
私
が
日
本
へ
来
て
か
ら
早
、
十
数
年
が
経
と
う
と
し
て
い
る
。

チ
ベ
ッ
ト
に
生
ま
れ
、
幼
く
し
て
仏
教
の
道
に
入
っ
て
以
来
、
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
、
特
に
ゲ
ル
ー
派
の
伝
統
の
中
で
仏
教
を
学
ん
で
き

た
。
そ
の
私
が
日
本
に
来
て
、
文
献
学
を
基
礎
と
し
た
現
代
仏
教

学
に
接
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
多
く
の
新
し
い
事
柄
を
教
え
ら

れ
、
非
常
に
多
く
の
恩
恵
を
受
け
な
が
ら
今
も
そ
の
流
れ
の
中
に

い
る
。
そ
の
中
で
私
が
特
に
驚
き
を
感
じ
た
こ
と
は
、
仏
教
史
と

仏
教
思
想
史
に
関
し
て
で
あ
る
。
今
ま
で
の
チ
ベ
ッ
ト
に
於
け
る

伝
統
的
な
考
え
方
に
対
し
、
そ
れ
ら
は
多
く
の
新
し
い
資
料
を
駆

使
し
、
よ
り
視
野
の
広
い
も
の
で
あ
っ
た
。
資
料
自
体
の
取
り
扱

い
方
に
関
し
て
は
、
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト

の
伝
統
は
、
現
代
の
文
献
学
的
方
法
に
比
べ
て
も
決
し
て
見
劣
り

す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
な
ん
と
い
っ
て
も
資
料
の
範
囲

が
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
と
交
流
の
あ
っ
た
時
期
に
イ

ｉ
Ｉ
く

研
究
ノ
ー
ト

研
究
雑
感

1

ン
ド
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
情
報
な
ど
一
部
の
も
の
を
除
い
て
、
チ

ベ
ッ
ト
の
仏
教
学
は
ず
っ
と
そ
の
資
料
の
範
囲
が
チ
。
ヘ
ッ
ト
語
の

も
の
（
チ
ベ
ッ
ト
大
蔵
経
と
蔵
外
文
献
な
ど
）
に
限
ら
れ
る
の
に

対
し
て
、
日
本
な
ど
に
於
け
る
現
代
の
仏
教
学
は
梵
・
漢
・
蔵
語

な
ど
で
記
さ
れ
た
文
献
な
ど
の
諸
資
料
、
し
か
も
仏
教
に
関
係
し

た
広
範
囲
の
資
料
を
そ
の
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
方
法
に
よ
る
研
究
成
果
が
、
私
に
多
く
の
全
く
新
し
い
こ

と
を
も
た
ら
し
、
驚
か
せ
た
こ
と
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
は
以
後
の
私
の
仏
教
研
究
の
方
法
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ず

に
は
お
か
な
か
っ
た
。
私
は
そ
れ
ら
の
成
果
に
直
面
し
て
、
自
ら

が
こ
れ
ま
で
理
解
し
て
き
た
も
の
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
こ
の
作
業
は
面
倒
で
苦
痛
で
は
あ
っ
た
が
、
私
に
と
っ
て

は
非
常
に
有
益
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
チ
ベ
ッ
ト
の
仏
教

研
究
の
伝
統
（
特
に
ゲ
ル
ー
派
）
の
中
で
学
ん
で
き
た
も
の
を
客

白

館

戒
雲
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｜
『
五
臨
論
』
に
見
ら
れ
る
四
無
為
説

平
川
彰
等
『
倶
舎
論
索
引
』
は
現
代
の
仏
教
学
に
携
わ
る
も
の

に
と
っ
て
、
必
須
の
書
と
な
っ
て
い
る
重
要
な
業
績
で
あ
る
が
、

私
に
は
そ
れ
以
上
に
特
別
な
感
慨
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
私
が
日

本
に
来
て
初
め
て
現
代
の
日
本
の
仏
教
学
に
触
れ
た
の
が
こ
の

『
倶
舎
論
索
引
』
勺
Ｐ
耳
岸
で
あ
り
、
特
に
そ
の
冒
茸
○
号
Ｏ
陸
○
口

で
あ
っ
た
。
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
二
人
説
、
『
倶
舎
論
』
と
唯
識
学

派
と
の
法
相
の
比
較
、
有
部
論
害
に
於
け
る
『
倶
舎
論
』
の
位
置

づ
け
な
ど
は
、
図
を
利
用
し
た
叙
述
方
法
（
チ
、
ヘ
ッ
ト
に
は
図
や

表
を
利
用
し
て
ま
と
め
る
と
い
う
習
慣
は
な
い
）
と
共
に
私
に
大

き
な
驚
き
を
与
え
た
。
こ
の
時
に
得
た
も
の
を
基
礎
に
し
て
、
後

観
的
に
再
吟
味
で
き
、
一
面
で
は
自
ら
の
伝
統
的
理
解
に
対
す
る

確
信
も
生
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
私
の
受
け
た
恩
恵
を

私
一
人
に
留
め
る
の
で
は
な
く
、
私
と
同
じ
状
況
の
人
た
ち
に
も

分
け
与
え
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
の
い
く
つ
か
を
チ
ベ

ッ
ト
語
で
ま
と
め
て
チ
毒
ヘ
ッ
ト
仏
教
界
に
紹
介
し
た
こ
と
も
あ

①
づ
く
〕
Ｏ

そ
こ
で
今
回
は
ち
ょ
う
ど
良
い
機
会
で
あ
る
の
で
、
以
上
の
よ

う
な
経
緯
の
中
で
私
が
こ
れ
ま
で
に
気
づ
い
た
こ
と
を
、
い
く
つ

か
の
項
目
に
分
け
て
話
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

に
私
は
チ
ベ
ッ
ト
語
で
倶
舎
論
の
概
説
書
を
著
し
、
そ
れ
ら
を
チ

ベ
ッ
ト
仏
教
界
に
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
無
為
法
に

関
し
て
少
し
気
づ
い
た
点
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
要
点
を
再
述
し
て

②

み
た
い
・

ア
ビ
ダ
ル
マ
に
お
い
て
様
々
に
法
が
分
析
さ
れ
る
中
で
、
無
為

法
（
い
い
Ｐ
日
切
寓
目
．
目
暦
耳
騨
の
）
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
分
類
さ
れ

て
い
る
か
を
見
る
こ
と
は
、
そ
の
学
派
的
特
徴
を
知
る
う
え
で
非

常
に
面
白
い
。
と
こ
ろ
で
、
有
部
と
唯
識
学
派
の
法
の
分
類
に
関

す
る
比
較
が
、
平
川
彰
等
『
倶
舎
論
索
引
』
飼
座
風
呂
の
冒
曾
。
‐

目
。
丘
○
口
（
喝
．
ｇ
‐
腱
）
に
お
い
て
図
を
交
え
て
詳
し
く
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
今
は
こ
れ
に
基
づ
い
て
話
を
進
め
た
い
。
周
知
の
よ
う

に
、
『
倶
舎
論
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ
カ
（
カ
シ
ミ

ー
ル
）
の
説
は
、
三
無
為
、
即
ち
虚
空
、
澤
滅
、
非
澤
滅
、
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
五
瀧
論
』
で
は
四
無
為
、
即
ち
虚
空
、

非
澤
滅
、
澤
滅
、
真
如
が
説
か
れ
る
が
、
そ
れ
を
『
倶
舎
論
索

引
』
目
可
○
目
。
茸
○
口
（
ｐ
ご
）
は
唯
識
学
派
の
説
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
し
か
し
こ
の
四
無
為
説
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
り
、
ヴ
ァ

イ
バ
ー
シ
カ
の
あ
る
者
た
ち
の
主
張
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、

他
の
唯
識
学
派
の
論
害
、
例
え
ば
「
琉
伽
論
』
本
地
分
育
目
．
ｚ
ｏ

さ
閨
》
謡
ｇ
‐
己
や
『
阿
毘
達
磨
集
論
』
角
ｏ
Ｆ
ｚ
ｏ
・
き
ち
〕
困
弓
‐

望
巴
・
大
正
臼
》
急
曾
）
で
は
、
八
無
為
、
即
ち
善
法
真
如
、
不
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二
経
量
部
（
切
騨
目
働
昌
時
い
》
日
８
乱
①
冨
）
の
名
称
に
関
し
て

加
藤
純
章
教
授
の
『
経
量
部
の
研
究
』
（
春
秋
社
、
平
成
１
）
が

最
近
出
版
さ
れ
る
な
ど
、
経
量
部
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
が
最
近

大
い
に
進
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
成
果
の
中
に
は
チ

ベ
ッ
ト
で
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
大
き
く
相
違
し
た
点
も
あ
り
、

教
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
ず
、
加
藤
純
章
「
『
異
部
宗
輪
論
』

の
伝
え
る
経
量
部
に
つ
い
て
」
（
勝
又
俊
教
博
士
古
稀
記
念
論
文
集

「
大
乗
仏
教
か
ら
密
教
へ
」
所
収
、
加
藤
前
掲
害
噌
自
白
１
ｓ
と
は
、

善
法
真
如
、
無
記
法
真
如
、
虚
空
、
非
澤
滅
、
澤
滅
、
不
動
減
、

想
受
減
が
、
ま
た
、
『
百
法
明
門
論
』
（
大
正
皆
』
驍
卸
）
で
は
六
無

為
、
即
ち
虚
空
、
澤
滅
、
非
樺
滅
、
不
動
滅
、
想
受
減
、
真
如

が
説
か
れ
、
四
無
為
説
は
見
ら
れ
な
い
。
次
に
、
弓
倉
爵
ミ
昌
罰

角
呂
．
ｚ
○
．
務
詔
、
器
呂
）
で
は
、
四
無
為
説
は
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ

ヵ
の
説
で
あ
る
と
さ
れ
、
ま
た
、
曹
冒
亀
吻
ｓ
畠
ｓ
量
§
・
ミ
争
弓
巴
〈
．

ｚ
○
．
紹
闇
ゞ
お
陰
‐
農
巳
で
は
、
四
無
為
説
は
中
央
の
ヴ
ァ
イ
バ
ー

シ
ヵ
の
説
で
あ
り
、
三
無
為
説
は
カ
シ
ミ
ー
ル
の
ヴ
ァ
イ
バ
ー
シ

ヵ
の
説
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
四
無
為
説
は
ヴ

ァ
イ
バ
ー
シ
カ
の
一
派
が
主
張
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が

な
ぜ
『
五
穂
論
」
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
か
は
明
ら
か
で

は
な
い
。

玄
英
訳
の
『
異
部
宗
輪
論
』
に
見
ら
れ
る
経
量
部
は
『
倶
舎
論
』

な
ど
の
経
量
部
と
関
係
が
な
く
て
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
や
真
諦
訳
の

『
部
執
異
論
』
か
ら
考
え
て
説
経
部
（
呂
耳
自
国
ぐ
創
煙
》
日
目
乱
の

の
日
国
ｇ
）
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
加
藤
教
授
自
身
チ

ベ
ッ
ト
訳
を
比
較
し
て
、
目
号
呂
①
菌
と
日
号
乱
の
め
日
日

ｇ
の
違
い
に
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
は
チ
ベ
ッ
ト
で

も
別
な
部
派
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
目
８
乱
の
ｇ

は
め
凹
貝
国
貝
時
色
（
経
量
部
）
の
こ
と
で
、
ご
凹
胃
侭
目
の
日
３

９
（
く
巴
冒
尉
房
“
》
毘
婆
沙
師
）
、
号
ロ
ョ
臼
冨
（
白
目
ご
騨
目
菌
』

中
観
派
）
、
Ｎ
ｐ
巳
）
ｇ
ｏ
儲
冨
（
冒
魁
３
国
、
職
伽
行
派
）
と
並
ぶ

仏
教
の
代
表
的
な
四
学
派
の
一
つ
で
あ
り
、
現
在
言
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
ど
①
胃
品
目
の
日
３
９
と
の
密
接
な
関
係
性
は
チ
ベ

ッ
ト
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
目
：
乱
①

め
日
Ｈ
ゆ
ず
色
（
２
吋
目
菌
ｑ
圏
四
）
は
ず
『
①
胃
四
ウ
宮
、
日
国
ず
ゅ
か

ら
派
生
し
た
十
八
部
派
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
少
な
く
と
も
『
異
部
宗
輪
論
』
の
い
う
経
量
部
は
、
加
藤

教
授
の
言
う
よ
う
に
日
目
乱
の
⑩
目
３
９
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
は
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
承
に
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

加
藤
教
授
は
こ
の
論
文
（
加
藤
前
掲
書
噌
巴
屋
‐
巨
巴
に
お
い

て
も
う
一
つ
の
注
目
す
べ
き
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
大

毘
婆
沙
論
』
（
玄
英
訳
）
に
二
度
現
わ
れ
る
経
部
師
は
い
ず
れ
も
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『
倶
舎
論
』
な
ど
で
い
う
経
量
部
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
つ
は
「
異
部
宗
輪
論
』
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は

訳
者
玄
英
の
付
加
で
あ
ろ
う
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
経
量
部
の

歴
史
を
考
え
る
場
合
非
常
に
重
要
な
点
で
あ
る
。
『
異
部
宗
輪
論
』

と
共
に
経
量
部
に
直
接
言
及
し
て
い
る
最
古
の
資
料
で
あ
る
『
大

毘
婆
沙
論
』
の
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
と
、
経
量
部
へ
の
直
接
的
な

言
及
は
『
倶
舎
論
』
ま
で
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

加
藤
教
授
の
こ
の
論
証
は
説
得
力
が
あ
り
、
以
後
、
経
量
部
の
歴

史
を
考
え
る
場
合
必
ず
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
最
近
、
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
の
「
倶
舎
論
註
』
の

中
に
引
用
さ
れ
る
『
婆
沙
論
』
の
箇
所
に
「
経
量
部
の
大
徳
」
と

い
う
言
い
方
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
（
弓
。
唱
冒
３
８
も
．

③
『
い
〕
ぐ
』
ず
回
四
ｍ
倒
園
倒
計
ロ
ざ
ぽ
い
Ｑ
ｐ
昌
汁
①
口
騨
い
④
ロ
庁
Ｈ
脚
国
威
丙
①
ロ
○
片
庁
四
員
声
脚
ワ
ロ
ー
ロ
ぽ
い
‐

Ｈ
口
〕
邑
門
叫
国
画
昌
』
ゆ
Ｈ
四
ｍ
ぽ
ぃ
一
行
①
ロ
の
ぐ
色
○
色
丙
如
巨
同
ぐ
ご
口
勵
口
倒
。
』
ぽ
い
ご
】
Ｐ
Ｑ
豈
四
の
↑
動
。

ｐ
Ｈ
。
］
ぼ
く
四
段
目
画
丙
拭
い
〕
四
斤
④
再
烏
ご
望
①
ご
境
四
ｍ
ｇ
臣
ず
い
騨
旦
も
鯉
］
Ｐ
い
］
己
Ｑ
○
の
。
①

ロ
色
》
鄙
ウ
蕨
ロ
ロ
己
國
印
○
琶
○
の
Ｈ
ロ
コ
○
三
．
℃
Ｐ
も
Ｐ
Ｈ
ｐ
ｐ
農
口
⑩
』
隣
国
牌
巨
色
儲
巨
色
侭
○

歩

卜

○
豈
匡
ｐ
Ｈ
ｍ
司
巨
・
晨
唇
○
岸
ゆ
ず
ロ
Ｈ
呂
昌
芦
ぬ
い
］
Ｈ
ｐ
ｐ
門
口
も
四
吋
、
①
ｍ
も
凹
冒
色
、
○
ぬ
の
も
色

、

》
侭
ご
餌
“
唱
口
目
》
号
の
己
８
骨
①
切
展
且
：
》
）
こ
の
「
経
量
部
の
大

徳
」
と
い
う
言
い
方
は
『
婆
沙
論
』
の
本
文
中
に
含
ま
れ
る
も
の

で
は
な
く
て
、
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
が
何
ら
か
の
伝
承
に
基
づ
い
て

補
足
し
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
に
引
用
さ

三
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
に
見
ら
れ
る
「
如
来
の
六
十
種
の
音

声
」
に
つ
い
て

私
が
日
本
に
来
て
か
ら
興
味
を
も
っ
た
問
題
の
一
つ
と
し
て
、

弥
勒
に
関
す
る
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
袴
谷
憲
昭
教
授
な
ど
の

諸
論
文
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
弥
勒
に
関
し

て
は
、
彼
を
歴
史
的
人
物
と
す
る
か
ど
う
か
、
ア
サ
ン
ガ
と
の
関

係
、
著
作
に
関
す
る
問
題
な
ど
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

著
作
に
関
し
て
は
、
弥
勒
の
五
部
論
が
伝
え
ら
れ
る
。
チ
§
ヘ
ッ
ト

で
は
そ
れ
ら
五
部
論
は
、
『
中
辺
分
別
論
』
『
法
法
性
分
別
論
』

『
大
乗
荘
厳
経
論
」
『
現
観
荘
厳
論
』
『
宝
性
論
』
で
あ
り
、
こ
れ

は
中
国
の
伝
承
と
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
チ
尋
ヘ
ッ
ト
に
伝
え
ら

れ
る
五
部
論
に
つ
い
て
も
、
全
て
が
同
一
人
物
の
著
作
で
あ
る
と

は
考
え
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
私

は
日
本
の
諸
学
者
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
語
で
『
弥

勒
五
部
論
再
考
』
を
書
き
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
仏
教
界
に
紹
介
し
た
こ
と

が
あ
る
。
そ
の
際
、
少
し
気
が
つ
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
述
べ
て

れ
る
『
婆
沙
論
』
の
文
は
現
存
の
『
婆
沙
論
』
に
は
見
い
だ
さ
れ

な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
の
時
代
に
は
、

そ
の
当
時
の
『
婆
沙
論
』
の
中
の
あ
る
説
は
「
経
量
部
」
と
呼
ば

れ
る
人
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
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③

み
た
い
。

以
前
、
袴
谷
憲
昭
教
授
が
「
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
散
文
箇
所
の

著
者
問
題
に
つ
い
て
」
（
駒
沢
大
学
仏
教
学
部
論
集
、
ｚ
ｃ
』
〕
昭
和
蛤
）

に
於
い
て
、
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
散
文
箇
所
（
旨
§
ミ
ミ
畠
ミ
ミ
寧
言
ミ
ー

言
貢
息
言
運
倉
》
以
下
巨
の
シ
国
彦
と
略
記
す
る
）
の
著
者
は
ア
サ
ン
ガ
で

あ
る
可
能
性
が
強
い
こ
と
を
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
小
谷
信
千
代
氏
は
『
大
乗
荘
厳
経
論
』
の
ス
テ
ィ
ラ
マ
テ

ィ
の
注
釈
に
基
づ
い
て
、
旨
の
缶
切
旨
は
ヴ
ァ
ス
ゞ
ハ
ン
ド
ゥ
の
手
に

な
る
も
の
で
あ
り
、
袴
谷
教
授
の
示
す
根
拠
だ
け
で
は
こ
れ
ま
で

の
伝
承
（
即
ち
ヴ
ァ
ン
ゞ
〈
ン
ド
ゥ
作
と
す
る
）
を
覆
す
に
は
充
分

で
は
な
い
と
、
述
べ
ら
れ
た
。
（
小
谷
信
千
代
『
大
乗
荘
厳
経
論
の
研

究
』
弓
と
‐
届
ゞ
文
栄
堂
、
昭
和
調
）
袴
谷
教
授
が
示
さ
れ
る
最
大
の

根
拠
は
、
旨
の
Ｐ
国
屋
に
出
て
く
る
「
如
来
の
六
十
種
の
音
声
」
が

ア
ー
リ
ャ
・
ヴ
ィ
ム
ク
テ
ィ
セ
ー
ナ
の
『
現
観
荘
厳
論
註
』
の
中

で
ア
サ
ン
ガ
の
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
私
は
こ
の
同
じ
項
目
が
ヴ
ァ
ス
、
ハ
ン
ド
ゥ
の
『
釈
軌
論
』

含
呂
．
ｚ
○
．
ち
臼
』
巨
号
平
屋
后
ら
と
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ

の
目
畠
募
ミ
昌
罰
胃
呂
．
ｚ
ｏ
認
閉
．
］
臆
ミ
ー
匡
留
ど
の
中
に
も
見

い
だ
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
（
前
掲
拙
書
弓
．
聡
‐
こ
ど
そ
の
中

で
、
旨
い
崖
国
ロ
と
『
釈
軌
諭
」
の
も
の
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
上

で
で
は
あ
る
が
、
非
常
に
よ
く
一
致
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
如

四
『
中
論
』
の
『
無
畏
註
』
に
つ
い
て

ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
タ
ヴ
ラ
タ
は
『
般
若
燈
論
註
』
の
中
で
「
中

論
』
の
注
釈
を
八
つ
列
挙
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
彼
は
『
無
畏

註
』
を
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
自
註
で
あ
る
と
見
倣
し
て
い
る
。

し
か
し
最
近
の
研
究
で
は
こ
れ
が
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
自
註
で

④

あ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
既
に
ツ
ォ
ン

カ
。
〈
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

ツ
ォ
ン
カ
パ
は
「
了
義
未
了
義
論
』
角
呂
．
ｚ
・
認
冨
》
お
Ｅ
Ｉ
ｅ

の
中
で
次
の
二
つ
の
理
山
を
挙
げ
て
、
『
無
畏
註
』
が
ナ
ー
ガ
ー

ル
ジ
ュ
ナ
の
自
註
で
な
い
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
①
第
”
章
で

来
の
六
十
種
の
音
声
」
に
関
し
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
リ
ャ
・
ヴ
ィ
ム
ク
テ
ィ
セ
ー
ナ
の
伝
え

る
こ
と
が
誤
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
彼
が
言
う
よ
う
に
こ
れ
が

ア
サ
ン
ガ
に
帰
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
ア
サ
ン
ガ
か
ら
教
え

ら
れ
る
か
な
に
か
で
ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
も
ま
た
知
っ
て
い
た
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
「
釈
軌
論
』
の
著
者
は
こ
の
「
如
来
の
六
十
の
音

声
」
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
宮
の
シ
国
彦
を
『
釈
軌
論
』
と
同
じ
く

ヴ
ァ
ス
バ
ン
ド
ゥ
の
著
作
と
見
倣
す
こ
と
に
は
問
題
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
し
て
、
そ
の
こ
と
が
伝
承
と
も
一
致
す
る
の
で
あ
る
か

ら
尚
更
で
あ
る
。
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ア
ー
リ
ャ
デ
ー
ヴ
ァ
の
『
四
百
論
』
を
引
用
し
て
い
る
。
②
バ

ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
や
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
こ
の
『
無

畏
註
』
に
言
及
し
て
い
な
い
。
（
も
し
も
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の

自
註
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
言
及
し
な
い
の
は
全
く
不
自
然
で

あ
る
。
）
現
代
で
も
充
分
に
説
得
力
の
あ
る
論
拠
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
で
は
『
無
畏
註
』
は
誰
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
ツ
ォ
ン

カ
・
〈
は
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
最
近
の
研

究
で
は
、
丹
治
昭
義
教
授
が
『
青
目
註
』
と
の
関
連
を
指
摘
し
て

⑤

お
ら
れ
る
が
、
少
し
別
な
視
点
か
ら
私
見
を
述
慧
へ
て
み
た
い
。

既
に
ダ
ラ
イ
ラ
マ
一
世
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
ダ
ラ
イ
ラ
マ

全
集
ご
ｏ
］
ふ
ゞ
屈
罵
）
、
「
中
論
』
の
最
後
の
四
章
に
対
す
る
『
無
畏

註
』
と
『
仏
護
註
』
は
同
じ
内
容
で
あ
る
。
（
た
だ
、
９
日
吾

だ
け
が
異
な
っ
て
い
る
）
そ
し
て
彼
は
特
別
な
論
拠
を
示
さ
な
い

で
、
こ
の
二
つ
の
注
釈
が
同
じ
で
あ
る
の
は
『
無
畏
註
』
が
『
仏

護
註
』
か
ら
借
用
し
た
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
今
こ
の

こ
と
に
関
し
て
一
つ
の
論
拠
を
提
示
し
て
み
た
い
。
『
無
畏
註
』

は
第
十
八
章
で
「
無
我
」
を
「
人
無
我
」
と
「
法
無
我
」
に
分
類

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
、
ア
ー
ル
ャ
デ

ー
ヴ
ァ
、
ブ
ッ
ダ
。
〈
－
リ
タ
（
仏
護
）
に
は
「
法
無
我
」
と
い
う
考

え
方
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
〒
－
－
ヵ
に
い
た
っ

て
初
め
て
明
確
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
人
無
我
」
・
「
法

無
我
」
と
い
う
考
え
方
は
明
ら
か
に
唯
識
学
派
の
影
響
で
あ
る
。

従
っ
て
『
無
畏
註
』
は
ブ
ッ
ダ
・
〈
ｌ
リ
タ
よ
り
も
後
の
も
の
で
あ

ろ
う
。
一
方
、
バ
ー
ヴ
ァ
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
は
直
接
『
無
畏
註
』
に

は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
丹
治
教
授
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
内

容
的
に
は
『
無
畏
註
』
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

五
『
順
中
論
』
の
著
者
に
つ
い
て

漢
訳
に
の
み
伝
わ
る
『
順
中
論
』
（
大
正
ｚ
○
・
国
爵
．
大
正
蔵
経

ぐ
○
］
．
ｇ
）
は
『
中
論
』
に
対
す
る
注
釈
の
一
つ
で
あ
り
、
著
者
は

無
着
（
ア
サ
ン
ガ
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
が
近
年
注

目
を
浴
び
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
「
因
の
三
相
」
の
萌
芽
が
認
め

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
間
の
事
情
は
、
梶
山
雄
一
「
仏
教
知

識
論
の
形
成
」
（
「
講
座
・
大
乗
仏
教
９
１
認
識
論
と
論
理
学
』
所
収
、

春
秋
社
、
昭
和
弱
）
に
詳
し
く
述
、
へ
ら
れ
て
い
る
。
当
論
文
は
こ
れ

ま
で
充
分
明
ら
か
で
な
か
っ
た
仏
教
の
認
識
論
や
論
理
学
の
形
成

過
程
を
、
過
去
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
な
が
ら
現
存
の
資
料
に
基

づ
い
て
明
確
に
跡
付
け
し
た
非
常
に
優
れ
た
も
の
で
あ
り
、
私
自

身
多
く
の
恩
恵
を
受
け
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
果

に
よ
り
、
「
順
中
論
』
に
於
い
て
既
に
「
因
の
三
相
」
が
認
め
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と

に
言
及
す
る
ほ
と
ん
ど
の
人
達
が
、
『
順
中
諭
』
の
著
者
に
関
し

68



六
中
観
派
の
分
類
に
対
す
る
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
立
場

こ
こ
十
数
年
の
間
、
日
本
に
お
け
る
チ
尋
ヘ
ッ
ト
仏
教
研
究
は
大

き
く
進
ん
だ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
内
容
も
そ
れ
ま
で
の
イ
ン
ド
仏

教
研
究
の
た
め
の
補
助
的
な
も
の
か
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
自
体
を

て
は
伝
承
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
は
気
が
か
り
で
あ

る
。
験
伽
行
派
の
学
僧
ア
サ
ン
ガ
が
『
中
論
』
の
注
釈
を
書
い
た

と
い
う
こ
と
は
も
う
少
し
議
論
さ
れ
る
今
へ
き
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
次
の
二
点
が
問
題
で
あ
る
。

の
ア
ヴ
ァ
ロ
ー
キ
タ
ヴ
ラ
タ
が
『
般
若
燈
諭
註
』
で
列
挙
す
る

『
中
論
』
に
対
す
る
八
つ
の
注
釈
の
中
に
「
順
中
論
』
は
含
ま
れ

な
い
。
ア
サ
ン
ガ
ほ
ど
の
人
が
注
釈
を
書
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
伝
承
は
伝
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
②
ア
サ
ン
ガ
は
自
ら

の
著
作
の
中
で
一
度
も
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
の
も
の
を
引
用
し
て

い
な
い
。
も
し
彼
が
『
中
論
」
の
注
釈
を
書
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

他
の
著
作
の
中
で
も
ナ
ー
ガ
ー
ル
ジ
ュ
ナ
に
関
し
て
何
ら
か
の
言

及
が
あ
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
私
は
『
順

中
論
』
の
著
者
を
ア
サ
ン
ガ
に
す
る
こ
と
に
嬬
路
を
覚
え
る
の
で

あ
る
。
従
っ
て
「
因
の
三
相
」
の
議
論
を
、
『
順
中
論
』
を
介
し

て
直
ち
に
ア
サ
ン
ガ
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

研
究
対
象
に
し
た
も
の
へ
と
比
重
が
移
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
こ
の
こ
と
は
チ
琴
ヘ
ッ
ト
に
生
ま
れ
育
っ
て
そ
の
伝
統
の
中
で
仏

教
を
学
ん
で
き
た
私
に
と
っ
て
誠
に
嬉
し
い
こ
と
で
あ
る
。
）
そ

の
中
で
特
に
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
や
タ
ル
マ
リ
ン
チ
ェ
ン
な
ど
、
そ
れ
に

学
説
綱
要
害
（
四
号
目
目
）
類
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
よ
う
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
の
一
部
と
し
て
、
チ
今
ヘ
ッ
ト
の
伝
統
（
特

に
ゲ
ル
ー
派
）
の
中
で
イ
ン
ド
仏
教
の
学
派
が
ど
の
よ
う
に
分
類

さ
れ
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
イ
ン
ド
仏

教
思
想
史
を
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
中

で
、
現
在
、
中
観
派
の
分
類
に
対
す
る
ツ
ォ
ン
カ
・
〈
の
立
場
に
関

し
て
少
し
混
乱
や
誤
解
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
の
で
、
そ
の
こ

と
に
触
れ
て
み
た
い
。

松
本
史
郎
氏
の
書
評
「
御
牧
克
巳
著
国
。
顎
ミ
電
息
貫
言
〕
」

（
東
洋
学
術
研
究
、
ｚ
ｏ
圏
‐
］
ゞ
岳
罷
）
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
格
好

の
材
料
で
あ
る
。
そ
の
中
で
こ
の
問
題
が
議
論
さ
れ
（
前
掲
書
評

弓
．
鴎
下
匿
ｅ
、
し
か
も
御
牧
・
松
本
両
氏
は
こ
の
分
野
を
代
表

す
る
人
達
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
中
観
派
の
分
類
に
対
す

る
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
立
場
に
関
す
る
両
氏
の
理
解
を
要
約
し
て
お
く
。

御
牧
氏
「
ツ
ォ
ン
カ
。
〈
は
『
道
次
第
広
論
』
に
於
い
て
、
経
量
中

観
派
、
瑞
伽
行
中
観
派
、
自
立
論
証
派
、
帰
謬
論
証
派
と
い
っ
た

用
語
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
分
類
を
統
合
す
る
動
き
は
全
く

69



見
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
中
観
派
の
分
類
に
対
し
て
批
判
的
な

態
度
を
と
っ
て
い
る
。
『
入
中
論
注
』
に
於
い
て
は
、
聡
伽
行
中

観
派
と
外
境
を
認
め
る
自
立
論
証
派
と
い
う
呼
称
を
列
記
し
て
お

り
、
こ
こ
で
は
上
記
の
中
観
派
の
分
類
を
統
合
す
る
傾
向
の
萌
芽

が
微
か
で
は
あ
る
が
認
め
ら
れ
る
」
、
松
本
氏
「
ツ
ォ
ン
ヵ
・
〈
は

中
観
派
を
幻
理
成
就
派
（
又
は
幻
嶮
派
）
・
無
住
派
と
い
う
分
類

と
、
経
量
〔
行
〕
中
観
派
・
琉
伽
行
中
観
派
と
い
う
分
類
に
対
し

て
批
判
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
自
立
論
証
派
・
帰
謬
論
証
派
と
い

う
分
類
を
決
し
て
否
定
し
て
は
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
両
氏
と
も
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
『
道
次
第
広
論
（
冒
冒
蔑
冒

、
意
ご
ミ
。
）
』
や
『
入
中
論
注
』
食
配
星
言
倉
舟
。
爵
曾
雷
息
理
員
）
に

基
づ
い
て
の
理
解
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
少
し
誤
解
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
誤
解
が
同
じ
こ
の
問
題
に
対
す
る
ゲ
ル
ー
派
の

立
場
を
誤
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ツ
ォ
ン

カ
パ
が
『
道
次
第
広
論
』
の
そ
こ
弓
禺
．
＆
．
固
〕
四
酎
毘
ｌ
ぎ
ご
で

言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
幻
理
成
就
派
・
無
住
派
と
い
う
分
類
は
ロ

デ
ン
シ
ェ
ラ
プ
の
批
判
す
る
と
お
り
正
し
く
な
い
と
す
る
が
、
経

量
中
観
派
・
聡
伽
行
中
観
派
と
い
う
分
類
は
イ
ェ
シ
ェ
デ
の
言
う

と
お
り
で
よ
い
と
し
、
た
だ
チ
ャ
ン
ド
ラ
キ
ー
ル
テ
ィ
な
ど
（
帰

謬
論
証
派
）
は
そ
れ
ら
の
中
に
入
れ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
同
じ
箇
所
が
、
ガ
ワ
ン
。
ヘ
ル
デ
ン
の
『
大
学
説
綱
要

耆
註
（
鳥
電
息
、
ミ
言
』
・
胃
富
営
。
』
ご
言
、
言
薑
磑
量
）
』
に
引
用
さ
れ
、

私
の
示
し
た
よ
う
な
文
脈
で
注
釈
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ツ
ォ

ン
カ
・
〈
は
経
量
部
中
観
派
と
球
伽
行
中
観
派
と
い
う
分
類
を
認
め

て
い
る
（
も
ち
ろ
ん
、
自
立
論
証
派
と
帰
謬
論
証
派
と
い
う
分
類

と
、
さ
ら
に
前
者
を
外
境
を
承
認
す
る
か
否
か
で
分
類
す
る
こ
と

を
認
め
る
）
の
で
あ
り
、
彼
の
著
作
の
中
に
こ
れ
ら
の
学
派
名
が

使
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
深
く
考
え
ず
に
使
っ
て
し
ま
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
サ
ー
キ
ャ
派
の
ロ
ン
テ
ン
が
ツ
ォ

ン
カ
パ
の
説
を
念
頭
に
お
い
て
経
量
中
観
派
・
琉
伽
行
中
観
派
の

分
類
は
正
し
く
な
い
と
批
判
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
。

（
題
頚
言
ミ
曹
薑
頚
員
ゞ
総
ｇ
た
だ
、
松
本
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に

（
松
本
前
掲
書
評
や
麗
巴
、
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
高
弟
ケ
ー
ド
ゥ
プ
は
こ

の
分
類
に
批
判
的
で
あ
る
。
（
も
う
一
人
の
高
弟
タ
ル
マ
リ
ン
チ

ェ
ン
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
特
別
な
言
及
は
し
て
い
な
い
。
）

こ
の
ケ
ー
ド
ゥ
プ
の
態
度
が
松
本
氏
を
誤
解
さ
せ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ゲ
ル
ー
派
の
中
で
も
問
題
に
さ

れ
て
い
る
。
松
本
氏
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
（
松
本
前
掲
書
評
や

瞳
ｅ
、
チ
ャ
ン
キ
ャ
は
「
チ
ャ
ン
キ
ャ
学
説
綱
要
害
』
に
お
い
て

経
量
中
観
派
・
琉
伽
行
中
観
派
と
い
う
分
類
を
認
め
て
い
る
が
、

こ
の
場
合
「
全
面
的
に
で
は
な
い
が
、
部
分
的
に
学
説
が
一
致
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
…
。
：
」
と
い
う
の
は
批
判
者
の
意
見
を
念
頭
に
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置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
チ
ャ
ン
キ
ャ
は
同
書
の
別
な
箇
所
で

（
く
閏
自
画
巴
２
．
后
弓
、
口
馬
己
、
ケ
ー
ド
ゥ
プ
ジ
ェ
の
文
章
を
直

接
引
用
し
て
、
そ
れ
が
経
量
中
観
派
な
ど
の
分
類
を
批
判
し
た
も

の
で
は
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
ツ
ォ
ン
カ

パ
の
立
場
に
立
っ
て
ケ
ー
ド
ゥ
プ
の
考
え
方
を
会
通
し
て
い
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
中
観
派
の
分
類
に
関
し
て
は
、

ゲ
ル
ー
派
の
中
で
は
ケ
ー
ド
ゥ
プ
だ
け
が
批
判
的
で
あ
る
だ
け
で
、

他
の
者
た
ち
は
ツ
ォ
ン
カ
パ
の
考
え
方
を
踏
襲
し
て
い
る
の
で
あ

↓
（
》
○

（
付
記
日
本
語
の
文
章
に
直
す
段
階
で
同
僚
の
兵
藤
一
夫
氏
の
ご
助

力
を
得
た
。
）

註①
ツ
ル
テ
ィ
ム
叫
民
彦
自
烏
胃
目
竪
且
匡
〕
閂
目
ゆ
め
園
己
冨
昌
￥

。
暑
○
の
喜
尋
富
ｏ
ご
営
包
②
Ｃ
ａ
ａ
倉
魯
ｓ
ミ
ミ
守
亀
堂
の
ひ
く
弓
守
勾
魯
包
暉
ミ
ミ
も
亀
ミ
全
８
蓋

ト
ｔ

卜

、
Ｓ
》
《
錆
登
亀
富
函
旨
侭
巨
§
一
．
岳
圏
】
ｚ
①
急
ロ
①
］
亘
．

ツ
ル
テ
ィ
ム
⑧
嵐
宮
口
烏
閏
目
鼻
巨
唇
『
目
い
の
悶
巳
目
且
“

句
く
亀
冒
吻
呈
目
宮
野
量
ご
里
き
さ
＆
費
ｓ
吾
署
鴎
亀
ミ
馬
の
言
四
畠
菖
〕
］
や
、
↑

ｚ
①
笥
己
巴
ゴ
ー
．

②
ツ
ル
テ
ィ
ム
㈹
固
国
］
．
参
照
。

③
ツ
ル
テ
ィ
ム
⑧
弓
．
鴎
‐
巴
ゞ
や
ｇ
』
．
註
⑤
参
照
。

④
梶
山
雄
一
・
高
崎
直
道
編
「
講
座
大
乗
仏
教
』
７
１
中
観
思
想

も
己
．
や
ｌ
］
つ
か
号
耐
と
Ｃ

⑤
丹
治
昭
義
「
無
畏
と
胄
目
注
」
（
『
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
ｚ
ｏ

い
」
ｌ
〕
）ミ
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