
わ
た
く
し
が
専
門
分
野
と
し
て
お
り
ま
す
敦
埠
の
こ
と
に
つ
い
て
何
か
話
を
せ
よ
と
の
こ
と
で
、
簡
単
な
気
持
ち
で
お
引
受
い
た
し
ま

し
た
が
、
こ
の
会
が
伝
統
あ
る
意
義
深
い
会
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
大
変
恐
縮
い
た
し
緊
張
し
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

限
ら
れ
た
時
間
内
で
ど
こ
ま
で
お
話
で
き
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
敦
煤
出
土
写
本
の
研
究
が
仏
教
学
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
も

っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
今
日
そ
の
研
究
が
ど
の
あ
た
り
ま
で
進
ん
で
い
る
か
、
ま
た
ど
う
い
う
問
題
を
か
か
え
て
い
る
か
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
お
話
い
た
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
時
間
の
関
係
で
、
大
ざ
っ
ぱ
な
と
こ
ろ
で
お
話
す
る
こ
と
に
な
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

ご
承
知
の
と
お
り
、
王
道
士
が
敦
埠
の
莫
高
窟
の
第
十
七
洞
に
古
い
経
典
類
が
詰
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
は
一
九
○
○
年
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
の
ス
タ
イ
ン
（
一
八
六
二
’
一
九
四
三
）
、
フ
ラ
ン
ス
の
。
へ
リ
オ
（
一
八
七
八
’

一
九
四
五
）
な
ど
が
そ
こ
を
訪
ね
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
資
料
を
持
ち
帰
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
日
本
の
第
三
次
の
大
谷
探
検
隊
（
吉
川
小
一

郎
氏
と
橘
瑞
超
氏
）
が
そ
こ
を
訪
ね
た
の
は
一
九
一
二
年
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
時
は
、
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
皆
が
持
っ
て
帰
っ
た
あ
と

で
し
た
が
、
そ
れ
で
も
約
六
○
○
点
ぐ
ら
い
の
古
写
経
を
隠
匿
し
て
い
た
王
道
士
か
ら
買
い
取
る
な
ど
し
て
持
ち
か
え
り
ま
し
た
。
こ
の

敦
煙
仏
教
研
究
の
現
状

一
研
究
の
は
じ
め

上

山

大
峻
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大
谷
探
検
隊
を
主
宰
し
た
の
が
西
本
願
寺
の
二
十
二
代
門
主
で
あ
る
大
谷
光
瑞
師
（
一
八
七
六
’
一
九
四
八
）
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
う
し
た
因

縁
で
大
谷
探
検
隊
の
蒐
集
品
の
研
究
を
中
心
と
す
る
西
域
研
究
が
龍
谷
大
学
の
責
務
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
こ
の
よ
う
な
敦
埠
な
ど
西
域
出
土
の
写
本
の
研
究
に
か
か
わ
り
は
じ
め
ま
し
た
事
の
起
こ
り
は
、
大
谷
大
学
に
も
そ

の
時
の
同
僚
の
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
に
、
大
英
図
書
館
や
イ
ン
ド
省
図
書
館
に
保
管
さ
れ
て
お
り
ま
す
ス
タ

イ
ン
蒐
集
の
敦
煤
写
本
全
点
の
マ
ー
イ
ク
ロ
Ⅱ
フ
イ
ル
ム
が
榎
一
雄
教
授
、
山
本
達
郎
教
授
の
尽
力
に
よ
っ
て
日
本
（
東
洋
文
庫
）
に
将
来
さ

れ
、
そ
の
焼
付
写
真
が
京
大
の
人
文
科
学
研
究
所
に
も
設
置
さ
れ
、
そ
の
目
録
を
作
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
研
究
会
が
組
織
さ
れ
た
こ
と
に

は
じ
ま
り
ま
す
。
こ
れ
は
想
像
で
す
が
、
ど
う
も
は
じ
め
こ
の
資
料
に
関
心
を
も
た
れ
た
の
は
東
洋
史
の
先
生
方
で
、
古
代
の
戸
籍
と
か

律
令
の
古
逸
断
片
な
ど
が
多
く
発
見
で
き
る
と
期
待
さ
れ
た
ら
し
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
ど
の
写
真
の
束
を
開
け
て
み
て
も
出
て
く
る
の

は
お
経
ば
か
り
で
す
。
こ
れ
な
ら
目
録
を
作
る
に
は
仏
教
の
専
門
家
に
さ
せ
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大
谷
大
学
や
龍
谷
大
学

に
も
話
が
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
私
は
そ
の
時
、
大
学
院
の
修
士
課
程
の
一
年
生
で
し
た
が
、
あ
る
日
、
芳
村
修
基
と
い
う

先
生
に
、
た
ま
た
ま
廊
下
で
お
会
い
し
た
と
き
に
「
お
前
、
人
文
科
学
研
究
所
に
行
っ
て
こ
い
」
と
言
わ
れ
、
研
究
会
に
参
加
し
た
の
が

人
文
科
学
研
究
所
に
行
っ
て
み
ま
す
と
、
大
先
生
が
た
が
真
剣
な
顔
を
し
て
写
真
を
調
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
私
は
実
は
寺
院
の
生

ま
れ
で
し
て
、
仏
教
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
私
が
如
何
に
悟
る
か
と
い
う
こ
と
で
、
お
経
は
そ
の
為
に
学
ぶ
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
お
経
を
相
手
に
し
て
は
い
ま
す
が
、
小
さ
い
断
片
が
『
大
正
新
脩
大
蔵

経
』
の
ど
の
経
の
何
頁
に
当
た
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
る
い
わ
ば
作
業
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
『
法
華
経
』
に
し
て
も
『
大
般
若
経
』
に

し
て
も
、
既
に
立
派
な
経
典
が
あ
る
の
に
、
古
い
小
さ
な
破
れ
た
断
片
を
、
大
事
な
時
間
を
使
っ
て
な
ぜ
調
令
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、

そ
れ
が
悟
り
の
問
題
と
ど
う
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
納
得
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
正
直
な
と
こ
ろ
腹
の
な
か
で
は
そ
の
作
業
を
軽

蔑
し
て
お
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
随
分
不
真
面
目
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
い
お
こ
し
ま
す
。
し
か
し
、
い
や
い
や
な
が
ら
も
写
本
を
調

先
生
に
、
た
ま
た
ま
廊
下
で
お
く
壽

そ
も
そ
も
の
始
ま
り
で
あ
り
ま
す
。
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研
究
会
で
私
が
調
査
を
分
担
し
た
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
論
疏
」
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
し
た
。
『
法
華
経
』
や
『
般
若
経
』
な
ど
の
ち
ゃ

ん
と
し
た
仏
典
は
既
に
先
輩
た
ち
が
担
当
さ
れ
て
い
て
、
目
ぽ
し
い
も
の
が
無
か
っ
た
せ
い
で
も
あ
り
ま
す
。
「
論
疏
」
と
し
て
分
類
さ

れ
て
い
る
カ
ー
ド
を
集
め
て
み
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
に
「
不
知
題
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
唯
識
や
律
な
ど
の
論

疏
で
あ
る
と
は
推
定
で
き
る
け
れ
ど
も
、
何
で
あ
る
の
か
同
定
で
き
な
い
と
い
う
も
の
で
す
。
漢
文
で
書
か
れ
た
諭
疏
で
す
か
ら
、
当
然
、

中
国
仏
教
で
重
要
な
『
成
唯
識
論
』
と
か
『
法
華
玄
義
』
な
ど
に
一
致
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
し
て
い
ま
し
た
の
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の

は
殆
ど
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
ち
ゃ
ん
と
言
名
や
撰
者
が
言
い
て
あ
る
も
の
は
稀
で
、
ほ
と
ん
ど
は
何
か
の
論
疏
だ
が
、
そ
れ
が
何
な
の
か

分
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
断
片
ば
か
り
な
の
で
す
。
私
は
仕
方
な
く
、
し
ば
し
ば
名
を
み
る
曇
曠
と
法
成
の
著
作
の
写
本
を
、
大
き
い

も
の
も
小
さ
い
断
片
も
出
来
る
か
ぎ
り
集
め
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
う
し
ま
す
と
、
曇
曠
と
法
成
の
写
本
の
特
徴
が
自
ず
か
ら
浮

き
上
が
り
、
小
さ
い
断
片
も
そ
の
特
徴
の
類
似
か
ら
、
何
で
あ
る
か
が
殆
ど
分
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
筆
蹟
か
ら
、
も
と
は
連
っ
て
い

た
も
の
だ
と
分
か
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
時
々
、
書
写
し
た
人
の
名
や
年
代
を
書
い
た
奥
書
が
あ
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
基
準
に
し

て
、
ず
っ
と
並
べ
て
み
ま
す
と
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
曇
曠
と
法
成
と
い
う
人
物
の
経
歴
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
曇
曠
の
著
作
に
『
大
乗
二
十
二
問
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
中
国
本
土
に
は
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
本
で
す
。
「
大

正
新
脩
大
蔵
経
』
八
十
五
巻
に
は
入
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
敦
埠
の
写
本
か
ら
収
録
さ
れ
た
も
の
で
す
。
相
当
数
の
写
本
が
発
見
で
き

ま
す
の
で
、
多
く
の
人
が
写
し
、
学
習
し
て
い
た
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
に
は
序
文
が
附
い
て
い
て
、
そ
れ
に
「
聖
顔
」
と
か
「
聖
情
」

と
か
の
言
葉
が
で
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
本
は
、
誰
か
「
聖
」
な
る
人
よ
り
質
問
を
う
け
、
そ
れ
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
の

で
す
。
従
来
は
そ
の
「
聖
」
な
る
人
は
、
こ
の
本
を
最
初
に
注
目
し
た
久
野
芳
隆
と
い
う
学
者
に
よ
り
、
丁
度
そ
の
こ
ろ
中
国
の
天
子
で

べ
て
ゆ
き
ま
す
う
ち
に
、
色
々
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た

二
中
国
仏
教
と
同
じ
で
な
い
敦
埠
の
仏
教

61



あ
っ
た
代
宗
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
私
は
東
洋
史
の
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
た
ま
た
ま
、
そ

の
頃
、
研
究
会
の
お
世
話
役
で
あ
り
ま
し
た
藤
枝
晃
先
生
に
お
見
せ
し
ま
し
た
ら
、
そ
の
頃
の
敦
埠
は
チ
、
ヘ
ッ
ト
に
支
配
さ
れ
て
い
て
中

国
と
行
き
来
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
中
国
の
長
安
に
は
偉
い
学
者
が
沢
山
い
る
は
ず
な
の
に
、
天
子
が
な
ぜ
田
舎
の
敦
煙

の
僧
侶
に
わ
ざ
わ
ざ
質
問
を
す
る
の
か
、
こ
の
「
聖
」
な
る
人
は
、
そ
の
頃
敦
煙
を
支
配
し
て
い
た
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
の
賛
普
で
は
な
い
か
と
指

摘
さ
れ
ま
し
た
。
漢
文
で
書
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
中
国
の
歴
史
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
私
も
久
野
先
生
も
思
い
こ
ん
で
い
た
の

で
す
。
ポ
ロ
紙
が
如
何
に
重
大
な
こ
と
を
秘
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
、
中
国
の
歴
史
害
に
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
事
実
が
出
て
く
る
と

い
・
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
恥
ず
か
し
な
が
ら
そ
の
時
初
め
て
気
が
つ
い
た
よ
う
な
こ
と
で
し
た
。

私
の
敦
埠
写
本
の
研
究
の
や
り
方
は
、
曇
曠
や
法
成
の
写
本
の
整
理
の
こ
と
で
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
な
写
本
が
沢
山
あ
る

場
合
、
そ
れ
を
と
に
か
く
全
部
集
め
て
み
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
歴
史
的
事
実
を
汲
み
取
っ
て
ゆ
く
と
い
う
、
い
わ

ば
帰
納
法
的
方
法
で
す
。
そ
の
よ
う
な
同
類
の
写
本
の
グ
ル
ー
プ
は
幾
つ
か
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
う
し
て
分
か
っ
た
こ
と
を
連
結
し
て
ゆ

け
ば
、
だ
ん
だ
ん
と
敦
煙
の
地
域
に
展
開
し
た
仏
教
の
状
況
が
判
明
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。
今
も
こ
の
方
法
で
研

究
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
出
発
は
、
不
明
な
写
本
を
ど
う
整
理
す
る
か
の
苦
肉
の
策
で
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
敦
埠
写
本
の
調
査
の

仕
方
や
重
要
性
が
分
か
っ
て
き
ま
し
て
、
次
第
に
敦
埠
研
究
が
面
白
く
な
っ
て
ま
い
っ
た
よ
う
な
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

敦
埠
の
資
料
が
発
見
さ
れ
ま
す
と
、
た
ち
ま
ち
世
界
か
ら
注
目
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
し
て
、
ま
ず
書
道
家

が
関
心
を
示
し
ま
し
た
。
実
は
、
そ
れ
ま
で
中
国
に
は
紙
に
書
か
れ
た
古
い
時
代
の
筆
蹟
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
書
道
の
手
本
に

す
る
の
は
石
碑
な
ど
か
ら
の
拓
本
で
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
敦
埠
を
は
じ
め
西
域
か
ら
四
世
紀
、
五
世
紀
こ
ろ
の
隷
書
風
の
筆
蹟
の

写
本
が
発
見
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
大
変
貴
重
な
資
料
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
し
た
。
中
村
不
折
と
い
う
書
道
家
は
、
多
く
の
発
掘
古

三
古
逸
仏
典
の
蒐
集
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と
こ
ろ
で
、
仏
教
学
者
か
ら
の
関
心
で
す
が
、
大
谷
光
瑞
師
の
着
眼
を
別
に
す
れ
ば
、
本
格
的
に
注
目
し
た
の
は
矢
吹
慶
輝
先
生
で
し

ょ
う
。
先
生
は
ロ
ン
ド
ン
に
行
か
れ
、
ス
タ
イ
ン
蒐
集
の
敦
埠
写
本
に
眼
を
通
さ
れ
て
、
「
大
蔵
経
」
に
入
っ
て
い
ず
、
こ
れ
ま
で
の
仏

教
学
者
の
知
識
に
な
い
未
知
な
仏
典
の
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
特
に
そ
れ
ら
を
選
ん
で
写
真
に
と
り
日
本
に
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ら
は
録
文
し
て
丁
度
編
纂
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
の
第
八
十
五
巻
「
古
逸
・
疑
似
部
」
（
一
九
三
二
）
に
収
録
さ
れ
、

更
に
『
鳴
沙
余
韻
』
（
一
九
三
八
）
と
い
う
写
真
版
を
「
解
説
」
を
付
し
て
出
版
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
矢
吹
先
生
は
、
そ
う
し
た
古
逸
資
料

の
中
の
三
階
教
関
係
の
写
本
に
注
目
し
、
中
国
で
禁
教
と
な
っ
て
典
籍
の
失
わ
れ
て
い
た
三
階
教
の
資
料
の
復
元
を
さ
れ
、
大
著
『
三
階

教
の
研
究
』
（
一
九
二
七
）
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

矢
吹
先
生
の
紹
介
さ
れ
た
古
逸
の
仏
典
は
仏
教
学
者
の
興
味
を
ひ
き
ま
し
た
か
、
な
か
で
も
最
も
強
く
関
心
を
も
っ
た
の
は
禅
宗
関
係

興
味
を
ひ
き
ま
し
た
。

写
本
を
集
め
ら
れ
て
、
現
在
「
書
道
博
物
館
」
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
東
洋
史
の
方
か
ら
の
研
究
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
仁
井
田
陞
先
生
は
中
国
で
は
失
わ
れ
て
い
た
唐
の
律
令
の
条

文
を
い
ろ
い
ろ
な
文
献
か
ら
蒐
集
し
、
「
唐
律
」
を
復
元
し
た
名
著
「
唐
令
拾
遺
』
（
’
九
三
三
）
を
刊
行
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
資
料
を

敦
埠
写
本
か
ら
も
得
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
す
で
に
散
失
し
て
し
ま
っ
た
貴
重
な
文
献
が
敦
埋
な
ど
西
域
資
料
の
な
か

に
保
存
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
東
洋
史
の
学
者
が
た
の
関
心
を
ひ
き
ま
し
た
。

＊
ま
た
、
同
じ
東
洋
史
関
係
の
分
野
に
な
り
ま
す
が
、
中
国
の
均
田
制
な
ど
の
実
際
に
施
行
さ
れ
た
古
い
文
書
が
見
つ
か
り
、
こ
の
よ
う

な
も
の
が
当
時
の
具
体
的
な
社
会
経
済
制
度
を
明
か
に
す
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
の
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
言
語
関
係
で
す
。
敦
埠
写
本
の
構
成
は
漢
文
だ
け
で
は
な
く
、
チ
ベ
ッ
ト
語
、
ソ
グ
ド
語
、
ウ
イ
グ
ル
語
、
コ
ー
タ
ン
語
な

ど
当
時
の
中
央
ア
ジ
ア
で
用
い
ら
れ
た
言
語
の
文
言
が
混
ざ
っ
て
い
ま
し
た
。
特
に
チ
↑
ヘ
ッ
ト
語
資
料
は
、
一
時
期
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
に
占
領
さ

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
ほ
ぼ
漢
文
写
本
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
多
量
の
写
本
が
保
存
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
言
語
学
者
か
ら
の

〆の
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の
学
者
で
あ
り
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
中
国
の
禅
宗
は
五
祖
弘
忍
の
あ
と
六
祖
慧
能
の
南
宗
禅
と
神
秀
の
北
宗
禅
と
に
分
裂

し
、
結
局
、
北
宗
禅
は
排
さ
れ
て
南
宗
禅
が
後
世
に
の
こ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
北
宗
禅
系
統
の
も
の
は
典
籍
ま
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
失
わ
れ
た
は
ず
の
北
宗
禅
の
資
料
が
敦
埠
写
本
の
な
か
に
見
つ
か
っ
た
の
で
す
。
北
宗
禅
の
灯
史
で
あ
る
『
梧

伽
師
資
記
』
は
代
表
的
な
も
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
分
か
ら
な
か
っ
た
北
宗
禅
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
で
す
。
宇
井
伯
寿
先
生
が
『
禅
宗
史
研
究
』
（
一
九
三
五
）
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
北
宗
残
簡
」
は
そ
う
し
た
北
宗
の
資
料
を
集
め

ら
れ
た
も
の
で
す
。
禅
の
関
係
の
写
本
は
、
北
宗
禅
資
料
だ
け
で
な
く
、
神
会
な
ど
南
宗
禅
系
の
も
の
も
存
在
し
て
お
り
ま
し
て
、
禅
の

方
々
は
今
な
お
敦
埠
資
料
に
対
し
て
強
い
関
心
を
も
た
れ
、
古
逸
の
禅
文
献
の
蒐
集
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
。

そ
う
い
う
古
逸
の
仏
典
は
、
矢
吹
先
生
な
ど
が
多
く
を
蒐
集
さ
れ
ま
し
た
が
、
や
は
り
未
だ
残
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
集
め
ま
す

と
、
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』
二
冊
く
ら
い
に
は
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
中
に
は
重
要
な
問
題
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
も
の
が
あ
り

ま
す
。
例
え
ば
、
敦
埠
の
資
料
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
百
済
康
義
先
生
が
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
の
古
写
本
の
中
に
、
『
無
量
寿
経
』
の
断
片

を
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
部
分
は
現
存
の
「
無
量
寿
経
』
の
ど
の
訳
本
と
も
合
わ
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
百
済
先
生
は
、

も
し
か
し
た
ら
、
こ
れ
は
五
存
七
欠
と
い
わ
れ
る
「
無
量
寿
経
』
の
七
欠
の
一
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
ま
し
た
。
，
も
ち
ろ
ん
推
定
の
域

に
と
ど
ま
り
ま
す
が
。
ま
た
、
こ
れ
も
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
写
本
で
す
が
、
『
注
維
摩
詰
経
』
の
単
注
本
の
写
本
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
ご

承
知
の
よ
う
に
『
注
維
摩
詰
経
』
と
い
う
本
は
、
鳩
摩
羅
什
は
じ
め
、
門
下
の
僧
生
、
僧
肇
な
ど
が
『
維
摩
経
』
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
注

釈
を
書
い
て
い
た
の
を
後
に
集
め
て
一
冊
に
編
集
し
た
も
の
な
の
で
す
。
だ
か
ら
原
本
に
な
る
本
は
当
然
あ
っ
た
は
ず
で
す
が
、
無
く
な

っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
本
が
見
つ
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
「
肇
日
」
の
と
こ
ろ
の
文
に
一
致
し
ま
す
の
で
、
僧
肇
の
注
釈
し
た
本
で

あ
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
単
注
本
の
存
在
を
実
証
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
資
料
が
、
た
ん
ね
ん
に
探

し
ま
す
と
、
ま
だ
い
ろ
い
ろ
見
つ
か
っ
て
く
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
う
い
う
古
逸
仏
典
が
敦
煤
写
本
な
ど
の
西
域
資
料
か
ら
回
収
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
お
お
き
な
成
果
で
す
が
、
そ
れ
は
要
す
る
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そ
の
き
っ
か
け
は
、
敦
埠
写
本
の
フ
イ
ル
ム
が
将
来
さ
れ
、
写
真
で
敦
埠
写
本
の
全
体
が
見
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
で
す
。

禅
の
関
係
の
学
者
は
別
と
し
て
、
そ
れ
以
後
、
他
の
仏
教
学
者
か
ら
の
敦
埠
写
本
に
対
す
る
関
心
は
あ
ま
り
広
が
っ
て
ゆ
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
そ
れ
は
、
禅
以
外
の
宗
派
に
属
す
る
学
者
に
と
っ
て
は
、
矢
吹
慶
輝
先
生
の
紹
介
さ
れ
た
敦
煙
資
料
の
中
に
も
、
従
来
の
仏
教
学

の
眼
か
ら
見
て
世
間
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
貴
重
な
古
逸
の
資
料
が
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
に
申
し
ま
し
た

よ
う
に
、
昭
和
三
○
年
に
ス
タ
イ
ン
蒐
集
の
敦
埠
写
本
全
点
の
写
真
が
将
来
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
日
本
に
い
な
が
ら
、
は
じ
め
て
敦
埠

写
本
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
失
望
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
文
書

と
か
古
逸
の
経
典
は
極
め
て
稀
で
、
殆
ど
は
『
大
般
若
経
』
と
か
「
法
華
経
」
と
か
の
よ
く
知
ら
れ
た
経
典
の
写
本
ば
か
り
な
の
で
す
。

当
て
が
は
ず
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
東
洋
史
関
係
の
人
も
、
期
待
し
て
い
た
よ
う
な
資
料
は
殆
ど
見
あ
た
ら
ず
、
仏
典
ば
か
り
で
あ
る
こ

と
に
失
望
さ
れ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

珍
本
の
発
見
は
あ
ま
り
期
待
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
写
真
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
活
字
で
内
容
を
知
る
だ
け
で

あ
っ
た
の
が
写
本
の
形
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
矢
吹
慶
輝
先
生
が
選
ん
だ
も
の
で
し
か
敦
埠
写
本
を
知

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
、
ス
タ
イ
ン
蒐
集
写
本
の
全
点
が
見
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
の
構
成
が
分
か
っ
て
き

ま
し
た
。
ま
ず
、
写
本
の
九
○
・
〈
１
セ
ン
ト
以
上
が
仏
典
で
あ
っ
た
の
で
す
。
あ
ら
た
め
て
、
敦
煙
が
仏
教
都
市
で
あ
る
こ
と
、
蔵
経
洞

に
あ
っ
た
写
本
が
仏
教
活
動
の
遺
品
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
次
第
で
す
。

に
中
国
仏
教
で
起
っ
て
い
て
、
今
ま
で
失
わ
れ
て
不
明
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
、
敦
埠
資
料
に
よ
っ
て
補
完
す
る
と
い
う
作
業
で
す
。
従

来
は
、
殆
ど
こ
の
意
味
だ
け
で
敦
埋
資
料
の
役
割
を
見
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
や
り
方
が
大
き
く
変
化
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。

四
研
究
方
法
の
変
化

65



ま
た
諺
写
真
で
写
本
の
す
が
た
形
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
、
筆
蹟
や
書
写
形
式
な
ど
の
類
型
か
ら
の
年
代
判
定
が
可
能

に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
藤
枝
晃
先
生
が
言
い
出
さ
れ
た
こ
と
で
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま
す
と
、
筆
蹟
は
時
代
時
代
で

違
っ
て
お
り
、
た
と
え
書
写
の
年
代
が
書
い
て
な
く
て
も
、
筆
蹟
の
特
徴
か
ら
大
体
の
時
代
判
定
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
五
’
六

世
紀
頃
の
北
朝
期
で
は
隷
書
体
の
特
徴
が
あ
り
、
唐
代
に
な
る
と
階
書
体
に
な
っ
て
き
ま
す
。
中
国
と
の
連
絡
が
切
れ
た
吐
蕃
時
代
に
な

り
ま
す
と
、
チ
ベ
ッ
ト
字
を
写
す
木
筆
を
用
い
て
漢
字
を
書
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
特
徴
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
ほ
ぼ
三
十
年
く
ら
い

の
は
ぱ
で
年
代
の
推
定
が
可
能
で
あ
る
と
藤
枝
先
生
は
言
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
年
代
の
書
い
て
な
い
、
小
さ
い
写
本
の
断
片
で

も
、
だ
い
た
い
何
年
頃
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、
今
ま
で
は
年
代
が
分
か
ら
な
い
の
で
、

資
料
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
断
片
で
も
、
そ
れ
が
ど
の
頃
に
流
行
っ
た
も
の
か
を
判
断
す
る
資
料
と
し
て
役
立
っ
て
き
ま
す
の
で
、

資
料
の
有
効
範
囲
は
ぐ
ん
と
広
が
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
写
本
の
形
態
的
特
徴
か
ら
、
大
体
こ
れ
は
『
金
剛
般
若
経
』
だ
と
か
『
法
華
経
』
だ
と
か
が
分
か
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
う
し

た
類
型
が
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
写
真
の
お
か
げ
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
で
、
今
ま
で
は
殆
ど
諦
め
ら
れ
て
い
た
、

編
年
研
究
や
系
統
分
け
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
す
。
必
然
的
に
、
今
ま
で
知
ら
れ
な
い
珍
し
い
仏
典
を
紹
介
す
る
こ
と
が
大
事
と
し
て
い

た
敦
埠
研
究
の
関
心
が
、
こ
こ
で
転
換
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
藤
枝
先
生
は
、
そ
の
分
水
嶺
は
、
昭
和
三
十
九
年
に
編
纂
さ
れ
た
『
東

方
学
報
』
第
三
五
冊
の
「
敦
埠
特
集
号
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
方
法
が
進
歩
し
た
り
、
新
し
い
事
実
が
い
ろ
い
ろ
と

分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
私
と
し
ま
し
て
も
、
曇
曠
や
法
成
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
て
、
写
本
研
究
の
や
り
方
や
敦
埋

仏
教
研
究
の
重
要
性
が
次
第
に
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

ま
ず
、
申
し
あ
げ
た
い
の
は
、
敦
煙
の
仏
教
と
長
安
を
中
心
と
し
た
中
国
中
原
の
仏
教
と
は
違
う
展
開
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
つ

五
敦
煙
独
自
の
仏
教
の
展
開
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て
き
た
こ
と
で
す
。
晴
・
唐
時
代
の
よ
う
な
中
央
集
権
の
時
代
は
、
地
方
の
文
化
も
中
原
の
も
の
が
行
き
届
い
て
い
る
傾
向
が
あ
る
の
で

す
が
、
ご
承
知
の
よ
う
に
敦
埠
は
、
中
央
と
離
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
独
立
国
か
半
独
立
国
の
性
格
を
も
っ
て
お
り
ま
し
て
、
文
化
も
独
自

な
も
の
が
行
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
か
っ
た
わ
け
で
す
。
典
型
的
な
例
は
、
八
世
紀
の
お
わ
り
頃
か
ら
九
世
紀
の
中
頃
ま
で
吐
蕃
に
占
領

さ
れ
て
い
た
時
期
（
七
八
六
’
八
四
八
）
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
は
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
仏
教
史
の
方
か
ら
言
い
ま
す
と
、
前
伝
時
代
と
い
う
初

期
仏
教
導
入
期
に
当
り
、
敦
埠
の
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
支
配
時
代
は
そ
れ
と
平
行
す
る
の
で
す
。
こ
の
時
代
、
大
き
な
勢
力
を
も
っ
た
吐
蕃
は
敦
埠

も
占
領
し
、
そ
こ
を
「
大
蕃
国
」
（
チ
ベ
ッ
ト
）
の
一
部
と
し
て
支
配
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
の
時
は
、
従
来
か
ら
の
住
民
や
僧
侶
は
そ
の

ま
ま
で
し
た
か
ら
、
漢
語
も
ひ
き
続
き
用
い
ら
れ
、
仏
教
も
中
国
仏
教
が
継
続
し
て
い
た
の
で
す
が
、
一
方
で
、
チ
、
言
ヘ
ッ
ト
の
仏
教
が
入

り
込
み
、
中
国
仏
教
に
み
ら
れ
な
い
独
自
な
教
学
や
組
織
が
で
き
て
き
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
と
は
露
ほ
ど
も
思
い
ま
せ
ん
か
ら
、
漢
文
仏
典
は
中
国
仏
教
の
資
料
に
一
致
す
る
は
ず
だ
と
一
生
懸
命
さ
が

し
て
い
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
中
国
の
仏
教
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な

か
っ
た
の
で
す
。
〈
漢
文
仏
典
Ⅱ
中
国
仏
教
〉
と
い
う
こ
と
が
簡
単
に
言
え
な
い
と
し
ま
す
と
、
敦
埠
の
漢
文
仏
典
を
、
安
易
に
中
国
仏

教
の
歴
史
や
教
学
の
範
崎
で
判
断
し
て
し
ま
う
こ
と
は
危
険
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
前
に
ど
う
し
て
も
、
「
敦
煙
」
で
は
ど
ん
な
仏
教

が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
、
敦
煤
独
自
の
歴
史
や
仏
教
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
生
じ
て
く
る
の
で
す
。

曇
曠
や
法
成
の
写
本
の
調
査
は
、
そ
の
よ
う
な
敦
埠
独
自
の
仏
教
を
明
ら
か
に
す
る
有
力
な
手
が
か
り
と
な
り
ま
し
た
。
曇
曠
と
い
う

学
僧
は
、
も
と
も
と
河
西
地
方
の
出
身
で
、
そ
れ
が
長
安
に
出
て
西
明
寺
で
『
大
乗
百
法
明
門
論
』
な
ど
の
唯
識
学
、
「
大
乗
起
信
論
』
、

そ
れ
に
『
金
剛
般
若
経
』
な
ど
を
学
ん
で
い
ま
し
た
が
、
中
央
の
学
界
の
腐
敗
を
厭
い
、
故
郷
の
建
康
（
張
披
）
に
帰
ろ
う
と
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
安
禄
山
の
乱
を
契
機
に
吐
蕃
が
賊
眉
し
た
と
き
で
、
曇
礪
は
そ
の
戦
火
に
追
わ
れ
て
、
河
西
回
廊
を
東
か
ら
西
へ

と
追
い
立
て
ら
れ
、
七
六
三
年
頃
ま
で
に
、
遂
に
最
後
に
の
こ
っ
た
敦
煙
に
逃
げ
込
み
ま
す
。
そ
れ
ま
で
の
途
中
、
霊
州
、
涼
州
、
甘
州

な
ど
で
『
金
剛
般
若
経
旨
賛
』
『
大
乗
起
信
論
広
釈
』
な
ど
の
著
作
を
し
な
が
ら
敦
煙
に
入
り
ま
す
が
、
こ
の
敦
埠
で
も
『
大
乗
百
法
明

67



門
論
開
宗
義
記
』
な
ど
の
幾
つ
か
の
著
作
を
行
い
、
そ
れ
ら
を
講
義
し
ま
し
た
。
な
に
し
ろ
、
曇
曠
は
最
新
の
長
安
の
仏
教
学
を
身
に
つ

け
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
田
舎
の
敦
煙
の
僧
侶
た
ち
は
彼
を
大
変
歓
迎
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
あ
た
っ
て
受
講
者
た

ち
が
写
し
た
テ
キ
ス
ト
が
保
存
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
勿
論
、
中
原
の
記
録
に
は
載
っ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

ま
た
、
最
初
に
紹
介
し
ま
し
た
よ
う
に
、
曇
曠
が
晩
年
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
の
賛
普
か
ら
仏
教
教
理
に
関
す
る
質
問
を
受
け
た
事
件
は
注
目
す
琴
へ

き
こ
と
で
す
。
敦
煙
が
吐
蕃
に
占
領
さ
れ
る
と
い
う
特
殊
事
情
の
な
か
で
起
き
た
こ
と
で
、
当
然
、
中
国
仏
教
史
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と

次
に
法
成
の
こ
と
を
挙
げ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
人
物
も
中
国
の
記
録
に
は
見
ら
れ
な
い
人
物
で
、
敦
煤
写
本
に
よ
っ
て
初

め
て
名
を
知
ら
れ
ま
し
た
。
最
初
に
こ
の
人
物
に
注
目
し
た
の
は
・
へ
リ
オ
で
す
。
か
れ
は
、
す
で
に
一
九
○
七
年
に
は
じ
め
て
莫
高
窟
を

訪
ね
、
蔵
経
洞
で
調
査
を
し
て
い
る
と
き
に
そ
の
重
要
性
に
気
づ
い
た
よ
う
で
、
本
国
に
お
く
っ
た
手
紙
の
中
で
「
法
成
」
は
チ
奇
ヘ
ッ
ト

大
蔵
経
に
漢
文
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
訳
す
る
翻
訳
者
と
し
て
名
を
見
る
チ
ェ
ー
ド
ゥ
，
フ
（
ｇ
○
ぬ
唱
目
）
と
同
一
人
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
ま

す
。
漢
文
の
写
本
で
は
、
法
成
の
名
は
「
大
蕃
国
大
徳
三
蔵
法
師
沙
門
法
成
訳
」
や
「
沙
門
法
成
集
」
な
ど
と
吉
か
れ
て
お
り
、
チ
ベ
ッ

ト
語
写
本
で
は
殿
屋
目
の
ロ
喝
昌
○
筋
四
ｇ
ｇ
昌
号
》
も
８
○
ｍ
四
号
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人
物
は
、
漢
文
仏
典
を

チ
。
、
ヘ
ッ
ト
語
に
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
人
と
思
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
私
は
実
は
漢
人
だ
と
推
定
し
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、

チ
ベ
ッ
ト
文
献
に
見
ら
れ
る
厨
○
〕
で
す
が
、
こ
れ
を
、
先
輩
の
学
者
は
「
、
コ
エ
族
」
と
か
「
ゴ
エ
寺
」
と
か
解
釈
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
渓
人
姓
の
「
呉
」
の
こ
と
で
、
法
成
は
チ
ベ
ッ
ト
人
で
は
な
く
漢
人
で
「
呉
法
成
」
で
す
。
な
ぜ
漢
人
が
、
チ
等
ヘ
ッ
ト

訳
で
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
後
に
申
し
ま
す
よ
う
に
、
法
成
は
八
五
九
年
頃
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
七
八
六

年
の
敦
埠
陥
落
の
こ
ろ
は
相
当
長
生
き
し
た
と
し
て
も
未
だ
幼
年
期
で
す
。
そ
の
こ
ろ
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
人
が
チ
ー
ヘ
ッ
ト
語
と
と
も
に
敦
埠

に
入
り
込
み
ま
し
た
。
そ
う
し
た
環
境
の
中
で
、
漢
人
で
あ
り
な
が
ら
チ
ベ
ッ
ト
語
に
も
長
し
た
人
材
が
育
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
は
あ

り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
、
敦
埠
写
経
の
中
に
『
無
量
寿
宗
要
経
』
と
い
う
経
典
が
、
漢
文
の
も
の
と
チ
ー
ヘ
ッ
ト
文
の
も
の
と
で
沢
山
あ
り

で
、
す
。
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法
成
は
、
翻
訳
だ
け
で
な
く
、
『
大
乗
稲
芋
経
随
聴
手
鏡
記
』
や
『
大
乗
四
法
経
広
釈
開
決
記
』
な
ど
教
学
的
な
著
作
も
の
こ
し
て
お

り
、
晩
年
に
は
「
琉
伽
師
地
論
』
の
講
義
も
し
て
い
て
、
そ
の
講
義
録
が
の
こ
っ
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
見
ま
す
と
、
漢
文
で
書
か

れ
て
は
い
ま
す
が
、
当
時
の
イ
ン
ド
か
ら
の
新
着
の
仏
教
知
識
を
取
り
入
れ
て
、
そ
れ
を
中
国
仏
教
の
知
識
と
合
わ
せ
て
独
特
な
学
問
を

作
り
あ
げ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
も
、
文
章
の
解
釈
な
ど
に
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
語
や
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
と
の
対
照
を
お
こ
な
う
な
ど
現
代
の
原

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
の
で
す
。

ま
し
た
。
こ
の
経
典
を
書
写
す
る
こ
と
の
功
徳
か
ら
、
賛
普
の
供
養
な
ど
で
大
量
に
写
さ
れ
た
も
の
が
保
存
さ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ

れ
に
は
最
後
に
書
写
人
の
署
名
が
見
ら
れ
ま
す
。
漢
文
の
も
の
は
漢
字
で
署
名
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
文
の
も
の
は
チ
、
ヘ
ッ
ト
文

字
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
殆
ど
が
、
実
は
漢
人
姓
名
の
音
写
な
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
吐
蕃
仏
教
の
写
経
事
業
に
沢
山
の
漢
人
が
動
員

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
ど
う
も
チ
ベ
ッ
ト
は
、
自
国
の
仏
教
の
興
隆
事
業
に
役
立
て
る
た
め
に
敦
埠
を
占
領
し
、

そ
こ
の
人
々
を
写
経
事
業
な
ど
に
利
用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、
最
初
か
ら
仏
教
都
市
敦
煙
は
、
吐
蕃
か
ら
狙
わ
れ
て
い

た
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
吐
蕃
が
敦
煙
を
占
領
す
る
に
つ
い
て
は
、
こ
の
土
地
の
も
つ
仏
教
的
資
源
、
す
な
わ
ち
中
国

仏
教
界
の
人
や
経
典
な
ど
の
物
を
そ
の
ま
ま
手
中
に
し
、
自
国
の
仏
教
興
隆
に
役
立
て
よ
う
と
い
う
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
法

成
は
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
漢
語
と
チ
ベ
ッ
ト
語
の
双
方
に
通
じ
て
い
た
こ
と
か
ら
抜
て
き
さ
れ
て
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
の
翻
訳
事
業
に
「
大

蕃
国
大
徳
三
蔵
法
師
」
と
し
て
起
用
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。

法
成
は
、
円
暉
の
著
作
で
あ
る
『
入
糯
伽
経
疏
』
や
円
測
の
「
解
深
密
経
疏
』
な
ど
二
十
点
の
漢
文
仏
典
を
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
訳
を
し
て
い
ま

す
。
そ
の
内
に
は
、
チ
、
、
ヘ
ッ
ト
大
蔵
経
だ
け
に
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
敦
埠
か
ら
新
し
く
発
見
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
彼
は
、
新
し
く
イ
ン
ド
か
ら
入
っ
て
き
た
仏
典
を
漢
訳
し
て
、
漢
人
僧
に
紹
介
す
る
役
も
つ
と
め
た
よ
う
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
、
敦
煙
が
チ
。
ヘ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
時
の
こ
と
で
す
か
ら
、
中
国
の
記
録
に
は
当
然
の
こ
り
ま
せ
ん
。
と
い
っ
て
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
の
方

に
も
チ
ェ
ー
ド
ゥ
プ
の
名
で
翻
訳
さ
れ
た
幾
つ
か
の
仏
典
を
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
に
の
こ
す
の
み
で
、
「
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
史
書
」
に
も
全
く
記
録
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典
研
究
の
方
法
を
す
で
に
採
用
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
そ
の
中
国
仏
教
の
知
識
は
曇
曠
の
も
の
を
承
け
て
お
り
ま
す
。
年
代
か
ら
み

て
、
曇
曠
の
弟
子
く
ら
い
か
ら
学
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
よ
う
な
法
成
の
著
作
は
、
漢
文
の
も
の
で
あ
っ
て
も
中
国
仏
教
と
同
類
だ
と

は
見
な
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
敦
埠
の
仏
教
は
、
中
国
仏
教
か
ら
独
立
し
て
考
え
て
ゆ
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

敦
埠
写
本
か
ら
分
か
っ
て
き
た
重
要
な
事
項
と
し
て
、
ぜ
ひ
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
に
、
い
ま
一
つ
「
チ
、
ヘ
ッ
ト
宗
論
」

の
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
一
九
五
二
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
ド
ミ
ェ
ヴ
ィ
ル
教
授
が
『
ラ
サ
の
宗
論
』
（
胃
８
薑
。
詩
号
恩
倉
菖
）

と
い
う
本
を
出
さ
れ
、
敦
煙
写
本
の
な
か
に
見
つ
け
ら
れ
た
「
頓
悟
大
乗
正
理
決
』
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
教
授
は
、
こ
の
資
料

が
実
は
『
プ
ト
ン
の
仏
教
史
』
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
中
国
禅
僧
マ
ハ
ー
ャ
ー
ナ
と
イ
ン
ド
僧
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
と
の
間
で
行
わ
れ
た
有
名

な
教
義
論
争
の
漢
文
記
録
で
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
の
で
す
。
『
頓
悟
大
乗
正
理
決
』
の
中
で
は
一
方
は
「
禅
僧
摩
訶
術
」
、
他
は
「
婆

羅
門
僧
」
と
い
う
書
き
方
で
出
て
き
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
の
婆
羅
門
僧
が
は
た
し
て
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
相
当
す
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で

す
。
し
か
し
、
こ
の
資
料
が
全
体
で
は
な
い
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
チ
・
ヘ
ッ
ト
宗
論
」
の
あ
る
部
分
の
記
録
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
の
資
料
の
発
見
は
各
方
面
に
衝
撃
を
与
え
ま
し
た
が
、
そ
の
重
要
な
こ
と
の
一
つ
は
チ
ベ
ッ
ト
研
究
に
実
証
的
歴
史
的
研

究
の
道
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
チ
、
ヘ
ッ
ト
の
歴
史
は
『
プ
ト
ン
の
仏
教
史
』
の
よ
う
な
「
チ
ェ
ー
ジ
ュ
ン
」
と
称
す
る

極
め
て
伝
説
的
な
仏
教
史
に
よ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
ど
こ
ま
で
本
当
か
潤
色
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
記
述
を
集
め
て
も
、
結
局
、
本
当

の
歴
史
は
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
実
状
で
し
た
。
そ
れ
が
敦
埠
出
土
写
本
と
い
う
考
古
学
的
同
時
代
資
料
に
よ
っ
て
実
証
的
に
検
証
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
す
。

六
仏
教
史
の
検
証
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中
国
や
チ
ベ
ッ
ト
の
歴
史
害
に
記
録
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
重
要
な
こ
と
が
敦
埠
写
本
か
ら
は
じ
め
て
分
か
り
、
従
来
の
歴
史
理
解
に
脱

落
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

聖
徳
太
子
が
「
三
経
義
疏
」
を
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
ご
承
知
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
『
勝
鬘
経
義
疏
』
に
非
常
に
よ
く
似
た
本
が

敦
埠
か
ら
見
つ
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
ま
で
、
『
勝
鬘
経
義
疏
』
は
太
子
独
自
の
著
作
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
中
国
に
こ
の
手
本
に
あ
た

る
も
の
が
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
敦
埠
の
写
本
の
な
か
に
は
、
い
く
つ
か
の
太
子
の
時
代
前
後
の
『
勝
鬘
経
』
の
疏

の
写
本
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
中
の
一
つ
の
「
奈
九
三
」
と
い
う
現
在
北
京
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
写
本
が
聖
徳
太
子
の
疏
に
非
常

に
よ
く
一
致
す
る
の
で
す
。
後
に
「
玉
二
四
」
も
こ
れ
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
全
体
の
八
割
以

上
の
文
章
が
一
致
す
る
の
で
す
。
新
聞
が
こ
れ
を
「
聖
徳
太
子
『
勝
霊
経
義
疏
』
の
タ
ネ
本
を
発
見
」
と
発
表
し
ま
し
た
も
の
で
す
か
ら
、

太
子
の
イ
メ
ー
ジ
が
壊
れ
る
と
い
う
こ
と
で
大
分
物
議
を
か
も
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
、

長
安
の
仏
教
学
が
日
本
と
敦
埠
と
い
う
東
西
の
両
辺
に
伝
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
肝
心
の
中
国
中
原
の
と
こ
ろ
で
資
料

が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
太
子
が
独
自
に
著
作
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
。
敦
埠
資
料
は
、
こ
れ
ま
で
見

過
ご
し
て
い
た
事
実
に
気
づ
か
せ
、
歴
史
の
欠
落
を
補
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

チ
等
ヘ
ッ
ト
の
歴
史
の
方
で
も
、
同
様
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
敦
埠
か
ら
八
二
二
年
に
時
の
賛
普
が
支
配
下
の
各
州
に
流
布

し
た
こ
と
を
明
記
す
る
『
大
乗
経
纂
要
義
』
と
い
う
文
献
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
以
後
の
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教
の
方
向
を
定
め
る
重

要
な
も
の
で
、
し
か
も
全
土
に
書
写
さ
せ
て
配
布
し
た
の
で
す
か
ら
大
変
な
数
に
な
っ
た
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
チ

ベ
ッ
ト
の
歴
史
は
何
も
記
載
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
先
に
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
テ
ィ
ッ
ク
デ
ッ
ェ
ン
王
の
と
き
敦
埋
で
「
無
量
寿

宗
要
経
』
と
『
大
般
若
経
』
と
の
大
量
写
経
を
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
も
ど
‐
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

七
歴
史
の
脱
落
を
補
う
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ま
た
、
『
梼
伽
師
資
記
』
な
ど
の
禅
典
籍
の
チ
。
ヘ
ッ
ト
訳
が
敦
埠
か
ら
発
見
さ
れ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
に
中
国
禅
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が

分
か
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
’
一
ソ
マ
派
の
教
学
に
禅
が
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
経
緯
も
だ
ん
だ
ん
明
ら
か
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

従
来
は
、
チ
ベ
ッ
ト
宗
論
で
摩
訶
術
が
敗
退
し
た
後
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
は
イ
ン
ド
仏
教
一
辺
倒
に
な
り
中
国
仏
教
、
特
に
禅
は
チ
。
ヘ
ッ
ト

に
残
っ
》
て
い
な
い
と
思
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
修
正
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

敦
煙
に
保
存
さ
れ
て
い
た
写
本
類
は
、
実
際
に
使
用
さ
れ
た
生
の
資
料
で
す
か
ら
、
そ
の
利
用
状
態
や
成
立
経
過
な
ど
記
録
に
残
ら
な

い
よ
う
な
具
体
的
な
様
子
を
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
敦
煤
よ
り
出
土
し
た
『
礒
伽
論
手
記
』
や
「
礒
伽
諭
分

門
記
』
の
写
本
群
に
よ
っ
て
、
法
成
が
晩
年
、
大
中
九
年
（
八
五
五
）
か
ら
大
中
十
三
年
（
八
五
九
）
の
四
年
間
に
わ
た
っ
て
沙
州
の
開
元
寺

で
行
っ
た
「
琉
伽
師
地
論
』
の
講
義
の
有
様
を
、
き
わ
め
て
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
時
、
講
義
を
聴
講
し
た
弟
子
の

名
は
談
迅
、
福
慧
、
法
鏡
、
一
真
、
洪
真
、
明
照
、
恒
安
で
、
彼
ら
が
聴
講
し
た
テ
キ
ス
ト
や
ノ
ー
ト
が
遣
っ
て
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ

が
『
琉
伽
師
地
論
』
百
巻
の
う
ち
五
十
六
巻
の
と
こ
ろ
ま
で
で
、
そ
の
後
の
ノ
ー
ト
が
見
あ
た
ら
な
い
の
で
す
。
法
成
の
活
躍
年
代
か
ら

推
定
し
て
、
ど
う
や
ら
こ
の
あ
た
り
で
亡
く
な
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
六
種
類
あ
る
講
義
記
録
の
ノ
ー
ト
を
比
較
し
て
み
ま
す
と
、

同
一
の
講
義
を
弟
子
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
が
記
録
し
た
も
の
で
す
が
、
記
録
の
仕
方
で
違
い
が
で
て
い
る
の
で
す
。
時
に
は
抜
け
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
り
ま
す
し
、
発
音
の
同
じ
語
を
間
違
っ
て
写
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
も
し
、
こ
れ
ら
を
後
世
そ
れ
ぞ
れ
に
出
版
し
た
と
し
ま
す

と
、
法
成
は
何
回
も
違
っ
た
講
義
を
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
天
台
大
師
の
著
作
は
弟
子
の
灌
頂
が
筆
録
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
講
義
筆
録
に
よ
っ
て
論
疏
が
成
立
す
る
場
合
の
具
体
例
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

八
仏
教
活
動
の
実
態
解
明
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仏
典
の
古
写
本
は
敦
埠
だ
け
で
な
く
ト
ル
フ
ァ
ン
な
ど
中
央
ア
ジ
ア
の
古
代
遺
跡
か
ら
も
採
取
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
敦

埠
出
土
の
仏
典
に
一
致
す
る
も
の
が
屡
々
確
認
さ
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
百
済
康
義
先
生
は
ト
ル
フ
ァ
ン
出
土
の
写
本
の
中
に
窺
基
の
著

作
で
あ
る
『
法
華
玄
賛
』
の
ゥ
イ
グ
ル
語
訳
の
あ
る
こ
と
を
発
見
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
本
は
敦
煤
で
も
そ
の
写
本
が
多
く
発
見
さ
れ
大

変
流
行
し
て
い
た
も
の
な
の
で
す
。
ま
た
、
こ
れ
も
百
済
先
生
の
発
見
で
す
が
、
ソ
グ
ド
語
訳
の
『
時
非
時
経
』
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
こ
れ
も
そ
の
原
本
と
な
っ
た
漢
文
本
が
敦
煙
写
本
の
中
に
存
在
し
て
お
り
ま
し
た
。
ウ
イ
グ
ル
人
や
ソ
グ
ド
人
は
仏
教
を
取
入

れ
よ
う
と
し
て
、
漢
文
仏
典
か
ら
も
翻
訳
し
て
い
た
の
で
す
が
、
か
れ
ら
が
重
要
と
判
断
し
て
採
用
す
る
も
の
は
、
大
抵
は
敦
埠
で
も
流

行
し
て
い
る
も
の
で
、
両
者
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
中
央
ア
ジ
ア
の
遺
跡
よ
り
採
取
さ
れ
る
古
写
本
の
残
り
方
は
き
わ
め
て

偶
然
的
断
片
的
で
す
し
、
ま
た
年
代
も
な
か
な
か
判
定
し
に
く
く
、
そ
の
仏
典
の
同
定
や
位
置
づ
け
を
す
る
こ
と
が
な
か
な
か
難
し
い
の

で
す
が
、
敦
埠
出
土
の
写
本
の
方
は
大
変
数
量
が
多
く
、
年
代
の
範
囲
も
お
お
よ
そ
限
定
で
き
ま
す
の
で
、
編
年
的
、
系
統
的
に
大
体
の

写
本
の
あ
り
方
が
分
か
り
ま
す
。
中
央
ア
ジ
ア
の
仏
典
の
流
布
は
大
体
同
じ
傘
下
に
あ
り
ま
す
の
で
、
敦
埠
以
外
の
中
央
ア
ジ
ア
出
土
の

仏
典
古
写
本
の
素
性
を
判
定
す
る
の
に
、
敦
埠
の
写
本
の
あ
り
方
は
大
変
参
考
に
な
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
敦
埠
仏
教
の
研
究
は
、
周
辺

地
域
の
仏
教
の
解
明
に
関
連
し
て
く
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
か
ら
も
重
要
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

昨
年
（
一
九
九
○
）
の
十
月
に
敦
埠
研
究
院
で
「
国
際
敦
埠
学
術
討
論
会
」
が
開
催
さ
れ
、
は
じ
め
て
敦
埠
に
行
く
機
会
を
も
つ
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
仏
窟
内
を
見
せ
て
い
た
だ
き
実
際
の
壁
画
の
様
子
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、
研
究
会
に
参
加
さ

れ
た
美
術
関
係
の
先
生
が
た
に
も
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
い
ま
、
壁
画
な
ど
は
美
術
関
係
の
先
生
が
た
が
専
門
に
研
究
し
て

九
周
辺
地
域
の
仏
教
研
究
と
の
関
連

十
今
後
の
課
題

房 ハ
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お
ら
れ
る
の
で
す
が
、
実
は
そ
の
ど
れ
も
仏
教
の
題
材
の
も
の
で
す
し
、
仏
窟
の
荘
厳
と
し
て
あ
る
も
の
で
す
。
先
生
が
た
は
、
イ
ン
ド

の
影
響
が
ど
う
の
、
中
国
の
画
風
が
ど
う
の
と
い
う
専
門
の
美
術
史
の
観
点
か
ら
関
心
を
も
た
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
仏
教

活
動
の
中
に
お
い
て
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
、
美
術
だ
け
で
独
立
し
て
論
ず
る
の
で
は
不
充
分
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
を
申
し
ま
す
と
、
「
そ
の
通
り
だ
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
い
ま
ま
で
は
、
仏
教
学
と
美
術
と
が
別
々
の
関
心
か
ら
研
究
を
進
め
て
い

た
の
で
す
が
、
両
方
は
本
来
区
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
壁
画
を
模
写
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
敦
煙
研
究
院
の
方
が
こ
の

こ
と
を
実
感
し
て
お
ら
れ
ま
し
て
、
仏
教
を
知
ら
な
い
と
壁
画
も
分
か
ら
な
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
敦
埠
研
究
院

で
も
仏
教
の
分
か
る
人
を
育
て
た
い
と
所
長
の
段
文
傑
先
生
は
言
っ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
各
専
門
分
野
が
バ
ラ
バ
ラ
に
で
な
く
、
総
合
的

に
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
い
ま
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。

壁
画
に
つ
い
て
少
し
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
私
た
ち
は
敦
埠
の
壁
画
と
い
う
も
の
を
、
た
と
え
ば
『
中
国
石
窟
』
に
収
録
さ
れ
た
写
真
を

通
し
て
見
て
い
た
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
特
定
の
人
が
重
要
と
思
っ
て
選
ん
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
を
通
し
て
見
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
実
際
は
そ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
の
壁
画
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
る
周
辺
の
状
況
な
ど
も
壁
画
の
意
味
を
知
る
上

に
重
要
な
意
味
を
も
ち
ま
す
。
図
版
で
紹
介
さ
れ
た
も
の
は
ほ
ん
の
一
部
で
、
し
か
も
切
り
取
ら
れ
た
場
面
な
の
で
す
。
特
定
の
人
の
眼

を
通
し
て
選
ば
れ
た
資
料
を
対
象
と
す
る
か
ぎ
り
研
究
が
そ
れ
以
上
進
展
す
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
も
全
体
が
対
象
と
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
様
な
こ
と
は
写
本
研
究
の
場
合
に
も
あ
り
ま
し
た
。
マ
イ
ク
ロ
Ⅱ
フ
イ
ル
ム
に
よ
っ
て
敦
埠
写
本
の
全
体
像
が

見
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
研
究
が
飛
躍
的
に
進
展
し
ま
し
た
。
も
っ
と
も
壁
画
の
全
体
を
見
る
た
め
に
は
、
五
年
も
六
年
も
現
地
に
居
住
す

る
こ
と
が
必
要
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
し
な
い
と
本
当
の
研
究
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
ま
し
た
。

そ
の
他
、
現
在
困
っ
て
い
る
こ
と
に
敦
埠
写
本
の
偽
物
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
敦
埠
の
写
本
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
偽
物
が

つ
く
ら
れ
て
流
布
し
た
こ
と
は
今
や
隠
し
え
な
い
事
実
で
す
。
大
谷
探
検
隊
が
蒐
集
し
た
も
の
の
中
に
も
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
よ
う

で
す
。
こ
れ
は
資
料
蒐
集
の
際
に
ど
う
し
て
も
起
り
得
る
こ
と
で
、
そ
う
い
う
も
の
を
求
め
た
軽
率
を
批
判
す
る
よ
り
も
、
私
は
そ
う
い
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私
が
敦
埋
研
究
を
は
じ
め
ま
し
た
頃
、
「
そ
ん
な
研
究
は
、
仏
教
学
の
主
流
で
は
な
い
か
ら
や
め
て
お
け
」
と
言
わ
れ
た
も
の
で
す
。

敦
埠
禅
資
料
の
研
究
者
で
あ
る
田
中
良
昭
先
生
に
先
日
お
会
い
し
ま
し
た
と
き
、
こ
の
こ
と
を
申
し
ま
し
た
ら
、
「
私
も
言
わ
れ
た
」
と

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
ま
あ
、
私
た
ち
事
の
成
行
き
で
敦
煙
研
究
か
ら
足
が
抜
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
や
は
り
教
学
研
究

が
仏
教
学
の
本
流
で
あ
る
と
い
う
意
識
は
一
般
に
強
い
よ
う
で
す
。
教
学
研
究
が
仏
教
学
の
中
枢
で
あ
る
こ
と
は
当
然
で
す
が
、
写
本
な

ど
の
物
を
対
象
と
し
た
敦
埠
仏
教
の
研
究
の
よ
う
な
こ
と
も
仏
教
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
て
お
き
た
い
気
が
い
た
し
ま
す
。

今
ま
で
仏
教
学
は
、
実
証
的
研
究
と
い
う
も
の
を
殆
ど
経
験
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
分
野
は
歴
史
学
あ
る
い
は
考
古
学
の
分
野

に
ま
か
せ
て
し
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
悟
り
へ
の
学
修
を
目
指
す
仏
教
学
の
本
旨
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
姿
勢
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

私
た
ち
の
よ
う
に
実
際
の
写
本
に
触
れ
な
が
ら
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
と
、
当
時
の
人
為
の
信
仰
生
活
の
息
吹
と
い
い
ま
す
か
、
息
づ
か

い
と
い
い
ま
す
か
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
大
切
な
仏
教
学
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
古
代
の
仏
教

徒
た
ち
の
語
り
か
け
を
聞
く
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

ま
た
、
私
た
ち
の
仏
教
学
は
教
学
面
の
み
を
抽
象
し
て
考
え
が
ち
で
す
が
、
敦
埋
資
料
の
調
査
な
ど
を
し
て
お
り
ま
す
と
、
仏
教
が
実

う
状
況
の
中
で
資
料
を
集
め
て
こ
ら
れ
た
先
人
の
苦
労
を
し
の
び
た
い
思
い
で
す
。
た
だ
厄
介
な
の
は
、
そ
う
し
た
偽
物
を
対
象
に
し
て

研
究
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
が
間
違
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
龍
谷
大
学
に
理
工
学
部
が
出
来
た
こ
と
で
す
し
、
科
学
的
に
真
偽
の

判
定
が
で
き
な
い
も
の
か
ど
う
か
、
い
ま
検
討
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

敦
埠
の
研
究
は
、
単
に
中
国
の
一
地
方
の
仏
教
の
解
明
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
次
か
ら
次
へ
と
研
究
領
域
を
広
げ
て
ま
い
り
ま
す
。
た

と
え
ば
中
央
ア
ジ
ア
の
い
ろ
い
ろ
の
民
族
に
、
仏
教
が
ど
の
よ
う
に
伝
播
し
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
し
て
い
た
の
か
。
ま
た
、
地
域
や
民

族
で
ど
の
よ
う
な
変
容
を
し
た
の
か
。
敦
埠
の
地
だ
け
で
み
て
も
、
民
族
の
攻
防
、
交
替
が
た
び
た
び
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

時
そ
の
時
に
千
佛
洞
が
修
復
さ
れ
、
一
貫
し
て
仏
教
が
護
ら
れ
て
き
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
な
ど
に
も
関
心
が
広
が
っ
て
ま
い
り

、
ま
｛
り
。
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際
に
信
仰
さ
れ
生
き
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
は
、
教
学
だ
け
で
は
な
く
壁
画
を
描
い
た
人
も
、
写
経
を
し
た
人
も
皆
な
仏
教
へ
の
参
加
者
で

あ
り
、
仏
教
は
そ
う
い
う
人
々
の
総
合
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
思
う
の
で
す
。
仏
教
学
と
い
う
も
の
は
、
ど
れ

か
一
部
だ
け
が
重
要
と
い
う
の
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
の
研
究
分
野
が
連
携
し
て
、
そ
う
し
た
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
自
身
の
反
省
も
こ
め
て
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
。
敦
埠
仏
教
の
研

究
は
、
そ
う
い
う
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。

き
わ
め
て
大
ざ
っ
ぱ
な
お
話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
こ
と
を
、
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

（
本
稿
は
、
一
九
九
○
年
十
一
月
八
日
に
行
わ
れ
た
仏
教
学
会
の
公
開
講
演
会
に
お
け
る
筆
録
を
上
山
先
生
に
加
筆
訂
正
し
て
頂
い
た
も
の
で
あ
る
。
）
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