）
 
㌫
山
r
茸
】
忠
d
ニ
p
 
m
合
訂
d
e
筈
C
i
0
1
＆
官
2
】
（
↓
e
芦
】
空
軍
ヲ
夢
e
2
d
Q
－
P
M
。
巴
i
t
i
O
コ
ー
p
・
舛
く
Ⅰ
・
 
 

（
入
）
 
註
「
こ
彿
諾
中
、
殊
に
四
二
九
－
四
三
〇
東
参
照
。
 
 

（
九
）
 
註
「
七
」
、
六
－
九
頁
、
社
食
的
事
箕
の
定
義
l
二
つ
い
て
は
、
同
一
丸
文
↓
物
」
に
於
て
は
、
河
、
三
六
 
－
 
三
七
東
参
照
。
 
 

（
岩
）
 
謬
u
l
勺
呂
C
O
n
n
e
t
e
t
試
弓
e
e
l
試
呂
拐
‥
ミ
S
O
C
i
0
1
0
乳
の
｝
、
d
旨
こ
P
 
G
r
呂
d
e
崗
n
つ
誓
】
O
p
賀
タ
t
O
m
e
舛
如
舛
・
p
」
弓
－
】
雷
参
照
。
 
 

（
二
）
 
同
上
、
二
ハ
七
頁
参
照
。
前
謹
盲
共
l
こ
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
も
同
様
の
記
述
ほ
ぁ
ろ
が
、
其
の
派
の
人
々
に
例
な
籍
り
主
に
過
ぎ
な
い
。
 
 

（
三
）
 
前
端
年
報
で
、
社
食
撃
の
諸
部
門
な
分
け
て
ゐ
る
。
其
の
新
輯
第
二
笹
第
一
那
（
一
九
二
七
年
）
で
、
分
類
に
こ
威
し
て
、
モ
ー
ス
氏
が
「
社
 
 

食
畢
の
部
門
ミ
其
の
釣
合
」
ハ
九
八
－
一
七
六
頁
）
詳
述
さ
れ
て
居
り
、
D
こ
p
m
舎
h
c
d
e
d
昌
こ
e
m
乱
e
n
c
嬰
只
岩
。
芦
－
¢
皆
）
中
に
ぁ
る
 
 

デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
社
食
畢
立
社
食
料
拳
」
で
も
之
な
見
ろ
。
（
之
l
ェ
「
曹
畢
餓
葡
」
第
四
四
九
潰
〔
大
正
十
三
年
七
月
班
、
五
八
六
－
六
一
 
 

二
頁
〕
に
田
漣
毒
利
氏
の
謹
が
あ
る
。
）
更
に
T
証
一
〇
」
一
七
五
－
一
七
六
頁
も
同
様
。
 
 

（
三
）
 
前
「
註
」
二
参
照
。
 
 

（
一
豊
 
A
n
ヨ
仇
e
S
O
e
i
0
1
董
汁
I
l
・
（
】
0
0
冨
）
冒
㌻
d
詮
n
i
t
訂
n
d
e
払
p
£
n
O
m
ぎ
袋
r
旦
甘
害
毒
－
1
占
少
 
 

新
穀
食
草
渡
の
宗
教
研
究
 
 
 



（
芸
）
 
前
証
「
一
四
」
二
一
束
参
照
．
 
 

（
一
六
）
 
前
証
「
一
四
」
巷
預
四
頁
及
び
五
東
証
参
照
。
偽
、
前
註
「
二
」
で
、
所
々
l
こ
詳
論
し
て
あ
る
。
 
 

ハ
】
七
）
 
せ
卓
r
材
訂
i
m
‥
S
O
e
i
O
】
○
昔
e
t
p
己
○
容
p
己
e
（
盃
占
）
ヮ
夢
e
e
d
e
ロ
宮
u
g
l
h
及
び
、
「
年
報
」
新
輯
第
一
巷
第
一
肪
（
一
九
二
五
年
）
 
 

中
】
声
試
a
u
韻
‥
巳
籍
亀
e
 
i
n
詮
i
t
e
 
d
命
せ
u
旨
訂
i
l
ゴ
e
t
d
e
慧
C
0
1
1
註
0
⊇
｛
e
声
調
）
p
●
？
－
－
血
参
照
。
 
 

（
】
八
）
 
前
謹
「
二
」
一
真
に
「
原
始
的
」
の
意
な
解
与
・
、
一
一
束
脚
諾
で
「
起
源
」
の
義
な
明
か
「
∵
し
て
ゐ
ろ
。
 
 

（
一
九
）
 
t
O
｛
O
m
の
語
に
就
い
て
ほ
、
前
註
「
二
」
一
四
四
真
に
其
の
由
鱒
を
草
し
、
オ
ー
ス
上
フ
リ
ア
の
語
彙
に
依
ら
ね
事
を
説
い
て
ゐ
ろ
。
 
 

（
ニ
○
）
 
紳
聖
鷲
r
仇
ミ
汚
俗
p
り
O
P
ロ
e
 
ミ
の
二
別
ほ
、
前
に
解
れ
㌣
析
で
ぁ
ろ
が
、
之
が
特
質
写
し
て
ゐ
る
鮎
ミ
共
l
こ
、
冒
b
e
ユ
m
O
n
 
S
m
i
t
h
‥
 
 

訂
c
l
u
透
O
n
｛
b
e
詳
l
i
g
i
O
n
O
〓
訂
野
口
ー
i
｛
Å
r
e
ユ
乱
e
d
E
O
n
㌫
¢
占
に
探
ろ
か
、
少
く
ミ
も
之
に
指
示
を
待
て
ゐ
る
。
同
書
一
四
〇
 
 

及
び
一
五
〇
賞
l
こ
於
け
る
】
訂
】
叫
ミ
e
O
m
m
O
n
亡
の
二
別
、
其
の
特
質
わ
述
べ
て
ゐ
ろ
部
分
参
照
。
 
 

（
三
）
 
m
呂
a
の
語
に
師
、
し
て
l
‡
、
前
註
「
二
」
一
四
四
－
一
四
五
菜
参
照
。
 
 

（
ニ
ニ
）
 
前
註
「
二
」
二
八
一
－
二
八
二
頁
参
照
。
 
 

（
云
）
 
同
、
四
二
七
頁
参
照
。
 
 

（
ニ
西
）
 
モ
ー
ス
氏
が
口
詣
儀
を
請
じ
て
居
ら
れ
ろ
事
は
、
嘗
て
「
民
族
」
誌
上
（
第
一
巷
第
五
戟
大
正
十
五
年
七
月
）
中
に
述
べ
て
お
い
た
。
 
 

（
云
）
 
 

回
丁
甘
芯
洞
 
 

（
云
）
 
 

（
天
）
 
 

（
克
）
 
 

新
杜
含
撃
況
の
宗
教
研
究
 
 

A
●
E
O
r
e
t
 
e
t
 
G
●
せ
a
童
‥
せ
e
阻
e
l
呂
S
 
a
u
舛
e
m
p
i
r
袋
（
】
¢
誌
）
 
 

試
p
‥
・
C
e
－
G
r
賀
e
t
‥
》
呂
冨
e
t
㌫
g
e
n
d
e
U
J
d
e
㌻
C
ナ
i
ロ
e
 
p
n
e
i
e
n
n
の
（
－
汽
e
 
 

㌔
e
n
r
i
け
e
l
g
r
O
i
舛
‥
訂
r
e
l
i
g
i
O
n
e
二
p
註
（
－
琵
β
（
之
l
こ
ほ
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清
人
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〔
大
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十
五
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〕
が
あ
る
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句
u
m
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l
d
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∽
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仇
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羽
 
 
渓
 
 
了
 
 
諦
 
 

■
 
緒
 
 

宮
 
 
 

西
域
と
い
ふ
言
菓
は
前
漠
時
代
か
ら
支
邦
人
に
よ
つ
て
使
用
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
支
那
本
土
の
西
の
開
門
 
 

た
る
玉
門
（
現
今
の
西
安
府
掛
但
蝶
の
西
約
百
六
十
清
里
）
陽
開
（
同
株
の
西
南
約
百
四
十
清
里
）
以
西
を
西
域
と
 
 

辞
し
た
こ
と
は
舌
凍
l
足
し
て
を
る
が
、
そ
れ
よ
り
西
方
に
及
ぶ
地
域
は
各
時
代
の
地
理
的
知
識
の
馨
展
に
伴
ふ
て
 
 

摸
大
し
、
先
づ
今
の
薪
蛮
地
方
か
ら
進
ん
で
、
撒
馬
兇
干
（
S
a
m
罵
訂
n
d
）
露
餞
の
土
爾
其
斯
坦
（
T
u
r
k
e
賢
n
）
よ
り
 
 

印
度
の
一
部
に
達
し
、
更
に
西
此
刺
亜
（
S
詳
r
i
エ
改
新
（
吋
e
r
s
i
ヱ
小
童
細
亜
に
及
び
、
最
後
に
は
印
度
全
部
を
も
 
 

包
含
す
る
に
至
っ
た
の
で
ぁ
る
。
併
し
彿
敦
史
の
立
場
か
ら
西
域
の
範
囲
を
限
定
す
る
な
ら
ば
、
以
上
の
全
地
域
中
、
 
 

印
度
l
こ
興
っ
た
彿
敦
が
陸
路
支
部
本
土
に
侍
蒸
す
る
ま
で
に
経
由
し
た
地
方
の
み
を
指
す
の
が
至
普
で
あ
つ
て
、
臥
 
 

ち
大
月
氏
民
族
の
勢
力
範
囲
で
あ
つ
た
大
夏
（
謬
e
t
r
i
且
よ
ト
ニ
⊂
ソ
ド
ゥ
・
ク
ー
シ
ュ
（
H
i
n
d
ロ
」
R
u
卦
）
を
越
え
て
高
 
 

附
（
内
欝
u
－
）
に
至
る
阿
富
汗
斯
坦
（
A
貯
h
邑
s
t
呂
）
の
一
部
と
厨
賓
（
G
a
n
d
F
琶
．
p
）
と
迦
淫
浦
羅
（
牢
卦
邑
エ
と
バ
ン
 
 

ジ
ャ
ー
ブ
（
句
且
糾
b
）
の
一
部
と
を
含
む
地
域
、
安
息
固
（
P
邑
F
i
a
）
の
勢
力
範
囲
で
あ
つ
た
改
新
北
部
、
康
居
固
の
 
 

勢
力
範
囲
で
あ
つ
た
粟
七
（
S
a
g
d
i
芸
風
地
方
．
更
に
之
等
各
地
方
に
於
け
る
異
民
族
特
有
の
文
化
と
融
合
し
た
沸
教
 
 

西
域
沸
教
の
研
究
 
 
 

西
域
彿
敦
の
研
究
 
 



が
悉
く
洗
込
ん
だ
薪
蛮
地
方
に
於
け
る
沸
教
を
西
域
沸
教
と
耕
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

現
今
苛
も
彿
敦
の
侍
播
史
若
し
く
は
其
の
蜜
典
若
し
く
は
其
の
亜
術
の
検
討
に
徒
事
す
る
者
な
ら
ば
、
西
域
彿
敦
 
 

に
限
を
注
が
な
い
も
の
が
な
い
ほ
ど
、
こ
の
方
面
の
研
究
の
緊
要
な
こ
と
が
一
般
沸
教
畢
者
に
よ
つ
て
認
識
せ
ら
れ
 
 

て
恋
た
の
で
あ
る
が
、
今
か
ら
約
二
十
年
前
ま
で
は
偶
数
と
い
へ
ば
印
度
・
鬼
没
鹿
・
錫
蘭
・
邁
羅
・
安
南
・
支
部
・
西
戎
・
 
 

日
本
な
ど
の
そ
れ
に
限
ら
れ
て
、
印
度
の
沸
教
が
支
部
へ
東
侍
す
る
ま
で
に
通
過
し
た
淀
城
地
方
に
於
け
る
彿
散
文
 
 

化
に
対
し
て
は
全
く
無
関
心
の
放
題
で
あ
つ
た
。
然
る
に
西
暦
第
十
九
世
記
の
末
葉
以
凍
露
覇
英
彿
及
び
我
が
国
の
 
 

中
亜
探
検
家
の
懸
命
的
努
力
の
結
果
、
主
と
し
て
現
今
の
新
宅
地
方
か
ら
未
だ
世
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
言
語
文
字
で
 
 

書
か
れ
た
沸
教
文
書
並
に
印
度
や
支
部
に
於
て
見
る
事
の
出
水
な
い
異
彩
を
放
っ
た
偶
数
聾
術
遺
品
の
数
多
く
が
費
 
 

見
せ
ら
れ
、
そ
れ
等
の
出
土
品
が
清
々
研
究
費
表
せ
ら
る
～
に
至
っ
て
、
漸
く
極
楽
沸
教
文
化
の
源
洗
が
西
域
地
方
 
 

に
存
す
る
こ
と
が
確
認
せ
ら
れ
、
苛
も
彿
敦
を
研
究
す
る
に
は
、
其
の
歴
史
的
方
面
た
る
と
其
の
思
想
的
方
面
た
る
 
 

と
其
の
言
語
的
方
南
た
る
と
其
の
文
革
的
方
面
た
る
と
其
の
萄
術
的
方
面
た
る
と
を
問
は
す
、
印
度
偶
数
東
侍
の
際
 
 

経
由
し
た
此
の
重
要
な
流
域
地
方
に
於
け
る
楷
殊
の
沸
教
文
化
を
看
過
す
る
こ
と
の
出
奔
な
い
こ
と
が
明
瞭
と
な
つ
 
 

た
喝
俄
然
東
西
彿
散
華
者
の
注
意
が
此
の
方
面
に
集
中
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
彿
敦
畢
・
 
 

界
に
一
大
衝
動
を
輿
へ
、
一
大
革
新
を
斎
し
た
中
亜
探
検
の
経
過
に
就
い
て
弦
に
三
一
日
を
賓
す
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
 
 

徒
爾
で
は
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。
 
 
 

西
域
儒
教
ら
研
究
 
 



抑
中
亜
探
検
は
今
♭
約
百
年
前
句
牙
利
人
A
訂
粥
C
等
m
P
及
び
欝
日
賢
i
内
巴
m
賢
二
鱒
氏
に
よ
つ
て
試
み
ら
れ
た
 
 

け
れ
共
、
偶
数
研
究
上
に
は
何
等
の
効
果
を
蘭
さ
ハ
仏
か
っ
た
。
中
亜
に
於
て
彿
数
的
造
物
蒐
集
の
先
騒
を
な
し
た
も
 
 

の
は
哲
男
r
大
尉
で
あ
つ
て
、
彼
は
西
紀
一
入
九
〇
年
庫
車
（
内
u
c
訂
）
に
於
て
彿
敦
経
典
を
購
得
し
．
そ
の
後
数
 
 

年
一
里
許
す
し
て
芦
 
G
r
e
n
弓
d
氏
も
亦
和
閤
（
内
l
岩
t
呂
）
に
於
て
傭
典
を
獲
得
し
た
。
併
し
奥
の
意
味
に
於
け
る
中
 
 

亜
探
検
の
開
拓
者
は
露
国
人
で
あ
つ
て
．
夙
に
喀
什
喝
爾
（
罰
s
厨
罵
）
駐
在
の
露
国
領
事
憎
e
t
r
O
惑
k
i
氏
の
探
検
が
 
 

行
れ
て
、
多
数
の
古
記
騰
が
費
見
せ
ら
れ
、
次
い
で
一
入
九
人
年
に
は
露
囲
の
考
古
拳
骨
長
望
「
＝
芥
－
e
m
e
ロ
｛
N
氏
が
 
 

セ
ン
ト
・
ペ
ブ
ル
ス
ブ
ル
グ
（
S
什
・
P
e
t
e
記
b
u
r
g
）
に
於
け
る
畢
士
院
か
ら
派
遣
せ
ら
れ
て
、
中
亜
探
検
を
試
み
、
吐
魯
 
 

番
（
T
u
r
詳
－
）
に
於
て
多
量
の
古
記
餞
を
待
、
そ
の
翌
年
へ
ぎ
r
ぎ
u
I
－
d
軋
n
e
 
A
l
訂
r
c
－
－
ぎ
e
r
、
と
過
す
る
踏
査
報
 
 

告
を
費
表
し
た
。
伺
又
英
国
の
芦
A
弓
e
－
S
訂
ぎ
氏
は
一
九
〇
〇
年
よ
り
其
の
翌
年
に
捗
っ
て
第
一
何
の
探
検
を
 
 

遂
行
し
、
干
閲
（
賢
。
官
）
の
故
址
を
中
心
と
し
て
極
め
て
豊
富
に
し
て
貴
重
お
る
考
古
資
料
を
螢
掘
し
て
、
東
西
 
 

畢
者
の
耳
目
を
聾
勒
せ
し
め
た
。
か
く
て
泰
西
の
畢
界
に
於
て
中
亜
探
検
の
畢
術
的
慣
伍
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
 
 

♭
、
」
九
〇
〇
年
雁
馬
に
高
閲
東
洋
畢
骨
が
設
立
せ
ら
る
1
や
、
萬
囲
聯
合
中
亜
探
検
の
畢
が
提
案
計
劃
せ
ら
れ
∵
 
 

蓬
に
一
九
〇
二
年
♪
ン
ブ
ル
グ
（
謬
m
b
u
r
g
）
に
於
て
開
催
せ
ら
れ
た
其
の
拳
骨
の
絶
食
決
議
と
し
て
、
中
亜
螢
掘
 
 

調
糞
の
賓
行
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
爾
凍
欧
洲
各
国
は
粕
競
ふ
て
大
規
摸
の
中
亜
探
検
隊
を
組
織
 
 

し
、
頻
々
と
し
て
費
掘
事
業
が
遂
行
せ
ら
る
1
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

西
域
併
秋
の
研
究
 
 
 



S
t
e
i
n
氏
は
第
一
同
の
探
検
を
終
る
や
、
一
九
〇
三
年
に
は
へ
S
琶
d
l
B
弓
i
e
d
 
R
u
i
－
－
S
。
f
芦
。
t
岩
、
と
超
す
る
一
 
 

書
を
、
次
い
で
一
九
〇
七
年
に
は
へ
A
．
n
c
i
e
I
－
t
賢
。
t
呂
－
と
題
す
る
二
審
本
を
公
に
し
て
、
そ
の
探
検
放
行
の
経
過
及
 
 

び
そ
の
際
螢
掘
し
た
舌
代
遣
物
に
基
く
有
益
な
研
究
報
告
を
蓉
表
し
、
更
に
印
度
総
督
府
の
依
爆
に
よ
ゎ
▼
 
「
九
〇
 
 

六
年
か
ら
完
〇
八
年
に
至
る
ま
で
第
二
回
の
探
検
に
徒
事
し
、
此
の
際
浄
蛙
の
千
彿
洞
か
ら
世
界
の
聾
者
を
驚
欺
 
 

せ
し
め
た
珍
奇
な
古
文
書
の
多
量
を
待
た
の
で
あ
る
ご
1
の
旅
行
報
告
と
し
て
は
最
初
一
九
〇
九
年
七
－
九
月
兢
 
 

の
地
畢
雑
誌
（
G
e
品
旦
】
i
e
【
・
≡
○
宅
邑
）
上
に
へ
E
首
邑
ぎ
山
－
1
C
e
n
邑
・
A
s
i
a
）
】
喜
1
0
0
㌧
と
題
す
る
一
線
が
掲
載
 
 

せ
ら
れ
、
一
九
三
年
に
は
へ
R
已
l
－
竺
ち
H
訂
e
r
t
C
邑
l
旦
と
名
く
二
巻
本
が
刊
行
せ
ら
れ
、
更
に
一
九
三
年
に
 
 

至
っ
て
尤
大
な
へ
S
e
r
山
n
d
㌻
〉
と
題
す
る
玉
谷
本
が
公
刊
せ
ら
れ
て
、
第
二
同
率
術
探
検
の
功
巣
が
遺
憾
な
く
蓉
揮
 
 

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
S
訂
i
n
氏
は
以
上
二
何
の
探
検
に
よ
つ
て
得
た
功
績
を
以
て
満
足
せ
す
、
更
に
一
九
二
二
年
 
 

か
ら
一
九
二
ハ
年
に
捗
っ
て
第
三
回
の
探
検
を
試
み
、
停
車
（
賢
c
｝
－
エ
吐
魯
番
か
ら
玉
門
地
方
に
至
る
北
進
に
於
け
 
 

る
故
址
空
費
掘
し
て
l
ま
た
豊
富
な
考
古
資
料
を
得
て
掠
り
、
同
年
九
月
馨
行
の
地
孝
雄
誌
に
へ
A
買
乙
J
…
岩
e
l
 
 

島
野
p
l
O
r
註
O
n
i
－
1
C
邑
r
已
A
阜
－
岩
－
P
）
と
超
す
る
壷
を
寄
せ
、
以
て
そ
の
調
査
放
行
の
大
要
を
報
告
し
た
。
 
 

い
・
つ
れ
近
き
購
恋
に
於
て
此
の
第
三
同
探
検
の
牧
獲
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
翌
日
に
接
し
得
る
で
あ
ら
う
。
以
上
奉
 
 

げ
た
著
述
の
外
、
S
t
2
i
n
氏
は
浄
煙
千
彿
洞
に
於
け
る
偽
書
の
複
製
及
び
そ
の
説
明
書
（
へ
挙
e
≠
蓋
邑
｝
芸
d
h
芦
、
 
 

甲
」
さ
F
－
琵
．
）
を
も
公
刊
し
、
僻
ま
た
同
氏
の
蒐
集
品
に
就
い
て
研
姦
し
た
他
の
単
著
の
著
述
も
砂
く
な
い
け
れ
 
 
 

西
域
件
数
の
研
究
 
 

二
二
六
 
 



共
、
今
之
等
の
列
挙
ぞ
省
き
、
後
必
要
に
應
じ
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 
 

英
圃
の
中
亜
螢
掘
事
業
が
全
く
S
訂
i
n
氏
一
人
の
献
身
的
努
力
に
よ
つ
て
着
々
成
功
し
て
を
つ
た
間
に
、
猶
逸
に
 
 

於
て
も
前
後
四
回
大
組
織
の
中
亜
探
検
隊
が
派
遣
せ
ら
れ
て
、
ス
タ
イ
ン
氏
の
事
業
に
優
る
と
も
劣
ら
烏
い
ほ
ど
の
 
 

功
畢
ざ
奉
げ
得
た
の
で
あ
る
。
そ
の
第
一
回
は
一
九
〇
二
年
十
一
月
か
ら
其
の
翌
年
三
月
ま
で
A
】
訂
r
什
G
r
ぎ
w
e
d
e
－
 
 

及
び
¢
・
巳
F
t
h
両
氏
が
吐
魯
番
の
沃
地
に
於
て
螢
掘
に
徒
事
し
、
第
二
同
は
一
九
〇
四
年
十
一
月
か
ら
其
の
翌
年
 
 

十
二
月
ま
で
訂
C
。
β
氏
が
吐
魯
番
及
び
ゴ
ム
ー
ル
（
Q
。
m
己
）
に
於
て
作
業
し
．
第
三
回
は
一
九
〇
五
年
十
二
月
 
 

か
ら
一
九
〇
七
年
四
月
に
亘
っ
て
G
r
ぎ
w
c
d
G
－
及
び
F
e
 
C
。
山
南
氏
が
庫
事
・
喀
嘲
沙
爾
（
只
罵
乳
F
ユ
吐
魯
番
及
 
 

び
コ
ム
ー
ル
な
ど
北
造
一
帯
を
踏
査
し
、
第
四
回
は
ー
一
九
一
三
年
六
月
か
ら
其
の
翌
年
二
月
ま
で
訂
C
β
氏
が
煙
 
 

草
及
び
喝
拉
爾
巴
什
（
旨
r
a
－
b
邑
i
）
に
於
て
螢
拝
し
、
毎
回
驚
く
べ
き
多
量
の
貴
重
な
る
考
古
資
料
を
購
残
し
た
の
 
 

で
ぁ
る
。
此
の
猫
逸
の
中
亜
踏
査
事
業
に
就
い
て
特
記
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
の
三
回
の
探
検
が
猫
逸
前
皇
帝
後
援
の
 
 

下
に
行
は
れ
た
こ
と
～
、
博
物
館
技
術
師
≠
・
出
邑
u
s
氏
が
四
同
と
も
探
検
隊
に
加
っ
た
こ
と
ゝ
で
あ
る
。
而
し
 
 

て
G
r
穿
w
e
d
e
－
氏
は
第
一
何
の
踏
査
報
告
と
し
て
、
一
九
〇
六
年
へ
出
e
r
i
e
l
－
t
穿
e
r
罵
e
h
琶
－
嵐
s
c
l
l
e
 
A
r
訂
i
ぎ
i
n
 
 

I
d
i
打
u
t
瞥
i
u
n
d
q
m
g
e
b
仁
n
g
i
m
ヨ
n
t
e
：
筈
柑
－
∽
㌧
と
題
す
る
書
を
刊
行
し
、
第
三
同
の
探
検
に
於
け
る
考
古
畢
 
 

的
研
究
報
告
と
し
て
．
一
九
一
二
年
へ
A
l
旨
d
d
h
i
s
t
i
莞
チ
の
＝
只
オ
ー
t
s
｛
警
訂
n
 
i
n
C
E
n
e
乳
芳
h
ぎ
r
k
i
s
｛
呂
－
と
題
す
る
大
 
 

著
を
公
に
し
、
更
に
一
九
二
〇
年
に
は
鮮
明
な
壁
婁
の
複
製
版
集
を
添
へ
た
へ
A
宇
ぎ
註
－
p
－
と
題
す
る
大
冊
を
印
 
 

西
城
併
敢
の
研
究
 
 
 



二
二
八
 
 

西
域
沸
教
の
研
究
 
 

行
し
て
、
西
暦
第
人
世
紀
に
於
け
る
庫
車
古
址
の
沸
教
寺
院
の
壁
婁
に
関
す
る
考
古
畢
的
宗
教
史
的
研
究
を
馨
表
し
、
 
 

僻
ま
た
一
九
二
四
年
に
は
へ
D
i
e
H
昌
迂
d
e
s
A
讃
t
…
n
d
i
h
r
専
宮
註
1
…
l
g
e
n
琶
I
k
。
n
品
r
握
h
i
。
d
。
S
B
乱
d
F
i
s
E
宏
 
 

N
e
n
t
r
已
・
ヒ
i
e
己
、
と
辞
す
る
花
大
な
著
書
を
あ
に
し
て
、
舌
代
改
新
の
ゼ
ソ
ド
ア
ゴ
ス
タ
経
と
関
係
の
あ
る
ア
ブ
ー
 
 

シ
ュ
・
（
茅
r
a
s
e
F
）
の
獅
子
の
碑
銘
及
び
別
の
碑
銘
の
形
式
内
容
が
彿
敦
1
－
特
に
西
戎
の
密
教
及
び
時
翰
派
密
兄
 
 

（
内
㌢
c
p
k
r
守
t
邑
r
p
）
に
関
係
ふ
γ
り
と
い
ふ
想
定
の
下
に
、
中
亜
－
Ⅰ
特
に
庫
車
及
び
吐
魯
番
附
近
に
於
け
る
彿
数
遺
 
 

址
か
ら
費
見
せ
ら
れ
た
彿
像
彿
喜
に
及
ば
し
た
イ
ラ
ン
文
化
の
影
響
を
指
摘
せ
ん
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
次
に
‥
訂
 

C
C
β
氏
は
第
二
回
の
踏
査
報
告
と
し
て
、
一
九
〇
九
年
螢
行
の
王
立
亜
細
亜
協
食
詰
（
J
・
R
・
A
・
S
・
）
に
於
て
、
へ
A
 
 

S
－
1
0
r
t
 
A
e
c
O
u
n
t
O
f
t
F
e
 
O
r
i
g
ぎ
J
昌
r
n
e
y
－
a
n
d
 
R
e
邑
｛
s
。
＝
－
1
e
ヨ
r
諷
R
。
宣
ワ
u
乳
呂
（
S
琶
n
d
 
G
。
r
m
且
 
 

野
鼠
1
t
i
O
n
－
○
曽
r
ぎ
i
n
 
C
－
1
i
n
2
謁
ぎ
r
k
i
賢
n
㌧
と
題
す
る
一
宕
を
公
に
し
、
一
九
三
年
に
は
極
め
て
大
版
の
 
 

へ
C
ト
C
｛
警
F
O
－
を
刊
行
し
て
、
第
三
同
探
検
に
於
て
高
昌
の
故
址
か
ら
螢
見
し
た
係
数
垂
術
遺
品
に
就
い
て
詳
細
な
研
 
 

究
を
費
表
し
、
更
に
一
九
二
二
年
か
ら
一
九
二
六
年
に
亘
る
五
ケ
年
間
に
貞
e
字
d
d
－
1
i
s
t
軒
h
e
S
p
警
邑
i
k
2
彗
t
・
 
 

計
s
i
e
n
s
・
－
五
巷
を
公
刊
し
、
そ
の
讐
巷
に
於
て
燭
逸
の
吐
魯
番
探
険
に
よ
つ
て
尊
兄
せ
ら
れ
た
彫
塑
に
属
す
る
宗
 
 

教
垂
術
品
及
び
そ
の
垂
術
の
螢
展
的
過
程
を
理
解
す
る
焉
、
そ
の
事
術
的
本
源
た
る
礎
駄
羅
美
術
と
批
較
研
究
し
、
 
 

第
二
巷
に
於
て
は
摩
局
数
的
小
童
に
就
い
て
検
最
し
、
第
三
巷
に
於
て
は
先
つ
庫
車
及
び
吐
魯
番
附
近
に
於
け
る
彿
 
 

数
奇
院
建
築
の
方
法
様
式
を
調
査
し
、
次
い
で
ま
と
し
て
赫
色
勒
（
Q
箋
）
及
び
木
頭
溝
（
冒
r
t
u
S
押
返
の
ペ
ゼ
．
 
 
 



ク
リ
ッ
ク
 
（
㌘
謎
k
－
■
k
）
 
に
於
け
る
寺
院
壁
書
に
就
い
て
討
究
し
、
第
四
番
は
同
じ
く
両
地
に
於
け
る
寺
院
壁
童
の
 
 

大
複
製
版
集
と
そ
の
説
明
書
と
か
ら
成
り
、
第
五
巻
に
於
て
は
先
き
の
両
地
の
外
庫
木
吐
嘲
（
β
ロ
m
ぎ
）
吐
木
蘇
溝
 
 

（
T
∈
m
S
∈
－
）
等
に
於
け
る
寺
院
麿
址
か
ら
螢
見
し
た
西
暦
第
人
位
紀
よ
り
第
十
一
世
紀
に
至
る
比
較
的
斬
ら
し
い
彿
 
 

教
義
術
品
－
1
塑
像
・
木
板
に
書
け
る
彿
像
・
天
井
童
・
奉
納
嘉
・
木
製
彫
刻
な
ど
に
就
い
て
研
究
報
告
者
螢
潰
し
、
以
 
 

て
氏
の
学
術
探
険
を
し
て
有
終
の
美
を
な
さ
し
め
た
の
で
あ
る
。
但
し
本
書
は
以
上
の
五
巻
を
以
て
完
結
せ
ら
れ
た
 
 

の
で
は
な
く
て
、
最
近
第
五
巷
の
第
二
部
と
し
て
本
書
の
第
六
巷
が
刊
行
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
僻
ま
た
 
 

第
二
回
第
三
何
の
吐
魯
番
探
険
の
報
告
と
し
て
、
氏
は
一
九
二
六
年
へ
A
詫
H
e
l
－
a
s
 
S
p
弓
e
n
 
i
n
O
s
t
｛
】
弓
k
i
賢
芦
、
と
 
 

題
す
る
興
味
津
々
た
る
好
著
を
公
に
し
た
。
之
等
著
述
の
外
、
氏
が
一
九
二
五
年
に
へ
茫
d
e
r
邑
a
s
≡
㌢
邑
u
n
d
 
 

内
已
t
弓
g
e
S
C
F
i
e
F
t
e
呂
t
t
e
－
・
A
乳
e
家
㌦
、
と
題
す
る
有
益
な
る
二
膏
を
撰
出
し
た
の
も
、
ま
た
氏
が
高
呂
故
址
に
於
て
螢
 
 

見
し
た
摩
周
致
遣
物
に
裁
い
て
精
査
し
た
結
果
を
へ
岩
r
k
軒
訂
呂
a
n
i
c
h
巴
c
p
岩
肌
C
－
1
。
訂
b
。
㌧
と
超
す
る
論
文
に
 
 

於
て
費
表
し
た
の
も
（
A
n
F
・
P
d
・
A
b
】
l
・
d
・
内
g
l
・
p
r
e
転
・
A
k
・
d
・
W
i
s
∽
・
こ
李
扇
－
芝
の
こ
琵
ご
、
常
民
の
果
蓬
 
 

し
た
中
亜
探
険
の
精
華
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
彼
等
猫
逸
探
険
家
に
よ
つ
て
婿
蒸
せ
ら
れ
た
螢
掘
品
に
就
い
 
 

て
、
H
・
巳
已
e
r
s
、
句
・
W
・
只
∴
写
呂
e
r
－
R
・
ヨ
s
c
訂
－
、
〇
・
写
巴
－
k
2
、
寧
S
什
ぎ
n
2
r
∵
R
・
句
・
G
e
－
d
n
e
甘
、
C
・
句
○
『
諸
氏
 
 

に
よ
つ
て
研
究
藤
表
せ
ら
れ
た
論
文
も
砂
く
な
い
が
、
こ
れ
等
も
亦
後
必
要
に
應
じ
て
紹
介
す
る
こ
と
～
す
る
。
 
 
 

露
固
に
於
て
は
前
述
し
た
ク
レ
メ
ン
ツ
氏
の
探
検
に
次
い
で
、
一
九
l
O
年
畢
士
院
骨
員
た
る
弾
∵
句
1
0
－
d
e
n
b
弓
g
 
 

西
域
彿
教
の
研
究
 
 
 



二
三
〇
 
 

西
域
俳
教
の
研
究
 
 

氏
指
導
の
下
に
可
打
で
り
大
規
模
の
中
亜
探
検
隊
が
組
織
せ
ら
れ
、
吐
魯
番
・
喀
嘲
沙
爾
・
庫
事
附
近
か
ら
喜
多
の
慣
位
 
 

あ
る
考
古
資
料
が
費
掘
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
同
氏
は
そ
の
踏
査
報
告
と
し
て
、
一
九
一
四
年
に
へ
R
。
S
紆
告
 
 

ぎ
l
■
k
e
s
叶
a
n
s
k
督
E
k
∽
頂
d
i
c
甘
●
∴
露
文
）
と
過
す
る
妄
日
を
公
に
し
た
。
 
 
 

更
に
彿
闊
に
於
て
は
l
九
〇
六
年
よ
り
一
九
〇
九
年
に
至
る
ま
で
、
P
a
已
P
e
－
－
i
。
t
氏
に
よ
つ
て
中
亜
探
検
が
遂
行
 
 

せ
ら
れ
て
、
庫
車
・
吐
魯
番
及
び
煙
燈
に
於
て
有
益
な
る
文
書
が
費
見
せ
ら
れ
、
殊
に
氏
は
闇
煙
に
於
て
西
紀
六
〇
〇
 
 

年
か
ら
一
二
α
○
年
に
至
る
珍
奇
な
追
書
約
八
十
轡
ぞ
獲
、
ス
ク
イ
ン
氏
の
同
地
に
於
け
る
文
書
蒐
集
と
共
に
東
西
 
 

の
畢
老
を
驚
欺
せ
し
め
た
。
而
し
て
ペ
リ
ヨ
ー
氏
は
そ
の
探
検
報
告
と
し
て
、
一
九
一
〇
年
に
ヘ
ゴ
。
i
芸
1
疾
e
－
、
A
s
i
Q
 
 

C
e
旨
已
e
㌧
と
、
表
名
p
O
ユ
d
e
声
P
a
已
P
e
l
－
i
O
t
2
r
芦
m
i
乳
。
n
e
n
A
㌢
C
e
ロ
t
邑
e
・
、
（
Ⅰ
－
室
r
・
e
ニ
E
】
（
S
I
J
e
t
t
r
袋
）
 
 

一
望
○
－
芸
1
声
）
 
と
の
二
篇
を
馨
表
し
た
外
、
聯
痩
洞
窟
及
び
そ
の
給
書
の
馬
具
集
（
へ
訂
0
0
G
r
註
〔
∽
d
e
岩
岳
n
 
 

H
昌
呂
g
㌧
）
六
巷
を
一
九
二
〇
年
か
ら
一
九
二
四
年
に
至
る
問
に
、
浅
繹
の
「
彿
読
書
悪
因
果
経
」
に
粕
督
す
る
ソ
グ
 
 

ド
語
経
典
の
蔓
輿
版
（
へ
哲
g
d
i
買
宕
鞋
）
を
一
九
二
〇
年
に
公
刊
し
、
S
ユ
象
n
ト
音
i
氏
な
ど
の
他
の
学
者
も
亦
同
氏
 
 

に
よ
り
て
購
残
せ
ら
れ
た
古
文
書
に
就
い
て
瞼
薮
し
た
結
果
を
螢
表
し
て
を
る
が
、
こ
れ
等
の
紹
介
は
本
論
に
譲
る
。
 
 
 

最
後
に
我
が
国
に
於
て
も
大
谷
光
瑞
師
は
夙
に
中
亜
探
検
の
畢
締
約
侶
偲
を
認
め
、
明
治
三
十
五
年
よ
り
大
正
三
 
 

年
に
亘
り
．
前
後
三
回
の
探
槍
を
行
ひ
、
そ
の
第
一
回
は
明
治
三
十
五
年
よ
ユ
ニ
十
七
年
に
及
び
、
師
自
ら
踏
査
し
 
 

て
、
主
と
し
て
和
師
及
び
庫
車
附
近
に
於
て
考
古
資
料
を
獲
得
し
、
第
二
回
は
明
治
四
十
一
年
よ
り
其
の
翌
年
に
亘
 
 
 



り
、
箪
二
回
は
明
治
囲
十
三
年
よ
り
大
正
三
年
に
至
り
、
橘
瑞
超
師
に
よ
つ
て
踏
査
せ
ら
れ
て
、
吐
魯
番
諺
中
心
と
 
 

し
て
停
車
そ
の
他
の
地
方
に
於
て
文
書
・
檜
婁
・
彫
塑
・
染
織
・
刺
繍
．
古
餞
・
印
本
な
ど
多
量
の
古
代
文
物
が
発
掘
せ
ら
 
 

れ
、
之
等
の
中
特
に
畢
術
的
参
考
品
と
し
て
憺
低
あ
る
も
の
六
百
九
十
除
種
が
複
製
せ
ら
れ
て
、
大
正
四
年
闘
肇
社
 
 

印
行
の
「
西
城
考
古
固
譜
」
二
審
中
に
収
め
ら
れ
た
。
而
し
て
之
等
の
中
濃
九
鬼
（
ヨ
g
h
u
r
）
語
彿
典
は
す
で
に
羽
田
 
 

亭
氏
及
び
橘
瑞
超
師
に
よ
つ
て
研
究
費
表
せ
ら
れ
た
こ
と
は
（
「
重
文
」
第
四
年
第
二
敬
二
東
洋
軍
報
L
第
玉
谷
、
「
二
 
 

薬
叢
書
」
第
一
耽
及
び
第
四
戟
）
、
わ
が
国
学
界
の
た
め
慶
賀
に
堪
へ
な
い
所
で
あ
る
。
 
 
 

上
述
し
た
や
う
な
経
過
に
よ
つ
て
、
露
英
燭
偽
及
び
我
が
国
の
探
検
家
が
支
那
土
爾
其
斯
坦
か
ら
購
恋
し
た
舌
代
 
 

の
文
書
及
び
垂
術
品
の
大
部
分
が
既
に
複
製
版
若
し
く
は
寒
眞
版
と
し
て
刊
行
せ
ら
れ
た
か
ら
、
現
に
吾
人
は
居
な
 
 

い
が
ら
に
し
て
印
度
と
支
那
本
土
と
の
問
に
於
け
る
係
数
流
域
地
方
の
舌
代
文
物
の
異
相
に
接
し
、
生
き
た
研
究
資
 
 

料
と
し
て
之
一
ぞ
利
用
し
得
る
の
で
あ
る
。
古
代
東
洋
文
化
の
研
究
上
か
～
る
無
上
の
便
宜
が
恵
ま
れ
た
こ
と
は
、
偏
 
 

に
彼
等
中
東
探
検
家
の
献
身
的
努
力
の
賜
に
外
な
ら
な
い
の
で
ぁ
る
か
ら
、
吾
人
は
彼
等
の
絶
大
な
努
力
に
対
し
て
 
 

蒲
膵
の
謝
意
を
捧
ぐ
る
と
同
時
に
、
彼
等
の
清
水
品
に
基
い
て
、
益
々
検
討
の
歩
武
を
進
め
、
以
て
彼
等
の
功
績
を
 
 

愈
々
輝
か
す
べ
く
努
力
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
 
 

予
は
夙
に
中
亜
探
検
家
の
研
究
報
告
に
剥
戟
せ
ら
れ
て
、
大
正
三
年
支
那
の
正
史
・
脛
鱗
・
滑
稽
・
西
域
放
行
記
な
 
 

ど
を
根
本
資
料
と
し
、
昔
時
す
で
に
費
表
せ
ら
れ
た
中
亜
踏
査
報
告
を
参
考
資
料
と
し
て
、
「
西
域
の
偶
数
」
と
超
す
 
 

西
域
彿
教
り
研
究
．
 
 
 



西
域
悌
教
の
研
琴
 
 

二
三
二
 
 

る
拙
著
を
公
に
し
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
然
る
に
其
の
際
自
序
中
に
『
購
乗
英
覇
露
俳
の
諸
国
並
に
我
が
国
の
中
亜
探
 
 

険
隊
に
よ
つ
て
螢
掘
せ
ら
れ
た
古
代
遺
物
の
調
査
考
究
の
結
果
が
悉
く
馨
表
せ
ら
れ
た
暁
に
は
、
本
研
究
の
内
容
が
 
 

一
層
豊
富
と
な
り
、
若
し
く
は
其
の
推
論
の
幾
分
が
壁
吏
せ
ら
れ
る
こ
と
は
固
よ
り
諭
を
供
た
な
い
。
』
と
断
っ
て
置
 
 

い
た
通
り
、
果
し
て
そ
の
後
十
数
年
を
経
過
す
る
間
に
績
々
中
亜
に
於
け
る
螢
掘
が
研
究
費
表
せ
ら
れ
た
焉
、
今
日
 
 

で
は
其
の
内
容
を
更
に
充
賞
し
訂
正
す
べ
き
必
要
に
迫
ら
れ
て
を
る
の
で
あ
る
。
併
し
今
そ
れ
等
の
絶
て
の
方
面
に
 
 

就
い
て
論
述
す
る
だ
け
の
頁
数
が
輿
へ
ら
れ
て
を
ら
な
い
か
ら
、
本
篇
に
於
て
は
其
の
研
究
範
囲
を
支
部
土
爾
其
斯
 
 

坦
に
於
け
る
塔
里
木
（
T
罵
y
m
）
盆
地
の
彿
故
に
の
み
限
少
、
ま
と
し
て
干
閲
。
亀
抜
及
び
高
昌
の
彿
敦
に
就
い
て
卑
 
 

見
を
開
陳
し
よ
う
と
思
ふ
。
蓋
し
之
等
の
三
国
は
支
部
土
爾
其
斯
坦
地
方
に
於
け
る
彿
政
界
の
中
心
地
で
あ
つ
て
、
 
 

最
も
久
し
く
彿
致
の
粂
へ
た
と
こ
ろ
で
あ
ト
、
彿
数
文
化
上
支
那
と
相
互
に
本
末
関
係
を
有
し
た
と
こ
ろ
で
あ
♭
、
 
 

諸
国
の
中
亜
探
険
家
が
最
も
倍
偲
あ
る
豊
富
な
考
古
資
料
を
費
見
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
等
の
馨
掘
品
に
 
 

基
い
て
考
察
す
る
と
之
等
三
観
に
は
各
々
異
っ
た
系
統
の
彿
敏
文
化
が
移
植
せ
ら
れ
生
長
し
た
の
で
あ
つ
て
、
沸
教
 
 

史
上
重
要
な
地
位
を
占
む
る
国
々
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 

〓
 
東
方
土
爾
其
新
旭
彿
教
の
源
流
 
 
 

印
度
に
生
れ
た
係
数
が
そ
の
母
国
の
境
域
を
越
え
て
、
幾
多
の
異
民
族
と
接
触
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
は
、
言
ふ
 
 

ま
で
も
な
く
初
め
て
印
度
を
統
一
し
た
阿
輪
迦
（
A
賢
三
大
王
が
西
暦
紀
元
前
二
六
〇
年
頃
国
家
的
事
業
と
し
て
彿
 
 
 



数
倍
道
師
を
四
方
の
外
観
へ
派
遣
し
た
結
果
で
あ
る
。
南
方
侍
（
宝
官
ヨ
邑
匡
J
コ
Ⅰ
Ⅰ
－
芝
－
…
．
1
訂
p
舛
Ⅰ
I
l
書
見
梓
 
 

毘
婆
沙
」
巷
二
）
に
依
る
と
、
－
こ
の
際
十
八
人
の
高
何
が
九
地
方
へ
派
遣
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
彿
数
束
 
 

侍
の
造
を
開
い
た
も
の
は
臭
郵
政
界
（
Y
。
n
已
。
k
p
）
即
ち
Y
a
≦
ロ
p
人
（
希
臓
人
）
の
任
し
て
ゐ
た
印
度
西
北
境
に
赴
 
 

い
た
大
勒
菓
多
（
夢
訂
r
a
k
k
已
且
と
迦
温
禰
羅
（
内
乱
m
i
r
）
及
び
擬
駄
薙
（
G
a
n
d
h
≒
．
エ
地
方
へ
布
教
し
た
未
開
提
 
 

（
岩
鼻
F
a
n
t
i
k
p
）
と
で
あ
つ
て
、
彼
等
は
共
に
侍
道
上
大
成
功
を
得
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

昔
時
Y
M
蓋
n
p
人
は
阿
富
汗
に
任
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
国
許
u
l
河
流
域
に
沸
教
の
俺
播
し
た
こ
と
は
言
ふ
 
 

ま
で
も
な
く
、
何
更
に
H
山
n
d
〒
R
邑
を
越
え
て
謬
c
t
r
i
p
地
方
に
も
布
教
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
何
と
な
れ
ば
阿
 
 

輸
迦
王
の
石
碑
第
十
三
の
政
文
に
依
る
と
西
紀
前
二
六
二
年
若
し
く
は
其
の
翌
年
琶
e
已
砦
∽
】
彗
k
賢
r
に
次
い
で
 
 

S
号
F
観
王
と
打
†
り
、
西
紀
前
二
五
〇
年
頃
ま
で
バ
ク
も
・
Ⅵ
ノ
ア
を
併
有
し
て
ゐ
た
A
n
t
i
。
C
訂
≠
e
C
∽
の
任
す
る
所
 
 

に
於
て
も
亦
法
勝
を
獲
た
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
抑
こ
の
パ
ク
ト
リ
ア
烏
活
水
（
○
望
S
）
即
ち
今
の
A
m
葺
 
 

冒
r
y
p
l
淀
城
に
接
し
て
土
地
極
め
て
豊
能
、
従
っ
て
舌
代
よ
り
開
馨
し
て
ゐ
た
地
方
で
あ
つ
て
、
S
↑
r
計
の
博
ふ
る
 
 

所
に
よ
る
と
此
の
地
方
に
は
一
千
の
都
市
が
あ
り
、
嘗
て
汲
斯
王
観
の
領
土
と
な
っ
て
ゐ
た
際
、
此
の
地
は
A
r
i
P
。
p
 
 

（
舌
代
披
斯
東
方
の
領
土
）
の
装
飾
と
し
て
誇
ら
れ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
て
の
る
。
A
一
e
書
d
e
r
大
王
が
東
征
し
て
改
 
 

新
の
勢
力
を
打
破
し
て
之
等
の
諸
闊
を
占
領
し
た
時
に
も
、
大
王
は
パ
ク
ト
リ
ア
人
を
庇
護
し
、
彼
等
も
亦
よ
く
希
 
 

、
撃
 
 

脱
文
化
を
受
容
し
て
之
と
同
化
す
る
に
至
タ
、
弦
に
こ
の
固
は
東
洋
に
於
け
る
希
臓
文
明
の
中
心
地
と
な
っ
た
の
で
 
 

西
城
俳
敢
の
研
究
 
 
 



二
三
四
 
 

西
域
彿
致
の
研
究
 
 

あ
る
。
大
王
西
踪
の
後
に
は
前
示
し
た
S
計
u
l
ハ
。
孤
が
此
の
地
に
遺
さ
れ
て
統
治
の
任
に
普
っ
て
ゐ
た
。
而
し
て
阿
輪
 
 

迦
大
王
が
許
－
e
已
ハ
（
S
の
孫
に
雷
る
A
l
l
t
i
C
C
h
霊
夢
e
O
故
の
時
代
こ
の
図
へ
彿
致
を
弘
め
し
め
た
彼
、
備
数
は
此
の
囲
 
 

に
於
て
夙
に
地
盤
を
固
め
て
ゐ
た
支
那
に
所
謂
蔵
敷
即
ち
改
新
の
Z
弓
㌢
邑
t
r
P
の
宗
教
を
騙
逐
し
て
其
の
勢
力
を
 
 

扶
殖
し
た
に
逮
ひ
な
い
。
故
に
玄
奨
が
縛
嶋
（
謬
】
k
l
l
）
固
城
外
の
西
南
に
於
て
看
た
と
い
ふ
此
の
国
光
王
の
建
立
 
 

に
係
る
納
縛
借
伽
藍
（
ぎ
≦
S
琵
宣
－
腎
琶
．
p
）
は
．
（
「
西
域
記
L
第
一
）
、
西
紀
前
二
四
人
年
若
し
く
は
西
紀
前
二
五
〇
 
 

年
に
A
I
l
t
i
完
｝
－
歪
≠
e
。
S
に
簸
い
て
濁
立
し
、
烏
新
水
の
流
域
地
方
を
占
領
し
て
、
支
部
に
所
謂
大
夏
閲
を
建
て
た
 
 

せ
i
c
d
O
t
C
S
一
世
若
し
く
は
そ
の
後
の
大
夏
王
の
造
螢
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
大
夏
燭
立
後
五
十
年
を
経
て
王
位
に
即
 
 

い
た
三
代
目
の
E
已
ざ
d
e
m
。
S
王
の
兄
弟
若
し
く
は
其
の
親
族
で
あ
つ
て
而
も
そ
の
敬
承
者
と
い
は
れ
て
を
る
西
紀
 
 

前
第
二
世
紀
中
葉
の
大
夏
王
呂
e
n
呂
d
e
r
が
一
部
の
学
者
の
推
定
し
て
を
る
や
う
に
若
し
果
し
て
「
灘
先
比
丘
経
」
 
 

（
寅
i
－
m
d
苧
p
註
F
p
）
に
見
ゆ
る
摘
蘭
陀
王
と
同
一
人
で
あ
り
、
且
又
王
の
貨
幣
に
彿
像
の
打
出
さ
れ
て
あ
る
こ
と
が
革
 
 

質
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
彼
が
借
款
信
者
で
あ
つ
た
こ
と
は
柄
か
で
あ
る
か
ら
、
玄
其
の
看
た
偲
伽
藍
は
或
は
彼
の
経
 
 

螢
に
成
っ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
兎
も
角
も
彼
が
深
く
印
度
内
地
に
侵
入
し
た
こ
と
は
明
瞭
な
史
 
 

賓
で
あ
T
り
、
E
皇
－
y
d
e
m
。
∽
 

地
を
占
領
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
大
夏
と
印
度
と
の
政
治
的
関
係
が
密
接
で
あ
／
つ
た
上
に
、
「
史
記
」
大
宛
侍
に
記
さ
 
 

れ
て
ぁ
る
や
う
に
此
の
国
人
は
筒
賀
に
長
じ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
僅
か
 
H
i
H
d
t
↑
訂
告
 
を
以
て
隔
て
ら
れ
て
ゐ
 
 
 



る
カ
ー
ブ
ル
地
方
や
西
北
印
度
や
と
此
の
固
と
の
商
業
的
交
通
の
頻
繁
で
あ
つ
た
こ
と
は
推
定
す
る
に
難
く
な
い
。
 
 

従
っ
て
阿
輸
迦
大
王
の
侍
造
以
後
も
嘗
囲
へ
は
印
度
西
北
境
を
通
じ
て
係
数
が
輸
入
せ
ら
れ
た
に
達
ひ
な
い
。
此
の
 
 

地
方
に
於
て
侍
造
す
る
眉
に
彿
何
が
夙
に
H
i
ロ
d
守
k
u
s
F
を
越
え
て
ゐ
た
こ
と
は
西
紀
前
人
〇
 
－
 
六
〇
年
の
間
の
 
 

こ
と
を
書
道
し
た
A
－
e
翌
日
d
2
r
 
P
O
】
y
E
賢
r
が
昔
時
パ
ク
ト
∴
リ
ア
に
S
呂
J
岩
野
r
即
ち
沙
門
が
住
ん
で
ゐ
た
と
報
告
 
 

し
て
を
る
こ
と
に
よ
つ
て
澄
明
す
る
こ
と
が
出
水
る
（
C
｝
－
・
訂
s
s
e
n
い
l
n
d
‥
乳
－
e
 
A
－
－
2
r
t
1
1
u
m
S
k
u
－
－
d
2
）
Ⅰ
Ⅰ
・
S
J
O
声
）
。
 
 

勿
論
沙
門
と
い
ふ
名
稀
は
古
代
印
度
に
於
て
は
沸
教
以
外
の
宗
教
に
属
す
る
出
家
に
も
通
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
け
れ
 
 

共
、
か
や
う
に
自
ら
進
ん
で
異
民
族
の
問
に
布
教
し
た
侍
道
的
宗
教
は
偶
数
を
措
て
他
に
求
む
る
こ
と
は
出
水
な
い
 
 

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
於
け
る
沙
門
は
備
付
を
指
し
て
を
る
と
観
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
 
 
 

か
く
し
て
蔵
敷
を
征
服
し
て
大
夏
の
地
に
致
勢
を
瑛
重
し
た
偶
数
は
、
大
夏
と
そ
の
項
を
接
し
て
而
も
政
治
上
並
 
 

に
商
業
上
の
交
渉
頻
繁
で
あ
つ
た
安
息
（
P
邑
－
－
i
ヱ
及
び
鹿
居
（
巧
i
－
．
g
－
－
i
N
境
野
及
び
S
虜
d
㌻
g
）
の
二
囲
へ
洗
侍
し
、
 
 

更
に
西
紀
前
九
一
年
以
前
遂
に
大
夏
を
臣
服
し
、
遅
く
と
も
西
暦
紀
元
前
後
に
は
ト
．
m
ロ
D
≒
箋
l
を
渡
っ
て
大
夏
の
 
 

地
域
に
移
住
し
凍
っ
た
大
月
氏
民
族
も
亦
彿
数
の
戚
化
を
蒙
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
る
次
第
で
あ
つ
た
か
ら
、
 
 

パ
ク
ト
∴
ツ
ア
は
賓
に
】
整
n
d
〒
k
計
F
以
北
に
於
け
る
各
地
彿
敦
界
の
中
心
で
あ
つ
て
、
一
時
小
王
合
城
と
肇
せ
ら
れ
 
 

た
の
で
あ
る
。
支
部
の
経
線
及
び
伶
侍
に
徹
す
れ
ば
、
西
暦
第
二
世
紀
の
中
頃
か
ら
大
月
氏
・
安
息
・
康
居
の
彿
倍
居
 
 

士
が
繚
々
樽
造
の
た
め
東
方
に
進
み
凍
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
か
ら
西
暦
第
四
世
紀
の
初
期
ま
で
が
之
等
西
 
 

西
域
彿
教
の
研
究
 
 
 



西
域
悌
秋
の
研
究
 
 

二
三
六
 
 

方
土
爾
其
斯
坦
・
阿
富
汗
斯
遡
及
び
波
斯
北
部
に
於
け
る
彿
数
の
極
盛
時
代
と
謂
つ
べ
さ
で
あ
る
。
而
し
て
之
等
の
 
 

諸
国
か
ら
支
那
へ
樽
へ
ら
れ
た
彿
典
の
種
類
に
基
い
て
考
察
す
る
と
、
そ
の
沸
教
は
大
小
両
歌
の
混
鎗
で
あ
る
け
れ
 
 

共
、
寧
ろ
大
乗
敦
の
方
が
優
勢
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
未
開
提
が
布
教
し
て
成
功
し
た
、
迦
津
浦
尿
及
び
健
駄
羅
の
彿
敦
は
そ
の
後
託
利
多
（
苧
i
t
i
竃
）
族
の
寒
に
 
 

屡
々
迫
害
せ
ら
れ
た
や
う
で
あ
る
が
、
西
暦
第
一
世
紀
の
中
期
之
等
の
地
方
が
大
月
氏
の
版
園
と
な
る
や
彿
致
漸
く
 
 

興
隆
し
、
殊
に
西
暦
第
二
世
紀
の
中
真
の
出
世
た
る
迦
脱
色
迦
（
内
岩
i
首
a
）
王
時
代
に
は
そ
の
隆
盛
の
極
に
達
し
た
。
 
 

昔
時
鍵
駄
羅
は
迦
蹴
色
迦
王
統
治
の
中
心
地
で
あ
つ
た
か
ら
、
従
っ
て
彿
数
も
勃
興
し
て
敦
界
の
中
心
地
た
る
覿
を
 
 

呈
し
た
。
爾
凍
西
暦
第
五
世
紀
に
至
る
ま
で
は
其
の
勢
力
を
持
嬉
し
た
と
見
え
て
、
そ
の
初
期
印
度
を
周
遊
し
た
法
 
 

蔚
は
北
印
度
各
地
に
於
け
る
偶
数
の
盛
況
を
侍
へ
て
を
る
。
而
し
て
此
の
地
方
の
敦
界
は
古
黍
始
ん
ど
小
乗
数
の
み
 
 

に
依
っ
て
占
有
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
現
に
法
前
の
如
き
も
そ
の
薯
「
彿
図
記
」
に
於
て
此
の
消
息
を
漏
し
て
 
 

を
る
。
故
に
西
暦
第
四
世
紀
に
及
ん
で
支
部
と
此
の
地
方
と
の
間
に
直
接
宗
教
上
の
交
渉
始
る
や
、
多
く
の
高
倍
速
 
 

を
接
し
て
支
部
本
土
に
入
り
凍
ら
、
ま
と
し
て
小
乗
教
典
を
婿
蒸
し
て
．
或
は
こ
れ
を
涌
出
し
或
は
こ
れ
を
謬
出
し
 
 

た
。
今
そ
れ
等
の
傭
典
の
種
類
に
基
い
で
判
断
す
る
と
、
普
地
方
に
は
小
乗
数
諸
部
が
行
は
れ
て
ゐ
た
け
れ
共
、
就
 
 

中
最
も
優
勢
で
あ
つ
た
も
の
は
薩
囁
多
部
（
S
弓
魯
t
i
・
忌
d
p
）
即
ち
有
部
で
あ
つ
た
。
惟
ふ
に
迦
朕
色
迦
王
は
熱
心
な
 
 

有
部
の
保
護
者
で
あ
h
∴
世
友
（
ゴ
s
呂
i
t
r
エ
法
救
（
D
b
彗
m
a
t
r
ぎ
）
脇
（
p
腎
ぎ
a
）
の
如
き
布
部
の
大
家
は
健
駄
羅
 
 
 



観
の
空
倍
で
あ
り
、
且
迦
産
浦
羅
固
に
於
て
行
は
れ
た
大
毘
婆
沙
諭
垢
纂
－
長
の
事
業
が
迦
膵
色
迦
王
の
時
代
以
 
 

後
に
行
は
れ
た
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
を
容
れ
な
い
（
木
村
泰
資
氏
薯
「
阿
毘
達
磨
諭
の
研
究
」
二
〇
五
－
1
⊥
四
人
頁
）
1
1
 
 

に
依
っ
て
布
部
の
教
義
が
大
成
せ
ら
れ
た
か
ら
益
々
こ
の
部
の
敦
勢
費
展
す
る
に
至
ト
、
従
っ
て
常
固
か
ら
そ
の
後
 
 

も
布
部
の
大
家
が
輩
出
す
る
に
至
っ
た
の
で
ぁ
る
。
何
首
闘
に
は
輝
道
に
達
し
た
富
若
蜜
羅
（
少
量
篭
m
i
t
r
P
）
及
び
そ
 
 

の
弟
子
富
君
雄
（
p
．
弓
y
r
エ
の
南
大
鰐
師
が
西
暦
第
四
世
紀
前
後
か
ら
中
頃
に
亘
っ
て
活
動
し
た
焉
、
営
団
に
於
け
る
 
 

第
三
散
骨
と
仰
が
れ
た
曇
摩
多
羅
（
宰
弓
m
告
辞
・
t
エ
並
に
彿
陀
斯
那
（
穿
d
d
h
a
s
2
n
p
）
の
時
代
に
は
嘗
図
は
西
域
地
方
 
 

に
於
け
る
稀
致
の
中
心
地
と
な
つ
叉
1
出
三
蔵
記
集
」
第
九
所
収
慧
覿
撰
「
修
行
地
不
浄
観
経
序
」
）
。
従
っ
て
西
暦
第
 
 

五
世
紀
前
後
に
雷
観
か
ら
支
那
に
乗
っ
た
沙
門
の
中
に
は
藤
造
に
達
し
て
ゐ
た
も
の
が
砂
く
な
か
っ
た
。
併
し
純
小
 
 

乗
敢
闘
で
あ
つ
た
此
の
地
方
か
ら
西
暦
第
五
世
紀
の
初
期
支
那
へ
滞
乗
せ
ら
れ
た
彿
典
中
に
は
大
乗
経
典
も
混
じ
て
 
 

を
ト
、
殊
に
礎
駄
羅
に
於
て
は
常
時
無
著
（
A
s
鼻
息
世
親
（
＜
計
邑
訂
n
d
訂
）
兄
弟
の
如
き
大
乗
畢
倍
が
出
生
し
活
動
 
 

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
第
五
世
紀
以
後
は
北
印
度
地
方
に
於
て
も
大
乗
敦
が
行
は
れ
た
や
う
で
あ
る
。
 
 
 

以
上
絡
述
し
た
れ
く
西
暦
紀
元
前
二
六
〇
年
頃
中
印
度
か
ら
印
度
西
北
壕
へ
移
植
せ
ら
れ
た
彿
数
が
阿
富
汗
斯
坦
 
 

土
爾
其
斯
坦
及
び
改
新
北
部
に
蔓
延
し
、
そ
れ
と
同
時
に
迦
淫
浦
羅
及
び
棍
駄
羅
に
布
か
れ
た
彿
敦
が
北
印
度
仝
髄
 
 

に
普
及
し
、
之
等
両
系
統
の
沸
教
が
互
に
交
渉
し
っ
～
東
進
し
始
め
、
荘
に
こ
支
那
土
爾
其
斯
坦
へ
偶
数
が
侍
播
し
た
。
 
 

三
 
儒
教
某
偉
の
時
期
 
 

西
域
沸
教
の
研
究
 
 
 



西
域
併
敢
の
研
究
 
 

二
三
八
 
 
 

然
ら
ば
大
月
氏
・
安
息
・
康
居
・
迦
樫
減
産
諸
国
の
偽
致
が
東
方
土
爾
其
斯
坦
へ
洗
侍
し
始
め
た
の
は
何
時
頃
か
 
 

ら
で
あ
つ
た
ら
う
か
。
こ
れ
に
就
い
て
法
顕
の
「
彿
図
記
」
陀
歴
（
せ
昌
d
p
）
固
の
備
に
は
次
の
や
う
に
侍
へ
ら
る
。
 
 
 

衆
借
問
誌
恕
‥
彿
隠
束
過
其
飴
可
レ
知
耶
、
顔
云
－
訪
由
彼
土
人
∵
背
云
、
古
老
相
嘩
身
重
禰
勒
菩
薩
像
】
後
、
 
 
 

吏
有
夫
竺
沙
門
衛
岩
経
律
垂
一
此
河
東
い
像
立
在
顔
準
担
後
三
百
許
年
嘉
－
敷
周
氏
卒
王
時
宙
該
而
買
大
整
旦
 
 

流
始
レ
自
己
此
像
】
。
 
 
 

法
顕
の
所
謂
陀
歴
1
－
玄
莫
の
所
謂
連
麗
雁
（
せ
宮
霜
㌻
）
は
印
度
河
の
最
北
方
の
上
流
域
に
位
す
る
現
今
の
H
㌢
窟
l
 
 

で
あ
つ
て
（
C
u
n
n
i
n
g
訂
m
こ
n
c
i
e
n
t
夢
g
r
a
p
ざ
。
ニ
n
d
i
…
・
∞
ぢ
こ
の
地
は
迦
浬
摘
雁
及
び
鍵
駄
羅
の
磯
部
 
 

よ
h
ノ
ー
崇
n
d
〒
k
。
許
を
越
え
て
中
央
亜
細
亜
に
出
る
通
路
で
ぁ
る
。
法
崩
は
係
数
束
侍
と
関
係
の
あ
る
此
の
地
の
禰
 
 

勃
像
の
創
立
せ
ら
れ
た
年
代
を
傭
滅
後
三
百
年
頃
と
博
へ
て
を
る
が
、
そ
の
像
が
何
人
に
よ
つ
て
創
立
せ
ら
れ
し
か
 
 

に
就
て
は
何
等
言
ふ
所
が
な
か
っ
た
。
然
る
に
玄
共
は
そ
の
「
西
域
記
」
第
三
鳥
任
那
（
q
d
篭
・
エ
図
の
條
に
そ
の
像
 
 

の
建
立
者
を
以
て
末
田
底
迦
（
屋
j
h
邑
i
訂
）
羅
漢
と
な
し
、
冒
奉
此
像
謹
洗
東
涯
、
』
と
記
し
て
を
る
が
、
染
の
賓
唱
 
 

撰
出
の
「
名
僧
侍
」
に
於
け
る
法
盛
侍
に
依
る
と
、
法
盛
が
天
竺
に
詰
り
要
撃
遠
野
し
た
際
彼
も
亦
慶
長
（
≡
首
且
 
 

囲
の
東
北
に
於
て
此
の
禰
勒
像
を
看
、
而
も
彼
は
之
を
以
て
彿
滅
後
画
百
八
十
年
中
可
利
難
陀
（
H
罵
i
n
邑
P
ご
と
い
 
 

ふ
凝
漢
に
依
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
侍
へ
て
を
る
。
玄
其
の
所
謂
末
田
底
迦
が
阿
喩
迦
大
王
の
時
代
印
度
西
 
 

北
境
へ
布
教
に
赴
い
た
未
開
提
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
柄
か
で
あ
る
が
、
可
利
難
陀
が
如
何
な
る
人
で
あ
つ
た
か
 
 
 



は
全
く
不
明
で
あ
る
。
併
し
阿
輪
迦
大
王
の
時
代
に
既
に
浦
勒
信
仰
が
成
立
し
て
を
つ
た
と
は
思
は
れ
な
い
し
、
ま
 
 

た
昔
時
東
田
底
迦
が
現
今
の
】
計
莞
－
を
経
て
中
亜
に
布
教
し
た
こ
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
。
惟
ふ
に
末
田
底
迦
は
 
 

印
度
西
北
現
に
於
け
る
最
初
の
開
放
師
と
し
て
有
名
で
あ
つ
た
か
ら
、
玄
焚
時
代
に
は
傭
致
束
洗
に
因
縁
を
有
す
る
 
 

も
の
と
し
て
言
ひ
侍
へ
ら
れ
た
此
の
摘
動
像
と
彼
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
果
し
て
然
♭
と
す
れ
 
 

ば
玄
共
時
代
よ
り
も
温
か
に
肯
い
成
立
に
係
る
「
名
何
倍
」
に
於
て
、
此
の
像
の
建
立
者
が
可
利
難
陀
に
綜
せ
ら
れ
 
 

て
を
る
こ
と
は
寧
ろ
信
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
へ
る
。
而
し
て
本
侍
に
於
て
は
此
の
像
の
建
立
年
代
を
以
て
彿
滅
後
 
 

四
盲
人
十
年
と
明
示
せ
ら
れ
て
を
る
け
れ
共
、
こ
～
に
所
謂
彿
滅
年
代
が
明
か
で
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
つ
ま
り
出
費
 
 

鮎
の
分
ら
な
い
年
代
数
と
な
つ
て
、
こ
れ
を
由
て
係
数
束
侍
の
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
出
家
な
い
。
併
し
北
方
印
 
 

度
の
彿
伊
が
法
顕
の
所
謂
陀
歴
即
ち
現
今
の
せ
彗
e
－
に
於
て
印
度
河
を
渡
っ
て
印
度
国
境
外
に
出
で
、
東
方
土
爾
其
 
 

斯
坦
へ
威
敦
を
侍
へ
た
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ
な
い
所
で
あ
つ
て
▼
】
こ
の
地
粘
か
ら
東
方
土
爾
其
期
坦
へ
出
る
通
路
の
 
 

要
衝
に
於
け
る
舌
代
彿
故
に
就
い
て
玄
其
の
侍
ふ
る
所
に
よ
つ
て
、
ほ
ぼ
偶
数
束
侍
の
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
が
出
 
 

ヽ
 
 

水
る
。
玄
莫
が
此
の
通
路
を
族
行
し
た
時
に
は
い
づ
れ
の
地
域
に
於
て
も
常
備
敢
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

殊
に
彼
は
達
磨
悉
織
帝
観
（
宅
P
k
訂
n
の
南
部
）
の
都
城
昏
駄
多
（
只
∈
乙
巴
）
に
在
っ
た
伽
藍
は
昔
時
よ
ら
教
官
年
前
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
の
先
王
が
邪
神
に
封
す
る
信
仰
を
棄
て
～
初
め
て
偶
数
に
鯨
依
し
た
時
建
立
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
後
此
の
囲
 
 

に
於
て
彿
注
が
興
隆
し
た
と
侍
へ
、
ヌ
謁
盤
陀
観
（
S
罵
i
k
皇
の
都
城
東
南
三
富
里
の
地
に
在
っ
た
大
石
室
に
は
昔
時
 
 

西
域
彿
教
の
研
究
 
 

二
三
九
 
 
 



ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

よ
り
七
百
年
以
前
の
普
滅
心
定
に
入
っ
た
一
鹿
渡
が
端
座
し
て
ゐ
た
と
侍
へ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
「
西
域
記
L
第
十
二
）
、
 
 

せ
焉
e
－
か
ら
東
方
土
爾
其
斯
坦
へ
出
る
た
る
た
め
に
は
必
す
経
由
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
W
p
粁
F
呂
峡
谷
地
の
東
西
 
 

の
通
路
に
は
西
暦
紀
元
前
第
一
世
紀
の
中
頃
す
で
に
倣
敦
が
侍
へ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
迦
 
 

淫
珊
羅
及
び
堰
駄
羅
の
偶
数
が
印
度
国
境
を
越
え
て
束
侍
し
始
め
た
の
も
そ
の
頃
と
観
て
然
る
べ
き
で
あ
り
、
「
名
借
 
 

侍
」
に
於
け
る
彿
滅
年
代
を
西
暦
紀
元
前
五
百
年
頃
と
観
れ
ば
、
ほ
ゞ
此
の
推
定
年
代
と
一
敦
す
る
謬
で
あ
る
。
 
 
 

玄
菓
の
「
西
域
記
」
第
十
二
に
於
け
る
千
蘭
囲
の
條
に
は
此
の
図
へ
初
め
て
偶
数
を
侍
へ
た
者
は
迦
淫
浦
雇
の
枇
 
 

虞
折
邦
（
ぎ
i
買
眉
工
羅
漢
で
あ
つ
た
と
記
さ
れ
て
を
る
。
而
し
て
西
戎
所
侍
の
「
干
閲
国
史
」
に
於
て
は
此
の
羅
 
 

漢
が
此
の
固
に
凍
っ
て
彿
法
を
侍
へ
た
の
は
、
此
の
図
の
建
国
後
百
六
十
五
年
を
以
て
王
位
に
印
い
た
毘
聞
耶
散
験
 
 

婆
（
つ
骨
頂
S
邑
b
h
雪
エ
の
治
世
第
五
年
で
あ
つ
た
と
叙
し
、
且
阿
輪
迦
王
の
治
世
夢
二
十
年
に
生
れ
た
凝
薩
旦
那
 
 

（
内
邑
岩
野
）
が
十
九
歳
の
時
こ
の
図
を
建
設
し
た
と
侍
へ
て
を
る
（
R
。
己
・
i
－
ご
T
h
e
巳
訂
○
＝
l
l
e
出
已
d
h
ぎ
p
p
．
 
 

㌍
可
－
諾
P
寺
本
碗
雅
氏
薯
「
千
閲
国
史
」
二
二
頁
及
び
ニ
ー
頁
）
。
さ
す
れ
ば
千
閲
の
建
国
は
阿
輪
迦
王
の
即
位
後
四
 
 

十
八
年
目
に
普
る
こ
と
ゝ
な
ゎ
、
阿
稔
迦
王
の
即
位
が
西
紀
前
二
七
一
年
（
若
し
く
は
二
七
二
年
）
で
ぁ
つ
た
こ
と
は
 
 

畢
界
の
定
説
で
ぁ
る
か
ら
、
千
閲
建
国
は
西
紀
前
二
二
四
年
（
若
し
く
は
二
二
五
年
）
と
な
り
、
従
っ
て
其
の
建
国
後
 
 

盲
六
十
五
年
に
即
位
し
た
毘
開
耶
散
按
婆
王
の
治
世
第
五
年
は
西
紀
前
五
六
年
（
若
し
く
は
五
七
年
）
と
な
る
か
ら
、
 
 

こ
の
年
に
干
閲
囲
へ
彿
敦
が
侍
凍
L
写
－
と
～
な
る
繹
で
あ
る
。
寺
本
氏
は
≠
S
m
≡
二
氏
の
傭
滅
年
代
詭
（
西
紀
 
 
 

西
域
件
数
の
研
究
 
 



前
四
八
七
年
）
に
基
い
て
、
壁
薩
旦
那
王
子
の
テ
闇
建
国
年
代
と
し
て
本
史
に
輿
へ
ら
れ
て
を
る
傭
滅
後
二
三
四
年
 
 

を
換
算
し
、
千
開
催
数
侍
凍
の
時
期
を
西
紀
前
人
三
年
と
推
定
し
た
が
（
「
干
闇
国
史
」
一
〇
七
頁
）
、
未
確
定
の
彿
滅
 
 

を
起
鮎
と
す
る
よ
り
も
既
に
畢
界
の
公
認
を
得
て
を
る
阿
輸
迦
王
即
位
年
代
に
基
い
て
、
そ
れ
を
西
紀
前
五
六
年
（
若
 
 

し
く
は
五
七
年
）
と
計
算
し
た
方
が
寧
ろ
精
確
で
あ
る
と
信
す
る
。
但
し
此
の
計
算
は
若
し
西
藤
偶
の
記
戯
が
誤
っ
 
 

て
を
れ
ば
、
勿
論
何
等
の
畢
術
的
慣
伍
も
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ノ
る
が
、
前
述
し
た
沸
教
の
印
度
国
境
を
越
え
て
 
 

束
侍
し
始
め
た
時
期
や
迦
淫
禰
雁
偶
数
の
事
情
や
又
次
に
陳
べ
る
迦
樫
禰
尿
と
千
閲
と
の
交
通
及
び
文
化
的
交
渉
や
 
 

な
ど
に
基
い
て
考
察
す
る
と
、
西
暦
紀
元
前
第
一
世
紀
の
中
葉
迦
樫
禰
羅
団
の
高
伶
が
干
閲
観
に
凍
っ
て
布
教
し
た
 
 

と
い
ふ
侍
訣
は
信
用
す
る
に
足
る
と
謂
っ
て
可
い
。
 
 
 

抑
千
開
国
は
前
渡
時
代
か
ら
塔
里
木
溢
地
に
於
け
る
南
進
の
要
衝
で
あ
つ
て
、
こ
の
地
よ
り
渉
車
（
Y
罵
k
巴
－
d
）
に
 
 

進
み
、
更
に
西
の
一
方
葱
嶺
（
披
講
薙
P
勘
m
i
r
）
を
給
え
て
南
方
に
向
へ
ば
、
迦
樫
摘
羅
固
に
達
す
る
こ
と
が
出
凍
る
の
 
 

で
あ
る
。
而
し
て
支
部
本
土
と
迦
樫
禰
羅
と
の
間
に
は
既
に
前
漠
時
代
か
ら
政
治
的
交
渉
が
あ
つ
た
の
で
あ
つ
て
、
 
 

「
前
漢
書
」
西
域
将
に
は
「
自
己
武
帝
】
始
通
；
厨
賓
古
以
岩
絶
遠
－
漠
兵
不
レ
能
壷
、
其
王
烏
頚
算
数
剖
二
殺
漠
使
高
頭
螢
死
、
 
 

手
代
立
、
道
レ
使
奉
献
、
云
々
』
と
記
し
て
あ
る
か
ら
、
武
帝
此
凍
外
交
上
彼
此
の
交
通
が
可
打
ア
り
頻
繁
で
あ
つ
た
ら
し
 
 

い
。
固
よ
ト
「
前
沫
審
」
に
所
謂
厨
賓
は
現
今
の
迦
淫
禰
應
よ
り
西
北
の
軽
駄
農
地
方
を
指
し
て
を
る
や
う
で
あ
る
 
 

が
、
昔
時
は
此
の
地
方
も
迦
樫
猫
足
本
圃
の
属
国
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
ミ
ノ
か
ら
、
厨
賓
を
迦
樫
禰
展
観
の
一
部
 
 

雨
域
沸
教
の
研
究
 
 
 



二
日
二
 
 

西
城
俳
敦
の
研
究
 
 

と
看
倣
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
南
国
の
間
を
往
蒸
し
た
雨
観
の
使
者
の
中
南
温
を
取
っ
た
者
は
必
ず
千
国
 
 

を
通
過
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
ぁ
る
か
ら
．
西
暦
紀
元
前
第
二
世
紀
の
中
期
以
凍
迦
挫
滞
羅
千
図
南
観
閲
あ
交
 
 

通
の
開
け
て
を
つ
た
こ
と
は
疑
の
な
い
桝
で
あ
る
。
 
 
 

従
っ
て
近
年
の
中
亜
探
検
に
よ
つ
て
迦
浬
禰
荘
園
と
手
際
囲
と
の
問
に
夙
に
美
術
風
俗
上
に
交
渉
の
み
つ
た
こ
と
 
 

が
明
瞭
に
せ
ら
れ
た
。
∽
訂
i
n
が
和
閲
の
東
方
附
近
に
位
す
る
Y
O
t
k
呂
か
ら
尊
兄
し
た
舌
代
陶
器
若
し
く
は
嗣
堂
並
 
 

に
翠
堵
披
の
装
飾
の
一
部
で
あ
つ
た
板
石
の
彫
刻
の
中
に
は
礎
駄
羅
の
希
臆
彿
敦
美
術
の
形
式
を
挨
し
た
も
の
が
多
 
 

く
あ
㌻
ク
．
又
和
閲
の
東
北
附
近
H
官
d
昌
l
 
ヨ
i
q
の
古
址
に
於
て
彼
の
馨
掘
し
た
彿
堂
の
装
飾
的
遣
物
に
 

故
実
備
は
殆
ん
ど
皆
軽
駄
羅
式
で
あ
り
（
A
I
・
C
i
邑
舛
h
。
t
呂
）
 
i
）
p
・
g
べ
－
誓
√
 
他
事
T
∴
声
）
∵
閉
ま
た
和
親
の
東
方
 
 

舞
l
l
乳
已
i
k
に
於
け
る
寺
院
磨
址
よ
り
彼
の
馨
見
し
た
小
塔
も
、
玄
其
の
所
謂
尼
擾
（
n
i
ぎ
）
城
即
ち
現
今
の
（
n
i
箋
）
 
 

附
近
に
於
て
馨
見
し
た
彿
塔
も
共
に
碇
駄
羅
式
で
あ
る
（
S
e
r
i
n
d
i
p
、
p
p
・
－
芋
∽
芦
）
。
そ
の
他
干
閲
が
希
脱
文
化
の
影
 
 

響
を
受
け
て
を
る
事
に
裁
て
は
、
R
已
○
－
巧
出
訂
e
r
n
訂
氏
も
亦
試
買
邑
n
e
『
氏
や
害
a
讐
n
氏
や
が
和
閑
地
方
に
於
て
 
 

馨
見
し
た
舌
遺
物
に
基
い
て
詳
細
な
報
告
を
螢
表
し
た
（
A
●
C
O
－
－
邑
i
昌
○
巧
A
n
t
i
q
已
許
s
ぎ
m
C
e
n
叶
邑
A
s
i
P
－
J
・
A
・
 
 

S
・
声
－
E
已
r
p
当
声
m
b
e
r
H
こ
0
0
芦
l
n
t
r
已
g
t
●
p
・
舛
舛
舛
l
I
●
）
。
彼
は
和
閲
の
翠
堵
汲
と
迦
樫
禰
羅
に
接
す
る
西
北
 
 

の
阿
富
汗
薪
坦
に
於
け
る
そ
れ
ら
の
間
に
存
す
る
多
く
の
一
致
鮎
を
観
察
し
て
、
そ
の
種
類
及
び
形
式
の
類
似
鮎
を
 
 

指
摘
し
、
試
a
警
n
氏
が
蓉
見
し
た
］
訝
訟
呂
ト
に
於
け
る
塚
の
中
か
ら
出
た
人
間
の
頭
蓋
骨
及
び
そ
の
下
仁
次
・
彩
色
 
 
 



せ
る
石
・
念
珠
等
を
容
れ
た
臆
石
の
大
壷
・
何
あ
ま
た
位
虞
風
底
（
吊
F
岩
畳
訂
）
文
字
を
以
て
記
さ
れ
た
樟
皮
の
断
片
 
 

な
ど
は
、
千
閲
の
王
若
し
く
は
骨
長
の
舌
代
埋
葬
地
で
あ
つ
た
ぎ
r
p
Y
勘
n
七
宗
．
に
於
て
尊
兄
せ
ら
れ
た
も
の
と
著
し
 
 

く
似
通
ふ
て
を
る
事
を
諭
澄
し
た
の
で
あ
る
。
殊
に
勅
願
に
於
て
は
絶
無
で
あ
つ
て
、
印
度
に
於
て
慶
す
る
猿
象
や
 
 

首
㌔
や
∴
R
督
｛
胃
眉
g
甘
、
や
に
於
け
る
迦
淫
滞
荘
園
に
隣
す
る
侍
説
と
の
間
に
密
接
な
関
係
の
存
す
る
事
（
R
亨
 
 

の
模
造
が
移
し
く
和
尉
地
方
に
於
て
見
出
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
を
る
が
、
之
は
確
か
に
干
閲
の
文
化
と
印
度
の
そ
 
 

れ
と
の
密
接
克
関
係
を
示
す
も
の
と
謂
ふ
べ
き
で
あ
る
。
之
等
を
綜
合
し
て
み
る
と
、
西
暦
紀
元
前
後
に
印
度
西
北
部
 
 

に
流
行
し
た
希
臆
傭
敦
美
術
が
干
閲
偶
数
美
術
の
本
源
を
な
し
て
を
る
こ
と
は
竜
も
疑
ひ
を
容
れ
る
除
地
が
な
い
。
 
 
 

上
述
の
美
術
的
関
係
以
外
．
種
々
の
方
面
に
於
て
迦
浬
禰
羅
及
び
子
固
南
国
の
文
化
的
交
渉
を
柄
か
に
知
る
事
が
 
 

出
水
る
の
で
ぁ
る
。
S
邑
n
氏
が
当
箋
の
故
址
か
ら
馨
見
し
た
位
底
凰
底
文
書
は
干
閑
地
方
の
賞
際
生
活
及
び
融
合
 
 

組
織
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
事
件
に
関
係
し
て
を
る
も
の
で
あ
／
る
が
、
か
～
る
怯
彿
慮
風
底
の
蓄
膿
は
印
度
に
於
て
は
 
 

西
暦
紀
元
前
後
数
世
紀
間
政
治
上
並
に
文
化
上
の
中
心
と
な
つ
て
ゐ
た
現
今
の
 
H
a
註
p
及
び
こ
れ
に
接
せ
る
鍵
駄
 
 

産
地
方
に
特
有
の
も
の
で
あ
つ
た
事
（
A
n
c
i
2
n
t
内
h
O
t
呂
）
p
・
】
芦
）
、
又
同
氏
が
舛
h
勘
d
已
i
k
の
寺
院
靡
址
の
入
口
に
 
 

於
て
螢
見
し
た
樺
皮
の
上
に
書
か
れ
た
梵
語
は
笈
多
（
G
毒
t
エ
王
朝
早
期
の
書
憶
で
あ
る
が
、
そ
の
樺
皮
は
迦
樫
浦
 
 

羅
の
産
で
あ
る
こ
と
（
へ
許
r
山
n
d
i
㌔
Ⅰ
・
亨
－
芦
）
、
飼
又
千
閲
に
於
け
る
湖
の
乾
燥
に
関
す
る
侍
訣
は
へ
ヨ
ー
a
m
賢
空
？
 
 
 

粁
F
i
－
－
∴
芦
e
巳
許
。
f
t
F
柑
出
F
d
d
h
p
㌧
p
・
盟
や
二
A
ロ
e
i
e
n
七
戸
F
。
t
昌
㌔
p
・
－
芦
）
な
ど
に
立
脚
し
て
観
察
す
る
と
、
 
 

ヽ  

丙
域
俳
敢
の
研
究
 
 
 



√
・
甑
 
 

西
域
悌
致
の
研
究
 
 

二
四
囲
 
 

初
期
の
手
鞠
文
化
の
本
源
が
迦
浬
禰
雇
及
び
鍵
駄
羅
地
方
に
在
っ
た
事
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
西
紀
前
五
六
 
 

年
頃
迦
淫
浦
経
国
か
ら
手
鞠
固
へ
初
め
て
彿
致
が
洗
込
ん
だ
と
い
ふ
樽
説
は
大
健
に
於
て
事
賓
を
語
る
も
の
と
観
て
 
 

然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
（
≠
罵
l
e
m
E
l
i
。
t
氏
の
如
き
も
迦
浬
浦
雁
は
大
乗
数
の
中
心
地
と
し
て
知
ら
れ
て
を
ら
な
い
け
 
 

′
 
れ
共
、
干
飴
囲
の
大
乗
教
が
迦
搾
滴
羅
を
通
じ
て
輸
入
せ
ら
れ
た
事
印
度
の
或
部
分
か
ら
千
閲
へ
凍
っ
た
人
々
及
び
 
 

思
想
に
対
し
て
自
然
の
道
筋
で
あ
る
べ
き
事
を
認
め
て
を
る
（
へ
H
i
n
d
一
－
叫
買
呂
d
P
d
d
F
訂
m
㌧
邑
●
Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
）
p
．
誓
ヱ
。
 
 
 

然
ら
ば
此
の
際
手
鞠
囲
へ
侍
蒸
し
た
沸
教
は
果
し
て
大
乗
敦
で
あ
つ
た
で
あ
ら
う
か
。
昔
時
に
於
け
る
迦
淫
浦
羅
 
 

の
彿
敦
事
情
に
基
い
て
判
断
す
る
と
、
こ
れ
は
何
う
し
て
も
小
乗
彿
敦
で
あ
つ
た
と
観
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
西
蕨
 
 

侍
に
於
て
も
玄
英
の
「
西
域
記
」
に
於
て
も
最
初
こ
の
固
へ
傭
数
を
弘
め
た
老
の
名
を
大
乗
数
的
意
義
を
有
す
る
毘
 
 

慮
折
郵
（
遍
照
の
義
）
と
な
し
、
殊
に
前
に
於
て
は
彼
を
以
て
文
殊
の
化
身
∵
常
時
の
図
王
伏
閲
耶
散
抜
嬰
を
以
て
浦
 
 

勒
の
化
現
壱
侍
へ
．
後
者
に
於
て
は
毘
慮
折
邦
が
国
王
か
ら
加
水
の
紳
徳
を
問
は
れ
て
、
『
加
水
は
四
生
を
慈
慈
し
三
 
 

界
を
誘
湿
し
．
或
は
顕
に
或
は
隠
に
生
を
示
し
滅
を
示
す
。
云
々
。
㌢
答
へ
た
と
し
て
、
可
打
†
り
濃
厚
に
大
乗
数
的
 
 

色
彩
が
加
へ
ら
れ
て
ぉ
る
。
か
～
る
粘
か
ら
観
察
す
る
と
最
初
こ
の
陶
へ
侍
来
し
た
彿
数
は
大
乗
致
で
あ
つ
た
や
う
 
 

に
思
は
れ
る
け
れ
共
、
既
に
三
一
口
し
た
や
う
に
迦
樫
浦
凝
固
は
本
務
保
守
的
な
小
乗
敢
闘
で
あ
つ
た
か
ら
、
此
の
固
か
 
 

ら
凍
た
高
借
が
大
乗
敦
を
侍
へ
た
と
は
到
底
考
へ
ら
れ
な
い
。
惟
ふ
に
千
閲
固
ほ
法
顕
が
こ
の
図
を
訪
れ
た
時
（
西
 
 

紀
四
〇
一
年
）
以
凍
純
大
乗
敢
闘
と
な
斗
諸
部
の
大
乗
教
典
を
完
備
し
て
支
部
大
乗
致
の
主
要
な
本
源
地
と
な
つ
 
 
 

○  



た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
西
紀
二
八
三
年
の
撰
述
に
係
る
「
干
既
国
史
」
に
於
て
も
、
大
衆
教
徒
で
あ
つ
た
玄
基
の
「
西
 
 

域
記
」
に
於
て
も
、
此
の
図
の
彿
数
初
侍
の
事
情
に
封
し
て
大
乗
数
的
説
明
が
加
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
の
図
 
 

●
 
 

が
最
初
か
ら
純
大
乗
数
観
で
は
な
く
、
西
暦
三
世
紀
の
中
期
に
於
て
も
な
ほ
小
乗
数
が
大
乗
数
に
封
抗
し
て
侮
る
 

か
ら
ざ
る
勢
力
を
有
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
貌
の
甘
露
五
年
（
西
紀
二
六
〇
年
）
に
「
追
行
般
若
経
」
の
原
本
を
求
め
る
 
 

た
め
此
の
囲
へ
赴
い
た
朱
士
行
が
此
の
国
に
於
て
手
に
入
れ
た
「
放
先
般
若
経
」
の
梵
本
を
洛
陽
に
逸
ら
ん
と
し
た
 

時
、
此
の
地
の
小
乗
教
徒
が
国
王
に
異
議
を
申
し
立
て
～
之
を
遮
ら
ん
と
し
た
事
賓
に
依
っ
て
窺
ひ
知
る
こ
と
が
出
 
 

水
る
（
「
染
高
滑
侍
」
第
四
）
。
魯
文
晋
り
太
廉
七
年
（
西
紀
二
九
六
年
）
支
那
に
凍
っ
た
此
の
囲
の
沙
門
砥
多
凍
羅
（
崇
t
－
 
 

賀
i
t
r
p
）
 
が
華
蔽
部
方
等
部
及
び
般
若
部
に
属
す
る
大
乗
経
典
と
共
に
阿
合
部
の
小
乗
経
典
を
侍
詳
し
て
を
る
所
か
 
 

ら
観
て
も
、
西
暦
箪
二
世
紀
の
末
葉
に
於
け
る
此
の
闊
の
彿
敦
界
に
は
依
然
と
し
て
大
小
南
桑
敦
が
並
行
し
て
ゐ
た
 
 

こ
と
が
判
る
（
「
出
三
波
記
集
」
第
七
所
収
の
「
合
放
光
讃
随
略
解
序
」
及
び
「
開
元
餓
」
琴
ニ
）
。
殊
に
玄
典
は
「
西
域
 
 

記
」
に
於
て
毘
慮
折
郵
を
し
て
大
乗
数
的
立
場
か
ら
如
凍
の
紳
徳
を
讃
歌
せ
し
め
て
を
る
が
、
彼
に
対
し
て
小
乗
数
 
 

的
垂
老
の
通
解
た
る
羅
漢
の
奪
競
を
輿
へ
た
ば
か
り
で
な
く
、
「
慈
恩
侍
」
に
於
て
は
此
の
羅
決
が
如
衆
の
義
に
就
い
 
 

て
国
王
に
答
へ
た
所
と
し
て
、
「
如
凍
と
は
即
ち
傭
陀
の
徳
競
な
り
。
普
渾
飯
王
の
太
子
一
切
義
を
成
じ
て
、
諸
の
衆
 
 

生
の
苦
海
に
沈
没
し
、
救
ひ
な
く
給
す
る
な
き
を
慾
み
て
、
男
ち
七
賓
千
子
の
資
・
四
州
翰
王
の
位
を
棄
て
ゝ
閑
林
に
 
 

道
を
進
む
る
と
六
年
に
し
て
果
を
成
じ
、
金
色
の
身
を
獲
、
無
師
の
法
を
語
り
、
甘
露
を
鹿
苑
に
潅
ぎ
、
摩
尼
を
鷲
峰
 
 

西
域
沸
教
の
研
究
 
 
 



西
城
沸
教
の
研
究
 
 

二
璧
ハ
 
 

に
輝
か
し
、
八
十
年
中
示
教
利
革
化
繰
既
に
壷
き
、
鷹
を
息
め
て
異
に
締
し
、
像
を
遺
し
典
を
遺
す
。
云
々
。
㌢
記
 
 

し
、
蛮
し
も
大
乗
数
的
H
吻
を
混
へ
て
を
ら
な
い
。
す
で
に
弓
邑
e
r
竺
氏
が
批
判
し
た
や
う
に
、
「
慈
息
侍
」
に
奥
へ
 
 

ら
れ
て
を
る
如
衆
の
説
明
が
彿
敦
の
何
も
の
た
る
か
を
全
く
知
ら
な
い
質
問
者
に
射
す
る
解
答
と
し
て
は
自
然
の
も
 
 

の
で
あ
つ
て
（
O
n
Y
u
昌
C
F
w
呂
g
・
H
I
－
p
・
∽
芦
）
、
「
西
域
記
」
の
方
は
こ
と
さ
ら
雁
凍
を
し
て
大
乗
数
的
加
須
軌
 
 

を
語
ら
し
め
よ
う
と
し
た
技
巧
の
逃
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
寧
ろ
此
の
場
全
馴
者
の
侍
詮
を
原
始
的
の
も
の
と
し
て
 
 

採
用
す
べ
き
で
あ
る
。
「
千
開
国
史
」
に
於
け
る
化
身
説
の
如
き
は
此
の
場
合
何
等
畢
術
的
慣
低
を
有
せ
な
い
こ
と
は
 
 

言
ふ
を
供
花
ぬ
。
而
し
て
最
初
の
干
閲
関
数
着
た
る
迦
浬
滞
羅
囲
の
羅
漢
が
「
遍
照
」
窒
息
赦
す
る
民
度
折
邦
と
い
 
 

ふ
大
乗
数
的
名
稀
を
有
す
る
の
は
、
惟
ふ
に
干
闇
図
に
於
て
「
華
厳
経
」
な
ど
の
大
乗
数
が
旺
ん
に
行
は
れ
る
や
う
に
 
 

な
つ
て
か
ら
度
合
郵
傭
の
思
想
に
因
ん
だ
斯
る
名
辞
が
此
の
図
最
初
の
開
故
老
に
附
せ
ら
れ
た
結
果
で
ぁ
ら
う
。
之
 
 

を
要
す
る
に
西
暦
紀
元
前
第
一
世
紀
の
中
頃
即
ち
印
度
の
彿
敦
が
そ
の
母
国
の
境
界
を
越
え
て
東
方
へ
派
出
し
始
め
 
 

て
か
ら
間
も
な
く
、
千
閲
観
は
迦
淫
浦
雁
の
高
僧
に
よ
つ
て
初
め
て
小
森
沸
教
が
侍
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

次
に
塔
里
木
盆
地
に
於
け
る
北
進
彿
敦
界
の
童
心
地
で
あ
つ
㍗
亀
産
囲
へ
は
何
時
頃
彿
数
が
侍
蒸
し
た
の
で
あ
ら
 
 

ぅ
か
。
こ
の
問
題
に
就
い
て
は
、
千
閲
沸
教
侍
殊
に
掬
す
る
侍
説
の
や
う
な
資
料
さ
へ
も
快
け
て
を
る
の
で
あ
る
か
 
 

ら
．
只
亀
該
図
と
支
那
と
の
偶
数
的
交
渉
に
立
脚
し
て
間
接
的
に
解
決
を
求
む
る
よ
り
外
に
造
が
な
い
。
抑
こ
の
図
 
 

は
南
進
に
於
け
る
手
鞠
閏
の
如
く
北
造
に
於
け
る
要
衝
で
あ
つ
て
、
大
月
氏
・
安
息
・
康
居
若
t
く
軋
印
度
な
ど
の
諸
 
 
 

凛T  



固
一
文
郵
上
の
間
を
往
返
し
た
着
で
北
進
を
取
っ
た
も
の
は
嘗
此
の
固
を
通
過
し
た
の
で
あ
る
。
「
魂
格
L
の
西
戎
侍
 
 

に
依
る
と
瑛
哀
帝
元
革
元
年
（
西
紀
前
二
年
）
大
月
氏
王
の
使
者
伊
存
が
支
那
に
凍
っ
て
彿
経
を
口
授
し
た
と
い
ふ
 
 

こ
と
で
あ
る
が
、
昔
時
大
月
氏
は
大
夏
に
掠
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
パ
ク
ト
∴
ツ
ア
か
ら
支
那
へ
赴
い
た
侍
選
者
 
 

も
必
ず
此
の
固
を
経
由
し
た
に
蓮
ひ
な
い
。
飼
又
西
暦
紀
元
前
迦
浬
禰
雁
地
方
か
ら
彿
教
が
輸
入
さ
れ
た
千
開
園
及
 
 

び
資
料
垂
乏
の
た
め
断
言
す
る
こ
と
は
出
水
な
い
け
れ
共
葱
嶺
以
西
の
地
方
よ
り
其
の
以
東
に
通
す
る
一
つ
の
牌
門
 
 

で
あ
つ
で
多
分
亀
抜
固
よ
り
も
早
く
彿
敦
文
化
に
浴
し
た
で
あ
ら
う
と
想
は
れ
る
疏
勒
（
冒
s
h
g
罵
）
囲
と
支
部
と
の
 
 

陶
に
は
湊
時
代
1
よ
L
リ
政
治
的
交
渉
が
あ
つ
て
、
社
務
頻
繁
で
あ
つ
た
か
ら
、
之
等
の
方
面
よ
り
も
夙
に
亀
荘
園
へ
は
 
 

沸
教
が
入
う
乗
る
べ
き
嘗
で
あ
る
。
要
す
る
に
地
理
上
の
関
係
か
ら
考
察
す
る
と
、
支
部
よ
り
も
一
層
早
く
此
の
図
 
 

へ
彿
敦
の
侍
は
る
の
が
普
然
で
あ
る
ら
し
い
。
果
し
て
西
暦
第
三
世
紀
中
頃
以
後
こ
の
図
の
王
族
出
身
の
沙
門
居
士
 
 

及
び
官
吏
が
偶
数
弘
布
の
た
め
に
活
動
を
演
や
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
支
部
の
記
銀
に
現
は
れ
て
を
る
 
 

西
域
人
の
中
」
自
（
畠
）
を
姓
と
し
て
を
る
者
は
亀
技
観
の
王
家
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
「
唐
書
」
以
前
の
正
 
 

史
・
経
線
及
び
滑
侍
を
鮎
検
す
れ
ば
明
か
で
あ
る
か
ら
、
西
紀
二
五
入
年
洛
陽
に
於
て
「
無
量
清
浄
中
等
魔
経
」
二
審
 
 

及
び
「
除
英
患
経
」
一
億
を
停
滞
し
た
沙
門
自
延
も
（
「
開
元
健
」
第
一
）
西
紀
二
八
五
年
法
護
が
「
正
法
華
経
」
を
浮
 
 

出
ト
た
際
天
竺
の
沙
門
竺
カ
と
共
に
参
校
の
任
に
嘗
っ
た
居
士
畠
元
信
も
（
「
些
二
戒
記
集
」
第
入
所
牧
「
正
法
華
経
 
 

後
記
」
）
、
萌
晋
永
嘉
中
（
西
紀
三
〇
七
－
圭
一
一
二
年
）
支
部
に
凍
り
、
東
晋
元
帝
の
代
（
西
紀
三
一
七
－
三
二
二
年
）
 
 

西
城
沸
教
の
研
究
 
 

二
四
七
 
 
 



二
四
八
 
 

西
域
併
教
の
研
究
 
 

ヽ
 
「
港
頂
軽
」
な
ど
の
密
数
経
典
三
部
を
謬
出
し
た
島
戸
梨
蜜
多
産
（
S
r
叫
m
i
t
r
且
も
（
「
開
元
録
」
第
三
）
、
西
紀
三
七
三
年
 
 

月
支
囲
の
居
士
支
施
沓
が
「
音
標
最
経
）
等
を
涌
出
し
た
際
こ
れ
が
翻
渾
の
任
に
嘗
つ
だ
畠
延
も
（
「
些
二
親
記
集
」
第
 
 

七
所
収
の
「
音
標
最
後
記
」
）
、
皆
亀
在
団
の
王
族
で
あ
つ
て
、
殊
に
最
後
の
畠
延
の
如
き
は
明
か
に
鯨
慈
（
亀
抜
）
王
Ⅵ
 
 

世
子
で
あ
つ
た
と
侍
へ
ら
れ
て
を
る
。
な
ほ
法
護
が
西
紀
二
八
四
年
に
浮
出
し
た
「
阿
維
越
致
遮
経
」
の
梵
本
は
彼
が
 
 

情
燈
に
於
て
亀
玄
随
の
副
使
克
子
侯
よ
り
輿
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
（
「
些
二
兎
記
集
」
第
七
所
 
 

収
の
「
阿
推
越
致
遽
経
記
L
）
。
か
や
う
に
亀
在
国
王
族
の
沙
門
居
士
が
支
那
に
乗
っ
て
自
ら
経
典
を
侍
辞
し
若
し
く
 
 

は
翻
軽
の
重
美
を
助
け
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
囲
の
拍
官
が
燦
埋
ま
で
彿
典
を
斎
し
て
、
之
を
沙
門
に
輿
へ
た
と
 
 

い
ふ
ほ
ど
、
こ
の
観
に
於
け
る
彿
致
が
上
洗
祀
合
に
大
勢
力
を
占
め
、
こ
の
囲
に
於
け
る
彿
教
徒
の
侍
温
熱
が
域
ん
 
 

に
な
る
に
は
、
こ
の
図
の
彿
敦
初
侍
以
後
粕
曹
長
い
年
月
を
要
し
た
で
あ
ら
う
こ
と
は
、
支
那
傭
致
初
侍
以
後
こ
の
 
 

固
の
彿
教
徒
が
積
極
的
自
費
的
活
動
を
試
み
る
に
至
る
ま
で
に
二
百
除
年
を
経
過
し
た
事
賓
に
徹
し
て
も
明
か
で
ぁ
 
 

る
。
故
に
亀
抜
囲
へ
彿
数
が
初
め
て
侍
っ
た
の
は
西
暦
紀
元
前
後
で
あ
つ
た
と
観
て
然
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
 
 
 

而
し
て
此
の
固
は
羅
什
時
代
以
後
．
後
に
述
べ
る
で
あ
ら
う
や
う
に
小
乗
布
部
を
信
奉
し
た
親
貸
羅
（
ゴ
乙
－
弓
i
）
人
 
 

の
活
動
に
よ
つ
て
漸
く
純
示
乗
数
固
と
打
で
り
、
特
に
一
切
有
部
の
教
派
が
優
勢
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
賓
は
 
 

玄
其
の
侍
ふ
る
所
に
依
っ
て
も
（
「
西
域
記
」
第
一
）
、
此
の
地
方
に
於
て
尊
兄
せ
ら
れ
た
寺
院
の
壁
轟
に
徹
し
て
も
 
 

（
声
W
監
窄
F
m
i
d
t
い
G
岩
d
b
罵
野
内
已
賢
p
声
r
ぎ
ー
ー
¢
芦
S
・
声
）
、
疑
ひ
を
容
れ
な
い
所
で
あ
る
が
二
雁
什
時
代
 
 
 



前
後
ま
で
は
此
の
観
に
於
て
小
森
数
と
共
に
大
乗
敦
も
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
ほ
、
此
の
固
か
ら
支
部
へ
侍
へ
ら
れ
た
 
 

経
典
を
見
れ
ば
柄
か
に
知
る
こ
と
が
出
水
る
。
 
 

終
り
に
高
昌
固
へ
彿
数
の
侍
蒸
し
た
時
期
に
就
い
て
も
亦
資
料
絶
無
の
琴
1
～
l
こ
明
言
す
る
こ
と
の
出
水
な
い
の
 
 

を
遺
憾
と
す
る
。
此
の
固
は
渓
の
代
に
至
る
ま
で
事
師
前
部
と
耕
し
、
交
河
城
（
現
今
の
Y
苧
k
F
。
｛
m
）
を
中
心
と
し
．
 
 

そ
の
勢
力
は
今
の
吐
魯
番
地
方
に
達
し
．
少
く
と
も
今
の
p
i
替
n
東
方
ま
で
領
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
（
〇
・
苦
守
 
 

n
k
e
い
E
i
n
e
c
㌢
i
n
e
s
i
s
計
n
岩
m
p
e
－
i
n
s
c
F
r
i
語
呂
0
0
l
d
i
k
u
評
l
阜
S
・
芦
）
、
北
貌
時
代
か
ら
高
昌
囲
と
名
け
ら
れ
る
 
 

や
ぅ
に
な
ゎ
、
内
覧
a
k
l
l
O
音
附
近
の
荒
廃
に
蹄
せ
る
今
の
l
d
i
k
u
許
F
r
i
城
址
を
ま
府
と
し
て
、
車
師
南
部
王
の
蕃
領
 
 

地
を
悉
く
占
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
（
同
上
書
二
〇
頁
）
、
此
の
固
の
沸
教
は
其
の
地
理
上
的
関
係
上
千
閲
及
び
 
 

亀
弦
南
国
の
そ
れ
よ
り
も
遅
れ
て
侍
蒸
し
た
に
達
ひ
な
い
。
併
し
此
の
囲
が
車
師
前
部
と
耕
せ
ら
れ
た
時
代
す
で
に
 
 

こ
ゝ
に
沸
教
が
行
は
れ
、
西
暦
第
四
世
紀
の
後
竿
に
は
彿
数
が
国
数
と
し
て
採
用
せ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
、
西
紀
三
人
 
 

二
年
に
串
師
前
部
王
の
滞
第
と
い
ふ
も
の
が
節
奏
に
凍
朝
し
た
時
、
そ
の
国
師
の
鳩
摩
羅
験
提
（
ぎ
m
賢
≧
数
訂
j
 
 

が
梵
本
の
1
大
般
若
経
」
一
部
を
献
じ
た
こ
と
に
依
っ
て
明
か
で
あ
る
（
「
出
三
減
記
準
第
入
所
収
の
「
摩
詞
鉢
藤
蜜
 
 

軽
妙
序
L
）
。
「
晋
書
」
春
宵
十
四
符
登
載
記
に
も
亦
孝
武
骨
太
元
七
年
（
西
紀
三
人
二
年
）
に
事
師
前
部
王
摘
寛
が
秦
に
 
 

凍
朝
し
た
こ
と
が
＼
記
厳
せ
ら
れ
て
を
る
が
、
第
は
T
i
英
は
ゴ
e
n
と
い
皇
日
を
有
し
、
浦
第
も
璽
県
も
同
名
の
封
看
 
 

で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
♭
、
而
も
凍
朝
の
年
暗
も
両
博
一
致
し
て
を
る
の
で
あ
る
か
ら
、
雨
着
の
同
一
人
で
あ
る
こ
 
 

西
城
沸
教
の
研
究
 
 
 



二
五
〇
 
 

西
域
彿
敦
ゐ
研
究
 
 

と
は
疑
ひ
を
容
れ
な
い
。
さ
す
れ
ば
西
暦
第
四
世
紀
後
竿
に
於
け
る
事
師
前
部
王
銅
賞
は
彿
数
倍
着
で
あ
つ
て
、
王
 
 

が
沙
門
鳩
摩
雁
抜
提
を
似
て
図
師
と
し
て
食
費
し
て
ゐ
た
所
が
ら
看
れ
ば
、
昔
時
こ
の
図
に
於
て
彿
数
が
国
数
と
し
 
 

て
取
扱
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。
常
時
す
で
に
借
款
が
此
の
囲
に
於
て
か
や
ぅ
に
輩
固
な
地
盤
を
築
い
て
ゐ
 
 

た
と
す
れ
ば
、
こ
の
囲
の
係
数
初
侍
の
時
期
は
少
く
と
も
常
時
よ
り
l
二
世
紀
以
前
の
こ
と
～
推
定
し
て
然
る
べ
き
 
 

で
あ
ら
う
。
而
し
て
此
の
観
が
大
乗
相
應
の
地
で
あ
つ
た
事
は
禰
姦
王
が
符
堅
に
献
じ
た
経
典
を
始
め
と
し
て
其
の
 
 

後
こ
の
観
と
関
係
の
あ
つ
た
彿
借
及
び
彿
典
を
支
那
の
滑
侍
及
び
摩
銀
に
よ
つ
て
鮎
検
し
て
も
、
ヌ
此
の
地
方
か
ら
 
 

費
推
せ
ら
れ
た
舌
葛
経
及
び
古
美
術
品
に
欲
し
て
も
判
定
し
得
る
。
此
の
事
に
就
い
て
は
簡
を
改
め
て
詳
説
し
ょ
う
。
 
 

四
 
東
方
土
爾
其
新
に
於
て
行
は
れ
た
る
傭
典
 
 
 

中
亜
探
検
の
結
果
、
塔
里
木
盆
地
の
南
北
商
連
及
び
熔
塩
に
於
て
未
だ
世
に
知
ら
れ
な
か
っ
た
言
議
文
字
で
書
か
 
 

れ
た
幾
多
の
古
老
本
が
費
見
さ
れ
た
事
は
、
普
く
東
洋
尊
者
の
知
る
所
で
あ
る
。
併
し
之
等
未
知
の
言
語
の
名
辞
及
 
 

び
性
質
に
就
い
て
は
聾
者
の
問
に
異
見
が
起
り
、
今
な
ほ
最
後
の
解
決
に
到
達
せ
な
い
も
の
も
ぁ
る
兎
に
角
之
等
を
 
 

言
語
系
統
か
ら
大
別
す
れ
ば
イ
ラ
ン
語
系
と
印
欧
語
系
と
土
爾
英
語
系
と
の
三
種
と
な
る
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。
 
 
 

先
ヴ
ィ
ラ
ン
語
系
に
属
す
る
文
書
中
、
彿
典
に
現
は
れ
て
を
る
言
語
は
東
七
（
S
品
l
阜
）
語
と
子
謝
語
ヘ
音
代
コ
ー
 
 

ク
ソ
語
）
と
の
二
種
で
あ
る
。
 
 
 

粟
七
語
と
は
蘭
適
し
た
康
居
歯
の
一
部
で
後
展
観
と
呼
ば
れ
た
地
方
、
即
ち
今
の
サ
 



地
方
に
行
は
れ
た
オ
ラ
ソ
系
統
の
舌
代
語
で
ぁ
る
。
こ
の
舌
代
語
は
そ
の
淀
行
の
範
囲
極
め
て
廉
く
、
ア
ー
ム
ー
河
 
 

の
洗
域
並
に
バ
ク
ー
ニ
ッ
ア
地
方
を
も
包
括
し
、
又
波
謎
雄
一
帯
の
地
に
行
は
れ
た
言
語
と
密
接
な
関
係
を
有
し
、
更
に
 
 

温
か
東
方
の
塔
里
木
盆
地
の
商
連
よ
ト
熔
煙
に
至
る
廣
大
な
地
域
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
蓋
し
康
囲
は
宙
凍
商
業
の
 
 

中
心
地
で
あ
つ
て
、
そ
の
民
族
が
偏
錬
の
利
を
逐
ふ
て
中
亜
並
に
東
亜
に
通
す
る
各
庭
に
輯
任
し
た
か
ら
で
あ
る
。
 
 

こ
の
事
賓
は
支
部
の
正
史
や
倍
侍
や
に
よ
つ
て
知
ら
得
る
ば
か
り
で
な
く
、
ス
タ
イ
ン
氏
は
雇
布
泊
（
ど
p
ぎ
r
）
よ
 
 

り
燥
燈
に
通
す
る
古
道
に
於
け
る
遽
墳
守
備
隊
螢
壁
の
靡
址
か
ら
西
暦
第
一
世
紀
に
作
成
せ
ら
れ
た
粟
七
語
の
商
業
 
 

上
の
文
書
を
費
掘
し
、
又
同
氏
は
支
那
に
慶
し
た
絹
の
通
商
路
を
踏
査
し
て
、
S
。
g
d
i
a
n
p
地
方
の
詳
r
p
｛
e
g
F
i
n
が
そ
 
 

の
交
通
路
に
嘗
っ
て
を
る
▼
．
J
と
を
指
摘
し
、
伺
ま
た
同
氏
の
澄
掘
し
た
古
文
書
中
に
西
暦
第
七
世
紀
の
初
期
に
あ
た
 
 

ち
廃
園
人
が
羅
布
泊
の
南
、
東
方
土
爾
其
斯
坦
両
道
の
交
叉
鮎
の
地
に
於
て
一
殖
民
地
を
設
け
、
そ
の
後
一
世
紀
を
 
 

経
て
も
な
ほ
自
治
健
の
組
織
を
保
有
し
て
ゐ
た
こ
と
が
記
し
て
あ
る
こ
と
な
ど
に
依
っ
て
、
一
骨
明
瞭
に
な
つ
て
水
 
 

た
の
で
あ
る
。
特
に
「
魂
書
」
西
域
侍
来
聴
図
－
－
南
北
朝
時
代
に
所
謂
粟
特
は
S
虜
d
i
a
n
竺
学
部
を
指
す
総
柄
で
は
 
 

な
く
、
そ
の
中
の
一
国
貴
霜
匿
（
内
患
掛
n
i
打
P
）
を
指
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
白
鳥
庫
富
民
に
依
っ
て
論
記
せ
 
 

ら
れ
た
併
で
あ
る
（
「
東
洋
畢
報
」
第
十
四
谷
所
載
「
粟
特
囲
考
」
）
1
の
備
に
F
其
固
商
人
先
多
詣
義
士
－
版
賓
、
及
義
一
 
 

姑
戚
l
悉
見
巌
、
」
と
記
さ
れ
、
1
唐
書
」
西
域
博
康
固
の
條
に
F
華
南
軍
好
知
、
丈
夫
二
†
玄
薩
国
利
所
掛
野
不
 
 

茎
、
」
と
あ
つ
て
二
果
時
人
が
南
北
朝
以
前
か
ら
支
那
の
撮
州
に
凍
っ
て
決
人
と
貿
易
し
て
を
つ
た
こ
と
、
及
伊
凍
園
 
 

西
域
傍
敦
あ
研
究
 
 
 



西
域
併
教
の
研
究
 
 

二
五
二
 
 

人
（
粟
特
人
を
も
含
む
）
が
青
年
に
達
す
る
と
商
人
と
な
つ
て
、
利
得
の
あ
る
所
な
ら
ば
何
虞
へ
で
も
行
商
し
、
唐
代
 
 

そ
の
近
傍
の
諸
国
と
手
贋
く
取
引
し
て
を
つ
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
此
の
囲
の
言
語
が
高
富
的
関
係
か
 
 

ら
二
様
の
国
際
語
と
な
り
、
塔
里
木
盆
地
の
商
連
を
通
じ
て
燥
燈
に
至
る
ま
で
一
般
に
使
用
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
 
 

た
の
で
ぁ
る
。
但
し
展
開
人
が
東
方
に
移
り
凍
っ
た
の
は
蕾
に
商
業
上
の
関
係
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
或
は
国
難
 
 

を
避
け
る
眉
．
或
は
彿
敦
を
弘
侍
す
る
焉
で
も
ぁ
つ
て
、
そ
の
事
情
の
一
様
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
支
那
の
借
僧
及
 
 

び
経
液
中
廉
姓
を
有
す
る
人
の
侍
記
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
る
。
 
 
 

而
し
て
彼
等
の
言
語
に
辞
さ
れ
た
彿
典
が
ス
タ
イ
ン
氏
及
び
ペ
リ
ヨ
ー
氏
に
よ
つ
て
ま
と
し
て
熔
痩
の
千
彿
洞
か
 
 

ら
馨
見
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
前
者
蒐
集
中
に
は
「
達
筆
如
意
珠
陀
好
局
」
（
P
邑
m
鼓
n
｛
書
・
鼠
・
d
h
§
l
首
）
1
音
頭
 
 

陀
羅
尼
」
（
ヨ
l
a
k
書
昔
－
d
h
旨
首
）
「
維
摩
詰
所
説
経
」
（
5
m
已
p
k
i
r
t
i
n
㌢
d
e
m
エ
及
び
本
生
讃
の
一
部
（
ゴ
警
n
t
彗
p
 
 

J
詮
P
k
且
そ
の
他
無
数
の
未
確
定
の
経
典
断
片
が
ぁ
り
（
．
許
r
i
n
d
i
旦
－
Ⅰ
）
p
●
浩
三
、
後
者
は
そ
の
蒐
集
中
か
ら
既
に
 
 

一
九
二
〇
年
漠
謬
の
「
彿
読
書
忍
因
果
経
」
に
粕
普
す
る
粟
七
語
経
典
を
四
十
二
兼
の
葛
眞
版
を
以
て
馨
表
し
、
漠
 
 

謬
以
外
西
戎
の
甘
殊
爾
に
も
之
に
相
普
す
る
も
の
～
存
す
る
こ
と
を
報
告
し
た
（
へ
S
品
d
i
a
n
岩
已
㌧
Ⅰ
●
）
。
か
や
う
に
 
 

両
氏
螢
見
の
粟
七
語
彿
典
が
主
と
し
て
燥
盤
の
滑
院
中
に
於
て
獲
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
而
ぁ
そ
の
中
に
は
確
か
に
西
 
 

暦
第
七
世
紀
末
の
葛
経
と
認
む
べ
き
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
（
へ
S
e
r
i
n
d
i
p
㌧
l
I
、
p
●
芝
♪
冨
○
●
）
比
較
的
後
世
ま
 
 

で
康
国
人
が
こ
の
地
方
に
凍
っ
た
こ
と
を
推
定
し
得
る
の
で
あ
る
。
 
 
 



殊
に
唐
代
般
若
（
p
r
菅
野
）
三
蔵
が
改
新
景
浄
（
A
d
琶
）
の
助
力
を
以
て
謬
出
し
た
「
大
乗
理
趣
六
後
藤
蜜
多
経
↓
 
 

七
巻
の
原
本
は
夙
に
ベ
リ
ヨ
ー
氏
の
暗
示
し
た
や
う
に
（
P
2
1
－
i
こ
t
こ
訪
Ⅰ
I
l
ぎ
2
n
蓋
i
書
i
2
n
n
2
…
n
 
A
乳
2
C
2
n
t
r
軍
 
 

e
t
牒
E
賢
か
m
？
O
r
i
e
n
t
・
R
e
く
・
d
2
－
貞
s
t
・
e
－
d
2
L
i
l
－
・
r
2
－
i
g
・
こ
罠
－
p
・
－
ご
．
粟
七
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
 
 

胡
本
に
よ
ら
す
し
て
梵
本
に
基
い
て
此
の
経
を
勅
語
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
勅
し
、
技
に
般
若
三
寂
は
そ
の
命
を
奉
じ
 
 

る
こ
と
が
愈
々
推
賞
に
認
め
ら
れ
得
る
や
う
に
な
つ
て
凍
た
。
「
績
開
元
錬
」
上
巻
に
よ
る
と
、
常
時
の
徳
宗
皇
帝
は
 
 

こ
の
漠
渾
を
見
て
、
理
昧
詞
疎
と
批
難
し
て
之
を
斥
け
、
従
寒
中
華
は
梵
本
に
因
っ
て
法
を
破
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
 
 
 

て
更
に
光
宅
奇
利
言
の
援
助
を
籍
っ
て
、
こ
の
経
の
梵
本
を
詳
し
て
十
巻
本
を
出
し
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
 
 

て
現
存
せ
る
本
鰹
は
梵
本
か
ら
謬
さ
れ
た
十
巻
本
で
あ
つ
て
、
胡
本
謬
の
七
巻
本
は
夙
に
散
逸
に
鯨
し
て
今
見
る
こ
 
 

と
は
出
家
な
い
の
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
常
時
は
胡
語
と
い
へ
ば
梵
語
以
外
の
西
域
語
を
指
し
て
ゐ
た
こ
と
は
疑
ひ
 
 

の
な
い
所
で
あ
る
。
唐
代
以
前
は
梵
と
胡
と
の
問
に
劃
然
た
る
直
別
を
設
け
な
か
っ
た
や
う
で
あ
る
が
、
唐
代
に
至
 
 

っ
て
新
時
代
が
開
か
れ
、
玄
焚
の
如
き
も
そ
の
著
「
西
域
記
」
第
十
二
千
閲
観
の
條
に
饗
薩
旦
那
と
い
ふ
名
稀
を
威
 
 

す
る
に
嘗
っ
て
、
明
か
に
胡
語
を
印
度
語
句
奴
語
手
騰
語
に
封
し
て
囁
別
し
、
又
養
渾
の
如
き
も
そ
の
著
「
南
海
寄
 
 

綜
博
」
第
一
に
於
て
長
脆
の
様
式
を
説
明
し
た
後
『
裔
云
胡
疏
老
非
也
．
五
天
骨
爾
、
何
覇
道
胡
、
』
と
記
し
て
、
明
か
 
 

に
胡
を
五
天
竺
と
直
別
し
、
更
に
同
書
第
一
に
は
『
然
北
方
諸
胡
、
祝
賀
羅
及
速
利
観
等
、
其
法
復
別
、
』
と
錬
し
、
同
 
 

書
琴
一
に
は
『
徒
掃
海
禰
羅
己
去
、
及
連
判
静
胡
吐
審
実
験
大
途
相
似
、
』
と
記
し
て
、
胡
を
以
て
印
度
吐
蕃
（
膚
t
）
 
 

西
域
彿
教
の
研
究
 
 

■r   

二
五
三
 
 
 



西
域
俳
致
の
研
究
 
 

旦  

二
茸
四
 
 

究
廟
（
ぜ
r
k
）
以
外
の
印
度
北
方
の
地
域
に
限
定
し
、
更
に
同
書
第
三
に
於
て
は
F
是
五
天
之
地
皆
目
婆
羅
門
囲
、
北
 
 

方
速
利
絶
敦
胡
喝
」
と
叙
し
て
、
速
利
と
胡
と
を
同
一
親
し
て
を
る
。
こ
～
に
所
謂
連
判
は
玄
莫
の
所
謂
宰
利
と
同
 
 

左
－
。
の
音
謬
で
あ
つ
て
（
「
西
域
記
」
第
一
）
、
玄
焚
の
所
謂
宰
利
は
秦
真
水
城
－
妻
妾
水
（
S
単
軌
ヱ
ほ
今
の
C
h
ロ
河
 
 

で
あ
つ
て
、
こ
の
城
は
Ⅰ
軋
k
・
琶
の
西
方
ぎ
k
m
訂
の
南
方
に
普
り
．
S
O
苧
k
已
の
西
北
あ
ま
り
速
く
な
い
地
鮎
に
 
 

在
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
1
よ
り
殉
霜
那
観
（
同
君
雲
合
阜
丁
－
1
今
の
S
賢
・
i
 
S
計
に
相
督
す
る
一
に
至
る
 
 

地
域
を
包
括
し
て
を
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
．
C
h
u
河
よ
り
西
方
A
l
e
g
n
d
r
i
p
山
脈
の
北
方
－
字
各
列
冒
↓
a
s
k
e
n
d
 
 

ぎ
官
已
を
包
み
、
・
更
に
Z
罵
A
許
n
河
と
内
諾
k
P
河
と
の
流
域
を
含
み
、
城
門
の
険
を
有
す
る
山
脈
を
以
て
祝
貨
 
 

雇
と
接
し
て
を
つ
た
の
で
あ
る
が
、
義
渾
の
所
謂
速
利
は
そ
れ
よ
り
も
な
ほ
西
方
に
渡
り
、
改
新
の
国
境
ま
で
達
し
 
 

て
を
っ
た
ら
し
い
。
大
健
宰
利
（
S
已
i
）
と
い
ふ
名
稀
は
既
に
白
鳥
氏
に
よ
つ
て
考
足
せ
ら
れ
た
通
♭
、
粟
時
の
封
音
 
 

S
邑
旨
が
S
∈
紆
計
若
し
く
は
S
u
d
撃
と
耽
り
．
d
の
音
が
ー
の
音
に
特
す
る
中
堅
般
の
音
韻
法
に
随
ふ
て
更
に
 
 

S
甘
k
若
し
く
は
S
u
l
p
と
な
り
、
遂
に
S
u
l
i
と
欒
じ
た
も
の
に
相
違
な
い
か
ら
（
前
掲
の
1
粟
特
囲
考
L
五
三
二
頁
）
、
 
 

宰
刹
（
速
利
）
は
懐
か
に
S
各
d
の
樽
看
で
あ
つ
て
、
而
も
美
辞
が
之
を
胡
と
呼
ん
で
を
る
以
上
は
、
彼
の
所
謂
胡
は
 
 

栗
毛
窒
息
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
を
容
れ
な
い
。
殊
に
唐
代
不
審
謬
の
「
宿
曜
経
」
に
於
け
る
胡
の
 
 

文
字
の
用
法
は
精
確
に
こ
の
事
賓
を
澄
明
し
て
を
る
。
シ
ル
ヴ
ソ
・
レ
ガ
イ
氏
の
揖
摘
し
た
や
う
に
、
そ
の
下
巷
に
 
 

は
「
但
夢
問
論
及
改
新
並
五
天
竺
人
ご
と
記
さ
れ
て
、
胡
人
が
改
新
及
び
五
天
竺
人
以
外
の
も
の
と
し
て
取
扱
は
れ
、
 
 
 



而
も
胡
語
改
新
語
及
び
天
竺
語
を
以
て
七
曜
の
名
群
が
列
拳
せ
ら
れ
て
を
る
中
．
日
曜
に
対
す
る
胡
名
蜜
（
m
i
－
1
r
）
月
 
 

曜
に
射
す
る
胡
名
菓
（
m
抑
F
）
火
曜
に
射
す
る
胡
名
雲
湊
（
b
弓
訂
n
）
は
い
づ
れ
も
明
か
に
粟
七
語
で
あ
る
か
ら
（
「
現
 
 

代
彿
敦
」
第
三
十
人
儀
所
載
「
亀
荘
園
語
と
そ
の
研
究
の
端
緒
」
四
九
－
五
〇
頁
）
、
昔
時
胡
本
と
辞
せ
ら
れ
た
も
 
 

の
は
常
粟
七
語
経
典
で
ぁ
つ
た
に
蓮
ひ
な
い
。
従
っ
て
最
初
般
若
三
寂
に
よ
つ
て
謬
出
せ
ら
れ
た
七
巻
本
の
「
大
乗
 
 

理
趣
六
汲
雁
蜜
多
経
」
の
原
本
も
亦
粟
七
語
で
書
か
れ
た
も
の
と
看
て
差
支
な
か
ら
う
。
 
 
 

僻
後
世
の
土
爾
某
氏
族
の
畏
冗
兄
（
q
i
g
F
u
r
）
語
彿
典
中
に
も
此
の
粟
七
語
経
典
を
原
本
と
し
て
謬
出
せ
ら
れ
た
 
 

も
の
が
あ
る
ら
し
い
。
声
宅
・
舛
・
巳
と
ー
e
r
氏
の
報
告
す
る
所
に
よ
る
と
（
占
e
乳
l
l
n
d
内
乱
笹
n
・
読
・
d
・
声
P
・
 
 

A
・
d
・
W
・
二
忘
忘
二
只
良
妻
Ⅰ
Ⅰ
、
S
・
琵
○
－
ヱ
、
長
兄
施
経
典
「
十
等
傭
響
喩
書
L
（
せ
a
瞥
k
罵
m
P
b
已
d
F
…
≦
d
ぎ
昌
巴
掛
）
 
 

は
舞
u
軒
n
語
か
ら
親
貨
雁
語
に
謬
さ
れ
、
祝
貨
雇
語
か
ら
更
に
土
爾
其
語
に
刺
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
同
氏
 
 

は
荘
に
所
謂
内
u
訂
a
n
を
以
て
貴
霜
（
内
u
管
n
P
）
の
軍
曹
と
看
て
、
貴
霜
囲
即
ち
軽
陀
産
地
方
若
し
く
は
カ
ー
ブ
ル
峡
 
 

谷
地
を
意
味
す
る
も
の
と
推
定
し
た
。
併
し
な
が
ら
畏
花
見
語
経
典
に
於
て
其
の
原
本
の
言
を
示
す
場
合
に
は
必
ず
 
 

地
名
を
奉
げ
る
こ
と
が
例
と
な
つ
て
を
る
の
で
あ
つ
て
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
氏
の
先
き
の
論
文
に
依
れ
ば
こ
の
語
の
経
典
 
 

「
爾
勘
下
生
鮮
」
の
奥
書
に
は
本
脛
が
印
度
語
か
ら
親
貨
羅
語
に
、
祝
貨
鹿
語
か
ら
土
爾
其
語
に
特
許
さ
れ
セ
こ
と
が
 
 

記
さ
れ
、
「
一
切
衆
生
解
脱
…
…
・
」
と
超
す
る
同
語
経
典
断
片
に
は
本
荘
が
内
u
i
若
戸
語
か
ら
謬
r
c
u
q
語
に
ト
動
静
せ
 
 

ら
れ
た
こ
と
が
書
添
へ
ら
れ
て
ぉ
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
謬
r
c
u
β
語
と
は
葉
爾
蒐
（
Y
罵
k
a
n
d
）
地
方
に
於
け
る
土
 
 

西
域
俳
秋
の
研
究
 
 
 



西
域
件
数
の
研
究
 
 

二
五
六
 
 

爾
其
人
の
都
謬
r
k
s
c
F
詳
－
訂
C
O
q
氏
に
徒
へ
ば
蒔
拉
爾
巴
什
（
呂
弓
a
－
b
g
F
…
）
に
於
け
る
土
爾
英
語
を
意
塊
す
る
 
 

の
で
あ
る
か
ら
、
只
已
葦
n
も
亦
地
名
と
看
る
の
が
正
鵠
を
待
て
を
る
で
あ
ら
う
。
然
る
に
若
し
ミ
ュ
ー
ラ
1
氏
の
や
 
 

ぅ
に
之
を
貴
霜
の
音
寓
と
す
れ
ば
、
之
は
地
名
で
は
な
・
く
て
王
族
若
し
く
は
王
朝
の
稀
呼
と
な
る
。
故
に
ミ
ュ
ー
ラ
ー
 
 

氏
は
舅
u
i
警
n
に
こ
と
さ
ら
訂
n
d
と
い
ふ
文
字
を
附
加
し
て
強
ひ
て
地
名
を
詮
表
せ
る
も
の
と
宕
催
さ
う
と
し
た
 
 

が
、
こ
れ
は
無
理
な
見
解
で
あ
つ
て
、
之
も
亦
 
夢
弓
e
u
β
 
と
同
じ
く
一
定
の
地
域
を
示
し
た
も
の
と
観
る
べ
∫
き
で
あ
 
 

ら
う
。
然
ら
ば
内
u
山
s
昌
に
粕
督
す
る
地
域
は
何
虞
に
之
を
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
惟
ふ
に
「
唐
書
L
審
二
百
二
十
 
 

一
下
康
固
侍
に
於
け
る
何
固
の
像
に
記
さ
れ
て
を
る
貴
霜
匿
（
只
亡
S
ぎ
i
打
）
が
正
し
く
之
に
相
督
す
る
や
う
で
あ
る
。
 
 

こ
の
地
は
康
居
図
の
一
部
た
る
附
墨
城
の
蛮
地
で
あ
つ
て
、
玄
共
は
之
を
屈
霜
備
迦
（
牢
一
S
旨
i
打
エ
と
呼
び
「
西
域
記
」
 
 

第
一
）
、
ア
ラ
ビ
ヤ
人
の
所
謂
 
只
u
s
昌
．
i
k
p
汲
斯
語
の
汽
u
s
ぎ
i
中
古
イ
ラ
ン
語
の
芦
1
琶
n
i
k
は
い
づ
れ
も
同
上
地
 
 

名
の
封
看
で
あ
る
に
蓮
ひ
な
い
。
而
し
て
此
の
地
は
 
I
m
什
邑
l
r
i
の
言
ふ
所
に
よ
る
と
S
温
l
d
の
中
で
最
も
よ
く
開
 
 

馨
し
た
都
合
で
あ
つ
て
S
O
g
－
－
d
諸
城
の
中
心
地
に
な
つ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
、
I
b
n
 
H
昌
雫
－
も
亦
S
O
g
邑
 
 

全
域
中
最
も
開
け
た
廃
で
、
人
口
最
も
研
密
、
最
も
堅
固
な
城
壁
を
有
し
て
を
る
 

n
㌢
腎
d
e
r
賢
t
守
打
i
s
c
h
e
 
I
n
0
0
り
h
r
i
謬
n
・
）
 
S
・
笠
－
芦
）
貴
霜
贋
陶
が
粟
七
会
土
中
重
要
な
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
こ
 
 

と
を
侍
へ
て
を
る
。
W
註
e
r
s
氏
は
此
の
地
を
以
て
今
の
S
胃
弓
粁
a
n
d
の
西
北
六
十
哩
に
在
る
謬
見
許
a
m
b
p
地
方
 
 

の
押
返
に
考
足
し
た
（
へ
O
n
つ
1
昌
C
h
ヨ
n
g
・
、
p
・
芦
）
。
葡
示
し
セ
や
う
に
「
唐
音
L
で
は
此
の
地
を
何
観
と
耕
し
て
 
 
 



を
る
が
 
ー
 
付
図
は
ア
ゴ
ス
タ
経
に
所
謂
〔
F
O
の
略
音
を
濁
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ぎ
m
罵
h
2
打
氏
に
依
っ
て
 
 

考
足
せ
ら
れ
、
「
西
陽
難
狙
」
巷
四
に
見
ゆ
る
孝
億
囲
が
そ
の
封
書
で
あ
る
こ
と
は
白
鳥
氏
に
依
っ
て
諭
記
せ
ら
れ
た
 
 

所
で
あ
つ
て
．
正
L
く
貴
霜
置
固
に
細
管
す
る
（
「
東
洋
学
報
L
第
十
四
谷
五
〇
三
－
四
頁
）
。
！
1
宋
高
借
侍
」
第
十
 
 

八
に
於
け
る
倍
伽
（
哲
蔓
g
訂
）
将
に
よ
る
と
、
彼
は
何
陶
の
人
で
あ
つ
て
少
年
時
そ
の
本
国
に
於
て
出
家
し
て
滑
と
 
 

な
り
、
後
遊
化
を
誓
ひ
、
≡
十
歳
に
し
て
支
部
に
凍
り
、
唐
の
高
宗
及
び
中
京
の
代
五
十
三
年
間
教
化
に
努
め
た
の
で
 
 

あ
る
。
か
や
う
に
貴
霜
置
闊
は
ぎ
g
d
i
a
n
p
全
土
中
最
も
文
化
の
進
歩
し
た
所
で
あ
つ
て
、
そ
の
中
心
地
と
看
徹
さ
れ
 
 

た
結
果
、
前
述
し
た
や
う
に
支
那
に
於
て
は
魂
の
時
代
来
待
と
い
ふ
国
名
が
此
の
闊
に
の
み
専
用
せ
ら
れ
、
ア
ラ
ビ
 
 

ヤ
の
史
家
も
亦
特
に
此
の
闘
の
み
を
S
塩
乙
と
名
け
た
の
で
ぁ
つ
て
 
（
同
上
垂
二
一
－
二
頁
）
、
而
も
 
訝
m
a
r
k
書
d
 
 

地
方
は
玄
焚
時
代
す
で
に
備
法
地
を
彿
ふ
て
ゐ
た
に
も
拘
ら
す
（
「
慈
恩
侍
」
第
二
楓
抹
建
陶
の
催
）
∵
1
の
観
の
み
は
 
 

借
伽
の
如
き
熱
誠
な
樽
造
師
を
出
し
た
ほ
ど
な
ほ
係
数
が
可
な
り
焼
ん
に
行
は
れ
て
ゐ
た
示
彗
－
唐
代
以
後
支
部
土
爾
 
 

其
斯
坦
に
於
け
る
土
爾
其
民
族
の
彿
教
徒
は
こ
の
図
名
貴
霜
博
の
略
看
た
る
 
K
u
…
s
呂
を
以
て
粟
七
を
表
は
し
、
菜
 
 

七
語
経
典
一
里
原
本
と
し
て
翻
澤
さ
れ
た
土
爾
其
語
経
典
に
も
そ
の
原
語
を
六
1
一
i
雷
n
語
と
記
し
た
の
で
あ
ら
う
。
故
 
 

に
先
き
に
馨
げ
た
鼻
元
隠
語
経
典
「
十
業
彿
皆
喩
馨
」
及
び
「
一
切
衆
生
解
脱
…
…
・
」
の
如
き
原
本
も
亦
粟
七
語
で
書
 
 

か
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
と
推
定
し
て
正
鶴
を
失
は
な
い
で
あ
ら
う
。
 
 
 

而
し
て
之
等
粟
七
語
経
典
中
に
は
英
本
国
か
ら
清
水
さ
れ
た
も
の
 
上
も
あ
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
熔
燈
に
於
て
螢
見
せ
 
 

■  

率
域
彿
致
の
研
究
 
 
 



二
五
八
 
 

西
域
伸
教
の
研
究
 
 

ら
れ
た
も
の
は
其
の
紙
質
及
び
様
式
に
基
い
て
判
断
す
る
と
、
僅
か
に
此
の
地
に
於
て
筆
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

次
に
子
施
語
と
は
乗
七
語
と
同
じ
く
塔
里
木
盆
地
の
商
連
、
今
の
和
閲
を
中
心
と
し
束
燥
燈
に
到
る
間
に
行
は
れ
 
 

た
サ
ブ
ソ
系
統
の
舌
代
語
で
あ
る
。
但
し
此
の
古
代
語
の
性
質
及
び
名
稀
に
就
い
て
は
徒
水
草
者
の
意
見
隆
々
と
し
 
 

て
一
致
せ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
S
茸
及
び
S
i
e
g
－
i
n
g
両
氏
は
之
を
以
て
波
謎
羅
に
於
け
る
イ
ラ
ン
語
の
方
言
と
最
も
 
 

密
接
な
関
係
あ
る
も
の
と
看
撤
し
（
S
・
d
・
声
憎
・
A
・
d
・
W
・
こ
¢
雷
－
S
・
芝
：
・
）
、
訂
u
m
a
n
n
氏
は
こ
れ
は
印
度
語
 
 

と
し
て
も
又
イ
ラ
ン
語
と
し
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
得
な
い
ア
ー
ル
ヤ
語
系
の
濁
立
せ
る
一
支
派
で
あ
る
と
認
め
て
、
 
 

之
を
北
方
ア
ー
ル
ヤ
語
と
名
け
（
N
D
呂
G
．
）
F
已
Ⅰ
）
S
・
∽
∽
ご
、
茅
i
－
－
e
t
氏
は
こ
れ
に
反
し
て
特
殊
な
る
イ
ラ
ン
語
 
 

の
方
言
と
し
て
之
を
分
類
し
（
こ
」
C
S
ぎ
弓
各
誌
－
a
n
g
u
e
s
i
・
l
d
？
e
u
r
。
p
か
e
n
・
－
e
芝
r
。
u
各
s
e
n
A
s
岩
．
C
e
旨
佃
厨
）
p
・
－
ヤ
ー
 
 

0
0
．
）
、
P
e
l
－
ぎ
氏
は
之
を
ソ
グ
ド
語
の
如
き
イ
ラ
ン
語
系
に
属
す
る
他
の
言
語
に
封
比
す
れ
ば
著
し
く
異
っ
て
を
が
そ
 
 

の
特
徴
か
ら
推
定
せ
ば
明
か
に
イ
ラ
ン
語
系
の
一
種
で
あ
る
と
い
ふ
見
地
か
ら
、
之
に
束
方
イ
ラ
ン
語
と
い
ふ
名
称
 
 

を
輿
へ
（
前
掲
同
氏
論
文
六
頁
）
l
L
已
慧
及
び
苧
n
。
W
両
氏
は
之
が
イ
ラ
ン
語
を
根
基
と
し
て
一
曾
る
事
は
認
め
得
 
 

ら
れ
る
が
、
甚
だ
印
度
の
語
風
に
影
響
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
観
て
、
西
暦
紀
－
空
別
第
二
世
紀
頃
印
度
侵
入
を
始
め
 
 

た
ら
し
い
塞
（
S
a
k
a
）
民
族
の
用
語
を
考
定
し
（
S
・
d
・
只
・
増
・
A
・
d
・
ノ
ア
ー
≡
0
0
）
S
・
0
0
芦
G
賢
董
G
O
－
・
A
n
ヂ
 
 

忘
－
沌
、
弾
雲
こ
●
）
、
欝
竿
H
「
｝
】
賢
i
－
－
氏
は
之
を
以
て
イ
ラ
ン
誇
と
な
し
、
中
亜
螢
見
の
長
光
風
語
文
書
の
奥
書
に
記
 
 

さ
れ
て
を
る
き
彗
へ
郎
J
ト
戟
糞
尿
（
碧
k
－
1
…
官
）
の
言
語
に
粕
嘗
す
る
も
の
と
考
足
し
、
更
に
祝
儀
羅
民
族
は
中
亜
に
 
 
 



在
っ
て
此
の
言
語
を
用
ゐ
た
の
み
な
ら
す
、
往
古
よ
り
子
尉
の
近
傍
に
任
し
て
土
爾
其
斯
坦
の
ア
ー
ル
ヤ
語
を
話
せ
 
 

し
こ
と
．
畳
霜
（
只
身
篭
葛
）
王
朝
は
即
ち
戟
貨
羅
で
あ
つ
て
、
そ
の
杯
洗
と
し
て
用
ゐ
た
m
巴
1
ぎ
ー
1
S
臣
∵
は
偶
そ
の
用
 
 

語
が
こ
～
に
所
謂
寧
彗
へ
と
同
一
甘
る
事
を
示
せ
る
畢
又
鱒
鳴
（
謬
－
h
h
）
は
親
貨
産
に
従
属
し
、
そ
の
用
語
は
 
 

汲
斯
朝
廷
の
言
語
と
似
通
ふ
て
を
つ
た
事
、
僻
又
土
爾
斯
坦
の
ア
ー
ル
ヤ
語
は
波
斯
語
に
接
近
せ
L
事
な
ど
を
指
摘
 
 

し
丁
最
後
に
こ
の
言
葉
を
以
て
潮
謬
せ
ら
れ
た
「
能
断
金
剛
経
」
の
中
に
あ
る
u
↑
2
P
y
2
d
ビ
㌢
と
い
ふ
文
字
は
古
代
 
 

波
新
語
の
A
l
－
r
a
m
a
乳
担
現
代
汲
斯
語
の
O
r
巨
p
Z
d
に
舶
督
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
害
買
岩
室
竃
出
版
の
原
本
に
於
 
 

て
，
は
之
に
相
督
す
る
文
字
が
s
冒
竃
（
太
陽
）
と
な
♭
、
明
か
に
乳
首
P
と
同
一
な
る
事
を
示
し
て
を
る
か
ら
∵
こ
の
 
 

言
葉
の
使
用
者
は
印
度
の
乳
首
a
に
舶
督
す
る
紳
と
し
て
ゾ
ワ
ァ
ス
ク
ー
敦
の
紳
を
知
っ
て
を
つ
た
に
違
ひ
な
く
、
 
 

且
貴
霜
諸
王
の
貸
借
中
ア
。
エ
ス
ク
経
の
赫
々
の
像
智
打
出
し
た
も
の
が
存
す
る
か
ら
、
こ
の
言
語
は
貴
霜
王
朝
の
使
 
 

用
し
た
親
貨
麗
語
（
愚
兄
見
彿
典
に
所
謂
き
彗
へ
で
あ
ノ
つ
て
、
声
呂
已
－
弓
や
S
i
e
g
及
び
S
i
2
g
】
i
n
g
諸
氏
の
所
謂
 
 

ゴ
）
つ
訂
乳
s
註
で
は
な
い
）
で
あ
る
と
断
定
し
た
（
ぎ
l
－
え
i
n
 
d
e
－
忘
憂
d
ぎ
i
e
 
I
n
－
忘
r
i
巴
2
d
爪
0
0
S
c
i
e
n
ま
d
e
S
㌃
諾
す
s
▲
 
 

b
O
弓
g
こ
茎
鵠
こ
）
p
・
－
0
0
雪
男
I
b
i
d
e
m
こ
苦
¢
こ
J
℃
・
彗
¢
持
）
。
以
上
の
外
胃
O
e
r
－
・
1
2
氏
は
こ
の
言
葉
の
中
に
は
不
明
な
多
 
 

少
の
外
的
要
素
を
留
め
て
を
る
け
れ
ど
も
．
そ
の
大
部
分
は
イ
ラ
ン
語
と
し
て
説
明
の
出
水
る
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
 
 

之
は
僅
か
に
イ
ラ
ン
語
で
あ
る
と
断
定
し
、
そ
の
外
的
要
素
の
存
在
は
イ
ラ
ン
語
と
選
っ
た
形
式
の
言
葉
を
使
用
し
 
 

た
人
種
が
イ
ラ
ン
語
を
借
っ
た
焉
か
．
さ
も
な
く
ば
イ
ラ
ソ
語
が
他
の
言
葉
の
影
響
一
ピ
受
け
て
多
少
改
獲
せ
ら
れ
た
 
 

丙
域
併
教
の
研
究
 
 
 



二
六
〇
 
 

西
域
沸
教
め
研
究
 
 

焉
か
、
い
づ
れ
か
の
場
合
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
推
測
し
、
彼
自
ら
は
後
者
の
場
合
を
以
て
唯
一
適
普
な
説
明
と
考
 
 

足
し
た
の
で
あ
る
（
へ
害
a
n
u
汚
r
i
p
t
R
e
m
已
n
敬
○
＝
】
」
」
・
√
－
）
p
・
誓
忘
「
⊥
岩
・
）
。
而
し
て
彼
は
こ
の
言
語
を
千
閲
語
と
呼
ん
 
 

だ
の
で
あ
る
が
（
同
上
書
満
諭
一
二
頁
）
、
賓
除
こ
の
言
語
が
手
隙
を
中
心
と
し
て
塔
里
木
盆
地
の
商
連
一
帯
の
地
に
 
 

行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
此
の
種
の
文
書
が
粟
特
語
の
そ
れ
と
同
じ
く
此
の
通
路
に
捗
っ
て
螢
見
せ
ら
れ
た
単
に
依
っ
 
 

て
澄
明
し
得
ら
れ
る
ば
か
♭
で
な
く
、
（
J
・
R
・
A
・
S
・
こ
芝
○
ち
・
0
0
誓
韓
こ
芝
】
、
p
p
・
誓
蕗
持
－
怠
可
持
し
燥
燈
地
方
に
 
 

於
て
す
ら
之
が
賓
際
的
に
畢
修
せ
ら
れ
た
事
は
同
地
方
に
於
て
此
の
語
の
字
母
表
が
費
見
せ
ら
れ
た
事
に
依
っ
て
断
 
 

定
す
る
事
が
出
水
る
の
で
あ
る
（
蒜
り
r
i
n
d
i
P
、
I
l
・
p
・
空
中
）
。
か
や
う
に
此
の
言
語
が
子
閲
を
中
心
と
し
て
清
里
木
 
 

盆
地
商
連
の
通
路
に
行
は
れ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
之
室
†
観
（
舌
代
和
蘭
）
語
と
名
け
る
の
が
最
も
邁
昏
で
あ
ら
う
。
 
 
 

之
を
要
す
る
に
ロ
イ
マ
ン
氏
を
除
い
て
は
此
の
千
囲
語
が
イ
ラ
ン
語
系
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
総
て
の
単
 
 

著
の
一
致
せ
る
見
解
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
言
語
で
書
か
れ
た
彿
典
は
粟
七
語
の
そ
れ
と
同
じ
く
燦
痩
の
千
彿
洞
に
 
 

於
て
、
ぺ
リ
ヨ
ー
氏
に
よ
つ
て
多
数
螢
見
せ
ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
「
無
量
寄
経
し
（
A
p
岩
山
m
i
t
碍
子
s
ぎ
エ
「
能
断
金
側
 
 

経
L
（
つ
首
琶
註
註
k
£
旨
エ
「
金
光
明
経
L
（
S
ヨ
a
r
卓
握
⊇
亭
諒
苧
賢
r
p
）
及
び
「
一
首
五
十
頚
般
若
披
羅
蜜
多
経
L
（
A
d
‘
 
 

l
l
竃
r
d
h
罫
t
家
宣
昼
茸
l
警
l
告
ぎ
・
乳
ぎ
⊇
）
と
考
足
せ
ら
れ
得
る
も
の
、
そ
の
他
未
確
定
で
は
あ
る
が
ま
と
し
て
大
桑
経
 
 

典
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
（
昌
竃
n
l
ヱ
‥
写
芦
家
乳
官
R
e
m
p
訂
○
『
寧
〉
L
こ
）
p
・
写
r
諾
¢
、
∞
S
∵
S
訂
…
n
・
S
e
r
i
n
d
i
㌘
、
 
 

I
T
－
p
●
芝
サ
ロ
望
i
C
t
∵
串
n
d
u
i
s
m
 
a
n
d
皆
告
h
i
讐
㌧
I
i
I
）
p
・
－
芦
）
。
 
 
 



然
ら
ば
之
等
価
奥
の
言
語
は
果
し
て
如
何
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
此
の
問
題
に
対
し
て
は
止
に
紹
介
 
 

し
た
や
う
に
既
に
二
種
の
見
解
が
蓉
表
せ
ら
打
て
を
る
。
そ
の
一
は
塞
種
即
ち
S
計
民
族
の
用
語
と
見
る
も
の
、
 
 

他
は
之
に
反
し
て
貴
霜
族
の
用
語
と
見
る
詭
で
あ
つ
て
、
之
等
雨
読
も
彼
等
両
民
族
が
印
度
へ
侵
入
し
て
そ
こ
に
ま
 
 

樺
を
確
立
し
た
こ
と
ほ
疑
を
容
れ
な
い
史
賓
で
あ
ト
、
印
度
侵
入
以
前
彼
等
が
酪
だ
し
く
イ
ラ
ン
文
化
の
影
響
を
破
 
 

っ
て
を
つ
た
事
は
印
度
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
地
方
に
於
て
螢
見
せ
ら
れ
た
彼
等
の
貨
幣
及
び
副
文
に
現
は
れ
て
を
る
王
名
 
 

稀
波
及
び
地
名
が
多
く
イ
ラ
ン
語
に
属
し
て
努
9
1
と
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
♭
、
従
っ
て
印
度
侵
入
後
彼
等
の
言
語
 
 

が
イ
ラ
ン
語
の
印
度
語
化
し
た
古
代
干
図
譜
に
似
通
ふ
た
語
風
と
な
つ
た
で
あ
ら
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
僻
ま
た
彼
 
 

等
が
彿
数
信
者
で
あ
つ
た
こ
と
な
ど
か
ら
考
察
す
る
と
一
基
種
が
彿
致
の
戚
化
に
浴
し
て
ゐ
た
こ
と
に
就
い
て
は
 
 

何
等
史
乗
に
侍
は
つ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
が
、
≠
註
寧
に
於
て
登
見
せ
ら
れ
た
銅
版
の
銘
に
 
P
註
k
p
と
名
く
る
太
 
 

守
が
宰
）
g
p
大
王
の
七
十
八
年
増
呂
罵
m
u
∽
の
月
の
初
五
日
に
彿
舎
利
を
祭
っ
て
巽
南
を
斬
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
 
 

弦
に
所
謂
害
○
撃
大
王
が
貨
幣
に
現
は
れ
て
を
る
 
旨
P
即
ち
西
暦
紀
元
前
一
二
〇
年
頃
印
度
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
に
侵
 
 

入
し
て
ー
n
d
？
哲
k
p
王
朝
を
創
立
し
た
試
買
e
S
王
と
同
一
人
で
あ
る
こ
と
は
一
般
畢
界
の
確
認
す
る
所
で
あ
つ
て
、
 
 

害
O
g
p
王
が
す
で
に
塞
民
族
で
あ
る
以
上
は
彼
の
徒
臣
た
る
諾
t
i
k
p
も
亦
同
族
と
看
倣
し
て
然
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
 
 

塞
民
族
の
一
部
も
夙
に
彿
教
徒
と
な
つ
て
ゐ
た
と
推
定
し
て
差
支
な
い
。
－
1
ユ
の
な
が
ち
枚
接
の
な
い
臆
測
と
は
い
 
 

は
れ
な
い
け
れ
共
、
彼
等
民
族
の
用
語
を
以
て
直
ち
に
手
駒
語
と
看
倣
し
得
べ
き
必
然
の
理
由
を
馨
見
す
る
こ
と
が
 
 

西
域
沸
教
の
研
究
 
 
 



二
六
二
 
 

西
域
彿
教
の
研
ヂ
 
 

出
凍
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
彼
等
が
何
れ
の
時
代
如
何
な
る
目
的
曽
以
て
子
猫
地
方
へ
移
住
し
凍
っ
た
か
と
い
ふ
こ
 
 

と
も
判
明
し
な
い
の
で
あ
る
。
惟
ふ
に
子
閲
語
は
粟
七
語
の
や
う
に
他
の
地
方
の
民
族
の
用
ゐ
た
言
語
そ
の
ま
ゝ
が
 
 

此
の
地
方
へ
移
さ
れ
た
も
の
と
観
る
よ
り
も
、
寧
ろ
此
地
方
に
於
て
成
立
し
番
達
し
た
特
殊
の
言
語
と
観
る
方
が
安
 
 

嘗
で
は
ぁ
る
ま
い
か
。
玄
共
が
そ
の
「
西
域
記
」
第
十
二
に
於
け
る
干
閲
囲
の
備
に
『
文
字
憲
章
車
準
印
畢
微
改
；
 
 

燈
勢
り
租
有
三
治
草
り
』
と
博
へ
た
こ
と
は
千
閲
語
経
典
の
書
健
が
印
度
笈
多
（
G
u
管
工
王
朝
の
書
憶
の
礎
形
し
た
も
の
で
 
 

あ
る
事
賓
に
一
致
し
て
を
る
か
ら
（
珂
O
e
r
ロ
l
e
∴
宣
旨
u
s
鼓
】
嵐
】
ぎ
m
已
…
＝
詫
∴
声
∴
r
－
－
Ⅰ
已
き
）
p
・
舛
〓
ご
、
彼
が
こ
 
 

れ
に
次
い
で
還
拍
畢
諸
観
己
と
記
し
た
こ
と
も
子
閲
語
の
特
異
性
の
事
賓
を
嘉
し
た
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
記
事
に
依
 
 

れ
ば
、
千
閲
が
そ
の
陶
に
於
て
地
図
と
異
っ
た
覇
時
の
言
語
を
構
成
し
た
こ
と
は
柄
か
で
あ
つ
て
、
今
問
題
と
し
て
 
 

を
る
手
簡
語
が
即
ち
そ
の
猫
特
の
言
語
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

抑
干
閲
原
住
民
が
阿
輪
迦
大
王
の
時
代
以
後
夙
に
印
度
ゴ
軋
彗
方
面
か
ら
移
住
し
凍
っ
た
印
度
人
で
あ
る
こ
と
 
 

は
、
干
鰭
建
国
の
侍
説
に
徹
し
て
も
（
「
西
域
記
」
第
十
二
及
び
「
慈
恩
侍
」
第
五
）
、
前
述
し
た
両
地
間
の
交
通
政
治
及
 
 

び
文
化
的
関
係
に
基
い
て
考
察
し
て
も
承
認
し
得
る
所
で
ぁ
る
。
而
し
て
粟
七
人
が
商
貿
の
目
的
を
以
て
西
暦
紀
元
 
 

前
後
か
ら
東
方
土
爾
其
斯
坦
の
南
方
に
樽
任
し
、
そ
の
後
沸
教
宣
布
の
目
的
を
以
て
支
那
本
土
に
ま
で
進
み
凍
ら
、
 
 

彼
等
の
言
語
が
塔
垂
木
盆
地
の
商
連
一
帯
か
阜
燦
痩
に
垂
る
ま
で
一
埠
の
通
用
語
と
な
つ
た
こ
と
に
就
い
て
も
既
に
 
 

詳
説
し
た
朗
で
あ
る
。
か
や
う
に
東
七
人
が
夙
に
行
商
の
た
也
東
方
へ
移
動
し
た
と
す
れ
ば
、
粟
七
人
囲
L
そ
の
頃
 
 
 



域
を
接
し
・
而
も
粟
七
閑
人
と
同
℃
く
商
貿
に
長
じ
た
イ
ラ
ソ
語
族
た
る
安
息
固
（
P
邑
1
㌻
）
人
も
亦
彼
等
と
共
に
 
 

東
方
へ
行
商
し
た
こ
と
は
推
定
す
る
七
難
く
な
い
。
 
 
 

支
部
に
所
謂
安
息
と
は
西
紀
前
二
五
〇
年
頃
波
斯
の
北
部
に
鴨
起
し
て
謬
r
家
p
王
国
を
建
設
し
た
A
r
s
F
a
k
p
王
 
 

朝
の
名
智
者
焉
し
た
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
王
国
が
支
部
へ
知
ら
れ
た
頃
（
西
紀
前
一
二
六
年
）
に
は
こ
の
王
国
は
温
か
 
 

南
方
に
勢
力
を
輝
張
し
ー
そ
の
後
パ
ク
ト
リ
ア
中
原
の
大
部
分
を
占
有
し
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
に
も
そ
の
主
権
を
確
立
し
 
 

た
ほ
ど
の
大
国
と
な
り
、
西
暦
第
一
世
紀
の
初
期
に
至
る
ま
で
高
附
（
舛
賢
u
l
）
地
方
に
太
守
を
置
い
て
之
を
監
領
せ
 
 

し
め
た
の
で
あ
る
。
か
や
う
に
安
息
閲
は
政
治
上
大
勢
力
が
あ
つ
た
ば
か
り
で
な
く
、
「
史
記
」
大
宛
侍
安
息
固
の
傑
 
 

に
「
其
夢
小
犬
数
百
城
越
方
数
千
畢
最
多
大
国
臨
二
娼
水
】
（
烏
孫
水
A
m
已
D
弓
y
且
右
高
氏
南
軍
用
垂
及
壁
 
 

行
毎
圃
或
数
千
里
」
と
記
し
て
あ
る
や
う
に
、
安
息
聞
入
は
行
商
の
焉
本
国
を
離
れ
て
邁
か
遠
方
の
観
々
へ
出
か
け
 
 

た
の
で
あ
る
。
賓
に
此
の
固
は
東
西
貿
易
の
中
心
地
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、
夙
に
印
度
及
び
此
の
固
を
経
て
 
 

造
か
欧
州
へ
輸
入
せ
ら
れ
て
ゐ
た
支
那
産
の
絹
布
紺
綜
は
特
に
西
尾
馬
人
の
珍
菓
す
る
所
と
な
タ
、
黄
金
と
重
量
を
 
 

同
じ
う
し
て
貿
易
し
た
ほ
ど
で
あ
つ
て
．
従
っ
て
羅
馬
は
支
部
と
使
樽
を
通
せ
ん
と
欲
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
束
 
 

境
に
位
し
た
安
息
東
貸
貿
易
の
利
を
聾
噺
せ
ん
と
欲
し
て
放
ら
に
遮
っ
て
羅
馬
の
使
者
を
束
土
に
到
ら
し
め
な
か
っ
 
 

た
と
同
時
に
、
支
那
の
使
者
を
も
西
土
に
逢
せ
し
め
な
い
や
う
に
企
て
た
こ
と
は
永
元
九
年
（
西
暦
九
七
年
）
甘
英
が
 
 

斑
超
の
命
に
徒
ひ
漠
の
威
勢
を
西
方
に
接
仮
す
る
目
的
を
以
て
大
乗
人
S
苫
1
）
に
使
し
、
安
息
の
西
境
催
支
に
達
し
 
 

●  

西
城
沸
教
の
研
究
 
 
 



西
域
悌
教
の
研
究
 
 

二
六
四
 
 

て
披
斯
港
南
ま
で
到
っ
た
が
、
安
息
の
船
人
は
航
海
の
困
難
を
誇
張
し
て
彼
を
還
ら
し
め
た
こ
と
に
よ
つ
て
知
る
こ
 
 

と
が
出
水
る
。
か
や
う
に
安
息
人
は
革
袋
貿
易
業
を
濁
占
し
て
を
つ
た
関
係
上
、
商
品
蒐
集
の
た
め
東
七
人
よ
り
も
 
 

寧
ろ
早
〈
極
東
に
向
つ
て
進
馨
し
て
を
つ
た
と
観
ね
ば
な
ら
ぬ
。
少
〈
と
も
彿
数
倍
道
の
た
め
安
息
人
が
粟
七
人
よ
 
 

り
も
早
′
、
支
那
に
赴
い
た
こ
と
は
支
部
の
経
儀
及
び
借
侍
に
よ
つ
て
澄
明
す
る
こ
と
が
出
水
る
。
脛
銀
の
上
で
は
直
 
 

接
康
居
図
（
粟
七
地
方
を
含
む
）
か
ら
支
那
に
凍
っ
た
課
程
者
と
し
て
一
人
も
記
さ
れ
て
を
ら
な
い
け
れ
畢
西
暦
一
 
 

入
七
年
洛
陽
に
於
て
「
閑
地
獄
事
経
」
を
侍
謬
し
た
沙
門
康
臣
は
、
お
そ
ら
く
粟
七
人
で
J
の
り
、
一
西
暦
一
九
四
年
か
 
 

ら
五
ケ
年
間
に
洛
陽
に
於
て
小
乗
経
典
六
都
丸
巷
を
謬
出
し
た
庚
孟
詳
、
西
暦
二
四
七
年
建
都
に
凍
っ
て
奥
ま
孫
樺
 
 

の
綜
依
を
受
け
、
大
乗
経
典
七
部
二
十
巷
を
謬
出
し
、
初
め
て
南
支
に
沸
教
の
基
礎
を
築
き
あ
げ
た
康
博
曾
、
そ
の
 
 

他
西
暦
二
車
一
年
洛
陽
に
於
て
「
無
量
琴
経
L
「
郁
伽
長
者
所
閉
経
」
「
四
分
雑
汚
磨
」
を
澤
出
し
た
康
借
鎧
な
ど
は
直
 
 

接
康
居
固
か
ら
支
那
に
凍
っ
た
人
々
で
は
な
い
が
、
そ
の
先
租
若
く
は
そ
の
両
親
が
商
質
そ
の
他
の
事
情
の
た
め
支
 
 

部
へ
移
住
し
た
庚
属
国
人
 
－
賞
は
粟
七
人
の
子
孫
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
文
献
に
徹
す
る
限
り
、
粟
七
人
と
考
足
 
 

し
得
る
沙
門
で
支
部
に
侍
遺
し
た
第
一
人
者
は
康
臣
で
あ
る
が
、
安
息
固
の
沙
門
は
彼
よ
り
も
約
四
十
年
前
す
で
に
 
 

支
那
に
凍
っ
て
侍
謬
事
業
l
こ
徒
謁
し
た
の
で
あ
る
。
即
ち
支
那
に
於
て
奥
の
意
味
の
最
初
の
謬
経
者
の
一
人
た
る
安
 
 

息
闘
沙
円
安
些
局
は
西
暦
一
四
人
年
洛
陽
に
凍
っ
て
賓
積
部
に
屈
す
る
大
乗
経
典
及
び
阿
合
部
に
威
す
る
小
森
経
典
 
 

の
多
数
を
謬
出
し
た
の
で
あ
る
。
彼
に
次
で
西
暦
一
入
一
年
同
地
に
凍
っ
て
抄
門
蕨
彿
調
と
共
に
前
者
に
比
し
て
は
 
 
 



少
数
で
あ
つ
た
が
同
種
類
の
彿
典
を
侍
詳
し
た
安
葛
 
西
暦
二
五
四
年
同
地
に
凍
っ
て
「
曇
無
徳
沌
磨
」
を
謬
出
L
 
 

た
曇
無
諦
な
ど
は
い
づ
れ
も
安
息
閑
人
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
安
息
国
人
が
粟
七
国
人
よ
り
も
ー
屏
早
く
支
那
 
 

へ
布
教
し
た
事
賓
に
基
い
て
考
へ
て
も
、
又
前
者
が
後
者
よ
り
も
ー
屠
早
く
極
東
へ
行
商
す
べ
き
境
遇
に
在
っ
た
尊
 
 

か
ら
察
し
て
も
．
安
息
国
人
が
西
暦
紀
元
前
後
粟
七
国
人
よ
り
も
発
き
に
、
少
く
と
も
粟
七
隣
人
と
相
前
後
し
て
塔
 
 

里
木
盆
地
の
商
連
に
凍
っ
た
事
は
普
然
推
定
し
得
る
所
で
あ
る
。
而
し
て
彼
等
は
そ
の
高
遠
に
於
け
る
交
通
の
要
衝
 
 

で
あ
■
つ
て
、
而
も
商
業
上
生
活
上
最
も
好
適
な
千
閲
の
地
を
選
ん
で
此
靂
に
定
住
し
、
先
住
民
た
る
印
度
人
と
接
近
 
 

し
結
婚
し
て
年
月
を
経
過
す
る
問
に
、
E
d
e
r
s
 
及
び
 
内
昌
。
W
両
氏
の
所
謂
甚
だ
し
く
印
度
の
語
夙
に
影
響
せ
ら
 
 

れ
た
イ
ラ
ン
語
、
即
ち
印
度
イ
云
ノ
ン
語
と
も
耕
す
べ
き
子
園
地
方
猫
特
山
言
語
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
 
 
 

現
今
の
和
聞
入
の
血
液
中
に
主
と
し
て
印
度
人
及
び
イ
ラ
ン
人
丙
血
統
の
流
れ
て
を
る
こ
と
は
、
↓
・
A
・
J
O
）
、
e
e
 
 

氏
が
∽
訂
i
n
氏
の
提
供
し
た
研
究
資
料
に
基
い
て
認
定
し
た
結
論
に
赦
し
て
も
明
か
で
あ
つ
て
、
氏
は
一
九
〇
三
年
 
 

番
行
の
「
人
類
畢
曾
院
難
詰
」
（
J
・
A
・
Ⅰ
・
）
に
於
て
、
和
艶
の
人
比
は
印
度
イ
ラ
ン
民
族
の
血
統
を
基
本
と
し
て
、
康
 
 

弁
か
土
爾
其
民
族
の
血
統
を
混
じ
て
を
る
こ
と
を
報
告
し
た
（
へ
A
n
c
i
e
n
t
K
h
′
、
t
a
n
∴
写
－
た
丁
⊥
岩
）
。
か
～
る
人
種
研
 
 

究
の
結
果
に
依
っ
て
も
．
干
潮
固
の
人
民
が
印
度
人
及
び
イ
ラ
ン
人
の
混
合
種
で
あ
つ
た
こ
と
を
知
－
り
得
る
と
同
時
 
 

に
其
の
言
語
の
由
雄
を
も
窺
ふ
こ
と
が
出
凍
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
和
樹
人
が
幾
分
土
爾
其
人
の
血
統
を
受
け
て
を
 
 

る
と
い
ふ
こ
と
は
、
或
は
大
月
氏
民
族
の
血
が
混
じ
た
眉
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
大
月
氏
民
族
が
如
何
な
る
入
梅
 
 

西
域
併
教
の
研
究
 
 
 



二
六
六
 
 

西
域
沸
教
ゐ
研
究
 
 

に
属
す
る
か
は
畢
界
未
決
の
問
題
で
あ
る
が
、
支
那
の
正
史
に
随
ふ
限
り
彼
等
は
土
爾
英
人
種
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
 

而
し
て
迦
膵
色
迦
王
の
時
代
に
は
干
閲
地
方
も
大
月
氏
図
の
勢
力
範
囲
と
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
は
必
す
や
 
 

こ
の
地
方
に
入
込
ん
で
定
住
し
、
干
閲
閑
人
の
中
へ
多
少
彼
等
の
血
を
混
じ
た
に
達
ひ
な
い
。
殊
に
彼
等
は
安
息
閲
 
 

の
沙
門
と
共
に
極
東
に
向
つ
て
宗
教
的
活
動
を
演
じ
た
事
は
著
し
い
事
賓
で
あ
る
。
、
従
っ
て
和
園
地
方
か
ら
費
掘
せ
 
 

ら
れ
た
梵
文
彿
典
中
に
は
大
月
氏
人
が
支
部
へ
侍
へ
た
経
典
と
同
種
の
も
の
が
砂
く
ぢ
い
の
で
あ
る
。
例
せ
ば
支
婁
 
 

迦
識
の
侍
謬
し
た
「
般
舟
三
昧
経
L
に
相
督
す
る
へ
字
乙
r
p
p
巴
守
邑
r
㌔
支
謙
の
澤
出
し
た
「
鹿
詭
無
量
門
奈
持
経
」
に
 
 

相
督
す
る
へ
A
n
邑
昌
u
k
h
苧
d
－
1
ぎ
且
－
法
護
の
停
滞
し
た
「
阿
美
末
書
薩
経
L
に
粕
督
す
る
へ
A
k
登
y
琶
p
t
i
・
S
芽
P
吋
－
 
 

な
ど
は
（
謬
e
r
n
一
e
こ
碧
雲
芸
■
i
p
t
謬
m
賢
…
『
芦
l
L
・
－
p
p
・
芸
－
芦
）
大
月
氏
固
か
ら
千
園
へ
将
乗
せ
ら
れ
た
も
の
 
 

で
あ
る
ら
し
い
。
僻
ま
た
欝
i
n
氏
が
尼
壊
滅
の
古
址
即
ち
現
今
の
ヨ
y
p
に
於
て
螢
掘
し
た
怯
樟
風
底
文
書
は
和
 
 

園
地
方
を
通
七
て
賓
際
生
活
及
び
政
令
組
織
の
所
有
方
面
の
事
件
に
関
係
し
て
を
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
書
髄
は
 
 

西
暦
紀
元
前
後
数
世
紀
問
歴
史
上
及
び
文
化
上
の
中
心
で
あ
つ
て
、
昔
時
久
し
く
大
月
氏
の
領
土
と
な
つ
 

曽
註
p
及
び
G
昌
d
h
首
p
地
方
に
特
有
な
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
（
へ
A
n
つ
i
e
n
t
舞
－
1
。
t
昌
㌧
ワ
一
声
）
、
こ
の
怯
樟
風
底
の
 
 

書
膿
も
多
分
大
月
氏
人
に
よ
つ
て
干
閑
地
方
へ
侍
へ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
 
 
 

千
観
閲
が
西
暦
第
五
世
紀
の
初
期
以
凍
純
大
衆
教
団
と
な
つ
た
こ
と
は
「
法
顕
侍
」
を
始
め
と
し
て
其
の
他
支
邦
 
 

人
の
印
度
放
行
記
に
依
っ
て
知
り
得
る
ば
か
ら
で
な
く
、
此
の
地
方
か
ら
馨
掘
せ
ら
れ
た
梵
文
経
典
及
び
傍
痙
に
於
 
 
 



て
馨
見
せ
ら
れ
た
千
閲
語
彿
典
の
殆
ん
ど
全
部
が
i
梵
文
「
法
句
経
㌧
ぎ
除
い
て
は
重
大
秦
荘
典
で
あ
る
こ
と
に
 
 

依
っ
て
確
め
る
こ
と
が
出
水
る
の
で
あ
る
。
最
初
小
乗
数
を
受
容
し
て
を
つ
た
子
開
園
人
が
如
何
な
る
理
由
で
か
く
 
 

純
大
乗
教
徒
と
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
惟
ふ
に
安
息
人
に
せ
よ
粟
七
人
に
せ
よ
絶
て
イ
ラ
ン
語
族
の
民
衆
は
生
凍
 
 

大
喪
致
に
対
し
て
興
味
と
信
仰
と
を
持
ち
得
る
人
種
で
透
っ
て
、
彼
等
が
支
部
へ
侍
へ
た
彿
典
中
大
乗
数
に
属
す
る
 
 

も
の
～
多
い
事
賓
に
徹
し
て
も
、
如
何
に
彼
等
が
大
乗
適
應
の
特
性
イ
で
具
へ
て
ゐ
た
か
を
推
察
す
る
こ
と
が
出
水
る
。
 
 

か
～
る
特
性
を
本
具
せ
る
イ
ラ
ン
人
種
が
子
観
閲
民
の
ま
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
は
大
乗
数
勃
興
以
 
 

後
印
度
摩
掲
陀
（
呂
a
撃
d
h
副
）
闘
犬
月
氏
観
及
び
安
息
固
か
ら
盛
ん
に
大
乗
数
経
の
輸
入
を
仰
い
で
、
之
等
を
動
静
し
 
 

た
と
同
時
に
、
そ
の
筆
葛
若
し
く
は
勅
謬
の
際
彼
等
自
ら
原
典
に
加
筆
し
、
更
に
進
ん
で
は
大
桑
経
典
を
創
作
す
る
 
 

に
至
っ
た
や
う
で
あ
る
。
子
闇
地
方
に
於
て
大
森
経
典
が
加
筆
せ
ら
れ
創
作
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
は
単
な
る
臆
測
 
 

で
は
な
く
、
確
賓
な
諭
接
を
提
示
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
簡
れ
る
と
多
数
の
頁
を
螢
さ
ね
ば
な
ら
な
い
 
 

か
ら
、
今
は
遺
憾
な
が
ら
省
略
し
て
、
他
日
の
横
合
に
譲
ら
う
。
 
 
 

以
上
論
述
し
た
所
に
依
っ
て
、
塔
里
木
盆
地
の
商
連
一
帯
の
地
は
西
暦
紀
元
前
後
か
ら
第
七
世
紀
頃
に
至
る
ま
で
 
 

宗
教
上
及
び
言
語
上
イ
ラ
ン
人
種
に
よ
つ
て
征
服
せ
ら
れ
て
を
っ
た
と
謂
ひ
得
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
そ
の
上
イ
ラ
ン
 
 

語
系
の
大
乗
経
典
が
砂
な
か
ら
す
費
見
せ
ら
れ
、
而
も
イ
ラ
ン
語
族
の
人
々
が
支
部
へ
彿
数
を
侍
へ
た
尊
貴
に
基
い
 
 

て
考
察
す
る
と
．
既
に
増
e
≡
。
t
氏
の
言
明
し
た
如
く
、
支
那
彿
典
中
に
存
す
る
沸
教
の
固
有
名
詞
並
に
術
語
の
舌
代
 
 

西
域
沸
教
の
研
究
 
 
 



／
 
 

西
域
沸
教
の
研
究
 
 

二
六
八
 
 

音
謬
中
に
は
イ
ラ
ン
語
の
仲
介
を
経
た
も
の
～
存
す
る
こ
と
は
昏
然
濠
想
せ
ら
れ
得
る
ば
か
ら
で
な
く
、
支
部
に
於
 
 

け
る
大
桑
沸
教
の
教
義
中
に
イ
ラ
ン
思
想
を
含
有
し
て
を
る
こ
と
も
亦
想
像
す
る
に
難
く
な
い
謬
で
あ
る
。
故
に
最
 
 

初
P
e
l
－
i
。
t
氏
に
よ
つ
て
唱
導
せ
ら
れ
（
へ
訂
s
㌻
旨
e
n
c
誌
i
r
a
n
i
e
n
蓋
e
n
A
s
訂
C
e
－
－
t
r
a
－
e
㌧
p
●
H
●
）
、
次
い
で
ぞ
】
く
～
計
 
 

ト
音
i
氏
に
よ
つ
て
ま
張
せ
ら
れ
（
「
龍
大
論
叢
」
二
百
五
十
競
所
載
「
偶
数
文
明
と
東
亜
の
人
文
」
八
－
九
頁
）
、
更
に
 
 

C
h
罵
訂
望
i
O
t
氏
に
よ
つ
て
詳
論
せ
ら
れ
た
（
．
亭
－
1
d
l
l
i
琶
a
n
d
賢
d
d
F
i
s
2
こ
l
l
）
p
p
・
鱒
〓
γ
－
由
P
）
阿
弼
陀
彿
並
l
こ
 
 

そ
の
西
方
博
士
思
想
の
イ
ラ
ン
本
源
詭
の
如
き
も
、
既
に
イ
ラ
ン
譜
で
書
か
れ
た
「
無
量
琴
経
」
が
馨
見
せ
ら
れ
、
又
 
 

イ
ラ
ン
民
族
の
二
高
僧
即
ち
安
些
尚
及
び
康
博
鎧
が
各
同
経
を
支
部
へ
侍
へ
た
ば
か
り
で
な
く
、
無
量
光
の
義
を
有
 
 

す
る
阿
浦
陀
軍
備
（
A
m
i
露
b
l
l
守
b
u
d
d
h
p
）
、
そ
の
西
方
浄
土
の
荘
厳
の
一
部
及
び
浄
土
往
生
の
因
た
る
願
求
稀
名
書
根
 
 

な
ど
の
思
想
と
共
通
す
る
表
現
が
汲
斯
の
ア
ゴ
ス
タ
経
に
於
て
認
め
得
ら
れ
る
こ
と
な
ど
に
依
っ
て
考
察
す
る
と
、
 
 

あ
な
が
ち
牽
強
附
魯
の
妄
見
と
し
て
一
笑
に
附
し
去
る
こ
と
は
出
凍
な
い
。
併
し
な
が
ら
「
無
量
寄
経
」
を
支
部
へ
 
 

侍
詳
し
た
者
は
イ
ラ
ン
民
族
の
二
高
偲
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
月
氏
・
印
度
・
亀
技
・
支
那
な
ど
の
十
人
の
彿
借
も
亦
 
 

各
そ
の
異
謬
を
出
し
た
の
で
あ
り
、
殊
王
「
観
無
量
革
経
」
及
び
「
阿
浦
陀
経
」
の
如
き
重
要
は
西
方
浄
土
敦
経
典
に
 
 

至
っ
て
は
、
イ
ラ
ン
語
族
の
彿
教
徒
に
よ
つ
て
侍
謬
せ
ら
れ
た
も
の
絶
え
て
な
く
、
又
渓
謬
以
外
の
「
無
量
書
経
」
と
 
 

し
て
は
手
簡
語
の
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
梵
本
も
蔵
語
謬
も
現
存
し
て
を
る
の
で
あ
ら
、
且
又
「
無
量
書
経
」
の
 
 

中
心
思
想
た
る
阿
滞
陀
彿
の
利
他
的
願
行
の
敦
説
の
如
き
は
イ
ラ
ン
古
布
の
栗
致
思
想
に
は
絶
え
て
無
い
所
で
ぁ
つ
 
 
 



で
、
こ
れ
は
既
に
腹
鰭
借
款
に
現
ほ
れ
て
を
る
彿
陀
の
衆
生
救
済
の
慈
悲
的
精
神
を
中
心
と
し
て
本
佳
讃
（
諌
t
訂
エ
 
 

に
於
け
る
菩
薩
の
徹
底
的
利
他
の
願
行
に
進
み
、
更
に
阿
閣
僚
の
本
願
思
想
と
開
聯
し
て
成
立
し
た
も
の
と
観
る
の
 
 

が
思
想
螢
展
の
自
然
的
過
程
で
属
ら
う
か
ら
、
「
無
量
書
経
」
の
中
心
観
念
は
印
度
の
宗
教
的
雰
囲
気
中
に
於
て
馨
達
 
 

し
た
も
の
と
推
定
す
べ
き
で
あ
る
。
但
し
そ
の
本
願
思
想
の
具
健
約
束
現
に
於
て
、
「
ア
ゴ
ス
ク
経
」
の
宗
教
文
字
に
 
 

影
響
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
守
は
れ
な
い
事
賓
と
し
て
承
認
せ
ね
ば
な
る
ま
い
と
思
ふ
。
 
 
 

更
に
樽
じ
て
東
方
土
爾
其
斯
坦
に
於
て
螢
見
せ
ら
れ
た
印
欧
語
の
彿
典
に
就
い
て
論
述
し
よ
う
。
こ
の
言
語
で
書
 
 

か
れ
た
備
典
は
塔
里
大
盆
地
の
北
遽
に
位
す
る
庫
車
及
び
吐
魯
番
地
方
に
於
て
馨
見
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
最
初
こ
 
 

の
言
語
は
内
．
宣
告
e
r
氏
S
茸
及
び
欝
g
l
i
n
g
両
氏
に
よ
つ
て
l
n
d
？
S
k
箋
l
㌻
人
た
る
≠
c
l
－
a
r
i
民
族
即
ち
支
 
 

那
に
所
謂
大
月
氏
民
族
の
用
語
と
看
倣
さ
れ
て
、
初
貨
羅
語
（
≠
k
l
喜
l
こ
と
名
け
ら
れ
（
∽
・
d
・
只
「
七
・
A
・
d
・
W
・
、
 
 

－
父
岩
－
S
．
芸
○
こ
害
∞
、
∽
●
芝
ヱ
、
F
り
u
m
呂
n
氏
に
よ
つ
て
南
方
の
「
北
方
ア
ー
ル
ヤ
語
」
と
呼
ば
れ
（
へ
N
彗
ぎ
r
d
・
 
 

邑
s
c
h
e
n
S
p
r
邑
l
e
u
n
d
巳
す
p
t
彗
－
∵
；
忘
－
鱒
・
鱒
P
）
、
I
」
鼓
e
r
s
氏
に
よ
つ
て
塞
語
と
耕
せ
ら
れ
た
け
れ
共
（
弾
d
・
只
・
 
 

P
．
A
．
d
．
W
．
こ
芝
∽
－
S
●
告
≡
・
）
l
之
等
は
い
づ
れ
も
言
語
畢
上
並
に
史
畢
上
根
接
薄
瘍
な
見
解
に
過
ぎ
な
か
っ
た
 
 

虜
、
一
般
畢
界
の
認
容
す
る
所
と
な
ら
な
か
つ
た
。
此
の
言
語
を
以
て
I
n
d
？
欝
箋
1
i
p
語
と
な
す
説
に
反
射
し
た
最
 
 

初
の
聾
者
は
S
t
㌫
γ
H
乞
s
訂
i
ロ
氏
で
あ
∵
り
（
評
】
・
d
e
－
、
A
e
乙
・
I
m
p
・
計
∽
・
d
e
警
」
㌣
－
琶
¢
も
p
・
皇
軍
）
、
又
之
を
 
 

以
て
I
l
l
d
？
l
計
l
語
と
な
す
見
解
を
反
駁
し
た
最
初
の
聾
者
は
呂
e
i
－
1
e
t
氏
で
あ
つ
て
、
氏
は
此
の
言
語
が
寧
ろ
歓
 
 

西
域
俳
致
の
研
男
 
 
 



羅
巴
語
に
接
近
せ
る
も
の
で
あ
今
1
と
を
力
説
し
た
（
こ
打
率
－
g
弓
扇
l
－
c
仇
】
呂
g
u
誌
i
－
を
島
亡
r
O
－
〕
ぎ
ー
ー
ー
1
S
 
t
r
O
t
l
急
e
0
0
e
n
 
 

A
s
打
C
苫
t
邑
e
√
p
p
・
P
－
リ
ー
ヱ
。
こ
の
詭
を
支
持
し
て
吏
に
∴
屠
精
確
に
諭
澄
し
た
畢
者
は
ぞ
l
歪
i
－
こ
」
晋
i
氏
で
 
 

あ
つ
て
、
氏
は
此
の
言
克
と
欧
洲
語
と
の
共
通
鮎
を
的
確
に
指
元
し
て
、
之
が
印
欧
語
 
－
 
殊
に
そ
の
基
本
は
イ
タ
 
 

ワ
ー
・
ケ
ル
ト
語
（
l
邑
？
C
e
】
t
i
雲
e
）
に
屈
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
澄
明
し
、
更
に
亀
在
国
が
西
暦
紀
元
前
印
欺
人
 
 

種
に
よ
つ
て
占
領
せ
ら
れ
て
を
つ
た
と
断
定
し
、
そ
の
言
語
庫
車
語
（
河
芸
t
〔
冨
e
－
1
）
と
名
け
た
（
J
・
A
・
－
－
芝
∽
こ
Ⅰ
・
 
 

l
）
・
巴
】
・
こ
・
声
A
・
S
・
こ
芝
♪
p
p
・
陀
澄
－
P
）
。
こ
の
言
語
が
印
欧
語
系
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
レ
ガ
イ
氏
の
 
 

言
語
畢
的
諭
澄
を
承
認
す
る
限
り
毒
し
も
疑
を
挿
む
鎗
地
は
な
い
。
而
し
て
此
の
言
語
が
塔
里
木
盆
地
商
連
に
於
け
 

る
粟
七
語
及
び
子
闇
語
と
同
じ
く
、
そ
の
北
遽
に
於
け
る
通
用
語
と
な
つ
て
を
つ
た
こ
と
は
、
ベ
リ
ヨ
一
成
が
庫
車
 
 

附
近
に
於
て
王
の
名
を
以
て
下
附
し
た
通
行
澄
券
の
断
片
を
移
し
く
馨
見
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
澄
明
す
る
こ
と
が
出
 
 

水
る
。
こ
の
通
行
澄
券
は
木
札
凍
以
て
造
り
、
文
面
を
内
側
に
し
て
、
二
葉
を
合
せ
て
封
印
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
 
 

の
言
語
で
書
か
れ
て
を
る
の
で
あ
る
（
「
現
代
沸
教
」
第
三
十
七
敬
一
五
頁
）
。
荷
又
こ
の
言
語
が
少
く
と
も
亀
鼓
観
の
 
 

数
園
内
に
於
て
生
き
た
言
葉
と
し
て
使
用
せ
ら
れ
て
を
つ
た
こ
と
は
、
レ
ガ
イ
氏
が
此
の
言
語
で
書
か
れ
た
梓
典
の
 
 

断
片
と
こ
れ
に
相
督
す
る
梵
本
と
を
比
較
し
て
断
定
し
た
所
で
あ
る
（
呂
竃
n
l
e
こ
冒
n
声
R
e
芦
e
f
声
P
、
p
・
－
こ
。
 
 

故
に
こ
の
言
語
の
性
質
如
何
に
拘
ら
す
、
か
や
う
に
之
が
庫
草
地
方
を
中
心
と
し
て
滑
俗
の
通
用
語
と
な
っ
て
を
つ
 
 

た
と
す
れ
ば
、
レ
ガ
イ
氏
の
提
示
し
た
や
う
に
之
を
庫
車
語
と
名
け
て
差
支
な
か
ら
う
。
但
し
之
を
軍
に
こ
車
語
庫
と
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呼
ぶ
こ
と
は
既
に
一
部
の
聾
者
に
よ
つ
て
懸
念
せ
ら
れ
て
を
る
如
く
、
現
代
庫
車
の
言
語
と
混
同
せ
ら
れ
る
展
が
な
 
 

い
．
で
も
な
い
（
－
i
東
洋
畢
報
L
第
十
三
巻
二
二
二
頁
）
。
こ
れ
は
和
闇
語
と
い
ふ
名
稀
に
就
い
て
も
亦
同
棲
で
あ
る
。
故
 
 

に
故
事
の
亀
彗
笈
び
子
闇
語
逐
以
て
之
等
を
示
せ
ば
現
代
語
と
混
同
せ
ら
れ
る
虞
は
な
い
け
れ
畢
之
等
の
漢
字
 
 

を
羅
馬
字
で
昔
寄
す
れ
ば
甚
だ
し
く
不
分
明
な
形
と
な
る
か
ら
、
寧
ろ
之
等
を
舌
代
庫
車
語
及
び
古
代
和
闇
語
と
明
 
 

示
し
た
方
が
通
普
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
 
 
 

亀
玄
語
即
ち
舌
代
庫
車
語
を
以
て
書
か
れ
た
傭
典
が
ま
と
し
て
小
乗
布
部
に
威
す
る
梓
の
断
片
及
び
小
乗
経
論
の
 
 

断
片
で
み
る
ば
か
り
で
な
く
、
廃
車
附
近
に
於
て
費
見
せ
ら
れ
た
梵
文
彿
典
の
大
部
分
も
亦
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
 
 

と
は
、
亀
落
語
及
び
亀
磋
固
彿
敢
の
研
究
上
特
に
注
意
す
べ
き
鮎
で
あ
る
．
。
 
 
 

今
日
ま
で
に
報
告
せ
ら
れ
た
鮎
鼓
語
渾
彿
典
中
、
梓
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
布
部
の
披
羅
提
木
叉
（
ヲ
註
m
e
村
里
 
 

即
ち
戎
本
の
汲
夜
提
（
p
畑
ま
i
）
－
J
・
R
・
A
・
S
・
こ
芝
∽
－
p
l
）
・
】
○
¢
－
芦
に
螢
表
さ
る
。
雇
什
謬
「
十
踊
梓
」
と
対
照
す
 
 

る
に
文
章
素
撲
に
し
て
内
容
簡
軍
漠
謬
よ
り
も
原
始
的
の
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
－
有
部
の
鷹
梓
た
る
「
十
議
樺
」
 
 

の
夜
夜
投
入
十
九
及
び
九
十
に
相
督
す
る
守
a
篭
獣
t
t
i
訂
と
『
旨
l
i
d
e
机
琶
．
箋
そ
の
他
布
部
梓
に
関
す
る
小
断
片
最
 
 

も
多
く
、
之
等
は
骨
庫
車
よ
り
程
遠
か
ら
ぬ
］
評
i
附
近
に
於
て
 
S
a
－
－
i
b
A
】
i
と
い
ふ
土
人
に
よ
つ
て
馨
見
せ
ら
れ
 
 

た
も
の
で
あ
る
（
芽
e
r
n
訂
こ
冒
l
u
S
・
R
e
t
n
 
C
↓
声
L
、
p
p
・
∽
雲
）
裟
ひ
、
讐
ヱ
。
次
に
経
と
し
て
は
「
法
句
経
L
（
D
l
－
a
r
・
 
 

ヽ
 
m
毒
乳
Å
の
塩
阻
部
品
（
≡
畠
l
苧
吉
r
g
旦
「
大
般
提
案
脛
」
（
已
p
首
｝
弓
i
I
・
i
r
急
琶
）
の
渾
提
桓
田
岡
（
野
村
r
P
p
r
を
エ
の
 
 

西
城
彿
敬
の
研
究
 
 
 



一
部
、
多
分
巴
利
「
雑
集
」
二
・
一
〇
六
頁
及
び
「
雄
阿
合
」
第
十
二
に
於
け
る
八
正
道
に
従
う
て
苦
滅
に
至
る
こ
と
 
 

を
舌
仙
人
造
に
従
う
て
古
城
に
達
す
る
こ
と
に
喩
へ
た
敷
設
に
舶
督
す
る
と
想
は
れ
る
。
「
古
城
比
喩
経
」
（
ぎ
g
罵
C
7
 
 

言
霊
ぎ
a
）
∵
J
の
他
大
乗
敦
に
属
す
る
「
悲
華
経
」
（
K
罵
眉
首
長
d
邑
k
…
ぎ
i
、
及
び
≠
G
】
ゴ
慧
氏
に
よ
つ
て
藤
本
 
 

か
ら
】
部
分
英
謬
せ
ら
れ
た
彿
徳
讃
歌
の
偏
頗
た
る
ゴ
宮
岩
首
h
買
P
r
琶
l
副
の
断
片
等
が
あ
る
。
更
に
諭
と
し
て
は
 
 

小
乗
故
に
属
す
る
「
十
二
因
縁
諭
L
へ
ヲ
註
官
∽
琶
u
t
p
監
守
紛
s
冒
p
）
及
び
「
念
庭
L
（
警
意
y
ロ
p
a
S
草
訪
n
エ
が
あ
る
。
そ
の
 
 

他
「
睨
陀
邦
」
の
註
群
書
た
る
亡
d
■
家
計
宗
吾
魔
界
の
説
に
関
す
る
断
片
∵
備
侍
を
中
心
と
す
る
物
語
及
劇
詩
な
ど
の
 
 

興
味
め
る
も
の
が
砂
く
小
甘
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
（
J
・
A
・
）
－
芝
】
ち
学
会
－
－
芦
J
・
l
㌣
A
・
㌢
－
三
組
こ
）
p
・
諾
○
－
∽
・
）
。
 
 

次
に
庫
事
附
近
に
於
て
螢
見
せ
ら
れ
た
梵
語
彿
典
を
馨
ぐ
れ
ば
、
先
つ
律
に
属
す
る
も
の
と
し
て
は
燭
逸
探
検
隊
 
 

が
庫
車
よ
り
程
遠
か
ら
ぬ
Q
y
註
に
於
て
費
見
し
た
石
部
の
比
丘
尼
戎
本
断
片
が
あ
り
、
ロ
 
W
邑
峯
m
…
d
t
氏
は
 
 

之
を
漢
語
及
び
戒
渾
と
対
照
研
究
し
て
、
そ
の
成
績
を
馨
表
し
（
へ
芽
ぐ
l
蒜
蒙
k
e
d
蒜
宰
．
苧
u
号
｝
已
t
i
宮
k
雀
d
e
s
S
守
 
 

－
ま
s
苧
峯
n
Ⅵ
㍉
－
諾
声
）
、
許
E
b
 
A
l
i
と
い
ふ
土
人
に
よ
つ
て
停
車
に
近
い
只
ト
・
1
y
p
及
び
J
i
温
已
諸
に
於
て
馨
見
せ
 
 

ら
れ
た
三
種
の
律
典
断
片
が
ぁ
り
、
H
c
e
r
n
l
e
氏
の
調
査
し
た
所
に
徒
へ
ば
其
の
第
一
は
乞
食
法
を
記
し
た
も
の
で
 
 

あ
つ
て
、
巴
漢
両
種
の
諸
梓
典
中
之
に
相
嘗
す
る
も
の
が
見
出
せ
な
い
け
れ
共
、
美
津
諾
「
根
本
説
一
切
布
部
高
一
掲
 
 

磨
」
第
十
巷
及
び
巴
利
梓
威
小
品
八
・
四
・
三
・
－
五
な
ど
は
塵
考
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
ふ
∵
り
、
そ
の
 
 

第
二
は
林
座
に
関
す
る
規
則
と
病
借
に
杖
蟹
持
た
し
め
る
か
否
か
の
規
則
を
記
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
懐
素
集
「
滑
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弼
磨
」
及
び
義
浄
詳
1
根
本
詭
一
切
布
部
盲
一
消
磨
」
に
は
之
に
相
督
す
る
個
所
が
見
出
さ
れ
、
而
し
て
こ
の
裏
面
の
記
 
 

事
に
最
も
近
い
も
の
は
巴
刺
梓
戎
小
品
五
．
二
四
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
め
り
、
そ
の
第
三
は
畢
に
戒
律
の
用
語
を
羅
 
 

列
し
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
（
芽
e
邑
e
こ
ぎ
t
声
R
e
m
・
亀
戸
｝
こ
琶
：
T
±
．
）
。
経
に
 
 

属
す
る
も
の
と
し
て
は
「
衆
集
経
L
（
野
宿
苧
賢
r
P
）
－
之
は
「
長
阿
合
L
第
八
衆
集
経
及
び
施
護
謬
「
大
衆
法
門
経
」
 
 

に
も
巴
利
「
長
集
」
三
・
三
三
に
も
一
致
せ
す
、
強
ひ
て
言
へ
ば
巴
利
の
方
が
深
澤
よ
り
も
之
に
近
い
と
い
ふ
こ
と
で
 
 

あ
る
。
－
「
阿
咤
那
膳
経
」
（
A
官
選
等
S
巳
r
p
）
－
之
は
巴
利
「
長
集
L
第
三
十
二
経
と
正
し
く
一
致
す
る
が
、
漢
渾
 
 

「
長
阿
合
」
に
は
之
を
映
く
。
l
－
1
1
優
波
離
経
」
（
q
p
挙
邑
r
p
）
－
・
之
は
巴
利
「
中
集
L
第
五
十
六
経
及
び
湊
謬
「
中
 
 

阿
合
L
育
三
十
三
優
嬰
堆
経
に
相
督
す
る
も
の
で
ぁ
る
が
、
漢
繹
に
は
よ
く
一
致
し
て
巴
利
に
は
一
致
せ
な
い
。
－
 
 

「
自
悉
経
L
（
亨
等
毒
．
眉
慧
詳
a
）
－
之
は
巴
剃
「
凍
集
L
一
・
八
に
一
致
す
る
。
－
「
月
喩
経
L
（
C
昌
d
r
書
七
a
m
芸
ぎ
エ
 
 
 

ー
 
之
は
巴
利
「
錐
集
L
迦
菓
部
室
二
十
経
及
び
求
邦
級
陀
羅
謬
「
難
阿
含
経
」
に
相
督
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
 
 

よ
り
も
後
者
に
よ
く
一
致
す
る
。
i
そ
の
他
二
部
の
断
片
が
あ
る
が
、
い
づ
れ
も
皆
阿
合
部
に
属
す
る
小
乗
経
典
 
 

ば
か
り
で
あ
る
。
之
等
は
発
き
に
紹
介
し
た
梵
文
律
典
と
同
じ
く
庫
単
に
近
い
 
夢
y
p
と
J
i
g
d
巴
i
k
と
に
於
て
費
 
 

見
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
H
。
e
r
n
訂
氏
は
之
等
の
本
文
を
前
掲
の
著
書
（
二
ハ
 
ー
 
四
七
頁
）
に
於
て
費
表
し
た
。
 
 

ヽ
 
な
ほ
此
の
地
方
に
於
は
れ
た
梵
文
彿
典
中
興
味
を
惹
く
も
の
は
摩
吐
里
制
咤
の
撰
に
係
る
「
一
首
五
十
詣
鎖
し
（
㌘
t
守
 
 

p
芦
安
！
執
㌻
t
i
k
守
S
蛋
r
p
）
及
び
「
四
百
讃
頚
」
（
臣
t
与
監
p
k
守
S
t
。
t
r
エ
の
多
く
の
断
片
が
庫
草
附
近
の
一
塩
已
i
打
に
於
て
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二
七
初
 
 

西
域
沸
教
の
研
究
 
 

の
み
な
ら
す
、
更
に
熔
煙
及
び
苧
O
r
p
に
於
て
む
恕
見
せ
ら
れ
た
こ
と
ゝ
、
漠
詳
に
於
て
は
馬
鴨
の
薯
と
し
て
樽
へ
 
 

ら
れ
て
を
る
「
大
荘
放
論
経
」
（
等
邑
賢
k
キ
ュ
が
鳩
摩
羅
駄
（
汽
已
急
き
家
法
）
の
撰
と
な
つ
て
を
る
梵
本
を
濁
逸
探
 
 

検
隊
が
庫
事
附
近
の
Q
宣
－
に
於
て
費
見
し
た
こ
と
ゝ
で
あ
る
。
前
者
は
H
§
n
l
e
氏
に
よ
つ
て
そ
の
各
部
の
断
 
 

片
が
研
究
費
表
せ
ら
れ
（
同
氏
前
掲
の
書
五
入
・
卜
八
二
頁
）
、
後
者
は
巳
己
e
r
Ⅵ
氏
に
よ
つ
て
精
査
出
版
せ
ら
れ
た
 
 

（
表
象
象
牙
許
d
e
r
内
首
呂
抑
m
眉
盲
i
k
さ
l
 
d
e
s
R
u
m
賢
旨
阜
－
慧
声
）
。
 
 
 

以
上
列
馨
し
た
亀
望
遠
彿
典
及
び
騒
在
国
流
行
の
梵
文
彿
典
竺
瞥
す
れ
ば
、
亀
技
固
に
於
て
小
乗
有
部
の
敦
 
 

勢
が
如
何
に
蛾
ん
で
あ
つ
た
か
を
推
想
す
る
こ
と
が
出
水
る
。
そ
の
梓
典
は
比
丘
及
び
比
丘
尼
の
戎
本
も
廃
木
も
亀
 
 

抜
本
梵
本
共
に
有
部
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
小
康
経
典
も
「
阿
咤
邦
肱
経
」
の
如
き
は
渡
遠
海
旭
氏
の
説
に
 
 

徒
へ
ば
漠
謬
「
長
阿
合
」
に
は
映
け
て
を
る
け
れ
共
、
石
部
に
威
す
る
「
十
詣
梓
」
に
之
が
大
経
の
一
と
し
て
奉
げ
ら
 
 

れ
て
を
る
か
ら
、
こ
の
梵
本
経
典
も
布
部
所
侍
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
庫
草
地
方
に
於
て
馨
見
せ
ら
れ
 
 

た
他
の
小
乗
経
典
も
有
部
所
侍
と
推
定
し
得
べ
く
、
而
も
そ
れ
等
の
多
く
が
漢
詩
「
串
阿
合
」
及
び
「
疲
阿
合
」
に
粕
 
 

督
し
て
精
確
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
等
の
漢
謬
阿
含
も
亦
布
部
所
博
の
も
の
と
考
定
す
る
こ
と
が
出
水
ぁ
 
 

の
で
あ
る
（
明
治
四
一
年
四
月
及
び
其
の
翌
年
二
月
螢
行
の
「
薪
彿
敦
L
）
。
勿
論
こ
の
観
の
彿
敢
が
最
初
か
ら
純
小
乗
 
 

で
な
か
っ
た
こ
と
は
既
に
説
い
た
所
で
あ
る
が
、
鳩
摩
羅
什
が
支
部
へ
去
っ
た
以
後
即
ち
西
暦
第
四
世
紀
末
菓
以
後
、
 
 

こ
の
囲
の
沸
教
は
漸
次
小
乗
に
向
ひ
、
玄
共
時
代
に
は
布
部
が
こ
の
固
の
敦
界
を
猶
占
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
 
 
 



る
。
然
ら
ば
此
の
固
に
於
け
る
敦
界
の
事
情
が
斯
く
も
一
慶
し
た
の
は
如
何
な
る
原
因
に
よ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
。
 
 

こ
れ
は
懐
か
に
祝
貨
罪
人
の
布
部
宣
侍
の
活
動
に
由
っ
た
も
の
と
信
す
る
。
弦
に
所
謂
祝
貨
罪
人
と
は
玄
英
の
「
層
 
 

域
記
」
第
一
勧
貨
凝
固
の
備
に
示
さ
 

（
宰
已
〒
k
u
s
l
｝
）
北
は
城
門
を
以
て
境
と
し
、
今
の
謬
l
k
】
l
を
中
心
と
し
た
地
方
に
任
し
た
民
族
を
指
す
の
で
あ
る
。
 
 

彼
等
が
夙
に
有
部
の
致
徒
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
諸
種
の
文
献
に
撤
し
て
明
か
に
知
る
こ
と
が
出
凍
る
。
即
ち
、
普
光
 
 

撰
述
の
「
倶
合
諭
記
」
巷
一
に
よ
る
と
土
火
羅
縛
燭
閲
（
玄
壁
の
所
謂
縛
嘱
と
同
じ
く
現
今
の
出
已
k
）
－
で
あ
る
）
の
 
 

法
膠
（
D
訂
r
m
獣
r
e
雀
1
㌻
達
磨
戸
利
帝
）
は
「
大
毘
婆
婆
論
」
の
大
要
を
書
い
た
「
阿
民
心
諭
」
四
巷
を
著
は
し
た
の
 
 

で
あ
り
．
「
開
元
叙
」
第
三
に
よ
る
と
兜
怯
動
国
人
曇
摩
難
提
（
望
1
昌
ヒ
a
－
｝
呂
d
㌻
・
）
は
西
暦
三
人
四
年
に
「
中
阿
合
」
 
 

五
十
九
巷
 
－
 
之
が
布
部
所
侍
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
説
し
た
。
1
を
謬
出
し
、
そ
の
翌
年
「
播
一
阿
合
L
五
十
 
 

巷
を
謬
了
し
、
而
も
彼
は
両
阿
合
を
閉
講
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
．
荷
彼
は
そ
の
後
六
年
を
経
て
「
借
伽
羅
 
 

刺
集
」
二
審
1
こ
の
序
に
よ
る
と
借
伽
羅
剃
（
S
已
厨
訂
r
旨
仰
エ
は
布
部
の
保
護
者
た
る
迦
賦
色
迦
王
の
師
で
あ
つ
 
 

た
。
－
1
を
朔
詳
し
た
の
で
あ
♭
、
‘
沙
門
造
泰
が
西
暦
四
二
四
年
葱
嶺
の
西
に
於
て
獲
た
「
毘
嬰
婆
諭
」
の
梵
本
を
涼
 
 

州
に
於
て
∵
そ
の
後
十
二
年
針
経
て
謬
出
し
た
浮
陀
扱
摩
（
賢
d
d
－
1
葛
篭
E
琶
）
は
「
染
付
侍
」
「
担
二
兎
記
集
L
を
始
 
 

め
と
し
て
真
の
他
の
脛
厳
に
は
皆
西
域
人
と
記
し
て
あ
る
け
れ
共
、
「
大
唐
西
域
求
法
高
僧
侍
」
巻
上
に
よ
る
と
、
彼
 
 

は
初
貨
産
国
人
で
あ
ら
、
「
第
二
河
東
都
大
麻
曾
目
藤
」
一
六
頁
及
び
「
網
元
藤
L
第
九
に
よ
る
と
西
暦
七
一
〇
年
義
渾
 
 

西
域
沸
教
の
研
究
 
 
 



二
七
六
 
 

西
域
係
数
め
研
究
 
 

が
「
根
本
譲
一
切
布
部
枇
奈
耶
尼
陀
耶
日
得
迦
振
頒
」
等
を
謬
出
し
た
際
、
梵
義
を
記
し
た
達
磨
末
磨
は
吐
火
鹿
の
 
 

大
穂
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
て
、
只
西
暦
六
人
五
－
七
〇
四
年
に
賓
叉
難
陀
と
共
に
大
乗
脛
典
を
詳
し
た
 
 

親
貨
羅
観
沙
円
浦
陀
山
一
人
を
除
い
て
は
、
係
数
関
係
書
に
侍
へ
ら
れ
て
を
る
 
碧
k
h
腎
p
固
の
沙
門
は
す
べ
て
有
 
 

部
畢
着
で
あ
つ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
彼
等
が
大
雪
山
を
越
え
て
布
部
の
■
根
墟
地
た
る
迦
浬
滴
凝
 
 

固
へ
赴
い
て
ゐ
た
こ
と
は
、
彼
等
が
此
の
圃
に
於
て
寺
院
を
建
立
し
た
こ
と
に
よ
づ
て
柄
か
で
あ
る
。
即
ち
西
暦
七
 
 

五
七
年
以
後
四
年
間
迦
浬
禰
展
に
留
畢
L
て
を
つ
た
悟
塞
が
此
の
地
に
於
け
る
有
名
な
寺
院
の
名
を
「
彿
説
十
力
経
」
 
 

の
序
文
中
に
侍
へ
を
る
が
、
そ
の
中
の
将
軍
寺
は
ス
タ
イ
ン
氏
の
言
ふ
所
に
よ
る
と
（
へ
只
仲
春
眉
p
〉
訊
C
h
r
昌
i
c
】
e
㌧
Ⅰ
く
）
 
 

望
】
．
）
K
已
F
眉
p
へ
R
督
t
a
r
眉
g
甘
i
）
に
記
さ
れ
て
を
る
（
〕
邑
k
u
琴
註
l
腎
p
 
に
相
督
す
る
も
の
で
ぁ
つ
て
、
漢
字
の
婿
 
 

（
t
s
ぎ
g
）
と
軍
（
k
i
u
n
）
と
は
哉
貨
薙
語
の
e
旨
と
K
層
と
智
音
葛
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
．
婿
箪
寺
は
突
厭
の
王
子
 
 

が
也
里
勒
寺
を
建
て
、
そ
の
皇
后
が
可
敦
寺
を
創
め
た
や
う
に
、
彼
等
朝
貨
雁
人
も
将
軍
寺
と
名
く
る
寺
院
を
建
立
 
 

し
て
、
此
虞
に
戟
貨
展
観
の
沙
門
が
留
錫
し
た
の
で
あ
ら
う
。
彼
等
が
迦
樫
浦
荘
園
へ
赴
い
た
の
は
布
部
の
教
義
畢
 
 

修
の
焉
で
あ
つ
た
ら
し
い
が
、
彼
等
が
東
方
土
爾
其
斯
坦
へ
凍
っ
た
の
は
全
く
偽
造
の
虜
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
席
 
 

亭
地
方
に
於
て
最
も
輪
奥
の
美
を
極
め
て
を
つ
た
ら
し
い
Q
y
註
の
千
彿
洞
は
彼
等
祝
貨
羅
人
が
西
暦
四
五
世
紀
以
 
 

後
七
五
〇
年
ま
で
の
間
に
創
設
し
た
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
壁
書
に
は
建
立
者
と
し
て
祝
糞
尿
の
貴
人
の
姿
が
現
は
 
 

さ
れ
、
朝
食
薙
語
を
以
て
F
こ
の
彿
陀
は
許
m
k
e
t
a
≦
 
の
手
に
よ
り
て
措
か
れ
た
り
L
と
い
ふ
銘
の
ぁ
る
木
板
上
の
 
 
 



三
彿
陀
婁
像
が
そ
の
一
つ
の
洞
窟
寺
院
か
ら
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
I
b
・
C
β
こ
寧
－
d
d
h
i
賢
S
p
警
・
i
－
1
試
i
t
訂
訂
i
e
n
㌧
 
 

Ⅰ
Ⅰ
Ⅰ
）
弾
－
岨
‥
く
・
弾
¢
－
－
芦
）
。
彼
等
の
留
っ
た
所
は
蕾
に
 
Q
宣
l
ば
か
り
で
は
な
く
、
贋
く
塔
里
木
盆
地
の
北
遽
 
 

一
帯
の
地
に
亘
っ
た
の
で
あ
つ
て
、
訂
C
ぷ
氏
は
此
の
地
方
の
踏
査
研
究
の
末
『
東
方
土
爾
其
斯
坦
の
著
し
い
住
民
 
 

は
第
八
世
紀
の
中
頃
ま
で
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
の
舌
代
に
於
て
、
庫
車
・
喀
嘲
沙
爾
及
び
多
分
吐
魯
番
に
至
る
ま
 
 

で
其
の
地
位
を
占
め
て
ゐ
た
親
糞
尿
人
で
あ
つ
た
。
』
と
断
定
し
た
（
へ
浮
d
d
h
…
乳
・
童
賢
i
n
宰
）
Ⅰ
【
Ⅰ
－
S
・
芦
）
。
而
し
 
 

て
β
竃
i
－
に
於
け
る
寺
院
壁
董
に
描
か
れ
て
を
る
寺
院
建
立
者
た
る
親
袋
井
人
の
要
は
全
く
西
洋
の
陰
影
婁
の
手
法
 
 

を
以
て
試
み
ら
れ
、
容
貌
も
風
采
も
著
し
く
西
欧
人
的
で
あ
る
（
W
已
d
警
1
1
m
i
d
t
∴
G
茎
d
】
亘
ヂ
、
弾
・
芦
）
。
か
～
る
 
 

欺
羅
巴
人
風
の
姿
勢
及
び
服
装
ほ
Q
y
軋
－
寺
院
の
壁
書
に
於
け
る
親
貨
薙
婦
人
の
描
寒
に
於
て
殊
に
著
し
く
認
め
去
 
 

こ
と
が
出
水
る
。
故
に
彼
等
祝
貸
雇
人
が
欧
牒
巴
系
の
人
種
で
あ
つ
て
、
従
っ
て
そ
の
言
語
も
欧
羅
巴
系
で
あ
つ
た
 
 

こ
と
は
、
彼
等
の
遺
し
た
文
書
の
研
究
を
離
れ
て
も
、
玄
莫
が
彼
等
の
言
語
文
字
に
就
い
て
『
字
源
二
十
五
言
、
特
而
 
 

相
生
、
用
レ
之
備
レ
物
、
書
以
ユ
構
議
百
恵
向
岩
、
』
と
侍
へ
て
を
る
こ
と
に
よ
つ
て
推
定
す
る
こ
と
が
出
水
る
。
 
 
 

苧
晋
焉
d
e
l
氏
の
報
告
し
た
所
に
よ
る
と
、
Q
y
軋
－
に
於
け
る
哉
貨
羅
寺
院
は
賓
に
規
模
鷹
大
で
あ
つ
て
、
犬
な
る
 
 

一
群
に
は
七
十
八
の
洞
窟
が
あ
ら
l
 
小
な
る
二
群
に
は
各
二
十
四
と
八
と
の
洞
窟
が
あ
つ
て
、
縫
針
鵬
宙
の
洞
窟
寺
 
 

院
か
ら
成
立
っ
て
を
る
の
で
あ
つ
て
（
へ
A
宇
内
u
訂
か
訂
㌧
 
笹
 
】
）
】
ご
、
之
等
の
寺
院
磨
址
に
於
け
一
っ
壁
書
を
始
め
左
 
 

し
て
そ
の
他
の
彿
敦
美
術
が
一
切
布
部
の
小
乗
思
想
を
表
現
し
て
を
る
こ
と
は
、
哉
糞
尿
観
彿
敦
の
反
映
と
謂
点
ベ
 
 

嘩
域
儒
教
の
研
究
 
 
 



二
七
八
 
 

酎
城
彿
教
の
研
究
 
 

き
で
あ
る
。
か
ゝ
る
事
賓
に
基
い
て
考
察
す
れ
ば
、
如
何
に
多
数
の
祝
貨
羅
人
が
名
妓
囲
を
中
心
と
し
て
集
り
凍
り
．
 
 

如
何
に
蛾
ん
に
有
部
の
信
仰
皇
旦
揚
し
た
か
を
追
想
す
る
こ
と
が
出
凍
、
そ
の
結
果
手
間
を
中
心
と
し
て
移
住
し
凍
 
 

っ
た
イ
ラ
ン
氏
族
の
言
語
が
塔
里
木
盆
地
の
商
連
に
行
捗
っ
て
適
用
語
と
な
つ
た
や
う
に
、
額
縁
闊
を
中
心
と
し
て
 
 

蛸
集
し
凍
っ
た
哉
貸
雁
人
の
言
語
が
自
ら
そ
の
北
遽
一
帯
の
通
用
膚
と
な
り
、
此
の
通
用
語
を
以
て
備
典
が
礪
謬
せ
 
 

ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
故
に
先
き
に
一
言
し
た
鼻
先
兄
語
傭
典
に
所
謂
き
乙
－
↓
i
語
と
は
S
t
㌫
γ
苧
－
賢
…
n
 
 

氏
の
想
像
し
た
■
や
う
に
手
間
語
窒
息
味
す
る
も
の
で
な
く
、
正
し
く
此
の
亀
磋
語
を
指
し
て
を
る
と
観
ね
ば
は
な
ら
 
 

ぬ
。
何
と
な
れ
ば
所
謂
≠
彗
i
語
と
は
哉
貨
凝
固
の
語
と
い
ふ
意
味
で
あ
つ
て
、
印
度
語
賢
i
琶
l
語
若
し
く
は
 
 

謬
r
ぎ
β
語
と
い
つ
た
場
合
と
同
じ
く
T
邑
r
i
は
地
名
を
示
し
て
を
る
の
で
あ
つ
て
、
鼻
先
見
時
代
宕
。
－
、
r
i
閥
と
 
 

い
へ
ば
今
の
茫
打
F
を
中
心
と
し
た
哉
貨
展
観
以
外
何
虞
に
も
求
め
る
こ
と
は
出
黍
な
い
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
彼
等
 
 

長
刀
見
入
が
印
度
語
即
ち
梵
語
若
し
く
は
昔
霜
匿
語
即
ち
粟
七
語
の
大
乗
経
典
を
土
爾
其
語
に
翻
す
る
前
大
抵
一
度
 
 

祝
袋
廃
語
に
詳
し
、
哉
貨
雁
語
を
仲
介
と
し
た
所
を
看
る
と
、
畏
先
見
の
所
謂
つ
完
h
r
i
語
が
愈
々
亀
彗
p
。
に
相
督
 
 

す
る
こ
と
が
確
賓
と
な
る
。
蓋
し
亀
瑳
語
即
ち
鶴
賃
羅
語
は
長
先
見
人
に
取
っ
て
地
理
上
の
関
係
か
ら
比
較
的
親
し
 
 

い
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
亀
貨
羅
人
は
純
一
な
布
部
教
徒
で
あ
つ
た
か
ら
．
大
衆
経
典
を
彼
等
自
身
の
言
語
に
特
 
 

辞
す
る
こ
と
に
心
懸
け
な
か
？
ぢ
琴
∵
胡
貨
雁
語
の
大
乗
経
典
は
極
め
て
乏
し
か
っ
た
に
蓮
ひ
な
い
、
そ
こ
で
熱
心
 
 

な
大
乗
彿
敦
の
信
者
で
あ
つ
た
鼻
元
見
入
が
大
乗
経
典
を
自
国
語
に
勅
澤
す
る
焉
－
ニ
は
何
う
L
て
も
梵
語
か
粟
七
語
 
 
 



か
の
原
本
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
之
等
の
言
語
は
或
特
殊
の
者
を
除
い
て
は
、
そ
の
地
理
的
関
係
上
彼
等
 
 

一
般
に
取
っ
て
疎
遠
で
あ
つ
た
か
ら
、
先
づ
彼
等
に
比
較
的
親
L
い
亀
窪
語
に
謬
し
て
、
然
る
後
土
爾
其
語
に
動
じ
 
 

た
の
で
あ
ら
う
。
か
く
観
察
す
る
事
に
よ
つ
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
総
て
の
問
題
が
固
清
に
解
決
さ
れ
待
る
と
思
ふ
。
 
 
 

扮
然
ら
ば
親
貨
凝
固
に
於
い
て
欧
羅
巴
系
の
言
語
が
行
は
れ
た
の
は
如
何
な
る
事
情
に
基
い
た
の
で
あ
ら
う
か
。
 
 

A
l
e
g
n
d
e
r
 
大
王
の
東
征
以
後
欧
羅
巴
人
に
し
て
中
亜
へ
侵
入
し
た
史
寒
が
な
い
以
上
、
之
は
何
う
し
て
も
大
王
の
 
 

東
征
が
機
縁
と
な
つ
て
希
臓
人
に
よ
つ
て
建
設
せ
ら
れ
た
謬
c
t
計
王
国
の
文
化
に
遡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
希
腺
人
の
 
 

出
邑
r
i
p
王
国
が
少
く
と
も
西
紀
前
古
四
十
年
頃
ま
で
確
立
し
て
を
つ
た
こ
と
は
疑
を
容
れ
な
い
所
で
あ
つ
て
、
而
も
 
 

そ
の
王
に
し
て
深
く
印
度
内
地
へ
侵
入
し
た
も
の
が
あ
り
、
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
二
倍
の
地
は
久
し
く
彼
等
希
職
人
の
勢
 
 

力
範
囲
と
な
り
′
、
政
治
上
商
業
上
滞
た
文
化
上
印
度
と
 
芽
ぐ
t
r
山
p
と
の
交
渉
－
粛
係
は
密
接
で
あ
つ
た
か
ら
、
彼
等
希
 
 

膿
人
も
お
の
づ
か
ら
印
度
文
化
の
影
響
を
受
け
、
そ
の
言
語
も
多
少
印
度
化
す
る
に
至
る
の
は
自
然
の
勢
で
め
ら
ね
 
 

ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
謬
c
註
p
王
国
は
S
計
p
及
び
 
T
。
C
F
腎
p
な
ど
の
異
民
族
に
よ
つ
て
征
服
せ
ら
れ
、
希
職
人
の
 
 

主
権
は
失
は
れ
た
け
れ
共
、
希
臓
人
は
依
然
と
し
て
封
g
百
i
p
の
住
民
と
し
て
そ
の
特
有
の
文
化
を
後
世
ま
で
碓
井
 
 

し
て
を
つ
た
と
観
て
差
支
な
か
ら
う
。
而
し
て
「
史
記
L
大
宛
侍
に
記
さ
れ
て
あ
る
や
う
に
大
夏
即
ち
謬
告
㌻
人
 
 

も
商
貿
を
書
く
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
希
膿
人
も
イ
ラ
ン
人
が
塔
里
木
盆
地
の
南
遽
に
於
て
商
業
的
並
に
宗
教
 
 

的
活
動
を
演
じ
た
や
う
に
、
夙
に
そ
の
北
遠
に
凍
っ
て
同
様
の
奮
闘
を
試
み
て
を
つ
た
こ
と
～
推
想
せ
ら
れ
る
。
殊
 
 

． 

西
域
儒
教
め
研
究
 
 
 



に
迦
津
浦
凝
固
の
有
部
況
の
直
系
と
宕
催
さ
れ
る
此
の
地
方
の
彿
教
徒
は
、
徒
泰
宗
教
的
傲
囲
ま
義
の
や
う
な
保
守
 
 

的
憩
度
を
採
っ
て
を
っ
た
迦
樫
禰
展
観
の
高
倍
碩
徳
が
西
暦
第
四
世
紀
末
に
至
っ
て
頓
に
進
取
的
活
動
的
態
度
を
凝
 
 

押
し
て
績
々
極
東
へ
道
を
倍
へ
た
風
潮
に
刺
戟
せ
ら
れ
て
、
彼
等
も
亦
奮
然
起
っ
て
東
方
布
教
に
努
力
し
、
亀
玄
関
 
 

に
於
て
は
前
述
し
た
や
う
な
絶
大
望
屈
計
の
下
に
一
首
所
に
達
す
る
洞
窟
伽
藍
を
建
立
し
．
こ
ゝ
を
中
心
と
し
て
東
 
 

西
に
活
動
し
た
か
ら
、
最
初
は
彿
典
語
と
し
て
敦
園
内
の
一
部
に
理
解
さ
れ
使
用
さ
れ
て
を
つ
た
ら
し
い
祝
貨
羅
語
 
 

が
遂
に
は
一
般
民
衆
の
通
用
語
と
な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
 
 

記
 
 
 

最
初
の
漁
定
で
は
本
節
に
於
て
引
填
き
畏
冗
見
語
彿
典
及
新
経
費
見
の
漢
詩
彿
典
に
就
い
て
諭
準
し
、
更
に
最
後
に
「
束
方
丈
蘭
其
斯
坦
に
於
け
 
 

る
悌
敬
重
術
」
ミ
舷
写
ろ
第
五
節
な
設
け
、
中
亜
費
見
の
考
古
資
料
に
基
い
て
、
干
陶
・
亀
萩
及
び
高
昌
に
於
け
る
彿
数
蟄
術
の
起
源
欒
速
及
び
 
 

特
徴
l
＝
就
い
て
卑
見
な
開
陳
す
る
つ
も
り
で
あ
つ
t
が
、
既
に
奥
へ
ら
れ
て
な
る
真
数
な
超
過
†
る
こ
ミ
ニ
十
頁
－
こ
重
ん
ヾ
J
す
る
に
至
つ
t
か
ら
、
 
 

甚
だ
不
本
意
で
あ
ろ
が
、
他
日
本
誌
に
於
て
此
の
不
足
な
補
ふ
こ
ミ
ゝ
、
し
て
哺
撃
†
る
。
 
 
 

、 

西
城
沸
教
の
研
究
 
 

二
八
（
U
 
 



玉
造
罪
の
成
立
に
就
い
て
 
 

長
 
井
 
眞
 
琴
 
 

五
逆
鍾
亡
い
ふ
も
の
が
彿
典
の
上
で
ご
う
克
つ
て
ゐ
ろ
か
、
又
ご
う
L
て
成
草
し
圭
も
の
で
あ
ろ
か
に
就
い
て
少
、
し
調
べ
て
見
t
め
 
 

で
ぁ
ろ
が
、
自
ら
不
完
全
ミ
知
り
つ
ゝ
も
＝
れ
を
翠
琴
し
㍗
所
以
に
＝
れ
が
兢
ミ
な
つ
て
今
後
白
月
も
吏
－
二
進
ん
で
研
写
し
、
又
他
 
 

の
研
究
な
促
が
す
こ
軍
に
も
叱
ろ
ぺ
き
元
信
C
た
か
ら
で
ぁ
ろ
。
 
 

「
 
 

後
世
の
大
衆
俳
典
な
ど
で
は
謙
語
正
法
と
相
拝
ん
で
五
逆
罪
即
ち
五
無
間
業
の
極
重
罪
と
宕
倣
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
 
 

は
誰
も
知
る
通
り
で
あ
る
。
康
博
鎧
謬
と
耕
し
て
ゐ
る
無
量
寄
経
な
ど
に
も
、
所
謂
第
十
人
願
文
に
は
「
設
我
得
彿
 
 

0
0
 
 

十
方
衆
生
、
至
心
信
柴
欲
境
我
国
、
乃
至
十
念
、
若
不
生
者
不
取
正
餐
、
唯
除
五
逆
誹
諺
正
法
ト
と
あ
る
に
よ
つ
て
 
 

も
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
玉
造
罪
即
ち
五
無
間
菜
を
諸
終
に
墟
っ
て
見
る
に
、
 
 

五
無
間
（
宣
旨
腎
苫
t
p
註
i
）
 
 

一
、
m
忍
r
嘗
抑
t
ふ
（
穀
母
）
 
 

二
、
弓
訂
d
ヨ
d
h
阜
 
（
嘗
阿
藤
漠
）
 
 
 

五
逆
非
の
成
立
l
二
就
い
て
 
 
 



三
、
p
i
t
r
g
｝
1
聖
a
廿
（
殺
父
）
 
 

四
、
s
邑
g
F
各
F
e
d
ふ
 
（
破
和
合
借
）
 
 

五
、
≠
t
l
－
義
l
各
項
昌
．
t
i
k
e
d
u
菅
生
t
苧
…
d
h
ぎ
t
p
邑
昌
叫
註
（
於
加
水
所
悪
心
出
血
）
 
 

【
荻
原
博
士
著
誤
彿
歌
聖
、
七
八
東
】
 
 

五
逆
罪
（
阿
閥
世
王
問
五
逆
経
）
 
 

「
 
穀
父
 
 

二
、
殺
母
、
 
 

三
、
嘗
阿
藤
渓
 
 

四
、
闘
乱
衆
滑
 
 

五
、
起
窓
意
於
如
来
所
 
 

【
大
正
赦
第
十
四
巻
．
七
七
五
其
】
 
 

無
量
書
経
に
は
「
唯
除
五
逆
誹
誘
正
法
L
と
あ
れ
ど
現
存
の
梵
本
（
警
k
l
l
ぎ
ま
耳
管
訂
夏
禦
⊇
）
に
は
「
無
間
菜
一
で
 
 

犯
せ
る
老
と
正
法
を
排
斥
非
難
す
る
老
と
除
く
L
（
s
t
b
首
鼠
t
責
．
呂
．
邑
家
電
P
k
腎
i
巾
a
甘
夢
d
d
l
≡
m
握
r
註
k
仰
e
思
≦
r
照
苧
 
 

k
首
－
慧
さ
）
と
め
つ
て
五
七
い
ふ
数
字
を
敬
い
て
ゐ
る
。
レ
ギ
一
教
授
も
現
存
梵
本
に
於
て
未
だ
五
無
間
発
と
あ
る
 
 

も
の
を
見
な
い
と
金
に
告
げ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
侍
ほ
倶
合
諭
（
第
十
七
）
に
は
、
五
無
間
発
と
し
て
一
、
害
母
、
 
 
 

五
逆
罪
の
成
立
に
就
い
て
 
 



三
、
害
父
－
三
、
害
阿
羅
漢
、
四
、
破
和
合
喝
五
、
悪
心
出
彿
身
血
（
大
正
戴
、
第
二
十
丸
谷
九
二
頁
）
と
あ
る
。
 
 
 

次
に
パ
ー
リ
（
巴
利
）
彿
典
に
就
い
て
見
る
と
l
匡
i
n
d
長
与
勘
（
滴
蘭
王
閉
経
）
に
は
琶
e
、
賢
呂
賢
首
守
 
 

m
m
p
（
五
無
間
業
）
の
術
語
が
現
は
れ
て
凍
る
「
巴
利
語
偶
数
文
学
講
本
、
本
文
七
〇
頁
、
過
渡
皇
室
出
版
本
苧
 
 

】
i
－
1
d
長
与
塁
七
貢
」
、
而
し
て
こ
の
経
に
相
督
す
る
邦
先
比
丘
経
「
大
正
蕨
第
三
十
二
審
」
に
は
五
無
間
業
に
粕
督
す
 
 

る
術
語
は
な
い
が
、
バ
ー
リ
本
の
p
賢
、
冨
n
－
弓
甘
k
冒
n
≦
は
多
分
漠
謬
彿
典
に
奉
げ
ら
れ
て
ゐ
る
五
逆
罪
と
か
 
 

又
は
五
無
間
業
を
意
味
し
て
ゐ
る
こ
と
～
信
す
る
。
然
る
に
バ
ー
リ
の
比
較
的
古
い
彿
典
で
は
玉
造
罪
の
代
り
に
 
 

〔
－
1
i
：
b
】
卓
賢
－
三
六
過
環
六
極
端
、
六
道
罪
と
も
い
ふ
べ
き
か
）
を
奉
げ
て
ゐ
る
、
そ
れ
は
苧
。
d
d
已
宣
l
i
k
蔓
l
 
 

（
嫌
小
部
）
の
十
五
分
中
の
第
一
撃
u
d
d
p
k
苧
p
音
叉
小
集
）
に
現
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
小
集
は
中
で
も
成
 
 

立
の
極
め
て
新
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
註
繹
冒
冒
邑
1
昔
i
k
エ
第
一
義
開
明
）
に
は
、
c
－
一
…
b
萱
1
岩
l
p
l
n
i
 
 

（
六
過
度
）
と
は
重
罪
で
あ
る
と
し
て
、
 
 

l
、
m
芦
l
t
虎
－
・
聖
す
（
殺
母
）
 
 

二
、
p
ぎ
g
h
竹
旨
（
殺
父
）
 
 
 

三
、
罵
已
－
a
n
t
義
h
ぎ
（
殺
阿
羅
漢
）
 
 

四
、
－
C
E
t
占
p
抑
d
p
（
「
彿
身
」
出
血
）
 
 
 

五
、
監
g
訂
b
訂
d
p
（
破
借
伽
‖
＝
数
国
分
裂
）
 
 

五
逆
弗
の
成
立
に
訊
い
て
 
 

二
八
三
 
 
 



六
、
寧
試
a
邑
t
旨
已
d
昏
（
随
順
異
師
＝
背
師
）
又
は
鼓
出
琶
t
t
〒
已
d
e
筐
と
あ
り
、
 
 

を
列
摩
し
て
ゐ
る
、
右
の
中
第
六
を
除
け
ば
上
記
の
五
逆
罪
、
六
無
間
業
に
ビ
ッ
ク
リ
普
る
繹
で
あ
る
。
バ
ー
リ
持
 
 

戒
の
証
滞
S
a
巨
n
官
訝
抑
d
i
k
勘
に
は
十
一
不
能
者
（
e
k
監
a
笹
邑
－
註
b
竜
虎
召
す
）
を
塞
げ
て
ゐ
る
。
 
 
 

一
、
葛
鼠
官
学
主
去
勢
者
（
黄
門
）
 
 

二
、
t
i
r
寧
躍
h
旨
遥
a
t
号
：
畜
生
 
 

三
、
u
宰
邑
O
b
冠
者
n
巴
針
7
：
男
女
二
根
老
（
二
級
人
）
 
 

四
．
t
F
e
顎
a
琶
㌢
忌
竃
打
苧
；
輿
賊
同
位
居
着
（
賊
任
）
 
 
 

畢
 
七
宝
キ
握
計
k
呂
t
訂
苧
・
・
外
道
加
入
者
（
破
内
外
造
）
 
 
 

六
、
－
－
邑
虎
l
風
致
牢
…
穀
母
君
 
 
 

七
、
p
i
｛
u
g
l
l
芝
a
k
ヲ
…
穀
父
老
 
 
 

八
、
買
a
ト
a
n
長
l
詳
k
写
・
殺
阿
鹿
決
着
 
 

九
、
b
l
・
i
打
k
l
…
n
川
d
訝
訂
苧
：
汗
比
丘
尼
者
（
壊
比
丘
尼
）
 
 

十
、
r
l
－
d
1
1
i
r
握
p
抑
d
巴
紆
↑
・
出
血
老
（
出
彿
身
血
）
 
 
 

十
∴
什
邑
g
訂
b
訂
d
旨
苧
‥
横
和
合
借
着
（
賢
妻
－
・
首
鼠
d
i
k
ヱ
偽
頼
長
井
校
訂
本
、
ュ
、
五
一
五
頁
）
 
 
 

右
の
一
、
二
、
三
の
三
者
は
生
天
に
障
り
は
な
い
が
得
造
果
に
障
り
あ
り
、
四
、
畢
九
の
三
者
も
生
天
に
障
り
 
 
 

五
逆
井
の
成
立
に
就
い
て
 
 



は
な
い
が
得
道
東
に
障
り
適
わ
、
残
り
の
六
（
殺
母
者
）
、
七
（
穀
父
老
）
云
（
穀
阿
羅
漢
者
）
、
十
（
出
血
者
）
十
一
 
 

（
破
和
合
帰
着
）
の
五
者
は
生
天
に
も
得
温
泉
に
も
二
つ
な
が
ら
に
障
り
あ
る
と
説
い
て
ゐ
る
。
ニ
の
五
者
は
即
ち
五
 
 

逆
罪
に
普
る
の
で
あ
る
が
、
抜
に
も
五
逆
罪
と
か
五
無
間
業
と
し
て
纏
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
は
注
意
す
べ
き
鮎
で
 
 

あ
ら
う
。
然
る
に
書
見
梓
毘
婆
沙
に
は
「
殺
父
、
穀
母
、
殺
阿
羅
漢
、
出
彿
身
血
．
破
和
合
喝
此
五
重
罪
、
此
是
 
 

0
0
〇
 
五
逆
罪
天
道
造
果
悉
障
L
（
寛
人
、
六
七
．
左
）
と
し
て
明
ら
か
に
五
逆
罪
の
名
稀
を
附
し
て
め
る
こ
と
は
興
味
あ
畠
こ
 
 

と
で
あ
る
。
又
同
バ
ー
リ
本
に
は
比
丘
を
誹
諺
す
る
時
に
敬
す
る
言
葉
を
列
馨
し
て
ゐ
る
、
次
の
如
し
、
 
 

一
、
k
O
鼠
○
、
乳
（
汝
は
停
偏
な
り
？
）
 
 

二
、
m
已
l
削
ぎ
．
m
p
琶
r
O
、
s
i
（
汝
は
大
沙
禰
な
ら
）
 
 

三
、
冒
－
1
抑
u
忘
s
訂
○
、
乳
（
汝
は
大
慶
囁
塞
な
り
）
 
 

四
、
j
e
菅
旨
b
註
k
O
、
訟
（
？
）
 
 

五
、
n
i
g
旦
l
l
O
、
乳
（
汝
は
尼
健
陀
外
道
な
り
）
 
 

六
、
瑞
≦
k
O
、
s
二
汝
は
邪
命
外
道
な
り
）
 
 

七
‥
｛
昔
琵
0
、
乳
（
汝
は
造
士
「
仙
人
L
な
ー
り
）
 
 

八
、
p
a
r
i
b
b
督
k
O
、
s
i
（
汝
は
政
利
婆
閲
「
遊
行
外
道
」
捏
ア
り
）
 
 

九
、
等
温
p
k
O
∴
s
i
（
汝
は
黄
門
「
竿
揮
迦
L
去
勢
者
捏
ア
り
）
 
 
 

五
遁
辞
の
成
立
に
就
い
て
 
 

二
八
五
 
 
 



十
、
t
l
－
唱
竃
撃
ぎ
鞋
k
C
、
s
i
（
汝
は
賊
共
住
着
な
り
）
 
 
 

十
一
、
t
i
t
t
h
官
p
a
k
k
岩
t
a
k
O
、
警
．
（
汝
は
外
道
加
入
者
な
り
）
 
 
 

十
二
、
t
i
r
a
c
c
h
芦
．
n
品
已
○
、
s
二
汝
は
畜
生
な
り
）
 
 
 

十
三
、
m
芝
羞
l
－
騨
．
t
寧
k
O
、
s
i
（
汝
は
穀
母
君
打
7
り
）
 
 
 

十
四
、
p
i
t
u
g
h
芝
野
k
O
、
s
山
人
汝
は
殺
父
老
行
ア
り
）
 
 
 

十
五
、
慧
軋
訂
≡
t
遥
l
訪
訂
k
O
、
∽
”
（
汝
は
殺
阿
羅
漢
者
打
㌻
り
）
 
 
 

十
六
、
b
l
舞
k
1
1
u
－
已
思
料
○
、
s
i
（
汝
は
汗
比
丘
尼
者
な
り
）
 
 
 

十
七
、
s
旨
g
h
”
宣
1
2
d
訂
○
、
軋
（
汝
は
破
和
合
何
者
行
ア
り
）
 
 
 

十
人
、
－
u
F
i
｛
u
葛
註
訂
○
、
s
二
汝
は
彿
身
出
血
老
な
り
）
 
 
 

十
九
．
u
b
F
a
ぎ
b
箋
掌
n
旨
○
、
s
i
（
汝
は
二
枚
具
足
者
な
り
）
 
 

【
錫
蔚
印
刷
本
、
三
番
、
三
三
一
束
】
 
 
 

以
上
の
十
九
老
中
第
十
三
、
第
十
四
、
第
十
五
、
第
十
七
、
第
十
八
は
正
し
く
玉
造
罪
に
普
た
る
も
の
で
は
あ
る
が
 
 

逆
に
も
五
逆
罪
と
か
五
無
間
罪
と
か
い
つ
て
纏
め
て
ゐ
な
い
、
但
し
同
パ
ー
リ
本
の
他
の
所
に
は
殺
母
、
・
殺
父
、
穀
 
 

阿
羅
漢
の
三
つ
を
纏
め
て
あ
る
の
を
見
る
（
高
頼
長
井
校
訂
本
、
二
、
四
五
〇
貢
を
見
る
べ
し
）
。
 
 
 

以
上
の
資
料
だ
け
で
い
へ
ば
漢
詩
の
上
で
は
五
逆
罪
玉
来
閉
業
な
ど
と
い
っ
て
ゐ
る
が
パ
」
り
の
方
で
は
呂
－
山
Ⅰ
†
 
 
 

立
道
罪
の
成
立
l
こ
就
い
て
 
 



d
守
P
鼠
l
掛
（
蓮
誰
皇
室
出
版
本
で
は
ミ
リ
ノ
ダ
パ
ン
ハ
ー
と
な
つ
て
ゐ
る
、
そ
れ
に
従
ふ
）
を
除
き
他
は
本
典
に
於
て
 
 

も
註
滞
書
に
於
て
も
五
逆
罪
、
五
無
間
罪
と
し
て
経
め
て
は
な
′
＼
 
纏
め
て
あ
れ
ば
d
－
P
邑
l
i
．
F
ぎ
ぎ
i
（
六
過
度
）
 
 

で
ぁ
る
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
 
（
勿
論
上
記
の
如
く
そ
の
名
目
は
列
寒
さ
れ
て
あ
つ
て
も
）
。
 
 

次
に
律
蔵
を
中
心
と
し
て
か
や
う
な
五
逆
罪
な
る
む
の
～
成
立
さ
れ
た
次
第
順
序
に
就
い
て
愚
見
を
提
示
し
よ
う
。
 
 

一
髄
偶
数
の
戒
梓
の
上
か
ら
い
へ
ば
極
東
罪
と
な
れ
ば
四
汲
羅
夷
（
p
腎
儲
打
P
）
で
あ
る
。
一
、
不
浄
（
m
e
t
l
l
u
n
P
）
、
 
 

二
、
不
興
取
（
a
d
i
n
n
監
訂
旨
）
 
三
、
断
人
命
（
m
a
n
u
欝
ノ
一
＝
詣
已
－
p
「
人
憶
L
）
、
四
、
妄
説
自
得
上
人
（
宣
罵
i
「
上
L
）
こ
れ
 
 

で
あ
る
。
之
に
次
ぐ
も
の
は
十
三
倍
伽
肪
施
沙
（
筆
者
l
－
邑
軒
警
）
で
梵
本
に
は
琴
i
し
g
亭
象
倭
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
 
 

渓
謬
は
多
く
十
三
借
伽
婆
戸
沙
又
は
十
三
借
残
と
な
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
囲
汲
雁
夷
と
合
せ
て
 
d
孟
l
】
已
－
掛
 
 

昔
註
i
（
轟
非
即
ち
重
犯
罪
）
と
耕
せ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
戒
梓
な
る
も
の
は
併
進
修
行
者
即
ち
出
家
生
 
 

活
の
上
で
い
ふ
こ
と
で
あ
つ
て
俗
生
活
の
上
か
ら
見
る
時
は
此
等
の
盛
罪
を
悉
く
罪
と
看
催
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
 
 

さ
れ
ば
戒
律
尊
か
ら
い
へ
ば
戒
律
は
世
間
罪
（
－
O
k
苧
ゴ
象
工
印
ら
自
然
罪
（
p
a
k
註
・
ぷ
菅
）
と
結
戒
罪
（
p
眉
慈
恵
i
・
ぷ
菅
）
 
 

と
の
両
方
面
か
ら
見
て
成
立
し
て
る
も
の
で
あ
る
。
書
見
梓
毘
囁
沙
の
文
を
引
け
ば
二
．
戒
有
－
三
法
∵
者
世
間
自
然
 
 

罪
、
二
者
蓮
土
彗
人
声
得
レ
罪
、
苦
心
筆
意
法
義
郎
是
世
間
自
然
非
法
、
除
者
加
水
所
結
罪
」
と
あ
る
は
こ
の
事
で
あ
 
 

五
逆
罪
の
成
立
に
就
い
て
 
 
 



二
八
八
 
 

五
逆
罪
の
成
立
に
就
い
て
 
 

ら
う
。
そ
こ
で
戒
律
の
重
罪
は
主
と
し
て
結
戒
罪
の
方
か
ら
出
水
上
っ
て
ゐ
る
に
対
し
て
五
逆
罪
は
世
間
罪
の
方
か
 
 

ら
見
て
出
水
っ
て
ゐ
る
む
の
と
も
見
ら
れ
る
．
そ
れ
と
て
も
沸
教
信
者
と
い
ふ
立
場
か
ら
集
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
 
 

こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
而
し
て
そ
れ
は
提
琴
の
横
倍
即
ち
敦
囲
分
裂
に
関
す
る
記
事
が
土
毒
に
な
 
 

っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
は
れ
な
い
。
提
婆
の
横
倍
は
阿
闊
世
王
の
父
王
栽
泣
と
密
接
の
関
係
ぁ
る
と
 
 

こ
ろ
か
ら
．
先
の
阿
開
世
王
問
五
逆
経
と
い
ふ
経
典
も
成
立
さ
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。
 
 
 

梓
蕨
の
十
三
借
伽
低
施
沙
の
第
十
は
横
倍
（
邑
g
F
註
l
乱
エ
に
関
す
る
も
の
で
、
そ
の
畢
虞
（
制
戎
）
に
は
、
「
若
し
 
 

滑
伽
の
分
裂
を
謀
る
者
が
あ
つ
た
な
ら
ば
三
度
ま
で
諌
止
す
る
が
よ
い
、
そ
れ
で
も
固
執
す
る
者
は
借
伽
脹
施
沙
の
 
 

彪
分
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
L
と
い
ふ
大
髄
の
意
味
で
あ
る
‥
ハ
ー
ブ
律
戒
の
前
竿
S
u
黒
鼠
b
－
1
註
g
又
候
文
解
説
）
に
接
 
 

る
と
．
提
婆
（
D
e
喜
d
已
訂
提
婆
達
多
、
提
琴
調
達
、
天
授
）
が
四
人
の
友
人
と
彿
陀
の
倍
伽
を
我
が
も
の
に
し
よ
 
 

う
と
謀
り
、
彿
陀
に
向
つ
て
頸
陀
行
に
関
し
て
極
端
重
義
か
ら
出
た
五
事
を
提
出
し
て
見
た
が
果
し
て
採
用
さ
れ
な
 
 

か
っ
た
の
で
、
王
合
城
に
入
っ
て
大
衆
に
こ
の
事
藍
旦
言
し
滑
伽
分
裂
の
運
動
を
起
し
た
、
そ
こ
で
彿
陀
は
上
記
の
や
 
 

う
な
戎
を
結
ば
れ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
然
る
に
パ
ー
ク
梓
寂
の
後
宇
戸
h
呂
d
h
p
k
p
部
の
C
u
亡
等
量
g
a
 
 

（
小
品
）
第
七
評
者
訂
b
訂
d
已
ハ
k
h
昌
d
l
l
P
k
a
（
横
倍
感
度
）
に
墟
る
と
、
提
琴
の
反
逆
的
術
焉
に
就
い
て
可
打
ア
り
詳
し
 
 

い
記
事
が
載
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 
 
 

密
時
提
琴
は
彿
陀
の
所
に
行
き
「
世
尊
は
老
境
に
入
れ
た
か
ら
今
後
は
無
名
安
穏
の
生
活
を
造
り
、
滑
伽
は
自
分
 
 
 



に
打
ち
任
せ
て
下
さ
い
、
滑
伽
は
私
が
統
率
し
て
行
き
ま
す
」
と
告
げ
た
時
に
、
備
陀
か
ら
「
舎
利
弗
や
日
蓮
で
さ
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

へ
出
水
な
い
こ
と
を
、
汝
の
如
き
随
劣
な
飲
唾
者
に
任
せ
て
ど
う
す
る
」
（
粁
i
訃
甥
n
：
u
首
巴
か
c
F
≡
警
賢
官
P
k
・
 
 

慧
S
p
）
と
叱
ら
れ
て
、
人
を
飲
唾
者
（
k
五
官
k
p
）
と
呼
ぶ
と
は
除
り
の
こ
と
～
大
い
に
憤
り
、
彿
陀
に
射
し
て
初
め
 
 

て
嘗
心
を
起
し
た
と
あ
る
。
叉
阿
聞
世
太
子
に
勧
め
て
父
頻
枇
沙
産
王
を
殺
害
せ
し
め
ん
と
し
た
る
に
、
王
は
之
を
 
 

知
っ
て
遂
に
王
位
を
阿
閑
世
に
譲
っ
て
し
ま
つ
た
、
其
後
父
王
を
殺
害
し
た
こ
と
は
、
此
所
に
は
載
っ
て
ゐ
な
い
が
、
 
 

パ
ー
リ
の
沙
門
果
経
の
終
♭
に
は
阿
閑
世
王
が
 

父
王
を
殺
害
し
化
罪
を
俄
悔
し
て
ゐ
る
。
提
琴
は
更
に
阿
閑
世
太
子
 
 

に
勧
め
て
彿
陀
を
殺
害
せ
し
め
ん
と
て
人
を
一
人
二
人
四
人
と
十
六
人
ま
で
倍
加
し
て
邁
し
た
が
骨
ぢ
彿
陀
に
綜
伏
 
 

し
て
失
敗
に
終
っ
た
諸
に
清
い
て
、
彿
陀
が
者
聞
噸
山
（
鷲
峰
）
の
山
蔭
に
遊
歩
し
て
ゐ
ら
れ
る
と
提
婆
は
山
頂
か
 
 

ら
岩
を
投
下
し
て
併
陀
を
殺
害
せ
ん
と
し
た
時
に
二
つ
の
峯
が
一
つ
に
合
し
て
投
下
々
阻
止
し
、
破
片
が
飛
ん
で
彿
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

陀
の
足
に
観
れ
彿
足
か
ら
血
を
出
し
た
（
B
h
品
等
P
t
。
p
註
e
2
F
i
r
旨
β
p
p
邑
乳
）
、
彿
陀
は
比
丘
等
に
向
つ
て
「
比
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
丘
等
よ
、
邪
惑
な
る
穀
心
を
似
て
如
凍
の
血
を
出
す
が
如
き
無
間
菜
（
ぎ
邑
弓
i
k
a
k
a
己
m
p
）
は
初
空
し
提
琴
が
積
む
 
 

こ
と
ゝ
な
っ
た
」
（
5
n
P
￥
p
i
嘗
註
●
二
、
一
九
三
頁
）
と
告
げ
た
と
あ
る
。
次
に
ナ
ー
ラ
ー
ギ
リ
と
い
ふ
人
殺
の
象
 
 

を
放
っ
て
こ
れ
も
失
敗
に
蹄
し
た
詰
も
載
せ
て
あ
る
。
此
等
の
パ
ー
リ
の
記
事
を
漢
詩
の
諸
律
戒
の
上
で
比
較
し
て
 
 

ヽ
ヽ
 
 

見
る
こ
と
は
興
味
ぁ
る
こ
と
で
あ
る
。
十
諦
梓
第
三
十
六
で
は
提
婆
は
彿
陀
か
ら
「
況
汝
嘲
唾
痴
人
死
人
」
（
死
人
と
 
 

あ
る
は
バ
ー
リ
の
e
F
葛
p
梵
語
の
掛
買
p
に
は
形
容
詞
と
し
て
は
「
随
劣
な
る
」
、
名
詞
と
し
て
は
「
廃
」
の
意
味
が
 
 

五
逆
非
の
成
立
に
就
い
て
 
 

二
八
九
 
 
 



二
九
〇
 
 

五
逆
罪
の
成
立
に
こ
就
い
て
 
 

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
凍
た
も
の
で
あ
ら
う
）
、
提
琴
の
投
下
し
た
石
に
就
い
て
は
、
「
石
堕
彿
足
上
福
豆
上
】
血
出
」
と
あ
 
 

0
0
 
り
、
又
「
爾
時
調
達
（
提
婆
）
及
四
窓
健
人
、
初
作
逆
罪
L
と
あ
る
の
で
あ
る
。
四
分
梓
第
四
に
は
大
石
の
石
片
が
飛
 
 

び
凍
っ
て
「
打
二
彿
足
指
－
傷
友
血
出
」
と
め
り
、
岡
本
第
四
十
六
（
軽
度
部
）
に
は
「
提
婆
達
多
趣
灸
非
道
蚕
－
泥
型
中
】
 
 

一
却
不
救
」
と
い
ひ
、
「
優
汲
離
、
如
是
横
倍
人
、
一
劫
泥
黎
中
受
謹
不
療
」
と
あ
る
。
摩
討
借
破
砕
第
七
に
は
「
長
老
 
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
C
 
 

提
琴
逮
多
破
和
合
借
最
是
大
志
重
罪
、
雷
撃
悪
道
】
入
三
沢
型
中
感
動
受
罪
」
と
い
ひ
「
汝
莫
敏
和
合
伶
‥
破
－
和
合
何
 
 

者
是
大
患
畢
是
重
野
堕
恵
道
ズ
；
泥
型
中
函
劫
愛
知
」
と
も
記
し
て
あ
る
。
五
分
梓
第
三
に
は
、
彿
陀
か
ら
「
況
 
 

汝
愚
痴
食
二
挺
唾
】
乎
」
と
叱
ら
れ
て
愈
恨
の
心
を
起
し
て
神
足
（
紳
通
力
）
を
失
っ
た
と
め
り
、
又
大
患
象
を
放
っ
て
 
 

彿
陀
を
殺
害
せ
ん
と
し
わ
“
♭
、
大
石
を
山
頂
か
ら
投
下
し
た
る
に
山
神
が
現
は
れ
て
之
を
速
け
し
め
わ
ル
が
、
破
片
が
 
 

0
0
0
 
 

0
0
0
0
 
 

偽
足
の
大
指
を
傷
け
た
時
に
、
彿
陀
は
提
嬰
に
向
つ
て
「
汝
今
使
得
義
間
之
罪
要
以
悪
心
出
細
身
血
必
攣
無
間
阿
 
 

0
0
0
 
鼻
地
獄
こ
と
告
げ
た
と
あ
る
。
根
本
説
一
切
布
部
民
衆
耶
で
は
F
況
汝
痴
人
食
二
人
擁
唾
L
と
叱
ら
れ
て
天
授
（
提
婆
）
 
 

は
殺
書
心
を
起
し
た
と
い
ひ
、
横
倍
事
（
二
十
巷
）
に
至
っ
て
は
提
婆
に
関
す
る
極
め
て
詳
細
な
記
事
が
あ
、
り
、
そ
 
 

れ
に
多
く
の
本
生
話
を
織
ら
込
ん
で
賞
に
二
十
巷
の
大
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
其
中
を
提
琴
自
ら
三
無
間
業
 
 

を
犯
し
た
こ
と
を
憶
念
し
て
ゐ
る
記
事
が
あ
る
、
三
無
間
菜
と
は
、
 
 

第
一
無
間
業
－
以
夫
拗
石
－
造
打
直
寧
於
如
水
身
】
悪
心
出
嵐
、
 
 

第
二
無
間
業
 
－
 
和
合
何
伽
多
伎
壊
‥
 
 
 



夢
二
無
間
業
－
－
蓮
華
色
尼
故
断
衰
命
り
 
 

彿
陀
に
対
し
て
殺
意
を
以
て
其
肉
身
か
ら
血
を
出
す
に
至
ら
し
め
る
こ
と
は
併
陀
の
信
者
か
ら
見
れ
ば
最
も
恰
む
 
 

べ
き
逆
窓
の
所
業
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
且
又
借
伽
の
協
同
生
活
に
於
て
尊
重
す
べ
き
は
和
合
の
精
神
で
あ
る
、
所
謂
 
 

如
永
乳
合
－
（
k
h
i
r
O
d
賢
b
h
ぎ
）
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
の
和
合
の
精
細
は
そ
の
彿
陀
の
入
滅
時
代
よ
り
遠
ざ
か
る
 
 

ほ
ど
之
を
尊
重
せ
ね
ば
借
伽
の
統
率
は
困
難
に
宿
っ
て
凍
る
こ
と
に
な
る
、
さ
れ
ば
こ
の
精
細
に
反
す
る
破
和
合
借
 
 

的
の
行
男
は
恰
む
べ
き
こ
と
で
あ
つ
て
、
之
を
大
逆
罪
と
看
倣
す
に
至
っ
た
、
か
～
る
時
代
に
於
て
提
琴
の
侍
説
か
 
 

ら
し
て
破
和
合
喝
偽
身
出
血
・
殺
阿
羅
漢
、
（
阿
閑
世
の
）
教
父
（
以
上
は
提
琴
に
関
す
る
侍
説
よ
り
）
殺
母
と
次
 
 

第
し
て
玉
造
罪
が
成
立
し
、
更
に
随
順
異
師
（
即
ち
菅
師
）
を
加
へ
て
六
過
度
罪
な
ど
が
成
立
し
た
も
の
と
考
へ
ら
 
 

れ
る
。
之
を
戒
梓
の
上
か
ら
見
れ
ば
次
の
如
し
、
 
 

（
四
没
落
英
に
次
 
 

ぐ
十
三
暦
戎
の
一
 
 

ミ
L
の
て
）
 
 

横
倍
 
－
 
破
伶
 
 

（
一
連
罪
）
 
（
二
道
罪
）
 
（
三
逆
罪
）
 
（
四
逆
非
）
 
（
五
逆
罪
成
立
）
 
 

五
逆
罪
の
成
立
に
就
い
て
 
 

横
倍
 
 

彿
身
出
血
－
ト
彿
身
出
血
 
 

殺
比
丘
尼
 
 

破⊥肇＿殺  併
身
出
血
－
－
倣
身
出
血
 
 

阿 父  

破 穀 殺 殺  
‾阿‾父‾母  

0
0
0
 
 

隣
人
命
（
汲
羅
夷
夢
二
）
 
 

0
0
 
 

横
倍
（
滑
稽
第
十
）
 
 

（
根
本
減
枠
敏
之
）
 
 

二
九
一
 
 
 



五
逆
弗
の
成
立
に
就
い
て
 
 

二
九
二
 
 
 

田
に
一
言
添
へ
た
き
こ
と
ば
‥
ハ
ー
ブ
系
の
も
の
と
梵
語
系
の
も
の
と
の
問
に
各
々
特
色
の
存
す
る
こ
と
で
あ
り
、
 
 

バ
ー
リ
系
で
十
改
選
蜜
と
い
へ
ば
楽
譜
系
で
六
披
羅
蜜
と
い
ひ
、
そ
れ
に
十
汲
羅
蜜
を
説
か
な
い
で
は
な
い
が
パ
ー
 
 

サ
系
の
方
と
は
違
っ
て
ゐ
る
。
パ
ー
リ
系
で
十
三
頚
陀
行
と
い
へ
ば
梵
語
系
で
は
十
二
所
陀
と
い
ふ
。
バ
ー
リ
系
で
 
 

五
種
葉
と
い
へ
ば
梵
語
系
で
四
種
染
と
い
ふ
（
四
分
樺
の
み
五
種
簗
）
。
其
外
い
く
ら
も
か
や
う
な
例
を
馨
ぐ
る
こ
と
 
 

が
出
奔
る
。
そ
こ
で
漠
謬
で
は
書
見
梓
毘
婆
沙
や
解
脱
道
諭
の
パ
ー
リ
系
で
あ
る
こ
と
は
已
に
世
に
知
ら
れ
た
が
、
 
 

然
し
書
見
梓
毘
婆
沙
な
ど
は
其
原
本
は
梵
語
系
統
に
成
れ
た
竿
パ
ー
リ
系
竿
梵
語
系
で
は
な
か
っ
た
と
も
思
は
れ
る
。
 
 

先
づ
か
や
う
な
註
滞
書
を
毘
嘩
沙
（
≦
．
b
訂
懸
）
と
い
ふ
こ
と
は
パ
ー
リ
系
に
は
な
い
こ
と
で
パ
ー
リ
系
で
は
≦
名
書
箪
．
 
 

又
は
違
訂
k
邑
訂
の
語
を
用
ゐ
る
。
然
る
に
梵
語
系
の
諭
部
で
は
頻
り
に
毘
囁
沙
を
用
ゐ
る
よ
ト
∴
 
こ
れ
は
書
見
諭
 
 

と
も
耕
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
パ
ー
リ
本
に
十
三
頭
陀
と
あ
る
に
も
拘
ら
ず
漢
本
に
十
二
頭
陀
と
し
て
あ
る
や
う
な
粘
か
 
 

ら
考
察
し
た
結
果
で
あ
る
、
之
に
反
し
て
宰
－
i
n
d
守
p
眉
訂
の
如
き
は
梵
語
系
が
そ
の
僅
パ
ー
ク
系
へ
入
り
込
ん
だ
 
 

も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
考
へ
ら
れ
る
の
は
五
無
間
業
な
ど
と
い
ふ
パ
ー
リ
系
に
存
し
な
い
術
語
が
現
は
れ
て
ゐ
る
 
 

こ
と
か
ら
思
ひ
付
い
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
確
か
な
結
論
を
得
る
ま
で
に
は
大
い
に
研
究
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
、
 
 

今
日
も
問
ほ
儲
蘭
で
呂
－
i
n
d
苧
p
旦
l
抑
を
］
買
－
i
n
d
a
・
p
r
乳
琶
と
耕
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
面
白
い
、
巧
r
仙
骨
p
ほ
 
 

P
旦
1
p
（
問
）
に
嘗
る
梵
語
で
通
る
。
 
 
 



大
束
無
量
蓄
宗
要
経
に
鱒
い
て
 
 

矢
 
吹
 
慶
 
輝
 
 

－
 
 

現
存
借
款
の
亜
典
語
と
し
て
は
、
巴
梨
語
．
梵
語
、
漢
語
、
和
語
、
西
燕
語
、
清
洲
語
な
ど
 

英
燭
彿
を
始
め
と
し
て
次
第
に
欧
洲
語
に
そ
の
範
囲
を
掠
め
つ
～
あ
る
が
、
近
時
西
域
畢
術
探
検
の
結
畢
 
徒
水
未
 
 

だ
骨
っ
て
耳
に
し
な
か
っ
た
チ
髄
語
、
亀
鼓
語
の
杢
典
な
ど
も
螢
見
さ
れ
て
、
今
は
死
語
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
嘗
て
 
 

は
彿
数
の
侍
道
に
色
々
な
土
語
方
言
が
使
は
れ
た
古
い
侍
記
を
革
質
上
に
確
か
め
得
る
こ
と
～
な
つ
た
。
 
 

（
一
）
 
 
西
域
三
十
除
囲
或
は
五
十
除
囲
と
い
は
れ
、
現
に
帰
頻
出
の
竺
法
護
の
侍
記
に
よ
る
と
、
昔
時
、
一
「
寺
廟
や
固
像
は
 
 

京
邑
に
崇
」
め
ら
れ
て
ゐ
て
も
、
「
方
等
の
深
紅
は
遮
っ
て
葱
外
に
在
」
っ
た
の
で
、
親
し
く
西
域
に
至
っ
て
諸
国
を
遊
 
 

歴
し
た
。
侍
に
は
「
外
囲
畢
言
三
十
六
嘩
書
も
亦
之
の
如
し
L
と
い
つ
て
、
法
護
は
遍
く
之
を
畢
び
、
「
音
義
字
嘩
 
 

備
さ
に
識
ら
ざ
る
な
し
」
J
記
さ
れ
て
る
か
ら
、
そ
の
清
水
の
「
正
法
慧
、
「
光
讃
』
等
の
一
首
六
十
五
部
中
に
は
方
 
 

語
の
経
典
も
あ
つ
た
ら
し
い
。
こ
の
正
法
華
は
梵
語
か
ら
の
謬
で
、
『
妙
法
華
」
は
方
言
か
ら
の
繹
だ
と
い
ふ
の
が
添
 
 

品
法
華
の
経
序
の
朗
樽
で
あ
る
。
従
っ
て
．
今
日
死
語
と
な
つ
た
言
語
も
単
に
二
三
に
は
止
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
 

大
乗
無
量
蓄
宗
要
経
l
こ
就
い
て
 
 
 



二
九
四
 
 
 

大
乗
無
量
帝
京
要
経
l
こ
就
い
て
 
 

現
存
せ
る
決
澤
中
に
も
音
謬
上
か
ら
見
て
西
域
各
地
方
の
方
言
に
て
侍
へ
ら
れ
た
形
速
の
彿
典
が
あ
る
し
、
そ
し
 
 

コ
ー
タ
一
－
－
ス
タ
チ
ェ
ア
ン
 
 

て
現
に
チ
髄
語
や
亀
弦
語
の
吉
備
典
を
螢
見
す
る
こ
と
と
な
つ
て
愈
々
研
究
上
の
薪
方
面
を
濠
想
せ
し
む
る
こ
と
と
 
 

な
つ
た
。
こ
れ
等
西
域
死
語
の
発
見
と
研
究
と
の
進
捗
に
従
っ
て
、
漢
謬
彿
典
研
究
上
に
も
僻
、
幾
多
の
新
た
な
る
 
 

光
を
投
す
る
こ
と
と
な
る
だ
ら
う
。
各
値
原
始
彿
数
敦
囲
の
用
語
は
巴
梨
語
に
近
き
方
言
で
ゐ
づ
た
ら
う
と
の
想
像
 
 

●
 
 

で
あ
る
が
、
北
方
彿
数
で
は
梵
語
空
典
の
外
に
、
方
言
垂
典
が
除
程
早
く
成
立
し
て
ゐ
た
も
の
と
推
定
せ
ら
る
べ
き
 
 

理
由
が
あ
る
。
少
く
と
も
西
域
方
言
よ
♭
成
る
経
典
の
在
っ
た
こ
と
は
疑
ひ
が
な
い
℃
そ
こ
で
漢
渾
中
に
は
多
く
の
 
 

岡
本
異
謬
も
あ
る
が
、
異
語
特
に
死
語
の
岡
本
異
謬
経
典
は
何
等
か
清
新
に
し
て
且
つ
有
益
な
る
研
究
結
果
を
暗
示
 
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
現
に
梵
語
と
西
戎
語
と
漢
語
と
の
原
澤
諸
本
を
具
備
す
る
も
の
は
あ
る
が
、
土
耳
古
語
 
 

や
西
域
死
語
の
謬
本
を
具
備
す
る
も
の
は
、
夢
多
な
減
軽
中
に
在
り
て
も
泡
に
暁
天
の
星
を
望
む
が
如
く
稀
で
あ
る
。
 
 

こ
の
意
味
に
於
い
て
F
大
乗
無
量
毒
宗
要
経
」
は
現
に
漢
謬
戎
経
中
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
が
、
戒
経
中
に
攻
め
ら
 
 

れ
て
ゐ
る
F
大
桑
垂
無
量
寺
決
定
光
明
王
加
水
陀
羅
尼
経
』
の
異
謬
で
、
梵
語
と
西
燕
語
と
子
閲
語
と
の
外
に
湊
謬
を
 
 

具
へ
て
ゐ
る
。
つ
ヰ
チ
り
四
異
語
の
原
謬
諸
本
を
有
す
る
も
の
と
し
て
珍
重
す
べ
き
も
の
．
で
あ
る
。
沈
ん
や
此
経
本
が
 
 

手
隙
語
本
を
有
し
て
ゐ
る
鮎
は
、
西
域
死
語
の
新
研
究
に
対
し
て
重
要
な
る
圃
係
を
有
す
る
に
於
い
て
を
や
だ
。
挽
 
 

近
西
燕
語
は
梵
語
よ
り
凍
た
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
子
閲
語
か
ら
凍
た
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
説
す
ら
ぁ
る
位
で
あ
る
 
 

か
ら
、
子
戯
語
研
究
は
極
め
て
重
要
で
．
其
上
子
閲
は
一
時
北
方
傭
教
の
中
心
地
で
る
つ
セ
こ
と
な
ど
を
考
へ
る
よ
、
 
 
 



仮
令
、
此
経
は
数
理
と
し
て
は
重
要
な
も
の
で
な
い
に
も
せ
よ
、
色
々
な
意
簸
で
珍
重
さ
る
べ
き
経
典
で
あ
る
。
 
 

上
述
の
如
く
本
経
の
千
閲
語
繹
本
は
子
随
語
研
究
に
極
め
て
大
切
な
る
材
料
で
あ
つ
た
の
で
、
ス
タ
イ
ン
氏
が
予
 
 

（
二
）
 
閲
語
金
剛
経
と
共
に
炉
燈
千
彿
届
よ
ら
購
水
す
る
と
、
千
丸
首
十
年
の
遥
歯
亜
細
亜
協
骨
整
巴
に
へ
ー
ソ
蒜
 
 

に
よ
り
て
不
明
の
言
語
と
し
て
其
初
部
が
公
刊
さ
れ
、
そ
れ
が
又
∇
イ
ヤ
ソ
教
授
の
『
北
方
ア
リ
ア
ン
語
と
文
革
』
に
 
 

（
三
）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
ル
ド
ア
リ
ソ
シ
ュ
 
も
載
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
こ
の
不
明
の
言
語
を
何
と
名
つ
く
べ
き
か
に
就
い
て
は
、
或
は
「
北
方
ア
ー
ル
ヤ
語
L
と
い
 
 

イ
ラ
エ
ア
ン
オ
リ
ヤ
ン
タ
ル
 
 
 
 
 
 
 
 
 
£
リ
ソ
シ
ュ
 
 
 
 
ー
ッ
テ
ル
サ
ー
キ
ッ
シ
ュ
 
 
 
う
ラ
ツ
ヘ
・
デ
ル
・
シ
ヤ
カ
ス
 
っ
た
り
、
1
東
イ
ラ
ン
語
」
と
呼
ん
だ
♭
、
更
に
又
1
祝
賃
羅
語
」
だ
と
か
、
1
中
央
サ
カ
語
」
だ
と
か
‥
又
は
「
シ
ヤ
カ
 
 

語
」
だ
と
か
、
そ
の
命
名
も
一
定
し
慕
っ
た
。
千
丸
字
五
年
に
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ら
出
雲
－
ソ
ル
氏
の
「
束
 
 

土
耳
其
斯
坦
蓉
見
の
彿
数
寄
本
残
寒
」
第
一
巷
梅
子
賢
と
英
謬
と
左
方
仁
．
梵
語
と
西
慧
と
岩
方
に
併
 
 

列
し
て
封
照
共
観
に
便
利
に
公
刊
さ
れ
、
終
た
手
腕
語
字
彙
を
も
附
加
せ
ら
れ
、
更
に
巻
末
に
は
貝
菓
か
ら
の
寓
 
 

眞
を
も
添
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
三
語
経
典
の
怠
が
非
常
に
便
宜
に
整
頓
せ
ら
れ
、
閲
竺
語
経
に
警
は
詳
細
 
 

な
る
校
合
品
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
千
丸
字
六
年
に
♪
イ
デ
ソ
ベ
ル
ヒ
の
ヤ
ク
ス
・
ブ
レ
ザ
ー
教
授
の
梵
 
（
五
）
、
、
、
、
 
東
南
語
幹
に
深
澤
に
就
い
芸
研
究
が
馨
表
さ
れ
た
。
こ
れ
は
焚
液
面
種
馬
本
の
研
究
と
共
に
梵
本
拝
に
渓
謬
か
ら
 
 

の
濁
渾
を
附
し
た
も
の
で
、
前
き
の
へ
ー
ソ
ル
氏
が
渓
謬
に
は
観
れ
蓋
っ
た
が
、
何
、
F
南
健
目
整
竺
十
姦
 
ヽ
ヽ
ヽ
 
 

の
F
無
量
書
経
』
（
康
借
鎧
繹
の
大
経
）
品
係
経
典
と
見
撤
し
た
も
の
に
封
し
て
、
ブ
レ
ザ
ー
氏
は
本
経
の
嘉
謬
 
 

と
し
て
、
南
催
目
錬
の
第
七
盲
人
十
六
就
－
法
天
辞
・
大
乗
垂
無
量
書
決
定
光
明
王
如
凍
陀
羅
尼
経
基
げ
た
。
経
過
 
 

大
乗
無
量
轟
宗
要
経
l
こ
就
い
て
 
 
 



大
乗
無
生
き
不
要
軽
に
抗
い
て
 
 

二
九
大
 
 

に
無
量
藩
と
ゐ
♭
、
本
文
に
無
量
還
（
梵
本
）
と
あ
る
か
ら
、
盲
無
量
琴
荘
（
大
経
）
、
軌
荘
、
小
阿
滞
陀
撃
類
の
 
 

紅
か
と
思
は
る
ゝ
が
、
後
に
諭
す
る
や
う
に
、
此
無
量
寺
加
水
は
之
を
阿
禰
陀
彿
と
し
て
可
い
か
香
か
が
既
に
疑
問
で
 
 

ぁ
っ
て
、
直
接
に
は
浄
土
三
部
定
一
類
の
経
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
ヘ
ー
ソ
ル
氏
は
恐
ら
く
こ
の
経
の
本
文
の
 
 

無
量
寄
経
の
語
か
ら
推
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
が
、
そ
れ
は
誤
ら
で
、
ブ
レ
ザ
ー
氏
の
方
が
確
約
で
あ
つ
た
。
 
 
 

尤
も
こ
の
経
の
梵
本
即
ち
A
琶
i
m
i
茸
阜
S
旨
虔
に
就
て
は
、
ラ
ー
ジ
エ
ン
ド
ラ
ラ
ー
ラ
●
ミ
ト
ラ
氏
が
、
既
 
 

に
千
八
百
八
十
二
年
に
べ
ン
ガ
ル
亜
細
亜
協
合
併
戎
の
本
経
の
尼
披
羅
葛
鮭
を
其
著
述
中
に
、
又
千
八
百
八
十
三
年
 

に
セ
シ
ル
．
ベ
ン
ド
ル
氏
が
、
『
効
棒
大
拳
固
書
館
彿
数
梵
語
寓
本
日
職
』
中
に
本
荘
を
紹
介
し
て
ゐ
る
。
ヘ
ー
ン
ル
 
 

氏
は
此
他
に
勿
梼
大
挙
に
在
る
他
の
三
寒
本
を
も
塵
照
し
校
合
し
た
。
西
戎
戎
経
で
は
本
経
典
は
カ
ン
ジ
ュ
ー
ル
に
 
 

牧
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
但
し
春
本
に
裁
て
は
へ
ー
ン
ル
氏
は
校
合
し
て
ゐ
な
い
。
 
 
 

今
此
等
諸
本
か
ら
此
に
類
似
の
経
典
を
漢
謬
中
に
探
る
と
、
ブ
レ
ザ
ー
氏
の
指
摘
し
た
や
う
に
、
乗
法
天
繹
、
大
 
 

（
六
）
 
乗
垂
無
量
寄
王
経
、
具
に
は
彿
設
大
乗
無
量
書
換
定
光
明
王
如
来
陀
薙
尼
産
を
取
る
べ
き
だ
が
、
厳
密
に
い
ふ
と
法
 
 

天
澤
は
之
を
現
存
の
原
本
及
び
干
願
西
戎
南
澤
本
に
比
す
る
と
、
多
少
違
っ
て
ゐ
て
、
寧
ろ
本
荘
の
異
本
た
る
無
量
 
 

寺
宗
要
経
を
取
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
空
ハ
年
五
月
に
出
し
た
拙
篇
「
ス
タ
イ
ン
氏
蒐
集
煙
痩
地
方
出
舌
 
 

（
ヒ
）
 
葛
彿
典
ロ
ー
ト
グ
ラ
フ
解
説
日
銀
』
に
も
述
べ
た
通
ら
、
前
の
法
天
謬
は
本
鰹
の
異
謬
で
は
あ
る
が
、
無
量
書
宗
要
 
 

経
の
方
が
よ
り
親
し
い
関
係
に
あ
る
か
ら
、
現
存
の
梵
蕃
閲
語
諸
本
に
配
す
る
も
の
と
し
て
は
、
此
の
無
量
芸
要
経
 
 
 



を
取
る
ペ
き
で
あ
る
。
兎
に
角
、
無
量
寺
宗
要
経
は
ブ
レ
ザ
ー
氏
も
之
を
載
せ
な
か
っ
た
し
．
現
に
蕨
経
中
に
収
め
 
 

ら
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
就
い
て
の
大
略
を
報
告
す
る
こ
と
に
す
る
。
 
 

〓
 
 

こ
の
無
量
毒
宗
要
経
の
葛
本
は
大
英
博
物
館
戒
の
ス
ク
イ
ン
氏
蒐
集
品
中
に
、
教
育
部
を
寂
し
て
ゐ
る
。
又
パ
リ
 
 

国
民
陶
書
館
所
蔵
ぺ
リ
オ
氏
蒐
集
寓
本
中
に
も
あ
る
し
、
更
に
又
ぺ
ト
・
ロ
、
ダ
ラ
ド
（
レ
ー
ニ
ン
ダ
ラ
ド
）
亜
細
亜
博
 
 

物
館
中
、
オ
ル
デ
ン
ブ
ル
グ
氏
蒐
集
品
中
に
旦
二
四
本
を
威
し
て
ゐ
る
。
但
し
本
荘
焉
本
は
経
文
既
に
書
葛
の
功
徳
 
 

を
讃
嘆
し
て
ゐ
る
の
で
、
同
一
筆
者
が
数
多
の
馬
本
を
残
し
た
。
始
ら
く
ス
ク
イ
ン
寄
本
中
、
斐
文
達
、
田
贋
決
、
 
 

弦
月
、
畢
郎
、
呂
興
、
法
条
、
張
良
友
、
曹
輿
朝
等
の
寄
手
の
署
名
の
あ
る
も
の
も
あ
ら
、
諸
本
を
校
倉
す
る
と
大
略
 
 

二
種
の
繹
本
の
ぁ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
而
し
て
丙
種
の
漠
謬
中
、
英
文
精
簡
約
な
る
も
の
は
僅
か
に
一
本
を
見
た
の
 
 

み
で
あ
つ
た
。
英
繹
は
千
丸
首
十
五
年
に
へ
ー
y
ル
氏
に
よ
り
て
な
さ
れ
、
燭
謬
は
千
九
百
十
六
年
 
ブ
レ
ザ
ー
氏
 
 

に
よ
り
て
梵
漢
（
法
天
謬
）
南
本
か
ら
の
繹
が
あ
り
、
和
謬
は
大
正
五
年
十
一
月
の
「
宗
教
研
究
」
中
に
池
田
澄
達
氏
 
 

の
が
載
っ
て
ゐ
る
。
惜
む
ら
く
は
本
宗
要
経
に
は
繹
人
の
名
を
開
い
て
ゐ
る
。
併
し
現
に
近
似
の
原
本
を
有
せ
る
以
 
 

上
、
他
日
入
滅
の
資
格
あ
る
も
の
と
謂
っ
て
も
可
い
。
 
 
 

全
囁
こ
の
脛
は
何
時
頃
に
流
虚
し
た
も
の
か
。
姑
ら
く
漠
浮
か
ら
す
る
と
、
無
量
琴
宗
要
経
の
寓
本
中
、
聾
者
の
 
 

大
乗
無
量
蕃
宗
零
脛
l
ニ
就
い
て
 
 
 



こ
九
八
 
 

大
乗
無
量
書
芸
軽
l
こ
就
い
て
 
 

名
を
記
し
て
ゐ
る
も
の
も
あ
る
が
、
今
迄
の
所
で
は
一
も
年
代
推
定
に
資
す
べ
き
記
事
を
見
な
い
。
全
髄
ロ
ン
ド
ン
に
 
 

も
レ
ー
ニ
ン
ダ
ラ
ド
に
も
此
経
本
が
あ
る
が
、
そ
の
漠
謬
馬
本
は
他
の
舌
寓
経
に
托
し
て
用
紙
も
劣
質
で
あ
つ
て
、
且
 
 

つ
筆
蹟
の
勝
れ
た
も
の
は
極
め
て
稀
で
あ
つ
た
と
記
憶
す
る
。
ロ
ン
ド
ン
井
に
べ
三
ダ
ラ
ド
（
レ
ー
ニ
ン
ダ
ラ
ド
）
 
 

で
調
査
し
た
女
で
は
何
れ
も
年
代
と
評
者
と
を
記
し
て
お
な
か
っ
た
と
記
憶
す
る
か
ら
、
現
存
寓
本
の
筆
致
紋
贋
な
 
 

ど
か
ら
推
定
し
な
け
れ
ば
守
り
な
い
が
、
確
た
る
こ
と
は
自
分
に
は
解
ら
な
い
が
、
唐
末
初
宋
以
後
と
推
測
さ
る
ゝ
。
 
 

斯
う
い
ふ
理
由
で
動
静
年
代
の
推
定
に
は
異
本
の
謬
セ
る
法
天
の
垂
無
量
毒
王
経
の
謬
年
を
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

議
租
統
記
」
四
十
三
に
壊
る
と
・
法
天
の
沖
京
に
凍
た
の
は
宋
太
祖
の
開
璽
ハ
年
（
西
紀
九
七
三
）
で
、
此
年
 
 

に
聖
餐
量
書
経
・
七
彿
讃
を
辞
し
た
。
河
中
府
梵
畢
抄
門
法
進
が
執
筆
綴
文
、
免
役
が
潤
色
と
な
つ
て
ゐ
る
。
「
詔
法
 
 

（
八
）
 
天
赴
闘
、
召
見
慰
問
、
賜
紫
方
砲
」
と
侍
へ
て
ゐ
る
e
同
書
五
十
表
代
骨
要
志
の
束
土
澤
経
の
下
に
も
年
代
を
記
 
 

さ
ぬ
が
、
此
事
蹟
の
二
部
を
牧
錬
し
て
ゐ
毎
元
獲
法
天
が
初
め
蒲
州
河
中
府
に
ゐ
て
法
進
と
経
を
謬
し
て
ゐ
た
 
 

（
一
〇
）
 
が
、
宋
の
太
宗
が
之
を
開
き
て
京
師
に
召
し
た
の
は
太
中
興
固
五
年
（
九
人
〇
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
か
ら
五
年
日
の
 
 

薙
撃
毎
に
、
名
を
法
賢
と
改
め
、
眞
宗
の
成
年
四
年
（
一
〇
〇
こ
に
残
し
た
か
ら
、
仮
令
、
閑
雲
ハ
年
で
な
か
 
 

つ
た
と
し
て
も
、
垂
無
量
還
は
法
贋
と
改
名
す
る
以
前
に
辞
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
が
な
い
。
 
 
 

惟
ふ
に
宋
の
太
租
、
太
宗
の
時
代
は
五
代
慶
乱
の
後
を
承
け
て
経
籍
の
散
逸
し
た
時
で
あ
つ
た
。
彼
の
呉
越
王
倣
 
 

が
経
籍
を
高
麗
や
日
本
に
求
め
た
の
は
太
租
即
位
の
初
年
で
あ
つ
た
。
又
彼
の
諦
観
が
高
麗
よ
り
螺
渓
に
天
台
致
籍
 
 
 



三
 
 

此
経
の
大
要
は
、
文
殊
師
師
法
王
子
を
封
告
衆
と
し
て
、
無
量
寺
加
水
の
功
徳
を
稀
讃
し
－
本
経
の
書
寓
、
或
は
 
 

英
名
戟
の
拝
領
の
功
徳
が
、
▲
能
く
延
年
将
書
の
利
益
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
、
僻
彼
の
彿
の
一
首
人
名
故
の
受
 
 

♯
焉
議
を
励
め
／
陀
羅
尼
を
示
し
、
数
多
の
諸
彿
も
亦
此
の
経
を
讃
説
せ
る
こ
と
を
述
べ
、
命
終
に
は
浄
土
に
生
す
 
 

セ
持
参
し
た
り
、
永
明
延
寿
が
大
乗
経
論
六
十
部
を
集
め
た
や
う
な
こ
と
が
め
つ
た
の
も
此
時
で
あ
つ
て
、
支
部
よ
 
 

り
盛
ん
に
西
域
或
は
印
度
に
求
法
借
が
入
っ
た
。
就
中
、
太
祖
の
建
徳
四
年
に
ほ
詔
し
て
行
動
等
盲
五
十
七
人
を
西
 
 

域
に
邁
は
し
た
こ
と
す
ら
あ
つ
た
。
此
前
年
に
は
五
天
竺
に
遊
ん
で
往
反
十
八
年
で
あ
つ
た
と
い
は
れ
て
ゐ
る
、
鎗
 
 

州
沙
門
造
園
が
、
千
閲
の
使
者
と
共
に
京
師
に
到
っ
て
月
尭
梵
経
を
献
じ
た
と
侍
へ
て
ゐ
る
。
斯
か
る
時
勢
で
あ
つ
 
 

た
か
ら
干
閲
の
借
侶
は
此
前
年
に
も
来
た
し
、
此
外
に
時
々
凍
た
や
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
域
諸
国
で
は
唐
未
来
初
 
 

の
頃
此
経
が
盛
に
流
行
し
て
ゐ
た
の
で
、
法
天
の
漠
謬
も
出
た
わ
け
で
同
時
に
今
日
子
閲
語
の
無
量
琴
宗
要
経
を
見
 
 

る
の
も
決
し
て
偶
感
で
は
な
い
。
法
天
渾
は
乾
徳
五
年
（
九
六
七
）
に
出
た
文
勝
の
『
大
蔵
経
随
画
素
隙
』
大
官
六
 
 

十
器
に
は
這
入
ら
な
か
っ
た
が
、
此
彼
の
戒
経
に
は
入
戒
せ
ら
れ
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。
し
か
し
兵
謬
の
無
量
蕃
宗
 
 

要
経
が
現
今
ま
で
蕨
経
中
に
牧
め
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
義
元
明
の
戒
経
や
麗
威
の
蒐
集
者
の
限
に
と
ま
ら
な
か
っ
 
 

た
も
の
ら
し
い
。
詰
り
炉
煙
遽
の
流
行
で
中
土
に
は
行
は
れ
な
か
っ
た
も
の
と
思
は
る
る
。
 
 

大
乗
無
琶
意
宗
要
経
に
裁
い
て
 
 
 



三
ひ
0
 
 

大
乗
無
量
藩
宗
要
経
に
訊
い
て
 
 

る
利
益
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
経
題
は
前
に
も
述
べ
た
通
う
、
法
天
は
「
大
乗
垂
無
量
寄
王
経
」
 
 

と
い
ひ
、
又
、
「
併
設
大
乗
無
量
書
決
定
光
明
王
如
凍
陀
羅
尼
鮭
」
と
詳
し
て
ゐ
る
が
、
「
無
量
琴
宗
要
経
」
は
「
大
乗
 
 

無
量
書
経
」
或
は
「
無
量
書
経
宗
鑑
」
と
も
い
つ
て
ゐ
る
。
尤
も
此
経
の
経
文
中
に
数
々
経
名
を
奉
げ
て
ゐ
る
中
で
、
 
 

宗
要
経
の
異
本
に
は
経
文
中
に
幾
度
か
無
量
寺
宗
要
経
と
あ
る
所
を
無
量
苛
陀
羅
尼
と
L
て
ゐ
る
し
、
一
ケ
所
「
無
 
 

量
苛
経
」
と
あ
る
所
を
単
に
「
陀
展
尼
」
と
し
て
ゐ
る
。
梵
本
に
は
経
文
中
に
は
始
終
、
無
量
苛
経
A
p
罵
i
m
i
t
牒
与
 
 

邑
r
p
と
し
て
ゐ
る
が
、
経
末
結
成
庖
に
は
「
蜜
無
量
薔
と
名
づ
け
ら
る
～
陀
羅
尼
」
と
し
て
ゐ
る
。
又
干
戯
語
本
は
 
 

1
無
量
青
経
L
と
い
ふ
て
ゐ
る
が
・
そ
れ
が
又
数
多
の
異
音
を
樽
へ
て
ゐ
る
。
即
ち
A
p
註
m
i
t
－
葦
芝
蟄
き
ー
A
p
㌢
m
・
 
 

i
t
抑
y
仁
邑
t
r
師
－
A
p
寛
ぎ
琵
p
箋
s
宣
r
p
－
A
p
腎
岩
i
t
葦
餅
s
星
r
p
－
A
p
罵
琶
註
副
箋
s
u
t
r
p
）
A
p
巴
醍
巨
e
t
t
劉
Ⅰ
音
声
2
已
r
弾
－
 
 

（
】
一
）
 
A
p
寛
ぎ
i
詰
y
≡
已
r
即
と
し
、
給
う
に
書
寓
の
凍
由
を
叙
す
る
所
に
は
A
p
罵
i
邑
扇
箋
S
u
t
r
師
1
と
い
ふ
て
ゐ
て
、
梵
 
 

語
が
方
言
化
し
準
晋
化
す
る
径
路
を
侍
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
他
、
「
無
量
寄
如
衆
功
徳
法
門
」
と
い
ひ
、
或
は
「
無
量
寺
 
 

決
定
光
明
王
加
水
経
」
と
い
ひ
、
又
或
は
「
無
量
寄
智
決
定
王
加
水
功
徳
L
と
も
い
ふ
て
ゐ
る
が
、
要
す
る
に
無
量
 
 

書
加
水
に
対
す
る
讃
嘆
経
で
、
俳
名
を
経
題
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
俳
名
に
つ
い
て
法
天
謬
は
「
無
量
専
決
 
 

定
光
明
王
」
と
い
ひ
、
干
旗
本
井
に
宗
要
経
で
は
「
無
量
寄
智
決
定
王
」
と
し
、
梵
本
に
は
「
無
量
寄
智
決
定
光
明
 
 

王
」
と
し
て
ゐ
る
。
尤
も
渓
謬
宗
要
経
丈
で
も
、
「
無
量
寄
加
水
」
と
も
「
無
量
寄
智
決
定
王
加
水
」
と
も
「
無
量
智
 
 

決
定
王
如
凍
L
と
も
い
つ
て
る
か
ら
、
一
挺
中
で
も
俳
名
が
l
定
し
て
な
い
が
、
要
す
る
に
或
所
で
は
智
を
略
し
或
 
 
 



更
に
そ
れ
以
前
で
は
 
 

唐
不
審
謬
、
成
就
妙
法
蓮
華
鮭
漁
伽
観
智
儀
軌
 
 

（
－
三
）
 
 

の
中
に
も
出
て
ゐ
る
。
こ
の
中
日
は
陀
選
局
だ
け
で
、
柳
は
こ
の
陀
藤
尾
が
傍
説
で
あ
る
か
ら
、
此
陀
羅
尼
を
中
心
 
（
 
 

と
し
て
其
功
徳
を
腐
讃
せ
る
経
典
と
し
て
は
、
H
と
ロ
と
で
あ
る
。
こ
の
陀
庶
尼
が
屡
々
湊
謬
に
出
て
ゐ
る
し
、
梵
 
 

流
寂
本
が
あ
る
し
、
現
に
周
波
羅
商
務
で
流
行
し
て
ゐ
る
し
、
日
本
で
も
鹿
部
で
は
無
量
苛
命
決
定
如
来
法
が
あ
る
 
 

と
す
る
 

併
で
は
毒
を
秋
き
或
所
で
は
光
明
が
略
さ
る
1
と
す
る
と
、
『
阿
沙
絡
抄
」
に
あ
る
「
無
量
薄
命
決
定
加
水
」
も
亦
此
彿
 
 

と
同
一
と
見
倣
す
べ
き
や
う
に
思
は
る
1
。
技
に
此
の
無
量
寺
如
凍
が
果
し
て
阿
浦
陀
沸
か
否
か
の
疑
問
が
起
る
。
 
 

（
一
二
）
 
 
 

先
つ
本
経
は
そ
の
根
本
が
陀
窪
尼
に
あ
る
。
現
に
無
量
書
宗
要
経
が
「
宗
要
」
と
い
つ
て
る
の
は
、
本
文
に
陀
尾
 
 

月
と
あ
る
所
を
宗
要
と
詳
し
て
ゐ
る
か
ら
、
宗
要
は
陀
羅
尼
の
意
謬
で
あ
つ
た
ら
し
い
。
そ
こ
で
深
澤
中
、
此
の
陀
 
 

羅
屈
を
記
載
せ
る
経
と
し
て
は
 
 

も
の
と
思
は
る
ゝ
。
 
 

大
乗
無
量
吉
宗
要
軽
に
就
い
て
 
 
 

（三）（二）（一）  

乗
法
天
謬
、
垂
無
量
尊
王
経
 
 

失
謬
、
無
量
寺
宗
要
経
 
 

来
法
賛
辞
－
無
量
音
大
智
陀
羅
尼
 
 



四
 
 
 

此
経
に
詭
か
る
～
傭
は
前
述
せ
る
如
く
－
無
量
藁
決
定
王
如
準
無
量
青
加
水
、
無
量
寺
智
決
定
光
明
王
加
水
 
 

と
い
ひ
、
浄
土
は
上
方
世
界
に
在
る
無
量
功
徳
泉
（
法
天
繹
の
無
量
功
徳
蔵
）
だ
と
い
ふ
て
ゐ
て
、
西
方
と
は
し
て
 
 

ゐ
な
い
。
阿
浦
陀
備
に
は
種
々
の
名
辞
が
あ
る
唱
無
量
藁
決
空
知
凍
と
い
ふ
名
は
他
に
例
が
な
い
し
1
浄
土
 
 

の
名
も
方
角
も
違
っ
て
ゐ
る
し
、
特
に
経
文
中
、
本
経
書
馬
の
功
徳
を
列
馨
し
て
ゐ
る
一
に
、
宗
要
経
に
は
「
皆
得
 
 

ス
タ
ハ
ー
バ
 
 

往
生
西
方
極
欒
世
界
阿
禰
陀
浄
土
」
と
あ
り
、
1
異
本
に
は
1
必
定
往
生
極
楽
世
野
と
あ
り
、
梵
本
に
は
「
極
楽
世
 
 

チ
ア
，
1
タ
ー
バ
 
界
無
量
光
如
凍
の
政
利
に
生
れ
ん
」
と
あ
り
、
関
本
も
戎
本
も
そ
う
な
つ
て
ゐ
て
由
り
聖
無
量
写
経
の
み
が
「
如
 
 

是
之
人
臨
命
終
時
－
有
九
倶
脾
彿
、
南
現
其
前
、
凍
迎
是
人
、
往
生
於
彼
彿
陶
土
中
ト
と
な
つ
て
ゐ
る
の
み
で
あ
る
。
 
 

そ
う
す
る
と
本
経
の
本
尊
と
そ
れ
を
稀
讃
し
て
ゐ
る
阿
弼
陀
彿
と
は
別
と
見
な
け
れ
ば
守
り
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
若
し
 
 

も
法
天
は
中
印
度
那
蘭
陀
寺
の
何
で
、
本
経
の
原
本
を
其
轟
か
ら
持
慶
し
た
も
の
と
で
も
す
る
と
、
昔
時
印
度
で
漸
 
 

う
い
ふ
名
で
呼
ば
れ
た
彿
は
一
健
何
彿
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
今
で
も
尼
汲
旋
や
西
藤
で
は
こ
の
経
が
洗
 
 

行
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
鮎
は
更
に
調
査
を
要
す
る
こ
と
ゝ
思
は
る
ゝ
。
 
 
 

糖
成
の
「
阿
禰
陀
彿
説
林
」
七
巻
は
、
減
軽
中
か
ら
阿
弼
陀
備
に
牌
係
あ
る
経
文
を
集
め
ら
る
、
だ
け
集
め
た
も
 
 

（
一
五
）
 
の
で
・
此
経
の
陀
羅
尼
を
も
引
用
し
て
ゐ
る
。
併
し
そ
れ
は
無
量
育
と
あ
る
か
ら
直
に
阿
爾
陀
彿
と
見
た
の
で
あ
ら
 
 
 

大
勢
無
量
慧
不
要
軽
に
就
い
て
 
 



（
二
ハ
）
 
 

ラ
。
金
髄
此
方
面
に
隣
し
て
は
密
致
部
の
著
述
を
参
酌
す
べ
き
で
ぁ
る
。
『
阿
婆
鱒
抄
』
第
五
十
二
に
無
量
事
命
決
定
 
 

加
須
法
を
載
せ
て
ゐ
る
。
然
る
に
此
加
水
に
就
て
は
「
渾
迦
報
身
也
云
云
」
と
い
ひ
、
「
浦
梅
澤
迦
不
審
の
事
也
、
但
 
 

し
繹
迦
′
ぞ
正
と
な
す
云
云
L
と
い
つ
て
、
滞
迦
と
す
る
か
禰
悔
と
す
る
か
疑
問
の
あ
つ
た
事
を
語
っ
て
ゐ
る
。
次
に
 
 

此
彿
を
滞
迦
の
顕
本
逸
書
の
身
と
見
倣
せ
る
『
大
原
法
華
決
』
の
文
「
法
華
中
、
決
定
加
水
畢
盲
、
又
是
毒
量
品
之
肝
 
 

心
畢
言
行
で
り
（
中
略
）
故
に
此
如
乗
法
只
だ
滞
迦
を
本
尊
と
属
す
也
」
を
引
い
て
ゐ
る
。
是
は
此
経
の
畢
盲
を
毒
量
 
 

品
の
眞
言
と
見
、
此
彿
を
繹
迦
傭
と
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
登
憶
、
法
華
経
音
量
品
は
、
秘
密
の
一
説
に
よ
る
と
、
 
 

本
品
の
奥
旨
を
以
て
大
日
経
王
と
不
二
と
見
、
或
は
金
剛
界
大
日
の
三
摩
地
を
説
く
も
の
と
も
せ
ら
れ
、
又
此
品
中
 
 

の
自
我
偶
の
「
慧
光
照
無
量
、
毒
命
無
数
劫
」
の
二
句
は
阿
禰
随
彿
の
光
蓄
二
徳
を
表
し
た
も
の
と
も
見
ら
れ
て
ゐ
 
 

て
、
由
凍
此
品
の
本
尊
と
し
て
 
滞
迦
で
も
瀾
陶
で
も
薬
師
で
も
差
支
な
い
こ
と
～
さ
れ
て
ゐ
た
。
そ
こ
で
不
審
謬
 
 

の
成
就
妙
法
蓮
聾
経
王
稔
迦
観
智
儀
軌
に
は
法
華
経
毒
量
品
を
念
じ
て
、
次
に
無
量
寄
命
決
定
如
凍
の
畢
言
（
宗
要
 
 

（
一
七
）
 
経
の
無
量
書
随
鹿
尼
）
七
逼
を
呪
す
べ
し
と
い
つ
て
る
如
き
は
、
明
に
法
華
寺
量
品
よ
り
無
量
軍
備
と
な
♭
、
輯
じ
て
 
 

そ
れ
が
阿
滴
陶
彿
を
指
す
こ
と
～
も
な
る
園
係
を
示
し
た
も
の
と
謂
っ
て
よ
い
。
台
雇
用
侍
の
詳
細
は
阿
婆
縛
抄
七
 
 

十
一
の
法
華
法
と
同
書
五
十
二
の
無
量
寄
命
決
定
如
凍
の
項
下
に
譲
る
が
、
同
書
に
席
定
借
都
『
法
華
次
第
』
を
引
い
 
 

て
「
悶
ふ
、
無
量
苛
命
決
定
加
水
法
、
帥
是
法
華
法
欺
。
答
、
有
が
云
く
然
ら
す
、
彼
如
凍
の
眞
言
は
此
軌
の
序
分
 
 

に
在
る
が
故
に
、
法
筆
法
の
正
宗
に
非
る
也
。
問
若
し
爾
ら
ば
何
に
依
り
て
彼
法
を
修
す
べ
き
か
。
答
意
襲
に
任
か
 
 

大
乗
無
量
吉
宗
要
軽
に
就
い
て
 
 
 



す
べ
し
…
…
：
但
口
停
に
問
ふ
ペ
し
云
云
」
な
ど
と
い
ふ
て
、
要
す
る
に
未
定
で
あ
つ
た
。
 
 
 

全
琴
南
戒
で
は
延
年
得
毒
の
彿
と
し
て
は
無
量
寄
彿
で
あ
る
し
、
ヘ
ー
ソ
ル
氏
の
報
告
に
よ
る
と
蕃
本
の
戎
本
 
 

（
－
凡
）
 
の
終
♭
に
準
晋
梵
語
に
て
の
無
量
光
彿
A
m
i
t
賢
p
の
記
載
を
有
し
て
ゐ
る
と
い
つ
て
る
し
．
又
西
藤
侍
で
は
繹
迦
 
 

（
人
）
、
滞
随
（
定
）
、
観
音
（
菩
薩
）
は
一
億
で
あ
る
鮎
な
ど
か
ら
見
る
と
、
阿
漕
施
と
し
て
も
差
支
な
い
わ
け
で
あ
る
。
 
 

そ
れ
か
ら
窟
藤
砂
」
・
軽
部
中
の
法
華
鞄
束
密
所
侍
と
し
て
「
法
華
整
の
無
量
毒
決
定
加
水
に
就
い
て
、
多
 
 

貿
如
凍
と
か
、
滞
迦
の
法
報
身
と
か
、
阿
蒲
陶
彿
の
豪
族
と
か
の
異
説
を
列
重
し
て
ゐ
る
。
か
う
し
て
諸
地
方
や
詩
 
 

経
の
所
侍
を
綜
合
す
る
と
、
阿
滞
随
彿
と
無
量
光
彿
、
無
量
軍
備
と
に
関
す
る
、
そ
れ
等
俳
名
の
成
立
問
題
に
も
或
 
 

種
の
暗
示
を
輿
ふ
る
も
の
と
思
は
る
ゝ
。
本
鰹
は
賓
に
そ
の
一
部
の
資
料
で
あ
る
。
併
し
こ
ゝ
で
は
複
雑
な
る
研
究
 
 

調
査
を
馨
表
し
て
ゐ
る
蓮
が
な
い
か
ら
、
唯
だ
問
題
の
所
在
だ
け
を
指
摘
す
る
に
止
め
て
置
く
。
 
 
 

因
に
法
天
謬
の
蜜
無
量
書
経
の
謬
出
は
、
宋
の
開
貿
六
年
（
西
紀
九
七
三
）
で
あ
つ
て
、
我
国
へ
の
清
水
者
は
寿
然
 
 

で
、
脊
然
は
宋
め
薙
照
元
年
（
九
人
四
、
或
は
い
ふ
太
中
興
国
人
年
九
人
三
）
に
拝
京
に
入
h
∴
彼
ち
一
催
帝
の
 
 

永
延
元
年
（
九
人
七
或
は
い
ふ
此
の
前
年
）
に
摺
本
一
切
経
を
蘭
ら
し
て
蹄
朝
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
帯
出
後
十
年
 
 

以
内
に
之
を
清
水
し
た
わ
け
で
あ
る
。
然
る
に
阿
喫
鉾
妙
に
は
此
の
無
量
革
命
決
定
加
水
法
の
光
雄
を
拳
ぐ
る
に
、
 
 

「
村
上
御
日
記
」
を
引
き
、
應
和
元
年
（
九
六
一
）
三
月
九
日
よ
ら
七
日
を
限
り
、
勅
に
よ
り
て
延
暦
寺
法
聾
三
昧
 
 

堂
に
於
て
、
座
主
延
昌
を
し
て
此
の
法
を
修
せ
し
む
と
あ
り
、
「
扶
桑
略
説
」
二
十
六
に
も
「
元
革
洋
書
」
 
二
十
五
 
 
 

大
乗
無
量
蕃
宗
要
軽
に
就
い
て
 
 



に
も
此
の
記
騰
が
残
っ
て
ゐ
る
が
、
是
は
固
よ
り
聖
無
量
寧
王
踵
謬
出
よ
り
十
二
年
前
の
事
で
あ
る
か
ら
、
法
華
軌
 
 

の
類
に
掠
っ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
 
 
 

妊
（
－
）
 
染
高
借
停
、
致
二
の
四
。
 
 
 

（
ニ
）
R
詳
邑
e
－
T
F
昌
n
F
宍
⊇
ヨ
］
訂
岩
g
u
p
g
空
言
・
2
1
象
a
n
（
シ
R
A
・
笹
た
≡
†
苫
∴
挙
〓
エ
 
 
 

（
三
）
声
訂
旨
2
－
些
巳
∴
写
ヨ
d
乳
誇
訂
日
管
a
爵
邑
巳
I
e
邑
u
諸
盲
r
邑
磨
こ
眉
p
p
●
謡
－
監
γ
由
 
 
 

（
団
）
声
H
O
e
邑
e
盲
呂
責
r
i
p
－
謬
m
p
i
n
邑
匿
d
已
告
i
－
邑
u
r
e
ぎ
n
d
i
n
E
昆
e
r
n
2
富
a
ミ
○
＝
・
p
p
・
琶
よ
芦
 
 
 

（
克
）
欝
H
W
崇
籍
こ
p
胃
i
m
i
書
r
衰
p
n
邑
m
a
卓
賢
盲
藁
－
r
冒
（
要
害
g
許
…
e
茅
d
e
‥
芝
2
冒
笥
A
ぎ
m
訂
一
｝
屋
－
 
 

（
山
ハ
）
 
成
八
の
七
以
下
。
 
 

（
七
）
 
宗
教
研
究
、
第
二
巷
第
五
渋
に
再
盛
。
 
 

（
八
）
 
致
九
の
九
六
。
 
 

（
九
）
 
致
九
の
四
二
。
 
 

（
岩
）
 
併
組
成
詑
四
三
、
致
九
の
九
七
。
 
 

（
〓
）
・
ヘ
ー
ン
ル
氏
の
音
罵
に
填
る
。
 
 

（
三
）
＝
の
陀
藻
尼
l
i
 
 

川
崎
、
薄
伽
梵
、
無
貴
書
智
、
菩
決
莞
空
知
死
に
持
分
す
。
挿
話
1
脚
咤
、
警
J
讐
、
大
警
、
霊
警
、
智
違
蒜
警
。
 
 

何
碕
、
－
刊
清
浄
法
性
よ
、
虚
空
等
出
よ
、
自
性
清
浄
よ
、
有
大
軍
趣
呑
層
よ
。
姿
蠣
餐
。
（
碧
狩
蓮
民
芸
幕
）
。
 
 

M
O
巨
n
冒
O
b
す
邑
e
A
p
a
r
i
m
i
音
壱
n
雪
i
n
i
ぎ
1
号
音
p
I
a
l
言
善
臣
1
e
彗
首
a
賢
d
d
b
首
鼻
邑
㌢
 
●
く
一
 
 

望
巨
p
5
J
e
 
p
蔓
e
m
監
p
蔓
e
p
p
邑
m
i
l
p
苫
y
蚤
n
ぎ
要
旨
O
p
邑
e
・
官
許
彗
冨
定
言
弓
i
れ
u
d
d
訂
d
訂
r
邑
O
 
 

g
宗
旨
p
β
m
已
g
已
の
望
盲
b
冨
Y
鼠
㌢
d
d
訂
蜃
p
冨
n
p
箋
p
乳
首
○
急
声
 
 

大
乗
無
量
蓉
宗
畢
霹
に
就
い
て
 
 
 



大
乗
無
量
審
宗
要
経
l
こ
就
い
て
 
 

三
〇
六
 
 

で
、
こ
の
第
二
の
部
分
≡
鱒
よ
福
よ
大
福
よ
云
々
」
が
、
梵
蔵
（
W
巴
l
亀
J
苫
串
柏
J
二
本
に
あ
る
の
に
、
聞
太
（
詳
e
r
n
訂
ら
竃
）
l
こ
 
 

も
聖
無
電
蕃
王
軽
（
成
八
の
七
）
l
こ
も
宗
嬰
軽
に
も
法
華
軌
（
閏
七
の
六
六
）
l
こ
も
大
智
陀
羅
尼
（
成
十
二
の
三
七
）
l
こ
も
翳
さ
れ
て
居
る
。
 
 

（
三
）
 
出
接
ほ
（
一
二
）
参
照
。
 
 

（
】
は
）
 
拙
著
、
阿
禰
陀
彿
の
研
究
、
序
論
、
阿
湖
陀
彿
並
に
棲
繁
の
名
義
に
就
て
（
】
 
－
ニ
0
）
及
表
（
三
二
三
卜
三
田
八
）
参
照
。
 
 

（
】
蕊
）
 
阿
輔
陀
併
託
林
、
四
の
二
五
。
 
 

（
一
六
）
 
大
日
本
併
教
会
善
本
、
阿
婆
増
抄
第
二
の
八
〇
一
以
下
。
 
 

（
完
）
－
閏
七
の
六
六
。
 
 

（
一
∧
）
 
序
言
、
二
九
五
。
 
 

（
】
豊
 
大
日
本
併
教
全
書
本
、
発
酵
妙
筆
一
、
五
八
七
以
下
。
 
 
 



常
 
盤
 
大
 
 
定
 
 

－
戒
律
史
上
に
於
け
る
蜘
頓
戒
の
特
質
 
 
 

樽
数
大
師
の
画
境
戒
は
、
大
師
に
よ
つ
て
始
め
て
創
唱
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
戒
律
史
上
、
支
那
に
も
印
度
に
も
、
 
 

全
く
其
此
を
見
な
い
、
日
本
覇
時
の
螢
展
で
あ
る
。
支
那
侍
凍
の
南
都
諸
宗
の
戎
梓
思
想
と
は
、
氷
炭
相
容
れ
ぬ
関
 
 

係
を
有
す
る
研
か
ら
、
南
都
諸
宗
よ
り
非
常
の
反
抗
を
家
り
、
そ
の
晩
年
を
苦
問
題
戟
の
間
に
造
り
．
遂
に
其
本
願
 
 

た
る
大
乗
戒
壇
創
設
の
目
的
を
蓮
せ
ゃ
し
て
、
地
下
に
就
か
れ
た
事
は
、
有
名
な
事
蹟
で
あ
る
。
大
師
の
戒
律
が
、
 
 

如
何
に
支
那
停
凍
の
も
の
に
異
っ
た
か
を
知
ら
ん
が
薦
め
に
は
、
先
つ
南
都
の
戒
律
の
異
相
を
知
う
、
之
と
の
対
照
 
 

に
よ
り
て
、
大
師
の
固
頓
戎
が
、
如
何
な
る
鮎
に
於
て
彼
等
に
相
違
せ
る
か
を
螢
揮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
大
師
の
膏
畢
 
 

は
、
法
華
宗
の
諸
法
賓
粕
、
固
融
和
印
で
あ
つ
て
、
南
都
諸
宗
の
事
理
各
別
、
迷
悟
対
立
の
暫
撃
と
、
全
く
一
致
せ
 
 

ぬ
。
暫
畢
の
相
違
は
、
や
が
て
戒
律
覿
の
上
に
も
、
全
く
相
容
れ
ぬ
結
果
を
蒸
し
た
の
で
あ
つ
た
。
諸
法
賓
粕
．
固
 
 

融
和
郎
の
哲
畢
は
、
勿
論
大
師
の
創
唱
せ
る
に
あ
ら
す
、
支
那
に
於
て
、
十
分
に
螢
達
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
然
 
 

し
戒
律
に
つ
い
て
は
、
之
を
膚
患
修
善
の
範
時
に
属
せ
し
む
る
侍
承
の
歴
史
に
支
配
せ
ら
れ
て
、
善
悪
対
立
の
域
か
ら
 
 

超
脱
す
る
事
が
出
水
な
ん
だ
。
然
る
に
大
師
は
、
そ
の
哲
畢
を
、
減
枠
の
上
に
も
十
分
に
徹
底
せ
し
め
て
、
到
る
ベ
 
 

措
敢
の
紺
額
戎
を
静
ず
 
 
 

借
款
の
囲
頓
戒
を
論
ダ
 
 



三
〇
入
 
 

停
教
の
閻
噴
成
な
冷
す
 
 

き
虞
に
到
ら
し
め
た
の
で
ぁ
つ
た
。
見
方
に
よ
つ
て
は
、
大
師
の
戒
律
は
“
戒
律
の
範
噂
に
属
せ
ぬ
鮎
に
ま
で
及
ん
 
 

だ
と
も
い
へ
る
。
戒
律
は
、
む
と
′
～
所
謂
止
特
の
も
の
で
、
身
口
意
の
三
業
を
制
止
す
る
、
滑
極
的
の
も
の
で
ぁ
 
 

る
が
、
大
師
の
固
頓
戒
な
る
．
む
の
は
、
諸
法
賓
相
に
射
す
る
信
仰
よ
り
、
一
切
の
矛
盾
を
超
脱
し
、
本
愛
息
想
の
上
 
 

か
ら
、
「
切
を
そ
の
ま
～
に
肯
定
す
る
所
に
、
∵
ウ
で
の
基
礎
を
置
く
も
の
で
ぁ
る
か
ら
、
何
等
制
止
の
意
痍
を
有
せ
ぬ
 
 

迄
に
及
ん
で
居
る
。
戒
律
思
想
か
ら
い
へ
ば
、
賓
に
破
天
栄
の
革
命
で
、
異
に
横
紙
破
り
と
い
ふ
べ
き
で
あ
つ
た
。
 
 

樽
承
的
戒
梓
思
想
に
立
脚
す
る
南
都
諸
宗
が
▼
 
殆
ん
ど
彿
政
界
の
乱
臣
賊
子
に
対
す
る
如
き
饅
度
を
以
て
、
反
抗
し
 
 

攻
撃
し
た
の
も
、
雷
然
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
だ
け
、
大
師
の
固
頓
誠
に
は
、
特
色
を
有
す
る
の
で
ぁ
る
。
こ
 
 

れ
を
研
究
す
る
時
は
、
大
師
を
以
て
日
本
彿
致
の
開
租
と
す
る
事
が
、
げ
に
も
と
首
肯
せ
ら
れ
る
。
 
 
 

師
を
以
七
天
台
と
、
密
敦
と
、
繹
と
、
戎
と
の
四
宗
を
合
せ
侍
へ
た
、
四
宗
合
榛
の
人
と
い
ふ
が
、
多
く
の
畢
者
 
 

は
、
こ
れ
を
四
宗
混
交
と
見
て
居
る
ら
し
い
。
四
宗
を
以
て
、
四
つ
の
臭
っ
た
も
の
と
見
て
、
選
っ
た
四
つ
一
ぞ
合
せ
 
 

て
、
雑
駁
な
天
台
宗
を
噂
へ
た
も
の
と
思
ふ
ら
し
い
が
、
然
し
固
頓
戎
の
主
張
を
見
る
と
、
是
等
西
宗
は
、
揮
然
た
 
 

る
一
倍
を
点
し
て
、
そ
の
一
億
は
、
天
台
と
も
名
け
得
べ
く
、
蒋
と
も
名
け
得
べ
く
、
ま
た
戎
と
も
名
け
得
べ
き
も
 
 

の
で
あ
つ
た
と
見
る
方
が
よ
い
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
四
宗
は
其
れ
る
四
つ
で
な
い
。
台
よ
り
も
得
、
輝
よ
り
 
 

も
待
、
戒
よ
り
も
待
、
密
よ
り
も
得
て
、
日
本
特
有
の
固
頓
戒
が
成
立
し
た
。
戎
と
は
名
く
る
が
、
そ
の
ま
ゝ
大
師
 
 

天
台
宗
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
思
想
な
る
も
の
、
特
に
宗
教
な
る
も
の
は
、
元
凍
斯
く
ぁ
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
。
 
 
 



本
邦
の
単
著
に
は
、
元
来
藤
は
念
彿
と
は
相
容
れ
ぬ
も
の
、
念
彿
と
題
目
と
は
相
容
れ
ぬ
も
の
、
天
台
と
草
炭
と
は
 
 

異
る
も
の
、
三
諭
と
唯
識
と
は
異
る
も
の
と
い
ふ
夙
に
、
相
互
の
間
に
溝
渠
を
造
り
、
其
極
強
ひ
て
相
違
せ
し
め
ね
 
 

ば
止
ま
ぬ
様
に
、
論
理
を
構
へ
る
傾
向
が
あ
る
。
然
し
事
賓
は
、
斯
の
如
き
も
の
で
あ
る
ま
い
。
念
備
に
繹
が
食
ま
 
 

っ
て
居
り
、
輝
に
念
併
が
含
ま
つ
て
居
る
。
輝
の
な
い
念
彿
は
、
容
虚
な
も
の
で
あ
ら
う
。
念
彿
の
な
い
人
に
、
輝
 
 

が
成
り
立
っ
べ
き
で
な
い
と
思
は
れ
る
。
之
を
別
々
に
す
る
の
は
、
形
式
化
し
、
概
念
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
き
 
 

た
事
案
と
し
て
は
、
互
に
相
即
す
る
。
相
即
し
て
こ
そ
．
カ
あ
る
念
彿
と
な
ゎ
、
生
き
た
輝
と
な
る
。
他
の
も
の
も
、
 
 

同
様
で
あ
る
。
大
師
の
燃
ゆ
る
如
き
求
道
心
は
、
賞
相
固
敵
の
天
台
哲
畢
に
接
し
で
、
之
を
自
己
の
人
格
中
に
生
か
 
 

さ
ん
が
虜
に
は
、
藤
を
修
し
た
、
念
彿
を
稀
へ
た
、
減
枠
を
修
し
た
。
之
に
よ
つ
て
自
己
欄
人
格
中
に
取
ら
入
れ
た
 
 

賓
相
固
頓
の
暫
畢
は
、
見
方
に
よ
つ
て
は
．
そ
の
ま
ゝ
藤
で
あ
つ
た
、
念
俳
で
あ
つ
た
、
戒
梓
で
あ
つ
た
。
大
師
の
 
 

固
頓
威
を
了
解
せ
ん
が
焉
に
は
、
第
一
着
に
斯
る
考
を
頭
に
置
く
べ
き
で
あ
る
。
然
ら
す
ん
ば
、
之
を
了
解
し
得
ざ
 
 

る
の
み
な
ら
ず
、
時
と
し
て
は
頗
る
邪
見
と
打
ア
り
、
盛
業
と
な
る
の
虞
が
あ
る
。
以
上
は
、
敢
て
大
師
の
固
頓
誠
に
 
 

っ
い
て
の
み
い
ふ
べ
き
で
な
い
。
借
款
に
封
す
る
時
の
吾
人
の
線
度
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
恩
ふ
。
 
 

〓
 
南
都
の
或
は
輪
伽
戒
な
り
 
 
 

倍
数
の
固
頓
戒
を
研
究
せ
ん
が
為
に
は
、
順
序
上
先
つ
之
と
正
反
射
の
位
置
に
あ
つ
た
、
南
都
の
戒
律
を
知
ら
ね
 
 

ば
な
ら
ね
。
南
都
の
戒
律
と
は
、
唐
の
蓉
眞
和
尚
に
よ
つ
て
傭
へ
ら
れ
た
東
大
寺
の
戒
律
で
あ
る
。
東
大
寺
の
戒
律
 
 

愕
敢
の
囲
額
戒
お
諭
す
 
 
 



三
－
0
 
 

停
教
の
脚
噴
戒
ね
冷
す
 
 

は
．
即
ち
南
山
律
で
あ
る
か
ら
、
南
山
律
が
分
れ
ば
、
普
然
そ
れ
が
分
る
。
さ
て
南
山
律
な
る
も
の
は
、
何
で
あ
つ
 
 

た
か
。
吾
人
は
、
た
ゞ
四
分
梓
三
宗
中
の
随
一
と
い
ふ
事
を
知
る
が
、
そ
れ
以
上
は
敦
へ
ら
れ
ぬ
。
然
る
に
、
磐
眞
 
 

は
、
東
大
寺
戒
壇
に
於
て
、
第
一
著
に
上
皇
に
菩
薩
戎
を
授
け
皇
ゐ
ら
せ
た
。
こ
の
一
事
だ
け
に
て
も
、
四
分
梓
宗
 
 

と
い
ふ
だ
け
で
は
、
解
け
ぬ
問
題
を
合
ん
で
居
る
。
菩
薩
戎
を
授
け
ま
ゐ
ら
せ
た
以
上
は
、
こ
の
戒
壇
を
、
大
乗
戒
 
 

壇
と
見
る
が
穏
普
で
あ
ら
う
。
南
都
に
対
し
て
、
代
々
両
立
せ
ぬ
関
係
に
あ
る
天
台
学
者
の
中
に
於
て
す
ら
、
痛
が
 
 

安
然
は
、
「
普
通
授
菩
薩
戒
廣
繹
」
の
中
に
於
て
、
 
 

0
0
 
 
 

0
0
0
0
 
 
 

0
0
0
0
 
 
我
日
本
国
、
勝
資
六
年
、
大
唐
婆
臭
和
上
、
於
寛
大
尊
大
彿
殿
前
、
集
大
戒
壇
、
天
皇
太
后
、
授
菩
薩
戒
。
倍
数
 
 

0
0
0
0
 
 
 

0
0
 
 
和
上
、
大
唐
台
州
固
持
寺
西
廊
下
、
受
菩
薩
大
借
戎
、
弘
仁
皇
帝
、
蓬
於
東
山
、
建
大
戒
壇
。
 
 

0
0
0
 
と
言
っ
て
居
る
。
叡
山
の
と
粕
並
べ
て
、
共
に
大
成
垣
と
い
ふ
以
上
は
、
彼
の
を
聾
聞
戎
と
乾
し
た
天
台
尊
者
で
す
 
 

ら
も
、
之
を
大
乗
戒
壇
と
認
め
た
も
の
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
ら
ば
、
四
分
律
宗
と
の
み
い
つ
た
考
を
離
れ
て
、
 
 

公
率
に
之
を
大
桑
戒
壇
と
し
て
見
る
事
を
、
先
決
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
 
 
 

南
都
の
戒
律
を
大
乗
戒
と
仮
定
し
て
、
さ
て
、
大
乗
戒
に
梵
網
戎
と
喩
伽
戎
と
あ
る
が
、
そ
の
い
づ
れ
で
あ
つ
た
 
 

ら
う
。
塗
眞
は
、
智
音
律
師
の
「
菩
薩
戎
疏
」
五
巷
を
清
爽
し
、
凝
然
に
壊
れ
ば
、
撲
陽
、
法
談
の
両
虎
に
よ
つ
て
、
 
 

「
梵
網
経
」
を
嘉
揚
し
た
と
い
ひ
、
そ
の
弟
子
法
進
に
「
梵
網
経
証
滞
」
七
巻
の
著
が
あ
つ
た
。
斯
る
鮎
か
ら
見
れ
ば
、
 
 

塵
臭
が
上
皇
に
授
け
ま
ゐ
ら
せ
た
菩
薩
或
は
、
梵
網
成
ら
し
〈
思
へ
る
事
に
な
る
。
菩
薩
戒
と
い
へ
ば
、
梵
網
戎
を
 
 
 



の
み
連
想
す
る
吾
人
は
、
直
に
こ
の
結
論
に
急
ぎ
易
い
が
、
然
し
、
そ
れ
で
は
、
梵
鋼
戎
に
立
っ
た
侍
敦
が
、
あ
れ
 
 

ま
で
に
反
対
し
た
理
由
が
、
頗
る
不
可
解
と
な
る
の
み
な
ら
す
、
而
し
て
ま
た
梵
綱
或
と
四
分
梓
或
と
は
、
何
と
し
て
 
 

も
調
和
が
出
水
ぬ
性
質
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
南
都
の
戒
壇
は
、
現
に
三
成
壇
で
あ
る
。
三
成
壇
の
事
は
、
南
山
造
 
 

宣
の
「
戒
壇
陶
経
」
に
規
定
せ
ら
れ
、
三
重
を
表
し
た
事
に
な
つ
て
居
る
。
そ
の
宗
を
侍
へ
た
塵
奥
の
も
、
必
す
三
 
 

成
垣
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
現
存
の
も
の
は
、
普
初
の
形
式
を
保
持
し
て
居
る
に
相
違
な
い
と
信
す
る
。
三
成
 
 

に
つ
い
て
、
温
宣
は
三
重
を
表
す
る
と
言
っ
て
居
る
が
、
そ
の
外
に
三
条
浮
戎
の
表
示
の
意
味
が
あ
る
。
然
ら
ば
、
 
 

塵
奥
の
大
乗
或
は
、
三
泉
誠
に
よ
つ
て
概
括
せ
ら
る
る
そ
れ
で
ハ
甘
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
梵
鯛
戒
に
は
、
三
泉
戒
の
形
式
 
 

は
な
い
か
ら
、
こ
～
に
凍
っ
て
、
梵
網
戒
は
問
題
以
外
に
去
っ
て
、
而
し
て
こ
の
三
泉
誠
に
、
堺
洛
戎
と
、
稔
伽
戒
と
 
 

の
二
類
あ
る
が
、
そ
の
い
づ
れ
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
新
ら
し
い
問
題
に
逢
着
す
る
。
そ
こ
で
、
雨
粒
の
三
泉
戒
五
調
 
 

べ
て
見
る
と
、
「
堺
洛
」
の
三
象
中
の
琉
律
儀
或
は
、
「
梵
鋼
L
の
十
重
禁
で
ふ
∵
り
、
「
稔
伽
」
の
三
泉
中
の
挽
律
儀
或
は
、
 
 

二
百
五
十
戒
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
。
二
百
五
十
或
は
、
即
ち
四
分
戒
で
あ
る
。
是
に
凍
れ
ば
、
す
べ
て
の
疑
問
が
 
 

一
掃
せ
ら
れ
て
、
豊
泉
の
菩
薩
或
は
、
梵
網
戎
に
あ
ら
す
し
て
、
三
衆
戒
の
形
式
を
有
す
る
も
の
で
あ
ト
、
而
し
て
 
 

そ
の
三
泉
或
は
、
堺
洛
戒
に
あ
ら
ゃ
し
て
」
 
賓
に
稔
伽
戎
で
あ
つ
た
事
が
明
白
と
な
る
。
す
な
は
ち
喩
伽
或
は
、
三
 
 

泉
渾
戒
の
形
式
に
ま
と
め
ら
れ
た
菩
薩
戒
で
あ
つ
て
．
そ
の
揖
律
戎
中
に
牧
め
ら
れ
た
二
盲
五
十
或
は
、
や
が
て
四
 
 

分
誠
と
な
る
の
で
あ
る
。
塵
臭
が
、
上
皇
に
菩
薩
戒
を
授
け
ま
ゐ
ら
せ
た
る
は
、
稔
伽
の
三
乗
戒
で
あ
つ
て
、
委
し
 
 

儒
教
の
蹴
畷
戒
を
論
ず
 
 
 



席
数
の
画
境
戒
を
論
ず
 
 

三
一
二
 
 

く
い
へ
ば
、
そ
の
癖
書
法
戎
、
猿
衆
生
戎
を
授
け
ま
ゐ
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
次
い
で
四
百
三
十
除
人
に
具
足
戒
を
授
 
 

け
た
の
は
、
そ
の
括
律
儀
戎
打
二
百
五
十
戒
を
授
け
た
の
で
あ
る
。
士
官
五
十
或
は
、
四
分
律
に
よ
つ
て
、
委
細
に
 
 

そ
の
戎
粕
を
知
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
見
る
時
に
、
始
め
て
同
l
戒
壇
に
於
て
、
菩
薩
戎
と
具
足
戎
と
を
授
け
 
 

た
理
由
が
明
白
と
な
る
。
 
 
 

も
と
．
稔
伽
或
な
る
も
の
は
、
小
乗
の
四
分
戒
等
と
、
大
乗
の
梵
綱
戒
と
を
調
和
せ
ん
と
の
要
求
に
出
で
た
も
の
 
 

で
あ
る
か
ら
、
大
乗
戎
の
中
に
小
乗
戒
を
包
括
し
て
居
る
。
こ
の
形
式
の
下
に
授
受
せ
ら
る
～
四
分
戒
は
、
大
乗
戒
 
 

の
基
礎
を
点
し
、
そ
の
一
部
分
を
成
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
皆
然
分
過
大
乗
の
意
味
を
有
す
る
事
と
な
る
。
 
 

道
宣
の
生
命
と
せ
る
四
分
梓
宗
な
る
も
の
は
、
斯
る
意
暁
の
も
の
で
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
随
っ
て
豊
泉
の
も
、
亦
 
 

同
様
の
意
簸
で
あ
つ
た
と
信
す
る
。
単
に
之
を
四
分
律
宗
と
い
つ
た
の
み
で
は
、
そ
の
意
味
が
あ
ら
は
れ
ぬ
。
宜
し
 
 

く
之
を
稔
伽
戒
宗
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
倍
数
の
弘
仁
十
二
年
に
摸
せ
る
「
親
戒
諭
縁
起
」
の
中
に
、
應
券
定
年
、
 
 

料
三
度
者
教
義
畢
業
事
に
関
す
る
自
分
の
希
望
を
表
白
し
て
、
華
軽
業
二
人
、
天
台
英
二
人
、
律
菜
二
人
、
三
諭
（
成
 
 

賓
）
業
三
人
、
法
相
（
倶
合
）
業
三
人
と
し
、
梓
業
二
人
に
証
し
て
、
井
令
レ
夢
梵
鋼
脛
、
若
稔
伽
拳
闘
頭
と
い
っ
て
居
 
 

る
。
「
梵
鯛
粧
」
と
は
、
自
己
の
ま
張
す
る
純
大
乗
戒
で
あ
り
、
玲
伽
車
間
戒
と
は
、
塵
異
併
僧
の
南
都
の
減
枠
で
ぁ
 
 

る
に
相
違
な
い
。
こ
ゝ
の
玲
伽
啓
開
戒
と
い
ふ
を
、
如
何
に
解
粋
す
べ
き
か
。
或
は
漁
伽
戒
中
に
牧
め
ら
れ
た
孝
脚
 
 

戒
と
も
解
辞
せ
ら
れ
る
し
、
ま
た
稔
伽
戒
郎
拳
闘
戒
と
も
解
渾
せ
ら
れ
る
。
革
彼
の
方
で
あ
ら
う
。
裁
ら
ば
、
億
 
 
 



敦
は
、
自
己
の
沸
教
軌
よ
ト
、
喩
伽
戎
を
舵
し
て
、
聾
聞
戒
と
呼
ん
だ
の
で
、
・
南
都
で
は
之
を
承
認
せ
な
ん
だ
と
思
 
 

ふ
。
を
は
兎
も
角
－
侍
数
自
身
が
、
梵
鋼
誠
に
相
射
し
て
、
稔
伽
戒
を
奉
げ
て
居
る
事
は
、
南
都
の
戒
梓
が
稔
伽
戒
 
 

で
あ
つ
た
事
を
克
明
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
南
都
の
畢
者
の
法
華
宗
に
射
せ
る
著
述
の
中
か
ら
、
之
を
立
記
す
べ
 
 

き
幾
多
の
資
料
を
奉
げ
得
る
。
招
提
寺
螢
盛
の
「
菩
薩
戒
通
受
遺
疑
砂
」
の
中
に
、
次
の
如
く
に
言
っ
て
磨
る
。
 
 
 

●
 
 

先
南
北
評
者
、
正
接
二
澄
師
顕
戒
諭
等
著
者
弘
仁
年
中
、
叡
岳
最
澄
師
、
以
南
簡
催
事
裏
面
於
鳳
閑
】
千
誌
南
部
六
大
 
 

0
0
0
0
0
 
 
 

寺
衆
、
同
心
難
破
、
吏
不
諌
乏
東
大
旨
云
、
唯
肇
十
重
四
十
八
撃
成
誌
丘
情
感
迦
法
中
、
都
無
適
法
∵
盲
五
十
別
 
 

0
0
0
C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
解
脱
戒
考
即
是
稔
伽
菩
薩
中
抗
律
儀
弼
故
撃
直
往
‥
畢
由
家
形
‥
必
受
誌
戒
戎
夫
比
丘
扇
】
】
小
準
者
感
之
甚
也
。
 
 
 

梵
網
戒
に
よ
つ
て
、
比
丘
た
り
得
る
や
否
や
は
．
常
時
詳
論
の
中
心
で
あ
つ
た
が
．
此
事
は
こ
ゝ
に
言
ふ
を
要
せ
 
 

ぬ
。
た
ゞ
注
目
す
べ
き
は
、
南
都
の
二
百
五
十
別
解
股
戒
が
、
玲
伽
菩
薩
戒
中
の
硫
律
儀
戒
な
♭
と
い
へ
る
粘
で
あ
 
 

る
。
四
分
の
二
百
五
十
戒
を
、
三
泉
戒
の
上
に
活
か
す
時
は
、
之
に
菩
薩
戒
と
し
て
の
生
命
争
b
し
め
得
る
と
い
ふ
 
 

に
射
し
て
、
叡
山
の
畢
徒
は
、
之
を
小
乗
戒
と
斥
し
去
っ
た
の
で
あ
る
。
西
大
寺
英
心
の
「
菩
薩
戒
問
答
洞
義
抄
」
の
 
 
 

中
に
は
、
三
泉
或
は
、
玄
英
三
減
が
印
度
邦
爛
陀
等
の
減
資
よ
り
「
玲
伽
L
を
侍
へ
た
時
に
受
け
た
も
の
で
、
我
が
 
 

道
昭
が
入
唐
し
て
之
を
侍
へ
た
け
れ
ど
、
唯
在
家
分
だ
け
し
か
侍
へ
な
ん
だ
。
蓉
鼻
水
朝
し
て
、
大
倍
戎
を
侍
へ
た
 
 

け
れ
ど
も
．
粕
績
せ
な
ん
だ
。
近
年
に
至
り
て
、
興
正
菩
薩
之
を
再
興
し
て
、
「
稔
伽
」
の
改
と
慈
恩
の
辞
と
に
よ
つ
 
 

て
、
自
警
得
戒
せ
る
を
叙
し
て
い
ふ
。
 
 

序
数
の
脚
嘆
痕
み
論
す
 
 
 



0
0
0
0
 

0
0
0
0
0
0
0
 
 
 

通
受
外
法
、
大
唐
速
筆
二
蕨
、
要
義
天
東
知
爛
陀
寺
麺
殖
賢
諭
師
頑
添
伽
感
受
誌
法
蓮
衰
且
雨
授
二
基
法
師
東
 
 
 

榎
我
朝
温
昭
和
何
、
入
唐
受
誌
法
南
朝
弘
乏
、
雑
然
但
在
家
分
、
非
由
家
法
亦
不
適
縛
－
終
。
又
寵
輿
寺
大
和
僻
、
渡
 
 

0
0
0
0
 
 
 

海
、
雄
大
骨
戒
始
南
不
知
績
変
近
秀
典
正
菩
薩
、
悲
誌
法
陵
如
依
論
伽
論
説
、
慈
恩
朗
澤
融
詣
好
和
尚
人
一
時
、
 
 
 

以
占
自
受
殉
磨
‥
自
誓
得
戎
 
 

こ
の
外
に
、
「
南
都
叡
山
戒
膠
劣
事
」
、
大
悲
菩
薩
魔
盛
の
「
菩
薩
通
別
二
受
章
」
、
「
三
泉
四
字
砂
」
、
中
川
賓
範
の
 
 

「
東
大
寺
戒
壇
院
受
菩
薩
式
」
の
抜
文
、
良
題
の
「
菩
薩
通
別
二
受
章
」
等
に
も
、
之
に
関
す
る
材
料
が
あ
る
け
れ
ど
 
 

も
、
こ
ゝ
に
は
省
筆
す
る
。
 
 

三
 
三
繋
浮
戎
に
つ
い
て
 
 
 

三
泉
戎
の
形
式
は
、
西
暦
四
〇
丁
讐
六
の
間
に
眺
秦
の
竺
彿
念
の
辞
せ
る
「
菩
薩
本
業
理
路
経
二
審
」
の
中
に
見
ら
 
 

0
0
0
0
0
 
る
ゝ
が
、
同
経
は
之
室
二
受
門
又
は
三
線
と
名
け
て
、
三
東
成
の
名
目
を
用
ひ
な
い
。
南
嶽
慧
思
の
「
受
菩
薩
戎
儀
」
 
 

0
0
 
 

の
中
に
、
≡
粕
と
し
て
奉
げ
て
居
る
の
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
爾
後
、
「
嘩
洛
」
の
三
受
門
は
、
天
台
系
の
尊
者
の
襲
用
 
 

●
 
 

0
0
0
 
す
る
所
と
な
り
、
天
台
大
師
の
「
菩
薩
戒
疏
」
の
中
に
、
初
め
て
之
に
三
教
戒
の
名
を
加
へ
た
事
は
、
注
意
す
べ
き
 
 

で
あ
る
。
こ
の
三
泉
戒
の
第
一
た
る
揖
律
儀
或
は
、
「
梵
弧
」
の
十
重
戎
で
 

具
足
戒
を
扱
痩
儀
戒
と
す
る
三
緊
或
は
、
稔
伽
戒
で
あ
つ
て
、
早
く
既
に
西
暦
讐
表
⊥
竺
一
問
に
、
北
涼
の
曇
 
 

無
識
に
よ
り
て
、
「
菩
薩
地
持
経
L
十
巷
の
中
に
侍
へ
ら
れ
．
次
い
で
西
暦
四
三
T
、
潮
来
の
求
郵
駿
摩
に
よ
り
て
、
「
昔
 
 
 

倖
歌
の
圃
暖
痕
を
諭
す
 
 



薩
善
減
軽
」
九
審
及
一
巻
の
中
に
博
へ
ら
れ
た
。
「
地
持
」
も
「
華
戒
も
L
．
重
く
「
喩
伽
諭
」
の
菩
薩
虞
戒
品
と
岡
 
 

●
 
 

本
典
繹
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ま
だ
唯
識
宗
の
起
ら
ざ
ら
し
時
代
に
は
、
之
を
玲
伽
系
の
も
の
と
為
さ
ぬ
。
天
台
大
師
 
 

の
如
き
は
、
「
地
挿
」
を
目
す
る
に
、
大
乗
固
頓
の
一
心
戒
と
し
て
居
る
程
で
．
あ
る
か
ら
、
之
と
「
嘩
洛
」
や
「
恋
綱
」
と
 
 

の
問
に
、
大
な
る
区
別
を
附
せ
な
ん
だ
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
感
度
が
長
く
後
世
に
ま
で
も
及
ん
で
、
我
が
安
然
 
 

の
如
き
す
ら
、
そ
の
「
普
通
席
稗
」
の
中
に
、
「
地
特
」
を
「
梵
網
」
と
同
列
に
置
き
、
之
を
菩
薩
師
、
凡
夫
師
の
師
承
 
 

に
区
別
し
て
、
諸
彿
和
博
の
戒
と
点
し
て
、
次
の
如
く
に
言
っ
て
居
る
。
 
 
 

又
如
二
地
持
戒
本
嘉
燈
明
併
設
、
蓮
花
菩
薩
受
、
次
第
四
十
除
菩
薩
、
相
承
伊
波
勅
書
薩
、
水
化
元
禄
‥
郎
曇
無
識
是
也
。
 
 
 

博
覚
な
る
天
台
大
師
は
、
造
俗
受
戒
方
法
の
不
同
を
示
さ
ん
が
焉
に
、
梵
網
・
地
持
・
高
昌
・
嘩
洛
・
新
撰
・
制
旨
の
 
 

六
本
を
奉
げ
、
こ
の
中
、
地
梓
、
高
昌
の
二
本
は
、
稔
伽
戎
に
屈
す
る
け
れ
ど
も
－
大
師
は
之
を
特
に
区
別
せ
な
ん
 
 

も
、
こ
の
中
に
「
稔
伽
諭
L
を
加
へ
ゃ
し
て
、
同
一
の
内
容
を
有
す
る
「
地
特
」
を
、
侍
承
的
に
奉
げ
て
居
る
の
は
、
不
 
 

だ
。
時
代
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
普
然
の
事
で
ぁ
る
。
我
が
安
然
は
、
菩
薩
戒
を
説
け
る
も
の
に
、
十
本
あ
り
と
て
・
前
 
 
 

記
六
本
の
外
に
、
達
磨
本
・
明
囁
本
・
妙
柴
本
・
和
国
本
の
四
本
を
加
へ
て
居
る
。
そ
の
博
畢
は
驚
く
に
足
る
け
れ
ど
 
 
 

■
思
議
の
戚
を
起
さ
し
め
る
程
で
あ
る
。
恐
く
は
之
を
「
喩
伽
」
に
対
照
研
究
し
な
ん
だ
焉
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
 
 
 

薪
の
如
く
喩
伽
或
は
、
二
固
ま
で
も
侍
へ
ら
れ
、
共
に
頗
る
供
用
せ
ら
れ
た
が
、
然
し
遂
に
喩
伽
戒
た
る
に
気
付
 
 

か
れ
な
ん
だ
。
さ
て
、
玲
伽
戒
が
、
玲
伽
戒
と
し
て
大
に
行
は
れ
る
撲
に
な
つ
た
の
は
、
唐
の
玄
英
が
「
稔
伽
諭
」
 
 

倍
数
の
画
境
戒
な
給
す
 
 
 



倍
数
の
囲
頃
戒
な
論
ず
 
 

三
〓
ハ
 
 

ヽ
 
第
四
†
菩
薩
靂
戒
品
を
侍
詳
し
、
更
に
「
菩
薩
拘
磨
文
」
「
菩
薩
戎
本
L
を
詳
し
て
か
ら
の
革
で
あ
る
。
そ
の
中
に
 
 

0
0
0
 
説
か
る
～
三
泉
戒
を
、
「
拝
地
」
に
も
、
「
善
戎
」
に
も
、
「
喩
伽
」
に
も
、
共
に
三
種
戒
と
呼
ん
で
居
る
。
猶
り
「
殉
磨
 
 

0
0
0
0
 
文
」
に
至
っ
て
、
之
里
二
束
浮
戒
と
名
け
た
。
三
東
洋
戒
の
名
が
、
天
下
に
普
及
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
 
 

彼
の
事
で
ぁ
る
。
三
泉
浮
戒
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
猿
律
儀
戒
、
放
書
法
或
。
鍍
金
有
情
戒
（
或
は
琉
衆
生
威
）
で
 
 

ぁ
つ
て
、
こ
の
中
の
揖
梓
儀
戒
中
に
、
七
衆
別
解
聴
戒
を
耗
す
る
の
で
あ
る
。
南
山
造
宣
は
、
玄
英
の
諏
渾
道
場
に
 
 

参
加
せ
る
単
音
で
あ
つ
た
。
天
台
単
に
も
、
唯
識
畢
に
も
、
通
じ
て
居
た
。
隋
唐
の
時
代
、
大
乗
彿
敢
の
盛
に
興
隆
 
 

せ
る
時
代
に
於
て
、
単
な
る
四
分
戒
七
満
足
し
得
る
告
が
無
い
。
造
宣
の
大
に
着
日
し
た
の
は
、
七
衆
別
解
股
戒
を
 
 

内
容
と
せ
る
菩
薩
三
変
成
に
あ
つ
た
。
即
ち
持
戒
の
精
神
は
唯
識
又
は
天
台
で
あ
つ
て
、
戎
相
を
四
分
梓
に
求
め
た
 
 

の
で
あ
っ
た
。
邁
宣
が
、
玄
莫
所
侍
の
喩
伽
戒
を
以
て
そ
の
宗
と
す
る
に
及
ん
で
、
戒
律
の
普
及
は
天
下
に
及
ん
だ
。
 
 

こ
の
稔
伽
或
は
、
普
然
唯
識
宗
と
相
伴
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
侍
数
以
来
天
台
系
の
畢
者
は
、
こ
の
稔
伽
戒
を
以
て
、
小
 
 

乗
戒
と
為
し
、
共
に
歯
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
～
如
き
状
を
以
て
過
し
た
が
、
同
一
の
も
の
た
る
「
地
持
」
「
華
戎
」
を
 
 

看
過
す
る
の
み
ぢ
ら
す
、
時
に
之
を
「
梵
鋼
」
「
嘩
洛
」
と
同
列
に
見
た
の
は
、
滑
薄
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
 
 
 

戎
に
は
、
大
略
、
畢
不
共
の
二
門
、
別
受
・
通
受
・
閻
囁
の
三
類
が
あ
る
。
之
を
表
出
す
れ
ば
、
左
の
如
く
な
 
 

ら
乙
ノ
○
 
 
 



四
分
或
は
、
蒋
告
が
皆
時
の
敦
囲
の
必
要
に
應
じ
て
、
随
時
に
制
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
梵
鋼
戒
は
、
大
乗
思
想
 
 

の
勃
興
に
伴
ひ
、
之
に
應
せ
ん
が
焉
の
特
殊
の
戒
律
と
し
て
戊
立
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
制
定
の
ま
義
精
神
は
、
 
 

全
く
四
分
戒
と
異
る
か
ら
、
滅
相
も
全
く
彼
と
異
り
、
殆
ん
ど
別
受
戒
と
没
交
渉
と
も
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
理
洛
或
は
、
 
 

1
梵
射
」
の
後
を
嗣
げ
る
も
の
で
あ
る
。
斯
く
て
、
戒
律
に
二
大
系
を
生
じ
て
、
其
間
に
殆
ん
ど
交
渉
が
無
い
親
藩
で
 
 

あ
つ
た
。
是
に
於
て
喩
伽
戒
が
起
っ
て
、
両
者
を
調
和
し
た
。
そ
の
三
泉
戒
の
形
式
は
「
壌
洛
」
に
取
り
、
之
に
四
 
 

分
戒
を
擁
し
た
の
で
あ
る
。
支
部
以
泰
、
天
台
系
は
「
梵
鋼
」
・
「
堺
洛
」
の
戒
に
よ
り
、
唯
識
系
は
「
稔
伽
」
の
誠
に
よ
 
 

っ
た
。
而
し
て
造
宣
の
戒
は
、
賓
に
こ
の
喩
伽
釆
で
、
塵
奥
の
侍
へ
た
の
は
、
こ
れ
で
あ
つ
た
。
南
都
の
戎
が
喩
伽
 
 

戒
で
あ
る
事
を
、
昭
和
三
年
四
月
貌
の
「
性
相
」
に
や
～
詳
し
く
論
じ
た
か
ら
．
こ
1
に
は
大
略
を
記
す
に
止
む
る
。
 
 

四
 
南
都
戒
壇
の
多
資
塔
に
て
つ
い
 
 
 

南
都
戒
壇
に
於
て
、
見
過
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
上
に
多
質
塔
を
安
直
す
る
に
あ
る
。
天
正
四
年
書
兢
書
の
「
南
都
 
 

叡
山
戎
勝
劣
事
」
の
中
に
は
、
南
山
整
且
が
天
竺
の
戒
壇
を
移
し
、
こ
の
南
山
戒
壇
に
任
せ
て
、
豊
泉
が
南
都
減
塩
 
 

1
共
 
門
－
 
 

－
不
共
円
仁
1
⊥
胤
頓
戒
－
梵
網
戎
（
十
重
四
十
人
軽
戒
）
－
 
 

倦
秋
の
閻
喧
癒
お
論
テ
 
 
 

別
受
戒
－
－
四
分
戒
（
二
百
五
十
戎
）
・
 
 

通
受
戒
1
 
 

－
嘩
洛
戒
（
三
受
門
）
 
 

－
玲
伽
戒
（
三
泉
渾
戒
）
 
 

1
⊥
臼
誓
受
戒
 
 

随
他
受
戒
 
 



三
】
八
 
 

序
数
り
圃
横
波
か
諭
す
 
 

を
立
て
た
る
を
い
つ
て
あ
る
が
、
多
貿
塔
に
つ
い
て
は
、
何
等
い
ふ
研
が
な
い
。
凝
然
は
、
「
侍
混
線
起
」
の
中
に
、
 
 
 

所
立
戒
場
．
有
≒
重
壇
義
夫
乗
菩
薩
三
泉
渾
戒
或
於
；
第
三
重
要
3
多
貨
挙
措
中
筆
麺
迦
多
章
二
彿
像
要
道
一
乗
深
 
 
 

妙
、
理
智
冥
合
之
相
‥
 
 

と
言
っ
て
居
る
。
南
都
の
戒
壇
に
多
賓
塔
を
安
じ
た
と
い
ふ
記
傲
は
、
恐
く
は
こ
れ
が
最
古
で
、
而
も
唯
一
の
文
献
 
 

で
は
無
い
か
と
思
ふ
。
こ
れ
は
、
日
本
起
原
の
も
の
で
あ
ら
う
か
、
支
那
起
原
の
も
の
で
あ
ら
う
か
。
侍
敦
が
弘
仁
 
 

十
一
年
に
摸
せ
る
「
一
轟
戒
建
願
記
」
パ
仏
る
も
の
に
、
戒
壇
院
の
中
毒
に
金
銅
多
茸
塔
一
基
を
安
置
し
て
居
る
。
ま
 
 

た
大
師
が
、
唐
の
点
元
廿
一
年
、
台
州
臨
海
龍
輿
寺
浄
土
院
に
於
て
書
せ
る
「
一
心
金
剛
減
債
秘
訣
」
ハ
仏
る
も
の
に
、
 
 

天
台
大
師
の
語
と
し
て
、
次
の
如
き
文
句
を
載
せ
て
あ
る
。
 
 
 

天
台
云
、
行
者
欲
レ
修
こ
本
有
性
戒
衰
、
金
剛
賓
地
上
、
建
二
立
多
賓
妙
塔
泰
－
三
経
本
迩
秘
法
房
筆
魂
壇
東
塔
是
大
慈
悲
 
 
 

焉
レ
座
（
室
？
）
、
撃
睡
粕
袈
裟
東
裟
是
柔
和
忍
辱
衣
t
。
敷
コ
尼
師
壇
‥
尼
師
壇
是
諸
法
重
秀
レ
座
。
 
 
 

東
田
尭
頴
氏
の
詭
に
披
れ
ば
、
是
等
雨
音
は
、
共
に
侍
敦
の
眞
撰
な
り
や
否
や
疑
は
し
と
い
ふ
。
よ
し
丙
書
の
眞
 
 

撰
を
否
定
す
る
も
、
多
賓
塔
安
置
は
、
倍
数
の
法
華
中
心
思
想
に
應
同
し
、
能
く
大
師
の
眞
意
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

是
等
南
書
は
、
恐
く
は
大
師
入
寂
後
多
年
に
至
ら
ざ
る
問
に
、
行
は
れ
て
居
た
に
相
違
な
い
。
 
 
 

叡
山
戒
壇
の
多
貿
塔
安
置
が
、
支
部
侍
凍
の
も
の
か
、
日
本
の
創
意
か
。
大
師
昔
時
よ
り
か
、
そ
の
入
寂
後
か
の
 
 

問
題
よ
り
、
限
を
移
し
て
南
都
戒
痕
の
多
貿
塔
を
見
や
う
。
前
述
の
如
く
、
南
都
の
戒
壇
は
、
稔
伽
戒
授
受
の
も
の
 
 
 



で
あ
る
。
稔
伽
或
は
、
唯
識
宗
と
内
面
関
係
を
有
す
る
。
こ
～
に
何
時
代
よ
り
安
置
せ
ら
れ
た
る
か
を
詳
に
せ
ざ
る
 
 

も
、
大
師
以
後
五
首
年
の
疑
然
の
時
に
は
、
既
に
明
白
に
安
置
せ
ら
れ
て
あ
る
。
そ
れ
は
、
叡
山
の
多
賓
塔
に
倣
つ
．
た
 
 

も
の
で
あ
ら
う
か
と
い
ふ
に
、
侍
敦
以
乗
あ
れ
程
ま
で
に
謬
ひ
に
誇
っ
た
叡
山
に
倣
っ
た
も
の
と
は
思
は
れ
ぬ
。
如
 
 

何
に
北
嶺
彿
数
の
隆
昌
時
と
は
い
へ
、
南
都
の
沸
教
は
滑
相
皆
の
勢
力
を
有
し
て
居
る
。
北
嶺
彿
敦
の
夙
に
化
し
て
、
 
 

除
命
を
貪
る
べ
き
程
の
廣
残
の
妖
感
に
は
な
つ
て
居
な
い
。
ま
た
唯
識
．
法
華
丙
宗
の
三
乗
一
乗
の
評
論
は
、
恐
く
 
 

は
年
と
共
に
深
度
を
略
し
て
、
爾
宗
の
問
に
は
、
到
底
調
和
し
難
き
ま
義
の
帝
離
が
あ
る
。
ま
義
の
帝
離
を
考
へ
凍
 
 

る
時
は
、
南
都
戒
壇
の
多
質
塔
安
置
は
、
何
と
し
て
も
北
嶺
の
を
模
せ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
ふ
。
摸
せ
る
も
の
で
 
 

な
い
と
す
れ
ば
、
北
臨
の
多
賓
塔
と
同
時
或
は
そ
れ
以
前
の
安
置
と
見
ね
ば
な
ら
ぬ
。
北
嶺
の
多
賓
塔
安
置
は
、
 
 

恐
く
は
侍
敦
以
後
百
年
未
満
に
は
め
つ
た
と
思
ほ
れ
る
。
南
都
の
は
、
こ
れ
上
岡
時
或
は
そ
れ
以
前
か
ら
と
す
れ
ば
、
 
 

次
第
に
遡
っ
て
創
立
昔
時
か
ら
と
せ
ね
ば
、
落
ち
つ
か
な
く
な
る
。
創
立
普
暗
か
ら
あ
つ
た
歴
史
的
の
も
の
と
せ
ね
 
 

ば
、
あ
れ
ほ
ど
に
ま
義
の
帝
離
に
つ
い
て
和
学
へ
る
、
敵
者
の
牽
典
た
る
「
法
華
経
」
に
基
つ
く
、
多
茸
塔
安
置
の
 
 

疑
問
が
解
き
得
ら
れ
ぬ
と
思
ふ
。
是
に
至
っ
て
、
創
建
者
塵
奥
の
畢
、
行
を
顧
み
る
に
、
彼
は
剤
州
玉
泉
寺
の
恒
景
の
 
 

弟
子
で
あ
つ
た
。
恒
景
は
章
安
港
頂
の
弟
子
で
あ
る
か
ら
、
天
台
大
師
の
法
孫
で
あ
る
。
さ
れ
ば
塵
眞
は
、
賓
に
天
 
 

台
畢
よ
♭
す
れ
ば
、
天
台
大
師
の
曾
孫
で
あ
つ
て
、
大
に
天
台
寧
に
私
淑
せ
り
と
見
え
．
そ
の
購
凍
せ
る
備
数
書
の
 
 

中
に
、
賓
に
左
の
如
き
移
し
い
天
台
大
師
の
章
疏
を
有
し
て
居
る
。
 
 

停
救
の
卸
頃
戎
な
論
ず
 
 
 



三
二
〇
 
 
 

停
軟
の
阿
噴
成
ね
論
す
 
 

止
軌
法
門
十
琴
玄
義
十
琴
文
句
十
琴
－
四
教
義
十
二
軍
次
第
繹
門
十
一
考
行
法
華
像
法
一
審
、
小
止
軌
 
 

一
軍
 
六
妙
門
一
琴
 
 
 

天
台
大
師
の
重
要
な
る
著
遽
は
、
殆
ん
ど
概
羅
し
て
居
る
。
「
招
提
寺
線
起
扱
書
略
集
L
の
中
に
、
塵
眞
が
天
台
の
敦
 
 

軌
を
、
法
進
や
、
加
算
や
、
法
載
や
、
美
辞
や
、
思
託
等
に
侍
へ
わ
…
が
焉
に
、
そ
の
入
寂
後
、
是
等
の
講
師
天
台
を
 
 

講
じ
、
代
々
相
承
し
て
今
に
絶
え
ぬ
と
記
し
て
居
る
。
普
時
支
那
に
於
て
、
天
台
の
畢
は
頗
る
廣
き
範
囲
に
亘
っ
て
 
 

行
は
れ
て
居
た
。
蓉
臭
が
恒
景
よ
り
天
台
畢
を
停
へ
た
の
は
、
長
安
に
於
て
で
あ
つ
た
。
蜃
奥
よ
り
少
し
く
前
に
渡
 
 

亦
せ
る
道
場
は
、
洛
陽
に
居
た
人
で
、
嵩
山
の
普
寂
の
弟
子
で
ぁ
る
が
、
ま
た
天
台
に
よ
つ
て
、
「
梵
朋
経
」
に
三
馨
 
 

の
注
を
造
っ
た
｛
い
ふ
。
邁
堵
の
「
梵
鋼
経
L
は
、
横
隊
の
疏
に
依
順
し
た
も
の
で
、
撲
陽
は
唯
識
畢
着
で
あ
る
。
 
 

に
も
牌
す
．
天
台
畢
を
其
薯
の
諸
所
に
活
用
し
て
居
る
斯
か
ら
見
れ
は
、
昔
時
の
畢
者
は
、
よ
し
ま
義
の
上
に
於
て
．
 
 

粕
寧
ふ
併
が
あ
つ
て
も
、
長
所
は
長
所
と
し
て
、
探
る
所
は
大
に
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。
後
世
に
下
る
に
随
っ
て
、
 
 

次
第
に
形
式
化
し
．
概
念
化
し
て
、
長
短
い
づ
れ
に
ぁ
れ
、
敵
者
の
敷
設
は
、
是
非
之
を
攻
畢
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
 
 

之
を
供
用
す
る
が
如
き
は
、
思
ひ
も
よ
ら
ぬ
も
の
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

斯
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
婆
臭
の
創
建
せ
る
戒
壇
に
、
・
多
質
塔
の
安
置
せ
ら
れ
た
の
は
、
不
自
然
で
は
無
い
の
み
 
 

な
ら
す
、
豊
泉
曹
時
の
畢
老
の
襟
度
に
あ
ら
ね
ば
、
斯
の
如
き
無
執
の
態
度
が
見
ら
れ
ぬ
と
思
ふ
。
さ
て
一
歩
を
進
 
 

め
て
、
こ
の
多
賓
塔
安
置
は
、
日
本
に
凍
っ
て
後
初
め
て
安
置
し
た
も
の
で
あ
ら
う
か
、
或
は
支
部
よ
り
博
蒸
せ
る
 
 
 



も
の
で
ぁ
ら
う
か
。
支
那
に
於
で
、
而
も
唐
の
中
葉
以
前
の
虞
き
沸
教
精
神
に
於
て
ゞ
な
く
ば
、
唯
読
ま
義
の
戒
壇
 
 

に
、
法
聾
精
神
の
多
賓
塔
の
安
置
が
有
る
べ
し
と
は
思
は
れ
萬
。
こ
は
畢
に
想
像
に
止
ま
る
け
れ
ど
も
、
次
第
に
推
 
 

理
を
極
め
て
行
く
と
、
結
局
支
部
に
遡
ら
ね
ば
止
ま
ぬ
の
で
あ
る
。
支
部
侍
凍
と
す
れ
ば
、
前
掲
の
「
一
心
金
剛
戒
 
 

億
秘
訣
」
の
天
台
大
師
の
多
費
塔
な
る
も
の
が
、
頗
る
注
意
せ
ら
る
べ
き
事
と
な
む
。
或
は
天
ム
n
に
仮
託
し
た
の
か
 
 

も
知
れ
ぬ
が
、
こ
れ
が
天
台
四
世
の
法
務
な
る
塵
真
の
多
賓
塔
に
連
絡
が
あ
∵
り
は
し
ま
い
か
と
想
像
せ
ら
れ
る
。
 
 
 

塵
奥
の
時
代
に
於
て
、
多
貿
塔
の
信
仰
が
．
大
に
行
は
れ
て
居
た
事
を
立
鐙
す
る
材
料
と
し
て
吟
 
大
唐
西
京
千
 
 

両
寺
多
質
塔
戚
應
碑
が
ぁ
る
。
楚
金
藤
師
が
、
法
華
三
昧
中
に
戚
見
せ
る
多
賓
塔
を
現
賓
に
し
て
、
賓
地
に
之
を
建
 
 

立
し
た
事
に
関
す
る
も
の
で
、
顔
眞
卿
切
書
と
し
て
、
甚
だ
有
名
で
あ
る
。
蓋
し
こ
の
塔
は
、
・
多
賓
塔
の
垂
術
に
あ
ら
 
 

は
れ
た
最
初
の
も
の
か
と
思
は
れ
る
。
楚
金
は
、
南
岳
．
天
台
の
両
帝
師
の
後
を
承
け
た
法
華
三
昧
の
稀
師
で
、
多
茸
 
 

塔
の
戚
見
は
、
開
元
二
十
年
頃
で
あ
つ
た
。
塔
の
建
立
は
、
天
資
元
年
以
後
の
事
で
、
そ
め
因
縁
を
記
せ
る
碑
は
、
 
 

天
資
十
一
年
に
立
て
ら
れ
た
。
我
が
留
畢
借
粂
叡
・
普
照
が
、
塵
異
に
そ
の
東
征
を
諦
へ
る
は
、
恰
も
天
資
元
年
で
、
 
 

豊
泉
が
凍
朝
の
目
的
を
達
し
た
の
は
、
天
資
十
二
年
で
あ
る
。
・
楚
金
の
多
賓
塔
戚
見
が
、
彿
敦
政
令
の
信
仰
を
動
か
 
 

し
た
の
は
、
正
し
く
天
資
年
間
の
事
で
、
塵
眞
は
、
此
時
幾
た
び
か
失
敗
し
っ
～
、
滑
東
征
の
目
的
を
果
さ
ん
と
努
 
 

力
し
て
居
た
の
で
あ
つ
た
。
楚
金
の
多
賓
塔
戚
應
の
革
質
は
、
塵
奥
の
多
賓
塔
を
説
明
す
る
に
つ
い
て
の
屈
強
の
資
 
 

料
で
ぁ
る
。
楚
金
の
戚
應
は
、
長
安
に
於
て
ゞ
あ
る
。
建
塔
も
、
長
安
に
於
て
ゞ
あ
る
。
長
安
に
於
で
、
こ
の
事
 
 

倖
教
の
圃
頓
戒
わ
脊
ず
 
 
 



／  

三
二
二
 
 

停
教
の
画
境
戒
を
執
す
 
 

あ
γ
り
し
は
、
南
岳
、
天
台
の
敦
覿
が
、
大
に
長
安
に
及
び
し
豊
冒
。
さ
て
又
、
法
華
三
昧
中
の
戚
見
が
、
多
茸
塔
 
 

で
あ
つ
セ
理
由
は
、
ど
こ
に
あ
つ
た
ら
う
か
。
之
を
戚
見
す
る
前
に
、
多
貿
塔
が
「
法
華
」
の
本
門
一
軍
表
現
す
る
も
の
 
 

と
し
て
、
又
そ
の
深
遠
な
敦
観
を
棲
峨
す
る
も
の
と
し
て
、
偶
数
界
内
に
行
は
れ
て
居
た
と
見
ね
ば
な
る
ま
い
。
然
 
 

ら
ば
多
賀
塔
に
1
法
華
」
の
生
命
を
打
ち
込
む
ま
で
に
、
こ
れ
に
着
目
し
た
人
は
、
誰
で
あ
つ
た
か
。
そ
は
天
台
 
 

大
隠
▲
で
無
く
て
は
な
ら
ぬ
。
天
台
大
師
と
多
賓
塔
と
連
絡
せ
し
め
ら
れ
る
艶
由
は
、
賓
に
こ
～
に
あ
る
。
そ
の
尊
意
 
 

法
の
虚
容
不
動
三
畢
の
虚
垂
は
、
1
聾
鼓
L
の
佃
利
・
夜
摩
・
兜
率
・
他
化
自
在
の
諸
天
と
、
「
法
聾
」
の
室
山
麗
容
と
か
 
 

ら
得
た
も
の
で
あ
ら
う
。
虚
客
は
、
超
脱
で
あ
り
、
自
由
で
あ
丁
り
、
対
立
の
な
き
一
如
の
世
界
を
表
示
す
る
も
の
と
 
 

し
て
、
最
も
通
常
で
あ
る
。
こ
の
一
如
の
世
界
た
る
虚
客
に
、
係
数
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
の
多
賓
塔
は
、
天
台
 
 

大
師
に
取
り
て
、
彿
敬
一
切
で
あ
つ
た
。
戒
も
、
定
も
、
慧
も
、
悉
く
こ
の
中
に
具
せ
ら
れ
鳶
彼
の
固
戒
思
想
の
 
 

■
 
馨
端
は
、
こ
ゝ
に
あ
る
。
斯
く
考
へ
乗
る
時
は
、
天
台
大
師
と
多
賓
塔
と
の
関
係
が
、
猶
一
居
間
明
せ
ら
れ
ね
ば
な
 
 

ら
ぬ
。
こ
れ
に
は
更
に
多
く
の
資
料
を
集
め
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
こ
れ
以
上
深
入
り
せ
ぬ
か
、
天
台
の
語
と
し
て
侍
 
 

へ
ら
れ
る
多
賓
塔
に
、
L
し
仮
託
と
し
て
も
、
細
管
の
注
意
を
彿
ふ
を
至
雷
と
思
ふ
。
 
 

五
 
我
が
戒
律
史
上
に
於
け
る
邁
痴
 
 
 

倦
敦
が
、
梵
網
戒
に
沸
教
生
活
の
蹄
趣
を
見
出
し
た
の
は
、
布
衣
を
通
し
て
道
場
に
よ
つ
て
ゞ
あ
つ
た
。
濫
堵
は
、
 
 

輩
強
奪
者
の
稗
あ
ら
し
普
寂
に
徒
聾
し
、
洛
陽
大
東
先
寺
に
か
り
し
時
．
我
が
留
畢
借
粂
叡
普
照
の
諸
に
よ
つ
て
、
 
 
 



宴
異
に
光
っ
て
来
朝
し
．
律
師
と
仰
が
れ
た
。
其
親
友
で
あ
つ
た
吉
備
具
備
の
「
碁
L
に
よ
れ
ば
－
俄
に
病
を
以
て
 
 

青
野
比
蘇
山
寺
に
退
居
し
、
毎
に
「
梵
綱
L
の
文
を
諭
す
る
に
、
共
謀
讃
の
聾
、
零
々
と
し
て
金
玉
の
如
く
、
人
の
 
 

善
心
を
慶
し
た
と
い
ふ
。
道
場
に
於
て
注
意
す
べ
き
事
は
、
北
藤
の
租
紳
秀
の
法
嗣
た
ら
し
、
第
七
剋
普
寂
に
徒
畢
せ
 
 

る
事
と
て
、
達
磨
廊
に
達
せ
る
事
が
、
英
一
で
あ
る
。
こ
の
普
寂
に
は
、
華
族
尊
者
の
稀
あ
り
し
程
な
れ
ば
、
其
彿
 
 

敬
啓
畢
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
撃
巌
暫
畢
で
あ
つ
て
、
之
に
徒
畢
せ
る
温
堵
が
、
多
く
の
華
蕨
章
成
一
で
牌
蒸
せ
る
事
は
、
 
 

●
 
 

英
二
で
あ
る
。
定
寅
よ
り
「
四
分
梓
」
を
受
け
、
南
山
の
「
行
事
砂
」
を
清
雄
し
た
が
、
其
戒
律
が
梵
綱
戒
で
あ
つ
 
 
 

た
事
が
、
其
三
で
あ
る
。
彼
に
「
梵
鯛
」
の
注
三
軍
の
つ
て
、
そ
れ
は
天
台
に
依
っ
た
鮎
が
多
か
っ
た
。
然
し
他
を
 
 

見
る
場
合
に
、
そ
の
中
心
を
見
出
す
事
が
大
切
で
あ
る
。
も
し
造
項
を
以
て
、
畢
に
聾
天
藤
梓
の
四
宗
を
合
操
せ
る
 
 

畢
者
と
渇
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
進
軍
の
生
命
を
な
く
す
る
も
の
で
あ
る
。
遊
軍
は
、
華
族
留
学
を
根
幹
と
L
て
、
之
 
 

を
貰
現
す
る
に
、
梵
綱
戒
と
輝
法
と
を
以
て
し
た
も
の
で
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
「
梵
網
」
の
牲
吋
重
要
な
瓢
 
 

に
於
て
、
天
台
の
詭
を
承
け
て
居
る
が
、
然
し
そ
の
色
彩
が
華
厳
的
で
あ
㌃
。
 
 
 

倍
数
は
．
行
表
を
通
し
て
、
道
場
の
戚
化
を
受
け
た
。
行
表
は
如
何
な
る
人
で
あ
つ
た
か
と
い
ふ
に
、
「
元
尊
称
 
 

書
」
に
よ
れ
ば
、
年
七
十
三
の
時
に
、
自
分
か
ら
造
に
年
下
の
道
堵
に
就
い
て
、
重
ね
て
戒
法
を
受
け
た
っ
そ
の
時
 
 

に
、
道
場
は
、
此
老
比
丘
、
芦
法
声
身
、
心
先
妻
高
女
可
衰
也
呈
一
日
怯
ま
で
に
、
大
に
戚
じ
た
の
で
、
す
な
は
ち
己
 
 

を
傾
け
て
告
げ
て
い
ふ
、
篇
象
者
、
破
鼻
而
己
。
我
有
二
心
法
百
三
如
凍
藤
蓄
三
戎
菩
提
達
磨
、
自
夷
竺
凍
、
伸
二
此
法
干
 
 

件
数
の
囲
嘆
戒
わ
冷
す
 
 
 



三
二
四
 
 

停
軟
の
圃
嘆
戒
な
諭
す
 
 

慧
可
∵
…
・
我
徒
－
重
野
得
、
以
伸
レ
汝
と
て
、
廣
く
法
要
を
詮
い
た
の
で
、
行
表
は
併
然
と
し
て
之
を
領
受
し
た
の
で
 
 

あ
つ
た
。
こ
れ
は
、
道
場
の
眞
意
が
、
藤
に
あ
る
事
を
知
ら
し
む
る
有
力
な
文
語
で
あ
る
。
他
を
調
へ
ん
が
焉
に
、
し
 
 

ば
ら
し
戒
法
を
用
ふ
る
が
、
最
後
は
藤
に
訴
へ
た
の
で
あ
る
。
七
十
≡
歳
の
老
齢
の
行
表
に
対
し
て
は
－
身
に
蒙
 
 

る
戒
法
の
手
段
を
待
つ
に
及
ば
ぬ
、
直
に
心
要
に
就
く
べ
し
と
い
ふ
の
で
あ
つ
化
。
布
衣
が
こ
の
提
晰
に
よ
つ
て
得
 
 

る
所
の
あ
つ
た
事
は
、
侍
敢
が
「
血
擬
譜
」
の
中
に
、
和
上
愛
蓮
磨
心
法
‥
撃
彿
性
法
門
丙
外
清
浄
、
任
二
祷
傭
法
－
と
 
 

い
つ
て
居
る
に
て
知
ら
れ
る
。
侍
数
自
ら
「
最
澄
年
十
三
に
し
て
、
大
和
上
に
投
じ
、
す
な
は
ち
和
上
よ
り
心
を
一
 
 

乗
に
蹄
す
べ
き
を
稟
く
」
と
言
っ
て
居
る
。
 
 
 

樽
敦
は
、
行
表
を
通
し
て
道
堵
に
録
し
た
、
其
中
心
に
達
磨
法
門
の
あ
る
事
を
着
通
し
て
は
な
ら
ぬ
。
「
血
原
語
」
 
 

の
坤
に
、
靖
和
上
が
、
大
唐
よ
り
待
ち
凍
っ
て
葛
博
せ
る
達
磨
の
法
門
が
、
侍
授
し
て
比
叡
山
の
戴
に
あ
る
を
い
ひ
、
 
 

ま
た
入
唐
し
て
、
天
台
山
碑
林
寺
の
條
然
よ
ト
∴
 
天
竺
大
庸
二
固
の
骨
法
血
豚
、
拝
に
達
磨
の
相
法
牛
頭
法
門
を
、
 
 

頂
戴
し
凍
っ
て
、
叡
山
の
減
に
安
せ
る
事
を
特
記
し
て
居
る
。
こ
の
達
磨
輝
は
、
そ
の
一
乗
戒
に
取
っ
て
、
頗
る
重
 
 

要
な
関
係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
樽
敦
の
後
を
承
け
て
、
一
心
戒
壇
を
完
成
せ
る
光
定
の
「
一
心
戒
文
」
の
中
に
、
 
 

幾
回
と
な
く
、
藤
に
つ
い
て
言
っ
て
居
る
の
は
、
正
し
く
之
を
澄
明
す
る
。
之
を
拾
ひ
出
し
て
見
る
と
．
 
 

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
 
 
 

樽
戒
櫛
師
相
承
者
、
徒
二
南
天
竺
華
手
日
本
南
天
竺
王
夢
二
王
子
菩
提
達
磨
一
乗
之
戒
、
受
塵
婆
掘
三
塁
チ
窪
地
‥
 
 

0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
戯
則
有
夷
他
面
溺
二
十
八
潮
破
第
二
十
八
師
磨
提
達
磨
、
蒋
二
魂
戎
惑
李
湊
戯
∵
…
…
明
知
垂
輿
乏
垂
豪
励
刹
 
 
 



塾
、
一
乗
之
埠
汲
敵
山
門
蒐
師
侍
埠
在
三
重
後
さ
壷
と
は
一
連
勝
と
造
堵
と
を
揺
す
）
 
 
 

ま
た
「
大
唐
観
阻
州
衡
山
道
場
梓
思
輝
師
七
代
記
」
を
引
諾
し
て
、
二
度
ま
で
も
慧
思
と
達
磨
と
の
関
係
を
評
叙
 
 

し
て
居
る
。
慧
思
は
有
名
な
輝
師
で
あ
つ
た
。
光
定
は
、
達
磨
と
共
に
慧
思
を
以
て
、
一
乗
の
戒
師
と
焉
し
、
而
し
 
 

て
輝
を
通
し
て
、
両
者
の
問
の
一
乗
戒
を
連
結
せ
し
め
て
居
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
侍
敦
の
一
乗
誠
に
取
っ
て
、
辞
 
 

が
重
要
な
位
置
を
取
れ
る
事
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

侍
敦
は
、
行
衷
を
通
し
て
、
道
項
よ
り
華
族
暫
畢
と
梵
網
戒
と
達
磨
稀
と
を
得
た
。
こ
れ
が
そ
の
間
頓
戒
を
創
改
 
 

す
る
に
取
っ
て
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
ぁ
る
事
を
、
第
一
着
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
道
場
に
は
、
天
台
畢
も
 
 

あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
然
し
、
天
台
単
に
取
っ
て
は
、
道
場
よ
り
も
、
塵
奥
の
方
に
一
層
多
′
、
の
恩
恵
が
あ
る
。
借
款
 
 

が
天
台
単
に
志
し
た
の
は
、
全
く
馨
奥
の
清
水
せ
る
章
疏
を
見
て
か
ら
で
あ
る
。
而
も
塵
眞
は
撲
陽
と
法
談
と
の
爾
 
 

疏
に
よ
つ
て
、
就
中
撲
陽
疏
に
よ
つ
て
、
天
台
畢
に
依
順
し
て
「
梵
網
L
を
親
揚
し
た
と
言
は
れ
、
加
之
、
前
記
の
如
 
 

く
、
南
都
戒
壇
上
の
多
賓
塔
は
、
馨
異
常
時
か
ら
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。
い
づ
れ
の
粘
か
ら
見
る
も
、
借
款
の
最
も
 
 

重
ん
す
べ
き
は
、
蓉
眞
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
、
光
定
の
「
一
心
戒
文
L
に
は
、
塵
具
に
言
及
す
る
所
が
、
 
 

可
な
♭
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
倍
数
に
あ
γ
り
て
は
、
予
の
穎
見
の
及
ぶ
所
、
「
顔
戒
諭
L
に
一
個
所
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
一
 
 

個
所
と
い
ふ
の
も
、
決
し
て
之
を
祖
師
と
す
る
意
味
で
な
く
て
、
南
都
の
借
統
の
設
を
逆
襲
せ
ん
が
焉
の
も
の
で
あ
 
 

る
。
す
な
は
ち
、
借
統
等
が
、
利
他
の
焉
に
綴
り
に
小
律
儀
を
受
く
と
、
侍
敢
の
言
べ
る
は
例
言
な
り
と
、
上
奏
せ
 
 

＃
敢
の
阿
頃
嫉
む
肴
す
 
 
 



＃
戟
の
圃
囁
戎
な
脊
ず
 
 

三
二
大
 
 
 

る
に
対
し
て
、
侍
敢
は
婆
臭
を
引
澄
し
て
、
之
に
大
駁
撃
を
加
へ
て
い
ふ
、
「
明
に
知
♭
ぬ
、
我
が
大
日
本
凶
の
侍
戒
 
 
 

拡
大
和
上
、
先
に
大
乗
戒
を
受
け
、
後
に
小
乗
戒
を
受
け
た
る
を
。
小
根
を
刺
せ
ん
が
故
に
、
更
に
小
戒
を
受
け
た
 
 

る
は
、
量
刑
他
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
、
云
云
」
。
斯
の
如
く
に
し
て
、
侍
数
は
、
天
台
単
に
取
り
て
重
要
な
役
目
を
為
せ
 
 
 

る
蜜
鼻
及
び
其
法
系
に
対
し
て
、
殆
ん
ど
風
馬
牛
の
位
置
に
あ
る
も
の
～
如
く
で
あ
る
。
之
を
論
難
の
鹿
な
り
と
せ
 
 
 

ば
、
鎗
り
に
甚
し
い
と
事
と
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
毒
精
神
の
相
違
か
ら
凍
た
の
で
ぁ
る
。
固
頓
戒
の
ま
義
精
細
か
七
 
 

．
す
る
時
は
、
斯
く
な
る
の
が
、
寧
ろ
至
普
で
あ
る
。
 
 
 

塵
眞
の
戒
は
、
稔
伽
戒
で
あ
る
。
三
乗
共
受
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
戒
相
は
、
身
憶
を
立
と
し
、
自
己
を
目
的
と
 
 
 

す
る
四
分
戒
で
あ
る
。
漸
修
で
あ
る
。
対
立
の
世
界
に
任
す
る
も
の
で
あ
る
。
侍
敦
の
或
は
、
梵
網
戒
で
あ
る
、
梵
 
 
 

網
戎
よ
り
一
頭
地
を
進
め
た
る
励
頓
戒
で
あ
る
。
大
乗
不
共
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
戒
相
は
、
精
紳
を
圭
と
し
、
法
 
 
 

界
を
目
的
と
す
る
。
頓
悟
で
あ
る
。
一
如
の
世
界
に
翔
翔
す
る
の
で
あ
る
。
侍
敦
の
こ
の
自
由
な
憩
度
は
、
賓
に
華
 
 

族
哲
撃
と
達
磨
輝
か
ら
待
て
、
後
に
入
唐
し
て
天
台
の
固
頓
哲
学
に
接
し
て
、
大
に
固
熟
し
た
。
侍
敦
よ
り
見
る
時
 
 
 

は
、
塵
眞
一
況
の
天
台
単
に
は
、
到
底
許
容
す
べ
か
ら
ざ
る
凍
滞
が
認
め
ら
れ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の
「
梵
網
経
」
 
 
 

の
取
扱
に
も
、
到
底
首
肯
の
出
水
ぬ
も
の
が
あ
つ
た
ら
う
。
然
し
入
唐
以
前
は
、
之
を
内
心
「
蓄
へ
て
居
た
が
、
天
 
 

台
山
に
至
り
て
、
屈
頓
無
碍
の
天
台
単
に
接
し
て
、
一
旦
裕
然
と
し
て
、
布
衷
を
通
し
て
造
埼
よ
り
得
た
大
乗
誠
に
 
 
 

対
す
る
得
澄
が
t
 
勃
然
と
し
て
其
全
身
に
満
ち
た
事
で
あ
つ
た
ら
う
。
 
 
 



蹄
朝
の
後
に
、
猛
然
と
し
て
蘭
戒
を
ま
張
す
る
に
、
身
命
を
埼
し
た
。
獅
子
吼
と
堰
 
こ
れ
だ
と
思
は
る
ゝ
ま
で
 
 

の
喝
嘩
一
ぞ
敢
点
し
た
。
こ
れ
に
は
、
頓
悟
の
自
信
が
な
く
て
ほ
な
ら
ぬ
。
露
悟
の
億
臆
の
な
き
も
の
は
、
叡
山
を
南
 
 

都
よ
り
濁
立
せ
し
め
ん
が
焉
の
戦
闘
と
し
か
考
へ
ぬ
だ
ら
う
が
、
そ
は
皮
相
の
見
方
が
あ
る
。
侍
故
に
は
、
斯
く
せ
 
 

ね
ば
な
ら
ぬ
生
き
′
1
し
た
も
の
が
ぁ
つ
た
の
で
あ
る
。
侍
戯
が
、
綜
朝
の
後
、
こ
の
戦
闘
の
問
に
於
て
、
最
も
多
 
 

く
心
中
に
繰
り
返
し
た
師
恩
は
道
埼
で
あ
つ
た
。
「
上
顛
戒
諭
表
」
の
中
に
、
又
問
二
律
儀
雨
稀
二
我
大
乗
衰
三
上
座
如
 
 

0
0
 
 

還
向
二
賓
頚
盲
棟
二
遽
州
重
信
占
比
蘇
】
と
い
ひ
、
「
顕
戒
諭
」
の
中
に
は
、
借
統
が
最
滞
只
在
二
遽
州
鋸
使
蓮
華
 
寧
知
夫
 
 

下
請
寺
食
草
去
云
と
奏
せ
る
に
対
し
て
、
最
澄
は
、
天
下
諸
寺
の
食
堂
を
巡
ら
ざ
れ
ど
も
、
巳
に
一
隅
を
見
て
、
令
l
 
 

0
0
 
 

天
下
食
堂
∵
夢
文
殊
上
座
】
の
新
制
を
得
た
う
と
て
、
若
嫌
占
遠
州
閲
畢
失
再
況
比
蘇
、
自
然
智
也
と
結
ん
で
居
る
。
比
 
 

蘇
と
小
ふ
は
、
道
場
の
事
で
あ
る
。
磐
異
に
対
し
て
、
殆
ん
ど
風
馬
牛
の
軌
あ
る
偶
数
が
、
道
項
に
関
し
て
、
自
然
 
 

智
と
喫
稀
す
る
ま
で
に
及
ん
で
居
る
の
は
、
何
故
で
あ
る
か
。
梵
綱
戒
を
宣
揚
し
た
串
も
、
又
天
台
畢
を
侍
へ
た
拳
 
 

も
、
邁
礪
・
蓉
異
に
共
通
で
、
而
も
寧
ろ
蓉
其
の
方
に
、
よ
り
多
く
の
カ
が
あ
つ
た
。
に
も
関
ら
す
、
倍
数
の
線
度
が
、
 
 

斯
く
ま
で
に
両
方
に
射
し
て
異
る
の
は
、
他
に
大
な
る
理
由
が
無
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
予
は
始
め
其
理
由
を
求
む
る
に
 
 

大
に
苦
ん
だ
が
、
そ
は
道
場
の
鼻
面
目
に
観
れ
ね
ば
、
何
と
し
て
も
解
決
の
出
水
ぬ
問
題
へ
仏
る
事
空
知
る
に
至
っ
た
。
 
 

侍
敦
の
著
述
か
ら
考
察
し
て
凍
れ
ば
、
遣
堵
の
鼻
面
目
を
、
華
厳
背
畢
及
び
達
磨
辞
に
綜
著
せ
し
め
ざ
る
を
待
ぬ
。
 
 

之
を
合
す
る
時
は
．
頓
悟
の
第
一
義
心
が
、
固
頓
戒
の
中
心
と
な
る
。
こ
の
中
心
思
想
か
ら
見
る
時
は
、
塵
奥
の
一
 
 

倖
敢
の
阿
傾
戎
な
舌
す
 
 
 



三
l
牒
 
 

儒
教
の
圃
頓
戒
な
冷
す
 
 

況
に
は
、
頗
る
物
足
ら
な
さ
が
あ
つ
た
ら
う
。
温
埼
と
馨
眞
と
に
関
し
て
は
、
昭
和
三
年
五
月
戟
「
草
葉
」
の
上
に
 
 

ゃ
ゝ
委
し
く
論
じ
て
あ
る
か
ら
、
こ
～
に
は
細
か
い
鮎
に
論
じ
入
ら
ぬ
事
と
す
る
。
 
 

大
 
比
蘇
邁
薙
の
虚
垂
不
動
三
単
に
つ
い
て
 
 

漁
場
が
∵
祓
主
よ
つ
て
、
華
族
の
数
理
を
身
心
に
賓
現
し
た
も
の
は
、
虚
客
不
動
の
三
畢
な
る
牒
の
で
あ
つ
た
。
 
 

虚
客
不
動
の
三
畢
な
る
も
の
は
、
発
足
の
い
へ
る
如
く
、
港
頂
纂
の
「
固
清
百
銀
」
の
普
惑
法
の
中
に
見
ら
れ
る
か
 
 

ら
、
天
台
大
師
の
普
暗
か
ら
行
は
れ
て
居
た
も
の
で
ぁ
る
。
然
し
、
天
台
大
師
の
所
用
で
あ
る
か
ら
と
て
、
直
に
之
 
 

を
天
台
数
理
に
基
づ
け
る
は
、
そ
の
昔
を
得
ぬ
。
 
 
 

そ
れ
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
「
華
厳
経
」
に
基
い
た
蹄
三
賓
文
で
あ
る
。
先
つ
其
文
を
出
し
て
見
る
。
 
 

尊
慮
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
鹿
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

尊
慮
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
祓
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
鹿
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

尊
慮
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
薦
十
方
三
世
諸
俳
、
重
骨
普
光
法
堂
上
、
鹿
骨
郵
彿
 
 
 

寂
滅
道
場
上
、
度
合
那
彿
 
 

普
光
法
堂
上
、
慮
合
邦
彿
 
 

佃
利
天
上
、
度
合
郵
傭
 
 

炎
摩
天
上
、
度
合
邪
彿
 
 

兜
率
天
上
、
度
合
那
彿
 
 

他
化
自
在
天
上
、
度
合
那
彿
 
 



願
諸
衆
生
、
三
業
清
浄
、
奉
拝
尊
敬
、
和
南
傭
法
資
斐
修
 
 
 

∫
 

造
堵
は
、
「
梵
網
経
」
の
乳
已
盲
劫
、
修
論
是
心
地
或
着
筆
慮
連
邦
一
の
文
を
注
滞
す
る
に
、
天
台
の
説
に
従
っ
て
、
 
 

虚
峯
不
動
の
三
畢
を
以
て
し
た
。
そ
の
説
相
は
、
理
論
か
ら
す
れ
ば
三
諭
的
で
あ
う
賓
除
か
ら
す
れ
ば
藤
的
で
あ
 
 

る
。
光
定
は
、
之
空
一
度
ま
で
も
引
用
し
て
居
る
。
 
 

0
0
 
 
 

修
行
者
、
天
台
師
詭
、
修
一
行
一
切
之
法
、
不
生
不
滅
、
不
常
不
断
、
不
一
不
具
、
不
凍
不
考
常
住
一
相
、
狩
如
－
虚
重
言
口
 
 

0
0
0
0
0
 
 
 

語
道
断
、
自
性
清
浄
い
是
名
夜
行
姦
義
行
人
、
於
も
性
清
澤
心
中
‥
不
こ
弾
二
切
戒
‥
是
郎
虚
客
不
動
戒
。
又
於
も
性
 
 
 

清
澤
心
中
‥
安
住
不
動
、
加
義
浦
山
‥
是
則
虚
客
不
動
定
。
又
於
包
性
清
浄
心
中
遠
野
建
一
切
払
、
無
持
自
在
‥
是
帥
虚
 
 

普
鹿
十
方
三
世
諾
傲
、
 
 

尊
意
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
鰻
†
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
藤
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
殖
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
鹿
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
殖
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

普
殖
十
方
三
世
諸
彿
、
 
 

＃
教
の
副
嘆
戎
む
資
す
 
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 

虚
容
不
動
戒
寂
、
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 

盛
宴
不
動
定
蕨
、
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 

虚
容
不
動
慧
蕨
、
 
 

蹄
彿
、
得
菩
提
、
 
 

鯨
法
、
薩
婆
若
、
 
 

締
付
、
息
詳
論
、
 
 

砥
直
林
間
善
財
童
子
 
度
合
郵
俳
 
 

七
廃
九
骨
、
固
清
頓
教
、
鷹
合
郵
倣
 
 

慮
合
邦
彿
 
 

虞
合
邦
彿
 
 

度
合
那
彿
 
 

善
心
常
不
遇
、
度
合
那
傲
 
 

入
大
舷
符
門
、
 

入
大
和
合
海
、
慮
合
邦
俳
 
 



容
不
動
悪
。
如
レ
是
等
戒
定
慧
、
名
；
慮
邁
邦
彿
‥
 
 

一
切
の
対
立
か
ら
解
脱
し
て
、
自
性
清
浄
の
一
心
に
紛
っ
た
研
が
、
虚
垂
の
如
く
塞
徹
で
、
そ
の
一
心
中
に
自
ら
 
 

奥
の
三
畢
が
具
備
せ
ら
る
～
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
華
厳
哲
畢
の
自
性
清
浄
心
を
根
本
と
し
、
こ
の
一
心
を
あ
 
 

0
0
 
 

ら
の
ま
ゝ
に
仝
現
す
る
に
、
藤
定
を
以
て
し
た
も
の
で
あ
る
。
虚
容
不
動
の
虚
重
な
る
語
は
、
般
若
の
容
の
意
味
も
 
 

）
ヽ
 
あ
♭
、
賓
際
の
虚
客
の
意
簸
も
あ
ら
、
無
染
心
の
意
味
も
あ
つ
た
楼
で
あ
る
。
一
般
若
の
客
の
意
味
な
る
事
は
、
蓮
 
′
1
1
ヽ
 
 

磨
輝
と
の
関
係
に
あ
ら
は
れ
て
居
る
。
達
磨
藤
に
関
係
が
あ
る
事
は
、
光
定
が
二
度
ま
で
も
引
用
せ
る
「
七
代
記
」
 
 

に
よ
つ
て
、
ほ
ゞ
其
滑
息
を
知
る
事
が
出
凍
る
。
「
七
代
記
L
の
記
事
そ
の
も
の
は
、
荒
誕
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
虚
客
 
 

不
動
の
盛
宴
を
開
明
す
る
鮎
に
於
て
、
重
要
な
文
献
で
あ
る
。
記
に
い
ふ
、
「
西
国
の
一
喝
羅
門
倍
達
磨
な
る
も
の
、
 
 

沃
地
に
凍
っ
て
、
衡
山
を
彿
御
し
、
六
時
行
造
し
、
慧
思
に
問
ふ
、
汝
こ
の
寂
庭
に
修
造
す
る
幾
年
ぞ
。
思
藤
師
い
ふ
、
 
 

二
十
除
年
。
達
磨
問
ふ
、
何
等
の
霊
験
を
見
た
り
や
、
何
等
の
威
力
を
破
れ
ら
や
。
日
く
、
登
瞼
を
見
す
、
威
力
を
 
 

被
ら
す
。
達
磨
艮
久
し
く
し
て
、
欺
息
し
て
い
ふ
、
絆
定
は
厭
ひ
易
く
、
濁
世
は
敗
れ
難
し
。
…
…
向
師
阿
師
、
努
力
 
 

せ
よ
、
努
力
せ
よ
。
何
が
故
に
此
山
に
・
留
ま
つ
て
、
十
方
に
返
せ
ざ
る
、
因
果
井
に
亡
ぶ
、
海
東
に
誕
生
せ
よ
。
・
…
・
…
 
 

0
0
 
 

思
輝
師
岡
ふ
、
誰
人
ぞ
。
日
く
、
余
は
虚
垂
と
。
相
談
じ
己
り
て
、
束
に
向
つ
て
先
づ
去
れ
ら
。
云
々
」
。
こ
れ
は
、
 
 

達
磨
と
慧
思
と
、
二
人
共
に
日
本
に
凍
た
と
い
ふ
、
侍
説
の
記
事
と
し
て
、
頗
る
輿
晩
ぁ
る
も
の
で
為
る
が
、
こ
ゝ
 
 

0
0
 
に
は
、
達
磨
が
虚
客
で
あ
る
と
い
ふ
事
を
見
れ
ば
義
足
ら
る
。
q
忘
金
剛
戒
健
秘
訣
L
の
中
に
、
室
山
の
虚
垂
を
 
 
 

借
款
の
圃
頃
戒
わ
暮
す
 
 



道
場
と
点
し
、
一
乗
の
横
の
焉
に
、
虚
賓
不
動
戒
を
説
く
と
言
っ
て
居
る
か
ら
、
虚
峯
の
名
目
は
．
道
場
よ
り
待
た
意
味
 
 

と
な
る
。
華
厳
の
骨
座
た
る
物
利
・
夜
摩
・
兜
率
・
他
化
自
在
等
の
諸
天
を
考
へ
凍
れ
ば
、
道
場
の
虚
客
の
意
味
が
、
益
 
 

）
 
 

々
明
白
と
な
つ
て
凍
る
。
三
「
秘
訣
」
は
ま
た
戒
磨
か
ら
待
た
の
で
ぁ
る
と
明
言
し
て
居
る
。
之
を
詮
い
て
い
ふ
、
戒
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
′
l
t
ヽ
 
 

0
0
0
0
0
 
 

偉
は
、
諸
届
を
具
す
る
第
九
識
即
ち
奄
摩
雇
識
で
あ
る
。
巷
摩
雇
識
を
．
虚
客
不
染
心
と
名
く
。
十
界
欄
差
別
な
き
 
 

は
虚
客
に
し
て
．
妄
念
な
き
は
無
染
で
あ
る
。
固
頓
或
は
、
こ
の
無
染
心
に
あ
り
て
修
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
之
 
 

を
虚
容
不
動
戒
と
い
ふ
、
云
云
。
説
明
し
て
巧
妙
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
奄
摩
羅
識
は
．
陳
の
眞
諦
三
裁
の
制
許
せ
 
 

る
経
論
に
出
て
居
る
も
の
で
、
畢
諦
に
は
「
九
識
義
」
と
い
ふ
薯
遽
も
あ
つ
た
程
に
、
こ
の
第
九
識
を
以
て
、
そ
の
 
 

教
義
の
中
心
線
理
と
し
た
。
天
台
大
師
も
．
そ
の
大
著
「
玄
義
L
や
「
止
観
」
の
中
に
、
屡
々
之
を
活
用
し
て
居
る
か
 
 

ら
、
之
を
風
頓
戒
の
基
礎
原
理
と
し
た
事
も
、
考
へ
ら
れ
得
る
所
で
あ
る
。
即
ち
前
に
温
堵
が
引
覆
せ
る
天
台
大
師
 
 

の
修
行
の
説
明
中
に
於
け
る
、
虚
客
の
如
き
自
性
清
浄
心
が
、
こ
の
第
九
識
′
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
造
堵
の
「
梵
網
 
 

経
注
繹
」
に
引
覆
せ
る
文
言
は
、
果
し
て
天
台
大
師
の
所
説
で
あ
る
や
否
や
、
又
「
l
心
金
剛
戒
鱒
寿
訣
」
は
、
果
 
 

し
て
侍
敷
が
温
蓮
よ
り
開
き
得
た
も
の
で
あ
る
や
否
や
．
、
い
づ
れ
も
困
難
な
問
題
を
伴
ふ
が
、
天
台
大
師
が
、
普
感
 
 

法
中
に
教
へ
た
虚
峯
不
動
の
三
畢
な
る
も
の
は
、
自
性
清
浮
心
巷
摩
羅
識
の
上
に
成
立
す
べ
く
1
而
し
て
こ
の
自
性
 
 

清
澤
心
を
仝
現
せ
し
む
る
方
法
と
し
て
、
達
磨
辟
が
重
要
な
役
目
を
蓬
げ
た
事
だ
け
は
、
断
言
し
て
よ
い
と
思
ふ
。
 
 

七
 
倍
教
の
鳳
頓
戒
資
料
 
 

借
款
の
封
囁
戎
を
論
ず
 
 

三
三
一
 
 
 



借
款
の
画
境
戎
を
諭
す
 
 

三
三
二
 
 
 

伸
敦
の
固
頓
戒
を
諭
す
る
に
つ
き
て
は
、
「
顕
戒
諭
」
「
山
家
畢
生
式
」
「
畢
生
式
問
答
」
等
を
、
第
一
資
粁
と
し
．
 
 

「
一
心
金
剛
戒
燈
秘
訣
」
「
一
心
金
剛
減
債
」
や
、
光
定
の
「
一
心
戒
文
」
、
慈
魔
の
「
顕
揚
大
戒
諭
」
、
安
然
の
「
普
通
授
菩
 
 

）
 
 

薩
戒
虞
滞
L
等
を
、
第
二
資
料
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
中
に
於
て
、
最
も
徹
底
し
て
厨
戒
を
高
潮
せ
る
も
の
は
、
「
忘
 
 

金
剛
戒
僚
秘
訣
」
及
び
「
一
心
金
剛
戒
髄
」
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
三
乗
共
門
の
喩
伽
戒
よ
り
、
一
乗
不
共
門
の
 
 

梵
鋼
誠
に
進
め
る
侍
敦
が
、
更
に
一
乗
不
共
門
中
に
於
て
も
、
漸
次
門
の
梵
網
戒
よ
り
」
固
囁
門
の
法
華
誠
に
進
到
 
 

し
て
、
梵
鋼
戒
を
因
戒
・
菩
薩
戒
と
し
、
法
華
戒
を
果
戒
・
彿
戒
と
し
、
而
し
て
南
戒
を
修
得
の
戒
相
と
性
徳
の
戒
態
 
 

と
ー
こ
よ
つ
て
、
之
を
調
和
し
、
そ
の
相
承
を
、
毒
上
の
合
邦
相
承
・
塔
中
の
澤
迦
相
承
の
区
別
と
為
し
、
塔
中
軸
承
 
 

の
法
華
固
頓
或
は
、
賓
相
異
如
を
以
て
戒
憶
と
し
、
信
入
を
以
て
方
法
と
し
、
一
得
永
不
失
の
功
用
あ
る
を
以
て
、
 
 

即
身
成
彿
の
大
果
を
待
、
是
に
至
っ
て
事
々
悉
く
持
戒
の
域
に
達
し
．
無
戒
郎
持
戒
の
妙
境
を
展
開
す
る
。
之
を
金
 
 

剛
賓
戒
と
い
ひ
、
虚
峯
不
動
戒
と
い
ひ
、
ま
た
加
水
蔵
戒
と
い
ひ
、
月
性
本
具
戒
と
い
ひ
、
本
門
音
量
果
分
不
可
思
 
 

講
彿
戒
と
い
ふ
と
徹
底
し
て
あ
る
。
如
何
に
も
痛
快
で
あ
る
。
「
一
心
金
剛
戒
髄
秘
訣
」
は
、
そ
の
奥
書
に
、
星
空
一
．
 
 

十
二
筆
台
州
臨
海
鰊
龍
輿
寺
浄
土
院
に
於
て
、
書
せ
る
も
の
ヰ
し
て
、
本
朝
天
台
後
畢
最
澄
の
列
が
あ
る
。
中
に
、
 
 

鹿
田
亮
頴
氏
の
据
摘
す
る
如
く
、
 
 
 

予
撃
此
戒
旨
‥
立
冨
戒
壇
於
山
頂
‥
改
も
故
山
葱
誌
叡
山
東
山
頂
戒
壇
、
夢
無
上
果
徳
戒
憤
り
多
比
叡
山
り
拳
轟
専
 
 
 

無
上
自
在
‥
如
昌
天
位
戒
命
‥
耳
臭
。
 
 
 



と
い
ふ
文
句
が
あ
つ
て
、
此
書
が
停
敦
の
筆
に
あ
ら
ざ
る
を
疑
は
し
む
る
。
常
時
．
ま
だ
戒
壇
が
無
か
っ
た
か
ら
で
あ
 
 

る
。
ま
た
書
中
の
至
る
庭
に
、
可
秘
可
動
と
か
、
深
詔
深
秘
よ
か
、
可
倍
可
信
と
か
言
っ
て
あ
る
の
は
、
如
何
に
も
 
 

彼
の
筆
致
の
如
ぺ
に
思
は
れ
る
。
而
し
て
内
容
の
ま
要
な
る
部
分
七
於
て
．
安
然
の
「
普
通
鷹
粋
」
と
極
め
て
よ
く
一
 
 

致
す
る
の
み
な
ら
す
、
を
の
示
師
初
の
下
の
道
場
の
記
琴
線
戒
の
下
の
三
東
洋
垂
二
種
の
記
事
、
及
び
嶽
戒
徳
の
 
 

下
に
長
々
し
い
記
事
の
如
き
は
、
文
々
句
々
に
於
て
一
致
す
る
。
 
 

ヽ
ノ
 
 
 

↑
 
道
場
の
下
の
記
事
は
、
「
鷹
繹
」
に
資
畢
樽
の
語
と
せ
る
も
の
を
、
「
秘
訣
」
に
は
選
和
何
の
決
と
し
、
有
云
と
 
 

せ
る
も
の
を
、
南
岳
日
決
と
す
る
の
差
は
あ
る
が
、
他
は
「
法
聾
」
や
「
捏
棄
」
の
引
澄
ま
で
も
、
大
髄
に
於
て
一
致
 
 

す
る
。
彼
此
対
照
し
凍
る
時
は
、
雨
音
の
問
に
、
何
と
し
て
も
必
然
の
関
係
が
あ
ら
と
思
は
れ
る
。
 
 

口
 
授
戒
の
下
の
三
東
洋
誠
に
つ
き
て
、
傍
受
学
費
得
苧
性
徳
戒
の
三
種
を
叙
せ
る
記
事
は
、
ま
た
「
贋
滞
」
 
 

と
「
秘
訣
」
と
、
大
要
を
同
じ
く
し
、
特
殊
な
螢
得
戒
の
記
事
の
如
き
は
、
同
一
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ま
た
到
底
 
 

偶
然
の
一
致
で
は
無
い
。
一
方
が
、
必
ず
他
方
を
、
そ
の
ま
～
に
承
け
た
も
の
で
無
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
は
れ
る
。
 
 

性
徳
戎
の
下
の
戒
胞
名
目
が
、
雨
音
の
上
に
注
意
す
べ
き
差
異
を
見
る
。
こ
～
に
雨
音
間
の
前
後
関
係
を
推
測
す
る
、
 
 

何
等
か
の
手
が
～
ち
が
得
ら
れ
ま
い
か
と
思
ふ
。
雨
音
を
対
照
し
て
見
る
。
 
 

「
廉
 
澤
L
 
 

開
転
本
有
卦
如
併
任
如
か
法
身
億
亦
待
二
他
準
 
 

停
教
の
潮
境
戎
な
論
ず
 
 

「
秘
 
訣
」
 
 

0
0
 
 

関
南
本
有
彿
性
法
身
之
戒
∵
法
身
頃
非
毎
触
法
‥
 
 

三
三
三
 
 
 



「
鷹
渾
」
に
眞
如
彿
性
と
超
せ
る
個
所
を
．
「
砿
訣
」
は
唯
彿
性
と
眉
し
．
又
「
鷹
渾
」
が
通
じ
て
五
分
法
考
又
は
五
 
 

分
戒
身
と
点
せ
る
四
個
所
を
、
「
秘
訣
」
は
三
個
所
に
五
分
な
く
、
た
ゞ
一
個
所
の
み
五
分
法
身
と
為
し
て
居
る
。
中
 
 

に
於
て
、
最
も
注
意
せ
ら
る
べ
き
は
、
第
一
の
例
で
あ
る
。
「
鷹
渾
」
の
開
悟
…
…
壷
分
法
身
嘩
非
得
触
法
は
、
意
 
 

晩
が
通
徹
す
る
け
れ
ど
も
、
一
「
顆
訣
」
の
開
悟
・
…
…
法
身
之
弼
法
身
嘩
非
得
他
法
の
、
法
身
健
の
三
字
は
、
意
味
の
 
 

通
徹
を
欠
か
し
む
る
文
字
で
あ
る
。
こ
の
封
照
は
、
「
鷹
滞
」
よ
り
「
秘
訣
」
に
及
べ
る
を
推
想
せ
し
む
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

8
次
の
顕
戒
徳
の
下
の
長
々
し
い
記
事
は
、
そ
の
姦
王
於
て
殊
に
甚
し
い
も
の
が
あ
る
。
「
贋
辞
」
に
は
、
「
大
 
 

固
魔
」
「
梵
鍋
」
「
仁
王
し
「
普
展
観
」
「
無
量
義
ヽ
法
華
」
「
仁
王
」
「
無
行
」
1
大
固
餐
」
「
姦
趣
分
L
「
梼
伽
」
「
大
般
若
」
の
東
経
 
 

哲
引
澄
し
、
「
秘
訣
」
に
は
「
大
固
魔
」
「
大
般
若
」
の
二
経
を
引
覆
し
て
後
に
、
次
の
如
き
特
殊
の
茎
呂
が
、
殆
ん
ど
 
 

そ
の
ま
ゝ
に
一
致
す
る
。
雨
着
を
井
聾
す
る
も
額
は
し
い
か
ら
、
少
し
く
例
澄
の
多
い
「
贋
滞
」
を
引
澄
し
て
、
「
秘
 
 

訣
」
に
な
き
部
分
だ
け
を
括
弧
し
．
少
の
文
字
の
箱
達
を
、
後
に
附
記
す
る
事
と
す
る
。
 
 

0
0
0
0
0
 
 
昔
琉
璃
考
殺
義
星
人
‥
以
一
庇
城
人
、
剛
窓
難
化
石
臨
敵
命
完
軍
曹
提
心
‥
此
穀
名
夢
入
法
界
門
非
弛
敷
戒
り
 
 

0
0
0
 

0
0
0
 
 
普
和
修
軍
費
願
利
入
、
吸
衰
口
重
、
得
失
粁
才
‥
争
我
旬
衰
、
得
失
智
憲
‥
執
義
手
衰
、
得
失
雇
畢
嫁
衰
身
衰
、
 
 
 

村
数
の
脚
頓
戒
な
諒
ず
 
 0

0
（
U
O
 
 

0
 
 

嘗
ヨ
於
自
身
り
閑
古
悟
本
有
五
分
戒
身
‥
一
如
各
部
‥
 
 

⑳
⑳
 
 

閑
古
示
本
有
眞
如
傭
性
五
分
戒
身
‥
無
飴
以
釆
、
本
在
二
汝
心
‥
 
 

○
⑳
 
 

二
刊
如
来
金
剛
賓
戒
五
分
法
身
、
 
 

三
三
匹
 
 

0
 

0
0
 
骨
於
白
心
‥
開
こ
悟
本
有
法
身
二
如
呑
邪
 
 

0
0
 
 

開
二
示
本
有
彿
性
、
五
分
法
身
‥
盤
嘉
以
準
本
葬
汝
心
‥
 
 

一
切
如
凍
金
剛
貿
戒
法
身
、
 
 



0
0
 
得
失
菩
琴
此
嬢
声
戒
、
非
詭
薩
戒
‥
 
 

（
昔
群
迦
食
、
盗
－
画
人
衰
、
得
失
施
含
有
堕
其
頑
義
盗
夢
戒
、
非
重
盗
戒
‥
）
 
 

0
 
 

0
0
 
 

普
レ
知
、
三
毒
十
志
、
皆
焉
三
戒
行
‥
 
 

0
 
0
 
0
0
 
0
 
 

0
0
0
0
 
0
 
 

0
0
0
0
 
0
0
0
0
 
0
 
0
0
 
 

0
0
0
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
阿
閣
世
王
、
殺
垂
父
母
‥
即
無
明
父
、
亦
貪
愛
母
、
布
施
非
準
通
蓮
偽
造
姦
婆
達
多
、
現
造
≒
道
議
重
砲
獄
‥
如
ユ
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
〇
 
 

三
輝
‥
伊
普
傭
師
、
今
成
3
弟
子
‥
 
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
婆
薮
仙
人
、
以
迦
峯
故
、
帥
身
地
裂
、
攣
大
地
獄
毒
－
地
獄
人
哀
話
】
政
所
議
令
海
道
、
此
顔
重
患
本
襲
衰
畢
 
 

〇
〇
〇
〇
 
 

散
脂
鬼
、
批
嬰
戸
彿
、
夢
大
誓
願
り
常
作
兎
票
数
祉
鬼
準
 
 

0
0
0
0
 
 

蚤
誓
獅
子
菩
薩
、
鍵
化
常
夢
畜
生
‥
敬
二
化
畜
隼
 
 

0
0
 
 

嘗
r
知
玉
造
三
悪
嘗
畢
親
行
‥
 
 

○
へ
）
0
0
0
0
0
0
0
0
C
O
 
渾
名
居
象
、
無
量
造
品
、
以
多
妻
軍
（
月
上
無
垢
、
渾
名
女
子
通
魂
連
発
奉
在
家
法
‥
）
 
 

0
0
0
0
0
0
0
0
 
 

0
0
q
0
 
 

0
0
0
0
0
0
0
 
未
刊
婦
人
、
亦
庭
主
宰
解
】
㌢
法
準
自
記
議
嘆
声
救
入
命
‥
巧
犯
二
清
華
傭
夢
此
人
‥
許
談
義
頁
 
 

是
以
図
乗
線
路
、
但
有
垂
準
終
無
飯
法
政
名
論
客
不
動
金
剛
法
戒
‥
 
 

以
上
の
長
し
々
き
例
語
の
文
々
句
々
は
、
「
秘
決
」
に
殆
ん
と
そ
の
ま
～
に
出
て
居
る
。
和
学
空
拳
れ
ば
、
城
を
城
 
1
－
 
 

0
0
 
 

0
 
 

0
0
0
 
 

0
 
 

内
と
し
。
剛
悪
を
則
悪
 

0
0
0
0
 
 

0
 
 

嘗
レ
知
一
切
俗
塵
、
曹
革
l
戒
術
‥
 
 

ロ
 
○
 
 

○
 
 停

歌
の
圃
頃
戒
を
論
ず
 
 
 

0
 
0
 
0
 
 



0
0
0
0
0
0
0
0
 
嘗
知
を
應
知
と
し
。
虜
戒
行
を
名
戒
行
と
し
。
そ
の
下
に
況
十
善
耶
の
四
字
あ
T
ヮ
。
阿
乱
世
王
を
閣
王
と
し
。
即
 
 

○
 
 
 

無
明
亦
貪
欲
母
、
行
此
非
道
の
十
二
字
な
く
、
提
婆
達
多
を
達
多
と
し
。
現
造
の
現
の
字
な
く
。
錐
虜
地
獄
、
如
 
 

〇
 
 
 

0
0
0
 
 
 

0
0
0
 
 
 

三
嘩
伊
昔
彿
師
、
今
成
弟
子
を
、
た
だ
受
三
緑
葉
と
し
。
囁
薮
仙
人
の
仙
人
な
く
。
即
身
地
裂
、
堕
大
地
獄
を
、
身
 
 

0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
堕
地
獄
と
し
。
そ
の
上
に
還
の
字
ふ
∵
り
。
凍
詣
を
凍
至
と
し
。
皆
を
悉
と
し
。
此
顕
を
是
則
と
し
。
善
悪
本
無
定
 
 

奥
の
下
に
、
金
一
心
具
徳
、
普
賢
色
身
、
現
一
切
、
食
物
向
魔
道
、
即
是
一
心
貿
戒
也
の
語
句
あ
り
。
散
脂
鬼
の
 
 

上
に
昔
の
字
あ
∵
り
。
枇
婆
戸
彿
を
、
於
耽
婆
支
彿
所
と
し
．
。
教
化
畜
生
を
化
畜
界
と
し
。
戒
牢
壷
戒
と
し
。
辞
 
 
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
0
 
 
0
 
 
 
 
 
 
C
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
 
 
 
 
 
0
 
0
 
 
0
 
〇
 
 

〇
〇
〇
 
名
居
家
、
無
量
造
品
．
以
食
事
室
を
、
加
之
、
渾
名
居
士
、
行
在
家
法
、
通
達
偽
造
と
し
。
婦
人
を
夫
人
と
し
。
亦
の
 
 

〇
 
 

〇
 
 

つ
0
〇
〇
 
 

字
な
く
。
法
寂
を
傭
乗
と
し
。
焉
救
人
命
の
四
字
な
く
。
彿
焉
此
人
、
許
飲
濁
石
の
八
字
な
く
。
普
知
を
須
知
と
 
 

し
。
新
郎
知
和
を
、
如
か
酢
執
恥
紗
と
し
。
其
下
に
、
経
云
、
一
切
世
間
、
胎
生
産
業
、
骨
輿
賓
粕
、
不
和
違
背
・
皆
 
 

0
 
 
 

0
0
 
 
 

0
 
 
 

0
0
 
 
 

僻
正
法
の
引
澄
あ
り
。
是
以
図
乗
戒
法
を
．
是
則
固
乗
戒
術
と
し
。
故
名
塩
巷
不
動
金
剛
法
戒
を
、
故
名
虚
容
不
 
 
 

動
戒
、
亦
名
金
剛
賓
戒
而
己
と
し
て
あ
る
。
 
 
 

斯
る
一
致
は
、
こ
れ
ま
た
決
し
て
偶
然
の
も
の
で
は
な
い
。
「
秘
訣
」
を
以
て
「
廉
澤
」
を
承
け
た
も
の
と
す
る
の
 
 

が
、
曹
然
と
思
は
る
～
け
れ
ど
旦
 
然
し
、
「
贋
繹
」
の
方
に
は
、
経
文
も
賓
例
も
、
数
が
多
い
か
ら
、
逆
に
「
秘
訣
」
 
 

を
承
け
た
と
も
見
ら
れ
得
る
。
斯
く
ま
で
の
一
致
あ
る
に
関
ら
や
、
い
づ
れ
に
も
他
を
引
覆
し
た
事
を
断
わ
ら
ぬ
の
 
 

が
l
、
凄
で
あ
る
滑
れ
ど
も
、
慈
畳
も
、
安
然
も
、
場
所
に
樽
敦
を
引
用
し
て
あ
る
に
関
ら
す
、
何
と
も
断
わ
つ
て
な
い
。
 
 
 

停
敢
の
脚
唾
液
な
脊
す
 
 



志
度
の
「
顕
揚
大
戒
諭
」
の
中
に
「
寂
滅
諭
L
の
ま
～
に
、
頗
る
長
く
入
必
定
「
入
定
入
印
経
」
甘
引
覆
し
て
も
、
何
等
 
 

「
顕
戒
諭
」
に
言
及
し
て
無
い
。
蓋
、
南
都
と
の
討
論
が
ま
限
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
剋
師
を
引
澄
し
た
と
て
．
封
手
 
 

に
は
何
の
権
威
と
も
な
ら
ぬ
焉
で
あ
ら
う
。
之
が
虜
に
、
「
秘
訣
L
と
「
廣
蒋
」
と
の
前
後
問
題
も
、
二
言
の
下
に
狗
断
 
 

的
に
之
を
決
す
る
を
得
ぬ
事
に
な
る
。
さ
て
、
「
∵
心
金
剛
戒
健
秘
訣
」
及
び
「
一
心
金
剛
戒
健
」
の
帝
書
は
、
痛
快
 
 

に
閲
戒
を
説
破
し
て
居
る
が
、
雨
音
の
記
事
に
粕
應
す
る
固
戒
の
綱
領
は
、
「
畢
生
式
問
答
」
や
「
法
華
秀
句
」
な
ど
 
 

の
中
に
出
て
居
る
。
す
な
は
ち
「
畢
生
式
問
答
」
の
中
に
は
．
正
依
法
華
一
乗
戒
、
傍
依
梵
網
と
し
、
又
は
金
剛
箕
 
 

戒
名
ま
、
十
重
四
十
入
超
伴
と
し
て
、
梵
網
戒
以
上
に
法
華
戒
を
高
潮
し
、
或
は
之
を
菩
薩
戒
と
、
彿
乗
大
戒
と
の
 
 

対
立
と
し
、
彿
乗
大
戒
を
菩
薩
画
数
傭
乗
戒
又
は
虚
容
不
動
戒
と
名
け
、
こ
の
一
乗
戒
の
第
一
戒
師
を
塔
軒
の
渾
迦
 
 

加
水
と
し
て
．
而
し
て
此
菩
薩
戒
に
、
受
法
あ
つ
て
拾
法
な
き
を
歌
い
て
居
る
。
更
に
「
法
華
秀
句
L
の
中
に
、
法
 
 

華
経
を
以
て
、
無
間
自
説
果
分
勝
と
点
し
、
郎
身
成
傭
化
導
勝
と
焉
せ
る
を
拝
せ
凍
る
時
は
、
「
秘
訣
」
め
諭
ず
る
 
 

所
、
偉
敦
の
筆
に
非
す
と
の
み
、
二
言
の
下
に
説
き
去
る
事
は
出
家
ぬ
や
う
で
め
る
。
汲
ん
や
侍
敦
は
、
「
畢
生
式
拘
 
 

答
」
第
五
の
中
に
於
て
、
 
 

去
延
暦
二
十
四
年
、
大
歳
乙
酉
讃
諸
語
春
三
月
二
日
、
初
夜
時
姦
澄
義
兵
等
、
典
夫
唐
固
辞
氏
沙
門
こ
十
七
人
‥
 
 

0
0
0
0
0
0
0
 
 
於
夫
唐
台
州
臨
海
煉
裏
、
龍
輿
寺
西
廊
、
極
欒
将
士
院
痩
恵
庭
準
現
前
和
上
、
道
連
大
穂
遽
．
愛
妻
庭
園
教
彿
葵
城
‥
 
 

0
0
0
0
0
 
 
 

師
師
和
博
、
自
重
山
法
華
曾
∵
ぎ
千
弘
仁
九
年
り
相
席
不
添
、
有
心
智
者
、
於
施
無
y
疑
、
但
除
ユ
嫉
妬
者
、
意
見
夢
耳
。
 
 

停
致
の
阿
頃
戒
ふ
諭
す
 
 
 



三
三
八
 
 

席
数
の
圃
嘆
戒
か
諭
す
 
 

と
言
っ
て
居
る
か
ら
、
龍
輿
寺
内
の
極
斐
院
に
於
て
、
造
邁
和
上
よ
り
塔
中
相
承
鱒
法
華
戒
を
受
け
た
る
は
、
明
白
で
 
 

あ
る
。
「
秘
訣
」
を
安
然
後
の
作
と
す
れ
ば
、
此
事
跡
を
本
に
し
て
成
し
た
事
に
な
る
が
、
′
然
⊥
、
「
秘
訣
」
を
譲
下
す
 
 

る
に
、
如
何
に
も
カ
が
こ
も
つ
て
見
ら
れ
る
。
斯
く
ま
で
に
カ
あ
ー
る
も
の
は
十
容
易
に
出
水
る
藩
の
で
な
い
用
身
鴫
 
 

そ
の
境
地
に
遊
べ
る
も
の
が
、
感
激
に
満
ち
つ
～
、
一
気
呵
成
に
書
き
下
し
た
筆
致
で
あ
る
。
よ
し
倍
数
の
書
け
る
 
 

ま
1
で
な
い
に
せ
よ
、
其
基
礎
に
は
、
感
激
の
輩
が
梼
は
つ
て
居
る
楼
で
あ
る
。
此
推
測
が
違
っ
て
居
る
に
せ
よ
．
 

其
綱
領
に
於
て
は
、
倍
数
の
ま
張
と
帝
離
が
無
い
か
ら
、
固
戒
の
大
要
を
こ
れ
に
求
め
て
も
、
差
支
な
い
と
思
ふ
の
 
 

で
、
以
下
ま
と
し
て
「
和
訣
」
に
よ
ら
、
之
に
「
戒
髄
」
を
加
へ
て
之
を
論
じ
て
見
る
。
 
 

八
 
梵
網
菩
薩
戒
よ
月
法
華
図
頓
傭
戒
へ
 
 
 

倍
数
は
、
南
都
の
稔
伽
戒
に
満
足
せ
す
し
て
、
梵
嗣
戒
に
進
入
し
た
が
、
入
唐
し
て
天
台
の
固
故
に
接
す
る
に
及
 
 

ん
で
、
更
に
梵
綱
戒
上
浦
足
せ
す
し
て
、
法
華
戒
に
進
入
し
た
。
法
華
戒
に
進
入
し
て
彼
の
梵
網
戒
軌
は
、
根
祇
よ
 
 

り
一
挺
し
た
。
す
な
は
ち
梵
網
戒
に
、
固
敢
の
内
容
を
輿
へ
て
、
之
牽
囲
誠
に
ま
で
引
き
上
げ
た
。
達
磨
藤
の
修
法
 
 

の
上
に
成
れ
る
、
造
堵
の
梵
網
或
は
、
恐
く
は
固
頓
的
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
幼
に
し
て
之
に
習
熟
し
た
侍
敦
は
、
 
 

天
台
の
回
数
に
接
す
る
l
＝
及
ん
で
、
之
l
二
教
理
を
加
へ
た
の
で
あ
る
。
借
款
以
外
の
人
の
梵
網
或
は
、
い
づ
れ
も
対
 
 

立
の
世
界
に
あ
つ
て
、
授
受
す
る
の
で
、
一
如
の
固
意
に
添
は
な
ん
だ
。
侍
敦
は
、
こ
の
意
昧
を
「
顛
戒
諭
」
の
ヰ
 
 

に
述
べ
て
、
次
の
棲
に
言
っ
て
居
る
。
 
 
 



ひ
○
、
0
0
，
0
 
 
 

吏
此
十
重
戒
諒
恕
俸
授
森
但
許
真
名
嘉
諒
奏
義
諒
以
得
レ
紗
未
毎
真
義
車
。
然
未
海
面
襲
曙
狩
典
－
小
野
 
 
 

故
。
（
谷
中
、
】
九
）
 
 

0
0
0
0
 
 
梵
網
之
戒
、
撃
先
代
嘩
此
間
受
入
、
未
転
南
軍
所
以
用
垂
聞
律
儀
‥
同
義
親
戚
儀
‥
若
同
；
聾
問
儀
‥
何
故
制
二
 
 
 

念
武
図
名
徳
雄
重
夫
乗
戒
不
知
三
大
安
居
‥
亦
錐
夫
乗
布
薩
り
不
振
束
受
戒
完
遂
女
殊
之
上
座
‥
未
海
融
固
之
 
 
 

威
儀
‥
（
巷
中
、
聖
一
）
 
 
 

新
宗
所
福
、
梵
胴
囲
戒
、
分
備
三
園
五
徳
‥
汲
功
一
固
根
忘
伊
知
固
戒
、
固
臆
、
画
蕨
、
周
稀
、
固
慧
、
非
夷
台
準
難
レ
可
－
－
 
 

0
0
0
0
 
 
 

侍
夢
也
。
全
曲
徳
所
短
。
非
三
回
律
儀
‥
（
谷
中
、
四
四
）
 
 
 

い
づ
れ
も
固
義
明
ぢ
む
ざ
る
問
の
梵
網
戒
が
、
聾
聞
戒
に
同
せ
ら
れ
た
尊
皇
一
日
つ
た
も
の
で
あ
る
。
豊
泉
一
派
の
 
 

梵
網
或
は
、
こ
の
種
の
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
樽
数
が
、
濁
り
比
蘇
の
み
を
喫
解
し
て
、
之
を
自
然
智
と
ま
で
も
呼
 
 

ん
で
居
る
の
は
彼
が
、
華
厳
哲
撃
と
達
摩
碓
と
に
よ
つ
て
、
自
ら
固
頓
の
義
に
合
し
た
焉
で
あ
ら
う
。
 
 
 

固
頓
或
は
、
法
華
固
頓
の
数
理
に
應
せ
ん
が
焉
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
殊
の
戒
で
あ
る
を
要
す
る
。
印
度
以
凍
 
 

の
廉
史
を
顧
み
る
に
、
拳
闘
戴
以
外
に
菩
薩
寂
、
特
に
「
華
厳
」
の
如
き
大
乗
彿
敦
が
成
立
し
て
後
、
在
凍
の
別
々
解
 
 

脱
誠
で
は
、
こ
の
大
乗
彿
数
の
数
理
に
應
す
る
事
が
出
水
な
く
な
つ
た
。
「
梵
網
戒
」
が
成
立
し
て
、
そ
の
要
求
に
應
 
 

じ
た
。
而
し
て
別
々
解
脱
戒
と
梵
網
戒
と
は
、
重
く
異
る
系
統
に
立
つ
の
で
、
其
間
に
は
何
等
の
交
渉
も
な
い
ま
で
 
 

の
和
蓮
を
示
し
た
。
そ
こ
で
両
者
の
間
に
立
ち
て
、
之
を
調
和
し
た
も
の
が
、
稔
伽
誠
で
あ
る
と
い
ふ
事
は
、
飯
に
 
 

停
致
の
脚
額
戒
ね
諭
す
 
 
 



三
四
〇
 
 

停
致
の
㈲
嘘
戒
毒
諭
す
 
 

前
に
述
べ
た
。
今
や
法
華
画
境
の
数
理
に
対
す
る
時
は
、
梵
網
戒
で
も
臍
其
要
求
に
應
じ
か
ね
る
の
で
、
之
を
「
法
 
 

華
」
の
三
如
凍
室
衣
座
戒
、
身
口
意
誓
ゐ
四
安
楽
行
戒
、
普
貿
の
四
種
戒
に
求
め
た
の
が
、
鳳
頓
戒
で
あ
る
。
是
答
 
 

は
、
其
賓
三
畢
中
の
戒
を
似
て
見
る
べ
き
も
の
で
な
い
か
ら
、
戒
と
は
い
ふ
も
の
ゝ
、
戒
の
観
念
が
一
舜
し
た
も
の
と
 
 

い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
固
戒
非
戒
と
い
ふ
も
の
は
、
固
戒
が
、
三
尊
中
の
戒
と
其
意
義
を
異
に
す
る
を
い
ふ
の
で
み
る
ぐ
 
 

以
上
を
以
て
、
′
戒
律
は
、
小
乗
戒
。
梵
網
戒
、
稔
伽
戒
。
固
頓
戒
の
四
様
に
大
別
さ
れ
る
。
細
か
く
究
む
れ
ば
、
戒
の
 
 

観
念
に
相
違
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
今
J
～
で
は
、
悉
く
戒
律
の
中
に
威
せ
し
め
て
置
く
を
便
利
と
す
る
。
「
一
心
金
剛
 
 

戒
健
」
の
中
に
は
、
丁
度
此
四
種
を
、
戒
初
の
上
か
ら
、
次
の
様
に
分
類
し
て
居
る
。
固
頓
戒
の
給
す
る
所
は
、
慈
 
 

悲
硫
化
の
一
念
で
あ
る
か
ら
、
標
準
を
化
他
の
心
に
置
い
て
、
四
種
に
分
け
た
の
で
あ
る
。
 
 

祷
心
よ
り
せ
ば
二
特
共
に
賓
順
な
り
。
 
 

国
境
或
は
、
梵
網
戒
よ
り
一
頭
地
を
進
め
て
、
之
を
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
然
し
其
母
胎
が
梵
約
戒
 
 
 

戒
相
1
 
 

ー
自
！
小
乗
戒
 
 

－
他
－
 
 ー

共
大
乗
－
喩
伽
戒
…
・
小
乗
戒
を
用
ふ
。
化
他
あ
る
も
、
必
克
自
行
に
給
す
、
 
 
 

別
大
乗
－
 
 
 

1
 
 
 

ー
地
前
1
梵
網
戒
…
こ
れ
を
持
す
る
は
傾
な
り
。
 
 

化
他
の
為
に
患
逆
を
属
す
は
、
逆
井
な
わ
。
 
 

－
固
人
…
・
梵
網
戒
…
戒
相
に
順
逆
二
特
あ
れ
ど
も
、
 
 

化
他
な
、
り
、
 
 



で
あ
る
し
．
又
布
く
も
戒
と
い
ふ
以
上
は
、
「
法
華
L
の
三
加
水
戒
等
で
は
、
漠
然
と
し
て
居
る
の
で
ー
そ
の
螢
露
の
相
 
 

状
を
梵
網
誠
に
求
む
る
。
之
が
焉
に
、
い
つ
ま
で
も
梵
鋼
戒
を
、
碇
展
的
の
位
置
に
伴
っ
て
居
る
。
「
一
心
金
剛
戒
徳
 
 

和
訣
」
に
、
菩
薩
或
は
正
依
法
華
 
傍
依
華
放
と
い
ひ
、
「
畢
生
式
問
答
」
に
之
を
重
し
く
し
て
、
彿
子
戒
は
正
依
法
 
 

華
経
一
乗
戒
、
三
如
凍
室
衣
座
戒
、
身
H
意
誓
四
貸
欒
行
戒
、
普
貿
四
稀
戒
。
次
依
普
資
産
、
三
挿
話
澄
同
率
。
傍
依
 
 

梵
鯛
十
重
四
十
八
軽
戒
、
理
洛
十
波
羅
夷
律
儀
戒
、
慈
悲
喜
捨
掻
衆
生
戒
、
八
萬
四
千
法
門
鉄
拳
法
戒
、
方
等
経
、
文
 
 

殊
問
、
大
捏
葉
等
大
乗
経
と
言
っ
て
居
る
の
は
菩
薩
戒
と
い
ひ
．
他
は
彿
子
戒
と
い
ふ
。
図
頓
戒
を
菩
薩
戒
と
い
ふ
 
 

の
は
、
印
度
以
凍
の
名
目
を
用
ひ
た
の
で
、
そ
の
内
容
よ
り
い
ふ
時
は
、
彿
戒
と
い
ふ
を
通
常
と
す
る
。
そ
こ
で
、
 
 

或
は
周
誠
に
、
菩
薩
戒
彿
戒
の
二
種
を
分
っ
て
、
共
に
固
戒
と
呼
ん
で
居
る
け
れ
ど
、
共
同
に
等
差
を
附
し
て
居
る
。
 
 

こ
の
こ
種
は
、
常
に
相
伴
っ
て
現
は
れ
て
凍
る
が
、
同
頓
戒
の
鼻
面
目
は
、
「
法
華
」
に
あ
♭
、
傭
誠
に
あ
る
事
を
－
汲
 
 

め
注
意
し
置
く
必
要
が
あ
る
。
固
頓
或
は
、
一
戒
光
明
金
剛
賓
戒
だ
の
、
虚
容
不
動
戒
だ
の
、
本
性
本
有
金
剛
貿
誠
 
 

だ
の
、
加
水
蕨
戒
だ
の
、
如
来
賓
戒
だ
の
、
性
海
果
卦
戒
だ
の
、
果
分
不
可
思
講
彿
戒
だ
の
、
果
分
国
満
究
寛
戒
王
 
 

の
と
名
け
ら
れ
て
居
る
。
一
戒
光
剛
貿
戒
と
い
ふ
の
は
、
「
梵
綱
」
に
出
る
名
目
で
ぁ
る
け
れ
ど
も
、
地
は
戒
の
内
容
 
 

の
異
る
に
及
ん
で
、
之
に
相
嘗
す
る
名
稀
と
し
て
．
妾
出
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
梵
網
」
「
法
華
」
の
雨
着
に
共
通
す
 
 

る
名
辞
と
し
て
は
．
金
剛
賓
戒
が
最
も
多
く
用
ひ
ら
れ
て
居
る
。
 
 

九
 
蘭
頓
戒
の
二
概
撞
 
 

＃
救
の
圃
額
戎
わ
鎗
ず
 
 

て
：
享
‥
ノ
ト
＄
 
 
 

▼  



停
歓
の
固
頓
戒
を
論
す
 
 

三
四
三
 
 
 

園
頓
戒
の
見
方
に
四
種
の
立
脚
地
が
あ
る
？
是
等
四
種
の
方
南
か
ら
、
す
べ
て
を
見
ね
ば
、
固
戒
全
髄
が
分
ら
ぬ
。
 
 

ヽ
l
∫
′
）
）
 
そ
は
卜
戒
嘩
に
戒
相
、
∈
戒
法
、
勘
戒
行
で
あ
る
戒
健
と
は
中
道
賓
初
の
理
で
あ
る
戒
粕
と
は
三
軌
の
心
業
上
 
（
 
 

ヒ
起
る
身
口
二
業
で
あ
る
。
戒
法
と
は
三
軌
と
三
業
と
の
初
雁
せ
る
三
密
で
あ
る
。
戒
行
と
は
三
密
よ
ト
起
る
一
切
 
 

の
善
意
行
、
即
ち
十
界
で
あ
る
。
戒
髄
は
「
法
華
」
に
よ
ト
、
戒
相
は
「
梵
網
」
に
よ
る
。
こ
～
に
爾
経
の
調
和
が
 
 

成
♭
立
っ
。
然
し
、
戒
嘘
と
戒
相
と
に
は
、
ま
徒
の
区
別
が
め
る
か
ち
、
そ
こ
に
正
依
傍
依
の
関
係
が
生
す
る
。
固
 
 

頓
戒
の
中
心
原
理
は
、
勿
論
そ
の
戒
髄
に
め
る
。
中
道
賓
相
を
戒
髄
と
す
る
は
、
表
無
表
を
戒
髄
と
す
る
の
主
は
大
 
 

に
異
h
l
 
こ
れ
に
よ
つ
て
、
戒
律
観
を
一
獲
せ
し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
の
研
究
が
第
一
の
問
題
と
な
亮
。
固
 
 

頓
戒
憶
は
、
「
法
華
」
に
立
っ
て
い
ふ
時
は
、
、
貰
粕
の
理
で
あ
る
。
貰
相
と
は
、
十
界
の
賓
痛
で
あ
つ
て
、
吾
人
に
本
 
 

具
せ
ら
れ
、
吾
人
の
内
容
を
為
す
。
本
具
の
内
容
た
る
。
理
と
し
て
の
十
界
は
、
善
意
混
蝕
し
、
迷
悟
一
如
で
あ
る
 
 

か
ら
、
善
感
の
ま
～
で
、
そ
の
ま
～
餐
燈
で
あ
る
。
戒
健
を
賓
粕
に
求
む
る
時
は
、
善
悪
の
二
業
も
無
く
．
持
戒
破
 
 

戒
の
区
別
も
無
く
、
そ
の
時
に
宜
し
け
れ
ば
、
い
づ
れ
も
戒
憶
と
な
る
。
「
梵
網
経
」
に
、
一
戒
光
明
金
剛
茸
戒
せ
い
 
 

ひ
、
彿
性
戒
と
い
ふ
、
そ
の
彿
性
と
は
、
「
法
聾
」
か
ら
い
ふ
時
は
、
十
界
互
具
の
心
で
あ
る
。
三
界
の
生
死
は
、
⊥
J
 
 

の
彿
性
の
カ
用
で
あ
る
か
ら
、
一
切
衆
生
、
本
務
彿
性
誠
に
任
す
る
事
と
な
る
。
こ
れ
を
自
性
本
具
無
作
の
戒
と
い
 
 

ふ
。
こ
れ
は
宰
相
の
理
か
ら
い
ふ
の
で
．
未
だ
位
に
入
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
こ
の
自
性
本
具
戎
が
、
威
儀
受
得
戒
を
通
 
 

し
て
、
即
身
成
偶
に
ま
で
展
開
す
る
。
共
闘
に
、
六
郎
の
階
歓
が
あ
る
。
ま
た
残
債
・
戒
相
・
減
法
・
戒
行
の
四
種
が
 
 
 



あ
考
？
牲
具
戒
と
い
ふ
は
．
理
帥
で
戒
健
で
あ
る
。
受
待
に
は
、
名
字
・
勤
行
・
相
似
・
分
奥
の
四
郎
が
あ
る
。
こ
れ
 
 

は
∴
戒
粕
・
戒
法
・
戒
行
に
配
昏
せ
ら
れ
る
。
さ
て
又
、
名
字
に
、
問
名
と
解
了
と
が
あ
る
、
開
名
名
字
郎
と
は
、
借
入
 
 

郎
受
戒
を
い
ひ
、
解
了
名
字
印
と
は
、
殉
磨
具
戒
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
国
表
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。
 
 

剋
質
し
て
い
ふ
時
は
、
性
徳
と
し
て
本
具
す
る
も
の
を
戒
憶
と
い
ひ
、
合
性
の
修
起
せ
る
も
の
を
戒
相
と
い
ふ
の
 
 

で
あ
る
。
戒
憶
は
「
絵
筆
」
に
於
て
諭
せ
ら
れ
る
が
、
戒
如
と
な
つ
て
現
は
れ
た
上
は
、
「
梵
嗣
」
の
範
囲
と
な
る
。
 
 

国
境
減
債
を
、
唯
識
か
ら
見
れ
ば
、
第
九
識
巷
摩
羅
識
と
な
る
。
こ
れ
れ
に
つ
き
て
、
虚
客
不
動
と
い
ふ
は
、
温
 
 

容
不
染
心
の
こ
と
、
虚
容
不
染
心
と
は
葛
摩
羅
識
の
こ
と
で
ぁ
る
｛
説
明
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
法
華
と
唯
識
と
．
の
調
 

和
で
ぁ
る
が
、
然
し
－
単
な
る
調
和
で
は
な
い
。
即
ち
こ
の
第
九
識
は
∵
但
九
誠
に
あ
ら
す
と
し
て
．
具
諸
議
の
第
 
 

九
識
な
り
と
い
ぺ
る
所
に
、
法
尊
敬
理
に
よ
つ
て
、
乏
を
取
扱
へ
る
挙
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
、
「
起
信
論
L
始
め
華
族
 
 

数
理
が
、
．
誠
に
上
下
水
未
を
分
つ
の
と
異
り
、
要
す
る
に
唯
識
数
理
を
、
法
華
数
理
中
に
擁
し
凍
た
も
の
で
あ
る
。
 

但
九
識
と
い
ふ
は
、
眞
諦
三
蕨
の
如
き
九
諸
家
の
終
局
理
想
填
で
あ
つ
て
、
第
八
阿
頼
耶
識
の
浄
化
し
た
も
の
で
あ
 
 

－
戒
 
健
 
－
 
中
道
賓
相
 
－
 
理
 
即
 
 

戒
中
1
身
三
業
Ⅰ
名
字
印
1
∩
鵬
露
詣
 
 

戒
∴
法
十
卜
観
葉
粕
應
－
∩
槻
腑
㈹
 
 

－
戒
 
行
 
－
 
二
切
車
窓
行
－
－
分
眞
印
 
 

序
数
の
圃
暖
波
わ
冷
す
 
 

三
田
羊
 
 
 



三
四
囲
 
 

＃
軟
の
田
儀
痕
な
詮
す
 
 

る
。
即
ち
現
心
の
根
底
か
ら
、
染
分
を
悉
皆
除
去
し
た
も
の
で
、
九
識
家
は
之
を
葛
摩
雇
識
と
名
万
た
。
こ
の
第
九
 
 

識
は
、
八
識
以
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
但
九
識
と
名
け
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
「
起
信
」
や
「
梼
伽
」
の
如
残
務
心
 
 

が
、
こ
れ
に
相
督
す
る
も
の
で
あ
ら
う
。
斯
る
藩
政
の
第
九
識
は
、
妙
薬
が
「
同
在
理
心
L
と
い
へ
る
理
心
に
相
営
す
 
 

る
。
こ
の
理
心
は
、
筆
意
未
身
の
も
の
で
、
宛
も
l
切
の
心
源
た
る
第
九
識
に
相
督
す
る
。
こ
の
第
九
識
に
は
－
一
 
 

切
心
が
具
せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
流
動
し
て
諸
識
の
浪
と
な
る
。
こ
の
理
心
、
無
染
心
、
奄
摩
雇
識
が
、
漸
囁
の
強
 
 

健
で
偽
る
。
こ
の
戒
髄
の
上
に
立
つ
も
の
を
固
頓
戒
と
し
、
こ
れ
を
本
性
本
有
金
剛
箕
戒
と
名
く
る
。
 
 
 

脚
戒
中
に
、
碑
が
織
ち
込
ま
れ
て
居
る
事
を
見
通
し
－
て
は
な
ら
ぬ
。
無
作
の
戒
燈
を
費
待
す
る
上
に
於
で
、
裕
然
 
 

大
悟
を
い
ふ
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
螢
得
は
、
性
徳
に
対
し
て
い
ふ
語
で
、
雨
着
の
関
係
は
、
宛
も
始
発
と
本
発
と
の
 
 

関
係
の
如
く
、
畢
寛
は
同
一
の
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
さ
て
、
固
誠
の
成
立
に
、
三
重
の
階
段
が
あ
る
。
一
に
は
傍
受
、
 
 

二
に
は
費
得
二
こ
に
は
性
徳
で
あ
る
。
事
よ
り
い
へ
ば
、
こ
の
三
重
は
各
別
で
あ
る
。
傍
受
は
師
資
相
承
で
あ
♭
、
 
 

費
得
は
硲
然
大
悟
で
あ
ら
∵
性
徳
は
無
始
本
有
で
あ
る
。
然
し
、
理
よ
♭
い
ふ
時
は
、
侍
受
を
経
と
し
て
、
性
徳
を
 
 

費
得
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
是
等
は
同
時
に
あ
つ
て
．
同
一
の
具
髄
的
畢
軍
里
二
方
面
か
ら
見
た
も
の
に
外
な
ら
 
 

氾
。
こ
の
費
特
に
つ
き
て
、
 
 
 

十
方
法
界
、
六
種
震
動
、
則
於
汝
等
自
身
口
意
、
及
以
法
界
之
色
心
‥
曹
振
飯
妙
可
愛
光
明
之
形
‥
亦
作
東
崩
些
華
 
 
 

雷
霊
地
吼
之
撃
然
費
●
得
無
作
之
戒
い
是
非
丸
夫
見
聞
之
法
‥
 
 
 



と
い
ふ
は
、
全
く
辞
に
於
け
る
一
念
頓
螢
の
欺
簸
で
あ
る
。
裕
然
大
悟
と
い
ひ
、
天
崩
地
琴
富
農
地
吼
と
い
ふ
が
 
 

一
■
 
 

如
き
は
、
臨
済
頑
な
ど
に
見
ら
る
～
所
の
も
の
で
あ
る
。
図
頓
戒
が
、
達
磨
や
、
意
思
や
、
年
額
に
対
し
て
、
重
要
 
 

な
位
置
を
輿
へ
て
居
る
の
は
、
頑
健
螢
待
に
於
て
、
達
磨
藤
の
影
響
あ
り
し
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
停
数
が
、
行
表
 
 

々
通
し
て
、
道
帝
に
承
け
て
居
る
著
し
い
も
の
1
一
は
、
た
し
か
に
こ
の
藤
約
分
子
で
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
道
場
は
，
 
 
 

嵩
山
の
普
寂
の
弟
子
。
普
寂
は
、
達
磨
輝
北
宗
の
剋
痢
秀
の
法
嗣
で
あ
つ
た
。
紳
秀
の
帝
は
．
「
櫻
伽
」
の
加
水
蔵
を
 
 

中
心
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
普
寂
は
、
そ
の
法
観
で
．
華
厳
尊
者
の
群
が
あ
つ
た
。
そ
の
弟
子
た
る
造
埼
に
、
 
 

華
族
教
理
と
達
磨
藤
の
あ
つ
た
の
も
、
見
易
き
事
で
あ
る
。
侍
敦
が
自
然
智
の
比
蘇
と
ま
で
推
賞
す
る
は
、
耳
に
之
 
 

に
因
す
る
と
思
ふ
。
 
 十

 
梵
網
因
分
我
と
法
華
果
分
戒
 
 
 

固
誠
に
菩
薩
戒
と
彿
戒
と
の
二
種
が
あ
る
と
い
ふ
は
、
一
應
「
梵
網
」
に
輿
へ
て
の
設
相
で
あ
る
。
然
し
奥
の
周
 
 

或
は
、
法
華
誠
に
限
ら
る
～
。
こ
1
に
至
れ
ば
、
「
梵
網
」
を
奪
ふ
事
に
な
る
。
菩
薩
或
は
因
分
修
戒
、
俳
或
は
果
舟
 
 

澄
戒
で
あ
る
。
温
遂
は
、
「
梵
網
」
の
彿
性
戒
を
国
分
戒
と
し
㍑
と
い
ふ
。
「
法
華
L
の
一
乗
或
は
、
之
に
対
し
て
果
分
 
 

園
滞
発
売
戒
と
せ
ら
る
。
薩
摩
誠
に
は
、
犯
あ
り
、
拾
ふ
γ
り
。
悶
分
に
あ
る
が
故
に
．
自
在
に
あ
ら
す
、
事
々
の
陶
に
 
 

差
別
あ
♭
．
眞
如
に
應
せ
す
。
修
戒
な
る
が
故
に
、
事
識
の
妄
見
に
立
脚
す
る
。
之
に
反
し
て
、
彿
戒
豆
は
、
犯
な
 
 

く
、
捨
な
く
、
果
分
な
る
が
故
に
、
萬
法
を
一
心
に
具
し
て
、
一
を
も
欠
く
所
な
く
、
拳
慈
生
死
を
合
せ
て
、
善
悪
生
 
 

尊
敬
¢
町
幌
成
ね
諭
す
 
 
 



借
款
の
呵
頓
戎
な
論
す
 
 

三
日
大
 
 

死
の
名
を
絶
す
る
。
こ
れ
を
よ
た
加
水
戒
戒
と
い
ふ
。
如
雑
務
を
離
れ
て
、
善
意
生
死
が
な
く
、
ま
た
善
悪
生
死
を
 
 

離
れ
て
、
・
別
に
加
水
戒
の
健
が
あ
る
べ
き
で
無
い
。
二
切
の
対
立
を
挿
せ
て
、
す
誓
て
を
該
羅
七
、
而
も
低
位
に
遵
 
 

は
ぬ
の
が
、
果
分
固
満
究
克
戒
と
い
は
．
れ
る
所
以
で
あ
る
。
之
を
果
分
不
可
思
鶉
戒
と
い
ふ
は
、
華
族
の
果
分
不
可
 
 

詭
思
想
を
、
「
法
華
」
に
活
用
せ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
果
分
彿
或
は
．
「
法
華
L
の
本
門
に
基
つ
く
も
の
で
あ
つ
て
、
本
円
か
ら
す
れ
ば
、
一
切
の
有
情
国
土
世
間
の
 
 

事
々
物
々
、
曹
廃
悉
く
如
に
し
て
、
善
意
一
如
と
な
♭
、
生
健
一
憶
と
な
る
。
こ
の
見
地
に
立
て
ば
、
一
切
の
所
焉
 
 

悉
く
戒
と
な
る
か
ら
、
書
法
も
悪
法
も
、
時
に
應
l
じ
て
律
儀
と
な
る
。
元
凍
、
果
上
の
三
身
と
て
、
別
に
新
生
の
も
 
 

の
で
な
い
。
衆
生
の
心
中
に
本
有
し
て
、
不
動
不
遇
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
性
徳
の
も
の
で
、
こ
の
性
徳
に
無
 
 

件
の
三
身
が
本
具
せ
ら
れ
る
。
固
頓
戎
は
、
戒
髄
を
こ
～
に
置
く
。
 
 
 

列
組
は
、
彿
性
と
彿
果
と
を
対
立
せ
し
め
て
、
傭
畢
ダ
即
身
に
成
せ
し
む
る
を
、
固
頓
戒
と
超
し
た
が
、
そ
は
眞
 
 

如
の
妙
理
よ
り
彿
果
を
出
で
し
む
る
考
で
あ
る
か
ら
、
滑
迩
門
に
属
す
る
。
本
門
よ
り
せ
ば
、
萬
法
の
普
位
即
ち
本
 
 

有
無
作
の
三
身
に
蹄
す
る
か
ら
、
十
界
の
諸
法
悉
く
三
身
の
行
相
で
、
善
意
凡
聖
す
べ
て
彿
陀
に
あ
ら
ざ
る
は
無
 
 

い
。
斯
く
の
如
く
、
固
誠
に
二
種
あ
♭
と
し
て
∵
一
應
は
「
梵
網
」
に
輿
ふ
る
け
れ
ど
も
、
固
戒
の
意
義
を
徹
底
せ
し
 
 

む
る
時
は
、
之
を
「
法
聾
L
に
奮
ふ
の
セ
あ
る
。
「
法
華
」
に
奪
っ
た
の
は
、
本
門
彿
戒
の
土
に
立
っ
て
の
事
で
あ
る
 
 

を
忘
れ
て
は
な
ら
沿
。
彿
或
は
論
じ
っ
め
れ
ば
、
彿
心
を
戒
燈
と
す
る
事
に
な
ぁ
バ
本
円
価
戒
の
上
に
克
つ
結
果
は
、
 
 
 



蓬
に
大
唐
阿
藤
梨
の
租
噂
と
し
て
、
「
梵
網
」
の
因
分
戒
は
、
無
明
閣
昧
之
戒
な
り
、
「
法
華
♭
果
分
或
は
，
虜
丁
寧
 
 

智
之
戒
な
♭
と
徹
底
せ
し
め
る
。
国
分
或
は
、
修
の
位
に
ぁ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
と
理
想
と
が
対
立
し
て
居
 
 

る
。
等
発
の
位
に
至
れ
ば
、
戒
力
高
虞
に
し
て
、
凡
路
を
絶
す
る
程
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
滑
微
細
の
無
明
が
み
鳥
。
 
 

之
に
よ
つ
て
、
無
明
開
陳
之
戒
と
名
け
ら
れ
る
。
之
に
反
し
て
、
果
分
戒
は
、
詮
の
位
に
め
る
も
の
て
ぁ
る
か
ら
、
 
 

自
己
と
理
想
と
一
敦
す
る
。
こ
ゝ
に
は
凡
と
空
と
の
相
対
が
な
く
．
菩
と
志
と
の
相
対
が
無
く
な
る
か
ら
．
持
と
破
 
 

と
の
区
別
が
な
く
な
つ
て
、
破
戒
も
そ
の
ま
～
持
戒
と
い
は
る
ペ
き
事
と
な
る
。
之
に
よ
つ
て
、
明
了
種
智
之
戒
と
 
 

名
け
ら
れ
る
。
斯
く
ま
で
に
徹
底
し
た
、
思
ひ
切
っ
て
の
断
定
は
、
裕
然
大
悟
の
健
験
を
経
て
、
一
如
の
妙
奴
に
接
 
 

し
た
も
の
に
あ
ら
ね
ば
．
焉
し
得
ざ
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
若
L
之
牽
圃
融
の
数
理
よ
り
説
け
る
も
の
と
の
み
見
る
 
 

な
ら
ば
、
そ
は
「
秘
訣
」
の
中
、
に
切
に
恐
れ
て
居
る
邪
路
に
陥
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
法
華
」
本
門
に
立
っ
て
、
破
戒
 
 

も
持
戒
で
ぁ
る
と
い
ふ
は
、
破
戒
と
持
戒
と
を
超
越
し
た
上
の
事
で
あ
る
。
前
に
引
澄
し
た
戒
徳
の
下
の
三
寺
十
忠
 
 

常
戒
行
と
か
、
善
意
も
と
定
果
な
し
と
か
、
一
切
の
俗
塵
皆
戒
行
と
か
、
固
戒
に
は
た
ゞ
受
法
あ
つ
て
、
破
法
ぢ
t
 
 

と
か
言
っ
て
ぁ
る
の
は
、
す
べ
て
果
分
澄
戒
の
上
か
ら
い
ふ
の
で
あ
つ
て
、
之
が
骨
得
は
、
容
門
を
通
過
し
た
も
の
 
 

に
あ
ら
ね
ば
、
点
し
得
ら
れ
ぬ
所
で
あ
る
。
「
秘
訣
」
や
「
戒
髄
」
の
中
に
、
「
梵
網
」
の
立
場
を
経
れ
て
、
「
法
聾
」
の
 
 

立
場
に
進
み
、
思
ひ
切
っ
て
固
戒
を
徹
底
せ
し
め
た
の
は
、
賞
に
痛
快
で
あ
る
。
こ
～
に
凍
れ
ば
∵
賓
ほ
所
謂
戒
で
 
 

は
無
い
の
で
あ
る
。
所
謂
或
は
、
ど
こ
ま
で
も
対
立
の
世
界
に
街
は
る
ペ
き
も
の
で
あ
る
。
徹
底
せ
る
固
或
は
、
併
 
 

序
数
の
閻
頓
戒
を
諭
す
 
 
 



と
い
は
れ
、
郎
身
成
彿
戒
と
い
は
れ
、
共
に
一
受
不
拾
戒
と
い
は
れ
、
 
 

其
問
に
浅
深
が
あ
る
と
て
、
次
の
様
に
、
其
差
別
を
列
馨
し
て
居
る
。
 
 

斯
く
で
、
「
大
圏
費
」
の
一
切
衆
生
、
本
務
成
傭
と
い
ふ
を
理
郎
俳
と
し
て
、
「
梵
網
」
の
衆
生
受
俳
戒
、
郎
人
語
彿
 
 

位
を
郎
身
の
名
字
彿
と
し
、
「
仁
王
」
の
受
持
議
論
、
即
鰯
彿
を
郎
身
の
軌
行
俳
と
し
、
「
普
賢
軌
」
の
行
者
郎
待
六
根
 
 

清
浄
を
、
郎
身
の
相
似
彿
と
し
、
「
無
豊
義
」
の
受
持
此
経
、
郎
於
是
身
、
得
無
塵
忽
。
乃
至
∵
郎
身
入
等
塵
彿
位
を
、
 
 
 

．
停
歌
の
阿
囁
戒
を
論
ず
 
 

謂
戒
の
範
囲
を
出
て
居
る
か
ら
、
囲
戒
非
戒
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
 
 

「
虞
帝
L
の
戒
徳
の
下
に
、
如
水
果
地
戎
と
苛
薩
田
分
戒
t
の
相
違
を
、
最
も
よ
く
明
白
に
詮
い
て
あ
る
。
四
故
に
 
 

各
菩
薩
戒
あ
れ
ど
、
葡
三
敦
の
菩
薩
或
は
因
分
戒
で
あ
♭
、
国
教
の
菩
薩
は
戒
果
地
戒
で
あ
る
。
も
し
風
扱
の
立
場
 
 

に
立
っ
て
い
ふ
時
は
、
四
教
の
菩
薩
弼
 
共
に
彿
戒
と
い
は
れ
、
共
に
菩
薩
三
衷
戒
と
い
は
れ
、
共
に
直
往
書
経
誠
 
 

（
前
三
戒
）
 
 

果
 
－
 
菩
薩
菩
提
 
 

法
－
－
三
泉
渾
戒
 
 

行
－
」
歴
劫
修
行
 
 

音
量
歴
無
量
劫
、
最
後
現
身
成
彿
 
 

身
 
－
 
有
狙
不
犯
、
而
乗
法
不
失
 
 

（
固
東
戒
）
 
 

如
来
菩
提
 
 

虚
容
不
動
金
剛
賓
戒
 
 

大
道
直
行
 
 

受
戒
之
旦
 
郎
身
六
郎
成
彿
 
 

都
無
犯
戒
、
戒
法
常
任
 
 

共
に
常
作
王
身
戎
と
い
は
れ
得
る
。
然
し
．
 
 

三
田
八
 
 



郎
身
の
分
具
備
と
し
、
「
法
華
」
の
須
見
聞
之
、
帥
得
究
克
阿
蒋
菩
捜
を
、
帥
身
の
妙
魔
彿
と
し
、
斯
く
て
、
閻
票
の
 
 

戒
法
に
、
た
ゞ
持
果
の
み
あ
つ
て
、
犯
報
な
き
を
論
じ
て
居
る
。
其
籠
粕
、
最
も
明
白
に
し
て
、
「
秘
訣
」
の
及
ぶ
所
 
 

で
無
い
。
こ
の
連
な
ど
は
、
「
廣
滞
」
を
「
秘
訣
」
の
後
と
見
る
方
が
、
よ
い
様
に
思
は
れ
る
。
 
 

十
－
即
身
成
俳
論
 
 
 

固
或
は
、
中
道
賓
相
を
頑
健
と
す
る
か
ら
、
一
た
び
之
を
馨
得
す
る
以
上
は
、
一
得
永
不
失
の
性
質
を
有
す
る
。
 
 

受
法
あ
つ
て
、
拾
法
が
無
い
か
ら
、
一
得
永
不
失
と
い
は
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
固
戒
の
大
な
る
特
長
で
、
「
堺
 
 

洛
経
」
の
「
彿
子
十
餐
亜
戒
を
受
く
れ
ば
、
四
魔
を
過
度
し
、
三
界
の
苦
を
越
え
、
生
よ
り
生
に
至
す
て
、
ご
の
戒
 
 

を
失
せ
す
、
常
に
行
人
に
随
っ
て
、
乃
至
成
沸
す
。
…
…
・
故
に
知
る
、
菩
薩
誠
に
は
、
受
注
あ
つ
て
捨
法
な
し
。
犯
 
 

あ
る
も
、
失
せ
す
し
て
、
兼
務
際
に
至
る
。
・
…
…
・
こ
の
故
に
應
に
受
く
べ
し
。
有
に
し
て
犯
す
る
も
の
は
、
無
の
不
犯
 
 

な
る
に
勝
る
。
看
の
犯
は
菩
薩
と
名
け
、
無
の
犯
は
外
道
と
名
く
L
と
い
ふ
に
根
壊
せ
る
も
の
で
、
虚
峯
不
動
戒
と
 
 

い
は
れ
、
金
剛
賓
戒
と
名
け
ら
る
～
は
、
こ
れ
に
よ
る
の
で
あ
る
。
諸
法
宰
相
一
曾
中
心
原
理
と
す
る
原
瀬
に
立
つ
時
 
 

は
、
一
切
悉
く
彿
法
な
ら
ざ
る
は
無
く
、
彿
法
の
中
に
犯
戒
ぁ
る
べ
き
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
、
戒
法
常
任
と
な
ゎ
、
 
 

玉
造
十
窓
を
起
す
も
、
常
備
温
を
成
じ
、
戒
果
を
破
る
事
が
無
い
。
「
無
行
経
」
に
言
へ
る
如
く
、
貴
志
醸
を
外
に
し
 
 

て
、
偽
造
な
く
．
「
大
風
塵
経
」
に
い
へ
る
如
く
、
戒
定
慧
と
共
に
、
娃
怒
碗
も
、
ま
た
梵
行
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
事
 
 

と
な
る
。
斯
の
如
く
、
固
或
は
、
諸
法
賓
初
の
数
理
を
加
ふ
る
事
に
よ
つ
て
、
正
も
邪
も
、
浮
も
棲
も
、
蕃
も
志
も
、
 
 

停
教
の
閻
嘆
戊
わ
論
す
 
 
 



三
五
〇
 
 

借
款
釘
噛
晩
成
な
諭
す
 
 

何
の
区
別
も
な
い
様
な
状
態
に
ま
で
持
ち
蒸
さ
れ
た
。
こ
～
に
至
れ
ば
Y
受
戒
も
持
戒
も
、
其
要
な
き
様
に
思
は
れ
 
 

る
。
こ
ゝ
に
大
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
鮎
が
あ
る
。
「
秘
訣
」
の
中
に
、
無
智
の
人
の
中
に
之
を
説
か
ざ
れ
、
謬
ト
て
 
 

邪
見
に
入
ら
ん
。
秘
す
ペ
し
／
＼
と
特
に
注
意
が
加
へ
ら
れ
て
居
る
。
こ
れ
は
、
善
窓
、
正
邪
、
浮
穣
の
対
立
が
無
 
 

く
な
つ
た
境
地
、
す
な
は
ち
諸
法
の
賓
舶
を
観
照
し
得
ろ
境
地
に
立
っ
て
い
ふ
の
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
 
 

封
立
が
な
い
と
い
ふ
の
は
、
傭
地
で
あ
る
。
彿
地
に
立
て
ば
、
点
す
所
悉
く
固
戒
と
な
る
。
こ
の
渡
地
の
姪
怒
癖
は
、
 
 

早
や
悠
怒
療
で
は
無
い
か
ら
．
賓
は
妊
怒
疲
こ
れ
梵
行
と
か
、
玉
造
十
窓
こ
れ
併
進
と
か
い
ふ
提
言
に
は
、
言
語
の
 
 

上
の
不
精
密
が
あ
る
。
若
し
彿
界
に
立
つ
時
は
、
常
識
の
杜
曾
に
於
七
、
善
意
と
い
ひ
、
凡
垂
と
い
ふ
、
封
立
と
見
 
 

ら
る
～
南
方
が
、
共
に
法
性
を
出
で
す
、
法
性
に
順
っ
て
居
る
事
を
照
す
か
ら
、
一
方
を
壊
し
て
、
他
方
を
求
む
る
 
 

に
及
ば
ぬ
事
と
な
る
。
何
と
な
れ
ば
、
法
性
を
模
し
て
、
法
性
を
求
む
る
と
い
ふ
事
は
、
そ
れ
自
身
矛
盾
で
あ
る
。
 
 

特
進
著
は
、
善
悪
の
二
法
を
一
心
に
統
べ
、
九
界
彿
界
を
傭
蕨
に
擁
す
る
か
ら
、
善
意
の
名
が
一
心
中
に
跨
馳
せ
 
 

ら
れ
、
凡
聖
の
別
が
彿
寂
中
に
洋
一
せ
ら
る
～
の
で
、
一
切
悉
く
如
、
萬
没
す
べ
て
如
と
な
る
。
て
ゝ
に
於
て
か
、
 
 

萬
法
を
壊
せ
す
、
改
め
す
し
て
、
金
剛
貿
戒
に
任
す
る
と
い
ふ
事
に
な
る
。
般
若
的
の
文
字
を
用
ふ
る
な
ら
ば
、
固
 
 

戒
は
無
相
戒
で
あ
空
無
相
或
は
へ
有
相
戒
の
終
極
す
る
所
に
」
初
め
て
展
開
す
る
も
の
で
な
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
梵
鯛
 
 

或
は
宥
和
戒
の
終
局
で
ぁ
る
。
梵
網
誠
に
徹
し
で
、
宥
和
戒
が
無
痛
戒
と
一
博
し
た
の
が
、
法
華
戒
で
あ
る
。
有
粕
 
 

と
掛
軸
と
、
そ
の
立
場
が
重
く
異
る
か
ら
、
 



に
よ
つ
で
、
こ
の
境
地
に
射
す
る
滑
息
を
悟
待
し
た
に
相
違
だ
い
。
入
唐
し
て
、
．
天
台
山
の
画
境
数
理
に
接
し
て
、
 
 

初
め
て
前
の
悟
得
に
、
数
理
的
基
礎
を
得
た
も
の
と
思
ふ
。
歴
史
的
に
い
ふ
時
は
、
梵
綱
戒
も
、
法
撃
滅
も
、
兵
に
菩
薩
 
 

戒
と
い
は
れ
、
共
に
彿
戒
と
い
▲
は
れ
、
共
に
固
戒
と
い
は
れ
、
共
に
彿
性
戒
と
い
は
る
ゝ
け
れ
ど
も
、
勅
賞
し
て
い
 
 

ふ
時
は
、
菩
薩
弼
倣
性
戒
と
い
ユ
は
、
焚
綱
戒
で
、
俳
戒
固
戒
と
い
ふ
は
法
華
戒
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
を
判
然
 
 

区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
尊
慮
の
多
い
沸
教
に
は
、
一
語
に
多
義
を
含
む
の
で
、
畢
者
は
常
に
悩
ま
さ
る
る
。
 
 

一
得
永
不
失
の
減
債
は
、
郎
身
成
彿
に
ま
で
展
開
す
る
。
而
も
頓
悟
の
即
身
成
彿
で
あ
る
。
然
ら
ば
固
頓
成
彿
の
方
 
 

0
0
 
法
如
何
と
い
ふ
に
、
借
入
を
強
調
し
て
、
信
に
成
彿
ふ
∵
り
と
ま
張
し
、
妙
解
妙
行
を
立
て
る
に
及
ば
ぬ
。
観
念
坐
膵
 
 

に
向
ふ
を
要
せ
ぬ
。
た
ゞ
性
徳
の
本
有
を
信
じ
て
、
我
す
な
は
ち
本
地
の
三
身
と
一
倍
な
り
と
倍
す
る
時
二
二
身
屈
 
 

滞
の
戒
徳
に
任
す
る
事
が
出
水
る
。
之
に
過
ぐ
る
頓
悟
の
妙
道
あ
る
べ
か
ら
す
と
い
ふ
。
成
備
に
は
、
種
・
熟
・
股
の
 
 

三
段
が
あ
る
。
第
一
の
下
種
に
、
馨
心
了
因
の
下
種
と
、
開
法
繰
困
の
下
種
と
が
あ
る
。
了
困
は
智
慧
で
あ
つ
て
、
 
 

傭
世
の
下
種
で
あ
る
。
因
縁
は
信
受
で
あ
つ
て
l
滅
彼
の
下
種
で
あ
る
。
滅
後
末
法
の
今
日
は
、
借
受
に
よ
ら
ね
ば
、
 
 

成
彿
の
造
が
無
い
。
然
ら
ば
、
末
法
の
時
代
、
何
も
の
に
従
っ
て
開
法
す
べ
き
か
。
末
法
に
あ
つ
て
は
、
名
字
の
凡
 
 

師
あ
る
の
み
。
凡
師
か
ら
、
益
を
得
る
外
は
な
い
。
如
何
に
高
妙
で
あ
つ
て
も
、
益
の
な
い
も
の
は
、
彿
陀
と
い
は
 
 

れ
す
？
た
ゞ
釜
あ
る
も
の
を
∵
彿
陀
と
焉
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
凡
夫
に
対
し
て
、
彿
陀
が
凡
夫
の
形
を
以
で
、
 
 

化
基
数
を
垂
る
～
も
の
と
観
じ
凍
る
時
は
、
⊥
こ
～
に
凡
聖
の
封
立
を
超
越
を
得
べ
く
、
凡
喪
の
差
を
見
ざ
る
は
．
固
 
 

停
致
の
阿
頓
戒
お
盆
守
 
 
 



頓
の
意
に
す
合
る
事
と
な
る
。
固
頓
の
眞
意
は
、
一
切
を
彿
と
観
す
る
に
あ
る
。
 
 
 

是
に
至
っ
て
、
一
切
に
彿
を
観
じ
．
自
己
ま
た
こ
れ
本
水
傭
な
り
と
信
す
る
時
、
忽
ち
に
頓
悟
し
て
郎
身
成
沸
す
ペ
 
 

し
と
、
頗
る
信
仰
成
彿
ま
義
を
強
調
し
て
居
る
。
後
に
叡
山
よ
り
凍
れ
出
で
た
他
力
信
仰
の
浄
土
門
は
、
こ
の
信
仰
 
 

成
彿
ま
義
の
思
想
を
穂
積
せ
る
も
の
で
あ
る
。
固
頓
減
は
斯
く
借
入
を
力
説
し
て
居
る
が
、
然
し
信
の
前
に
解
の
カ
 
 

を
要
す
ペ
く
、
ま
た
信
の
背
後
に
峯
の
カ
を
要
す
べ
し
と
思
ふ
。
信
の
成
立
す
る
基
礎
と
し
て
、
自
己
そ
の
も
の
に
 
 

対
す
る
解
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
ま
た
信
の
背
後
に
容
の
カ
が
な
く
ぼ
、
郎
身
成
彿
と
い
ふ
ま
で
の
飛
躍
が
成
立
す
 
 

る
事
は
出
家
ぬ
。
違
和
何
の
言
と
し
て
、
固
頓
の
戒
髄
と
は
、
衆
生
即
彿
の
賓
意
を
解
す
る
な
り
と
言
っ
て
あ
る
を
 
 

見
て
も
、
借
入
の
前
に
解
の
あ
る
事
が
分
る
。
又
、
性
徳
本
石
を
信
す
と
言
ふ
は
、
信
の
前
に
、
牲
徳
に
本
有
の
三
 
 

身
を
具
す
る
事
に
つ
い
て
の
解
が
無
け
ね
ば
な
ら
ぬ
事
を
語
る
の
で
あ
る
。
 
 

十
〓
 
相
承
と
邁
場
と
戒
壇
と
 
 
 

固
戒
が
、
「
梵
鍋
」
よ
り
「
法
華
L
に
進
ん
だ
所
に
、
婁
上
相
承
塔
中
相
承
の
二
系
が
成
♭
立
つ
。
梵
射
或
は
、
婁
 
 

上
の
合
邦
彿
が
、
真
上
の
菩
薩
の
焉
に
寵
戒
し
た
所
に
出
費
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
婁
上
相
承
を
い
ふ
。
法
華
或
は
、
 
 

室
山
多
賓
塔
中
の
腰
迦
が
、
十
方
分
身
彿
の
為
に
説
戒
し
た
所
に
出
費
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
塔
中
細
承
と
い
ふ
。
前
 
 

者
は
等
螢
一
心
を
受
持
し
、
後
者
は
諸
法
貰
粕
を
受
持
す
る
。
一
は
国
分
戒
で
あ
♭
、
他
は
果
分
乗
で
ぁ
る
。
斯
く
 
 

て
、
編
者
の
残
債
が
盛
り
、
道
場
が
選
る
が
、
閲
傾
城
に
て
は
、
頑
健
を
滞
中
和
承
に
取
り
、
瀬
粕
を
「
梵
鍋
L
に
取
 
 
 

儒
教
の
画
境
戒
な
諭
す
 
 



る
事
に
よ
つ
て
、
両
者
を
調
和
せ
し
め
て
居
る
。
梵
鋼
戒
は
、
一
面
よ
り
見
れ
ば
、
そ
の
優
良
な
地
位
を
失
っ
た
と
 
 

も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
地
面
よ
り
見
れ
ば
、
法
華
数
理
を
経
て
、
国
境
戒
の
位
置
に
高
め
ら
れ
た
と
車
へ
る
1
樽
 
 

敢
は
、
斯
く
の
如
く
見
る
事
に
よ
つ
て
、
初
め
て
梵
鋼
戒
の
意
義
を
開
揚
し
得
ペ
し
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

固
頓
の
授
受
せ
ら
る
～
道
場
に
、
外
道
場
・
内
道
場
の
二
種
が
あ
る
。
十
重
四
十
人
軽
戒
を
虚
け
る
牽
強
世
界
も
、
 
 

産
室
不
動
戒
を
説
け
る
婁
山
虚
客
も
、
共
に
外
道
場
で
あ
る
。
本
務
金
剛
戒
倭
持
し
、
本
凍
寂
光
道
場
に
あ
る
行
者
 
 

自
身
は
、
内
道
場
で
あ
る
。
菩
薩
戒
を
受
く
る
嘩
善
意
牽
固
融
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
自
己
の
色
身
が
、
常
寂
光
 
 

と
い
は
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

道
場
に
安
せ
ら
る
ゝ
戒
臨
に
、
事
垣
と
理
壇
と
が
あ
る
。
串
垣
と
は
、
戒
帥
の
登
る
所
の
も
の
で
、
蓮
華
婁
辣
を
表
 
 

す
る
。
理
壇
と
は
‥
己
心
の
賓
舶
で
あ
る
。
然
し
、
解
知
の
人
に
は
二
切
の
時
嘩
悉
く
戒
壇
と
㍗
ア
り
、
毒
上
と
な
る
。
 
 
 

道
場
及
び
減
軽
の
催
下
に
引
鐙
せ
ら
る
、
南
岳
及
び
天
台
の
語
と
せ
ら
れ
る
一
茂
の
に
．
注
意
を
要
す
篭
も
の
が
過
 
 

る
℃
南
岳
の
は
、
固
頓
戒
行
相
、
以
自
身
焉
道
場
、
又
以
自
心
慮
道
場
、
何
遍
指
聾
辣
及
聾
山
耶
と
い
＞
虻
の
で
や
鳶
 
 

果
し
て
南
岳
の
語
合
ア
り
や
否
や
は
不
明
で
あ
る
け
れ
′
ど
も
、
固
戒
が
理
論
的
板
紙
を
得
た
時
代
に
、
道
場
に
つ
い
て
、
 
 

斯
る
見
地
を
有
す
る
に
至
れ
る
は
、
雷
然
の
事
で
あ
る
。
天
台
の
は
、
多
貿
塔
安
置
に
関
す
る
も
の
で
、
英
文
は
覇
王
 
 

既
に
鴻
載
し
た
。
こ
れ
ま
た
天
台
の
語
行
了
り
や
否
や
は
、
不
明
な
れ
ど
も
、
天
台
数
理
に
相
應
す
る
特
殊
の
戒
が
、
 
 

要
求
せ
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
時
代
に
、
そ
の
要
求
せ
ら
れ
る
固
戒
授
受
の
虜
の
戒
壇
を
妾
出
し
て
、
之
を
天
台
大
師
 
 

俸
歌
の
蹴
頓
成
わ
論
ず
 
 
 



三
五
四
 
 

序
数
の
阿
嘆
戒
わ
諭
す
 
 

に
託
し
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
は
れ
る
。
戒
壇
に
多
賓
塔
を
安
置
す
る
事
は
、
支
那
に
於
て
既
に
在
っ
た
も
 
 

の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
事
は
、
既
に
叙
述
せ
る
所
で
あ
る
が
、
更
に
こ
～
に
少
し
く
附
言
す
る
。
 
 
 

弘
仁
十
一
年
最
澄
記
の
「
一
乗
戒
建
願
記
」
は
．
其
眞
横
行
ア
り
や
否
や
の
疑
が
あ
る
に
せ
よ
、
侍
敦
の
戒
壇
建
立
 
 

に
関
す
る
理
想
の
表
白
た
る
は
疑
が
な
い
。
其
中
に
1
 
延
暦
寺
大
乗
戒
壇
院
の
中
毒
荘
放
と
し
て
、
 
 

金
銅
多
賓
塔
壷
鵬
蒜
㌫
奉
納
三
正
経
、
南
希
秘
要
、
を
中
心
と
し
て
、
外
に
二
面
の
鏡
、
l
顆
の
珠
、
二
 
 

十
七
部
の
大
乗
梓
、
五
口
の
瓶
を
安
置
し
、
願
記
の
中
に
、
今
名
護
－
二
轟
芽
畢
五
茸
之
中
、
建
議
金
草
薮
喜
一
二
 
 

正
経
、
南
巻
秘
筆
名
夢
戒
撃
と
言
っ
て
あ
る
。
而
し
て
戒
壇
に
つ
き
て
は
、
「
我
が
山
の
戒
壇
は
、
己
心
の
妙
戒
を
以
 
 

て
、
眞
妙
の
戒
壇
と
点
す
。
受
戒
と
は
、
己
心
の
妙
戒
を
受
く
る
捏
了
り
。
衆
生
即
ち
彿
心
を
悟
る
を
、
眞
の
受
戒
と
 
 

点
す
」
と
言
っ
て
居
る
。
こ
れ
を
、
前
掲
の
「
秘
訣
」
や
「
廣
樺
」
の
戒
壇
観
に
対
照
す
れ
ば
、
賓
に
よ
く
一
敦
し
て
居
 
 

る
。
そ
の
密
教
分
子
の
多
い
の
は
、
倍
数
常
時
の
支
那
の
彿
敦
界
が
、
密
教
の
風
を
多
分
に
帯
び
て
居
た
焉
で
あ
る
。
 
 

常
時
、
金
剛
の
名
目
に
乗
じ
て
、
密
教
の
教
義
が
金
剛
誠
に
ま
で
入
り
こ
ん
だ
。
「
一
心
金
剛
戒
髄
」
に
、
承
知
七
年
、
 
 

義
兵
の
加
へ
た
る
叙
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
、
「
之
を
大
師
に
聞
く
に
、
一
心
金
剛
戒
に
南
宗
の
別
が
あ
ア
り
」
と
 
 

て
、
密
教
の
金
剛
と
、
今
家
の
金
剛
と
の
差
違
を
説
い
て
居
る
。
「
密
教
の
金
剛
或
は
、
大
日
加
水
を
本
師
と
し
、
南
 
 

部
の
和
合
、
境
智
の
一
心
に
†
持
戒
の
成
立
を
説
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
行
和
何
が
、
金
剛
部
の
式
に
依
っ
て
、
 
 

始
め
て
作
れ
る
も
の
で
あ
る
。
今
家
の
金
剛
戒
は
、
克
官
寺
の
殉
磨
師
に
擦
れ
ば
、
一
心
金
剛
戒
の
名
は
、
「
梵
網
」
 
 
 



に
山
田
る
所
．
智
者
大
師
始
め
て
．
∴
1
の
名
を
立
て
～
圃
戒
の
妙
旨
ぉ
顔
は
し
た
。
一
行
こ
の
名
を
頼
ん
で
、
密
誠
に
 
 

附
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
英
名
は
同
じ
い
け
れ
ど
、
其
戒
は
同
じ
か
ら
す
、
云
云
」
と
い
ひ
、
而
し
′
て
、
大
唐
盛
ん
に
 
 

密
歌
の
戒
を
侍
ふ
る
事
を
、
特
に
記
し
て
居
る
。
斯
く
て
金
側
戒
な
ぇ
名
稀
は
、
梵
網
戒
に
も
、
法
華
戒
に
も
、
密
 
 

教
減
に
も
、
用
ひ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
事
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
「
一
心
金
剛
減
債
」
を
疑
ひ
、
同
時
に
義
兵
の
叙
を
も
 
 

疑
は
ゞ
、
各
別
、
こ
の
叙
を
特
に
否
定
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
も
少
い
か
ら
、
之
を
供
用
す
れ
ば
、
侍
数
人
庸
の
昔
時
、
 
 

密
教
の
金
剛
戒
が
盛
に
行
は
れ
て
居
た
の
で
、
戒
の
数
理
に
於
て
は
異
る
に
せ
よ
、
そ
の
作
法
の
上
に
於
て
、
彼
の
 
 

影
響
を
受
く
る
事
は
．
必
ず
あ
り
得
ペ
き
事
と
思
ふ
。
 
 
 

斯
る
鮎
よ
♭
し
て
、
「
一
乗
戒
建
戯
記
L
中
に
記
さ
る
～
多
賓
塔
と
、
「
秘
訣
」
中
に
記
さ
る
ゝ
多
賓
塔
と
－
更
に
南
 
 

都
戒
壇
の
多
賓
塔
と
を
、
拝
せ
見
て
考
究
し
凍
る
時
は
∵
J
の
多
賓
塔
安
置
は
、
日
本
妾
出
に
あ
ら
ゃ
し
て
、
支
那
に
 
 

遡
る
を
重
曹
と
す
べ
き
や
に
思
ふ
。
支
部
に
遡
ろ
を
至
普
と
す
べ
き
最
も
有
力
な
る
材
料
は
、
南
都
戒
壇
の
多
貿
塔
 
 

で
命
る
。
喩
伽
戒
の
戒
壇
に
、
全
く
系
統
の
異
る
「
法
華
」
の
多
貿
塔
を
安
置
す
る
に
は
、
除
程
の
理
由
が
無
け
ね
 
 

ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
南
都
北
嶺
の
戒
壇
に
閲
す
る
論
評
の
起
っ
て
以
後
に
は
、
到
底
あ
T
り
得
ペ
き
事
で
無
い
。
如
何
 
 

に
論
評
が
劇
甚
で
あ
つ
て
も
、
歴
史
的
の
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
ま
～
保
持
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
と
 
 

息
ふ
。
こ
の
事
は
、
前
に
既
に
述
べ
た
か
ら
．
こ
～
に
は
省
筆
す
る
。
 
 

十
三
 
園
頓
或
は
日
本
沸
教
な
り
 
 

＃
敦
の
紺
額
戒
か
論
す
 
 
 



●   

主
五
六
 
 

商
戦
の
．
感
嘆
戒
な
諭
ず
 
 

倍
数
の
固
頓
戒
を
成
さ
し
め
た
要
素
を
．
一
々
分
析
し
凍
る
時
は
、
或
は
概
ね
支
部
に
遡
る
と
思
ふ
。
然
し
．
眞
 
 

臥
患
味
の
固
頓
戒
、
形
式
と
内
容
と
の
粕
應
せ
る
も
の
は
、
日
本
成
立
で
な
け
ね
ば
な
ら
ね
。
他
語
に
よ
つ
て
い
へ
 
 

ば
、
日
本
に
凍
っ
て
、
．
初
め
て
固
頓
戒
の
眞
精
神
が
発
揮
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
事
を
敢
言
し
得
る
。
そ
は
何
で
あ
る
か
 
 

と
い
へ
ば
、
▼
支
部
の
菩
薩
或
は
、
終
局
拳
闘
戒
め
附
属
の
如
き
位
置
に
あ
つ
た
。
聾
聞
戒
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
上
 
 

に
菩
薩
戒
を
築
く
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
結
局
萄
閲
戒
が
そ
の
基
調
を
為
し
て
、
菩
薩
戒
が
十
分
に
費
揮
せ
ら
れ
て
 
 

無
い
。
す
な
は
ち
稔
伽
の
菩
薩
或
は
、
基
礎
と
し
て
、
二
百
五
十
戒
を
貴
行
し
、
そ
の
上
に
菩
薩
戒
を
建
設
せ
ん
と
 
 

す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
精
神
ま
義
は
、
劉
宋
求
郵
抜
摩
謬
の
「
善
戒
経
」
の
中
に
、
明
了
に
あ
ら
は
れ
て
居
る
。
 
 
 

菩
琴
…
…
尭
夢
具
義
挙
優
嬰
塞
戒
・
沙
摘
戒
・
比
丘
戒
‥
苦
言
木
レ
典
麗
嬰
塞
戒
毎
中
沙
鰯
戒
上
着
、
無
冠
恵
庭
示
眞
↓
－
 
 
 

沙
痛
戒
‥
待
誌
丘
戒
衰
、
亦
寧
是
彪
‥
不
眞
一
如
是
三
種
戒
衰
、
得
重
症
戒
‥
亦
無
二
是
廃
り
 
 
 

「
蓉
戒
経
」
の
説
く
所
は
、
優
婆
塞
戒
を
具
足
し
て
、
初
め
て
沙
摘
・
㍑
る
を
得
べ
し
、
沙
浦
戒
を
具
足
し
て
、
初
め
 
 

て
比
丘
た
る
を
得
べ
し
。
優
婆
塞
・
沙
摘
・
比
丘
の
三
戒
を
具
足
し
て
後
に
こ
そ
、
初
め
て
菩
薩
セ
る
造
に
進
む
べ
し
 
 

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
如
何
l
＝
む
健
全
な
る
経
路
と
見
ら
る
～
け
れ
ど
も
．
こ
れ
に
て
は
、
「
華
族
」
や
「
法
華
」
の
精
神
 
 

に
添
ふ
事
は
出
家
ぬ
。
然
し
、
「
般
若
」
の
客
理
を
、
戒
律
に
加
へ
来
る
時
は
、
こ
の
経
路
以
外
の
も
の
が
成
立
せ
ね
 
 

ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
、
比
丘
戒
を
離
れ
て
の
菩
薩
戒
が
提
唱
せ
ら
る
～
に
至
っ
た
。
こ
れ
が
侍
数
の
固
頓
戒
で
、
支
部
 
 

に
於
て
、
数
理
と
し
て
は
頗
る
費
達
し
て
居
た
が
、
不
思
議
に
も
、
日
本
に
凍
っ
て
侍
数
に
よ
り
て
初
め
て
創
唱
 
 
 



せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
侍
敦
が
、
如
何
に
審
理
を
戒
法
に
導
き
凍
っ
て
、
之
を
聾
間
瀬
以
上
に
超
越
せ
し
め
た
か
は
、
 
 

「
畢
生
式
問
答
」
に
よ
つ
て
、
之
を
知
る
事
が
出
水
る
。
 
 
 

夢
恕
；
修
方
等
経
典
感
染
一
義
甚
深
容
泣
い
争
此
室
慧
輿
海
相
應
‥
三
種
渾
嘩
二
頑
受
法
、
豊
岡
；
小
率
哉
。
（
第
一
六
）
 
 
 

皆
勤
意
義
・
肇
藤
一
乗
経
典
如
迦
恩
顧
第
一
義
寧
者
、
能
滅
－
】
一
 

多
事
劣
機
り
分
別
箪
≒
耳
。
（
巷
五
五
）
 
 
 

侍
敦
は
、
客
理
の
上
に
戒
梓
を
洗
錬
す
る
串
に
よ
つ
て
、
具
足
戒
を
基
礎
と
す
る
玲
伽
菩
薩
戒
に
封
し
て
、
具
足
 
 

戒
と
没
交
渉
な
る
梵
綱
菩
薩
戒
を
高
潮
し
、
一
生
の
苦
闘
を
経
て
、
寂
後
初
め
て
一
乗
戒
壇
の
勅
許
あ
る
を
得
た
。
 
 

爾
後
南
都
を
凌
駕
し
て
、
日
本
を
風
靡
せ
る
を
賓
地
見
聞
つ
つ
あ
る
、
我
国
の
偶
数
徒
に
取
っ
て
は
、
昔
匪
戒
と
い
 
 

へ
．
ば
、
寧
ろ
単
音
薩
戒
を
直
に
聯
想
し
、
却
っ
て
此
外
に
具
足
を
含
む
菩
薩
戒
あ
る
を
知
ら
ざ
る
迄
に
及
ん
で
居
る
 
 

が
．
支
部
は
然
ら
す
。
支
那
彿
致
史
上
、
終
に
軍
書
薩
戒
の
行
は
れ
た
る
を
見
な
い
の
で
あ
る
。
宋
の
晩
年
、
支
部
 
 

に
遊
び
し
我
が
道
元
が
、
明
金
和
僻
の
戒
牒
に
加
へ
た
奥
書
は
、
J
賓
に
能
く
こ
の
消
息
を
侍
ふ
る
も
の
で
あ
る
。
明
 
 

金
の
戒
醍
と
は
、
南
都
東
大
寺
具
足
鹿
で
あ
る
。
明
仝
は
、
比
叡
山
に
固
頓
戒
を
受
け
た
れ
ど
も
、
来
朝
が
具
足
戒
 
 

を
必
須
と
す
る
凰
に
應
せ
ん
が
焉
に
㍉
之
を
携
へ
で
入
来
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
、
天
童
山
に
入
寂
し
た
が
為
に
、
 
 

道
元
は
こ
の
戒
鹿
を
携
へ
て
蹄
朝
し
、
こ
れ
に
、
明
金
が
こ
れ
を
携
へ
て
入
来
せ
る
縁
起
と
、
及
び
来
朝
の
彿
敦
が
、
 
 

菩
薩
誠
に
比
丘
戒
を
必
須
と
す
る
事
を
記
し
た
も
の
で
ぁ
る
。
 
 

博
歌
の
画
境
戒
な
諭
す
 
 

／   
／  

三
五
七
 
 



三
五
入
 
 
 

倦
教
の
囲
頓
戒
ね
諭
す
 
 

仝
公
本
撃
天
台
山
延
暦
寺
菩
薩
戒
‥
然
而
来
朝
用
占
比
丘
戒
‥
故
臨
三
人
宋
】
時
、
書
毎
此
具
足
戒
隈
一
也
。
 
 
 

来
朝
之
風
、
堆
襲
撃
大
乗
敦
‥
倍
皆
先
学
大
信
戒
－
也
、
見
学
菩
薩
戒
乏
喝
未
春
闘
衰
也
。
先
受
誌
丘
戒
祓
受
藩
 
 
 

薩
戒
－
也
。
筆
書
薩
戒
‥
而
秀
之
夏
聴
‥
未
二
啓
開
】
也
。
 
 
 

道
元
の
筆
致
は
、
来
朝
の
夙
に
驚
異
の
限
を
張
り
、
之
を
我
が
同
胞
に
侍
へ
ん
が
焉
に
、
こ
の
記
事
を
遺
し
た
の
 
 

で
あ
る
。
是
に
至
り
て
顧
み
れ
ば
、
日
本
偶
数
の
建
造
の
甚
し
き
に
驚
か
る
ゝ
。
倍
数
時
代
に
あ
つ
て
、
南
都
借
統
 
 

の
反
射
理
由
は
、
全
く
こ
の
来
朝
の
風
を
以
て
し
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
凰
よ
り
股
せ
ん
が
焉
に
、
侍
数
は
其
心
血
 
 

々
絞
り
毒
し
て
、
滑
そ
の
一
生
中
に
之
を
成
功
せ
へ
仏
ん
だ
。
そ
の
後
四
百
鎗
年
を
経
て
、
道
元
の
時
代
に
至
れ
ば
、
 
 

倍
数
の
固
頓
戒
の
凰
、
天
下
を
風
廃
し
て
、
南
都
滑
統
の
提
唱
と
同
一
な
る
栗
鼠
が
、
不
思
議
の
戚
を
以
て
見
ら
る
 
 

る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
支
那
の
戒
律
は
、
結
局
稔
伽
戒
を
以
て
終
始
し
た
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
之
に
射
す
れ
ば
、
 
 

固
頓
或
は
日
本
の
創
造
で
あ
る
。
侍
敦
の
創
造
で
あ
る
。
倍
数
は
、
入
唐
前
に
於
て
、
既
に
聾
巌
哲
学
、
達
磨
稀
、
梵
鋼
 
 

戒
に
接
し
た
。
入
唐
し
て
、
天
台
の
固
頓
教
理
に
嘲
る
ゝ
や
、
之
を
自
己
の
人
格
中
に
陶
冶
し
て
、
揮
然
た
る
宗
敢
を
 
 

創
造
し
た
。
こ
の
宗
撃
ピ
、
一
面
よ
り
見
れ
ば
戒
で
あ
る
。
こ
れ
が
固
頓
戒
で
あ
る
。
而
も
こ
の
戒
は
減
枠
の
根
本
観
 
 

念
に
射
す
る
革
命
で
あ
つ
た
。
侍
敦
を
以
て
日
本
彿
敦
の
租
と
す
る
は
、
之
に
困
る
の
で
あ
る
。
 
 
 



ReIigions urIiverseIJes et  

ReJigionsparticu）i占res．  

SylvainI」占vi・   

L’usDge div；Belcs religi01帽eu deux cat6gories：1es religion9  

nniverse11esetles religionsparticuli8res．Lesecond groupeembra8Se  

les sY＄t烏mes de croyances et de pratiquesquisIeu食rmentvolon†  

tairen13nt dansleヨ1imitesd，ungroupellumain，tribu，Clan，Peuple  

Ou natiouJet quifbn七 corps chacun avec un syst色n！e COmPlet  

d，institutions propre瓦Ia commu11aut6．Les religions universe11es  

550ntlib6rるes dc ces entraves reBtrictives；elles sel）rOmettent e七  

8，eln）rCent de convertir tousles hommes．Le bouddhismc e8t1111e   

religion un；verselle；n6 dansl’Iude，ils，est r6pand11dans toute  

l，Asiemoyenneet orientale；ila m6me desJid81es d＆nSllEurope  

g60graPhiquc，Che2；lesXalmouksduBeuveOural．Lebrahmanisme  

O11l）indouisme e8t au COntraire une religi011Circonscrite；nさdan8  

1’Inde，ily es七 rest6 enferm6，1i6 aux 紀ules destin6es des  

POPulations del’Inde．Le chribtianisme est une religion univer－  

8elle；n6en Pqle5tiue，ila collquisl’Eur一）Pe，OCCuP61’Am6rique，  

Ctila prlS Pied dansle reste du monde・Le j11daisme eBt Vis  

h vis dcluicommele brahman；smeau regard d11bouddhisme；  

1   



SOuChe d’u－1e religion universelleil醇’est obstin6mellt Circonscrit  

dnnsle8 Cadres d，ullgrOuPe fenu pこ）ur eihniqlle Ou national・  

L，；sl乱打l；sme est une rel王gion urliverselle‥116 ぐIleZles S6mites de  

l’Arabie，SOuSl’inBuence du jlldaicme et dllChristiatlisme voi3ins，  

ila一 

del，Afhqueilconserve des po島itions danel，Europc orientaleぐti  

ilprosF色Ⅰ▼e dans、1csIndes N6erlandaiseg．I」e ma2：d6ismc，Chass古  

de son berccau 

lejudaismemelavaiも6t6chass6 de son berceau palestiniellLParla  

COllquete rOmaine，S，e5t maintenu dallS SallOuVeile patric，SurP  

la c6te occ；dentaie del’Il】de，COmⅡ】ellne religionl一兎tiolli－1e’  

bon丘n6e aux瓜mi11es6chapr6e‘dcla Perse eb r6fhg；6es sur utr  

百01岳tranger．   

Cette ↓ue sin］Pliste scmble，allllrem；er aspect，eIICbn払rmit6  

rlgOureu義e†＆¢ecles fhit＄・Max Mullel・aVふitr crllm8rque了h11 ヽ   

PrOgr色s dcIIanalyごe en Sub乃tituant・瓦1a division consよcr6e ul沌  

nodve11e terminologie；ildistinguaitles religions propagandistes ol‡  

〃misBionllaireBl，de5 religiol】S SaZl＄ PrOPagande et Ba11S misぅioll－  

naire8，ilpensait mcttre ainsien rel；efle trait tiositif・qdidif指ふ  

JenCiaitleB’deux grollpeS・It n，a r6us・i」qu，a faire appnraitre  

Clairement tine erreur dis8imu16e parles vocable畠 elluSage・Un  

、；n（崗ni如qn，il触it，il乱丁aiもeit6 王e bI・abmani8me e血m色 血  
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モype、aCCOmplidereligionsan＄PrOPngi川dc；mai＄SOnindian了sme，  

Si6rudtt．qu・’il仙，n’6tai七qllu！le SC；euce de（】abiuet；ilignoraitl払 I   

v；e r6elle．SirAlfred Lyalllelui飢bie11VOir．Familier avcc 

1’In（le par unelongue carri6re et de hautes R）nCtibns，Observatbur  

S丘r et pergpLCaCeiilnlO11trildans de5PageSinoubliablesl’activ；t6  

PrGd；gie11Se du m…ssi（）llnaire brqhma111q，一e dan弓Ieslimites g6ogra－  

Phiquegdes pay8indiens；1e＄tribus瓦demisauvagcsdela brou亨Ser  

● 乱SPlrant a gagner Ou瓦Lbrcerl’aec占5dela soci6t6brahma111quequ1  

8ymbolise瓦1eurs yeuxla puis＄anCeetla science，1ebrahmatleamen6  

de gr60udeR，rCe，1a pleuSeinventiolld’uneg6n6aloglequlrattaChe  

les orlglneS dela tr；b11瓦 une deB・divinit6s complaisantes dtl  

Panもh60n hindou．eten retourlesprlllC）PeSfbndamelltauXdel，ordre  

brahman］que reCOnnuS，adoration du brahmaue et dela vac7－e，  

organisation enca8teS・LemouvenlCntCOmmetlC6d由1－a 

Aryens dansl’Il－de；Se、po11rSuit▼＄OuS nOS ye11Ⅹ SanS diminuer  

d’amplitude；1’6po匝e nous montreles sa王・1tSant：ques6tabliゴー】ansla  

PrOLbndeur de8 fbr触，eJlpleillmOnde barbarelPr6curseurs des  

COlons et despconqu6rants aryens；Plus tardles couvents du boudJ  

dhistn？POur＄uiventla m色me oeuvre；et de nosJOur8 Ch8que ●   

recen＄Cmellt d6cennalm叩que UllIIOuVeaul）rOgr毎datlSl’hindouisa一  

● tion de8aborig昌neB181gnale dellOuVeauX grOul＊S qulBe r6clamen七  

del，hindouistne・Mai＄ tandis quele brahmane conquiert de9  
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PrOS61yte＄Parmilesautochtones，一1n rivalgrandissantluid；sputd  

セセ1uiarrache une autre partde son domaine．L，Islahlattire瓦  

1uiまes ba8Se8Claeses，Ies castes mepr】SeeS，1es r6prouv65 del’ordre ′●′   

brahman］que；illeur o軌el，appuid，ulleimmense con鋸riequl  

COnfbnd tous BeS 鋸61es dansla meme fンaterllit6 et qulneleur  

dc皿andeen retour quel，adl16sion a un credo rlldimentaire，1∫ob二  

SerVanCe r毎111i昌re de praもiqucs払ciles，et SurtOuもbtld6vouemcnt  

血l）aiique qtlel’Inde esもtolかursl）r飢e瓦donner．   

Ce double travailqlllS，accomplit simulta・n6ment dan＄1，Inde  

montre appliqu6es瓦1a memcoeuvr占depros61ytismedcuxreiigi－  

CnSdontl－ulle eS七 class6e comme Farticulariste etl，autre comme  

universe11e・C，estqulen㍍it cette classi丘cation n，est pas exacteJOu  

du moinse11en，aqutl11e Valeur relative・Les religions du t・yPe I   

particulariste n－6meles plu＄ r6fhctaires 瓦1a propaga11de on七  

COnnu des D6riodcs d，expansion・Le brahmanieme avaht des’en丘r－  

mer dansl．Imde，a d6bord6＄tlrl，Indoch；ne，Surl，Archipelindien；  

les mis6rabIcs Ch8meS de Phanrang，1乱 だ6duisante；le deJ3ali  

SOntles derniers t6mo；ns d’unc pousざ6e v】gOureuSe qulaVai七  

乳tteintle＄1imites d11mOnde con11u VerSl’Est・Lejudaisme，qu’bn  

鱒－repr65ente Sivolontiers e11fbrn】6danssesghetto占del，Europe  

chr6tienne，dans ses mellahs del，Orient musulmatlJa PaBSe Par ′   

des phase8 de・PrO感］ytisme ambitieux；1a Rome d’Augustei  
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l，Alexandrie des Pto16m6eso11t tOurn6erld6r；sionla propaga11de  

insi11uante desJuifもqulPr6parai七1es voies瓦1’apoBtOlat chr6tien；  

1a converBion du rbyalltnedes広hazars，ellCrim6e，prOuVe enCOre  

la fbrced’exl）anSiondujudai如ne al’auoredu moyen－＆ge．Le占ulte  

du Mithrairanien，Celuidel’Isis6gyptienne ont paru t早ImOme11t  

destin由瓦se tr甘nSR）rJner ellreligions universelles；1e Manich6isme，  

iranien d’origineet de doctrille＄，alongtempslnqu：6t61esrambitions  

dlr6tienne8．   

し・Les relig；onsuuivcrse11es，d’autre part，瓦1es regarder de pr占3，  

perdentdeleur magn；nque u11it6ctjustinent ma11eur pr6tention・  

LechrisLiallisme triompllant datlSleslimi七es del’Emp】re R6nlain，  

n’a pu 可Outer aulegsimp6rialqueleヨl）1・0longe山elltS de  

l，Emplre etleB COlonies fbndt；es parl，Europe romai11e・Byzユ11Ce  

a pourl’Eglise comp16t61Joeuvre de Rome，SauV6le chl，i5tian・  

isme oriental）COnqulSle nlOnde slaveJOuVertla voie qul  

devait porterla croix grecque au bord du Pacはque；CoIomb－  

l，Espaglle，1e Portugal，1a France，1’A【1gIeterreluiont donn6  

1’Am6rique en鵬re・La Grande］臥・etagne’1uia donn61’Au5・  

tralie，1a Nouvelle－Z6landc，1’Afrique du Sud・Ma；8 tOutela  

Puissance anglaisell’a puluido11nerl’Inde；trO；s si占ele占 de sou－  

Verainet6llOllandaise n’ont puluidonnerlesiles de’1a Sonde．；占t  

moins queJama；sla t，OnVerSion n，en semblePrOChaine・L，Islam  
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8rr島地d8n8SOn創れnヤietorienx：・瓦1払 b8taille de Poitiers s’e5七 Ⅴ旺   

reibuler graduellement del’Espagne，dela Sicile，del’Europe  

Orientale o血ilne conserve plus que de raresi！ots enclav6s dan5  

1e domaine chr6tien；en Asie，il8’est ancr6danstou8les pay：  

Oalaco11quete m11Sulm8nel，avai七introduitldellAsi占、mineure瓦  

l，Inde，au TurkestaAChinois，瓦1’Indochinb o且iladi8Put6alivieux  

Cultellindouleslamentables re8teS dcla population chame；maitre  

dela navigation daTISl’Oc6anIndien avantla ru6e europee11neIil  

＆ChaBS61es cl11tes hindous del，Arch；pel，enVahileB POrtS Cllinoi8  

Ct Petl瓦 peu r毎oint dansl’int6rieur】es avant－gardes dela  

POuSS6e continentale・ELIAff；queJimplant6 parleB naVigateurs  

arabessur toutela c6te orientale，POrt6parune vaguede conquete  

Sur tOutlelittoraldu Nord，ila parles razzia8 etles trafiqu一  

＆ntS gagn6瓦11Islamles tribus delIlnt6rieur；Beulel，Ethioplel ●   

attach6e a BeS traditions comme瓦sonind6pendancelluia6chappe                                                                                                                                                                      ■ ′  

●  

Lel）Ouddhisme，瓦ea gloire，n’a etlniCorte2；，niMahmoud de   

● Gha2n】，5e＄6tapes ne sont nide3babai11es，nides b血ohers，nide8  

Carn8ge8；en払ntdel’Inde，il＆COmme ellele goa七 del8‘‘non－  

Violence〃；ilcomptes11rd，autre8mOyeDS POurり1ib6rer‖1es急me8・  

Maisc’est瓦Iuique revientsansdoutel’honneur d’avoirinaugur6  

h politique de8mi6Sions quel’Europe e七1’Am6rique o雨′port6e  

烏l＆ Perfbction；PulSSanCe 組Vament Orga11i86e da雨 une hi6rar－  
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dlie qulPr68agelIEglise catholiqueJilsertleB maitres quile  

gervもIlt；Asokale pr占mieracomprisleparti瓦entirer；il8，de  

8On p・rOPre aVeu，CnVOy6des m了ssiol111aireきen dehors d朗仁丘out王8resl  

dansle8 PaySl－e11611；q11eS eもpeut－etreJuSqu，aux fio11tieres del＆ ●   

R6publiqueromaine；1eScythe Ka11iskal）ad6pteetlel－rOl－agedaIIS  

sdnim血ense domaine瓦1’Egt du Pamir，Surla rollte dela Chine．  

En Chine nlemela16gende veut quele so11ge d，ullemPereur ait  

provoqu61a vellue des prem三er ap6treB）Symbole duliellquiunit  

le tr611e瓦1’autel；laLoidu B，uddlla entrednnsIcsJeuX COml－1i－  

● qu6esdela politiquechinoiBeetS’yluSi11ue de partout瓦1a鈷veur  

des divisio11S quid6chirentl’empire des Hふl；Choy6e de5  

honnie d由仁£皿trCS，elle可outesoll‾apport aux doctrines tradition－  

nelles de ConfuciusetduTao et s’amalgame sibien瓦1acivilisation  

Chi110ise．qurellel’accompagnel－artOutJen Cor6e）auJLtPOn；i11u－  

¶一in6e parledouble prestige del，Inde et dela Chine，elleB6duit  

touslesgrandsbarbaies qulVeVulent entrer danBla soci6t6des  

祖よtion寧，les Turcsd’abbrd，quitotjours avides d’iIlnOVation etn－  

prunt6eB；paBB6rontell餌iteau manich6ismeJetPlustardal）Ⅰ81am；  

1eB Tib6tainsquiluirestentfidele5aul）Oint・d，absorberl，6tat dan8  

ユ’毎1ise，etles MongoIBetlesMandcllOuSquidonnent ala Clline  

Jeux dyuasties bouddhisteB．Mais瓦l’ouestdel’Inde une fat＆lit占  

iml）1acable ＆ bris6les e飢r七5 del托PrOPag＆nde bo11ddldque：h  
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l如ctriane，berce汀u de Zoroastre，Otlles rois hel16niquesl’avaienも 

餌oris63，Peut・飢rel）Our壬Lire6checてauX r6sistance8locales donも 

Alexandre avai七 Pului－m6me mesurerla Lbrce，・－1a Bactriane， 

rest6e fid6leJuSqu，昆1a fbrveur so11S SeS maitres 8Cythiques ou  

turcs，brde avec丘6u6弓ie ses dieux，SCS temPles，SeS CO11VentS d由  

1e prem；er assaut del，Islam・Plusloin，1e mondeiraniellnl＆  

pas m如－e岳t岳ent孔mる・   

Aiusitrois religions univcrselles，trOis grandes zonesqu18elisen七  

clairemen七Surla cユr七e，netteSdansleurs grandeslignes avec de8  

Chevauchementssporadiques・MaisdallSl’int6rieur de chaque zone，  

que de）luanCeSA portersur］a teint．ヲPlale dtlLbnd！Je nJaipa畠  

瓦 tracericill11tableau des divisiollS，deB SeCteS，h6r6sies dan＄  

1’Eglise chr6Lie11ne Oul’Eglise bouddhique；1es noms qull10u8  

SOn七1e plu＄ 丘milier弓 nOu5 aVer‥tissen七 deB r6alit6s profbnde8  

0ぬnotre attention n6言1ige trop souvent de8，arreter：Eglise ro－  

m2Line，6glise greeque，6glise slave，6glise anglicane，6glisegallicane，  

6glise arm6n；enne etc．・・autaut de110mB nationaux；d’autres d6sig－  

nationd，COuVrelltd，u11nOm d）homm（さune6glise nationale；1〉eglise  

luth6rienne esb proprement allemande；1’6glise calvihiniste eBも  

Suisseromande；quakersIWeSleyens，m6thodistcs BOnt anglo・SaXOn8・  

L，6gliBe Catho】ique，1e plu8 PulSSant e飢rt／d，organisatiollintem＆－                                                                               ●  

● tionalequlait6t6r6alis6）＆Pu donnerl，illusion d，6tre6trang6re  

＄   



e七superlet］re auX divisiollS humaines；e11ell，arl）u r6si8ter al！・ ′■   

epreuve dela苫rallde gucrre：1es clerg63Itaut r6guliers que 一■   

S6culiersJOnt Partag61es paβSions des fbule＄et POrt61es haines  

nationales des champs de batailleJrLSqll，au s、in des sanctuaires；  

rr6me dansles pays rest6s al’6cart dllCOn且i七，1’Eglise ＆ eu SeS  

ger皿anOPhilesetsesneutressuspec七s；int6re鮎6s dansle8deux camps，  

avecl’Alltriclle d’un c6f6，1a France etl，Italie del’autre，elle n’a  

passu，OuVOulufhireappelauxliensdela払ipour arr6terle mas－  

sacre．Al’autre boutd11mOnde，le bouddhismedonnemoinse11COre  

l）inlPrefSion del，unit6spirituelle；dispers6sur u11immenseespaceI  

danB desreg10nS8anS COh6siollgeOgraPh；que，ilneposs占de nlPaPaut＆ ′●′   

niconciles oecumenl（1ueS POur 6tablirla coll由ion des croyances・ ′●   

Chacun deB grOuPeS Vi七8aVie propre，rattaCh6aux autre8POrtiollS  

del’ensemblel－ar aCCident ou par occasion seulement，VOyageS de  

moines ou de p61erins ou de marchands，Ou bien organisation＄  

reIigieuses associ6es a desfi11S POlitiques・Ainsilivr6a son propre  

destiu，1e bnuddhi弓melocals，estlPartOu七 郎Simi16 profond61nellt瓦  

Chacu皿des pays o心ils’6taitintroduit；le sivaismel，aenvムhidan8  

1’Inde，1a sorcellerie au Tibet，1e taoisme en Chi11e，1e shin七o all  

Japotl・L，espri七 delJOrient，mOins aもtach6 au prlnCIPe de  

COntradictiondansl，ordrelogique quela Gr昌ce，dansl’ordre religi一  

甲ⅩquelaJud6e，rendai七par七outl’accommodationfacile・  

針   



IIcst pourtantimpossiblede r6duireles grandes re］igions，diteB  

tmiverBelle5，瓦une simple mosalque de groupes h6t6rog占nes，Vague－  

ment unis entre eux par un millime r6sidu de dog血es et de  

PratiqlleSCOmmuneS・Lesdogmesn，int6ressent gu色requele8th60－  

logic王ens；1e pllblicle8aCCePteOulesr匂ette deconGa11CeParreSPeCt  

d，uneautorit6admise・traditIiodnnelleottnovatrice；tOute CrOyallCe  

repo8eCrldernierlieu sur urlarticle de fbi，et tOut aI）Pel昆1a  

rai50n Ou瓦】乱diseus品on乱boutit toujours瓦 ee postula－n6ee蝿ire． ●  

La plupart des hommesll’appr6cient gu6re，dansleur acte de fbi  

Lbndamental，quela8atiぬctiollde18，a伍rme；au regard d，autres  

groul｝eS；1a collSCience religieuse est natureuetneut toute prete瓦se  

COnfbl－dre avecla consciencellationale・l）ansla vie religieuse  

COnimedansla r6flexion pllilosoph；que e仁dansla vie politique，1e  

moi馳 pOSe 瓦1’oe飽SiolldllnOn一抹10iet p8r OpI）OSitidn aveolui．  

Ulle religion quln’auraiも de contradicteurs niau dehors，niau  

dedans8erai七bien pr6s de mourir d，6puisement；Dieu a besoillde  

8atan；Vicl）nOu，aubour尽det5eSaVatarS，almS，disentles brah－ ●   

mane8，la fbrme du Bollddha pour precherl／erreurafin d’6prouver  

leB Vm；s朗色1es；POur創re tenue en6veil，1払 bergerie a besoin du  

16upi－Vb靭l8COnCePtion na王veetprofbnde du sentimentreligieux  

da扇1a・ma朗e；ilunit→religio瓦religando－，mai8ila6p＆re・LeB  

pratiqu掛りもぎerv皿ふ8，eulte，指摘，l一触rin乱geS－、）ntl孔m色mefbnetion；  

10   



dans ce domai11e，Si（6troitementli6 乱ukint6rets mat6rie18，Ⅰ払COn・  

currencesai七exploiterles tendances part；culariBteB Le Bouddha  

n’estcertainementjamaissortid11baBSin du Gange；O11a pOurtan七  

＆dor6BeSりtraces＝dansIJInde e11ti8re，e七 plus tard en dehorsde  

l，Inde，au緑n66ce des 丘d81占slointains et dらs sanctuaireslocaux．  

La maiso11dela Vierge，tranSPOrt6e parles anges）a PaSS6del払  

Palestinea Lorette quandl几Pt6dicationgふ1i16enne aconquisRome．  

AillSi，dansdes tempBPlus anciens，le dieu vaincu 6tait trallSPOrt6  

dansla capitale de son valnqueur）mainrnise salutaire sur・un色  

PulSSallCe tO可ours te11ue POur redoutablee七amorce d，uneassocia七三otl  

politiquesous、1esauspICeSdelareligion・C’品七1a，Sionpeutdire，  

1，aspec七religieux del，id6eimp6riale，etle geIme del，organisation  

POntificale；Rome6voque a sa courles由ints du monde entier et  

leurdon11eleur brevet・Nil，Islamd6mocratique，nilebouddllisme  

tron90nn6 n，ont su 乱1lerJuSque は・⊥孔 Papaut占 parは aもki雨  

1’uuiversel；elle embrasse，en aC！e ou en virtualit6，1emoIldeentier．   

Maie ce n，est－ilfhutl，avoller，qu，unit6admin王stl・ative，6trangare  

瓦1a conscience religieuse，incapable de cr6er chez；les administr由  

・un autreSentlmentque celuid，uue d6pendance collective，Oa Peu七  

Se meler unenuanceded6vrouement，d’a銑ction，d’attendriBSemenち  

de rcconnai＄SanCe・Te16taitily a peu de tempB enCOre，1e senti・  

ment du paysan ruSSe 瓦1J6gぬrd du Petit－P6re；telest e11COrel0  

11   



eentim6ntduJaponais瓦1’6gard desonsouverainilnp6rialet divill・  

E110血e，1’Eglise catl101ique11’est pas toutela’chr6tient6，ils’en  

鈷ut；On＄ait qtle11es passiorlS fbrieuses peu亡d6chainer encore dans  

Plu威eurs pays chr6tiensle seulrappeldu papISme．Et pourtent  

ilex；ste，瓦part del’autorit6papale，unmOndechr6tienquis’a用・rme  

COⅢ1me telet ql11Parait comme telaux autres confbssions．I11ter－  

rogezles voyageurs rentrallt de】1，Etr金me－Orient paria・VOie de  

terre・Oh cesse pour euxl，impression del，exotiqueimp6r16trabe？  

Ot1月・annoncele retour 

Cl10urie，瓦1，e11tr6e deIa Sib6rie sovi6t；que，1e village，l，6glisella  

Ctlisine，1es chansons；1alangue estillintelligible，1es traits des  

Visages sont souvel）t tartareS，eL pollrtant On a fhllChila barriるrb  

d6丘nitive；Ona quitf61es〃paycns＝comme disell七1esmissiol”aires′  

On eSten terre de chr6もient6・Le pr飢reicin，est pas enJeu）nila  

Pr；芭re，nile credo・Ce qulCOl刀Pte，C’est un揖sceau d’usages，de  

COtitu山eglde modes qulPr6sident aux milie d6tailes dela vie  

quotidien11e・Le b16，le ＄eigle，1’orge sonも chr6tiens；1e riz est  

Orie丘tal；aVeCle moutoll，ilest musulman；aVeCle poISSOllJilest  

botlddhistβ・Lefゝmeux chapitre des chapeaux，qulmallque Che21  

Aristote，aぬrilace marqu6e dansl’6tude de畠religions：1a Turkie l  

由prosむivantle董bz，pr封udai七 瓦・sa rupture aveel，Islam■▲ けne  

SeCr毎te a践nit6rive chacune des religions univerEelles a une aire  

12   



雀eOgraPl）ique；COnlmele cosLume etlcr6gime，1a Lbisuitleclima七． ′   

Lechristianisme se plait dansles re言10nS tenlPereeS，1’islam d札ng ′●′′   

lesreg1011S6quatoriales，1e bouddhisme aux environs destroplqueB・ ノ●   

L，Amerlque，ilest vral，Violela r8gle，maisl，Am6rique au reg＆rd ●  

del，histoire，eSt un mOnStre．L’Anc；eIIMonde，SeCOu6，bouleverE6  

i）ar tant de catastrophes，malgr6日es Attila et Tamerlan，n，aJamai＄  

｝COnnula desもructio11int6grale et L旨roce de tout un pass6，1a  

Substitution massive d，ulle raCe et d，une religioLl瓦des races et des  

religions d6poss6d6es・   

Les religio11S1111iverselleslle di鍾もrent dollC PaS en SubstarICeS deさ  

Teligions particuli6res；elles n，ellSOnt que des cas6largl＄，amPlifi68・  

Leur expansion tient瓦des causes multiples，dollt beaucoup n，ont  

rien瓦危ire avecla spiritualit6・IJe Chr王＄tian；smedoit autant瓦BeS  

＄01datB，auXfusils et aux canon丹 qn’瓦 ses ap6tres；1，islam doit瓦  

SeSCaValiers plusqu’ases r｝r6dicateurs・Uneconver8iolle8ttOrLiour溺  

氾n hommage re11du a une civilisation tenue pour superleure en ′●   

moyens autant pourle moins qu〉ellid6al・Les peupladesaflicaine声  

卵1uent el－COre alりOurd’Jluilc missionaire commele gu6risseur，1e  

℃Onteur etle dispensateur dela pacotille europeenne；de m6me，  

qulrlZe Ou Vingt si毎clesplustるtIIJAsie Centrale etl，Extreme－Orient ●   

den】andaient auxap6tresdul）Ouddhismeles fbrmule8delamidicine  

indienne etles r占cits path昌tiques oい’Indea toujotlrS eXCel16．Leさ  

】3   



empereursdelaChine attiraieutl由J6suites pburintrduirecheg  

leurs8ujetslesBCienccsdel’Occident queIaRenaiss王InCe Vena；ent de  

tran＄fbrmer・L？S daimy6sduJapon escomptaienも comme prix de  

kur conversio110u Seulement deleuriiieTiveillanceles pro飢s琵  

tirer’des marchands espagnoIs oul）OrtugaユS qulaCCOmPag11aie11七  

Saillt Fran90is－Ⅹavier et ses 6mule凱 Le missionna；re apporte e11  

m6metempsquel’inspiration de sa fbiulle r占duction du mondel  

Odils，est fbrm6；1c spectacle d，une chr6tient6en Extreme－Orie11t  

ivoque L｝ru巨quemelltPOurl）Occidentalde passagel’Europelointai11e：  

1，占gliBea↓ecsonclochcr，1a ml－Slquedel，orgueoudel，11armOnium， 

1ejardin月・euridu presbyt6re trallChent stlr】e paysage d’alentour  

et revei11entl’image des villages fゝmiliers・Maisl’ceila bient6c  

● ぬit d占distillguerSilachr6七三ent占est frat－9alSe，eSPagnOle）alle血andeT  

軋m6ricaine；1e pr釦re amis son cachet natiollalsurlestyle dd  

clbcher，Surlalallguedel，6cole，Surle＄marChandises exotiquらs瓦  

1，usagedeB．fid61es．Ullemissionestunembryonde占0lonie，BOlidair占  

elle au朋ideB ViciぎSitudes delal101itiql－e；1a fbrcpmi1itaire，1左  

PulSBanCe6conom－que，1e mouvement des changes end6cidentl洩  

prospむit占oul乱d占〇adenee・   

Tr払VaiI16e鍔de tout tenlPS Par de声 riぬ1it6sillteStilleS qu10nt  

parfbis■bris61euressor，1es religiorlS universellcs ont mailltelはnt瓦  

1utter contre un nouvelenllemi vell11du dehor8・L〉eBl）ritla王quep  

】4   



filsdela R6voluも；on fh119a15e，a gagn6de｛prOClle e比i）rOCheet  

trans払rm占defb11den－edmblelessoci封esllumai11e5；ildisl融eaux  

Egli紙Setleurariache peuapetlleursai・tivit壬s良三culi昌re享甘Ⅶrle3 ヽ   

COn月nel・・bongre 

Bi6cle a vul，Europe 8’6mancIPerlde：1，emprise 甲il16n8；re．［En ●   

Extreme－Orientlle bouddhisme a sul）iune perte ausslgraVe：le  

Japon，le paysle plus pui弓Sant etle plus actif du monde boudd－  

11；q＝e，a Violemmellt rOmP11Se3attaCllCS O侃cielles avecl，Eglise du  

Bouddha；d6po5Bさd6par des mesures brutales dlune grande partie  

dっses biensl】e bouddllisme a dG cさderla place au Shint∂，qul  

n，e3t POint une rel；gioll，1e gouvernemellt8e Praib al，iI伍rl－1er，mais  

un culte historiq．ue ぐSSent；ellement 壬ond6 surl，apoth占ose des em－  

PereurS・Aumomentmeme o古Iacommunaut6de fbipouvaitservir  

lcsambition汚aSiat；q－1〇S（l11Japon，1a r6volutiolldel’らre M－eijis’en  

est volontairem（n七 6loign6e．Etl’Islam 瓦son tour passel－arl＆  

m6n］e Crise：1a nouve11e Turqule，h6riti6re du kh＆1itht（1uilui  

donnaitla suprematie surle mo）lde rntlSulman，abdique meme a11  

prix de sonin鮎ence politiq11e une digllit6q111aSServitl，Etat瓦1a  

religion．C’ぐSt en dehors des fbis consacr占es ques’占bauchent d由or－  

maislesIeV・eS de fhter11it占5tlIliverselles．Par une de ce5ironie8   

plquanteS quifbntl’amu弓ement（†el，histoire，C’estla c最deCalvin  

qulSuCCede瓦1a Rome dcsl｝aPeS；C，e5t d■elle qtle rayOnnen七 cea  

lる   



仰gan；錫tio耶qulVOnt pOrter par dessu5le8丘ontiむe5au、Ⅹ1－eul）如 ●   

mcurtri81enouvea11meS8agequlPrOmetdeBteml）Bmeilleurs；e沌  

l｝auVrehumani沌，6ternellementen marchc versdcBParadisillu8Oir一  

由，p蝿el’orei11e’乱u．Iefr乱in quil’a tant de免・；s r占eonfbrt由：   

Alter abintegre saeclorum na腔itur ordo．  

（Virgile，EglogueゑPollion〉  
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