
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ん
が
二
回
生
と
な
ら
れ
ま
し
て
、
仏
教
学
専
攻
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
自
動
的
に
大
谷
大
学
の
仏
教

学
会
の
会
員
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
従
い
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
、
た
だ
い
ま
説
明
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
な
学
会
活
動
に
積
極
的
に
参
加

を
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
会
員
と
し
て
学
会
費
を
収
め
る
わ
け
で
す
か
ら
、
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
収
め
る
と
い
う
よ
り

も
取
ら
れ
る
と
い
う
意
識
の
方
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
も
、
今
年
よ
り
学
会
費
を
収
め
て
会
員
と
な
ら
れ
た
わ
け
で
す

か
ら
、
こ
れ
か
ら
の
学
会
活
動
、
研
究
発
表
会
と
か
講
演
会
と
か
史
跡
踏
査
と
か
、
そ
れ
ら
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
へ

そ
の
こ
と
を
先
ず
お
願
い
致
し
ま
す
。

本
日
は
、
仏
教
学
会
の
方
針
に
従
い
ま
し
て
、
学
会
の
会
長
が
、
新
入
会
員
の
皆
さ
ん
方
を
歓
迎
し
て
、
講
演
を
す
る
、
仏
教
学
に
関

わ
る
話
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
た
ま
た
ま
今
年
は
私
が
仏
教
学
科
の
主
任
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ま
た
自
動
的

に
仏
教
学
会
の
会
長
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
、
こ
こ
に
こ
う
し
て
立
つ
て
何
か
お
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
今
年
二
回
生
と
な
ら
れ
た
皆
さ
ん
方
は
、
幸
か
不
幸
か
、
私
の
話
を
問
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
巡
り
合
わ
せ
に
な

っ
た
わ
け
で
す
が
、
と
も
か
く
も
、
最
後
ま
で
ご
清
聴
下
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
致
し
ま
す
。

皆
さ
ん
方
は
、
一
回
生
の
と
き
に
は
英
語
の
外
に
フ
ラ
ン
ス
語
と
か
ド
イ
ツ
語
と
か
語
学
に
悩
ま
さ
れ
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
し
て
、
中
に

イ
ン
ド
の
仏
教
遺
跡
に
つ
い
て
思
う

’
第
一
回
「
イ
ン
ド
仏
教
遺
跡
海
外
研
修
」
の
実
施
を
記
念
し
て
Ｉ

/|､
ザ

川

一

乗
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こ
れ
か
ら
「
イ
ン
ド
の
仏
教
遺
跡
に
つ
い
て
思
う
」
と
い
う
こ
と
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
で
お
話
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
皆
さ
ん
方
に
説
明
と
か
案
内
と
か
紹
介
と
か
様
々
な
形
で
情
報
が
入
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す

が
、
今
年
の
八
月
と
九
月
に
、
私
た
ち
の
第
一
研
究
室
、
第
一
研
究
室
は
真
宗
学
科
と
仏
教
学
科
と
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
私
た

ち
の
研
究
室
と
短
期
大
学
部
の
仏
教
科
研
究
室
と
の
二
つ
の
研
究
室
が
主
催
す
る
イ
ン
ド
仏
教
遺
跡
研
修
と
い
う
海
外
研
修
旅
行
が
実
施

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
仏
教
学
科
に
と
り
ま
し
て
は
も
と
よ
り
、
大
谷
大
学
に
と
り
ま
し
て
も
、
い
ま
だ
か
っ
て

な
い
画
期
的
な
試
み
で
あ
り
ま
す
。
予
定
と
し
て
は
、
実
際
に
は
ど
の
程
度
の
参
加
人
数
と
な
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
二
百
名
以
内
の

範
囲
で
実
施
し
よ
う
と
着
々
と
準
備
を
進
め
て
お
り
ま
す
。
ぜ
ひ
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
際
に
私
た
ち
が
仏
教
と
い
う
も
の
を
勉
強
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
肌
で
イ
ン
ド
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
プ
ラ
ス
に
な

る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
イ
ン
ド
に
旅
し
た
者
、
そ
の
仏
教
遺
跡
を
訪
れ
た
者
で
あ
れ
ば
、
誰
し
も
が
実
感
と
し
て
持
っ
て
い
る
わ

は
半
分
し
か
ク
リ
ア
し
て
い
な
い
方
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
も
そ
れ
を
ク
リ
ア
し
て
二
回
生
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
二
回
生
に
な
り
ま
す
と
、
仏
教
学
科
を
専
攻
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
今
度
は
そ
れ
ら
に
加
え
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
文
法
を

勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
文
法
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
三
回
生
に
な
れ
な
い
と
い
う
第
二
番
目
の
ハ
ー
ド

ル
が
待
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
文
法
も
、
皆
さ
ん
方
に
集
中
的
に
勉
強
し
て
も
ら
お
う
と
、
週
二
時

間
、
一
週
間
に
二
回
と
い
う
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
な
っ
て
い
ま
す
。
本
当
に
大
変
な
学
科
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
後
悔
し
て
い
る
方
も
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
も
こ
れ
も
皆
さ
ん
方
の
為
を
考
え
た
上
で
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ど
う
か
精
一
杯
頑
張
っ
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

語
文
法
と
い
う
ハ
ー
ド
ル
を
優
秀
な
成
績
で
飛
び
越
え
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
精
一
杯
の
努
力
が
、
仏
教
学
を

積
極
的
に
学
ぶ
原
動
力
と
な
っ
て
、
皆
さ
ん
方
の
大
学
生
活
と
い
う
青
春
の
一
頁
を
飾
っ
て
い
た
だ
き
た
い
。
仏
教
学
と
い
う
学
問
は
、

皆
さ
ん
方
の
青
春
の
一
頁
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
素
晴
ら
し
い
学
問
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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今
回
の
旅
行
で
は
、
ま
ず
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
イ
ン
ド
に
入
り
ま
す
。
イ
ン
ド
の
仏
跡
を
研
修
す
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
仏
跡
を
巡
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
そ
の
も
の
に
触
れ
る
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
カ
ル
カ
ッ
タ
と
い
う

都
市
は
、
イ
ン
ド
の
京
都
と
も
い
う
今
へ
き
く
ナ
レ
ス
と
と
も
に
最
も
イ
ン
ド
的
だ
と
い
え
ま
す
。
私
た
ち
は
、
人
間
と
し
て
社
会
に
生
活

し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
何
ら
か
の
自
分
の
尺
度
・
物
差
し
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
尺
度
の
長
さ
や
大
き
さ
は
個
人
に
よ
っ
て

多
少
異
な
り
ま
す
が
、
日
本
人
と
し
て
の
尺
度
と
い
う
範
囲
内
で
お
互
い
に
納
得
し
合
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
何
と
か
そ
の
物
差
し
は
間

に
合
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
と
い
う
国
を
訪
れ
ま
す
と
、
今
ま
で
お
互
い
の
間
で
間
に
合
っ
て
い
た
尺
度
が
間
に
合

わ
な
く
な
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
事
態
に
出
会
う
わ
け
で
す
。
今
ま
で
日
本
に
い
て
、
大
体
間
に
合
っ
て
い
た
尺
度
、
生
き
る
と
い
う
こ

と
は
こ
ん
な
も
の
だ
、
大
学
を
出
る
と
い
う
こ
と
は
こ
ん
な
も
の
だ
、
就
職
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
ん
な
も
の
だ
、
ま
あ
人
間
の
一
生

な
ん
て
こ
ん
な
も
の
だ
と
、
自
分
の
尺
度
で
決
め
込
ん
で
い
た
そ
の
尺
度
が
疑
わ
し
く
な
る
、
今
ま
で
こ
の
尺
度
で
い
い
の
だ
と
思
い
込

け
で
す
。
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
を
勉
強
し
て
い
る
者
は
〈
ワ
イ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
行
こ
う
と
言
っ
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う

か
、
誰
し
も
が
チ
ョ
ッ
ト
首
を
傾
げ
て
説
明
を
求
め
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
仏
教
を
勉
強
し
て
い
る
者
は
イ
ン
ド
に
行
こ

う
と
言
っ
た
ら
、
誰
し
も
が
説
明
し
な
く
て
も
納
得
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
説
明
不
要
な
程
の
密
接
な
関
係
を
、
私
た
ち
は
今

ま
で
確
か
め
な
い
で
い
た
わ
け
で
す
。
一
種
の
怠
慢
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
と
さ
え
言
え
ま
す
。

と
も
か
く
も
、
私
個
人
と
し
て
も
か
ね
て
か
ら
の
念
願
で
あ
り
ま
し
た
、
イ
ン
ド
仏
教
遺
跡
の
海
外
研
修
と
い
う
こ
と
が
、
二
つ
の
研

究
室
の
主
催
と
い
う
本
学
の
公
的
な
機
関
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
何
度
か
イ
ン
ド
の
仏
跡
を
旅
し
た
私
の
経
験
の
中
か
ら
、

二
、
三
の
事
柄
に
つ
い
て
、
時
間
の
許
す
限
り
お
話
し
て
見
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
昨
年
度
の
私
の
「
総
合
Ｉ
」
の
授
業
を
受
け
ら

れ
た
方
も
、
皆
さ
ん
の
中
に
お
ら
れ
る
は
ず
で
す
が
、
そ
の
授
業
で
同
じ
よ
う
な
話
を
聞
い
た
な
と
思
い
出
す
方
も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
が
、
ご
辛
抱
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ん
で
い
た
そ
の
尺
度
が
間
に
合
わ
な
い
も
の
に
出
会
、
っ
た
と
き
、
ど
う
し
て
も
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け
ま
す
。
そ
れ
を
カ
ル
チ
ャ
・
シ
ョ
ッ
ク

な
ど
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
カ
ル
チ
ャ
・
シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
の
は
、
今
ま
で
確
か
な
も
の
で
あ
る
、
或
い
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
、
と
思

い
込
ん
で
い
た
自
分
の
尺
度
が
使
用
不
可
能
と
な
っ
た
状
態
だ
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
尺
度
が
一
度
崩
壊
し
て
し
ま
う
と
き
、
・
今

ま
で
見
え
な
か
っ
た
世
界
が
見
え
て
く
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
も
っ
と
豊
か
な
尺
度
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
イ
ン
ド
を
訪

れ
る
と
、
ま
ず
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
説
明
し
て
説
明
で
き
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ

な
角
度
か
ら
多
く
の
人
に
よ
っ
て
す
で
に
説
明
さ
れ
て
も
い
ま
す
。
し
か
し
、
説
明
で
は
だ
め
な
の
で
す
。
皆
さ
ん
方
が
実
際
に
イ
ン
ド

を
訪
れ
イ
ン
ド
の
大
地
を
踏
み
し
め
、
イ
ン
ド
の
人
々
に
接
し
、
そ
の
風
土
の
中
に
身
を
置
き
、
そ
の
匂
い
を
嗅
い
で
、
・
そ
れ
は
実
感
さ

れ
て
く
る
も
の
で
す
。
そ
れ
に
勝
る
説
明
な
ど
な
い
わ
け
で
す
。
従
っ
て
、
イ
ン
ド
に
行
き
ま
す
と
、
誰
し
も
自
分
の
生
き
方
を
真
剣
に

考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
考
え
れ
ば
考
え
る
程
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
る
わ
け
で
す
。

た
と
え
ば
、
自
分
の
尺
度
で
１
＋
１
Ｉ
２
だ
と
思
い
込
ん
で
い
た
ら
、
そ
れ
が
０
に
な
っ
た
り
、
時
に
は
、
３
や
４
に
な
っ
た
り
す
る
。

要
す
る
に
、
い
ま
ま
で
の
尺
度
が
壊
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
自
分
の
尺
度
に
何
か
欠
陥
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ざ
る
を
得
な
く
な
る
、
そ
う
い
う
も
の
に
出
会
う
わ
け
で
す
。
そ
こ
に
イ
ン
ド
を
訪
れ
る
こ
と
の
最
も
大
切
な
意
味
が
あ
る
わ
け
で
す
。

私
た
ち
は
経
済
大
国
日
本
と
い
う
社
会
の
中
で
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
、
何
か
大
切
な
も
の
を
見
失
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
大
切

な
何
か
と
は
何
か
、
そ
れ
を
言
葉
で
語
れ
ば
、
種
々
様
為
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
を
言
葉
で
聞
く
よ
り
は
イ
ン

ド
で
実
感
し
て
、
自
分
の
血
と
な
り
肉
と
な
る
よ
う
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
、
そ
の
こ
と
が
非
常
に
大
切
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

‐
次
に
、
イ
ン
ド
の
仏
教
遺
跡
を
研
修
す
る
と
き
に
、
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
な
い
一
人
の
存
在
者
、
そ
の
人
の
残
し
た
事
蹟
に
つ
い
て
お

話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
人
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
現
在
の
仏
跡
の
ど
れ
程
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
か
は
疑
問
で
す
。
例
え
ば
、
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今
回
の
イ
ン
ド
旅
行
は
カ
ル
カ
ッ
タ
か
ら
入
国
し
ま
す
が
、
そ
の
カ
ル
カ
ッ
“
タ
の
イ
ン
ド
博
物
館
と
か
、
或
い
は
、
釈
尊
の
初
転
法
輪
の

地
サ
ル
ナ
ー
ト
な
ど
に
行
き
ま
す
と
、
ア
シ
ョ
ー
カ
・
ピ
ラ
ー
（
駁
。
冨
巨
胃
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
石
柱
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
お
話
で
あ
り
ま
す
。

実
は
、
仏
教
が
イ
ン
ド
に
起
こ
り
ま
し
て
そ
の
仏
教
が
、
世
界
の
仏
教
と
し
て
の
世
界
性
を
持
つ
ぎ
っ
か
け
を
作
っ
て
く
れ
た
人
が
、

ア
シ
ョ
ー
カ
（
瞭
○
園
、
阿
育
、
無
憂
、
在
位
円
い
露
出
篭
頃
）
と
い
う
王
様
で
す
。
こ
の
人
は
イ
ン
ド
の
マ
ガ
タ
（
昌
樹
呂
冒
）
国
の

マ
ウ
ル
ャ
（
冨
豐
ｑ
“
）
王
朝
の
第
三
代
目
の
王
様
で
す
。
こ
の
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
多
く
の
部
族
が
割
拠
し
て
い
た
イ

ン
ド
が
初
め
て
一
つ
の
国
と
し
て
統
一
さ
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
マ
ガ
タ
国
と
い
う
の
は
、
実
は
、
仏
教
の
教
主
で
あ
る
釈
尊
と
全
く
無

関
係
な
土
地
柄
で
は
な
い
の
で
す
。
少
し
横
道
に
そ
れ
ま
す
が
、
ご
存
知
の
よ
う
に
釈
尊
は
釈
迦
（
＄
ご
霞
）
族
の
出
身
で
す
。
釈
迦
族
と

い
う
の
は
、
現
在
の
イ
ン
ド
と
ネ
パ
ー
ル
の
国
境
の
当
た
り
に
在
っ
た
小
さ
な
部
族
で
す
が
、
釈
尊
が
そ
の
釈
迦
族
の
世
継
ぎ
（
皇
太
子
）

と
し
て
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
ご
存
知
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
皇
太
子
の
位
を
捨
て
て
出
家
し
て
、
後
に
正
覚
を

開
い
て
仏
陀
と
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
釈
迦
族
は
釈
尊
の
在
世
中
に
隣
の
コ
ー
サ
ラ
（
９
曾
旨
）
国
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
釈
尊
の
仏
教
に
王
様
と
し
て
は
一
番
初
め
に
帰
依
し
た
人
と
い
、
え
ば
、
そ
れ
が
今
回
の
研
修
旅
行
で
も
訪
れ
る
王
舎

城
（
關
屑
昌
騨
）
の
頻
婆
沙
羅
（
四
日
匡
的
巴
秒
）
王
で
す
。
こ
の
父
王
を
殺
し
て
王
位
を
奪
っ
た
の
が
息
子
の
阿
闇
世
（
ど
弾
四
ｍ
目
目
）
で
す
。

仏
教
に
深
く
帰
依
し
た
父
王
を
殺
し
て
国
王
と
な
っ
た
こ
と
で
、
阿
闇
世
は
、
仏
教
の
内
部
で
は
最
初
は
大
変
な
悪
人
と
さ
れ
ま
す
が
、

前
非
を
悔
い
て
仏
教
に
深
く
帰
依
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
『
観
無
量
寿
経
』
や
『
浬
梁
経
』
に
、
こ
の
阿
閣
世
の
物
語
が
説

か
れ
て
い
ま
す
。
父
王
を
殺
し
母
を
死
に
追
い
や
っ
た
の
で
す
か
ら
悪
人
に
は
違
い
な
い
が
、
彼
の
し
た
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
特
別
な
こ
と

で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
彼
は
父
王
を
幽
閉
し
王
位
を
奪
い
ま
す
が
、
国
家
と
か
政
治
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も

の
で
、
↓
今
の
国
王
に
国
を
任
せ
て
お
い
て
は
ど
う
も
危
険
で
あ
る
、
国
家
の
行
く
先
が
危
ぶ
ま
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
重
臣
た
ち
が
王
子

に
期
待
し
て
、
そ
こ
で
王
子
を
擁
立
し
て
国
王
の
位
を
奪
う
、
そ
の
結
果
と
し
て
国
王
を
殺
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
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は
イ
ン
ド
の
歴
史
に
お
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
も
晩
年

は
息
子
に
幽
閉
さ
れ
王
位
を
奪
わ
れ
ま
す
。
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
先
年
人
気
の
あ
っ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
映
画
の
『
天

と
地
と
』
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
武
田
信
玄
は
父
を
追
放
し
て
自
分
が
取
っ
て
替
わ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
に
正
義
の
名

の
も
と
で
王
位
を
奪
う
わ
け
で
す
。
と
も
か
く
も
、
こ
の
阿
閣
世
は
、
釈
迦
族
を
滅
ぼ
し
た
コ
ー
サ
ラ
国
を
滅
ぼ
し
、
か
れ
の
時
代
に
首

都
を
王
舎
城
か
ら
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
（
闘
冨
号
巨
茸
Ｐ
）
に
移
し
ま
す
。
政
治
家
と
し
て
は
な
か
な
か
積
極
的
な
国
王
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。
こ
の
頻
婆
娑
羅
か
ら
阿
閣
世
へ
、
王
舎
城
か
ら
・
ハ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
へ
と
い
う
こ
の
国
が
マ
ガ
タ
国
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
し

ば
ら
く
し
て
、
マ
ガ
タ
国
の
中
の
一
、
ウ
ル
ャ
王
朝
と
い
う
も
の
が
チ
ャ
ン
ド
ラ
グ
ブ
タ
（
曾
且
罠
撹
５
国
）
と
い
う
人
に
よ
っ
て
始
ま
り
、

や
は
り
パ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
を
首
都
と
し
ま
す
。
そ
の
三
代
目
の
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
の
と
き
に
イ
ン
ド
の
統
一
と
い
う
こ
と
が
成
し
遂
げ
ら
れ

た
わ
け
で
す
。
釈
迦
族
を
滅
ぼ
し
た
コ
ー
サ
ラ
国
を
マ
ガ
タ
国
の
阿
闇
世
が
滅
ぼ
し
、
そ
の
マ
ガ
タ
国
か
ら
マ
ウ
ル
ャ
王
朝
が
築
か
れ
、

そ
の
三
代
目
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
イ
ン
ド
を
統
一
し
、
仏
教
に
深
く
帰
依
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
マ
ウ
ル
ャ
王
朝
と
い
う
の
は
、
ガ
ン
ジ
ス
河
中
流
域
の
マ
ウ
ル
ャ
（
モ
ー
リ
ャ
）
族
に
よ
る
王
朝
だ
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
こ
の
マ
ウ
ル
ャ
族
は
伝
統
的
な
正
統
暴
く
ラ
モ
ン
か
ら
は
ク
シ
ャ
ト
リ
ャ
（
政
治
的
な
支
配
者
階
級
）
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
ア
ー
リ
ャ
人
の
氏
族
の
仲
間
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
を
ク
シ
ャ
ト
リ
ャ
と
し
た
の
は
後
代

の
握
造
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
話
は
横
に
そ
れ
ま
す
が
、
釈
迦
族
も
ア
ー
リ
ャ
系
の
民
族
だ
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、

こ
れ
も
後
代
の
提
造
で
は
な
い
か
と
考
え
た
り
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
釈
尊
に
つ
い
て
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
在
の
。
ハ
キ
ス
タ
ン
の
北
部
の
ガ

ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
紀
元
前
後
に
は
じ
ま
っ
た
ガ
ン
ダ
ー
ラ
仏
教
美
術
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
・
ロ
ー
マ
文
化
の
影
響
を
受
け
た

ギ
リ
シ
ャ
風
の
ア
ポ
ロ
ン
仏
、
す
な
わ
ち
、
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
ポ
ロ
ン
の
神
々
を
刻
ん
だ
彫
刻
技
術
の
影
響
を
受
け
た
仏
教
彫
刻
で
あ
り
ま

す
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
釈
尊
の
顔
形
が
刻
ま
れ
、
そ
れ
が
カ
イ
ゞ
〈
ル
峠
を
こ
え
て
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
っ
て
世
界
に
伝
播
し
た
わ
け
で

す
。
日
本
に
伝
来
し
た
仏
像
も
そ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
に
よ
っ
て
造
形
さ
れ
た
釈
尊
像
で
あ
り
、
こ
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
に
お
い
て
造
形
さ
れ

112



本
題
に
か
え
り
ま
す
が
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
即
位
し
た
の
が
、
紀
元
前
二
六
八
年
、
そ
し
て
二
三
二
年
ま
で
三
六
年
間
王
位
に
就
く
わ

け
で
す
が
、
こ
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
の
国
家
統
一
が
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
よ
り

も
さ
ら
に
大
事
な
こ
と
は
、
そ
の
国
家
統
一
の
後
の
彼
の
生
き
方
が
素
晴
ら
し
い
の
で
す
。
彼
が
国
家
統
一
を
成
し
遂
げ
る
た
め
の
最
後

の
大
決
戦
が
カ
リ
ン
ガ
（
属
騨
冒
盟
）
と
い
う
大
国
と
の
間
に
行
わ
れ
ま
す
。
カ
リ
ン
ガ
国
と
の
大
決
戦
に
勝
っ
て
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
は
イ
ン

ド
の
国
家
統
一
を
成
し
遂
げ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
カ
リ
ン
ガ
と
い
う
国
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
い
国
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、

ギ
リ
シ
ャ
人
の
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
（
旨
の
鴨
の
昔
の
乱
の
）
の
『
イ
ン
ド
誌
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
メ
ガ
ス
テ
ネ
ー
ス
は
、
紀
元
前

た
仏
像
の
流
れ
の
中
に
あ
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
ガ
ン
ダ
ー
ラ
美
術
の
仏
像
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
釈
尊
の
顔
形

の
モ
デ
ル
は
、
現
在
の
パ
キ
ス
タ
ン
に
行
け
ば
ど
こ
に
で
も
い
る
わ
け
で
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
と
い
え
ば
当
然
で
す
が
、
現
在
の
．
〈
キ

ス
タ
ン
に
住
む
人
々
が
そ
の
民
族
の
流
れ
の
中
に
あ
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
地
は
釈
迦
族
の
居
住
し
た
地
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る

わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
実
在
し
た
釈
尊
の
顔
形
は
も
っ
と
別
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
無
理
な
く
許
さ
れ

る
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
イ
ン
ド
と
ネ
。
〈
－
ル
と
の
国
境
の
当
た
り
に
存
在
し
た
釈
迦
族
と
い
う
こ
と
で
想
像
す
れ
ば
、
案
外
、
釈
尊
は

ネ
。
〈
－
ル
人
に
近
い
顔
形
を
し
て
い
た
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
近
い
顔
付
き
を
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え
ら
れ
な
い
で

し
ょ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
を
学
術
的
に
証
明
す
る
手
掛
か
り
は
今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
が
、
同
じ
こ
ろ
に
中
イ
ン
ド
の
マ

ト
ゥ
ラ
ー
地
方
に
お
い
て
仏
像
が
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
仏
像
の
顔
形
は
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
そ
れ
と
は
随
分
相
違
し
て
い
ま

す
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
実
在
し
た
釈
尊
は
、
私
た
ち
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
あ
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
お
い
て
造
形
さ
れ
た
、
あ
の
よ
う

な
顔
形
を
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
マ
ゥ
ル
ャ
族
も
正
統
等
ハ
ラ

モ
ン
か
ら
は
ク
シ
ャ
ト
リ
ャ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
研
究
者
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
近
く
の
地
方
に
釈
迦
族
も
存
在
し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
な
お
さ
ら
空
想
が
羽
ば
た
く
わ
け
で
す
。
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三
世
紀
ご
ろ
に
、
シ
リ
ア
王
の
セ
レ
ウ
コ
ス
に
よ
っ
て
大
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
首
都
の
。
ハ
ー
タ
リ
プ
ト
ラ
に
長
期
滞
在
し
た
人
で
す
が
、

彼
の
記
録
に
よ
る
と
、
当
時
の
カ
リ
ン
ガ
国
は
六
万
の
兵
隊
と
一
千
の
騎
馬
隊
と
七
百
の
象
の
戦
車
隊
と
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
よ
う
な
カ
リ
ン
ガ
国
と
の
大
決
戦
の
末
、
勝
利
を
収
め
る
わ
け
で
す
が
、
勝
っ
て
は
み
た
も
の
の
気
が
つ
い
た
ら
、
多
く
の
兵

を
失
い
、
多
く
の
友
人
や
家
来
を
失
い
、
惨
謄
た
る
結
果
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
悲
惨
な
状
況
に
心
を
浦
め
、
後
悔
し
た
ア
シ

ョ
ー
カ
王
は
、
一
大
決
心
を
し
て
、
政
治
の
在
り
方
を
百
八
十
度
転
換
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
武
力
に
よ
る
勝
利
を
放
棄
し
て
、
ダ
ル
マ

（
号
胃
目
曾
・
法
）
に
よ
る
勝
利
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
を
宣
言
す
る
わ
け
で
す
。
こ
の
「
ダ
ル
マ
に
よ
る
勝
利
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
れ
か
ら
の
説
明
で
明
ら
か
に
な
り
ま
す
が
、
と
も
か
く
も
、
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
は
、
そ
の
後
、
特
に
仏
教
を
信
奉

し
、
仏
教
の
聖
地
を
巡
拝
し
、
そ
の
記
念
と
し
て
、
自
分
が
「
ダ
ル
マ
に
よ
る
勝
利
」
と
い
う
精
神
の
下
で
政
治
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に

関
す
る
法
勅
を
記
録
し
た
記
念
碑
を
そ
の
地
に
残
す
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
ア
シ
ョ
ー
ヵ
の
石
柱
・
含
旨
胃
の
昌
鼻
）
と
か
摩
崖
（
Ｈ
ｏ
烏
の
日
昇
）

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
石
柱
と
い
う
の
は
、
十
メ
ー
ト
ル
前
後
の
石
の
円
柱
の
頂
に
獅
子
と
か
象
と
か
牛
な
ど
の
像
を
乗
せ
た
も

の
で
す
。
こ
れ
ら
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
石
柱
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
今
回
の
旅
行
で
は
、
カ
ル
カ
ッ
タ
の
博
物
館

や
サ
ル
ナ
ー
ト
の
遺
跡
や
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
摩
崖
と
は
、
岩
肌
を
磨
い
て
文
字
を
刻
ん
だ
も
の
で
す
が
、
こ
の
摩

崖
に
つ
い
て
は
、
デ
リ
ー
の
博
物
館
の
玄
関
先
に
数
点
の
摩
崖
を
集
め
た
レ
プ
リ
カ
が
作
ら
れ
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
摩
崖
に
は
ナ
ン
、
ハ
ー
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
の
第
十
三
章
に
、
こ
れ
は
と
て
も
大
事
な
記
録
か
と
思
い
ま
す
が
、

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
は
自
ら
を
「
天
愛
喜
見
王
ｅ
の
ぐ
習
倒
白
目
制
国
営
且
鼠
冒
）
と
称
し
て
い
ま
す
が
、

「
諸
々
の
天
に
愛
さ
れ
て
、
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
喜
び
、
喜
ば
し
い
顔
付
き
を
し
て
い
る
王
」
と
で
も
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。
と
も

か
く
、
ど
の
よ
う
に
摩
崖
に
刻
ま
れ
て
い
る
か
。
そ
れ
を
要
約
し
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

即
位
し
て
後
八
年
に
、
天
愛
喜
見
王
は
マ
ガ
タ
東
南
方
の
強
国
カ
リ
ン
ガ
国
を
征
服
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
十
五
万
の
人
が

T14
LL＝



壱
フ
に
な
っ
た
と
、
一

こ
の
よ
う
に
、
一

あ
ｈ
／
ま
せ
ん
。
し
、

い
澪
フ
こ
し
」
、
そ
箔
フ
ー

っ
て
い
た
、
或
い
い

な
い
と
言
え
ま
す
。

捕
虜
と
な
り
、
十
万
の
人
が
そ
こ
で
殺
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
幾
倍
も
の
人
が
死
ん
だ
。
そ
れ
よ
り
以
後
い
ま
は
カ
リ
ン
ガ
は
自
分
の

国
と
な
っ
た
。
カ
リ
ン
ガ
国
を
合
併
し
て
後
、
天
愛
喜
見
王
は
、
熱
心
な
ダ
ル
マ
の
遵
奉
、
ダ
ル
マ
に
対
す
る
愛
慕
、
ダ
ル
マ
の
教

導
に
努
め
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
リ
ン
ガ
国
を
征
服
し
た
こ
と
に
対
す
る
天
愛
の
改
悔
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
カ
リ
ン
ガ
国

を
征
服
し
た
と
き
殺
さ
れ
死
に
追
い
や
ら
れ
た
人
民
の
百
分
の
一
、
或
い
は
千
分
の
一
の
者
が
同
様
の
不
幸
で
あ
っ
て
も
、
天
愛
は

今
や
悲
痛
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
ダ
ル
マ
に
よ
る
征
服
こ
そ
が
最
上
の
征
服
で
あ
る
。
い
ま
や
天
愛
に
よ
っ
て
そ
の
領
土

の
す
べ
て
は
ダ
ル
マ
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
、
人
民
は
天
愛
の
宣
布
し
た
ダ
ル
マ
に
順
っ
て
い
る
。

と
、
こ
の
よ
う
に
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
カ
リ
ン
ガ
国
を
滅
ぼ
し
た
と
き
に
自
分
の
心
の
痛
み
を
摩
崖
に
刻
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
法
勅
の
内
容

を
も
う
少
し
敷
延
し
て
説
明
し
ま
す
と
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
即
位
の
後
、
領
土
拡
張
を
す
す
め
、
そ
の
八
年
後
に
マ
ガ
タ
国
の
東
南
の
方

に
あ
る
、
最
後
に
残
っ
た
強
国
カ
リ
ン
ガ
を
征
服
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
戦
争
は
数
十
万
人
も
の
犠
牲
を
だ
す
と
い
う
悲
惨
な
も
の
で
あ

っ
た
。
ア
シ
ョ
ー
カ
は
、
特
に
、
沙
門
、
婆
羅
門
な
ど
の
宗
教
者
や
、
道
徳
的
に
正
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
る
民
衆
が
、
直
接
間
接
の
犠

牲
と
な
っ
た
こ
と
に
心
を
痛
め
、
こ
の
戦
争
の
犠
牲
者
の
百
分
の
一
、
或
い
は
千
分
の
一
の
人
々
が
同
じ
よ
う
な
災
禍
に
会
う
こ
と
さ
え
、

悲
痛
と
感
じ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
後
悔
の
念
か
ら
多
数
の
死
傷
者
を
だ
す
武
力
に
よ
る
征
服
を
放
棄
し
、
ダ
ル
マ
に
よ
る
征
服

こ
そ
最
高
の
勝
利
で
あ
る
と
の
確
信
の
下
で
、
熱
心
に
ダ
ル
マ
を
遵
奉
し
、
ダ
ル
マ
を
愛
慕
し
、
官
吏
や
人
民
に
ダ
ル
マ
を
教
示
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
つ
い
て
の
研
究
者
は
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
ダ
ル
マ
に
よ
る
政
治
を
行
っ
た
、
そ
の
ダ
ル
マ
が
仏
教
を
指
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
だ
言
え
る
こ
と
は
、
彼
が
仏
教
の
聖
地
を
巡
拝
し
て
、
そ
こ
に
ア
シ
ョ
ー
カ
の
石
柱
と
か
摩
崖
を
残
し
た
と

い
う
こ
と
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
も
、
少
な
く
と
も
彼
が
ダ
ル
マ
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
し
た
精
神
は
仏
教
が
基
本
と
な

っ
て
い
た
、
或
い
は
仏
教
は
彼
の
い
ろ
い
ろ
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
生
み
出
す
根
源
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
は
間
違
い
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収
録
し
て
い
ま
す
。

と
も
か
く
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
、
仏
教
の
聖
地
と
い
う
聖
地
の
す
尋
へ
て
、
仏
教
に
係
わ
り
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
土
地
に
諺
そ
の
石
柱
と
か

摩
崖
を
残
し
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ら
の
中
で
、
石
柱
の
殆
ど
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
侵
入
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
か
、
自
然
に
倒
れ
た
か
、

今
か
ら
二
千
三
百
年
も
昔
の
こ
と
で
す
か
ら
、
完
全
な
形
で
残
っ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
完
全
な
形
で
残
さ
れ
、
最
も
保
存
状
態
の
よ
い
も

の
は
、
毘
舎
離
ｇ
①
の
豊
）
に
あ
る
石
柱
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
一
頭
の
獅
子
を
頂
に
乗
せ
た
六
メ
ー
ト
ル
程
の
石
柱
で
す
が
、
残
念
な
が
ら

今
回
の
イ
ン
ド
仏
跡
研
修
旅
行
の
中
に
は
こ
の
毘
舎
離
の
地
は
含
ま
れ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
写
真
で
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
最
初
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
今
回
訪
れ
る
イ
ン
ド
仏
跡
の
中
の
サ
ル
ナ
ー
ト
に
あ
る
石
柱
は
特
に
有
名
で
す
か
ら
、
注
意
し

て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
サ
ル
ナ
ー
ト
の
石
柱
は
倒
れ
て
、
柱
は
四
、
五
片
に
折
れ
て
い
ま
す
が
、
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頂
に
乗

せ
ら
れ
て
い
た
四
頭
の
獅
子
が
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
た
姿
の
彫
刻
は
サ
ル
ナ
ー
ト
の
博
物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
獅

子
は
ピ
カ
ピ
カ
に
磨
か
れ
て
い
ま
す
。
今
か
ら
二
千
三
百
年
も
昔
に
造
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
当
時
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
よ
う
に

ピ
カ
ピ
カ
に
磨
く
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
一
つ
の
ナ
ゾ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
サ
ル
ナ
ー
ト
の
石
柱
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
石
柱
の
頂
に
乗
せ
ら
れ
て
い
た
四
頭
の
獅
子
の

姿
が
イ
ン
ド
の
国
旗
の
下
地
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
イ
ン
ド
の
国
旗
は
こ
れ
を
図
案
化
し
た
も
の
で
す
。
従
っ
て
、
ア
シ
ョ

ー
カ
王
は
、
単
に
仏
教
だ
け
に
と
っ
て
大
事
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
イ
ン
ド
の
国
に
お
い
て
も
イ
ン
ド
を
初
め
に
統
一
し
た
国
王
と
し
て

重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
に
関
す
る
歴
史
的
な
資
料
は
沢
山
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
仏

教
内
部
で
も
、
北
傳
仏
教
で
は
『
阿
育
王
傳
』
『
阿
育
王
経
』
を
は
じ
め
、
そ
の
他
『
雑
阿
含
』
や
目
ぐ
鼠
ぐ
自
営
⑳
な
ど
に
も
見
い
だ

さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
南
傳
仏
教
で
は
『
島
史
（
冒
冨
ご
騨
ョ
＄
）
』
『
大
史
（
冒
騨
目
ぐ
き
３
）
』
の
中
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、

チ
。
ヘ
ッ
ト
仏
教
に
お
い
て
編
纂
さ
れ
た
仏
教
史
の
中
で
は
、
『
タ
ー
ラ
ナ
ー
タ
仏
教
史
』
が
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
に
関
す
る
諸
説
を
総
括
的
に
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と
こ
ろ
で
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
は
仏
教
の
聖
地
を
巡
拝
し
て
、
沢
山
の
石
柱
や
摩
崖
を
残
し
た
わ
け
で
す
が
、
実
は
、
そ
れ
ら
が
仏
教
の

た
め
に
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
、
と
い
う
も
う
一
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
先
ず
皆
さ
ん
に
お

聞
き
し
ま
す
が
、
釈
尊
は
歴
史
的
な
実
在
人
物
だ
と
思
い
ま
す
か
。
本
当
に
釈
尊
は
歴
史
的
に
実
在
し
た
人
物
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
少
し
お
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
国
が
東
洋
の
植
民
地
政
策
を
進
め
よ
う
と
す
る
為
に
、
十
八
世
紀
以
降
、
東
洋
の
文
化
や
宗
教
の
研
究
、
い

わ
ゆ
る
東
洋
学
に
莫
大
な
費
用
を
か
け
て
、
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
に
お
い
て
素
晴
ら
し
い
東

洋
学
の
研
究
成
果
が
次
々
と
上
げ
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
や
は
り
東
洋
の
国
々
を
植
民
地
化
し
て
い
く
場
合
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
人

々
の
反
感
を
買
わ
な
い
よ
う
に
し
て
い
く
為
に
は
、
反
抗
を
押
さ
え
る
為
に
は
、
そ
の
国
々
の
文
化
と
か
宗
教
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と

が
大
事
で
、
そ
う
い
う
こ
と
が
基
本
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
東
洋
の
植
民
地
化
を
進
め
る
中
で
、
仏
教
に
対
す

る
研
究
も
東
洋
学
の
一
環
と
し
て
大
い
に
進
め
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
多
分
、
国
家
政
策
の
一
環
と
し
て
莫
大
な
研
究
費
が
つ
ぎ
込
ま
れ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
学
問
も
金
次
第
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
東
洋
学
の
そ
の

当
時
の
学
会
長
で
あ
っ
た
エ
ミ
ー
ル
・
ス
ナ
ー
ル
Ｒ
目
一
の
肝
己
曾
昇
）
は
、
仏
陀
傳
（
Ｐ
息
の
冒
冨
屑
①
且
の
目
切
。
且
号
』
圃
儲
、
畠
計
）

を
公
に
し
、
釈
尊
は
太
陽
神
話
上
の
超
人
で
あ
り
、
歴
史
上
の
実
在
人
物
で
は
な
い
と
論
じ
た
わ
け
で
す
。
私
た
ち
仏
教
国
の
者
は
、
釈

尊
は
実
在
人
物
に
間
違
い
な
い
と
決
め
込
ん
で
、
本
当
に
実
在
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
学
的
疑
問
を
持
つ
ま
で
に
い
た
ら
ず
、
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
そ
の
歴
史
的
実
在
性
を
証
明
す
る
必
要
さ
え
感
じ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
十
八
世
紀
以
降

と
い
う
時
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
こ
の
地
上
に
も
た
ら
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
実
在
人
物
か
否
か
が
問
わ
れ
て
い

た
時
代
で
も
あ
っ
た
の
で
す
。
や
は
り
、
キ
リ
ス
ト
教
国
で
も
そ
れ
ま
で
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
実
在
人
物
で
あ
る
と
決
め
込
ん
で
い

た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
特
に
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
信
仰
上
の
理
由
か
ら
も
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
歴
史
上
の
実
在
人
物
で
な
け
れ
ば
、

キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自
体
が
成
立
し
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
問
題
は
大
変
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
た
ま
た
ま
、
そ
の
よ
う
に
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イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
実
在
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
時
代
の
流
れ
の
中
で
、
東
洋
に
は
釈
尊
と
い
う
偉
大
な
宗
教
家
が
い
た
と

い
う
こ
と
を
初
め
て
具
体
的
に
知
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
当
時
の
東
洋
学
者
た
ち
は
、
当
然
、
釈
尊
と
い
う
宗
教
家
の
実
在
性
に
学
的
関

心
を
持
っ
た
。
そ
の
一
つ
の
結
果
が
エ
ミ
ー
ル
・
ス
ナ
ー
ル
に
よ
る
「
太
陽
神
話
上
の
超
人
」
と
い
う
仮
説
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
の
仮
説
に
つ
い
て
の
エ
ミ
ー
ル
・
ス
ナ
ー
ル
の
識
見
は
す
ば
ら
し
く
、
当
時
の
学
界
に
大
き
な
動
揺
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

ゞ
時
あ
た
か
も
、
石
柱
や
摩
崖
に
刻
ま
れ
た
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
の
法
勅
が
次
々
と
発
見
さ
れ
ま
す
。
エ
ミ
ー
ル
。
ス
ナ
ー
ル
は
、
そ
こ
に
刻

ま
れ
た
文
字
、
そ
れ
は
二
千
三
百
年
程
も
昔
の
古
代
文
字
で
あ
り
、
し
か
も
、
方
言
で
書
か
れ
た
文
字
で
す
ね
、
そ
の
判
読
に
心
を
砕
き

ま
す
。
そ
の
成
果
は
、
一
八
八
一
年
か
ら
一
八
八
六
年
に
か
け
て
、
旨
ｍ
ｏ
昌
冒
５
口
の
号
国
冒
目
凰
（
二
巻
）
と
し
て
出
版
さ
れ
ま
す
。
こ

の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
法
勅
は
、
そ
の
後
多
く
の
学
者
に
よ
っ
て
解
読
研
究
さ
れ
て
い
き
ま
す
が
、
と
も
か
く
も
、
エ
ミ
ー
ル
・
ス
ナ
ー
ル

は
、
釈
尊
は
太
陽
神
話
上
の
超
人
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
た
て
ま
し
た
が
、
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
の
法
勅
の
解
読
を
自
ら
進
め
る
中
で
恥
そ
の

仮
説
が
一
つ
の
秀
れ
た
仮
説
と
い
う
範
囲
に
止
ま
り
、
釈
尊
の
歴
史
的
実
在
性
は
証
明
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
釈

尊
の
歴
史
的
実
在
性
の
証
明
に
は
、
こ
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
法
勅
だ
け
で
は
な
く
、
仏
教
内
部
の
資
料
や
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
イ
ン

ド
遠
征
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
年
代
に
関
す
る
資
料
な
ど
に
対
す
る
研
究
と
い
う
、
多
く
の
研
究
の
複
合
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
明
確

に
さ
れ
ま
す
が
、
何
と
い
っ
て
も
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
法
勅
の
解
読
と
い
う
こ
と
が
、
釈
尊
の
歴
史
的
実
在
性
を
確
固
た
る
も
の
に
し
た

と
言
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
釈
尊
が
歴
史
的
実
在
人
物
で
あ
る
こ
と
が
学
的
に
確
定
し
た
の
は
、
今
か
ら
僅
か
に
百
年
程
前
な
の
で
す
。

こ
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
法
勅
が
残
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
他
の
資
料
だ
け
だ
っ
た
ら
、
釈
尊
が
歴
史
的
実
在
人
物
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
現
在
ほ
ど
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
エ
ミ
ー
ル
・
ス
ナ
ー
ル
の
よ
う
な
優
れ
た
東
洋
学
者
で
す
ら
、

釈
尊
を
太
陽
神
話
上
の
超
人
と
仮
説
し
、
し
か
も
、
そ
の
仮
説
は
高
い
識
見
に
満
ち
た
も
の
と
し
て
評
価
さ
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
仏
教

に
と
り
ま
し
て
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
存
在
は
大
変
重
要
で
あ
る
こ
と
は
重
ね
て
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
は
イ

ン
ド
を
統
一
し
た
の
ち
、
イ
ン
ド
の
隅
々
に
至
る
ま
で
は
も
と
よ
り
、
ま
た
、
隣
国
に
も
仏
教
宣
布
の
た
め
の
使
者
を
送
っ
て
い
ま
す
。
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こ
れ
が
仏
教
を
世
界
の
仏
教
と
せ
し
め
た
大
き
な
機
縁
と
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
現
在
の
南
方
仏
教
、
南

伝
仏
教
と
い
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
第
八
番
目
の
王
子
マ
ヒ
ン
ダ
が
仏
教
宣
布
の
使
者
と
し
て
今
の
セ
イ
ロ
ン
に
遣
わ
さ

れ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
伝
説
さ
れ
て
い
ま
す
。
或
い
は
、
イ
ン
ド
国
内
で
い
え
ば
、
南
方
の
ナ
ー
ガ
ル
ジ
ュ
ナ
コ
ン
ダ
と
か
、
｝
一
口
Ｉ
ラ

・
ア
ジ
ャ
ン
タ
と
い
う
地
方
に
ま
で
仏
教
が
伝
わ
っ
た
の
も
ア
シ
ョ
ー
カ
王
が
国
家
統
一
を
成
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、

後
に
大
乗
仏
教
、
特
に
、
唯
識
仏
教
が
栄
え
た
、
先
に
申
し
ま
し
た
パ
キ
ス
タ
ン
の
ガ
ン
ダ
ー
ラ
地
方
に
ま
で
仏
教
が
伝
わ
っ
て
い
っ
た

の
も
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
功
績
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
を
世
界
の
仏
教
と
し
て
飛
躍
さ
せ
る
そ
の
第
一
歩

を
作
っ
た
の
が
ア
シ
ヨ
ー
カ
王
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
今
回
の
研
修
旅
行
で
は
、
い
ま
申
し
ま
し
た
す
尋
へ
て
の
遺
跡
を
訪
れ
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
が
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
石
柱
な
ど
を
見
学
し
な
が
ら
、
ア
シ
ョ
ー
カ
王
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ゞ

ち
な
み
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
仏
教
研
究
が
盛
ん
に
な
り
ま
す
が
、
釈
尊
の
生
涯
に
つ
い
て
の
研
究
も
進
め
ら
れ
、
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ

ン
か
ら
一
八
八
一
年
に
、
オ
ル
デ
ン
、
ヘ
ル
グ
（
国
．
○
国
の
ロ
ゥ
の
品
）
が
谷
口
＆
目
》
と
い
う
、
学
問
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
釈
尊
の
生
涯
を
明
ら

か
に
し
た
最
初
の
書
物
が
出
版
さ
れ
ま
す
。
こ
の
オ
ル
デ
ン
。
ヘ
ル
グ
の
《
切
屋
呂
冨
》
と
い
う
書
物
は
、
仏
教
内
部
に
伝
持
さ
れ
て
い
る
釈

尊
の
生
涯
を
記
録
し
た
も
の
、
そ
れ
を
仏
陀
の
伝
記
（
仏
伝
）
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
仏
伝
の
中
か
ら
神
話
的
な
部
分
を
削
除
し
て
人
間

仏
陀
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
内
部
で
釈
尊
の
生
涯
を
仏
伝
と
し
て
意
識
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
の
は
、
少
な

く
と
も
釈
尊
滅
後
、
二
百
年
程
の
後
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
部
派
仏
教
の
中
で
纒
め
ら
れ
た
『
大
般
浬
藥

経
』
で
あ
り
ま
す
。
或
い
は
、
大
乗
仏
教
運
動
が
起
こ
る
西
暦
紀
元
前
後
の
頃
に
、
仏
伝
文
学
が
盛
ん
に
造
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
が
仏
教

内
部
に
お
け
る
釈
尊
の
生
涯
に
関
す
る
資
料
で
す
が
、
そ
う
い
う
仏
伝
に
は
神
話
的
な
表
現
と
か
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な

要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
オ
ル
デ
ン
ベ
ル
グ
は
そ
れ
ら
の
要
素
を
取
り
除
き
ま
し
て
、
人
間
仏
陀
と
い
う
も
の
を
明
ら

か
に
し
よ
う
と
試
み
た
わ
け
で
す
。
い
か
に
も
合
理
主
義
的
な
解
釈
に
よ
る
一
つ
の
釈
尊
の
生
涯
で
す
。
し
か
し
へ
現
在
の
歴
史
学
で
は
、
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そ
う
い
う
神
話
的
表
現
と
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
か
奇
跡
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
す
べ
て
取
り
除
い
た
と
こ
ろ
に
歴
史
的
事
実
が
明
ら

か
に
な
る
と
は
考
え
な
い
で
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
か
と
言
え
ば
、
そ
の
神
話
的
表
現
と
か
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
か
奇
跡
と
か
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
何
か
を
指
示
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
景
を
見
極
め
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
的
事
実
が
よ
り
明
確
に
さ
れ
て
い
く

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
オ
ル
デ
ン
ゞ
ヘ
ル
グ
の
《
切
目
目
四
》
は
、
人
間
仏
陀
と
し
て
の
釈
尊
の
生
涯
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た

も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
合
理
主
義
的
な
試
み
に
は
多
く
の
欠
点
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
後
、
釈
尊
の
生
涯
に
つ
い
て
の
研

究
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
進
め
ら
れ
、
つ
い
に
、
一
九
四
九
年
に
い
た
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
パ
リ
か
ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
フ
ウ
シ
ェ

ー
（
毎
．
３
巨
呂
の
Ｈ
）
の
《
旧
い
言
①
自
国
○
巨
目
ｇ
》
が
、
釈
尊
の
生
涯
に
つ
い
て
の
、
仏
伝
に
つ
い
て
の
決
定
打
と
な
り
ま
す
。
か
れ
フ

ウ
シ
ェ
ー
の
《
Ｆ
Ｐ
ぐ
ぢ
目
国
○
匡
呂
ｇ
》
は
、
仏
伝
文
学
を
は
じ
め
と
し
て
歴
史
学
と
か
考
古
学
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
的
な
成
果
を
踏

ま
え
た
も
の
で
、
こ
れ
を
越
え
る
研
究
は
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
に
お
い
て
未
だ
な
い
と
い
え
ま
す
。

余
計
な
話
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
も
大
谷
大
学
に
入
り
ま
し
て
、
こ
の
フ
ウ
シ
ェ
ー
の
書
物
の
こ
と
を
知
り
、
す
ぐ
丸
善
に
注
文
し
ま

し
た
。
そ
の
頃
は
外
国
の
書
物
は
丸
善
を
通
し
て
注
文
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
私
も
そ
う
し
た
わ
け
で
す
。
丸
善
に

注
文
し
て
取
り
寄
せ
、
い
ざ
読
み
始
め
ま
し
た
が
、
十
頁
程
読
み
ま
し
て
読
む
の
を
止
め
ま
し
た
。
要
す
る
に
読
め
な
か
っ
た
の
で
す
。

言
語
と
か
言
葉
と
い
う
も
の
は
歴
史
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
こ
れ
か
ら
後
期
に
な
り
ま
す
と
漢
訳
文
献
、
つ
ま
り
漢
文
を
読
む
訓
練
を

さ
せ
ら
れ
ま
す
が
、
漢
文
も
難
し
い
で
す
。
何
時
の
時
代
の
文
献
か
で
、
言
葉
の
意
味
も
微
妙
に
違
っ
て
来
る
わ
け
で
す
。
言
葉
に
は
歴

史
の
背
景
が
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
フ
ウ
シ
ェ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
も
っ
て
い
る
歴
史
背
景
を
十
分
に

踏
ま
え
て
書
か
れ
た
高
級
な
と
い
い
ま
す
か
、
洗
練
さ
れ
た
文
章
な
の
で
す
。
皆
さ
ん
方
の
手
元
に
あ
る
よ
う
な
簡
便
な
仏
和
辞
典
で
は

間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
が
読
め
な
か
っ
た
責
任
を
辞
典
の
せ
い
に
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
、
読
む
の

を
諦
め
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
ま
し
た
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
人
に
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
そ
の
後
、
一
九
六
三
年
に
な
っ

て
こ
の
書
物
の
英
訳
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
ど
う
も
、
英
語
と
か
ド
イ
ツ
語
と
い
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
圏
の
人
達
に
と
つ
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最
後
に
も
う
一
つ
戯
言
を
申
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
今
度
の
研
修
旅
行
で
、
イ
ン
ド
で
仏
教
が
盛
ん
で
あ
っ
た
頃
、
仏

教
研
究
の
中
心
地
で
あ
っ
た
ナ
ー
ラ
ン
ダ
仏
教
大
学
の
跡
を
見
学
し
ま
す
が
、
そ
の
遺
跡
の
草
原
に
座
っ
て
考
え
た
こ
と
で
す
。
仏
教
は

十
二
世
紀
に
イ
ン
ド
か
ら
姿
を
消
し
ま
す
。
ど
う
し
て
姿
を
消
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
が
大
学
生
の
時
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
イ
ン
ド

に
侵
入
し
、
仏
教
寺
院
を
破
壊
し
、
比
丘
・
比
丘
尼
を
殺
し
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
か
ら
仏
教
は
消
滅
し
た
と
、
こ
の
よ
う
に

教
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
ど
う
も
も
う
一
つ
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
一
つ
の
大
宗
教
が
そ
れ
ほ
ど
簡
単
に
消
滅
し
て
し
ま
う
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
何
故
ヒ
ン
ズ
ー
教
は
消
滅
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
、
多
少
す
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
最
も
栄
え
た
と
き
、
六
世
紀
頃
に
は
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
に
は
一
万
人
も
の
学
生
が
学
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
の
後
七
世

紀
に
は
有
名
な
玄
英
が
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
で
学
ん
で
い
ま
す
。
そ
の
頃
は
少
し
衰
微
し
つ
つ
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
も
数
千
人
の

学
生
が
学
ん
で
い
た
わ
け
で
す
。
彪
大
な
遺
跡
を
見
渡
し
な
が
ら
、
こ
れ
程
の
大
学
が
ど
う
し
て
簡
単
に
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
と
考
え

て
い
ま
し
た
ら
、
簡
単
に
消
滅
し
た
理
由
が
閃
い
た
の
で
す
。
何
と
簡
単
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
。
つ
ま
り
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
人
は

飯
を
食
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
仏
教
の
出
家
者
は
在
家
の
人
々
の
布
施
を
仰
い
で
そ
の
日
暮
を
し
な
が
ら
、
仏
教
の
勉
強

を
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
従
っ
て
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
の
学
生
た
ち
も
出
家
者
で
す
か
ら
そ
う
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
も
、
出
家
者

は
不
殺
生
と
い
う
戒
律
の
た
め
畑
仕
事
は
で
き
ま
せ
ん
。
生
産
者
で
な
く
専
ら
消
費
者
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
ま
た
、
金
品
を
手
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
い
う
戒
律
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
皆
さ
ん
の
よ
う
に
仕
送
り
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、

ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
が
維
持
さ
れ
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
れ
を
支
え
る
強
大
な
経
済
力
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
仏
教
に
帰
依
し

て
も
こ
の
フ
ウ
シ
ェ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
語
は
難
解
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
私
も
こ
の
英
訳
を
手
に
入
れ
て
、
そ
れ
を
手
掛
か

り
に
、
よ
う
や
く
フ
ウ
シ
ェ
ー
の
文
章
を
理
解
し
、
関
心
の
あ
る
箇
所
を
読
み
ま
し
た
。
私
の
学
生
時
代
の
こ
と
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な

思
い
出
が
あ
り
ま
す
。
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た
国
王
の
庇
護
が
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
数
千
人
の
学
生
が
食
事
を
す
る
。
勿
論
、
食
事
は
午
前
中
一
回
だ
け
で
、
午

後
か
ら
は
一
切
固
形
物
は
口
に
入
れ
ら
れ
ず
、
水
な
ど
の
形
の
な
い
流
動
物
し
か
飲
め
な
い
と
い
う
戒
律
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
へ

そ
れ
は
大
変
な
分
量
の
食
料
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ナ
ー
ラ
ン
ダ
大
学
の
回
り
は
今
は
農
村
地
帯
で
す
が
、
か
っ
て
は
大
都
市
で
あ
っ
た

と
い
う
よ
う
に
も
見
え
ず
、
今
と
あ
ま
り
変
わ
り
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
数
千
人
の
学
生
た
ち
の
食
事
を
準
備

し
布
施
す
る
こ
と
は
と
て
も
不
可
能
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
従
っ
て
、
ど
う
し
て
も
大
き
な
経
済
力
を
も
っ
た
国
王
の
庇
護
と
い
う
も
の
が

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
国
王
が
仏
教
に
帰
依
し
て
い
た
国
王
か
ら
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
国
王
に
変
わ
れ
ば
、
す
な
わ
ち
、
国
王
の
庇

護
が
な
く
な
れ
ば
、
簡
単
に
ギ
ブ
ア
ッ
プ
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
何
と
簡
単
な
こ
と
か
と
気
付
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
仏
教
が
イ
ン

ド
か
ら
姿
を
消
し
た
の
も
、
そ
の
消
滅
の
大
き
な
原
因
の
一
つ
と
し
て
同
様
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で

す
。
大
学
や
僧
院
が
大
き
く
な
り
す
ぎ
て
、
権
力
者
の
庇
護
を
受
け
な
け
れ
ば
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
、
そ
れ
が
仏
教
の
消
滅
と
い

う
事
実
の
一
つ
の
原
因
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
の
寺
院
と

い
う
の
は
、
大
き
な
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
小
さ
な
祠
の
よ
う
な
寺
院
が
無
数
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
沢
山
あ
る
わ
け
で
す
。
こ

れ
は
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
っ
て
も
滅
び
ま
せ
ん
。
‐
こ
れ
に
ひ
き
か
え
、
仏
教
は
国
家
の
庇
護
を
受
け
て
栄
え
た
と
い
う
決
定
的
な
欠
点
を

持
っ
て
い
た
、
そ
の
た
め
に
仏
教
は
簡
単
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
よ
る
仏
教
寺
院
の
破
壊
と
い
う
こ
と
も
相
当
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
教
は
偶
像

崇
拝
を
嫌
い
ま
す
か
ら
、
イ
ン
ド
に
行
き
ま
し
て
博
物
館
や
仏
跡
に
あ
る
仏
像
を
見
ま
す
と
、
鼻
が
欠
け
て
い
た
り
、
耳
が
無
か
つ
た
り
、

首
が
落
ち
て
い
た
り
、
そ
う
い
う
石
仏
が
沢
山
あ
り
ま
す
。
多
分
、
そ
の
多
く
は
、
自
然
に
壊
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に

よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
為
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
ま
す
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
こ
と
だ
け
で
仏
教
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
べ

き
で
し
ょ
う
。
と
も
か
く
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
仏
教
が
盛
大
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
そ
れ
が
国
王
と
い
う
権
力
者
の
庇
護
に
よ
っ
て
盛
大

に
な
っ
た
と
い
う
場
合
が
多
く
、
結
果
的
に
は
、
そ
れ
が
イ
ン
ド
か
ら
の
仏
教
の
消
滅
と
い
う
こ
と
を
も
た
ら
し
た
大
き
な
原
因
に
な
っ
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こ
の
他
、
イ
ン
ド
か
ら
仏
教
が
消
滅
し
た
理
由
と
し
て
、
思
想
の
方
面
か
ら
見
る
と
、
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、

輪
廻
転
生
の
主
体
と
し
て
の
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）
と
い
う
イ
ン
ド
宗
教
に
と
っ
て
絶
対
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
を
仏
教
は
否
定

し
た
と
い
う
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
仏
教
が
大
乗
仏
教
と
な
っ
て
後
、
ヒ
ン
ズ
ー
教
や
録
ハ
ラ
モ
ン
教
の
影
響
を
受
け
、
次
第
に
密
教
化
し

た
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
輪
廻
転
生
の
否
定
で
も
あ
り
ま
す
。

実
際
に
は
、
仏
教
は
釈
尊
亡
き
後
、
法
（
号
閏
日
四
）
の
本
質
（
の
ぐ
§
旨
く
沙
）
を
実
在
視
し
て
輪
廻
転
生
を
可
能
に
し
て
し
ま
い
ま
す
が
、

や
は
り
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
否
定
（
無
我
）
は
仏
教
が
イ
ン
ド
宗
教
の
正
統
派
に
な
れ
な
か
っ
た
最
大
の
理
由
で
あ
り
、
そ
れ
が
消
滅
の
大

き
な
原
因
に
な
っ
た
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、
仏
教
の
密
教
化
は
、
イ
ン
ド
民
族
の
習
俗
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
自
ず
と
ヒ

ン
ズ
ー
教
の
中
に
仏
教
が
埋
没
し
て
し
ま
う
運
命
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
え
ま
す
。
現
に
、
今
の
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
た
ち
は
仏
教
は
ヒ
ン
ズ

ー
教
の
中
に
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
に
あ
り
、
日
本
独
自
の
輪
廻
思
想
（
霊
信
仰
）
の
中
に
仏
教

が
埋
没
し
、
仏
教
の
日
本
的
な
習
俗
化
が
進
み
、
仏
教
と
は
似
て
も
似
つ
か
ぬ
仏
教
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
え
ま
す
。

と
も
か
く
も
、
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
仏
教
が
国
王
の
庇
護
を
う
け
て
栄
え
た
と
い
う
こ
と
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
否
定
し
た
こ
と
、
密
教
化
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
が
仏
教
が
イ
ン
ド
か
ら
姿
を
消
し
た
大
き
な
理
由
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

た
と
い
汚
「
ノ
こ
と
で
、
す
。

時
間
が
ま
い
り
ま
し
た
の
で
、
お
話
を
こ
の
辺
で
終
わ
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
こ
と
に
内
容
の
薄
い
お
話
に
終
わ
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
少
し
専
門
的
に
仏
教
を
勉
強
し
よ
う
と
し
て
い
る
皆
さ
ん
方
に
参
考
に
な
っ
た
の
か
ど
う
か
疑
問
で
す
が
、
と
も

か
く
、
最
初
に
申
し
た
よ
う
に
、
仏
教
を
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
仏
教
の
知
識
を
学
び
、
物
知
り
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
自
分
と
い
う
も
の
を
明
ら
か
に
し
、
自
分
の
生
き
方
を
仏
教
に
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
自
分
が
納
得
し
て
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い
る
尺
度
を
一
度
取
り
外
し
、
よ
り
豊
か
な
尺
度
を
仏
教
か
ら
学
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意

味
で
、
今
回
の
イ
ン
ド
研
修
旅
行
は
仏
教
の
学
び
の
大
切
な
一
つ
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。
仏
教
学
会
の
会
員
と
な
ら
れ
た
皆
さ
ん
方
の
今

後
の
勉
学
に
大
き
な
期
待
を
も
っ
て
、
お
話
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
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