
本
日
は
、
こ
の
不
順
な
天
候
の
も
と
、
私
の
拙
い
最
終
講
義
に
出
席
し
て
い
た
だ
き
、
ま
こ
と
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
と
て
も
嬉
し
い
か
ぎ
り
で
、
謹
ん

で
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
老
い
の
坂
を
上
り
下
り
し
て
四
十
年
、
先
輩
た
ち
か
ら
か
ね
が
ね
「
大
体
、
息
切
れ
が
始
ま
っ
た
な
ら
ば
引
退
の
時
期
で
あ
る
。
」

と
吹
き
込
ま
れ
て
お
り
ま
し
た
が
、
ま
さ
し
く
そ
の
言
葉
ど
お
り
で
あ
り
ま
し
た
。
息
切
れ
が
激
し
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
た
だ
こ
う
し
て
在
職
最
後
の

月
日
を
迎
え
ま
し
た
も
の
の
、
な
か
な
か
す
ん
な
り
と
は
釈
放
さ
れ
ま
せ
ん
で
、
最
終
講
義
と
い
う
関
所
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
通
行
手
形
の
提
出
を

求
め
ら
れ
ま
し
て
、

い
さ
さ
か
恐
怖
に
駆
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
手
垢
の
つ
い
た
通
行
手
形
を
ぜ
ひ
と
も
見
て
い
た
だ
き
、

聞
い
て
い
た
だ
い
て
、
無
事
関
所
越
え
を
お
許
し
い
た
だ
け
る
よ
う
、
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
お
手
元
に
、
「
中
国
史
逍
遥
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
資
料
を
提
示
し
て
お
き
ま
し
た
。
私
は
本
来
、
寺
を
継
ぐ
予
定
で
し
た
の
で
、
仏
教
史
を
選
択

す
る
と
い
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
の
仏
教
史
も
、
最
初
は
日
本
仏
教
史
を
、
と
い
う
つ
も
り
で
い
た
と
こ
ろ
、
日
本
仏
教
史
の
お
偉
い
先
生
か
ら
、
日
本
仏

教
史
は
や
り
つ
く
さ
れ
て
い
る
気
が
す
る
の
で
、
中
国
仏
教
史
を
や
っ
て
み
て
は
ど
う
か
、
と
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
受
け
、
そ
れ
で
中
国
仏
教
史
を
専
攻
し
ま

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
大
学
院
で
修
士
論
文
を
ど
う
し
よ
う
か
迷
っ
て
お
り
ま
す
と
き
に
、
中
国
仏
教
史
の
泰
斗
で
あ
り
ま
す
塚
本
善
隆
先
生
、
後
に
私
の
月
下

氷
人
を
つ
と
め
て
い
た
だ
い
た
先
生
で
す
が
、
そ
の
塚
本
先
生
か
ら
、
仏
教
史
で
は
生
き
て
い
け
な
い
ぞ
、
と
い
っ
た
決
断
を
迫
る
意
味
の
警
告
を
い
た
だ

き
、
ま
た
東
洋
史
の
あ
る
先
生
か
ら
も
、
異
口
同
音
の
お
言
葉
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。
仏
教
史
を
や
っ
て
い
け
る
の
か
ど
う
か
、
大
変
迷
い
に
迷
っ
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
の
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
か
と
思
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
仏
教
史
を
つ
づ
け
よ
う
、
も
し
教
壇
に
立
つ
こ
と
が

あ
っ
た
な
ら
ば
、
仏
教
史
は
自
分
の
研
究
だ
け
に
と
ど
め
、
社
会
史
・
文
化
史
の
ほ
う
に
重
点
を
置
い
て
講
義
を
し
よ
う
と
考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
あ
の

唯
物
史
観
全
盛
の
こ
ろ
、
史
学
概
論
で
も
、
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
い
っ
た
テ
ー
マ
が
講
義
の
主
流
に
な
っ
て
お
り
ま
し
た
し
、
新
中
国
の
成
立
の
影
響

〈
講
演
〉

は

じ

め

に

中

国

史

逍

遥

藤

善

慎

ぷ衣
｛翌
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も
ご
ざ
い
ま
し
た
。
大
学
院
の
友
人
や
先
輩
た
ち
か
ら
も
、
ア
ヘ
ン
同
様
の
仏
教
史
を
や
る
と
は
、
と
皮
肉
混
じ
り
に
言
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

当
時
と
し
て
は
、
或
い
は
正
し
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
意
地
を
張
り
通
し
て
、
今
日
に
至
っ
た
と
い
う
次
第
。
た
だ
し
長
い
間
、
中
国
の
研

究
者
た
ち
に
も
仏
教
史
を
専
攻
し
た
と
い
う
こ
と
は
話
し
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
歴
史
地
理
書
の
『
水
経
注
」
の
研
究
を
や
っ
た
せ
い
も
あ
り
、
私
は
歴
史
地
理

が
専
門
と
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
方
面
の
友
人
が
中
国
に
は
多
い
の
も
事
実
で
す
。

幸
い
関
西
大
学
に
就
職
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
史
学
科
の
元
老
、
横
田
健
一
先
生
に
、
「
本
学
は
狭
い
専
門
研
究
に
拘
泥
す
る
人
は
、
あ

ま
り
歓
迎
さ
れ
ま
せ
ん
よ
」
と
注
意
さ
れ
ま
し
た
。
激
し
い
大
学
紛
争
の
最
中
で
も
あ
り
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
仏
教
史
を
講
義
す
る
の
は
や
め
よ
う
と
覚
悟
し

た
わ
け
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
、
当
時
の
学
部
の
あ
り
方
か
ら
、
若
い
教
員
が
一
、
二
回
生
の
教
養
科
目
を
担
当
し
て
お
り
ま
し
た
関
係
上
、
さ
ら
に

は
地
理
学
の
大
学
院
を
設
置
す
る
と
い
う
急
務
の
た
め
に
歴
史
地
理
担
当
、
つ
ま
り
地
理
学
科
ヘ
ト
レ
ー
ド
さ
れ
た
こ
と
も
重
な
り
ま
し
て
、
大
学
院
で
も
東

洋
史
の
講
義
は
持
て
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
最
初
覚
悟
を
し
て
い
た
の
と
、
符
節
を
合
わ
せ
る
よ
う
な
状
況
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
い
よ
い
よ
も
っ
て
仏

一
般
の
問
題
と
絡
め

教
史
を
講
義
す
る
機
会
は
な
く
な
り
ま
し
た
。

こ
の
最
終
講
義
を
行
う
に
あ
た
り
ま
し
て
、
最
初
で
最
後
に
、
仏
教
史
に
関
す
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
「
中
国
史
逍
遥
」
と
銘
打

っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
「
中
国
仏
教
史
逍
遥
」
と
言
っ
た
ほ
う
が
、
或
い
は
い
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
仏
教
史
を
中
心
に
、

私
た
ち
の
学
生
時
代
か
ら
オ
ー
バ
ー
ド
ク
タ
ー
の
こ
ろ
、
時
代
区
分
論
争
が
は
な
ば
な
し
く
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
に
も
ゆ
か
り
の
あ
る
内
藤
湖
南
先
生

の
時
代
区
分
論
を
も
と
に
、
い
ろ
い
ろ
検
討
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
当
時
、
私
は
中
国
中
世
史
研
究
会
と
い
う
、
名
古
屋
大
学
の
宇
都
宮
清
吉
先
生
を
中

心
と
し
て
谷
川
道
雄
、
川
勝
義
雄
と
い
っ
た
よ
う
な
大
先
輩
た
ち
に
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
中
世
史
研
究
会
の
発
足
に
参
加
し
た
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
も
申
し

ま
し
た
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
或
い
は
大
塚
久
雄
先
生
な
ど
に
よ
る
、
土
地
を
ベ
ー
ス
と
す
る
共
同
体
理
論
と
い
う
も
の
が
、
盛

ん
に
議
論
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
明
け
方
ま
で
議
論
を
続
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
共
同
体
を
中
心
と
し
て
、
中
国
の
古
代
・
中

世
を
考
え
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
手
法
を
と
る
こ
と
が
、
一
番
理
想
的
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
私
は
も
と
も
と
、
文
学
に
は
文
学
の
時
代
区
分
が
、
或
い

は
経
済
史
、
法
制
史
の
区
分
と
、
各
分
野
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
区
分
を
行
う
べ
き
で
あ
る
、
と
主
張
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
当
然
の
こ
と
仏
教
史
に
は
仏
教

史
の
時
代
区
分
が
あ
っ
て
よ
ろ
し
く
、
そ
れ
ら
を
比
較
検
討
し
つ
つ
、
グ
ロ
ス
の
時
代
区
分
へ
と
展
開
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
の
当
時
、
な
か
な
か
議

二
．
仏
教
史
に
よ
る
時
代
区
分

て
、
少
し
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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第
三
期

第
二
期

第
一
期

仏
典
翻
訳
時
代
…
…
羅
什
入
関
ま
で

道
仏
対
峙
時
代
…
…
南
北
朝
末
ま
で

宗
派
成
立
時
代
…
…
会
昌
法
難
ま
で

,ヽ.
則

期

論
が
か
み
合
わ
な
く
て
、
仏
教
史
か
ら
の
発
表
を
試
み
て
も
、
ほ
と
ん
ど
質
問
も
出
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
つ
づ
き
ま
し
た
。
そ
の
折
衷
的
な
問
題
提
起

と
し
て
、
「
六
朝
時
代
に
お
け
る
仏
教
と
共
同
体
」
と
い
う
論
文
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
当
時
か
ら
こ
う
し
た
時
代
区
分
を
試
み
な
け
れ
ば
と
い
う
思

い
に
駆
ら
れ
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か
巧
く
い
き
ま
せ
ん
で
、
ま
だ
こ
れ
と
い
っ
た
成
果
を
見
な
い
ま
ま
で
あ
り
ま
す
。
他
の
分
野
と
の
ズ
レ
や
矛

盾
、
そ
う
い
っ
た
未
解
決
の
問
題
を
い
ろ
い
ろ
抱
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
明
確
に
時
代
区
分
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。

従
来
で
も
、
こ
う
し
た
中
国
仏
教
の
展
開
を
思
想
や
教
学
と
い
っ
た
よ
う
な
面
か
ら
、
あ
る
い
は
他
の
宗
教
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
儒
教
や
道
教
な
ど
と
い

っ
た
他
の
思
想
、
教
学
、
ま
た
政
治
や
教
団
と
の
関
わ
り
か
ら
検
討
し
た
、
い
ろ
い
ろ
な
時
代
区
分
が
行
わ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
う
、
時
代
に

よ
っ
て
教
団
史
で
あ
っ
た
り
訳
経
史
で
あ
っ
た
り
、
教
学
の
展
開
で
あ
っ
た
り
す
る
、
大
変
に
不
統
一
な
分
類
の
仕
方
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
次

一
九
八
二
）

(
1
)
と
t
h
u
r
F
.
 
W
r
i
g
h
t
,
 "
B
u
d
d
h
i
s
m
 in 
C
h
i
n
e
s
e
 H
i
s
t
o
r
y
"
 S
t
a
n
f
o
r
d
 University Press, 1
9
5
5
 

準
備
の
時
代
…
…
…
…
…
後
六
五
年
〔
仏
教
伝
来
〕
ー
三
一
七
年
〔
東
晋
成
立
〕

育
成
の
時
代
…
…
…
…
…
三
一
七
年
ー
五
八
九
年
〔
隋
統
一
〕

独
自
的
発
展
の
時
代
…
…
五
八
九
年
|
九
0

0
年

同
化
の
時
代
…
…
…
…
…
九
0
0
年
—
_
―
九0
0
年

(
2
)
鎌
田
茂
雄
『
中
国
仏
教
史
』
第
一
巻
（
東
京
大
学
出
版
会
、

初
期
翻
訳
時
代
…
…
仏
教
伝
来
よ
り
東
晋
道
安
ま
で

準
備
育
成
時
代
…
…
鳩
摩
羅
什
よ
り
南
北
朝
末
ま
で

諸
宗
成
立
時
代
…
…
隋
唐
時
代

同
化
融
合
時
代
…
…
宋
代
以
後

(
3
)
高
雄
義
堅
『
宋
代
仏
教
史
の
研
究
』
（
百
華
苑
、

の
資
料
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
九
七
五
）
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こ
こ
に
一
二
つ
ほ
ど
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

第
三
期

一
見
し
て
お
分
か
り
の
よ
う
に
、

京
大
学
の
名
誉
教
授
で
あ
り
ま
す
鎌
田
茂
雄
先
生
の
区
分
、
そ
れ
か
ら
龍
谷
大
学
名
誉
教
授
の
高
雄
義
堅
先
生
の
も
の
を
紹
介
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
他
に
も

い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
大
同
小
異
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
ア
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ト
先
生
の
も
の
は
、
大
学
院
時
代
に
『
東
洋
史
研
究
』
に
書
評

を
致
し
ま
し
た
。
私
が
仏
教
史
の
時
代
区
分
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
た
、
問
題
の
書
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
区
分
の
仕
方
は
、
紀
元
六
五
年
に
仏
教

伝
来
の
開
始
を
求
め
ま
し
て
、
こ
こ
か
ら
三
一
七
年
、
つ
ま
り
三
国
時
代
が
終
わ
り
西
晋
時
代
、
さ
ら
に
西
晋
が
倒
れ
て
、
政
権
が
南
へ
移
り
、
北
の
ほ
う
で

は
五
胡
十
六
国
時
代
が
現
出
す
る
と
い
う
状
況
の
下
に
あ
り
、
こ
の
三
一
七
年
ま
で
を
「
準
備
の
時
代
」
と
す
る
。
こ
の
「
準
備
の
時
代
」
の
準
備
と
は
、
仏

教
が
中
国
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
準
備
を
整
え
る
時
代
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
次
の
三
一
七
年
か
ら
五
八
九
年
、
隋
に
よ
っ
て
天
下
が
統
一

さ
れ
る
ま
で
。
こ
の
間
、
仏
教
が
次
第
に
充
実
、
発
展
し
ま
し
て
、
民
間
に
も
着
実
に
伯
者
を
集
め
て
い
っ
た
、
そ
し
て
教
理
教
学
の
面
で
も
、
中
国
仏
教
に

独
特
の
も
の
が
生
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
「
育
成
の
時
代
」
と
分
類
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
五
八
九
年
の
隋
か
ら
唐
末
ま
で
を
独
自

的
発
展
の
時
代
と
位
置
づ
け
た
。
こ
の
分
類
の
仕
方
は
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
中
国
仏
教
史
の
研
究
で
は
ユ
ニ
ー
ク
な
説
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
相
い
対
す
る
次
の
鎌
田
先
生
の
分
類
の
こ
と
が
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
先
年
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
先
生
の
、
最
も
新
し
い
説
が
展
開
さ
れ
た
も
の
と

い
っ
て
よ
ろ
し
い
か
と
思
い
ま
す
。
詳
し
く
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
私
自
身
は
む
し
ろ
三
番
目
の
高
雄
先
生
の
、
前
期
と
後
期
に
分
け
る
仏
教
史
の
時
代
区
分
を

念
頭
に
お
い
て
お
り
ま
す
が
、
た
だ
し
、
そ
の
前
後
に
大
き
く
分
け
た
中
の
、
ま
た
細
分
化
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
お
い
て
は
、
い
さ
さ
か
異
論
あ
り
ま
す
。
こ
の

時
代
区
分
に
深
く
関
係
す
る
小
冊
子
『
隋
唐
時
代
の
仏
教
と
社
会
ー
弾
圧
の
狭
間
に
て
ー
』
と
い
う
本
を
昨
年
白
帝
社
か
ら
出
版
し
ま
し
た
。
隋
唐
時
代
の
仏

教
と
社
会
と
い
う
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
を
「
弾
圧
の
狭
間
に
て
」
と
し
た
狙
い
こ
そ
、
時
代
区
分
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
す
。
中
国
で

「
三
武
一
宗
の
法
難
」
と
呼
び
な
ら
わ
さ
れ
る
、
四
回
に
わ
た
る
廃
仏
事
件
が
起
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
な
か
の
二
つ
の
廃
仏
事
件
を
取
り
上
げ
、
こ
の
時
期

こ
そ
一
番
重
要
な
問
題
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
わ
け
で
す
。
中
国
の
仏
教
で
は
弾
圧
の
連
続
、
し
ば
し
ば
仏
教
が
排
除
さ
れ
る
、
排
除
ま

で
に
至
ら
ず
と
も
、
整
理
・
淘
汰
さ
れ
る
こ
と
は
、
数
え
切
れ
な
い
く
ら
い
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
重
要
な
事
件
が
、
南
北
朝
時
代
の
終

わ
り
近
く
に
勃
発
い
た
し
ま
し
た
。
北
周
武
帝
に
よ
る
廃
仏
で
あ
り
ま
す
。

第
二
期

第
一
期

後

期

禅
宗
勃
興
時
代
…
…
五
代
末
ま
で

儒
仏
対
峙
時
代
…
…
宋
末
ま
で

融
合
大
同
時
代
…
…
元
以
後

一
番
目
は
ア
メ
リ
カ
の
ア
ー
サ
ー
・
ラ
イ
ト
先
生
の
、
二
番
目
は
東
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右
の
年
表
の
四
四
六
年
に
、
「
北
魏
太
武
帝
、
廃
仏
を
断
行
す
る
」
と
し
、

五
七
四
年
、
北
周
の

る
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
の
中
、
前
の
事
件
を
な
ぜ
問
題
に
し
な
か
っ
た
か
、
後
で
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
五
七
四
年
の
北

「武帝、廃仏断行し、沙門道士二百万余を還俗す

四四三
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三
．
北
魏
太
武
帝
に
よ
る
廃
仏
事
件

周
に
よ
る
廃
仏
、
そ
し
て
八
四
五
年
唐
の
会
昌
の
廃
仏
、
ち
ょ
う
ど
日
本
の
求
法
僧
円
仁
が
滞
在
中
、
不
運
に
も
遭
遇
し
た
、
唐
の
武
宗
に
よ
る
廃
仏
事
件
の

二
つ
を
重
視
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
こ
の
会
昌
の
廃
仏
、
こ
れ
こ
そ
私
は
中
国
仏
教
史
を
前
期
と
後
期
に
分
け
る
大
き
な
事
件
だ
と
評
価
す
る
の

で
す
。
い
ろ
い
ろ
異
論
も
出
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
私
は
こ
の
問
題
を
時
代
区
分
に
利
用
し
よ
う
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
規
模
か
ら
言
え
ば
、
明
ら
か
に
会
昌

の
廃
仏
が
最
も
大
き
く
、
ま
た
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
て
い
っ
た
事
件
だ
と
、
私
は
考
え
て
お
り
、
教
理
・
教
学
さ
ら
に
道
教
や
儒
教
と
の
問
題
、
日
本
仏
教
と

の
か
か
わ
り
も
含
め
て
、
中
国
仏
教
史
を
前
後
に
分
け
る
大
き
な
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
点
に
お
き
ま

し
て
は
、
高
雄
義
堅
先
生
が
前
期
の
一
番
終
わ
り
、
第
三
期
に
「
宗
派
成
立
時
代
」
と
し
て
、
会
昌
の
法
難
ま
で
を
区
切
ら
れ
る
の
に
は
賛
成
で
き
る
の
で

す。
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
「
三
武
一
宗
」
の
一
番
最
初
の
法
難
、
す
な
わ
ち
北
魏
太
武
帝
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
、
四
四
六
年
の
廃
仏
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
。

五
代
十
国
時
代
に
、
後
周
の
世
宗
が
起
こ
し
た
廃
仏
、
こ
の
一
番
最
後
に
あ
た
る
「
一
二
武
一
宗
」
の
「
一
宗
」
事
件
は
、
廃
仏
と
し
て
把
え
る
べ
き
で
は
な

く
、
唐
の
太
宗
•
玄
宗
•
徳
宗
な
ど
が
断
行
し
た
教
団
粛
清
策
と
、
ま
っ
た
く
同
一
次
元
で
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
お
き
ま
し
た
。
そ
う

し
た
意
味
で
北
魏
太
武
帝
の
廃
仏
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
こ
れ
が
一
番
重
要
な
問
題
に
な
っ
て
こ
よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
北
魏
の
廃
仏
事
件
は
ど
う
し

て
起
こ
っ
た
の
か
。
こ
れ
を
少
し
紹
介
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

史
料

(
l
)

諸
有
仏
図
形
像
及
胡
経
、
尽
皆
撃
破
焚
焼
、
沙
門
無
少
長
悉
坑
之
。
（
『
魏
書
』
釈
老
志
）

そ

う

り

ょ

こ

と

ご

と

あ

な

う

あ

ら

ゆ

諸
有
る
仏
図
・
形
像
及
び
胡
経
は
、
尽
ご
と
く
皆
て
撃
破
し
焚
焼
せ
よ
。
沙
門
は
少
長
と
無
く
悉
く
こ
れ
を
坑
め
に
せ
よ
。

太
武
帝
の
廃
仏
事
件
の
と
き
の
詔
勅
の
文
言
で
あ
り
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
仏
図
、
仏
の
形
像
、
及
び
胡
経
、
つ
ま
り
仏
教
の
経
典
は
、
こ
と
ご
と
く
皆
、
撃
破

焚
書
し
、
沙
門
は
少
長
と
な
く
悉
く
こ
れ
を
坑
う
め
に
し
ろ
、
と
。
秦
の
始
皇
帝
が
儒
家
・
学
者
を
坑
う
め
に
し
た
と
い
う
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
っ

た
く
同
じ
よ
う
な
命
令
を
下
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
太
武
帝
は
、
北
魏
の
三
代
目
に
当
た
る
わ
け
で
す
が
、
当
時
、
征
服
王
朝
成
立
し
た
て
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
漠
民
族
を
い
か
に
統
治
す
る
か
が
、
大
変

な
問
題
と
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
都
は
、
現
在
の
万
里
の
長
城
の
北
方
に
、
大
同
と
い
う
と
こ
ろ
、
有
名
な
雲
尚
大
石
窟
の
あ
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
の
地
域

を
平
城
と
呼
び
都
と
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
強
行
さ
れ
廃
仏
事
件
で
あ
り
ま
す
。
太
平
真
君
七
年
（
四
四
六
）
に
発
令
さ
れ
て
、
次
の
文
成
帝
の
時
代
に
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仏
教
の
復
興
が
命
じ
ら
れ
る
ま
で
七
年
に
わ
た
り
、
廃
仏
が
続
行
さ
れ
た
と
い
う
も
の
。
そ
の
廃
仏
の
原
因
に
な
っ
た
の
は
、
当
時
抜
擢
し
た
漢
人
出
身
の
、

漢
族
の
中
で
も
名
門
中
の
名
門
、
崖
氏
一
族
の
崖
浩
と
い
う
人
物
で
、
孔
子
な
ど
も
理
想
と
し
た
古
代
周
王
朝
の
政
治
を
理
想
と
し
て
、
そ
の
再
現
を
図
ろ
う

と
し
た
。
そ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
い
ま
被
支
配
者
階
級
に
陥
さ
れ
て
い
る
漢
民
族
の
復
権
と
い
う
狙
い
が
意
識
の
中
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
漢
民
族
の
復

権
、
地
位
の
復
活
を
目
指
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
政
治
改
革
を
試
み
る
の
で
す
。
の
ち
の
ち
北
魏
王
朝
も
漢
化
政
策
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
当

初
、
民
族
的
な
対
立
が
強
か
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
崖
浩
の
改
革
に
、
太
武
帝
も
は
じ
め
は
同
調
す
る
。
ま
た
こ
の
崖
浩
に
協
力
し
た
の
が
、
寇
謙
之
と
い
う
道
士
で
あ
り
、
こ
の
三
者
が
仏
教
排
斥
に
打

っ
て
出
た
。
寇
謙
之
は
、
当
時
、
新
天
師
道
と
よ
ば
れ
る
も
の
を
設
立
し
て
い
ま
す
が
、
太
平
真
君
思
想
と
い
う
道
教
の
理
念
を
持
ち
込
み
太
武
帝
を
道
君
皇

帝
、
道
教
の
皇
帝
に
仕
立
て
上
げ
よ
う
と
は
か
っ
た
。
た
だ
し
寇
謙
之
は
全
面
的
な
廃
仏
は
反
対
で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
し
か
し
雀
浩
の
意
見
に
押
し

切
ら
れ
た
。
先
ほ
ど
都
が
平
城
に
あ
っ
た
と
申
し
ま
し
た
が
、
こ
の
北
辺
に
位
置
す
る
平
城
に
都
を
置
い
て
い
た
こ
と
、
支
配
力
の
ま
だ
定
ま
ら
な
い
と
き
で

あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
ど
の
程
度
の
規
模
で
廃
仏
が
行
わ
れ
た
の
か
大
変
問
題
で
あ
り
、
あ
る
程
度
、
限
定
さ
れ
た
範
囲
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
大
廃
仏
事
件
と
は
い
え
、
そ
の
実
態
は
後
の
廃
仏
事
件
と
、
比
較
に
な
ら
な
い
規
模
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
廃
仏
事
件
の
行
わ
れ
て
い
る
最
中
、
寇
謙
之
が
死
に
、
そ
の
一
一
年
後
に
は
崖
浩
が
「
国
史
事
件
」
と
い
う
政
変
で
処
刑
さ
れ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
桓
浩

が
死
ん
で
か
ら
二
年
後
に
は
太
武
帝
が
暗
殺
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
に
見
舞
わ
れ
る
の
で
す
が
、
仏
教
信
者
の
ほ
う
で
は
、
こ
れ
は
罪
業
の
故
に
、
と
取
り
沙
汰

さ
れ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
兎
も
角
と
し
て
、
当
事
者
た
ち
が
三
者
三
様
に
相
次
い
で
亡
く
な
り
、
そ
し
て
仏
教
の
復
興
が
実
現
す
る
わ
け
で
す
。

崖
浩
が
殺
さ
れ
た
国
史
事
件
と
い
う
も
の
に
目
を
向
け
ま
す
と
、
こ
れ
は
当
時
の
民
族
間
の
対
立
、
特
に
遊
牧
民
族
が
内
地
へ
入
っ
て
き
て
遊
牧
民
族
を
ベ

ー
ス
に
、
こ
の
北
魏
王
朝
が
成
立
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
漢
民
族
と
遊
牧
民
族
と
の
厳
し
い
確
執
が
続
い
て
い
た
事
実
を
物
語
る
事
件
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
国
史
事
件
の
あ
ら
ま
し
を
ち
ょ
っ
と
紹
介
し
て
お
き
ま
す
と
、
北
魏
王
朝
の
歴
史
を
ま
と
め
な
け
れ
ば
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
ま
で
は
よ
か
っ

た
の
で
す
が
、
雀
浩
が
石
に
刻
ん
で
、
都
平
城
の
西
郊
外
に
こ
の
碑
文
を
立
て
た
の
が
運
の
つ
き
。
そ
の
内
容
た
る
や
、
鮮
卑
族
北
魏
は
鮮
卑
族
の
拓
祓

氏
が
立
て
た
王
朝
で
あ
り
ま
す
の
赤
裸
々
な
姿
を
そ
の
ま
ま
書
い
て
し
ま
っ
た
。
雀
浩
の
狙
い
に
は
お
そ
ら
く
漢
民
族
へ
、
こ
ん
な
文
化
の
低
い
民
族
に

支
配
さ
れ
て
い
る
現
実
を
直
視
し
ろ
、
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
名
門
貴
族
の
出
身
で
あ
る
崖
浩
に
連
な
る
漢
民
族
の
有

力
官
僚
た
ち
が
、
彼
に
加
担
い
た
し
ま
し
た
。
鮮
卑
族
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の
他
の
遊
牧
民
族
の
内
地
移
住
者
の
顔
を
逆
な
で
す
る
よ
う
な
内
容
が
書
か

れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
怒
り
ま
し
た
胡
族
出
身
の
官
僚
た
ち
、
部
族
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
恥
部
を
暴
露
し
た
、
あ
か
ら
さ
ま
に
こ
れ
を

記
し
た
碑
文
内
容
で
あ
る
、
こ
れ
は
絶
対
に
許
せ
な
い
、
と
直
訴
し
た
。
太
武
帝
も
こ
れ
に
従
い
ま
し
て
、

つ
い
に
在
浩
と
そ
の
縁
戚
関
係
に
あ
る
一
族
も
ろ
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と
も
数
百
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
事
件
の
全
容
で
す
。

こ
の
事
件
を
み
ま
し
て
も
、
当
時
の
漢
族
と
胡
族
と
の
確
執
と
い
う
も
の
が
、
い
か
に
深
刻
で
あ
っ
た
か
が
分
り
ま
す
。
史
乗
に
は
仏
教
と
の
関
係
が
殆
ど

語
ら
れ
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
こ
の
民
族
的
な
対
立
に
拍
車
を
か
け
た
の
が
、
仏
教
信
仰
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
な

ぜ
か
と
い
え
ば
、
こ
の
遊
牧
民
族
の
集
落
や
居
住
区
で
、
い
ち
早
く
広
く
仏
教
が
受
容
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
史
書
で
は
、
後
漠
の
明
帝
時
代
に
、
楚
王

英
と
い
う
人
が
、
仏
教
を
一
種
の
マ
ジ
カ
ル
な
も
の
と
し
て
祀
っ
て
い
た
こ
と
が
特
筆
大
書
さ
れ
、
そ
の
ご
も
同
様
の
記
録
が
散
見
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
記
録

に
残
ら
な
い
部
分
と
し
て
、
遊
牧
民
族
と
仏
教
が
一
番
結
び
つ
き
や
す
く
、
彼
ら
に
信
仰
さ
れ
や
す
い
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
胡
族
杜
会
に
お

け
る
仏
教
受
容
は
、
部
族
共
同
体
の
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
政
治
性
に
富
み
、
征
服
王
朝
の
出
現
と
と
も
に
、
国
家
的
な
性
格
と
規
模
を
備
え
る
も
の
。
民
族

的
な
対
立
が
昂
じ
、
夷
秋
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
へ
の
反
発
か
ら
、
つ
い
に
は
弾
圧
事
件
へ
と
、
絡
み
あ
い
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
結
論
か

ら
い
え
ば
、
仏
教
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
遊
牧
民
族
の
あ
り
よ
う
を
否
定
し
、
部
族
国
家
そ
の
も
の
を
も
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
雀
浩
の
事
件
、
そ

れ
か
ら
太
武
帝
の
暗
殺
と
い
っ
た
問
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
だ
今
後
に
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
お
お

よ
そ
、
そ
の
経
緯
だ
け
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。

四
．
民
族
問
題
と
仏
教
信
仰

こ
の
民
族
と
仏
教
信
仰
の
問
題
で
す
が
、
若
干
例
を
挙
げ
て
み
れ
ば
理
解
し
て
い
た
だ
け
ま
し
ょ
う
。
三
国
時
代
か
ら
西
晋
時
代
に
か
け
て
、
徐
々
に
仏
教

が
受
容
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
注
目
す
べ
き
は
、
遊
牧
民
族
の
首
領
た
ち
と
仏
教
と
の
関
係
で
、
こ
れ
は
漢
民
族
の
そ
れ
と
は
か
な
り
様
相
が
違
う
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。
例
え
ば
、
ち
ょ
う
ど
五
胡
十
六
国
時
代
、
北
涼
と
い
う
王
国
が
で
き
ま
し
た
。
匈
奴
出
身
の
王
国
で
す
が
、
建
国
者
の
氾
渠
蒙
遜
と
い
う
人
物
は
、

あ
の
甘
粛
回
廊
地
帯
と
よ
ば
れ
る
敦
煙
へ
抜
け
る
と
こ
ろ
に
、
張
腋
を
都
と
し
て
自
ら
河
西
王
と
号
し
、
小
さ
な
王
国
を
創
建
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

王
国
に
対
し
、
北
魏
の
太
武
帝
が
い
ろ
い
ろ
な
圧
力
を
か
け
た
結
果
、
と
う
と
う
北
魏
に
屈
服
し
ま
し
て
、
涼
王
と
い
う
号
を
太
武
帝
か
ら
も
ら
い
、
一
応
の

妥
協
が
成
立
す
る
。
こ
の
温
渠
蒙
遜
の
と
こ
ろ
に
、
仏
教
史
の
上
で
は
大
変
有
名
な
曇
無
識
と
い
う
訳
経
事
業
そ
の
他
で
大
変
活
躍
を
し
た
人
物
が
参
り
ま
し

た
。
汎
梁
蒙
遜
は
、
彼
を
大
変
重
ん
じ
国
政
の
顧
問
と
し
た
の
で
す
が
、
こ
の
曇
無
識
の
優
れ
た
才
能
の
う
わ
さ
を
聞
い
た
太
武
帝
が
、
是
非
と
も
北
魏
の
都

に
迎
え
た
い
、
彼
を
よ
こ
せ
と
い
う
命
令
を
下
し
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
氾
渠
蒙
遜
は
こ
れ
を
き
っ
ぱ
り
と
拒
絶
す
る
。
怒
っ
た
太
武
帝
、
「
も
し
言
う
こ
と

を
聞
か
な
け
れ
ば
兵
を
出
し
て
討
つ
ぞ
」
と
お
ど
す
。
こ
の
脅
迫
に
蒙
遜
は
、
ど
う
し
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
「
自
分
の
門
師
で
あ
る
曇
無
識
を
手
放
す
わ
け

に
は
い
か
ん
。
も
し
私
を
殺
す
の
で
あ
れ
ば
、
門
師
と
も
ど
も
死
に
た
い
」
と
頑
な
に
拒
ん
だ
。
そ
れ
で
も
太
武
帝
が
使
者
を
送
り
強
く
要
求
す
る
と
、
汎
渠
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っ
と
端
折
り
ま
し
て
、
次
の
問
題
に
移
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

蒙
遜
は
つ
い
に
曇
無
識
を
殺
し
て
し
ま
う
。
こ
の
悲
劇
に
宗
教
と
政
治
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
遊
牧
国
家
の
大
き
な
特
色
が
出
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

も
う
―
つ
例
を
上
げ
ま
す
と
、
や
は
り
五
胡
十
六
国
の
一
っ
、
少
数
民
族
で
あ
り
ま
す
翔
族
の
後
趙
国
と
い
う
王
朝
を
建
て
た
、
石
勒
と
い
う
人
物
。
こ
の

石
勒
が
、
あ
の
中
国
仏
教
の
祖
と
呼
ば
れ
ま
す
仏
図
澄
と
い
う
イ
ン
ド
の
僧
を
大
変
信
仰
い
た
し
ま
す
。
後
継
者
の
石
虎
も
、
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
仏
図
澄
を

重
ん
じ
た
。
軍
国
の
華
や
か
な
り
し
時
代
で
す
か
ら
、
そ
の
軍
事
行
動
に
ま
で
、
仏
図
澄
の
意
見
を
仰
ぐ
と
い
っ
た
よ
う
な
次
第
で
し
た
。
こ
の
仏
図
澄
を
信

仰
す
る
石
勒
、
石
虎
に
対
し
て
、
時
の
漢
民
族
の
官
僚
で
あ
り
ま
し
た
王
度
が
諫
め
ま
す
。
「
夷
秋
の
宗
教
で
あ
る
仏
教
を
侑
仰
す
べ
き
で
は
な
い
」
、
と
。
こ

れ
に
対
し
て
、
石
虎
が
言
い
放
っ
た
。
「
今
、
中
国
に
君
臨
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
れ
ら
は
も
と
も
と
異
民
族
出
身
で
は
な
い
か
。
夷
秋
の
宗
教
で
あ
る
仏

教
を
尊
崇
す
る
の
は
当
然
で
は
な
い
か
」
と
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
み
て
も
、
民
族
的
な
対
立
と
仏
教
と
の
関
係
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
し
て
も
見
逃
せ
な
い

事
実
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

も
う
―
つ
例
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
と
、
こ
の
仏
図
澄
の
弟
子
で
、
中
国
仏
教
の
父
と
い
わ
れ
る
道
安
と
い
う
僧
が
い
ま
す
。
こ
の
道
安
は
今
で
も
寺
院
で

「
釈
某
」
と
い
う
法
名
を
書
き
ま
す
が
、
仏
教
徒
は
す
べ
て
姓
は
「
釈
」
に
統
一
す
べ
き
だ
と
提
案
し
、
そ
れ
を
実
施
し
た
の
が
こ
の
道
安
で
あ
り
ま
す
。
彼

は
仏
図
澄
の
も
と
で
修
行
し
、
や
が
て
中
国
の
仏
教
界
を
背
負
っ
て
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
道
安
は
仏
図
澄
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
動
乱
の
さ
な
か
、
弟

子
た
ち
を
連
れ
て
流
浪
し
て
歩
き
、
最
後
に
は
五
百
人
ほ
ど
お
り
ま
し
た
弟
子
を
、
各
地
に
分
散
さ
せ
て
危
険
を
避
け
る
と
い
う
手
段
ま
で
講
じ
ま
す
。
自
分

は
有
名
な
諸
葛
孔
明
が
隠
棲
し
て
い
た
襄
陽
の
辺
り
に
落
ち
着
き
、
こ
こ
で
布
教
活
動
を
す
る
。
そ
こ
へ
、
各
地
を
制
圧
し
て
き
ま
し
た
前
秦
国
の
符
堅
が
兵

を
送
り
、
こ
の
襄
陽
を
奪
っ
た
。
道
安
を
と
ら
え
長
安
に
つ
れ
て
帰
る
そ
の
と
き
に
、
符
堅
は
大
臣
に
対
し
て
、
「
わ
れ
は
十
万
の
兵
を
も
っ
て
一
人
半
を
得

た
り
」
と
い
っ
て
驚
か
せ
た
。
道
安
が
一
人
で
あ
り
、
こ
の
道
安
と
大
変
親
し
か
っ
た
習
繋
歯
、
当
時
に
お
け
る
襄
陽
地
域
の
豪
族
で
あ
り
文
人
官
僚
で
も
あ

り
ま
し
た
、
こ
の
習
竪
歯
を
半
人
前
と
計
算
し
ま
し
て
、
「
一
人
半
」
を
得
る
た
め
に
十
万
の
兵
を
派
遣
し
た
と
大
言
壮
語
し
た
く
だ
り
が
あ
る
。
こ
れ
を
見

ま
し
て
も
、
仏
教
と
胡
族
国
家
の
指
導
者
た
ち
と
の
関
係
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
彼
ら
が
こ
れ
ほ
ど
仏
僧
に
執
着
し
た

の
も
、
名
僧
の
知
識
を
政
治
に
利
用
し
国
家
に
稗
益
あ
ら
し
め
よ
う
と
の
魂
胆
が
あ
っ
た
の
は
当
然
な
が
ら
、
胡
族
と
漢
人
の
対
立
紛
争
が
絶
え
ず
両
者
の
融

合
調
和
の
役
を
期
待
し
よ
う
と
の
狙
い
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

二
、
三
の
例
を
上
げ
な
が
ら
お
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
背
後
に
は
大
き
な
民
族
間
の
対
立
抗
争
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
こ
の

遊
牧
民
族
と
仏
教
、
漢
民
族
と
中
国
の
内
地
に
移
住
し
て
き
た
民
族
と
の
問
題
と
い
う
の
は
、

い
ろ
い
ろ
な
面
か
ら
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ち
ょ
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五
仏
教
受
容
と
共
同
体

西
晋
か
ら
五
胡
十
六
国
時
代
に
、
仏
教
受
容
が
飛
躍
的
に
増
大
し
ま
す
。
そ
の
理
由
の
一
っ
と
し
て
、
先
ほ
ど
若
い
こ
ろ
に
集
落
の
あ
り
方
、
共
同
体
と
仏

教
の
問
題
解
明
を
試
み
よ
う
と
志
し
た
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
こ
の
集
落
形
態
、
共
同
体
と
仏
教
の
受
容
を
考
え
て
い
き
ま
す
と
、
こ
の
五
胡
十
六
国
時
代

に
と
り
わ
け
仏
教
信
仰
が
大
き
く
展
開
し
た
原
因
と
背
景
が
分
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
。
そ
こ
で
少
し
こ
の
点
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
前
に
、
お
断
り
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
僧
侶
た
ち
の
ほ
と
ん
ど
が
異
民
族
出
身
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
中
国
人
が
僧
侶
に
な
る
こ
と
を
許
さ
れ
た

こ
れ
を
出
家
公
許
と
い
う
の
は
、
実
は
五
胡
十
六
国
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ま
で
は
殆
ど
の
僧
侶
が
渡
来
僧
で
あ
っ
た
。
こ
の
事

実
は
や
は
り
無
視
で
き
な
い
重
要
な
点
で
す
。
常
識
的
に
み
て
一
般
の
外
国
僧
た
ち
は
、
漢
民
族
の
社
会
よ
り
も
異
民
族
の
集
落
の
ほ
う
が
出
入
り
し
や
す
か

っ
た
、
信
者
を
集
め
や
す
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
番
わ
か
り
や
す
い
も
の
が
、
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
石
勒
、
石
虎
の
、
「
異
民
族
出
身
で
あ
る
か
ら
、

異
民
族
の
宗
教
を
信
仰
す
る
の
に
何
の
問
題
が
あ
る
の
か
」
と
言
っ
た
よ
う
な
反
発
に
つ
な
が
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
を
今
度
は
集
落
か

中
国
の
古
代
と
い
う
の
は
都
市
国
家
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
恩
師
の
宮
崎
市
定
先
生
が
説
か
れ
て
以
来
、
定
説
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
都
市
を
中
心
に

国
家
が
成
立
す
る
。
住
民
た
ち
も
そ
の
城
郭
に
囲
ま
れ
た
都
市
の
中
で
生
活
し
、
そ
し
て
朝
、
日
が
昇
る
と
き
に
門
が
開
か
れ
る
や
耕
作
に
出
か
け
、
そ
し
て

夕
方
、
日
没
と
と
も
に
門
が
閉
じ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
ま
で
に
帰
っ
て
き
て
城
郭
内
で
生
活
す
る
。
こ
う
し
た
こ
と
が
都
市
国
家
の
姿
、
典
型
的
な
城
郭
都
市

の
生
活
ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
都
市
国
家
か
ら
戦
国
時
代
の
領
土
国
家
、
そ
し
て
秦
漢
統
一
帝
国
へ
と
移
行
し
て
い
く
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
部
に
北
と
南
の
ほ
う
と
で
は
状
況
が
違
う
の
で
は
な
い
か
、
内
陸
と
沿
海
地
域
と
も
異
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
た
よ
う
な
意
見

も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
し
か
に
全
土
に
ま
た
が
っ
て
、
こ
の
説
が
そ
の
ま
ま
そ
っ
く
り
当
て
は
ま
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
華
北
で
は
、
お
お
よ
そ

了
承
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
の
都
市
国
家
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
組
織
が
現
わ
れ
る
。
こ
れ
を
「
郷
·
亭
•
里
」
す
な
わ
ち
「
郷
里
」
の
こ
と
ば
の

淵
源
に
な
っ
た
組
織
で
、
城
内
に
膳
垣
を
め
ぐ
ら
せ
た
百
戸
程
度
の
区
画
道
路
で
仕
切
ら
れ
た
も
の
を
「
里
」
と
い
う
を
設
け
た
。
こ
う
い
う
集
落

形
態
が
そ
の
ま
ま
行
政
組
織
と
し
て
使
わ
れ
て
い
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
郷
・
亭
•
里
」
の
組
織
が
、
漠
代
ま
で
に
崩
壊
し
て
い
き
、
そ
の
崩
壊
の
過
程
で

「
緊
」
と
い
う
も
の
を
派
生
す
る
。
「
緊
ま
る
」
、
「
緊
落
」
の
「
取
永
」
と
い
う
字
で
す
。

そ
れ
は
兎
も
角
、
史
料

(
2
)
を
見
て
く
だ
さ
い
。

ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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の
で
す
。

史
料

(
2
)

夏
、
安
漢
公
奏
…
…
郡
国
日
学
、
県
、
道
、
邑
、
侯
国
日
校
。
校
、
学
置
経
師
一
人
。
郷
曰
痒
、
緊
日
序
。
序
、
痒
置
孝
経
師
一
人
。
（
『
漢
書
』
巻
一

二
、
平
帝
紀
、
元
始
三
年
条
）

夏
、
安
漠
公
の
奏
す
ら
く
…
…
郡
国
は
学
と
日
い
、
県
・
道
・
邑
．
侯
国
は
校
と
曰
い
、
校
・
学
に
は
経
師
一
人
を
置
く
。
郷
は
痒
と
日
い
、
緊
は
序
と

日
い
、
序
・
痒
に
は
孝
経
師
一
人
を
置
く
。

こ
の
史
料
で
は
、
安
漠
公
と
い
う
人
が
上
奏
を
し
ま
す
。
こ
の
安
漢
公
と
は
、
漠
の
地
位
を
奪
っ
て
新
と
い
う
国
を
作
っ
た
王
葬
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
安
漢
公
が
上
奏
し
て
、
各
地
域
に
学
校
制
度
を
設
け
る
と
い
う
上
奏
文
の
一
節
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
に
、
郡
国
に
置
か
れ
る
も
の
を
「
学
」
と
い
い
、

当
時
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
行
政
区
画
の
中
に
存
在
し
た
こ
と
を
物
語
る
県
・
道
・
邑
、
そ
れ
か
ら
候
国
諸
侯
の
国
で
す
が
、
こ
こ
に
置
か
れ
る
も
の
を

「
校
」
と
い
い
、
「
学
校
」
と
い
う
言
葉
に
熟
し
て
い
く
。
そ
の
「
学
」
ご
と
に
経
師
一
人
。
儒
教
の
先
生
一
人
を
お
く
。
次
に
、
郷
に
お
か
れ
た
学
校
を

「
痒
」
と
い
う
の
に
対
し
、
緊
に
置
く
も
の
を
「
序
」
と
い
う
。
こ
れ
が
学
校
の
規
模
に
よ
っ
て
、
各
集
落
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
い
く
話
な
の
で
す
け
れ
ど

も
、
「
緊
」
と
い
う
も
の
が
生
れ
重
要
な
行
政
区
画
の
一
角
を
占
め
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
痒
と
序
に
は
孝
経
師
一
人
、
親
孝
行
の
『
孝

経
』
は
大
事
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
孝
経
師
一
人
を
置
く
と
い
う
提
案
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
、
漠
の
集
落
制
度
の
崩

壊
過
程
、
そ
れ
か
ら
再
組
織
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
く
る
貴
重
な
史
料
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
緊
で
さ
え
も
、
後
漢
時
代
に
な
り
ま
す
と
、
崩
れ
て
行

そ
の
集
落
、
都
市
生
活
が
崩
れ
て
い
く
姿
は
、
史
料

(
3
)

く
こ
と
に
な
る
。

の
中
に
出
て
お
り
ま
す
。

史
料

(
3
)

跨
有
新
興
・
雁
門
•
西
河
•
太
原
•
上
党
•
上
郡
之
地
。
塁
壁
三
百
余
。
胡
晋
十
余
万
戸
。
（
『
晋
書
』
巻
―10
、
慕
容
偶
伝
）

新
興
・
雁
門
•
西
河
•
太
原
・
上
党
•
上
郡
の
地
を
跨
有
し
、
塁
壁
三
百
余
、
胡
・
晋
は
十
余
万
戸
な
り
。

新
興
、
雁
門
、
西
河
、
太
原
、
上
党
、
上
郡
と
い
っ
た
よ
う
な
地
名
が
出
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
南
流
し
て
い
く
黄
河
の
右
側
、
太
行
山
脈
と
黄
河
の

間
に
挟
ま
っ
た
地
域
で
あ
り
ま
す
。
五
胡
十
六
国
時
代
の
こ
と
、
こ
こ
に
塁
壁
一
二
百
余
、
胡
晋
十
余
万
戸
を
跨
有
し
た
と
い
う
。
こ
の
塁
壁
と
い
う
言
葉
を
、

少
し
記
憶
に
残
し
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
。
緊
の
場
合
も
そ
う
で
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
塁
と
壁
、
こ
れ
こ
そ
所
謂
都
市
生
活
が
崩
壊
し
て
い
く
、
あ
る
い

は
ま
た
郷
亭
里
の
行
政
組
織
が
崩
壊
し
て
い
く
途
中
に
、
生
れ
て
く
る
集
落
形
態
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
緊
が
生
ま
れ
育
っ
て
い
く
時
代
と
、
仏
教
が
伝
来
し
た

時
期
と
重
な
り
合
い
、
こ
の
塁
•
壁
と
い
っ
た
よ
う
な
集
落
が
で
き
あ
が
っ
て
い
く
と
き
が
、
ち
ょ
う
ど
仏
教
が
急
激
な
広
が
り
を
み
せ
て
い
く
時
代
に
当
る - 11 -



次
の
史
料
を
見
て
下
さ
い
。

か
ら
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
集
落
形
態
の
変
遷
に
は
戦
乱
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
城
郭
都
市
が
攻
撃
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
い
た
住
民
た
ち
は
、
郭
外
に
逃

げ
出
し
て
い
く
。
彼
ら
は
お
お
む
ね
、
一
族
の
リ
ー
ダ
ー
格
に
率
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
地
縁
関
係
か
ら
、
そ
の
地
域
の
リ
ー
ダ
ー
に
率
い
ら
れ
て
城
郭
生
活
を

棄
て
、
散
村
形
式
を
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
生
活
を
営
む
。
こ
の
新
し
い
集
落
を
作
る
と
き
に
、
盗
賊
や
敵
軍
が
攻
め
て
く
る
の
で
、
自
衛
策
を
講
じ
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
当
然
、
そ
れ
を
リ
ー
ド
し
て
い
く
人
々
も
、
私
財
を
投
じ
て
防
禦
の
た
め
の
設
備
を
整
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
劉
氏
緊
や
猪
氏
緊
の
よ
う
に

色
々
名
称
が
違
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
緊
に
は
漢
末
の
、
塁
•
壁
成
立
の
背
景
に
は
、
後
漢
末
、
三
国
時
代
、
そ
し
て
西
晋
時
代
へ
と
つ
づ

く
戦
乱
の
爪
あ
と
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
ま
読
み
ま
し
た
よ
う
に
従
来
み
ら
れ
た
緊
に
か
わ
っ
て
塁
•
壁
・
堡
あ
る
い
は
垢
と
い
っ
た
も
の
が
相
次
い
で
現
れ
て
く
る
、
こ
れ
が
後
漠
末
、
三
国
時

代
の
集
落
形
態
の
変
遷
の
特
色
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
楊
貴
妃
が
殺
さ
れ
ま
し
た
有
名
な
馬
塊
披
は
後
に
馬
塊
駅
と
い
う
駅
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
馬
塊
の
名
前

が
出
て
く
る
最
初
は
晋
の
時
代
で
、
そ
の
時
に
は
馬
塊
堡
と
い
っ
た
。
ま
さ
に
集
落
形
態
の
一
っ
と
し
て
生
れ
た
の
が
馬
塊
堡
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う

と
思
い
ま
す
。
で
、
こ
の
塁
•
壁
・
堡
の
他
に
埠
と
い
う
も
の
も
出
て
く
る
。
こ
れ
は
な
か
な
か
説
明
さ
れ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
黄
土
を
盛
り
、
土

を
焼
い
て
固
め
た
姿
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
理
解
し
て
お
り
ま
す
が
、
是
非
は
と
も
か
く
と
し
て
、
塁
や
壁
、
堡
な
ど
と
は
、
ち
ょ
っ
と
違
う
ス
タ
イ
ル
を
備
え

「
塁
」
は
、
今
「
塁
を
埋
め
る
」
と
い
う
塁
の
字
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
土
を
積
ん
で
固
め
て
い
く
方
法
、

土
を
盛
り
、
ま
た
固
め
て
い
く
版
築
様
式
で
築
か
れ
た
も
の
、
こ
の
形
状
を
塁
と
い
う
字
で
表
現
す
る
訳
で
あ
り
ま
す
。

「
壁
」
も
同
様
な
形
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
塁
よ
り
も
、
も
う
ち
ょ
っ
と
簡
単
な
も
の
で
あ
り
、
た
だ
簡
単
に
固
め
た
カ
ベ
が
突
っ
立
っ
て
い
る
状

況
、
風
や
寒
さ
を
防
ぐ
程
度
の
も
の
を
壁
と
い
う
語
で
言
い
表
す
訳
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
壁
立
、

カ
ベ
を
立
て
る
と
書
い
て
、
貧
乏
の
極
に
あ
る
姿
を
表
現
し

ま
す
よ
う
に
風
や
寒
さ
を
よ
う
や
く
防
ぐ
程
度
の
も
の
、
そ
れ
を
壁
と
い
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
堡
も
同
様
に
、
土
塁
を
築
き
な
が
ら
、
こ
れ
は
大
変
頑
丈
に
固
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
は
黄
河
の
屈
折
す
る
所
に
位
置
す
る
滝
関
と
い
う
、

あ
の
唐
と
安
禄
山
の
軍
と
が
激
突
し
た
遺
蹟
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
行
き
ま
し
て
、
あ
っ
、
堡
と
い
う
の
は
こ
う
い
う
形
か
、
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
土
壁

を
見
学
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
堡
も
い
さ
さ
か
壁
に
比
べ
る
と
頑
丈
な
造
り
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
あ
く
ま
で
集
落
を
防
衛
す
る
手
立
て
と

し
て
、
使
わ
れ
た
も
の
。
堡
塞
と
か
堡
塁
と
い
っ
た
よ
う
な
言
葉
も
熟
語
と
し
て
出
て
く
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
こ
の
後
漢
末
、
三
国
時
代
の
頃

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

つ
ま
り
土
を
突
き
固
め
て
、
そ
の
上
に
ま
た
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っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

史
料

(
4
)

晋
義
熙
中
、
共
長
安
人
行
長
生
、
立
寺
於
京
師
破
嗚
村
中
。
（
『
高
僧
伝
』
巻
―
―
―
-
、
僧
慧
伝
）

晋
の
義
熙
中
、
長
安
の
人
行
長
生
と
共
に
、
寺
を
京
師
の
破
垢
村
中
に
立
つ
。

こ
の
京
師
と
い
う
の
は
都
の
こ
と
で
、
現
在
の
南
京
地
域
を
指
し
ま
す
。
こ
の
南
京
固
辺
で
破
埠
と
い
う
村
の
名
前
が
出
て
き
て
い
る
。
寺
を
京
師
の
破
垢

村
中
に
立
て
た
と
は
、
所
謂
埠
壁
が
つ
ぶ
れ
て
、
こ
の
つ
ぶ
れ
た
地
域
へ
、
ま
た
新
た
に
住
民
が
集
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
物
語
る
文
言
で
あ
り
ま
す
。
破
垢
村

と
い
う
名
前
か
ら
東
晋
時
代
、
こ
う
い
う
埠
が
作
ら
れ
て
は
崩
れ
、
作
ら
れ
て
は
削
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
し
た
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。
こ
の
埠
や
堡
や
塁
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、
や
が
て
「
村
」
と
い
う
集
落
形
態
が
生
れ
て
く
る
。
こ
の
村
の
成
立
に
つ
い
て
は
多
く
の
研
究
が
あ
り
ま
す

が
、
元
々
こ
の
「
村
」
と
い
う
字
が
あ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
村
」
字
が
文
献
に
現
わ
れ
る
最
初
は
や
は
り
三
国
・
西
晋
時
代
で
「
純
」
、
そ
し
て

「
祁
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
純
と
い
う
木
偏
の
字
は
、
漆
科
の
植
物
で
あ
り
、
恐
ら
く
集
落
防
衛
の
た
め
に
植
え
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
集

は
ぜ

落
の
周
辺
に
、
こ
の
「
純
」
と
い
う
木
を
植
え
た
の
は
、
―
つ
に
は
、
こ
の
飩
か
ら
漆
を
採
取
す
る
実
利
的
な
面
と
、
そ
れ
か
ら
防
衛
に
お
い
て
は
櫨
に
負
け

や
す
い
人
は
よ
く
お
分
か
り
で
し
ょ
う
が
、
な
か
な
か
触
り
た
く
な
い
。
私
な
ど
は
傍
に
近
づ
い
た
だ
け
で
か
ぶ
れ
て
く
る
体
質
で
す
が
、
こ
う
し
た
も
の
を

植
え
て
、
集
落
を
防
衛
し
て
い
く
方
策
が
元
々
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

漢
の
時
代
に
は
屯
田
の
屯
と
い
う
も
の
が
置
か
れ
た
。
よ
く
知
ら
れ
た
の
で
は
、
趙
充
国
と
い
う
人
物
が
進
言
し
て
、
城
郭
都
市
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
そ

の
各
地
郊
外
の
重
要
な
所
に
集
落
を
作
り
、
そ
こ
へ
兵
隊
を
お
い
て
、
普
段
に
は
農
耕
を
、
一
旦
緩
急
あ
る
時
に
は
、
武
器
を
と
っ
て
戦
う
と
い
う
、
自
給
自

足
を
ま
じ
え
て
実
施
し
た
の
が
、
こ
の
屯
で
あ
り
、
そ
こ
も
ま
た
土
壁
で
囲
ま
れ
た
地
域
で
あ
っ
た
が
た
め
に
、
祁
の
字
が
生
れ
て
く
る
の
で
す
。
最
初
は
、

「
飩
」
の
字
を
使
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
や
が
て
「
祁
」
の
字
が
生
れ
、
こ
の
字
か
ら
「
村
」
の
字
が
生
れ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
「
村
」

の
字
の
成
立
で
あ
り
三
国
時
代
か
ら
五
胡
十
六
国
の
時
代
が
、
そ
の
成
立
の
上
限
で
は
な
い
か
、
そ
う
い
う
風
に
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
攻
撃
目
標
と

な
る
城
郭
都
市
の
崩
壊
、
そ
の
過
程
か
ら
生
れ
て
き
た
集
落
形
態
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
珍
し
い
桂
の
字
、
実
は
『
書
経
』
の
馬
貢
に
、
漆
に
似
た

こ
の
木
の
産
地
と
し
て
、
揚
子
江
の
中
流
域
に
あ
り
三
国
時
代
に
は
大
変
重
要
な
地
域
と
な
っ
た
荊
州
と
い
う
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
荊
州
の
産
物
と
し
て
、

飩
の
字
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
実
利
を
求
め
て
の
も
の
だ
ろ
う
と
、
私
は
推
測
す
る
の
で
す
。
当
然
の
こ
と
防
禦
も
兼
ね
る
、
両
面
を
持
た
せ
た
木
で
あ

い
ま
、
こ
の
三
国
時
代
か
ら
西
晋
の
時
代
、
そ
れ
か
ら
五
胡
十
六
国
の
時
代
に
「
村
」
と
い
う
字
が
生
れ
て
き
た
と
言
い
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
も
ご
承
知
の

あ
の
有
名
な
陶
淵
明
、
『
五
柳
先
生
伝
』
の
ほ
か
に
、
我
々
に
も
馴
み
の
『
桃
花
源
記
』
を
書
い
た
陶
淵
明
の
詩
の
中
に
「
田
園
に
帰
る
の
歌
」
と
い
う
の
が

あ
り
ま
す
。
官
を
辞
し
て
田
園
に
帰
っ
て
行
く
と
い
う
心
情
を
歌
い
上
げ
て
お
り
ま
す
。
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依
依
墟
里
姻

狗
吠
深
巷
中

楡
柳
蔭
後
箸

桃
李
羅
堂
前

曖
曖
遠
人
村

開
荒
南
野
際

守
拙
帰
園
田

方
宅
十
余
畝

草
屋
八
九
間

草
屋
は
八
•
九
間

楡
柳
は
後
蒼
を
蔭
い

つ
ら

桃
李
は
堂
前
に
羅
な
る

曖
曖
た
り
遠
人
の
村

依
依
た
り
墟
里
の
姻

狗
は
吠
ゆ
深
巷
の
中

い
た
だ
さ

鶏

鳴

桑

樹

顛

鶏

は

鳴

く

桑

樹

の

顛

（

『

陶

淵

明

集

』

巻

二

、

「

帰

園

田

居

五

首

」

其

一

）

「
曖
曖
た
り
、
遠
人
の
村
」
お
ぽ
ろ
に
か
す
む
遠
い
村
、
陶
淵
明
の
時
代
に
は
恐
ら
く
、
こ
の
村
と
い
う
字
が
、
定
着
し
は
じ
め
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

物
語
る
。
こ
の
「
曖
曖
た
り
、
遠
人
の
村
」
の
姿
に
、
仙
境
と
も
い
う
べ
き
理
想
郷
を
描
き
出
し
て
行
く
。
「
依
依
た
り
墟
里
の
姻
」
は
、
な
つ
か
し
げ
に
立

、、

ち
の
ぼ
る
里
の
炊
煙
ー
あ
る
い
は
も
や
ー
と
解
さ
れ
る
の
が
普
通
で
す
が
、
村
と
対
比
し
、
城
里
が
癖
条
と
荒
れ
果
て
て
、
そ
こ
か
ら
細
ぼ
そ
と
煙
が
立
ち
の

ぽ
る
風
情
、
村
と
城
郭
都
市
と
の
、
あ
い
反
す
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
た
句
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
村
と
い
う
字
の
成
立
し
た
時
代
が
お
よ
そ
見
当

が
つ
く
よ
う
で
す
。

も
う
―
つ
、
勝
手
な
こ
と
を
申
し
ま
す
と
、
こ
の
陶
淵
明
が
書
い
た
『
桃
花
源
記
』
に
よ
っ
て
「
桃
源
郷
」
と
い
う
言
葉
が
生
れ
ま
す
が
、
こ
の
「
桃
源

郷
」
は
正
し
く
な
く
、
「
桃
源
村
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
あ
の
湖
南
省
の
武
陵
県
、
そ
こ
に
武
陵
山
と
い
う
山
が
あ
り
、
こ
の
山
に
分
け
入
っ
た
と
こ

ろ
、
秦
の
子
孫
た
ち
が
、
の
ん
び
り
と
豊
か
に
暮
ら
し
て
い
た
集
落
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
日
本
で
言
え
ば
、
五
箇
荘
を
初
彿
さ
せ
る
も
の
で

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
桃
源
郷
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、
陶
淵
明
の
「
田
園
に
帰
る
の
歌
」
と
対
比
し
て
も
、
恐
ら
く
「
郷
」
で
は
な
く
て
「
桃
源
村
」
と

い
っ
た
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

私
も
研
究
し
ま
し
た
鄭
道
元
の
『
水
経
注
』
を
み
て
み
ま
す
と
、
華
北
だ
け
で
は
な
く
、
江
南
一
帯
に
も
こ
う
い
う
村
々
が
出
来
つ
つ
あ
っ
た
の
が
よ
く
分

か
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
稽
胡
の
集
落
と
み
ら
れ
る
「
胡
村
」
と
か
「
村
燎
」
な
ど
、
異
民
族
、
少
数
民
族
の
名
を
頭
に
の
せ
た
村
の
名
前
が
た
く
さ
ん
出
て

き
ま
す
。
東
洋
史
関
係
の
方
に
は
常
識
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
遊
牧
民
族
の
攻
勢
に
あ
い
西
晋
が
滅
び
ま
す
。
八
王
の
乱
か
ら
永
嘉
の
乱
の
混
乱
時
期
に
、
北
方

の
漢
民
族
が
南
の
方
へ
大
挙
し
て
移
っ
て
い
く
と
、
そ
こ
に
勝
手
に
入
り
込
ん
で
居
住
で
き
た
か
と
い
う
と
、
江
南
の
豪
族
や
、
土
着
の
住
民
た
ち
の
反
発
を

方
宅
は
十
余
畝

拙
を
守
っ
て
園
田
に
帰
る

荒
を
南
野
の
際
に
開
か
ん
と
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と
な
す
。

く
だ
さ
い
。

こ
う
し
た
集
落
形
態
と
仏
教
の
問
題
と
い
う
も
の
を
リ
ン
ク
さ
せ
れ
ば
、
五
胡
十
六
国
時
代
か
ら
以
降
、
顕
著
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
仏
教
信
仰
の
団
体
が

家
族
単
位
、
集
落
単
位
、
そ
れ
か
ら
県
単
位
で
組
織
さ
れ
ま
し
て
、
仏
教
信
者
を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
史
料

(
5
)
を
み
て

史
料

(
5
)

晋
義
熙
中
、
新
陽
県
虎
災
、
県
有
大
社
、
樹
下
築
神
廟
、
左
右
居
民
以
百
数
、
遭
虎
死
者
夕
有
一
両
…
…
士
庶
宗
奉
、
虎
災
由
此
而
息
。
因
改
神
廟
、
留

（

法

）

安

立

寺

、

左

右

田

園

皆

捨

為

衆

業

。

（

『

高

僧

伝

』

巻

六

、

法

安

伝

）

晋
の
義
熙
中
、
新
陽
県
に
虎
災
あ
り
。
県
に
大
社
有
り
て
、
樹
下
に
神
廟
を
築
く
。
左
右
の
居
民
は
百
を
以
っ
て
数
う
。
虎
に
遭
い
て
死
す
る
者
、
夕
に

一
両
有
り
。
…
…
士
庶
宗
奉
す
れ
ば
、
虎
災
此
れ
に
由
り
て
息
む
。
因
り
て
神
廟
を
改
め
、
安
を
留
め
て
寺
を
立
つ
。
左
右
の
田
園
は
皆
な
捨
し
て
衆
業

『
高
僧
伝
』
巻
六
の
法
安
伝
に
、
今
の
湖
北
省
の
京
山
県
で
虎
の
害
を
救
っ
た
話
が
見
え
ま
す
。
県
に
大
社
が
あ
り
鎖
守
の
森
を
め
ぐ
っ
て
数
百
の
住
民
が

お
り
、
虎
災
に
苦
し
ん
で
い
た
が
、
法
安
の
功
徳
に
救
わ
れ
、
住
民
た
ち
は
神
廟
を
す
て
て
法
安
の
寺
と
し
、
周
囲
の
田
圃
を
寄
捨
し
た
と
い
う
も
の
。
神
廟

を
中
心
と
す
る
共
同
体
の
秩
序
が
、
土
着
信
仰
で
あ
る
社
を
す
て
て
、
寺
院
を
主
と
す
る
秩
序
に
染
め
か
え
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
る
。
虎
災
を
戦
乱
や
賊
盗
に

置
き
か
え
れ
ば
、
外
敵
に
よ
り
崩
さ
れ
る
郷
村
共
同
体
の
秩
序
回
復
に
、
再
組
織
に
果
た
し
た
仏
教
教
団
を
想
定
で
き
る
の
で
す
。
結
論
か
ら
申
し
て
お
き
ま

す
と
、
法
社
と
か
義
邑
と
よ
ば
れ
る
信
仰
団
体
が
組
織
さ
れ
ま
す
。
こ
の
義
邑
は
北
朝
の
系
統
に
属
し
、
法
社
は
南
朝
系
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
義
邑
の
ル

ー
ツ
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、
法
社
の
方
は
先
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
道
安
の
高
弟
で
、
薩
山
の
慧
遠
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
、
「
白
蓮
社
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ

を
組
織
し
ま
す
。
こ
の
白
蓮
社
が
、
信
仰
団
体
で
あ
る
法
社
へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
是
非
は
と
も
か
く
、
中
国
古
来
の
春
秋
二
社
と

の
で
す
。

く
い
、
彼
等
は
な
か
な
か
す
ん
な
り
と
は
住
め
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
遡
っ
て
考
え
れ
ば
、
北
の
方
で
は
後
漠
時
代
か
ら
遊
牧
民
族
た
ち
が
強
制
的
に
徒
さ
れ
た

り
、
自
分
た
ち
が
流
入
し
た
り
し
て
、
集
落
を
作
っ
て
住
ん
で
い
ま
し
た
が
、
彼
等
は
決
し
て
都
市
生
活
を
営
ん
だ
の
で
は
な
く
、
漢
人
が
生
活
し
て
い
る
都

市
と
都
市
の
間
に
、
小
さ
な
村
落
を
作
り
な
が
ら
住
ん
で
お
っ
た
。
有
名
な
話
で
す
が
、
五
胡
十
六
国
の
後
趙
の
建
国
者
石
勒
は
、
上
党
郡
武
郷
県
出
身
の
翔

人
で
「
年
十
四
、
邑
人
に
随
い
洛
陽
に
行
販
す
」
つ
ま
り
武
郷
県
城
に
住
む
漢
人
に
つ
れ
ら
れ
、
洛
陽
に
商
売
に
行
っ
て
い
た
と
い
う
、
胡
人
が
城
外
に
住
ん

で
い
た
証
拠
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
を
雑
居
・
雑
処
・
雑
住
な
ど
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
も
う
常
識
的
な
こ
と
な
ん
で
す
が
、
こ
の
雑
居
の
状
態
が
、
実
は
北

か
ら
南
へ
流
れ
込
ん
だ
華
北
の
漢
人
た
ち
の
、
南
に
お
け
る
姿
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
む
し
ろ
北
で
は
都
市
を
攻
撃
し
た
少
数
民
族
、
遊
牧
民
族
た
ち
が
、

大
量
の
漢
人
を
虐
殺
し
て
、
都
市
離
れ
し
た
漠
人
た
ち
に
か
わ
り
、
城
郭
の
中
に
入
り
込
ん
で
生
活
を
す
る
、
主
客
転
倒
し
た
形
で
の
居
住
形
態
が
み
ら
れ
た

-15-



二
つ
の
造
像
記

こ
の
法
社
あ
る
い
は
義
邑
と
い
っ
た
も
の
が
、
南
北
朝
時
代
か
ら
組
織
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
家
族
単
位
の
信
仰
で
あ
り
、

そ
し
て
集
落
を
網
羅
し
た
信
仰
団
体
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
例
と
し
て
二
つ
ほ
ど
、
仏
像
を
彫
造
す
る
グ
ル
ー

プ
、
い
わ
ゆ
る
造
像
銘
と
い
う
も
の
を
、
紹
介
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

延
昌
元
年
歳
次
壬
辰
十
一
月

T
亥
朔
四
日
清
信
士
弟
子

劉
洛
真
兄
弟
為
亡
父
母
敬
造
弥
勒
像
二
区
使
亡
父
母
託

生
紫
微
安
楽
之
処
還
願
七
世
父
母
師
僧
脊
属
見
在
居
門

老
者
延
年
少
者
益
等
使
法

D
D生
一

時

□

仏

咸

願

如

是

（

『

金

石

苧

編

』

巻

二

十

七

）

こ
れ
は
五
―
二
年
の
史
料
で
す
が
、
延
昌
元
年
の
十
一
月
四
日
に
、
こ
の
造
像
記
を
造
っ
た
と
い
う
こ
と
が
最
初
に
記
さ
れ
て
お
り
、
一
清
信
士
、
弟
子
の

劉
洛
真
兄
弟
が
協
力
し
て
、
亡
き
父
母
の
た
め
に
敬
ん
で
弥
勒
像
二
躯
を
造
り
、
亡
き
父
母
を
し
て
生
を
紫
微
安
楽
之
処
に
託
せ
し
め
ん
と
す
る
」
、
つ
ま
り

極
楽
浄
土
に
い
け
ま
す
よ
う
に
功
徳
を
お
願
い
し
た
い
、
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
紫
微
安
楽
之
処
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
教
理
的
に
大
変
問
題
に
な

る
所
で
す
け
れ
ど
も
、
一
応
割
愛
し
て
お
き
ま
す
。
そ
し
て
、
「
還
た
願
わ
く
ば
七
世
の
父
母
」
、
七
代
の
祖
、
こ
れ
は
宗
廟
の
祭
り
な
ん
か
と
も
密
接
な
関
係

が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
次
ぎ
に
「
師
僧
」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
師
僧
こ
そ
法
社
や
義
邑
を
リ
ー
ド
す
る
お
坊
さ
ん
の
こ
と
で
、
民
間
の
教
化
に
あ

た
り
、
彼
ら
は
各
地
を
行
脚
し
な
が
ら
、
こ
う
い
う
信
仰
団
体
を
作
り
上
げ
て
い
く
。
彼
ら
は
信
仰
の
面
だ
け
で
な
く
私
生
活
へ
の
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
、
子
供
の

教
育
や
学
間
指
導
に
当
っ
た
。
マ
イ
ナ
ス
面
も
含
め
て
家
族
と
深
く
結
び
つ
き
、
法
事
な
ど
宗
教
行
事
を
通
じ
て
一
族
の
結
び
つ
き
、
あ
る
い
は
地
域
の
親
睦

を
固
め
る
役
割
を
荷
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
具
体
的
な
姿
が
こ
の
「
師
僧
」
と
い
う
言
葉
に
如
実
に
現
れ
て
お
り
ま
す
が
、
「
師
僧
・
脊
属
・
現
在
の

い
ち
も
ん

居
門
の
年
取
っ
た
者
、
老
い
た
る
者
は
年
を
延
ば
し
、
少
き
者
は
等
を
益
す
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
造
像
銘
の
願
い
と
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
こ

に
家
族
を
単
位
と
し
た
造
像
銘
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
仏
教
信
仰
を
通
じ
て
個
人
の
、
家
族
の
再
結
束
を
は
か
る
場
と
も
な
る
。
も
し
戦
乱
に
あ
っ
た
り
し
た
と

き
に
、
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
一
族
が
再
び
結
び
つ
い
て
血
縁
関
係
を
再
認
識
し
あ
い
、
相
互
扶
助
の
秩
序
を
再
構
築
し
て
い
く
、
そ
れ
に
仏
教
が
大
き
な
役
割

ま
ず
、
「
劉
洛
真
造
像
記
」
と
い
う
も
の
で
す
。

「
劉
洛
真
造
像
記
」 六

い
っ
た
杜
に
由
来
し
て
い
る
と
推
測
で
き
ま
す
。
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邑
正
許
恵
但

邑
老
張
伏
保

邑

主

孟

良

命

趙

当

貴

（

『

金

石

苧

編

』

巻

一

十

八

）

み
な
も
と

こ
の
銘
文
は
、
大
変
に
脱
落
が
多
い
よ
う
で
す
。
「
夫
れ
沖
宗
は
凝
湛
に
し
て
、
妙
像
に
非
ざ
れ
ば
以
て
其
の
原
を
敗
む
る
無
く
、
至
道
は
、
宣
武
帝

の
廟
号
を
使
っ
て
い
る
よ
く
其
の
本
を
尋
ぬ
る
莫
し
」
と
。
こ
の
「
非
詮
」
と
い
う
字
の
下
に
、
お
そ
ら
く
「
詮
論
」
と
「
論
」
の
字
が
抜
け
て
い
る
ん

つ
ま
び

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
ま
た
説
明
し
て
お
り
ま
し
た
ら
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
省
き
ま
す
が
、
「
詮
ら
か
に
こ
れ
を
論
」
じ
な
け
れ
ば
、
と
い
う
韻

を
踏
ん
で
い
る
点
か
ら
み
ま
し
て
も
、
「
論
」
の
字
が
抜
け
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
た
い
。

都
維
那
王
呂
宜

維
那
幸
智
達

維
那
買
勝
羅
門

維
那
張
恵
勝

王
神
龍奴

江
文
宗

張
回
敬

索
弥
保

楽
伏
護

趙
胡
扶

鄭
天
生

楊
恵
抱

枚

新

徳

張

伏

人

趙

道

茂

李

雙

周

張

毛

洛

劉
運
覺

韓
法
智

邑
師
恵
感
口

邑
主
趙
阿
歓

光
明
主
張
恵
普

呂
願
徳

神
亀
二
年
六
月
口

知
識

□
□
口
澤

を
担
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
史
料
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

次
に
「
趙
阿
歓
等
造
像
記
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

「
趙
阿
歓
等
造
像
記
」

夫
沖
宗
凝
湛
非
妙
像
無
以
賎
其
原
至
道
廟
詭
微
非
詮
莫
能

尋
其
本
是
以
闘
口
趙
阿
歓
諸
邑
肝
一
一
人
体
生
滅
之
際
識

去
流
之
分
知
是
浮
雲
今
如
霜
口
故
各
渇
家
財
遥
弥
勒
像

一
区
藉
同
此
福
縁
邑
儀
光
著
道
根
扶
辣
□
外
増

万
吉
寅
侍
龍
花
之
期

□
□
口
欲
因
縁

孫
阿
歓

許
歓
徳

記
功

張
龍
口
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と
も
あ
れ
、
趙
阿
歓
と
い
っ
た
人
た
ち
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
義
邑
の
三
十
二
人
が
結
束
し
て
、
こ
の
造
像
を
企
て
た
、
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
ま

す
。
そ
の
名
前
を
ず
っ
と
見
て
い
き
ま
す
と
、
冒
頭
に
「
神
亀
二
年
六
月
某
日
、
功
を
記
る
」
と
あ
り
、
次
に
「
邑
師
」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
が

先
ほ
ど
み
ま
し
た
「
師
僧
」
に
相
当
す
る
も
の
で
し
て
、
宗
族
の
場
合
に
は
「
家
僧
」
、
「
門
師
」
、
あ
の
温
渠
蒙
遜
が
言
っ
た
「
門
師
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

す
け
れ
ど
も
、
今
度
は
集
落
単
位
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
邑
師
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
。
彼
ら
「
邑
師
」
に
よ
っ
て
、
村
落
が
一
致
団
結
し
て
仏
像

を
造
る
。
あ
る
い
は
二
つ
三
つ
集
落
が
連
合
し
て
一
人
の
僧
侶
を
中
心
に
像
を
造
る
の
に
協
力
す
る
と
い
っ
た
こ
と
が
行
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
大
き
な
も
の
に

な
る
と
、
県
を
単
位
に
数
千
の
家
々
が
ま
と
ま
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
造
像
、
あ
る
い
は
寺
院
を
つ
く
り
、
仏
塔
を
つ
く
り
、
経
典
を
書
写
す
る
な
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
法
事
を
と
り
行
う
の
で
す
が
、
そ
れ
が
、
も
し
戦
乱
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
各
集
落
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
と
す
る
と
、
郷
村
共
同
体
の
再
組
織
に
仏
教
寺
院

な
い
し
は
教
団
の
僧
侶
達
が
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
間
違
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
『
高

僧
伝
』
巻
四
の
法
乗
伝
に
は
、
晋
の
竺
法
護
に
師
事
し
て
い
た
と
き
、
長
安
周
辺
の
豪
族
が
や
っ
て
き
て
、
法
護
の
学
徳
を
た
め
そ
う
と
し
た
。
そ
の
魂
胆
を

ズ
バ
リ
見
抜
か
れ
、
シ
ャ
ッ
ポ
を
脱
い
だ
豪
族
は
、
翌
日
失
礼
を
わ
び
た
上
で
、
そ
の
一
族
百
余
人
を
率
い
て
法
護
に
帰
依
し
、
戒
律
を
受
け
た
い
と
願
っ
た

史
料
に
見
え
る
「
邑
師
」
「
邑
主
」
、
こ
れ
は
聖
俗
両
方
の
リ
ー
ダ
ー
で
す
ね
。
次
に
「
光
明
主
」
、
こ
れ
は
恐
ら
く
蝋
燭
や
線
香
な
ど
を
担
当
し
た
、
布
施

を
し
た
人
た
ち
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
「
都
維
那
」
、
こ
れ
は
実
は
純
然
た
る
仏
教
用
語
で
あ
り
ま
し
て
、
教
団
の
雑
務
を
担
当
す
る
の
が
「
維
那
」
あ
る
い
は

「
都
維
那
」
と
い
う
も
の
な
ん
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
役
職
が
俗
人
に
よ
っ
て
担
当
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
大
変
興
味
深
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
や
が
て

僧
職
・
僧
官
の
名
に
変
化
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
「
維
那
」
の
リ
ー
ダ
ー
格
の
も
の
を
「
都
維
那
」
と
い
い
ま
す
。
銘
文
に
は
「
維
那
」
が
続
け
て
出
て
お

り
、
さ
ら
に
「
邑
正
」
と
い
う
の
が
み
え
ま
す
。
こ
の
「
邑
正
」
は
、
郷
正
・
里
正
の
よ
う
に
そ
の
集
落
の
行
政
関
係
を
担
当
す
る
名
で
、
唐
代
に
生
れ
る

「
坊
正
」
と
か
「
村
正
」
と
い
う
の
と
全
く
同
じ
だ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
「
邑
老
」
、
こ
れ
は
村
の
長
老
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
こ
う
し
た
人
々
が
ず
ら
り
と
名
前

を
連
ね
て
い
る
わ
け
で
す
。
私
は
家
族
を
中
心
と
し
た
信
仰
団
体
、
そ
れ
か
ら
集
落
を
あ
わ
せ
て
の
信
仰
団
体
が
作
ら
れ
た
姿
、
さ
ら
に
県
単
位
で
信
者
が
一

つ
の
信
仰
団
体
と
し
て
作
ら
れ
て
い
く
と
い
う
、
こ
の
過
程
の
姿
を
表
現
し
た
史
料
だ
と
思
い
ま
す
。

も
し
こ
れ
を
悪
用
し
て
い
こ
う
と
す
る
者
が
い
れ
ば
、
こ
の
邑
師
た
ち
が
、
た
と
え
ば
謀
叛
の
気
持
ち
が
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
政
治
的
な
意
図
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
こ
う
し
た
グ
ル
ー
プ
を
統
括
し
て
反
乱
へ
と
導
く
こ
と
も
可
能
で
あ
り
ま
す
。
現
に
南
北
朝
時
代
に
は
盛
ん
に
大
乗
賊
の
反
乱
と
い
う
も
の
が
勃
発

し
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
組
織
が
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
集
落
が
、
こ
の
邑
師
あ
る
い
は
門
師
、
家
僧
な
ど
に
よ

っ
て
率
い
ら
れ
、
い
く
つ
も
の
緊
落
を
連
合
さ
せ
、
一
斉
蜂
起
さ
せ
る
の
は
可
能
だ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ま
す
。

別
の
問
題
に
つ
い
て
最
後
に
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
「
趙
阿
歓
等
造
像
記
」
の
終
わ
り
か
ら
四
行
目
に
「
索
弥
保
」
と
い
う
の
が
出
て
お
り
ま

エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
ま
す
が
、

一
族
ご
と
、
村
落
ご
と
と
い
う
の
が
社
会
通
念
な
の
で
し
た
。
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す
。
こ
の
「
索
」
と
い
う
の
は
異
民
族
出
身
の
姓
で
あ
り
、
有
名
な
唐
の
則
天
武
后
の
時
代
に
は
、
則
天
の
手
足
と
な
っ
て
活
躍
し
た
索
元
礼
と
い
う
人
物
が

お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
も
異
民
族
出
身
で
あ
り
ま
す
。
「
造
像
記
」
に
あ
る
人
び
と
の
中
に
、
従
来
は
対
立
し
て
い
た
は
ず
の
漢
民
族
と
異
民
族
出
身
の
人

た
ち
が
名
前
を
連
ね
て
い
る
と
い
う
点
に
、
こ
の
南
北
朝
時
代
の
終
わ
り
ご
ろ
に
は
も
う
、
漢
民
族
と
異
民
族
と
の
間
が
、
雑
居
の
状
態
で
は
な
く
て
、
い
っ

し
ょ
に
生
活
を
と
も
に
し
て
い
た
姿
を
偲
ぶ
こ
と
が
出
来
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
「
索
弥
保
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
「
楽
伏
護
」

も
、
ど
う
も
異
民
族
出
身
者
の
可
能
性
が
大
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
集
落
生
活
と
密
接
に
関
係
す
る
宗
教
団
休
、
侶
仰
団
体
と
い
う
も
の
が
、
次
第
に
定
着
し
、
広
く
浸
透
し
て
、
隋
唐
時
代
の
仏
教
へ
と
展
開
し
て

い
く
わ
け
で
す
が
、
こ
の
と
き
に
勃
発
い
た
し
ま
し
た
北
周
武
帝
の
廃
仏
事
件
、
こ
れ
は
太
武
帝
の
と
き
の
廃
仏
と
違
い
ま
し
て
、
漢
民
族
、
そ
れ
か
ら
異
民

族
分
け
隔
て
な
く
、
一
緒
に
倍
仰
団
体
を
組
織
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
ま
す
と
、
両
方
の
仏
教
信
者
を
敵
に
回
す
の
は
歴
然
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
北
魏
太
武

帝
の
と
き
の
廃
仏
と
、
北
周
武
帝
の
廃
仏
と
の
間
に
、
大
き
な
違
い
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。

こ
の
「
義
邑
」
、
「
法
杜
」
は
、
仏
教
信
仰
を
紐
帯
と
す
る
組
織
で
あ
っ
て
、
や
が
て
布
施
行
の
一
っ
と
し
て
造
寺
、
造
塔
、
造
像
か
ら
救
済
事
業
、
経
済
活

動
に
及
ん
で
、
轡
の
時
代
に
は
、
知
識
人
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
一
般
民
衆
の
間
に
も
広
く
浸
透
し
て
ま
い
り
ま
す
。
香
火
社
、
西
方
社
、
法
華
杜
、
米
杜
、

あ
る
い
は
蓮
社
と
い
っ
た
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
形
や
名
称
を
み
せ
ま
す
が
、
代
表
的
な
も
の
は
、
あ
の
白
楽
天
が
組
織
い
た
し
ま
し
た
法
社
で
す
。
白
楽
天
の

「
華
厳
杜
石
記
」
の
中
に
記
し
た
も
の
に
よ
り
ま
す
と
、
華
厳
社
と
い
う
信
仰
団
体
を
組
織
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
長
慶
三
年
（
八
ニ
―
-
）
に
杭
州
竜
興

寺
僧
で
あ
る
南
操
の
華
厳
杜
に
加
わ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
友
人
の
江
州
興
果
寺
の
神
湊
が
香
火
社
を
結
ん
で
お
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
ら
し
い
。
の
ち

上
生
会
と
い
う
信
仰
団
体
を
組
織
し
ま
す
が
、
一
説
で
は
最
初
に
香
火
社
を
、
会
昌
の
廃
仏
ご
改
め
て
上
生
会
を
組
織
し
た
も
の
だ
と
も
い
い
ま
す
。

一

百

四

十

八

人

、

同

為

一

志

、

結

上

生

会

、

行

念

慈

氏

名

坐

想

慈

氏

容

顔

当

来

世

、

必

生

兜

率

。

（

「

華

厳

社

石

記

」

）

す

が

た

と

そ

つ

て

ん

同
く
志
を
一
と
な
し
、
上
生
会
を
結
ぶ
。
行
て
は
慈
氏
の
名
を
念
え
、
坐
し
て
は
慈
氏
の
容
を
想
い
、
当
に
来
た
る
べ
き
世
に
必
ず
や
兜
率
に
生
れ
ん
こ

と
を
願
え
り
。

こ
う
し
た
仏
教
と
共
同
体
と
の
問
題
を
、
私
は
今
後
に
少
し
ま
と
め
て
み
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
が
、
途
中
で
、
そ
し
て
ま
た
、
拙
い
発
表
で
終
わ
っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
本
日
は
長
い
間
お
付
き
合
い
頂
き
、
時
間
も
す
で
に
超
過
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
程
度
で
勘
弁
願
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
失
礼
致
し
ま

し
た
。
（
拍
手
）

本
稿
は
二
0

0
五
年
三
月
十
二
日
、
関
西
大
学
文
学
部
会
議
室
で
の
講
演
を
録
音
し
、
文
字
化
し
た
。

（
関
西
大
学
名
誉
教
授
）
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