
韓
国
で
は
国
内
は
韓
国
語
の
ハ
ン
グ
ル
で
埋
め
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
他
国
語
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
、
大
学
に
於
て
は
英
語
が
用

い
ら
れ
て
も
良
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
国
際
的
水
準
で
の
英
語
力
と
英
語
に
よ
る
大
学
紹
介
は
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
並
み
で
あ
る
。
教
授
達
の
語
学

力
は
す
ば
ら
し
く
、
同
時
通
訳
が
な
さ
れ
た
が
、
凡
て
東
国
大
学
校
の
教
授
達
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
日
本
で
は
極
め
て
困
難

で
あ
る
か
或
い
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
大
学
の
ブ
ル
テ
ィ
ン
は
完
全
な
英
語
に
よ
る
紹
介
で
あ
り
、
こ
れ
ほ
ど
完
壁
な

ヨ
ー
ロ
ッ
。
（

に
お
け
る

五四三二一

は
し
が
き

若
い
学
徒
の
将
来

国
際
語
と
そ
の
意
味

日
本
文
化
研
究
の
総
合
的
発
展

ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
佛
教
学
者
（
以
上
前
号
）

六
韓
国
の
大
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
大
学

国
際
日
本
学
学
術
会
議
管

Ｉ
日
本
文
化
と
佛
教
学
Ｉ

卜九八七六

韓
国
の
大
学
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学

国
際
日
本
学
学
術
会
議
発
表
内
容

極
東
的
佛
教
学
と
日
本
文
化

西
欧
的
佛
教
学
と
日
本
文
化

む
す
び

佐
々
木
現

／~、
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ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
大
学
は
こ
れ
と
対
暁
的
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
英
国
も
凡
て
類
似
し
て
い
る
。
海
外
学
者
を
客
人
と
し
て
み

な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
発
表
内
容
も
純
学
術
的
で
あ
り
、
淡
々
と
し
て
い
て
却
っ
て
気
楽
で
あ
る
。
学
術
的
で
あ
る
か
ら
質

疑
応
答
は
極
め
て
活
発
で
あ
る
。
但
し
、
質
疑
は
感
情
を
は
な
れ
た
も
の
で
研
究
者
を
導
い
て
や
る
と
い
っ
た
か
ま
え
て
あ
る
か
ら
後
あ

じ
も
極
め
て
良
い
。
尤
も
、
質
疑
者
に
極
東
人
が
混
入
す
る
と
常
に
感
情
的
に
な
っ
て
い
て
、
会
場
の
苦
笑
を
か
う
例
が
ま
ま
あ
る
。
注

意
す
尋
へ
き
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
や
エ
ス
キ
モ
ー
人
が
こ
の
部
類
に
入
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
学
で
の
会
議
に
特
色
的
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
会
議
そ
の
も
の
が
重
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
関
係
者
相
互
の
親
交
を
通
じ
て
会
議
場
外
で
の
研
究
交
換
が
盛
ん
で
あ
り
、
又
、
人
的
交
流
の
具
体
案
も
こ
こ
で
交
換
さ
れ
る

特
に
、
ア
メ
リ
カ
で
の
学
会
に
お
い
て
甚
だ
し
い
・
国
が
大
き
い
た
め
も
あ
っ
て
、
人
的
交
流
の
取
引
き
に
利
用
さ
れ
、
会
議
な
ど
そ
っ

ち
の
け
の
場
合
さ
え
あ
る
。
所
謂
、
会
議
は
人
物
交
換
の
中
央
市
場
と
化
す
こ
と
も
珍
ら
し
く
な
い
。

英
文
紹
介
を
備
え
て
い
る
大
学
は
日
本
で
は
お
そ
ら
く
み
あ
た
ら
な
い
と
思
う
。
ト
ヅ
プ
に
位
置
す
る
指
導
者
が
語
学
力
・
マ
ナ
ー
等
に

お
い
て
既
に
国
際
的
素
養
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
極
東
で
は
イ
ン
ド
に
つ
い
で
韓
国
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
今
後
の
韓
国
文
化
の
国

際
上
の
発
展
に
は
最
も
貴
重
な
素
質
が
既
に
芽
ば
え
て
い
る
こ
と
は
韓
国
の
た
め
に
も
よ
ろ
こ
ば
し
い
。

東
国
大
学
校
の
行
政
を
み
る
と
佛
教
・
文
理
科
・
法
政
・
経
商
・
農
林
・
工
科
・
師
範
・
教
養
・
定
時
制
の
九
学
部
が
具
備
さ
れ
＄
大

学
院
一
般
・
行
政
大
学
院
・
経
営
大
学
院
な
る
三
種
の
大
学
院
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

総
長
李
詰
一
根
博
士
は
役
人
上
り
で
、
は
で
な
行
政
を
す
る
と
い
う
。
従
っ
て
＄
今
回
の
大
会
の
た
め
に
三
千
万
円
の
巨
費
を
投
じ
た
と
言

わ
れ
る
。
惜
し
む
ら
く
は
、
会
場
な
ど
凡
ゆ
る
招
待
を
一
流
ホ
テ
ル
や
業
者
・
政
府
役
人
だ
け
に
ま
か
さ
ず
、
大
学
内
で
行
な
っ
た
な
ら

ば
、
一
層
、
大
学
教
育
の
実
体
が
世
界
に
紹
介
さ
れ
た
か
も
知
れ
ず
、
費
用
も
か
か
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
う
の
が
内
外
の
関
係
者

の
声
で
あ
っ
た
。
然
し
、
大
学
の
実
体
見
学
に
も
う
一
度
、
韓
国
に
わ
た
り
た
い
と
い
う
希
望
を
我
々
に
起
こ
さ
し
め
た
と
い
う
点
で
大

会
は
有
意
義
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

弓｡
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会
長
目
呂
（
ロ
ン
ド
ン
）
博
士
の
挨
拶
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
日
本
学
学
術
会
議
は
一
九
七
六
年
九
月
二
十
日
’
二
十
二

日
の
三
日
間
に
わ
た
り
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
大
学
に
お
い
て
、
ス
イ
ス
政
府
主
催
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。
先
ず
凡
て
で
六
部
門
（
言
語
・
文

学
・
歴
史
及
び
政
治
・
社
会
科
学
・
哲
学
と
宗
教
、
美
術
と
音
楽
）
に
分
か
れ
て
行
な
わ
れ
た
。
私
の
発
表
は
第
五
部
門
の
哲
学
と
宗
教
に
属
し

て
い
た
た
め
各
部
門
の
内
容
全
般
を
記
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
当
該
部
門
と
他
の
部
門
で
感
じ
た
と
こ
ろ
の
み
を
略
記
す
る
。
第
五

部
門
で
私
は
「
罪
業
意
識
の
種
々
相
」
に
つ
い
て
、
イ
ン
ド
か
ら
鎌
倉
時
代
に
至
る
業
思
想
と
、
そ
れ
が
如
何
に
し
て
罪
業
と
い
う
特
殊

的
概
念
で
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
か
と
い
う
問
題
を
述
べ
た
。
こ
の
部
門
で
興
味
を
引
い
た
発
表
と
し
て
は
神
佛
習
合
を
と
り
あ
げ
た
者
が

己
○
口
目
○
己
旨
と
国
①
昇
巨
①
Ｈ
で
あ
り
、
日
本
思
想
史
上
の
意
味
付
け
と
し
て
空
海
と
道
元
及
び
北
条
重
時
・
荻
生
祖
来
の
思
想
が
注
意
せ

ら
れ
た
。
Ｆ
四
目
・
が
「
行
」
の
哲
学
を
親
鴬
と
道
元
と
か
ら
分
析
し
て
日
本
哲
学
に
及
ん
で
い
た
。
言
語
部
門
で
注
意
さ
れ
た
の
は
祭
の

内
面
的
意
味
と
概
念
の
連
関
を
論
じ
た
留
目
国
‐
国
○
日
日
や
、
現
代
日
本
語
の
受
動
・
能
動
調
の
研
究
の
甸
○
管
国
辱
の
発
表
、
更
に
民

族
学
的
見
地
に
立
っ
た
民
息
胃
の
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ヤ
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
比
較
研
究
な
ど
で
あ
る
。
○
○
吋
①
碆
邑
（
レ
ー
’
一
ソ
グ
ラ
ー
ド
）

は
文
学
部
門
に
お
い
て
、
平
安
文
学
に
与
え
た
佛
教
の
影
響
を
論
じ
た
が
、
こ
れ
は
佛
教
に
関
心
の
あ
る
も
の
に
は
興
味
あ
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
影
響
を
プ
ロ
ッ
ト
・
口
伝
・
思
想
と
い
う
三
種
の
観
点
か
ら
分
析
し
平
安
文
学
が
一
切
経
の
普
及
に
よ
っ
て
如
何
な
る
変
化

を
受
け
て
来
た
か
を
論
じ
た
。
そ
の
他
、
日
本
に
お
け
る
民
間
宗
教
．
或
い
は
天
台
の
研
究
も
発
表
せ
ら
れ
た
。
各
内
容
は
割
愛
し
な
け

簡
単
な
こ
れ
だ
け
を
取
っ
て
み
て
も
＄
日
本
の
学
界
は
一
体
、
ど
う
い
う
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
て
興
味
が
湧
こ
う
。

た
だ
一
つ
、
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
外
国
人
学
者
を
極
端
に
も
て
な
し
た
り
、
宣
伝
の
道
具
に
し
て
は
い
け
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
、
ヘ
ル
ギ
ー
の
ラ
モ
ー
ト
博
士
も
、
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
極
東
の
招
き
に
は
跨
路
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
反
省
す
ぺ
き
こ

と
か
と
思
う
。

七
国
際
日
本
学
学
術
会
議
発
表
内
容

ワ印
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れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
綜
括
し
て
次
の
こ
と
が
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
も
そ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
学
界
一
般
の
特
色
は
古
典
研
究
に
あ
っ
た
。
今
日
な
お
、
こ
の
特
色
は
持
続
し
て
い
る
。
然
る
に
、
現
代
社

会
の
求
む
る
現
代
へ
の
関
心
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
界
に
も
お
し
よ
せ
て
来
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
に
お
い
て
も
政
治
的
動
遙
の
激
し
い
地
区
で
古

典
研
究
の
み
に
た
ず
さ
わ
っ
て
過
ご
す
こ
と
は
極
め
て
困
難
に
な
っ
て
来
た
。
こ
れ
ら
古
典
学
者
は
北
方
よ
り
南
方
に
移
動
す
る
傾
向
に

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
北
方
に
留
ま
る
学
者
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
・
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
等
の
小
国
家
で
あ
る
が
、
世
界
の
大
勢
に
反
し
て
却
っ
て

充
分
な
古
典
研
究
さ
え
妨
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
新
し
い
傾
向
に
向
か
う
学
界
か
ら
み
れ
ば
、
例
え
ば
、
プ
サ
ー
ン
を
、
単
に
倶
舎
論

を
佛
訳
し
た
だ
け
で
あ
り
、
研
究
は
な
く
佛
教
学
者
で
は
な
い
と
批
判
し
て
取
り
上
げ
な
い
。
確
か
に
＄
そ
う
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

フ
レ
ン
ミ
ュ
語
の
ベ
ル
ギ
ー
で
フ
ラ
ン
ス
語
以
外
は
話
そ
う
と
し
な
か
っ
た
プ
サ
ー
ン
は
大
学
な
ど
の
研
究
機
関
に
は
つ
い
ぞ
就
く
こ
と

な
く
牧
師
と
し
て
一
生
を
は
て
た
。
現
在
の
ラ
モ
ー
ト
博
士
と
は
非
常
な
相
違
で
あ
る
。
ラ
モ
ー
ト
は
研
究
を
出
し
て
い
る
。
プ
サ
ー
ン

と
同
列
に
は
お
け
な
い
Ｉ
こ
う
い
う
批
判
は
日
本
人
に
は
耳
新
し
い
だ
ろ
う
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
ハ
に
定
着
化
し
た
批
判
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
古
典
研
究
は
昔
日
の
王
座
を
占
め
て
い
る
わ
け
に
は
行
か
な
く
な
っ
た
と
い
う
点
も
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
現
代
研
究
と
い
う
新
し
い
方
向
に
は
古
典
研
究
が
基
礎
と
な
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
・
〈
に
お
け
る
東
洋
の
現
代
に
関
す
る
研
究

に
は
Ｉ
本
会
議
の
内
容
か
ら
言
っ
て
Ｉ
古
典
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
本
会
議
以
外
の
イ
ン
ド
・
東

洋
学
界
は
依
然
と
し
て
古
典
に
中
心
を
お
き
、
又
、
現
代
研
究
も
そ
こ
か
ら
流
出
し
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
た
。
古
典
と
現
代
及
び
そ
の

連
関
性
の
研
究
が
今
後
の
、
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
全
体
の
学
界
の
方
向
で
あ
る
が
、
本
会
議
は
初
回
で
あ
る
た
め
か
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
本
質
的
方
向
を
未
だ
打
ち
出
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
印
象
付
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
け
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
現
代
日
本
の
研
究

は
綜
合
的
で
あ
り
、
大
き
な
規
範
を
新
し
く
作
り
出
し
て
い
る
と
思
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
そ
れ
は
個
々
の
問
題
を
各
人
が
主
体
的
に
深
め

て
行
く
と
い
う
傾
向
か
ら
ぬ
け
切
っ
て
い
な
い
。
然
し
こ
れ
こ
そ
我
々
が
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
に
望
む
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

本
会
議
で
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
一
言
追
加
す
れ
ば
、
各
部
会
の
発
表
者
は
一
日
で
十
二
名
の
み
で
あ
り
、
時
間
は
二
十
五
分
で
質
問
時
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間
は
五
分
と
定
め
ら
れ
た
。
而
も
、
そ
の
時
間
は
厳
守
さ
れ
、
発
表
者
自
身
、
見
事
に
会
を
進
め
て
い
た
こ
と
は
学
ぶ
癖
へ
き
で
あ
ろ
う
。

途
中
、
、
ヘ
ル
を
な
ら
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
尋
ヘ
ル
さ
え
備
え
て
い
な
か
っ
た
。
外
国
で
の
国
際
会
議
で
は
時
間
を
越
え
る

如
き
発
表
は
存
し
な
い
と
考
え
て
よ
い
。
ゞ
ヘ
ル
を
無
視
し
て
止
ま
る
こ
と
な
く
話
し
つ
づ
け
る
者
が
韓
国
で
の
佛
教
学
会
に
出
現
し
て
、

集
ま
る
者
を
亜
然
と
さ
せ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
我
々
は
こ
う
い
う
小
さ
い
こ
と
で
も
国
際
的
感
覚
を
充
分
心
得
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
極
東
の
民
族
に
共
通
し
た
点
が
見
ら
れ
る
。
第
一
に
彼
等
に
と
っ
て
学
問
と
は
人
物
に
具
備
さ
れ
て
行
く
徳
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
西
洋
に
お
い
て
、
学
問
と
は
一
つ
の
財
産
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
近
世
・
近
代
に
お
い
て
定
着
化
し
、
そ
の
ま
ま
現

代
に
通
用
し
て
い
る
特
色
と
な
っ
て
い
る
。
西
洋
で
は
学
問
は
金
を
う
る
た
め
の
一
つ
の
投
資
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
例
え
ば
、
枯
草
を

食
う
哲
人
と
か
眼
鏡
を
ふ
く
詩
人
と
言
う
学
者
は
ｌ
古
代
は
い
ざ
知
ら
ず
ｌ
今
の
世
に
は
存
在
し
な
い
。
然
る
に
、
極
東
に
お
い
て

は
、
今
な
お
、
そ
れ
ら
の
学
者
ボ
い
る
。
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
精
神
が
学
者
の
内
奥
に
あ
る
。
古
代
は
、
そ
れ
に
対
す
る
反
対
給
与
と

し
て
尊
敬
と
い
う
代
償
が
あ
っ
た
Ｉ
つ
ま
り
社
会
へ
の
甘
え
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
↑
佛
教
学
者
は
政
治
干
渉
を
受
け
ず
、
孤
独
な
僧

院
に
お
い
て
教
学
史
の
研
究
を
行
な
っ
た
。
政
治
史
は
僧
侶
学
者
に
と
っ
て
無
価
値
な
も
の
と
さ
え
思
わ
れ
て
い
た
Ｉ
こ
の
こ
と
の
た

め
、
佛
教
の
社
会
運
動
化
へ
の
立
ち
遅
れ
は
大
正
時
代
以
来
、
現
在
に
及
ん
で
い
る
。
Ｉ
然
し
、
学
問
的
に
言
え
ば
、
非
常
な
貢
献
に

も
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
佛
教
が
三
国
を
経
過
す
る
間
に
イ
ン
ド
・
中
国
で
失
わ
れ
か
け
て
い
た
佛
教
学
的
な
も
の
を
失
わ
ず
に
伝
承

佛
教
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

西
洋
と
東
洋
と
い
う
区
別
は
も
は
や
、
は
や
ら
な
い
。
文
化
・
地
域
・
民
族
性
な
ど
の
諸
点
の
相
違
か
ら
、
今
は
所
謂
東
洋
か
ら
中
国

・
日
本
・
東
南
ア
ジ
ア
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
を
抽
出
し
て
極
東
と
名
づ
け
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
発
展
し
て
行
っ
た
の
が
極
東
的
佛
教
と
言
う

八
極
東
的
佛
教
学
と
日
本
文
化
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さ
せ
て
残
し
た
と
い
う
功
績
が
あ
る
。

第
二
の
特
色
は
学
問
の
大
衆
化
で
あ
っ
た
。
僧
院
に
育
っ
た
徳
と
し
て
の
学
問
は
「
徳
あ
る
人
即
ち
学
あ
る
人
」
を
生
み
出
し
た
。
大

衆
に
甘
え
て
育
っ
た
学
問
は
人
を
通
し
て
大
衆
に
近
付
く
こ
と
が
出
来
た
。
学
者
は
僧
院
を
出
て
大
衆
へ
の
布
教
に
力
を
入
れ
始
め
た
。

そ
れ
は
中
国
で
は
格
義
佛
教
と
な
り
、
日
本
で
は
徳
川
時
代
の
学
問
の
公
開
と
な
っ
て
表
わ
れ
た
。
現
代
に
お
い
て
も
な
お
、
こ
の
傾
向

が
存
続
し
て
い
る
。
謝
礼
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ヵ
デ
ミ
ヵ
ー
が
大
衆
の
求
め
に
応
じ
て
各
地
の
通
俗
講
演
に
飛
び
立
つ
Ｉ
こ
れ

は
ま
こ
と
に
無
報
酬
の
イ
ン
ド
的
法
施
の
精
神
で
あ
る
に
違
い
な
い
し
、
学
即
徳
と
い
う
大
衆
心
理
へ
の
甘
え
で
あ
ろ
う
Ｉ
。
こ
う
し

て
い
る
問
に
、
学
問
は
徳
に
変
化
す
る
。
徳
は
人
に
属
す
る
。
人
に
属
す
れ
ば
主
観
的
に
な
る
。
主
観
的
に
な
れ
ば
も
は
や
学
問
で
な
く

な
る
。
信
念
に
し
か
な
ら
な
い
．
こ
う
し
た
傾
向
が
明
治
時
代
に
な
る
と
、
物
質
主
義
に
対
す
る
精
神
主
義
Ｉ
例
・
清
沢
満
之
ｌ
と

な
っ
て
信
者
の
心
を
把
え
た
。
信
念
を
求
め
た
い
人
々
が
こ
れ
に
追
随
し
、
一
群
の
精
神
主
義
運
動
を
以
て
自
ら
任
じ
て
い
た
。
現
在
、

、

佛
教
一
般
の
紹
介
著
書
と
か
超
宗
派
的
著
書
Ｉ
特
に
イ
ン
ド
に
関
す
る
も
の
Ｉ
の
出
版
は
不
況
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
‘
大
衆
は
主

、

、
、
、

義
に
お
ぼ
れ
て
、
佛
教
に
客
観
性
を
求
め
る
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
特
に
日
本
人
の
常
と
し
て
、
大
衆
は
目
前
の
も
の

し
か
求
め
な
い
’
零
へ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
物
を
追
う
大
衆
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
自
分
の
目
で
選
ぶ
主
体
性
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
．

然
し
、
韓
国
に
お
け
る
現
代
佛
教
は
一
見
し
て
現
代
日
本
と
は
違
っ
て
い
た
。
日
本
で
い
え
ば
丁
度
、
徳
川
時
代
の
様
態
を
多
分
に
持

続
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
七
六
年
五
月
に
佛
誕
一
千
五
百
二
十
年
記
念
大
会
が
開
か
れ
て
、
ソ
ウ
ル
は
湧
い
た
と
い
う
。
そ
の
時
、

李
博
士
が
大
論
説
を
か
か
げ
た
。
そ
の
中
で
彼
は
韓
国
佛
教
の
代
表
的
学
者
と
し
て
元
暁
（
臼
『
１
ｍ
恩
）
と
義
湘
（
ｇ
ｍ
ｌ
ｇ
踵
）
の
業
績
を
讃

え
；
唯
識
・
華
厳
の
盛
ん
な
り
し
新
羅
時
代
を
誼
歌
し
た
。
彼
は
曰
く
「
こ
れ
ら
の
哲
学
が
一
真
理
に
多
様
性
を
調
和
せ
し
め
る
と
い
う

人
人
の
内
面
的
傾
向
を
韓
国
人
の
内
面
的
精
神
性
と
し
て
特
色
付
け
た
（
Ｚ
。
暑
”
罰
の
ぐ
蔚
言
〕
冨
昌
⑭
』
こ
ぷ
）
」
。
韓
国
佛
教
は
中
国
の
唐
時
代

以
後
Ｉ
日
本
と
同
じ
よ
う
に
Ｉ
中
国
佛
教
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
え
ら
れ
た
が
、
日
本
は
四
・
五
世
紀
の
韓
国
佛
教
を
今
後
、
再
認
識

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
せ
し
め
る
程
、
原
始
型
の
佛
教
が
新
羅
時
代
に
存
在
し
て
い
る
の
で
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
れ
は
と
も
か

局ハ
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く
、
現
代
韓
国
に
も
禅
・
浄
土
系
な
ど
諸
種
の
宗
派
は
な
い
こ
と
も
な
い
が
、
李
博
士
の
如
き
超
宗
派
的
学
者
と
そ
の
教
理
ま
で
も
大
衆

に
向
っ
て
講
演
出
来
る
と
い
う
佛
教
界
の
現
状
は
我
国
と
非
常
な
相
違
で
あ
る
。
我
国
な
ら
ば
超
宗
派
的
講
義
は
困
難
で
あ
る
。
日
本
佛

教
は
性
々
に
し
て
各
宗
派
の
高
僧
だ
け
の
演
説
で
終
わ
る
か
、
超
宗
派
的
演
説
と
い
え
ば
常
に
聖
徳
太
子
ぐ
ら
い
し
か
出
て
こ
な
い
。
而

も
、
聖
徳
太
子
と
い
え
ば
Ｉ
そ
う
い
う
名
の
著
書
も
Ｉ
き
ま
っ
て
売
れ
な
い
と
い
う
。
通
佛
教
へ
の
関
心
の
う
す
さ
は
こ
ん
な
所
に

、
、
、

も
現
わ
れ
る
。
イ
ン
ド
佛
教
概
論
と
聖
徳
太
子
も
の
は
出
版
界
の
き
も
ん
だ
と
い
う
ジ
ン
ク
ス
が
あ
る
と
い
う
。
然
る
に
、
韓
国
で
は
超

宗
派
的
学
者
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
大
衆
の
信
者
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
如
く
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
が
韓
国
と
日
本
の
現
代
佛
教

の
目
に
つ
く
相
違
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

第
三
に
日
本
佛
教
の
特
色
は
西
欧
的
学
問
方
法
の
輸
入
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
中
国
。
韓
国
の
佛
教
に
は
な
か
っ
た
日
本
特
有

の
産
物
で
あ
る
。
我
国
で
は
高
楠
・
南
条
・
赤
沼
な
ど
の
諸
学
匠
が
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
大
乗
・
小
乗
の
研
究
を
日
本
に
紹
介
し
た
。
本

、
、
℃

学
の
佛
教
学
は
南
条
・
赤
沼
智
善
教
授
が
開
拓
し
其
れ
ら
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
た
西
欧
的
学
流
に
準
じ
た
ｌ
敢
て
準
じ
た
と
い
う

Ｉ
学
問
ら
し
い
学
問
で
あ
る
．
本
学
で
は
、
こ
の
芽
か
ら
原
始
佛
教
学
・
大
乗
佛
教
学
が
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
日
本

佛
教
の
転
換
期
が
表
わ
れ
る
に
至
っ
た
。

こ
の
方
面
で
、
日
本
の
イ
ン
ド
学
界
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
イ
ズ
ム
的
・
古
典
的
・
準
西
欧
的
・
信
仰
的
な
ど
多
種
多
様
の
雲
が
入
り

乱
れ
て
飛
ん
で
い
る
。
佛
教
界
を
み
て
も
宗
派
的
・
信
仰
的
・
政
治
的
諸
派
が
こ
れ
ま
た
入
り
乱
れ
て
暗
雲
を
た
な
び
か
せ
て
い
る
。
然

し
、
原
典
研
究
を
続
け
る
た
め
に
は
原
本
は
す
ぐ
な
い
し
、
古
代
文
の
読
解
も
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
人
な
み
で
な
い
し
、
経
済
的
援
助
は
個
人
負

担
で
あ
る
し
、
ま
さ
に
暗
雲
で
あ
る
。
従
っ
て
、
西
欧
的
学
流
の
輸
入
は
日
本
佛
教
の
特
色
で
は
あ
る
が
、
果
し
て
、
ど
う
お
さ
ま
る
の

か
予
測
出
来
な
い
。
あ
た
か
も
、
海
の
も
の
と
も
、
山
の
も
の
と
も
言
え
な
い
魚
貝
を
中
央
魚
市
場
に
並
尋
へ
立
て
て
み
た
と
い
っ
た
風
情

で
あ
る
。
歴
史
的
に
位
置
付
け
難
い
程
、
混
沌
と
し
て
い
る
。
現
代
と
い
う
時
代
は
未
だ
歴
史
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
か
も
知
れ

な
1,,
屯
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知
識
は
↑
西
欧
に
お
い
て
は
取
引
き
の
対
象
と
な
る
一
つ
の
財
産
で
あ
る
と
言
う
が
、
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
だ
か
ら
買
手
は
嘘

か
真
実
か
を
見
分
け
る
た
め
質
疑
応
答
は
極
め
て
活
発
で
あ
る
。
深
淵
そ
う
な
講
義
や
難
解
の
概
念
は
タ
ブ
ー
で
あ
る
。
わ
か
ら
な
い
話

を
、
日
本
で
瘻
々
、
深
い
思
想
な
ど
と
い
う
。
西
欧
人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
程
、
コ
ー
ミ
ッ
シ
ュ
な
男
は
な
い
と
失
笑
さ
れ
る
。
学
問
は

売
り
物
だ
か
ら
客
観
性
を
持
た
泡
ぱ
な
ら
な
い
。
又
著
書
は
売
り
物
だ
か
ら
売
れ
る
よ
う
に
書
か
ね
ば
な
ら
葱
い
Ｉ
と
い
う
累
特

に
ァ
蕊
リ
ヵ
で
の
常
套
語
で
ぁ
患
。
教
授
は
著
書
を
書
く
か
然
ら
ず
ん
ば
澗
え
る
か
Ｉ
冒
目
豐
員
富
国
豊
Ｉ
い
ず
れ
か
だ
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
で
研
究
す
る
。
何
も
し
な
い
も
の
を
呉
目
嗣
鴨
冒
匡
①
日
日
］
と
い
う
。
恐
ら
く
、
著
書
を
持
た
ず
し
て
＄
学
生
の
前
に
は
現

わ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
位
は
月
給
と
直
接
す
る
。
こ
れ
は
日
本
以
外
ど
こ
の
国
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
西
欧
社
会
で
も
例
外
が
な
い
・

で
は
、
佛
教
学
は
売
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
売
れ
る
。
然
し
、
買
手
は
公
的
機
関
で
あ
る
。
こ
れ
は
羨
ま
し
い
。
こ
う
し
た
国
家
管
理
に

よ
っ
て
初
め
て
完
成
し
て
行
っ
た
の
が
英
国
の
佛
教
学
で
あ
っ
た
。
か
か
る
幸
福
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
的
傾
向
に
は
ず
れ
た
者
は
最
も

苦
し
い
生
活
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
、
佛
教
学
を
他
の
一
般
文
化
科
学
研
究
の
か
た
わ
ら
で
や
る
と
い
う
結
果
に
な
る
。
個
人
研
究
は

古
く
は
牧
師
が
や
っ
た
。
学
即
徳
と
い
う
意
味
の
佛
教
学
で
な
い
か
ら
思
想
は
必
要
で
は
な
い
。
ひ
ま
に
ま
か
せ
た
仕
事
と
な
る
。
か
の

シ
ル
ー
フ
ァ
ン
・
レ
ヴ
ィ
に
し
て
も
教
授
で
は
な
か
っ
た
し
、
ド
ゥ
ミ
ェ
、
フ
ィ
ュ
に
し
て
も
中
国
文
化
研
究
家
で
あ
っ
て
、
佛
教
史
研
究
は

本
領
で
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
佛
教
学
者
と
、
日
本
で
の
み
信
じ
ら
れ
て
い
る
所
謂
佛
教
学
者
は
凡
て
佛
教
学
者
で
は
な
か

っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
で
あ
り
、
佛
教
を
必
要
と
し
な
い
。
こ
れ
は
意
外
に
堅
い
見
え
な
い
お
き
て
で
あ
る
。
こ
れ
も
、

学
問
は
売
り
物
の
財
産
で
あ
り
、
信
仰
と
関
係
が
な
い
と
い
う
西
欧
的
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

曽
て
、
国
家
が
保
護
し
た
英
国
の
イ
ン
ド
研
究
は
今
や
植
民
地
政
策
の
断
絶
と
共
に
愈
左
、
困
難
を
加
え
て
来
た
。
こ
の
点
で
、
曽
て

の
英
国
と
同
じ
よ
う
に
公
的
機
関
の
援
助
で
東
洋
学
・
佛
教
学
が
隆
盛
に
向
か
っ
て
い
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
で
は
ド
イ
ツ
だ
け
で
あ
る
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と
言
っ
て
よ
い
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
が
そ
れ
で
あ
る
。

古
代
・
中
世
イ
ン
ド
言
語
学
は
ど
己
。
匙
』
乏
＆
閏
あ
目
目
昏
四
厘
の
の
ロ
》
陣
目
ぐ
鱗
の
自
各
教
授
で
七
講
座
、
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ャ
ン
学

で
は
己
閉
⑦
眉
巨
冨
、
Ｑ
画
巨
の
○
の
房
の
》
陸
口
唱
講
師
ら
の
九
講
座
、
ド
ラ
ヴ
ィ
デ
イ
ア
学
で
は
Ｐ
具
○
口
》
陣
目
く
四
の
豊
〕
両
教
授
に
よ
る

六
講
座
、
チ
ベ
ッ
ト
学
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
属
．
Ｆ
ｏ
ｑ
Ｏ
と
ド
イ
ツ
人
○
○
①
房
①
》
の
呂
冒
拝
冒
ロ
の
①
己
に
よ
る
八
講
座
で
総
計
三
十
講
座

と
い
う
多
数
の
講
座
が
設
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
こ
ｋ
数
年
来
に
増
加
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
で
、
チ
ベ
ッ
ト
人
学
匠
の
招
き
も
凡

て
、
政
府
機
関
で
あ
る
ア
カ
デ
ミ
ー
の
支
援
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
偉
観
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
に
も
み
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

今
後
、
イ
ン
ド
及
び
佛
教
研
究
の
中
心
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
佛
教
だ
け
に
限
れ
ば
、
、
ヘ
ル
リ
ン
及
び
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
マ
ヌ
ス
ク
リ
ッ
プ

卜
が
あ
る
限
り
、
そ
こ
も
佛
教
研
究
者
の
宝
庫
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
特
殊
研
究
を
目
的
と
す
る
個
人
的
な
便
宜
を
う
る
だ
け
で
大
学

の
講
座
を
数
多
く
開
講
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
今
↑
ハ
ン
ブ
ル
グ
大
学
の
一
例
を
あ
げ
た
が
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
各
大
学
の
充
実
の

原
因
は
何
よ
り
も
、
各
地
方
に
あ
る
政
府
機
関
の
支
援
に
よ
る
。
ド
イ
ツ
が
か
か
る
機
関
を
各
地
に
設
け
て
い
る
と
い
う
配
置
は
ド
イ
ツ

に
と
っ
て
大
き
な
成
功
で
あ
っ
た
と
思
う
。
植
民
地
を
持
た
な
い
ド
イ
ツ
は
営
々
と
し
て
、
国
内
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
、
世
界
の
政
変
に

か
か
わ
り
な
く
、
蓄
積
し
て
来
た
が
、
そ
の
積
年
の
努
力
が
今
日
の
隆
盛
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。
他
国
の
諸
大
学
は

政
変
に
余
り
に
動
か
さ
れ
過
ぎ
て
衰
退
し
て
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ー
の
佛
教
学
の
よ
う
に
な
っ
た
原
因
で
あ
ろ
う
。
又
、
ド
イ
ツ

と
類
似
し
た
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
政
府
機
関
の
支
援
は
デ
ン
マ
ー
ク
に
も
見
ら
れ
た
。

公
的
機
関
の
援
助
と
い
う
こ
と
は
、
学
者
ら
の
研
究
を
客
観
的
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
に
お
け
る
佛
教
研
究
も
例
外

で
は
な
い
。
原
典
研
究
と
そ
の
思
想
の
探
求
で
あ
る
。
思
想
と
い
え
ど
も
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
自
己
の
人
生
哲
学
を
打
ち

た
て
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
点
も
見
逃
し
え
な
い
。
曽
て
佛
教
学
者
ノ
ー
ベ
ル
博
士
が
私
に
「
あ
な
た
が
ア
フ
リ
カ
の
思
想
を
研
究

し
た
か
ら
と
て
ア
フ
リ
カ
の
思
想
を
信
ず
る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
も
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
が
今
更
、
新
た
に

思
い
起
こ
さ
れ
る
。
だ
か
ら
日
本
で
流
行
し
て
い
る
聖
典
の
現
代
語
訳
の
事
業
も
彼
ら
に
は
何
の
影
響
も
与
え
な
い
と
い
っ
た
こ
と
に
な
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る
。
そ
も
そ
も
、
「
日
本
に
佛
典
に
ふ
さ
わ
し
い
現
代
語
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
の
か
」
と
彼
ら
は
疑
う
の
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
佛
教
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
と
ど
ま
る
。
大
衆
の
中
に
入
っ
て
行
く
努
力
も
乏
し
い
。
一
部
の
好
事
家
は
佛
教
の
独
逸
語

訳
を
見
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
珍
し
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
大
衆
は
関
心
を
持
た
な
い
。
こ
れ
が
却
っ
て
、
佛
教
学
研
究
を
ア
カ
デ
ミ

ッ
ク
な
も
の
に
し
て
い
る
。
然
も
、
こ
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
こ
そ
現
代
日
本
の
学
者
Ｉ
た
と
え
一
部
で
あ
っ
て
も
ｌ
が
佛
教
普
及
運
動

。
と
同
時
に
学
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

日
本
文
化
へ
の
佛
教
学
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
ゼ
ン
等
ヘ
ル
グ
が
そ
の
名
著
『
佛
教
哲
学
の
諸
問
題
』
（
拙
訳
）
（
第
一
・
第
二
・
第

十
九
章
）
の
中
で
述
べ
て
い
る
が
、
彼
の
見
方
は
今
な
お
正
当
で
あ
る
か
ら
参
照
を
乞
い
、
今
は
割
愛
す
る
。

た
だ
、
佛
教
学
と
い
う
学
問
の
世
界
に
限
っ
て
一
言
す
れ
ば
次
の
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
う
。
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
も
言
っ
て
い
る
よ
う

に
、
西
洋
は
東
洋
と
異
質
的
に
対
立
す
る
か
ら
、
両
者
の
比
較
は
往
々
に
し
て
誤
解
を
招
く
が
、
日
本
の
研
究
者
に
も
誤
解
が
極
め
て
多

い
。
私
は
更
に
、
こ
れ
に
追
加
し
て
お
き
た
い
が
、
東
西
の
思
想
の
比
較
研
究
研
究
は
凡
て
比
較
か
ら
始
ま
る
Ｉ
は
必
要
で
あ
る
．

、
、

但
し
、
大
正
か
ら
昭
和
の
初
期
に
お
け
る
比
較
研
究
は
両
者
の
全
同
た
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
た
。
そ
れ
は
現
代
イ
ン
ド
学
者
の
比
較
の

仕
方
に
も
、
今
な
お
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
既
に
古
い
仕
方
で
必
ず
し
も
学
問
的
と
言
え
な
い
。
然
し
、
東
西
両
洋
の
諸
哲
学
は
実

、
、
、

は
類
似
性
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
れ
だ
け
の
成
果
で
も
東
洋
哲
学
を
主
体
的
に
自
覚
す
る
た
め
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

西
欧
的
佛
教
学
は
通
佛
教
的
普
遍
性
の
追
及
を
以
て
特
色
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
文
化
Ｉ
狭
く
言
っ
て
日
本
佛
教
学
Ｉ
に
対

し
て
諸
種
の
影
響
を
与
え
た
。
索
引
作
り
と
い
う
技
術
的
仕
方
だ
け
と
っ
て
み
て
も
、
日
本
佛
教
界
に
は
な
か
っ
た
。
イ
ン
ド
で
は
今
な

お
、
イ
ン
ド
産
の
研
究
に
は
索
引
ら
し
い
も
の
は
附
加
さ
れ
ず
、
丁
度
、
日
本
の
徳
川
時
代
の
研
究
書
と
同
じ
程
度
で
あ
る
。
ま
だ
日
本

産
の
研
究
害
の
方
が
ｌ
西
欧
的
索
引
技
術
の
導
入
と
い
う
点
で
Ｉ
ま
し
な
位
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
と
て
も
、
全
語
に
わ
た
る
索

引
で
は
な
く
、
編
集
者
の
窓
意
に
よ
る
概
念
の
選
択
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
詳
し
く
問
題
的
に
用
い
た
い
と
思
う
者
に
は
必
ず
し
も

充
分
で
な
い
。
凡
そ
完
全
な
る
索
引
は
全
概
念
・
動
詞
変
形
・
格
・
前
置
詞
な
ど
を
網
羅
す
や
へ
き
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
＄
佛
教
以
外
の
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言
語
学
一
般
の
使
用
に
も
役
立
ち
う
る
も
の
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
。
私
事
に
わ
た
る
事

だ
が
、
我
々
は
現
在
、
一
つ
の
事
業
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を
予
告
し
た
い
。
そ
れ
は
．
ハ
ー
リ
原
典
の
中
で
パ
ー
リ
論
部
の
基
礎
的

七
論
を
選
び
、
そ
れ
に
、
上
述
の
仕
方
で
、
言
語
一
般
の
研
究
に
も
役
立
て
る
た
め
、
総
索
引
を
企
画
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
各
年
度

に
一
冊
と
し
て
七
・
八
年
を
要
す
る
仕
事
か
も
知
れ
な
い
が
、
い
く
ら
か
で
も
編
集
者
の
主
観
的
選
択
を
越
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
と

思
っ
て
い
る
仕
事
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
欧
的
佛
教
学
の
わ
ず
か
な
技
術
的
影
響
或
い
は
暗
示
に
よ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
他
の
広
汎
な

影
響
に
つ
い
て
は
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
前
記
の
著
書
を
し
て
語
ら
し
め
た
い
。

西
欧
的
佛
教
学
の
特
色
た
る
通
佛
教
的
客
観
性
は
日
本
の
佛
教
学
の
み
な
ら
ず
、
日
本
文
化
一
般
に
も
影
響
を
与
え
て
よ
い
と
思
う
。

日
本
文
学
・
日
本
佛
教
美
術
・
民
族
学
な
ど
特
に
そ
う
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
学
者
は
Ｉ
ロ
ー
ゼ
ン
《
ヘ
ル
グ
に
よ
れ
ば
Ｉ
西
欧
語
を

読
ま
な
い
た
め
外
国
文
献
に
注
意
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
日
本
内
の
諸
科
学
文
化
は
極
め

て
高
度
に
特
殊
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
。
た
だ
併
し
、
方
法
論
的
自
覚
に
お
い
て
国
際
性
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
気
付
な
か
っ
た
新
し
い
諸
点
が
見
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
Ｉ
と
い
う
こ
と
は
佛
教
学
の
場

合
と
同
じ
で
な
い
か
と
思
う
。
西
欧
人
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
「
日
本
文
学
ｌ
近
代
文
学
は
別
と
し
て
ｌ
は
佛
教
的
知
識
な
し
に
正

当
に
評
価
さ
れ
ま
い
」
。
そ
の
通
り
で
あ
る
と
思
う
。
更
に
、
私
が
追
加
す
れ
ば
、
た
と
え
佛
教
的
知
識
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
日
本
で

出
来
上
が
っ
た
既
成
の
知
識
で
し
か
な
く
、
通
佛
教
的
客
観
的
知
識
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
空
白
を
埋
め
る
た
め
に
も
直

接
に
西
欧
的
佛
教
学
か
、
間
接
に
は
そ
の
影
響
下
に
育
っ
た
日
本
の
佛
教
学
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

特
に
、
密
教
美
術
と
も
な
る
と
勿
論
だ
が
、
佛
足
石
の
研
究
と
も
な
れ
ば
、
単
な
る
線
の
流
れ
や
肩
の
は
り
具
合
だ
け
を
観
賞
す
る
所

謂
美
学
で
は
客
観
性
を
持
ち
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
美
術
品
に
ふ
く
ま
れ
た
思
想
な
ど
を
ふ
く
め
た
研
究
こ
そ
西
欧
人
の
求
め
る
も
の

で
あ
り
、
現
に
西
欧
人
の
研
究
の
方
が
我
々
に
親
し
み
易
い
と
こ
ろ
の
研
究
と
思
わ
れ
る
の
も
、
こ
こ
に
起
因
す
る
。

民
族
学
と
も
な
れ
ば
、
一
層
こ
の
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
元
来
、
コ
ー
ー
ロ
ッ
。
〈
の
よ
う
に
近
代
化
し
て
し
ま
い
、
更
に
、
小
国
家
の
集
合
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地
で
は
、
民
族
学
は
発
展
す
寺
へ
き
も
な
い
と
思
う
。
せ
い
ぜ
い
あ
っ
て
も
、
自
詳
匡
名
○
旨
唱
①
か
①
昏
己
○
旨
唱
①
か
或
い
は
旨
再
ｇ
］
○
四
①

の
方
法
論
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
ア
フ
リ
カ
、
ア
ラ
ビ
ア
等
の
原
始
民
族
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
現
に
生
き
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
。
〈
人
並
び
に

そ
の
慣
習
の
生
ま
生
ま
し
い
姿
と
は
ほ
ど
遠
い
よ
う
に
見
受
け
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
に
は
原
始
人
と
近
代
人
と
の
間
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が

あ
り
、
伝
統
は
ほ
と
ん
ど
切
断
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
彼
ら
は
客
観
的
資
料
を
言
語
研
究
に
向
け
る
の

で
あ
る
。
客
観
的
資
料
（
言
語
・
慣
習
・
習
俗
な
ど
）
な
し
に
民
族
学
は
成
立
し
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
宗
教
学
ロ
日
本
の
宗
教
学
は

例
外
Ｉ
も
成
立
し
な
い
。
彼
ら
に
は
民
族
学
や
言
語
学
が
宗
教
学
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
客
観
的
資
料
を
持
た
な
い
宗

教
学
は
所
詮
、
甘
い
憶
測
に
終
り
、
足
も
と
が
弱
い
も
の
と
な
ろ
う
。

こ
う
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
日
本
の
民
族
学
に
、
い
く
ら
か
、
佛
教
的
客
観
的
知
識
を
加
え
れ
ば
、
世
界
に
誇
る
ゞ
へ
き
宗
教
学
に
な

る
と
考
え
て
い
る
。
何
故
な
れ
ば
、
大
和
民
族
は
第
一
に
、
精
神
的
に
は
、
ア
フ
リ
カ
・
ア
ラ
ビ
ア
人
な
み
の
原
始
人
と
変
ら
な
い
。
大

和
民
族
の
中
に
は
そ
の
原
始
時
代
の
習
俗
や
言
語
や
心
が
現
代
に
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
第
二
に
、
大
和
民
族
は
、

科
学
的
に
は
近
代
人
で
も
あ
る
。
近
代
人
と
し
て
の
大
和
民
族
は
種
々
雑
多
な
近
代
的
方
法
を
新
し
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
輸
入
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
が
通
佛
教
的
知
識
で
あ
る
。
尤
も
、
佛
教
と
関
係
の
な
い
古
代
の
習
俗
も
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
関
係
の
な
い
と
い
う

こ
と
を
知
ら
し
め
る
た
め
に
も
、
通
佛
教
的
知
識
を
必
要
と
す
る
。
又
、
関
係
の
な
い
も
の
が
、
ど
う
し
て
関
係
な
し
に
現
存
し
う
る
か
、

或
い
は
、
ど
う
し
て
佛
教
的
に
彩
色
さ
れ
て
来
た
か
、
又
、
そ
の
佛
教
と
は
一
体
、
正
統
な
も
の
で
あ
っ
た
か
等
の
問
題
も
民
族
学
の
分

野
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
、
古
代
の
慣
習
が
如
何
な
る
哲
学
的
宗
教
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
で
も
な
っ
て
来
れ
ば
、

明
ら
か
に
、
宗
教
学
・
哲
学
の
領
域
に
入
る
。
民
族
学
は
日
本
に
お
い
て
宗
教
学
・
哲
学
を
つ
つ
む
も
の
と
な
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
に

、
、
、
、

日
本
が
世
界
に
通
ず
る
道
も
開
く
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
几
そ
、
日
本
佛
教
は
、
ど
の
宗
派
佛
教
も
民
族
宗
教
と
し
て
発
展
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
は
、
佛
教
の
世
界
に
広
が
っ
た
所
以
は
そ
れ
が
民
族
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
忘
れ
て

は
な
る
ま
い
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
韓
国
と
い
う
異
質
的
文
化
圏
で
学
会
が
開
か
れ
ゞ
そ
の
間
、
わ
ず
か
三
週
間
足
ら
ず
で
参
加
し
た
経
験
は
従
来
に
な
い

印
象
を
受
け
さ
せ
た
。
第
一
に
、
学
問
は
別
と
し
て
、
祭
さ
わ
ぎ
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
韓
国
の
学
術
大
会
ｌ
少
な
く
と
も
そ
う
し
た
要

素
ｌ
は
我
国
の
宗
教
界
に
も
あ
る
し
、
東
南
ア
ジ
ア
に
も
あ
る
と
こ
ろ
の
極
東
的
な
要
素
で
あ
っ
た
。
第
二
の
印
象
は
学
問
と
い
う
も

の
の
根
強
さ
で
あ
る
。
歴
史
の
浅
い
分
野
或
い
は
全
く
歴
史
を
持
た
な
い
研
究
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か

か
る
分
野
は
民
族
的
支
持
が
な
く
、
又
、
民
族
的
才
能
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
い
う
宿
命
的
印
象
で
あ
っ
た
。
日
本
の
百
花
捺
乱

ｌ
花
火
線
光
Ｉ
の
如
く
み
え
る
研
究
の
多
様
性
は
必
ず
し
も
根
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
、
公
的
研
究
機
関
を
離
れ
た
個
人

主
義
的
非
歴
史
的
自
由
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
必
ず
し
も
、
学
問
の
進
歩
を
意
味
し
な
い
。
そ
れ
は
日
本
が
過
剰
人
口

の
た
め
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
尤
も
、
歴
史
や
伝
統
を
無
視
し
て
、
新
し
い
研
究
が
新
し
く
日
本
に
根
を
は

ら
な
い
と
も
断
言
出
来
な
い
ｉ
こ
れ
は
難
中
至
難
で
あ
る
け
れ
ど
も
Ｉ
。
然
し
民
族
や
人
の
魂
を
扱
う
人
文
科
学
と
も
な
れ
ば
、
学

問
の
伝
統
か
ら
は
み
出
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
イ
ミ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
繰
り
返
し
て
も
、
十
年
と
同
じ
専
門
は
続
け
ら
れ
ま
い
と
い
う
怖
れ

を
懐
い
た
。
学
問
の
伝
統
も
人
種
的
・
民
族
的
制
約
を
受
け
て
い
る
と
思
う
が
、
こ
れ
を
離
れ
た
と
き
研
究
も
根
を
断
た
れ
る
。
せ
い
ぜ

い
我
々
日
本
人
の
な
し
う
る
こ
と
は
歴
史
的
伝
統
を
た
だ
修
正
し
て
進
む
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

十
む
す
び
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