
と
、
事
実
を
述
令
へ
て
い
る
。

こ
の
法
勅
は
、
ア
シ
ョ
”

と
、
勅
を
下
し
て
い
る
。
同
じ
く
第
四
章
に
お
い
て
は
、

過
去
、
長
期
幾
百
年
の
間
は
、
た
だ
生
類
を
屠
殺
し
、
有
情
を
殺
害
し
、
親
族
に
非
礼
を
な
し
、
沙
門
、
バ
ラ
モ
ン
に
非
礼
を
な

す
こ
と
が
増
長
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

佛
教
王
ア
シ
ョ
ー
ヵ
の
法
勅
を
刻
ん
だ
摩
崖
法
勅
第
一
章
に
よ
る
と
、

こ
こ
に
〔
朕
が
領
土
〕
に
あ
り
て
は
、
如
何
な
る
生
物
と
い
え
ど
も
こ
れ
を
屠
殺
し
て
犠
牲
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
又
、
〔
犠

牲
を
と
も
な
う
〕
宴
会
（
留
日
且
四
）
を
な
し
て
は
な
ら
な
い
。
何
と
な
ら
ば
、
天
愛
喜
見
王
は
、
宴
会
に
お
け
る
多
く
の
罪
過
を
見

１１

る
か
ら
。

祭
祀
と

ｌ
力
王
が
、
従
来
の
バ
ラ
モ
ン
教
の
宗
教
習
俗
の
う
ち
で
最
も
強
く
否
定
し
た
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は

一

フ

シ
ダ
の
主
張

雲
井

昭

釜
ロ
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さ
て
、
祭
祀
、
供
犠
に
関
す
る
こ
の
両
宗
教
の
立
場
の
相
異
を
述
零
へ
る
に
先
立
っ
て
、
一
つ
の
視
点
を
提
供
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、

、
ハ
ラ
モ
ン
宗
教
か
ら
い
わ
ゆ
る
佛
教
與
起
へ
の
思
想
史
的
展
開
に
と
っ
て
、
一
橋
梁
と
な
っ
た
一
般
思
想
界
の
動
き
、
自
由
思
想
家
の
主

と
こ
ろ
で
、
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
を
は
じ
め
佛
教
に
お
い
て
、
な
ぜ
不
殺
生
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
か
。
こ
の
こ
と
は
、
直
接
に
は
毒
ハ
ラ
モ
ン

の
祭
祀
、
供
犠
の
宗
教
と
関
連
す
る
課
題
で
あ
る
。
で
は
、
ゞ
〈
ラ
モ
ン
宗
教
に
お
い
て
、
な
ぜ
祭
祀
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
。

そ
し
て
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
佛
教
に
お
い
て
な
ぜ
祭
祀
が
批
判
さ
れ
、
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
そ
の
批
判
は
如
何
な
る

点
に
向
け
ら
れ
、
又
、
そ
の
否
定
は
加
何
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
。

佛
教
と
、
そ
れ
に
先
立
つ
バ
ラ
モ
ン
宗
教
と
を
比
較
す
る
と
き
、
そ
こ
に
幾
つ
か
の
異
質
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
場
合
、
比
較
さ
れ
う
る
幾
つ
か
の
要
素
の
中
で
、
こ
れ
こ
そ
が
根
本
的
な
相
異
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
そ
の
相
異
に
よ
っ

て
、
両
宗
教
の
根
本
的
立
場
を
簡
直
に
語
り
つ
く
し
た
場
合
も
あ
る
。
従
来
、
佛
教
と
暴
く
ラ
モ
ン
教
と
の
相
異
を
論
ず
る
場
合
、
主
と
し

て
そ
の
教
義
上
の
問
題
が
中
心
に
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
小
論
は
、
祭
祀
の
問
題
に
関
し
て
、
両
宗
教
が
如
何
な
る
態
度
を
と
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
点
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、

佛
教
と
バ
ラ
モ
ン
教
と
の
宗
教
と
し
て
の
本
質
を
さ
ぐ
っ
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

張
で
あ
る
。

六
師
”

し
た
の
は
、

た
だ
に
ア
シ
ゞ

こ
ろ
で
あ
る
。

〔
外
道
〕
の
中
で
、
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
宗
教
の
本
質
を
形
成
す
る
布
施
、
供
犠
、
祭
祀
と
い
う
行
為
を
全
く
無
意
義
な
も
の
と
し
て
拒
絶

Ｒ
周
知
の
よ
う
に
ア
ジ
タ
（
ど
芹
四
尻
①
印
鳥
ゅ
日
冒
匡
昌
）
で
あ
る
。

－
ヵ
王
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
ジ
ャ
イ
ナ
教
を
は
じ
め
、
原
始
佛
教
全
体
を
通
じ
て
ブ
ッ
ダ
の
強
く
主
張
し
た
と

｜
’
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こ
の
よ
う
に
、
ア
ジ
タ
は
零
ハ
ラ
モ
ン
宗
教
の
本
質
と
も
言
い
う
る
①
布
施
、
供
犠
、
祭
祀
を
善
業
と
す
る
従
来
の
観
念
を
打
破
し
、

②
こ
れ
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
来
世
に
生
天
す
る
と
い
う
、
そ
の
来
世
を
も
否
定
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
こ
と
は
極
め
て
重
要
な
意
義
を
も

つ
も
の
で
あ
り
、
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
宗
教
と
根
本
的
に
対
立
す
る
一
面
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
＄
こ
の
ア
ジ
タ
説
に
お
い
て
は
、
四
大
所
造
と
い
う

唯
物
論
的
見
解
に
立
っ
て
、
あ
く
ま
で
現
世
に
中
心
を
お
い
て
の
主
張
で
あ
っ
た
た
め
、
た
だ
布
施
等
の
無
意
義
な
こ
と
を
論
ず
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
故
、
な
ぜ
布
施
や
供
犠
、
祭
祀
が
無
意
義
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
は
、
深
く
立
ち
入
っ
て
い
な
い
。

六
師
の
一
人
プ
ー
ラ
ナ
（
勺
胃
四
園
悶
四
ｍ
の
騨
冒
）
は
、
布
施
や
祭
祀
に
よ
っ
て
は
功
徳
な
し
、
と
言
明
す
る
。

恒
河
の
北
岸
に
て
布
施
し
、
布
施
せ
し
め
、
祭
祀
し
祭
祀
せ
し
む
（
８
８
日
○
爵
も
の
昇
○
』
冨
冨
目
○
制
首
冨
貝
○
）
と
も
、
こ

⑧

れ
に
よ
っ
て
功
徳
（
福
徳
目
目
Ｐ
）
の
生
ず
る
こ
と
な
く
、
又
、
功
徳
の
果
報
も
な
い
。

と
は
、
彼
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ジ
タ
や
プ
ー
ラ
ナ
説
と
は
正
反
対
に
、
当
時
の
沙
門
、
↑
〈
ラ
モ
ン
た
ち
の
中
に
は
、
布
施
等
の

４

行
為
を
肯
定
し
た
人
も
あ
る
。
彼
ら
は
、

布
施
あ
り
、
〔
布
施
に
よ
っ
て
効
果
あ
り
の
意
〕
供
犠
あ
り
、
祭
祀
あ
り
、
善
悪
業
の
異
熟
果
あ
り
、
こ
の
世
あ
り
、
他
の
世
あ
り
。
：

。
：
中
略
：
．
…
乃
至
…
…
自
知
自
証
し
て
教
化
す
る
沙
門
、
バ
ラ
モ
ン
あ
り
。

と
、
主
張
す
る
。
従
っ
て
、
ブ
ッ
ダ
時
代
に
お
い
て
は
、
供
犠
、
祭
祀
等
の
行
為
を
全
面
的
に
否
定
す
る
論
者
と
肯
定
す
る
沙
門
、
ゞ
く
う

と
○

④
布
施
〔
を
な
し
て
も
そ
の
効
力
〕
な
く
（
国
〉
ｐ
＃
冨
巳
冒
冒
四
日
）
供
犠
も
祭
祀
も
〔
そ
の
効
力
が
〕
な
い
。
（
国
』
四
＃
冒
包
宮
冒
日

口
』
四
＃
目
宮
口
国
昌
）
善
悪
業
の
異
熟
果
も
な
く
、
こ
の
世
も
な
け
れ
ば
他
の
世
も
な
く
、
母
も
な
く
父
も
な
く
化
生
の
有
情
も
な
い
。

②
人
は
四
大
種
よ
り
成
り
、
死
す
れ
ば
地
〔
大
〕
は
地
身
に
還
り
、
水
〔
大
〕
は
水
身
に
、
火
〔
大
〕
は
火
身
に
、
風
〔
大
〕
は
風

②

身
に
還
り
、
も
ろ
も
ろ
の
感
覚
器
官
は
虚
空
に
還
元
し
て
し
ま
う
。

彼
は
主
張
す
る
。
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中
部
第
六
十
経
（
卜
偉
倉
菖
急
ぎ
曽
冒
）
に
よ
る
と
、
布
施
等
の
行
為
を
否
定
す
る
説
に
対
し
て
は
Ⅷ
「
彼
ら
が
身
の
善
業
、
口
の
善
業
、

意
の
善
業
と
い
う
如
き
三
善
法
を
避
け
て
身
、
口
、
意
の
三
不
善
法
を
実
習
す
る
」
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
う
い
う
人
は
「
不
善
の
法
の

災
い
と
、
罪
悪
と
稔
汚
を
見
な
い
故
、
非
正
法
と
し
て
許
さ
れ
な
い
」
と
論
難
す
る
。
他
方
、
布
施
等
の
行
為
を
肯
定
す
る
人
に
対
し
て

は
、
そ
れ
と
は
反
対
に
「
三
不
善
法
を
避
け
て
三
善
法
を
実
習
す
る
」
か
ら
、
〔
若
し
他
の
世
界
が
あ
る
な
ら
ば
〕
「
善
趣
、
天
界
に
生
れ

る
」
こ
と
に
な
ろ
う
、
と
語
っ
て
い
る
。

本
来
、
こ
の
中
部
第
六
十
経
の
主
旨
は
、
ブ
ッ
ダ
時
代
に
な
さ
れ
て
い
た
い
ろ
い
ろ
の
主
張
（
戯
諭
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
）
を
列
挙
し
、

そ
れ
ら
を
順
次
に
批
判
し
つ
つ
ブ
ッ
ダ
本
来
の
中
道
の
実
践
義
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
経
の
主
旨
か
ら
す
れ
ば
、

前
述
し
た
二
つ
の
主
張
の
中
で
、
布
施
等
の
行
為
を
肯
定
す
る
沙
門
、
ゞ
〈
ラ
モ
ソ
に
対
す
る
ブ
ッ
ダ
の
批
判
精
神
も
亦
、
自
ず
か
ら
検
討

さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
布
施
等
の
行
為
が
、
よ
し
三
善
法
を
実
習
す
る
動
機
と
な
っ
て
、
死
後
、
善
趣
・
天
界
に
生
れ
る
こ
と

を
約
束
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
ブ
ッ
ダ
本
来
の
立
場
で
あ
っ
た
と
は
早
計
に
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
善
悪
業
報
の
有
を

説
く
論
者
も
、
善
悪
業
報
の
否
定
、
有
作
用
論
（
風
日
冨
１
ぐ
且
四
）
と
無
作
用
諭
伝
冨
爲
ご
陣
‐
く
且
Ｐ
）
、
無
因
諭
（
と
５
日
当
目
四
）
と

有
因
論
（
国
の
目
‐
ぐ
ぃ
目
）
、
或
い
は
浬
藥
の
有
・
無
を
論
ず
る
他
の
い
ろ
い
ろ
の
主
張
（
Ｉ
戯
論
と
い
わ
れ
る
）
と
、
同
じ
次
元
に
お
い
て
語

面
の
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
。

有
因
論
（
国
の
目
‐
ぐ
目
四
）

ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。

モ
ン
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
推
知
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
ブ
ッ
ダ
が
こ
の
両
論
者
に
対
し
て
如
何
よ
う
な
批
判
を
下
し
た
か
、
が
、
当

こ
の
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
時
代
は
、
従
来
の
、
〈
一
フ
モ
ン
宗
教
よ
り
う
け
つ
い
だ
祭
祀
等
の
行
為
を
め
ぐ
っ
て
否
定
、
肯
定
の
対
論
が
な
さ

れ
て
い
た
。
こ
こ
で
、
特
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
よ
び
お
こ
す
点
は
、
ア
ジ
タ
や
プ
ー
ラ
ナ
説
に
対
す
る
反
論
、
す
な
わ
ち
祭
祀
や
布
施

、
、
、
℃
、
℃
、
、

等
の
行
為
を
肯
定
す
る
論
者
の
占
め
る
位
置
で
あ
る
。
前
出
の
経
典
等
に
よ
れ
ば
、
他
の
沙
門
、
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
と
の
み
あ
っ
て
特
に
そ
の
論

者
の
名
を
掲
げ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
論
を
成
立
せ
し
め
た
ゆ
え
ん
は
、
そ
も
そ
も
奈
辺
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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↑
〈
ラ
モ
ン
宗
教
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
神
に
対
し
て
は
祭
贄
を
、
人
間
な
る
神
↑
即
ち
ゞ
〈
ラ
モ
ン
に
対
し
て
は
布
施
を
強
調

す
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
来
世
に
は
天
界
に
生
れ
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
こ
の
場
合
、
神
に
対
し
て
何
を

、
〈
ラ
モ
ン
宗
教
の
本
質
は
、
ど
こ
ま
で
も
祭
祀
中
心
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
祭
祀
が
重
要
な
要
素
を
占
め
て
い
た
の
か
。

ゞ
〈
ラ
モ
ン
宗
教
で
は
、
神
、
祭
祀
、
司
祭
者
と
し
て
の
鐘
ハ
ラ
モ
ン
と
い
う
三
つ
の
要
因
が
、
そ
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。
古
代
イ
ン
ド

に
お
い
て
、
は
じ
め
て
宗
教
的
感
情
が
芽
生
え
た
と
き
、
古
代
人
は
自
然
現
象
の
内
奥
に
潜
在
す
る
神
の
存
在
を
意
識
し
、
そ
の
素
朴
な

感
情
を
通
し
て
神
に
祈
祷
し
、
讃
歌
を
捧
げ
し
め
た
。
言
わ
ば
、
イ
ン
ド
古
代
人
に
と
っ
て
、
自
然
現
象
を
支
配
す
る
諸
神
の
存
在
を
意

識
し
、
信
ず
る
こ
と
が
、
そ
の
宗
教
的
感
情
の
す
べ
て
を
占
め
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
彼
ら
古
代
人
は
、
神
に
祈
騰
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
現
世
の
吉
祥
、
安
穏
、
幸
福
、
繁
栄
を
願
い
、
そ
し
て
死
後
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
が
充
た
さ
れ
る
世
界
に
生
れ
る
こ
と
を
、
何
の

⑤

疑
念
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
な
く
信
じ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
、
「
神
に
神
酒
を
供
え
、
神
を
讃
え
」
た
り
、
或
い
は
又
「
声
高
ら
か
に
祈

⑥

祷
の
こ
と
ば
を
捧
げ
て
は
、
供
物
を
捧
げ
て
祭
り
を
な
し
た
」
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
（
梵
耆
）
に
お
い
て
、
司
祭
者

と
し
て
の
零
〈
ラ
モ
ン
の
地
位
が
確
立
す
る
に
つ
れ
て
、
祭
祀
が
一
層
に
重
視
さ
れ
、
祭
祀
そ
の
も
の
に
神
秘
力
あ
り
と
考
え
ら
れ
た
。
し

か
も
、
い
わ
ゆ
る
神
友
と
、
学
識
あ
る
尋
ハ
ラ
モ
ン
の
両
者
に
対
し
て
供
す
る
こ
と
が
、
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二
種
の
神
あ
り
。
神
は
神
な
り
。
学
識
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
ダ
に
精
通
し
た
尋
〈
ラ
モ
ン
は
人
間
た
る
神
な
り
。
こ
れ
ら
の
神
に
対
す
る

犠
牲
は
二
種
に
分
れ
る
。
祭
贄
は
神
に
対
す
る
犠
牲
に
し
て
、
布
施
は
人
間
な
る
神
、
即
ち
学
識
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
ダ
に
精
通
す
る
琴
〈

、
、
℃
、
℃
、
、
泊
、
、
、
、
、

ラ
モ
ン
に
対
す
る
犠
牲
な
り
。
祭
贄
に
よ
り
て
神
を
満
足
せ
し
め
、
布
施
に
よ
り
て
人
間
な
る
神
、
即
ち
学
識
あ
り
、
ヴ
ェ
ー
ダ
に

⑦

精
通
す
る
バ
ラ
モ
ン
を
満
足
せ
し
む
。

１
シ
〕
０

三

フフ
一々



供
す
る
か
、
或
い
は
又
、
如
何
な
る
祭
り
が
な
さ
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
。

⑧

、
ハ
ラ
モ
ン
の
多
く
の
祭
り
の
中
で
、
特
に
佛
教
に
と
っ
て
関
心
の
対
象
と
な
る
も
の
に
、
供
養
祭
（
国
伊
負
旦
且
冒
）
に
属
す
る
供
獣
祭

（
冒
儲
且
冨
冒
曾
冨
且
冨
）
と
、
ソ
ー
マ
祭
に
見
ら
れ
る
馬
祠
祭
（
隙
ぐ
四
日
且
冨
）
及
び
人
祠
祭
弓
ご
昌
笛
目
①
目
四
）
が
あ
る
。
供
獣

祭
は
、
動
物
、
特
に
山
羊
を
イ
ン
ド
ラ
（
旨
日
蝕
）
神
、
ア
グ
ニ
Ｓ
ｍ
目
）
神
、
ス
ー
リ
ャ
（
普
昼
四
）
神
、
生
主
（
卑
且
脚
冨
巳
神
に

供
す
る
祭
り
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
豊
年
を
祈
念
し
、
又
、
怨
敵
退
散
に
あ
て
る
。
馬
祠
祭
は
、
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
の
時
代
よ
り
行
わ
れ
て

い
た
祭
典
で
、
馬
を
犠
牲
と
し
て
神
に
供
す
る
祭
典
で
あ
り
、
頗
ぶ
る
大
が
か
り
な
祭
り
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
後
代
に
は
、
国
王
に

９

よ
っ
て
の
み
な
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

⑩

人
祠
祭
は
、
馬
祠
祭
と
同
じ
く
馬
の
代
り
に
人
間
を
供
す
る
祭
り
で
あ
り
、
言
わ
ば
人
身
御
供
で
あ
る
。
ヒ
レ
ブ
ラ
ン
ト
（
衿
．
国
昌
の
‐

⑪

胃
色
口
黛
）
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
祠
祭
は
、
イ
ン
ド
に
お
け
る
野
蛮
時
代
の
残
津
（
号
儲
ご
牙
胃
の
黒
の
旨
①
め
冨
Ｈ
ｇ
鳥
目
①
口
固
凪
冨
］
蔚
尉
の
）

と
述
へ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
馬
祠
祭
、
人
祠
祭
と
も
に
原
始
佛
教
聖
典
に
お
い
て
も
関
説
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
相

⑫

応
部
経
典
の
中
に
、
馬
の
供
犠
（
シ
い
の
四
目
＆
盲
）
人
の
供
犠
弓
ロ
ロ
３
日
＆
富
）
の
祭
祀
に
関
説
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
、
〈
ラ
モ
ン
祭
祀
の
中
で
、
特
に
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
、
と
言
え
ば
、
当
然
、

不
殺
生
、
不
害
思
想
に
関
連
す
る
諸
供
犠
で
あ
り
、
そ
こ
に
又
、
佛
教
の
、
宗
教
と
し
て
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
同
時
に
ブ
ッ
ダ
の
祭
祀
観
の
根
木
義
に
連
な
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
を
追
求
し
て
み

た
い
。ゞ

〈
ラ
モ
ソ
宗
教
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
祭
祀
に
は
、
多
く
の
動
物
、
植
物
の
犠
牲
を
必
要
と
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
た

ち
は
、
司
祭
者
と
し
て
、
或
い
は
人
間
で
あ
る
神
と
し
て
こ
の
祭
祀
を
実
行
し
、
又
、
行
わ
し
め
た
。
た
め
に
、
多
く
の
人
畜
を
犠
牲
に

四
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と
。
こ
こ
で
は
、
馬
祠
祭
や
人
祠
祭
等
の
供
犠
が
極
め
て
益
な
き
こ
と
を
述
ゞ
へ
、
特
に
動
物
が
殺
さ
れ
る
と
い
う
点
に
激
し
い
批
判
を
な

⑯

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
資
料
は
、
増
支
部
経
典
の
中
に
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
、
コ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
意
見
が
よ
り
判
っ
き
り
と

窺
わ
れ
る
。

供
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、

⑬

し
て
い
る
し
、
又
、
相
応
部
第
三
、

は
、
そ
れ
ら
の
資
料
に
よ
っ
て
、
ブ

の
批
判
の
あ
と
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

或
る
時
、
世
尊
が
舎
衛
城
に
留
ま
っ
て
い
た
時
、
コ
ー
サ
ラ
（
嗣
○
砿
巴
騨
）
国
の
．
ハ
セ
ー
ナ
デ
ィ
弓
溌
の
］
国
合
）
王
の
大
供
犠
（
富
農
葛
隣
副
騨
）
が

行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
五
百
の
牡
牛
、
五
百
の
牝
牛
、
五
百
の
山
羊
、
五
百
の
羊
が
供
犠
の
た
め
に
柱
に
縛
ら
れ
て
い
た
。
又
、
王
の
奴
隷
、
召

使
、
下
男
、
彼
ら
も
刑
罰
に
恐
れ
震
い
、
涙
を
流
し
、
泣
き
な
が
ら
準
備
し
て
い
た
。
比
丘
ら
は
こ
の
様
子
を
見
て
世
尊
に
告
げ
た
と
こ
ろ
、
世
尊
は

次
の
偶
を
歌
っ
た
と
い
う
。

馬
の
供
犠
（
シ
“
臣
日
（

（
冒
国
開
旦
色
）
大
供
犠

ゥ
ヅ
ジ
ャ
ャ
ａ
言
冨
）
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
僧
が
、
世
尊
の
許
へ
行
っ
て
「
ゞ
コ
ー
タ
マ
は
祭
祀
を
称
讃
し
な
い
の
で
す
か
」
と
問
う
た
。
ゴ
ー
タ
マ
は
言
う
。

「
ハ
ラ
モ
ン
よ
、
わ
れ
は
一
切
の
祭
祀
を
称
讃
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
分
は
一
切
の
祭
祀
を
称
讃
し
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
・

討
ハ
ラ
モ
ン
ょ
、
祭
祀
の
時
に
牛
を
殺
し
山
羊
や
羊
を
殺
し
、
鶏
、
豚
を
殺
し
多
く
の
人
間
を
殺
す
よ
う
な
祭
祀
を
称
讃
し
な
い
の
で
あ
る
。
…
・
扉
・
中

略
：
．
．
：
、
ハ
ラ
モ
ン
よ
、
自
分
は
牛
を
殺
さ
ず
、
山
羊
や
羊
を
殺
さ
ず
、
鶏
、
豚
を
殺
さ
ず
、
多
く
の
人
間
を
殺
さ
な
い
よ
う
な
祭
祀
を
称
讃
す
る
。

馬
の
供
犠
（
』
所
臣
日
且
冒
）
人
の
供
犠
用
日
賦
四
目
８
５
）
シ
ャ
ム
ャ
の
投
郷
（
留
日
日
ロ
目
印
Ｐ
）
勝
利
の
力
飲
祭
（
ご
且
砦
昌
怠
）

胃
“
開
四
宮
）
大
供
犠
（
昌
鯉
目
冨
副
四
）
。
こ
れ
ら
の
供
犠
は
事
多
く
し
て
大
果
な
し
。
（
巨
騨
蔚
目
具
冒
ご
騨
冒
眉
目
鼠
）

山
羊
と
羊
と
牛
と
が
種
灸
殺
さ
れ
る
。
そ
の
供
犠
に
は
、
正
し
い
道
を
行
く
大
聖
は
行
か
ず
。

⑮

事
少
く
し
て
常
に
行
わ
れ
、
山
羊
も
羊
も
牛
も
殺
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
供
犠
に
は
、
正
し
い
道
を
行
く
。
大
聖
は
行
く
。

容
易
に
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
事
実
、
初
期
の
佛
教
聖
典
曽
誉
量
目
量
に
お
い
て
も
言
及

⑭

九
経
に
よ
る
と
、
か
な
り
、
当
時
の
供
犠
に
つ
い
て
詳
細
な
記
録
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ

シ
ダ
時
代
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
た
多
く
の
供
犠
の
あ
と
を
ふ
り
か
え
り
、
そ
れ
に
対
す
る
ブ
ッ
ダ

無
遮
会

24．



と
こ
ろ
で
、
初
期
佛
教
資
料
に
お
い
て
、
祭
祀
を
司
ど
る
寺
〈
ラ
モ
ン
と
、
こ
れ
に
対
し
て
批
判
的
立
場
に
立
つ
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
と

の
確
執
が
多
く
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
あ
と
を
辿
っ
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
に
、
ブ
ッ
ダ
時
代
に
お
け
る
司
祭
者
零
〈
ラ
モ
ン
の
態
度
な
り

ブ
ッ
ダ
の
供
犠
に
対
す
る
理
解
が
把
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
宗
教
の
担
い
手
を
め
ぐ
っ
て
、
微
妙
な
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
も
推
知

で
き
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
焦
点
を
お
い
て
考
察
し
よ
う
。

こ
の
世
に
お
い
て
、
福
を
求
め
て
一
年
の
間
、
或
い
は
供
犠
を
、
或
い
は
祭
祀
を
行
っ
て
も
、
そ
の
す
べ
て
は
、
行
い
の
正
し
い

⑩

人
を
尊
敬
す
る
こ
と
の
四
分
の
一
に
も
値
い
し
な
い
。

と
は
、
法
句
経
に
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

勿
論
、
右
の
経
典
で
は
、
祭
祀
そ
の
も
の
を
否
定
し
な
い
で
、
供
犠
を
と
も
な
う
祭
祀
の
み
を
否
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
ゴ

ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
言
わ
れ
る
施
・
戒
・
生
天
の
思
想
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
佛
教
本
来
の
建
前
か
ら
す
れ
ば
、
本
質
的

な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ブ
ッ
ダ
が
、
如
何
よ
う
な
祭
祀
を
な
す
よ
り
も
修
養
の
で
き
た
人
（
ｇ
画
く
詳
四
）
を
重
ん
じ
た
（
胃
．

己
電
！
』
Ｓ
・
）
点
に
窺
わ
れ
よ
う
し
、
そ
こ
に
こ
そ
、
佛
教
の
根
本
的
態
度
が
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

月
友
千
金
を
投
じ
、
犠
牲
を
供
す
る
こ
と
百
年
な
り
と
も
、
一
人
の
よ
く
修
養
し
た
人
に
瞬
時
た
り
と
も
供
養
し
た
な
ら
ば
、
こ

㈹

の
供
養
は
百
年
の
祭
祀
よ
り
も
勝
る
。

村
中
に
て
祭
火
に
奉
仕
す
る
こ
と
百
年
な
り
と
も
、
一
人
の
よ
く
修
養
し
た
人
に
瞬
時
た
り
と
も
供
養
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
供
養

、
レ
グ
〕
ｆ

⑬

は
百
年
の
祭
祀
に
勝
る
。

何
故
か
と
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
祭
り
に
は
、
阿
羅
漢
、
或
い
は
阿
羅
漢
道
に
入
れ
る
も
の
は
近
づ
く
か
ら
。

五
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先
ず
、
ゴ
ー
タ
マ
。
ブ
ッ
ダ
に
と
っ
て
、
そ
の
修
行
期
に
経
験
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
た
ぐ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ブ
ッ
ダ
が
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
と
し
て
ネ
ー
ラ
ン
ジ
ャ
ラ
ー
（
ｚ
の
国
且
四
国
）
河
畔
で
専
心
修
行
し
て
い
た
時
、
悪
魔
の
ナ
ム

チ
（
ｚ
四
日
ロ
ｇ
）
が
ゴ
ー
タ
マ
に
語
っ
た
。

鋤

汝
が
ヴ
ェ
ー
ダ
学
生
と
し
て
の
清
浄
な
行
い
を
な
し
、
聖
火
に
供
物
を
捧
げ
て
こ
そ
多
く
の
功
徳
を
積
む
こ
と
が
で
き
る
。

と
。
こ
の
一
文
は
、
当
時
、
正
統
バ
ラ
モ
ン
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
た
バ
ラ
モ
ン
た
ち
が
、
苦
行
す
る
ゴ
ー
タ
マ
に
対
し
て
苦
行
の
利
益
な

き
こ
と
を
語
り
、
悪
魔
ナ
ム
チ
に
こ
と
ば
を
か
り
て
祭
祀
バ
ラ
モ
ン
の
陣
営
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
た
事
情
を
述
ゞ
へ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
に
、
ブ
ッ
ダ
時
代
に
お
け
る
二
つ
の
思
想
の
交
錯
す
る
あ
と
を
窺
知
し
う
る
。
し
か
し
、
犠
牲
祭
に
関
す
る
叙
述
の
中
で
、
多
く
の
問

題
を
投
げ
か
け
た
経
典
と
し
て
は
、
長
部
第
五
経
（
民
員
ミ
ミ
ミ
豊
§
漢
訳
長
阿
含
経
巻
第
十
五
究
羅
檀
頭
経
）
に
し
く
も
の
は
な
か
ろ
う
。

こ
の
経
典
で
は
、
、
ハ
ラ
モ
ン
僧
ク
ー
タ
ダ
ン
タ
（
悶
貝
目
色
ご
国
）
が
盛
大
な
犠
牲
祭
を
行
わ
ん
と
し
て
ブ
ッ
ダ
に
教
え
を
乞
う
た
、
と
い

帥

う
の
が
そ
の
大
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と

け
れ
ど
も
、
マ
ガ
ダ
国
王
よ
り
尊
敬
さ
れ
て
い
る
ク
ー
タ
ダ
ン
タ
が
、
沙
門
ゴ
ー
タ
マ
に
教
え
を
乞
う
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
ゴ
ー
タ
マ
こ
そ

来
る
べ
き
で
あ
る
、
と
多
く
の
バ
ラ
モ
ン
た
ち
は
ク
ー
タ
ダ
ン
タ
に
告
げ
た
。
ク
ー
タ
ダ
ン
タ
は
、
。
コ
ー
タ
マ
こ
そ
勝
れ
て
い
る
と
言
っ
て
ゴ
ー
タ
マ

の
許
へ
走
り
、
犠
牲
祭
式
に
つ
い
て
教
え
を
乞
う
た
。
ゴ
ー
タ
マ
は
、
マ
ハ
ー
ヴ
ィ
ジ
タ
（
冨
鯉
圃
且
洋
幽
）
王
の
故
事
を
語
っ
て
順
次
に
供
犠
に
関
し

て
述
べ
、
㈹
四
種
の
承
認
と
、
㈲
王
が
八
法
を
成
就
す
る
こ
と
、
白
顧
問
の
ゞ
ハ
ヲ
モ
ン
が
四
法
を
成
就
す
る
こ
と
の
三
種
の
法
と
、
合
計
十
六
祭
法
を

マ
ガ
ダ
（
冨
品
昌
冨
）
国
の
セ
ー
ニ
ヤ
・
ビ
ン
ビ
サ
ー
ラ
筋
の
昌
制
園
冒
冨
３
３
）
王
よ
り
授
け
ら
れ
た
カ
ー
ヌ
マ
タ
（
属
目
ご
ロ
日
霞
曾
）
の
ア
ン

こ
う
し

バ
ラ
ヅ
テ
ィ
カ
ー
（
鈩
冒
冨
匿
＃
三
罰
）
園
に
て
盛
大
な
犠
牲
祭
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
、
七
百
の
牡
牛
、
七
百
の
牡
犢
、
七
百
の
牝
憤
、
七
百
の
牝
羊
、

七
百
の
牡
羊
が
犠
牲
の
祭
壇
近
く
の
柱
の
と
こ
ろ
へ
運
ば
れ
て
い
た
。
そ
の
時
、
バ
ラ
モ
ン
僧
ク
ー
タ
ダ
ン
タ
は
考
え
た
。
《
沙
門
ゴ
ー
タ
マ
は
、
三

種
の
犠
牲
祭
式
と
十
六
祭
法
と
を
知
っ
て
て
い
る
と
聞
く
が
、
自
分
は
知
ら
ず
し
て
今
、
盛
大
な
犠
牲
祭
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
ゴ
ー
タ
マ
に
聞
き

た
い
も
の
だ
》
と
。
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述
べ
た

ま
で
も
、

一
云
友
’
と
０

或
る
人
は
誤
ま
れ
る
三
業
に
立
っ
て
供
施
す
。
傷
つ
け
、
殺
し
、
悩
ま
し
て
〔
供
施
〕
す
。
こ
の
涙
に
汚
れ
、
殺
害
の
あ
る
供
施

鋤

は
正
し
き
施
に
値
い
す
る
こ
と
な
し
。

と
、
批
判
す
る
。
そ
し
て
、
ゞ
コ
ー
タ
マ
が
、
な
ぜ
供
犠
〔
の
宗
教
〕
を
否
定
し
た
か
に
つ
い
て
、
決
定
的
に
語
っ
た
資
料
と
し
て
、
こ
こ
”

右
の
経
典
に
お
い
て
、
ゞ
〈
ラ
モ
ン
僧
ク
ー
タ
ダ
ン
タ
が
、
、
コ
ー
タ
マ
に
供
犠
の
方
法
、
正
し
い
供
犠
の
在
り
方
を
尋
ね
た
と
い
う
こ
と

は
＄
当
時
の
社
会
通
念
と
し
て
は
不
可
解
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
本
経
の
構
成
か
ら
す
る
と
、
、
コ
ー
タ
マ
が
犠
牲
祭
に
関
し
て
如
何
に
関

心
を
寄
せ
、
又
、
そ
れ
が
如
何
に
眼
に
映
じ
て
そ
れ
を
拒
否
す
る
ま
で
に
到
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
一
資
料
を
提

示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
動
物
が
犠
牲
に
供
せ
ら
れ
な
い
多
く
の
勝
れ
た
供
養
の
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
た
こ
と
は
、
さ
き
に

述
べ
た
「
犠
牲
を
伴
わ
な
い
祭
供
を
称
讃
す
」
と
い
う
立
場
を
、
更
に
超
え
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
ブ
ッ
ダ
の
立
場
は
、
あ
く

で
あ
っ
た
。
或
い
は
又
、

と
、
語
っ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
犠
牲
よ
り
も
な
お
勝
れ
た
も
の
と
し
て
、
ゴ
ー
タ
マ
は
、
日
常
時
の
施
与
、
目
精
舎
の
寄
進
、
目
仏
・
法
・
僧
に

帰
依
す
る
こ
と
、
㈲
五
戒
を
守
る
こ
と
、
㈲
四
禅
に
住
す
る
こ
と
、
が
よ
り
勝
れ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
。

て
犠
牲
祭
は
完
結
し
た
」

説
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
犠
牲
祭
に
お
い
て
は
、

「
牛
は
殺
さ
れ
ず
、
羊
は
殺
さ
れ
ず
、
鶏
、
豚
は
殺
さ
れ
ず
、
種
々
の
生
き
物
も
殺
さ
れ
ず
、
樹
木
は
切
ら
れ
ず
、
吉
祥
草
は
祭
式
用
と
し
て
刈
ら

れ
ず
、
家
僕
、
雇
人
、
使
用
人
も
鞭
で
お
ど
さ
れ
た
り
、
泣
き
な
が
ら
供
儀
を
準
備
す
る
必
要
も
な
い
。
酢
、
油
、
生
酢
、
凝
乳
、
蜜
、
砂
糖
の
み
に

バ
ラ
モ
ン
よ
、
火
を
焼
い
て
清
浄
を
得
る
と
思
う
勿
れ
。
こ
れ
は
外
の
こ
と
な
り
。

に
よ
っ
て
清
め
ら
れ
ず
と
智
者
は
言
う
。
バ
ラ
モ
ン
よ
、
わ
れ
は
火
を
焼
く
を
止
め
、

外
物
に
よ
り
て
清
浄
を
求
む
る
人
は
、
こ
れ

㈱

内
な
る
火
を
も
や
す
。



鰹

に
増
支
部
の
一
経
を
紹
介
し
た
い
。

一
云
，
興
し
こ
○

右
の
経
典
は
、
供
犠
に
対
す
る
ブ
ッ
ダ
の
意
向
の
ほ
ど
を
示
し
て
あ
ま
り
あ
ろ
う
。

ジ
ャ
ー
タ
カ
第
五
十
口
窪
ミ
ミ
ミ
§
ミ
ヨ
急
ぎ
は
、
供
犠
の
無
意
義
な
る
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
如
く
述
へ
て
い
る
。

ブ
ラ
フ
マ
ダ
ッ
タ
（
陣
昌
日
且
胃
菌
梵
与
）
王
が
バ
ー
ラ
ー
ナ
シ
ー
（
閃
胃
目
騨
閏
波
縦
奈
）
の
都
で
国
を
治
め
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
当

時
、
、
〈
Ｉ
ラ
ー
ナ
シ
ー
の
住
人
た
ち
は
、
神
を
祭
り
、
神
に
帰
命
し
て
山
羊
・
羊
・
鶏
・
豚
を
殺
し
、
種
為
の
花
や
香
や
肉
や
血
で
犠
牲
祭
を
行
っ
た
。

そ
の
時
、
菩
薩
は
、
「
こ
の
頃
、
人
民
は
神
を
祭
っ
て
獣
類
を
多
く
殺
害
し
て
い
る
。
人
び
と
は
一
般
に
非
法
に
傾
む
い
て
い
る
。
私
は
、
父
の
死
後

に
王
位
を
得
た
な
ら
ば
、
生
物
を
殺
し
た
り
す
る
者
を
一
人
も
見
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
誓
っ
た
。
そ
し
て
、
父
王
の
死
後
、
王
位
を
継
承
し
た
時
、

世
尊
が
舎
衛
城
の
ジ
ェ
ー
タ
林
に
住
し
て
い
た
時
、
ウ
シ
ガ
タ
サ
リ
ー
ラ
（
□
開
騨
冨
、
沙
邑
騨
）
ゞ
ハ
ラ
モ
ン
の
大
供
犠
が
あ
っ
た
。
五
百
の
牡
牛
、
五

百
の
牡
犢
、
五
百
の
牡
羊
、
五
百
の
牡
山
羊
が
供
犠
の
た
め
に
供
せ
ら
れ
た
。
そ
の
時
、
世
尊
は
、
ハ
ラ
モ
ン
僧
ウ
シ
ガ
タ
サ
リ
ー
ラ
に
「
汝
は
供
犠
に

よ
っ
て
善
を
な
す
と
思
っ
て
い
る
が
そ
の
実
は
不
善
を
な
す
の
だ
」
と
教
え
た
。
す
な
わ
ち
Ｉ

バ
ラ
モ
ン
よ
、
供
犠
の
前
に
火
を
点
じ
、
柱
を
建
て
し
め
つ
つ
こ
の
心
を
起
す
。
供
儀
の
た
め
に
こ
れ
だ
け
の
牡
牛
を
殺
害
せ
よ
。
乃
至
こ
れ
だ
け

の
牡
犢
を
、
牡
羊
を
、
牡
山
羊
を
殺
せ
よ
。
彼
は
《
善
を
な
す
》
と
思
っ
て
な
し
て
も
不
善
を
な
し
、
《
善
趣
の
道
を
求
む
》
と
思
っ
て
な
し
て
も
悪

趣
の
道
を
求
め
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
却
っ
て
供
犠
の
前
に
不
善
に
し
て
苦
を
生
じ
、
苦
を
異
熟
と
す
る
身
・
語
・
意
の
三
刀
を
建
て

る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
又
、
供
犠
の
前
に
点
じ
ら
れ
る
三
火
（
負
・
仮
．
抑
）
は
断
ち
き
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
こ
れ
を
聞
い
て
ウ
シ
ダ
ヵ

サ
リ
ー
ラ
は
、
「
尊
き
。
コ
ー
タ
マ
よ
、
わ
れ
は
五
百
の
牡
牛
を
放
ち
生
命
を
与
え
ん
。
五
百
の
牡
羊
を
放
ち
生
命
を
与
え
ん
。
五
百
の
牡
犢
を
、
五
百

の
牝
犠
を
、
五
百
の
牡
羊
を
、
五
百
の
牡
山
羊
を
放
ち
生
命
を
与
え
ん
。
青
き
草
を
食
め
…
…
」
と
語
っ
て
ゴ
ー
タ
マ
に
帰
依
し
た
。

臣
家
た
ち
に
、

「
い
ま
、
茎
神
に
供
物
を
捧
げ
よ
う
。
そ
の
供
物
は
、
自
分
の
在
位
中
に
殺
生
等
の
五
不
法
行
為
や
、
十
不
善
行
為
を
な
し
た
者
の
肉
や
血
で
あ
る
」
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佛
教
は
、
五
戒
の
最
初
に
不
殺
生
戒
を
挙
げ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
教
と
社
会
倫
理
の
観
点
か
ら
し
て
頗
ぶ
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
も

の
で
あ
る
。
尤
も
、
不
殺
生
を
宣
言
し
た
の
は
、
な
に
も
佛
教
に
限
ら
な
い
。
生
命
あ
る
も
の
に
対
す
る
不
害
（
農
目
困
）
を
力
説
し
た

の
は
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
あ
っ
た
。
で
は
、
佛
教
に
お
い
て
、
な
ぜ
五
戒
の
最
初
に
不
殺
生
戒
を
掲
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。

ブ
ッ
ダ
は
、
供
犠
を
尊
ぶ
寺
ハ
ラ
モ
ン
宗
教
に
お
い
て
多
く
の
動
植
物
の
生
命
が
破
壊
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
、
は
げ
し
い
悲
し
み
、
あ
わ

れ
み
を
感
じ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
耕
転
祭
に
お
け
る
シ
ッ
ダ
ッ
タ
太
子
幼
年
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

感
情
が
、
ブ
ッ
ダ
の
全
生
命
を
貫
ぬ
く
慈
悲
の
精
神
と
し
て
培
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

心
に
一
切
の
生
け
る
も
の
を
あ
わ
れ
み
つ
つ
、
聖
者
は
多
く
の
功
徳
を
つ
く
る
。

生
き
も
の
に
充
ち
た
る
大
地
を
征
服
し
て
、
馬
祠
、
人
祠
、
シ
ャ
ム
ャ
の
投
榔
、
ソ
ー
マ
祠
、
無
遮
会
の
主
催
者
と
し
て
遊
行
す

㈱

る
聖
者
も
、
い
つ
く
し
み
に
み
ち
た
る
心
を
よ
く
修
し
た
る
人
の
十
六
分
の
一
に
も
値
い
し
な
い
。

ル
」
○

と
。
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
佛
教
聖
典
に
限
っ
た
叙
述
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

鱒

修
行
者
は
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
対
し
て
、
あ
わ
れ
み
、
同
情
あ
れ
。

と
は
、
ジ
ャ
イ
ナ
に
お
い
て
も
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
佛
教
に
お
け
る
慈
悲
の
精
神
は
、
勿
論
、
ブ
ッ
ダ
の
心
に
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
ブ
ッ
ダ
時
代
の
共
通

の
時
代
意
識
、
又
は
宗
教
意
識
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
佛
教
や
ジ
ャ
イ
ナ
教
の
興
起
し
た
西
紀
前
五
、
六
世
紀
に

云
点
‐
と
０

燭

と
、
宣
言
し
た
。
王
の
命
令
を
聞
い
て
以
来
、
王
在
位
中
に
殺
生
等
の
不
法
行
為
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

鋤

常
に
無
傷
害
を
楽
し
む

る
率
一
幸
宮
，
も
、
，

或
い
は
又
、

わ
れ
は
万
人
の
友
な
り
。
万
人
の
朋
友
な
り
。
一
切
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
同
情
者
な
り
。
い
つ
く
し
み
の
心
を
修
し
て
、

？Q
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な
っ
て
慈
悲
を
説
く
思
想
が
現
わ
れ
た
か
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
中
村
元
博
士
は
「
当
時
、
農
業
生
産
が
増
大
し
、
工
業
も
進
展
し
て

上
層
階
級
に
生
活
の
ゆ
と
り
が
出
来
て
反
省
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
」
及
び
「
商
業
の
発
展
に
と
っ
て
平
和
を
求
め
る
こ
と
が
望
ま

鯨

れ
た
こ
と
」
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
勿
論
、
そ
の
こ
と
は
＄
社
会
的
背
景
に
お
い
て
重
要
な
意
味
あ
い
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

私
は
、
更
に
も
う
一
つ
の
理
由
を
掲
げ
た
い
。
そ
れ
は
、
前
五
、
六
世
紀
に
お
い
て
膨
群
と
し
て
興
っ
て
き
た
自
由
思
想
家
た
ち
が
、
バ

ラ
モ
ン
の
供
犠
、
祭
祀
の
宗
教
に
反
対
し
た
。
た
だ
し
彼
ら
は
、
何
故
に
供
犠
、
祭
祀
が
無
意
義
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
決
定
的
な
理
由

を
表
明
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
供
犠
を
否
定
し
た
人
び
と
は
、
た
だ
現
世
主
義
を
肯
定
す
る
立
場
か
ら
、
供
犠
に
よ
っ
て
生
天
の
果

報
を
得
る
と
す
る
バ
ラ
モ
ン
の
思
想
を
否
定
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ャ
イ
ナ
を
は
じ
め
佛
教
の
主
張
の
力
点
は
、

む
し
ろ
、
供
犠
、
祭
祀
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
た
る
動
物
の
犠
牲
と
い
う
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
宗
教
と
し
て
の
形
態

を
批
判
す
る
立
場
か
ら
、
更
に
内
容
を
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
犠
牲
を
と
も
な
う
尋
ハ
ラ
モ
ン
宗
教

に
対
し
て
、
慈
悲
の
精
神
を
主
張
す
る
新
し
い
宗
教
が
芽
生
え
た
と
主
張
し
た
い
。
こ
の
精
神
的
基
調
が
、
ア
シ
ョ
ー
ヵ
王
の
政
治
理
念

に
ま
で
発
展
し
た
と
考
え
る
。

佛
教
に
お
い
て
、
供
養
（
勺
且
四
口
四
）
と
い
う
こ
と
ば
の
占
め
る
比
重
は
極
め
て
大
き
い
。
．
人
の
よ
く
修
養
し
た
人
に
瞬
時
た
り
と

も
供
養
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
供
養
は
百
年
の
祭
祀
よ
り
も
勝
る
」
と
は
↑
法
句
一
○
六
’
七
偶
の
言
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
後
世
の
大

乗
経
典
に
言
わ
れ
る
供
養
等
の
も
つ
意
味
内
容
か
ら
考
え
て
、
祭
祀
と
供
養
と
の
本
質
的
な
相
異
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ブ
ッ
ダ
の
祭
祀
観
に
は
い
く
つ
か
の
階
層
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
バ
ラ
モ
ン
僧
ク
ー
タ
ダ
ン
タ
に
語

６０

つ
た
ゴ
ー
タ
マ
の
説
明
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
Ｈ
動
物
の
犠
牲
よ
り
も
，
目
啄
・
油
。
蜜
・
砂
糖
等
の
犠
牲
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
犠
牲
よ

り
も
、
国
常
時
の
施
与
、
精
舎
の
寄
進
、
三
宝
帰
依
や
五
戒
を
守
る
こ
と
の
重
要
性
が
、
既
に
初
期
佛
教
に
お
い
て
言
わ
れ
て
き
た
。
他

｛
ハ
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方
、
「
一
人
の
修
養
し
た
人
」
に
対
す
る
供
養
の
勝
れ
て
い
る
こ
と
が
言
わ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
内
容
を
仔
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
ブ
ッ

ダ
の
意
図
す
る
供
養
は
、
そ
の
何
れ
も
が
、
本
来
は
出
家
者
な
り
、
道
を
求
め
完
成
さ
れ
た
人
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特

定
の
神
に
対
し
て
犠
牲
の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

供
犠
は
神
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
供
養
は
三
宝
な
り
、
心
を
修
め
た
人
に
対
す
る
（
後
世
で
は
佛
）
も
の
と
い
う
考
え
方

は
、
そ
の
ま
ま
尋
〈
ラ
モ
ン
宗
教
と
佛
教
と
の
在
り
方
を
示
唆
し
て
あ
ま
り
あ
ろ
う
。
神
の
宗
教
、
祭
祀
の
宗
教
を
標
傍
す
る
零
〈
ラ
モ
ン
教

は
、
本
質
的
に
は
神
の
恩
寵
を
ね
が
う
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
↑
祭
祀
と
い
う
儀
式
作
法
に
す
ゞ
へ
て
を
委
ね
る
方
向
へ
と
向
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
古
代
イ
ン
ド
の
寺
〈
ラ
モ
ン
宗
教
に
あ
っ
て
は
、
供
犠
を
媒
介
と
し
て
人
間
と
神
と
の
距
離
を
接
近
さ
せ
よ
う
と

し
、
祭
祀
そ
の
も
の
に
神
秘
力
を
認
め
て
祭
祀
を
目
的
と
し
た
。
有
神
論
に
あ
っ
て
は
、
人
間
と
神
と
の
関
係
が
主
な
る
条
件
で
あ
る
以

上
、
祭
祀
も
亦
、
当
然
に
生
れ
る
べ
く
し
て
生
れ
た
方
法
で
あ
る
。

ひ
る
が
え
っ
て
、
佛
教
は
あ
く
ま
で
も
無
神
論
を
建
前
と
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
厳
然
た
る
事
実
で
あ
り
、

佛
教
の
標
傍
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
対
す
る
も
の
は
神
で
は
な
く
し
て
道
を
求
め
、
完
成
し
た
存
在
に
向

け
ら
れ
る
。
よ
し
そ
れ
が
佛
と
い
う
存
在
で
あ
る
に
し
て
も
、
初
期
佛
教
の
表
現
を
か
り
て
言
え
ば
〃
導
び
く
人
″
負
ご
騨
冨
）
で
あ
っ

た
。
導
び
く
人
に
供
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
動
物
に
よ
る
犠
牲
物
で
は
な
く
し
て
華
香
・
塗
香
等
の
浄
物
か
、
或
い
は
礼
拝
等
の
行
為
で
あ

り
、
そ
れ
は
同
時
に
又
、
道
を
求
め
る
人
び
と
の
心
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
祭
祀
、
特
に
犠
牲
を
内
容
と
す
る
零
〈
ラ
モ
ン
宗
教
の
祭
祀
に
対
す
る
ゴ
ー
タ
マ
・
・
ブ
ッ
ダ
の
基
本
的
な
考
え
を
述
べ
て
み
た
。

し
か
し
、
佛
教
に
お
い
て
、
供
養
が
如
何
な
る
位
置
を
占
め
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
は
、
な
お
多
く
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
言
う
な
れ

ば
、
供
養
が
佛
教
に
と
っ
て
宗
教
の
目
的
で
あ
っ
た
か
、
或
い
は
第
一
義
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
宗
教
の
本
質
を
形
ち
づ
く
る
も
の
で
あ

る
の
か
、
そ
れ
と
も
第
二
義
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
の
か
、
と
い
う
点
な
ど
に
つ
い
て
。
こ
の
問
題
は
、
同
時
に
佛
教
に
お
け
る
宗
教

儀
式
、
或
い
は
生
天
思
想
と
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
《
へ
て
み
た
い
。

弓1

0」
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ｂ
ご
乳
扁
．
己
切
印
旦
．

ｂ
ご
‐
目
．
℃
や
忠
１
＄

』
亀
シ
乱
．
胃
。
．
↑
つ
い
、
ｊ
く

』
亀
シ
乱
．
胃
己
？
心
（
）
“
１
く

滝
函
．
胃
．
届
》
Ｅ
，
辻
直
四
郎
博
士
『
ヴ
ェ
ー
ダ
と
ウ
パ
’
一
シ
ャ
ッ
ド
」
五
一
頁
訳
。

両
函
自
隠
）
旨
．
辻
博
士
前
掲
害
五
五
頁
以
下
参
照
。

曽
言
貰
等
言
出
笥
ぎ
ぎ
言
冒
自
適
も
ふ
．
前
掲
書
六
一
頁
参
照
。

、翁
忌
謹
言
ミ
畠
。
置
寄
壁
こ
め
剴
曽
畠
肖
、
骨
》
四
一
一
姉
ミ
室
‐
切
景
〉
国
〕
、
〕
つ
》
旨
》
弓
邑
目
憲
一
胃
目
〕
唖
⑲
．

且
．
シ
，
国
昌
号
罵
自
砕
酌
配
嘗
尋
ミ
‐
偏
詮
ミ
ミ
一
ミ
、
尋
登
め
こ
罵
○
、
吾
ミ
ミ
ミ
Ｎ
急
患
③
一
、
の
印

木
村
、
高
楠
博
士
共
著
『
印
度
哲
学
宗
教
史
」
四
一
三
頁
以
下
、
特
に
四
六
六
頁
。

め
ど
白
．
や
計
．
大
正
二
・
三
三
八
頁
以
下
参
照
。

ｇ
，
勇
昌
⑳
○
口
》
９
華
言
ミ
ミ
箏
昏
ミ
昔
。
、
“
営
尋
、
ミ
ミ
恥
員
滝
農
霞
Ｓ
舎
曼
冒
登
ａ
，

缶
．
国
昌
の
胃
四
目
鼻
》
尋
登
胃
詩
。
、
嵜
賢
切
扇
い

い
ｚ
・
胃
〕
○
割
ｍ
》
竪
冒
．
目
》
口
埠
呼
閂
ぐ
〉
や
胃
即
蜀
ざ
卓
急
営
討
塁
や
曽
韮
吻
譲
魂
言
ご
巷
劃
室

摩
崖
法
勅
十
四
章
法
勅
の
第

ご
ご
．
ヨ
ゴ
‐
罰
罰
や
○
戸
周
昌
〕
声
目

、
Ｐ
４
』
今
、
■
■
Ⅱ
『
■

し
ご
冨
魯
望
阜
、
へ
亀
ａ
ｎ

吻
肖
戸
胃
）
己
己
．
「
可

．
－

ｍ
》
『
．
鼻
も
冠
・
ヘ
ロ

堅
弓
．
目
〉
壱
吟
画

ご
琴
ミ
富
ミ
ａ
ｓ
ａ
＆
畠

軍
Ｕ
員
］
。
胃
（
）
唖
。

吻
黛
迂
曇
さ
亭
、
到
尋
曇
吟
画
函

』
ず
〕
。
．
］
（
弓

啓
ず
Ｈ
Ｑ
ｏ
旨
つ
酌

「
可
７
ｋ
ｍ
｝
の
岸

司
、
ｌ
く
の
．

四
Ｃ
い
、

］
。
、

淫
冒
．
目
．
や
吟
⑭
。

一
早
ｃ

己
．
、
】
の

胃
つ
、
ｌ
昌
句
の

い
つ
四
０

ず
○
い
、
か
つ
『
》
『
の
》
司
司
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ｑ
曾
寒
ミ
暮
曼
ミ
ミ
メ
〆
』
］
砕
旦
．
ミ
ミ
創
笥
竜
員
富
国
目
画
Ｓ
，
ご
・
農
．
中
村
元
博
士
「
慈
悲
」
三
二
頁
以
下
参
照
。

中
村
博
士
前
掲
書
三
五
頁
以
下
。

ｂ
ご
・
［
》
弔
弓
．
昌
画
司
り
ｌ
］
吟
Ｐ

Ｕ
届
く
．
Ｆ
己
．
岸
廷
。
・
・

崔
乏
．
門
ぐ
．
｝
弓
．
＄
ｌ
雪
．
①
ｇ
、
黒
君
．
瞳
ｌ
農
．

首
劃
邑
討
栽
ｚ
○
．
９
．
ロ
ミ
ミ
ミ
ミ
岑
魯
『
劃
へ
尋
邑

直

蜀
ご
試
迂
亀
野
急
も
や
函
胃
り
く
四
画
（
罫
』
ご
・
門
ぐ
》
も
ロ
］
画
ｏ
７
Ｌ
昌
切
時
。

吊
司
争
己
試
尉
圃
亀
和
急
ｄ
ｃ
－

Ｆ
勝

自
夢
噌
、
愚
勾
引
碁
副
、
吟
⑭

ロ
ｚ
・
胃
》
雪
）
．
］
函
司

の
》
「
・
胃
】
や
］
つ
ｃ
ｏ

の
シ
戸
［
。
．
］
や
。
．
．

［
）
』
『
・
胃
》
語
）
一
）
．
］
い
『
、
Ｊ
Ｌ
』
吟
Ｐ
①
罪
員
）
．
周
）
．
』
』
画
、
ノ
ｋ
四

《
く
り

句
。




