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【
司
会
】

は
じ
め
に
仏
教
文
化
研
究
所
長
の
能
任
先
生
か
ら
ご
挨
拶
を
い
た
だ
き
ま
す
。

【
能
任
】

本
日
、
仏
教
文
化
講
演
会
に
た
く
さ
ん
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
で
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
本
年
、
二
度
目
の
講
演
会
で
ご
ざ
い
ま
す
。
回
を
重
ね
ま
し
て

幻
回
目
と
な
り
ま
す
。
今
回
は
歴
史
学
科
東
洋
史
学
専
攻
科
が
ご
担
当
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
滋
賀
県
立
大
学
人
間
文
化
学
部
教
授
の
田
中
俊
明
先
生
を
お
迎
え
し
て
ご
講

演
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
先
生
は
朝
鮮
、
古
代
史
研
究
に
お
い
て
大
変
ご
高
名
な
先
生
で
あ
り
ま
す
。
表
題
は
「
高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅
」
と
上
げ

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
朝
鮮
半
島
の
歴
史
の
中
で
仏
教
寺
院
が
果
た
し
た
役
割
に
は
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
の
ご

講
演
で
、
み
な
さ
ま
方
の
仏
教
文
化
へ
の
知
見
が
広
め
ら
れ
ま
す
れ
ば
大
変
あ
り
が
た
い
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
開
会
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
司
会
】

本
日
の
ご
講
師
で
あ
り
ま
す
田
中
俊
明
先
生
の
ご
紹
介
を
東
洋
史
学
の
都
築
晶
子
先
生
よ
り
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【
都
築
】

私
の
方
か
ら
田
中
俊
明
先
生
に
つ
い
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
田
中
先
生
は
京
都
大
学
大
学
院
博
士
課
程
を
終
え
ら
れ
た
後
、
大
阪
の
大
学
を
経
て

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
四
九
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現
在
の
滋
賀
県
立
大
学
人
間
文
化
学
部
に
お
勤
め
で
す
。
本
学
の
文
学
部
で
も
先
生
に
お
願
い
し
て
古
代
朝
鮮
史
を
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
先
生
の
授
業
を
受
げ

て
い
る
方
も
お
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
田
中
先
生
は
古
代
朝
鮮
史
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
多
く
の
ご
著
書
を
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
古
代
朝
鮮
半
島
の
東
側
の

沿
岸
部
に
位
置
し
て
い
た
加
耶
と
い
う
地
域
が
あ
り
ま
す
が
、
古
代
日
本
と
は
深
い
関
係
が
あ
り
、
当
時
、
倭
の
国
で
は
任
那
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
古
代
朝
鮮

と
古
代
日
本
の
交
流
を
見
て
い
く
上
で
重
要
な
地
域
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
つ
い
て
画
期
的
な
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
し
て
、
『
大
加
耶
連
盟
の
興
亡
と
「
任
那
」
』
と
い

う
ご
著
書
を
吉
川
弘
文
館
か
ら
一
九
九
二
年
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
朝
鮮
史
だ
げ
で
な
く
、
日
本
史
の
方
に
も
、
最
近
は
学
生
に
も
わ
か
り
や
す
い
形
で
書
か
れ
て

い
る
『
古
代
の
日
本
と
加
耶
」
、
日
本
史
リ
プ
レ
ッ
ト
の
シ
リ
ー
ズ
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
機
会
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
手
に
と
っ
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。先

生
の
ご
専
門
は
朝
鮮
史
で
あ
り
ま
す
が
、
先
生
の
ご
研
究
は
非
常
に
広
い
範
囲
で
、
日
本
、
中
国
も
含
め
て
東
ア
ジ
ア
全
体
に
及
ぶ
も
の
で
す
。
私
に
と
っ
て
も
刺

激
的
で
、
時
々
、
先
生
の
本
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
が
、
も
う
一
つ
は
古
代
日
本
、
古
代
朝
鮮
は
文
献
資
料
が
少
な
い
ん
で
す
。
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な

い
。
中
国
に
お
い
て
も
朝
鮮
半
島
に
つ
い
て
の
記
述
は
余
り
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
先
生
は
少
な
い
文
献
資
料
を
丹
念
に
分
析
し
て
お
ら
れ
、
な
お
か
つ
最
近
、
考
古
学
的

な
出
土
品
が
た
く
さ
ん
出
て
お
り
ま
す
。
考
古
学
的
な
調
査
が
韓
国
、
高
句
麗
の
領
域
で
あ
っ
た
中
国
の
遼
寧
省
、
日
本
で
も
い
ろ
ん
な
遺
跡
が
出
て
き
て
い
ま
す
。
遺

跡
の
現
地
調
査
を
踏
ま
え
、
石
刻
資
料
、
石
碑
の
碑
文
を
利
用
さ
れ
て
広
い
視
野
に
立
ち
な
が
ら
精
微
な
研
究
を
さ
れ
て
お
ら
れ
て
、
常
々
学
び
た
い
と
思
っ
て
い
る
次

第
で
す
。
本
日
は
そ
う
し
た
先
生
の
ご
研
究
の
一
旦
も
伺
え
る
と
思
い
ま
す
。
「
高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅
」
、
交
通
路
の
問
題
も
含
め
て
お
話
い
た
だ
け
る
と
思
い

ま
す
。
そ
れ
で
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

【
田
中
】

こ
ん
に
ち
は
。
田
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
「
高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
実
は
科
学
研
究
費
の
分

担
者
と
し
て
二
っ
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、

一
つ
は
「
古
代
中
世
東
ア
ジ
ア
の
関
所
交
通
政
策
」
と
い
う
テ
!
マ
。
も
う
一
つ
は
「
古
代
寺
院
の
儀
礼
・

経
営
に
関
す
る
分
野
横
断
的
研
究
」
。
ど
ち
ら
も
基
盤
研
究
A
で
、
今
日
、

お
話
す
る
テ
!
マ
は
そ
の
両
方
に
か
か
わ
る
、

一
粒
で
二
度
お
い
し
い
と
い
う
も
の
を
選
ん

で
研
究
を
進
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
史
は
専
門
で
は
な
い
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
そ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
研
究
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
依
頼
を
受
け

ま
し
た
の
で
、
そ
の
中
間
報
告
と
い
う
こ
と
で
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
(
当
日
は
、
パ
ワ
1
ポ
イ
ン
ト
も
使
い
、
史
料
や
図
面
・
写
真
を
み
て
い
た
だ
き
な



が
ら
説
明
を
し
ま
し
た
が
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
ご
く
一
部
し
か
載
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
)
。

寺
院
の
宿
泊
機
能
と
い
う
こ
と
で
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
円
仁
の
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
に
出
て
く
る
「
普
通
院
」
と
い
う
も
の
で
す
。

唐
に
お
け
る
寺
院
の
宿
泊
機
能
に
つ
い
て
は
、

つ
と
に
道
端
良
秀
「
宿
房
と
し
て
の
唐
代
寺
院
」
(
『
支
那
仏
教
史
学
』
二
巻
一
号
、

一
九
三
八
年
)
お
よ
び
那
波
利
貞

「
簡
易
宿
泊
処
と
し
て
の
唐
代
寺
院
の
対
俗
開
放
」
(
『
龍
谷
史
壇
』
三
三
号
、

一
九
四
九
年
)
が
発
表
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
存
在
は
広
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ

に
当
然
、
「
普
通
院
」
も
と
り
あ
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

例
え
ば
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
巻
二
・
開
成
五
年
(
八
四

O
)
四
月
条
に
、

廿
三
日
早
朝
、
粥
を
喫
う
。
西
北
に
向
か
い
行
く
こ
と
廿
五
里
、
黄
山
八
曾
寺
に
到
り
て
断
中
せ
り
。
茶
飯
を
喫
う
。
時
人
之
を
橋
し
て
上
房
普
通
院
と
為
す
。
長

し
く
飯
粥
有
り
、
僧
俗
を
論
ぜ
ず
、
来
た
り
集
ま
り
便
ち
僧
宿
す
。
飯
有
れ
ば
即
ち
輿
え
、
飯
無
け
れ
ば
輿
え
ず
。
僧
俗
の
赴
き
て
宿
る
を
妨
げ
ず
。
故
に
普
通
院

と
日
う
。
院
中
に
爾
僧
有
り
、

一
人
は
心
聞
き
、

一
人
は
心
欝
(
し
ず
)
む
。

一
黄
毛
の
狗
有
り
。
俗
を
見
れ
ば
唄
り
て
岐
み
、
杖
も
て
打
た
る
を
慨
ら
ず
ロ
僧
人

を
見
れ
ば
、
主
客
を
論
ぜ
ず
、
尾
を
振
り
て
狼
り
に
馴
れ
る
。
粛
の
後
ち
、
西
北
に
向
か
い
て
山
に
入
り
谷
を
尋
ね
て
行
く
。
時
人
之
を
喚
ぴ
て
園
信
山
と
為
す
。

上
房
従
り
行
く
こ
と
廿
里
を
得
、
劉
使
普
通
院
に
到
り
て
宿
る
。
便
ち
五
蔓
山
金
閣
寺
の
僧
義
深
等
の
深
州
に
往
き
油
を
求
め
て
蹄
山
す
る
に
遇
え
り
。
五
十
頭
の

腫
に
油
麻
泊
を
駄
し
て
去
く
。
又
た
天
台
の
園
清
寺
従
り
僧
巨
堅
等
四
人
、
五
重
に
向
か
う
を
見
る
。
語
し
て
云
う
、
「
天
台
園
清
寺
に
日
本
園
僧
一
人
、
弟
子
沙

調
一
人
、
行
者
一
人
白
今
見
に
彼
の
中
に
在
り
て
住
せ
り
云
云
」
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
上
房
普
通
院
・
劉
使
普
通
院
が
み
え
、
円
仁
は
前
者
で
昼
食
、
後
者
で
宿
泊
し
て
い
ま
す
。
特
に
前
者
に
つ
い
て
は
、
僧
俗
を
論
じ
な
い
で
宿
泊

で
き
る
実
態
を
伝
え
て
い
ま
す
。

普
通
院
は
、
こ
れ
が
初
出
で
す
が
、
前
日
に
鎮
州
行
唐
県
に
泊
ま
り
(
城
内
の
西
禅
院
)
、
次
の
日
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
西
北
に
二
五
里
の
黄
山
八
会
寺
で
断

中
(
昼
食
)
し
て
い
ま
す
、
そ
の
八
会
寺
が
上
一
房
普
通
院
と
よ
ば
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
ニ

O
里
で
、
劉
使
普
通
院
に
着
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
は
も
う
五
台
山
の

す
ぐ
東
と
い
っ
て
よ
く
、
五
台
山
の
周
囲
に
は
普
通
院
が
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。

五
月
二
日
に
五
台
山
の
竹
林
寺
に
着
い
て
一
六
日
ま
で
滞
在
、
さ
ら
に
大
華
厳
寺
に
移
動
し
、
七
月
一
日
に
長
安
に
向
け
て
出
発
す
る
ま
で
は
そ
こ
に
滞
在
し
た
の
で

す
が
、
そ
の
あ
と
一
三
日
に
太
原
に
到
着
す
る
ま
で
、
ま
た
何
回
か
、
通
過
地
に
あ
る
普
通
院
に
泊
ま
っ
て
い
ま
す
。

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

五



高
臨
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一五

そ
の
よ
う
に
、
普
通
院
は
、
宿
泊
で
き
る
寺
院
と
い
っ
て
よ
い
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
を
中
心
に
し
て
、
唐
代
の
寺
院
の
宿
坊
と
し
て
の
寺
院
の
機
能
に
つ
い
て
論
文
が

書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

円
仁
は
、
最
後
と
な
っ
た
い
わ
ゆ
る
承
和
の
遣
唐
使
の
一
員
と
し
て
唐
へ
渡
り
、
結
局
、
天
台
山
に
は
い
り
ず
に
五
台
山
に
い
く
わ
け
で
す
が
、

そ
の
過
程
で
山
東
半

島
に
赤
山
法
華
院
と
い
う
新
羅
の
張
保
皐
が
つ
く
っ
た
寺
院
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
に
九
カ
月
く
ら
い
滞

る
よ
う
に
思
え
ま
す
(
図
1
)
。
当
時
の
正
確
な
位
置
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

(
『
中
国
山
東
省
赤
山
法

在
し
て
お
り
ま
す
。
先
に
あ
げ
た
記
事
は
、

そ
こ
か
ら
出
た
あ
と
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

わ
た
し
は
、
赤
山
法
華
院
自
体
が
、

そ
う
し
た
宿
泊
機
能
を
も

っ
て
い
た
と
受
け
取
っ
て
も
い
い
と
思

い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
新
羅
人
と
の
関
係
か
ら
、
長
期
滞
在
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
側
面
は
あ
る
で
し
ょ

う
が
、

そ
も
そ
も
寺
院
に
宿
泊
機
能
が
あ
る
た
め
、
異
質
な
感
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

す
。
現
在
の
赤
山
法
撃
院
は
、

一
大
観
光
地
と
化
し
て
、
当
時
の
伽
藍
よ
り
も
巨
大
な
寺
院
に
な
っ
て
い

華
院

1
1
9
8
9年
調
査
報
告
ん
と
赤
山
法
撃
院
研
究
会
、

一
九
八
九
年
)
。

赤
山
法
華
院
を
出
た
あ
と
、
三
月
二
四
日
か
ら
背
州
で
新
羅
院
に
宿
泊
し
て
い
ま
す
。
ま
た
四
月
六
日

に
、
長
山
県
に
近
い
醒
泉
寺
の
新
羅
院
に
泊
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
新
羅
院
は
、
新
羅
人
の
た
め

に
造
ら
れ
た
宿
泊
施
設
と
い
う
よ
り
、
新
羅
人
の
寄
進
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
新
羅
人
が
主
に
宿
泊
す
る
こ
と
を
見
越
し
て
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。
赤

山
法
華
院
に
つ
い
て
も
、
円
仁
は
新
羅
院
と
記
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
は
、
新
羅

人
が
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
直
接
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。

そ
こ
で
、
同
じ
時
代
の
新
羅
に
も
そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
だ
ろ
う
と
考
え
て
調
べ
た
い
と
思
つ

た
わ
け
で
す
。
と
い
う
の
も
新
緑
の
後
の
時
代
が
高
麗
で
す
が
、
高
麗
時
代
に
は
明
確
に
お
寺
に
宿
泊
機

能
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
唐
と
同
じ
時
代
で
、
高
鹿
に
先
行
す
る
新
羅



に
寺
院
の
宿
泊
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う

前
提
の
も
と
に
調
べ
よ
う
と
思
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
実
は
そ
ん

な
に
う
ま
く
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
今
日
の
話
は
高
鹿
寺
院
の
宿
泊
機

能
に
つ
い
て
は
少
し
ふ
れ
ま
す
が
、
新
羅
に
つ
い
て
は
、

そ
の
交
通

体
系
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
中
心
に
お
話
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

わ
た
し
の
研
究
課
題
の
ひ
と
つ
は
新
羅
の
交
通
体
系
で
あ
り
、
新
経

の
道
路
交
通
網
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
し
て
、

寺
院
の
宿
泊
機
能
に
関
わ
る
資
料
は
そ
れ
ほ
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
、

と
い
う
状
況
に
つ
い
て
お
話
を
し
よ
う
と
思
い
ま
す
。

高
臨
時
代
寺
院
の
宿
泊
機
能
で
す
が

ま
ず
弘
鹿
寺
叫
文
を
と
り

あ
げ
ま
す
(
一

O
二
六
年
連
立
)
。
碑
に
は
「
泰
先
弘
成
寺
禍
記
」

I務先弘!腿寺碑碕j図 2

と
題
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
通
常

「弘
慶
寺
碑
碕
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
忠
清
南
道
に
天
安
市
が
あ
り
、
天
安
の
南
に
成
歓
と
い
う
町
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
寺
社
が
あ
り

ま
す
。
奉
先
弘
鹿
寺
社
は
、
現
在
の
大
き
な
道
路
の
す
ぐ
横
に
あ
り
、
二

O
O八
年
と
二

O
O九
年
に
試
掘
調
査
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
(
『天
安
泰
先
弘
慶
寺
試
掘

調
査
報
告
官
』
忠
清
南
道
歴
史
文
化
研
究
院
、
二

O
一
一
年
)
。
正
式
な
発
掘
は
ま
だ
で
す
。
碑
は
現
地
に
い
ま
も
建
っ
て
い
ま
す
(
図
2
)
。
周
り
は
何
も
な
い
状
況
で

す
。
石
賀
の
関
係
か
、
文
字
は
は
っ
き
り
と
し
て
読
み
や
す
い
も
の
で
す
。
そ
の
中
に
桜
山
県
の
成
歓
駅
の
北
路
に
新
た
に
寺
を

つ
く
る
こ
と
に

つ
い
て
記
し
て

い
ま
す

(
「
今
、
桜
山
服
成
敵
騨
の
北
路
の
一
牛
山
地
に
於
て
、
新
た
に
寺
舎
を
置
く
は
、
即
ち
其
の
類
也
。
初
め
是
の
地
に
長
短
之
亭
無
し
。
人
煙
隔
絶
し
、
勧
蒲
之
津
有
り
、

却
賊
頗
る
多
し
。
岐
路
之
要
衝
な
る
と
雄
も
買
に
往
来
之
娘
梗
、
終
否
す
可
か
ら
ず
」
)
。
そ
し
て
、
寺
の
西
側
に
八

O
聞
の
客
館
を
立
て
る
と
あ
り
ま
す
(
「
又
た
寺
西

に
封
し
て
客
館
一
匿
を
立
つ
。
計
八
十
問
。
号
し
て
鹿
縁
通
化
院
と
臼
う
」
)
。

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

こ
の
寺
は
高
麗
の
八
代
目
の
玉
で
あ
る
顕
宗
が
父
親
の
冥
福
を
祈
る
こ
と
を
合
わ
せ
て
立
て
た
、
願
堂
寺
院
と
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
で
す
が
、五

そ
の
寺
に
宿
泊
所
を
つ



高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
五
四

く
る
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
た
だ
碑
文
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
現
実
の
建
物
は
わ
か
っ
て
い
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
状
況
は
そ
れ
以
上
は
追
及
で

き
な
い
。
今
後
の
正
式
発
掘
を
待
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
稜
山
県
の
成
歓
駅
」
、
現
在
の
地
名
も
成
歓
で
す
が
、
駅
伝
の
制
度
、
駅
を
点
々
と
配
置
し
て
中
央
の
命
令
を
伝
達
す
る
駅
伝
制
は
日
本
に
も
中
国
に
も
あ
り
ま
し
た
。

そ
し
て
高
麗
に
も
あ
り
ま
し
た
。
高
麗
の
都
は
開
城
、
現
在
北
朝
鮮
で
す
が
、
そ
こ
か
ら
全
国
に
駅
路
が
関
か
れ
て
い
ま
し
た
。
主
要
通
路
に
一
定
の
間
隔
を
お
い
て
駅

を
置
き
、
王
の
命
令
を
伝
達
す
る
時
に
馬
を
乗
り
継
い
で
地
方
に
伝
え
ま
す
。
そ
の
中
の
一
つ
の
駅
が
成
歓
駅
と
い
う
駅
で
、
『
高
麗
史
』
巻
八
二
・
志
三
六
・
兵
二
・

結
窮
の
「
忠
清
州
道
」
と
さ
れ
る
三
四
駅
の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
の
成
歓
駅
近
く
に
宿
所
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
宿
泊
施
設
が
な
く
て
、
人
里
離
れ
た
と
こ

ろ
に
あ
り
、
盗
賊
も
多
い
。
要
衝
の
と
こ
ろ
で
往
来
の
困
難
が
あ
る
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
わ
り
に
い
か
な
い
と
王
が
思
っ
て
宿
泊
施
設
を
つ
く
る
の
で
あ
る
と

書
い
て
い
ま
す
。
明
ら
か
に
寺
院
に
そ
う
い
う
意
図
で
も
っ
て
宿
泊
施
設
を
つ
く
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
し
か
も
僧
侶
に
限
ら
ず
、
僧
俗
あ
わ
せ
て
泊
め
る
た
め
の
施
設

を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。

碑
文
に
は
「
辛
酉
」
年
に
伽
藍
が
造
営
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。
辛
酉
年
は
顛
宗
の
一
二
年
(
一

O
一
一
一
)
で
す
。
試
掘
で
は
「
弘
慶
寺
」
と
い
う
寺
の
名
が

入
っ
た
文
字
瓦
が
出
土
し
て
い
ま
す
。
年
号
が
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、

一
O
一
七
年
の
年
代
を
記
し
て
い
て
、
造
営
時
期
に
合
い
ま
す
ロ

『
大
東
輿
地
図
』
に
天
安
・
稜
山
が
み
え
ま
す
。
こ
の
地
図
が
作
ら
れ
た
の
は
一
八
六

O
年
頃
で
、
そ
れ
ほ
ど
古
く
は
な
い
の
で
す
が
、
歴
史
地
図
と
し
て
の
機
能
も

あ
り
ま
し
て
、
当
時
の
地
図
だ
け
で
は
な
く
、
古
い
要
素
を
加
え
こ
ん
で
い
ま
す
。
稜
山
と
天
安
の
聞
が
線
で
結
ぼ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
道
路
を
示
し
た
も
の
で
す
。

そ
の
よ
う
に
直
線
の
道
路
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
定
点
聞
を
結
ぶ
道
路
が
あ
る
と
い
う
意
味
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
道
路
に
そ
っ
た
と
こ
ろ
に
弘
慶
寺
が
位
置
し
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

高
麗
時
代
に
は
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
宿
泊
機
能
を
も
つ
お
寺
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
関
連
し
て
別
の
お
寺
を
見
ま
す
と
、
忠
州
市
の
中
原
弥
勅
里
寺
社
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
弥
勤
里
と
い
う
の
は
地
名
で
正
式
の
名
前
は
弥
勅
大
院
で
す
。
『
三
国
遣
事
』
王
暦
・
第
八
阿
達
羅
尼
叱
今
条
に
「
弥
勅
大
院
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

寺
桂
か
ら
は
「
明
昌
三
年
(
一
一
九
二
)
、
金
堂
改
蓋
:
:
:
大
院
寺
住
持
大
師
:
:
:
」
や
「
弥
勅
堂
草
」
と
書
か
れ
た
文
字
瓦
が
出
土
し
て
お
り
ま
す
。
『
高
麗
史
』
に
は

「
忠
州
大
院
寺
」
と
み
え
て
い
ま
す
(
巻
一
二
九
・
橿
忠
献
伝
な
ど
)
。
こ
れ
ら
か
ら
、
弥
勅
大
院
と
か
大
院
寺
・
弥
勅
堂
と
よ
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
大

き
な
弥
勅
仏
を
窟
室
の
よ
う
に
囲
ん
だ
本
殿
の
あ
る
や
や
変
わ
っ
た
伽
藍
で
す
が
、
隣
に
宿
泊
施
設
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
厳
密
に
言
う
と
、
寺
は



大
院
寺
で
、
宿
泊
施
設
が
弥
勅
大
院
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
に
大
院
が
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
寺
が
造
ら
れ
、

さ
ら
に
そ
の
寺
と
の
関
係

で
弥
勅
大
院
と
い
う
名
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
す
ぐ
前
の
道
路
か
ら
峠
を
抜
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
新
羅
時
代
の
幹
線
道
路
で
し
た
。
新
羅
の
中
心

地
(
王
都
)

は
朝
鮮
半
島
の
東
南
の
端
に
あ
る
の
で
す
が
、
現
在
の
ソ
ウ
ル
地
方
に
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
小
白
山
脈
を
越
え
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
山
脈
を
超

え
る
峠
の
う
ち
一
つ
が
難
立
嶺
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
『
二
一
国
史
記
』
巻
二
・
新
羅
本
紀
第
二
・
阿
達
羅
尼
師
今
三
年
ご
五
六
)
条
に
「
難
立
嶺
路
を
開
く
」
と
あ

る
峠
で
す
が
、
そ
の
と
お
り
一
五
六
年
、
紀
元
後
二
世
紀
に
聞
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
年
代
に
は
疑
問
が
あ
る
の
で
す
が
、
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た

峠
と
み
て
い
い
で
し
ょ
う
。
同
王
の
五
年
(
一
五
八
)
条
に
「
春
三
月
、
竹
嶺
を
開
く
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
竹
嶺
も
新
羅
が
古
く
か
ら
使
っ
て
い
る
峠
で
す
。
こ
れ

は
東
西
に
並
ぶ
峠
で
す
。
難
立
嶺
に
あ
た
る
の
は
、
現
在
は
ハ
ヌ
ル
ジ
ェ
と
呼
ん
で
い
ま
す
白

ハ
ヌ
ル
は
天
、
ジ
ェ
は
峠
で
す
。
車
は
通
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

し3

ま
で
も
峠
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
新
羅
王
都
方
面
か
ら
す
れ
ば
、
峠
を
越
え
て
降
り
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が
こ
の
お
寺
で
す
。
街
道
に
面
す
る
形
で
、
大
院
の
施
設

が
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
は
一
九
七
七
年
か
ら
四
次
に
わ
た
っ
て
主
に
清
州
大
学
校
の
博
物
館
が
発
掘
調
査
を
し
て
お
り
ま
し
て
(
『
中
原
弥
勤
里

寺
社
五
次
発
掘
調
査
報
告
書

大
院
寺
牡
・
弥
勅
大
院
牡
』
清
州
大
学
校
、

一
九
九
三
年
ほ
か
。
三
次
調
査
は
梨
花
大
学
校
博
物
館
に
よ
る
)
、
建
物
の
配
置
が
わ
か
っ

て
お
り
ま
す
(
図
3
1
日
本
の
駅
家
と
同
じ
よ
う
な
「
ロ
」
の
字
型
で
全
体
を
囲
む
よ
う
な
構
造
に
な
っ
て
い
て
、
馬
小
屋
と
宿
舎
が
配
置
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
オ
ン
ド
ル
遺
構
も
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
前
の
道
を
ハ
ヌ
ル
ジ
ェ
ま
で
登
る
と
、
遮
断
し
て
い
る
城
壁
が
残
っ
て
い
ま
す
。
時
代
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ

報
告
を
聞
い
て
、

王
が
廃
寺
に
宿
泊
施
設
を
持
っ
た
寺
を
新
た
に
創
っ
た
、
と
あ
る
と
こ
ろ
で
、

一
一
二
二
年
に
完
成
し
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
も
発
掘
が
な
さ
れ
て
い

ん
が
、
関
門
の
よ
う
な
形
で
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
石
積
み
が
何
百

m
か
残
っ
て
い
ま
す
。
竹
嶺
に
も
同
じ
よ
う
に
上
に
遮
断
の
城
壁
が
つ
く
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
乙
に

は
軍
事
施
設
が
あ
っ
て
立
ち
入
り
で
き
ま
せ
ん
。

も
う
ひ
と
つ
あ
げ
ま
す
と
、
恵
陰
院
が
あ
り
ま
す
。
ソ
ウ
ル
よ
り
北
の
京
畿
道
披
州
市
に
あ
る
宿
泊
機
能
を
も
っ
て
い
る
お
寺
で
す
。
こ
こ
は
、
金
富
載
の
「
恵
陰
寺

新
創
記
」
(
「
東
文
選
』
巻
六
四
)

に
、
高
麗
の
審
宗
代
に
交
通
の
要
所
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
里
離
れ
、
虎
狼
や
冠
賊
が
現
れ
、
行
く
者
が
困
苦
し
て
い
る
と
い
う

ま
す
(
『
披
州
恵
陰
院
祉
発
掘
調
査
報
告
書
』
檀
国
大
学
校
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
・
披
州
市
、
二

O
O六
年
)
。
四

O
O
O坪
も
発
掘
さ
れ
た
の
で
す
が
、
ま
だ
全
体
の
半

分
程
度
で
、

の
ち
に
行
宮
が
造
営
さ
れ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
、
発
掘
地
域
の
大
半
(
東
部
)
は
、
そ
の
行
宮
祉
の
よ
う
で
す
。
そ
し
て
そ
の
西
側
も
、
行
宮
に
付
属
す

る
建
物
で
は
な
い
か
と
み
て
い
ま
す
。
未
発
掘
の
残
る
範
囲
に
、
院
と
寺
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
全
貌
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
わ
た

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
五
五



高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
緩

し
は
、
発
掘
が
終
わ
っ
て
か
ら
で
す
が
、
現
地
を
訪
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
街
道
と
考
え
ら
れ
る
現
在
の
大
き
な
道
か
ら
山
の
中

に
入
り
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
印
象
と
し
て
は

や
や
不
便
な
感
じ
を
受
け
ま
し
た
。
当
時
の
道
路
が
ど
う
か
確
認

し
た
わ
凶
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
す
ぐ
横
を
通
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
先
の
弘
慶
寺
や
弥
勤
大
院
と
は
違
つ

て
、
少
し
引
っ
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い

ま
す
。な

お
、
宿
泊
機
能
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
現
在
も
発
掘
が
続
い
て
い
る
法
泉
寺
と
い
う

大
き
な
寺
が
江
原
道
原
州
市
の
西
の
郊
外
に
あ
り
ま
す
。
新
羅
時

代
の
遺
構
は
道
路
の
下
に
あ
っ
て
、
塔
の
部
材
が
残
っ
て
い
て
双

塔
式
の
伽
藍
で
す
。
現
在
ま
で
に
発
掘
さ
れ
た
の
は
、
高
麗
時
代

の
遺
構
で
す
(
『
原
州
法
泉
寺
I

第
I
区
域
発
掘
調
査
報
告
書
」

江
原
文
化
財
研
究
所

・
原
州
市
、

二
O
O九
年
、
『
原
州
法
泉
寺

II 

m区
域
発
掘
調
査
報
告
書
』
江
原
考
古
文
化
研
究
院

・
原
州

市
、
二

O
一
四
年
)
。
そ
こ
に
は
、
塀
で
区
画
さ
れ
た
と
こ
ろ
が

一
五
六

〈才F

¥ 
50m 

弥縦j塁寺社発侃平面図図 3

あ
り
、
形
態
的
に
院
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
宿
泊
機
能
の
あ
る
な
し
に
関
係
な
く
独
立
し
た
区
画
を
院
と
呼
ぶ
の
で
す
。
し
か
し
宿
泊
機
能
を
も
っ
た
部
分
で
あ
る

す
。
伽
護
全
体
の
把
握
も
な
お
今
後
の
調
査
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
、

こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
ま
す
。
今
年
八
月
に
行
っ
た
時
に
発
掘
担
当
者
と
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
、
話
を
し
ま
し
た
。
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

そ
う
し
た
点
も
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。



つ
い
で
に
、
こ
れ
ら
の
西
側
に
あ
る
鳥
嶺
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
ま
す
と
、
新
羅
時
代
に
は
難
立
嶺
・
竹
嶺
が
メ
イ
ン
の
通
路
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
高
麗
時
代
以
降

は
鳥
嶺
が
メ
イ
ン
に
な
り
ま
す
。
都
の
開
城
、
朝
鮮
王
朝
に
な
る
と
ソ
ウ
ル

(
漢
陽
)
が
都
に
な
り
ま
す
が
、
そ
こ
と
慶
尚
道
す
な
わ
ち
嶺
南
地
方
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、

両
者
を
結
ぶ
主
要
幹
線
が
こ
こ
を
通
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
に
も
遮
断
す
る
城
壁
を
造
っ
て
い
ま
す
。
北
か
ら
行
け
ば
、
峠
を
越
え
て
順
に
第
三
、
第
二
、
第
一
と
、

三
つ
の
関
門
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
第
一
関
門
と
第
二
関
門
と
の
聞
に
鳥
嶺
院
と
呼
ぶ
施
設
が
造
ら
れ
て
い
ま
す
。
城
壁
の
よ
う
な
石
積
み
の
沼
一
塘
で
固
ま
れ
た
中
に
建
物

が
あ
り
ま
し
た
。
遺
構
は
錯
綜
し
て
い
ま
す
が
、
現
在
は
入
り
口
か
ら
中
に
入
っ
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
外
は
す
ぐ
前
を
そ
の
峠
道
が
通

っ
て
い
ま
す
。
中
に
み
す
ぼ
ら
し
い
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
ま
す
。
発
掘
の
成
果
の
ま
ま
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
は
、
寺
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
国
家
的
に
使
っ
て

い
る
院
、
役
人
が
往
来
す
る
時
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
メ
イ
ン
の
施
設
と
い
え
ま
す
。
駅
院
と
ま
と
め
て
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
唐
で
は
、
こ
と
ば
の
意
味
と
し
て
、

規
模
の
大
き
い
場
合
に
駅
、
小
さ
い
も
の
を
院
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
公
的
施
設
に
も
院
が
あ
り
、
そ
れ
が
宿
泊
施
設
に
も
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
高
麗
時
代
の
状
況
を
見
て
い
た
だ
い
て
、
新
羅
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
直
接
に

宿
泊
機
能
を
も
っ
寺
院
の
記
録
が
の
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、

そ
も
そ
も
新
羅
の
交
通
政
策
が
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
み
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
新
羅
に
も
、
高
麗
時
代
や
朝
鮮
時
代
と
同
様
に
、
交
通
路
を
管
理
す
る
シ
ス
テ
ム
な
り
、
駅
を
つ
な
い
で
連
係
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
記
録
に
は
つ

き
り
と
残
っ
て
い
ま
す
。
鳥
嶺
に
は
古
道
博
物
館
も
つ
く
ら
れ
て
い
て
、

そ
う
し
た
資
料
が
集
め
ら
れ
て
も
い
ま
す
。
ま
た
今
年
七
月
、
釜
山
博
物
館
で
「
嶺
南
大
路
」

と
い
う
特
別
展
示
が
聞
か
れ
て
い
ま
し
た
。
わ
た
し
も
、

そ
れ
を
見
る
た
め
だ
け
に
、
釜
山
へ
行
き
ま
し
た
。
嶺
南
大
路
は
朝
鮮
時
代
の
王
都
漢
陽
と
慶
尚
道
と
を
つ
な

ぐ
一
番
の
ル

l
ト
で
す
。
小
白
山
脈
を
越
え
て
か
ら
南
側
、
慶
尚
道
が
嶺
南
と
よ
ば
れ
、
そ
の
嶺
南
に
向
か
う
大
路
が
最
大
の
幹
線
道
路
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
上

に
鳥
嶺
が
あ
る
。
新
羅
に
も
、
高
麗
時
代
や
朝
鮮
時
代
と
同
様
に
そ
う
し
た
駅
路
が
あ
り
、
駅
が
置
か
れ
て
駅
伝
制
が
施
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

た
だ
し
、
細
部
に
渡
っ
て
シ
ス
テ
ム
が
わ
か
る
と
い
う
ほ
ど
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
ず
、
『
三
国
史
記
』
巻
三
・
新
羅
本
紀
三
・
沼
知
麻
立
干
九
年
(
四
八
七
)
三
月
条
に
、

始
め
て
四
方
に
郵
駅
を
置
き
、
所
司
に
命
じ
て
官
道
を
修
理
せ
し
む
。

と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

四
八
七
年
に
地
方
に
至
る
官
道
が
あ
っ
て
、
駅
伝
制
が
整
備
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
読
め
る
の
で
す
が
、
こ
の
時
点
で
全
国
的
に
広
が
っ

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
五
七



高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
五
八

た
と
は
、
と
て
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
新
羅
末
ま
で
の
長
い
時
間
幅
で
考
え
る
と
、
駅
伝
制
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
で
す
。
新
羅
末
の
雀
致
遠
の
撰
文
し
た

『
健
又
鎗
寺
員
整
輝
師
碑
』
(
八
八
七
年
)

に
は
、
「
星
使
往
復
者
、
交
轡
子
路
」
や
「
毎
有
王
人
、
乗
駅
伝
命
」
と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
ま
す
。
禅
師
を
迎
え
に
行
く
使
者

に
つ
い
て
表
現
し
た
も
の
で
、
唐
で
も
知
ら
れ
た
文
才
の
あ
る
雀
致
遠
の
文
な
の
で
、

い
く
ら
か
象
徴
的
な
意
味
で
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
が
、
現
実
に
駅
伝
制
が
あ

っ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
と
考
え
て
も
い
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
残
念
な
こ
と
に
、
今
ま
で
街
道
と
い
え
る
よ
う
な
幹
線
道
路
が
発
掘
さ
れ
た
例
が
あ
り
ま
せ
ん
。
道
路
の
調
査
は
都
慶
州
に
お
い
て
、
条
坊
を
区
画
す
る
道
路

が
確
認
さ
れ
て
以
来
、
地
方
の
道
路
も
あ
ち
こ
ち
で
見
つ
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
状
況
で
す
が
(
朴
相
銀
『
嶺
南
地
域
古
代
地
方
道
路
の
研
究
』
嶺
南
大
学
校
碩
士

学
位
論
文
、
ニ

O
O六
年
に
そ
れ
以
前
の
整
理
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
も
、
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
)
、
幹
線
道
路
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
地
方
の
道
路
で
、
幅
が
一
六

m
に

も
お
よ
ぶ
も
の
も
あ
り
ま
す
が
多
く
は
幅
の
狭
い
道
路
で
す
。
見
つ
か
っ
て
い
る
範
囲
で
は
幅
は
狭
い
で
す
が
、
何
十

m
か
は
直
線
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
道
路
で
す
。

側
溝
が
あ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
な
い
も
の
も
あ
る
。
都
の
道
路
の
場
合
で
も
、
側
溝
が
あ
る
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
く
、

V
字
の
よ
う
に
真
ん
中
が
凹
ん
だ
形
に
な
っ
て

い
て
、
そ
こ
に
水
を
集
め
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
轍
の
跡
が
残
っ
て
い
た
り
、
砂
利
敷
き
で
あ
る
と
か
に
よ
っ
て
道
路
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
が
、
幹
線
道
路
は
今

の
と
こ
ろ
見
つ
か
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
そ
れ
も
今
後
の
調
査
に
期
待
す
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

制
度
の
実
態
は
伝
え
る
記
録
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
駅
の
名
が
い
く
つ
か
わ
か
り
ま
す
。
ま
ず
『
三
国
史
記
』
巻
三
八
・
職
官
志
上
に
、

京
都
駅
。
景
徳
玉
、
改
め
て
都
亭
駅
と
為
す
。
後
ち
故
に
復
す
。
大
舎
二
人
、
位
、
舎
知
よ
り
奈
麻
に
至
る
ま
で
之
と
為
す
。
史
二
人
。

と
あ
る
京
都
駅
で
す
が
、
時
期
に
よ
っ
て
都
亭
駅
と
も
い
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
の
京
都
駅
(
都
亭
駅
)
は
、
役
所
と
し
て
の
も
の
で
す
。
駅
と
し
て
の
京
都
駅
を
管
理
す

る
役
所
に
な
り
ま
す
。
都
亭
駅
と
は
景
徳
王
代
に
改
名
し
た
も
の
で
、

の
ち
に
も
と
に
戻
っ
た
と
い
い
ま
す
が
、
通
例
次
の
恵
恭
王
代
に
元
に
戻
し
ま
す
。
新
羅
時
代
の

官
庁
の
名
前
は
変
更
が
あ
っ
て
も
、
古
い
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
用
い
た
り
、
そ
の
へ
ん
は
暖
昧
な
の
で
、
都
亭
駅
と
呼
ぽ
う
と
京
都
駅
と
呼
ぼ
う
と
構
わ
な
い
の
で
す
が
、

都
亭
駅
と
い
う
の
は
、
当
時
の
中
国
、
唐
に
も
あ
り
ま
し
た
。
長
安
と
洛
陽
の
両
都
に
も
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
す
。

『
大
唐
六
典
』
巻
五
・
尚
書
兵
部
条
に
、

駅
毎
に
皆
な
駅
長
を
置
く
。
駅
の
関
要
を
量
り
て
以
て
其
の
馬
数
を
定
む
。
都
亭
七
十
五
疋
。
諸
道
の
第
一
等
、
都
亭
の
十
五
を
減
ず
。
第
二
第
三
、
皆
な
十
五
を

以
て
差
と
為
す
。
第
四
、
十
二
を
減
ず
。
第
五
、
六
を
減
ず
。
第
六
、

四
を
減
ず
。



と
あ
り
、

『唐
会
要
』
巻
六

一
・
館
駅
自
に
、

〔
開
元
〕
十
五
年
(
七
二
七
)

四
月
十
日
勅
す
ら
く
、
両
京
の
都
亭
駅
、
応
に
使
人
を
出
だ
す
べ

き
に
、
三
品
以
上
及
び
清
要
官
は
、
駅
馬
到
る
の
日
に
、
掩
留
し
、
時
を
過
ぎ
て
発
せ
ざ
る
を
得

ず
。
齢
は
並
び
に
駅
に
就
り
て
進
発
せ
し
め
よ
、

と

と
あ
る
通
り
で
す
。
そ
し
て
、

日
本
に
も
あ
り
ま
し
た
。

『続
日
本
紀
』
巻
五

・
和
銅
四
年
(
七
一
一
)

春
正
月
丁
未
(
二
日
)
条
に
、

始
め
て
都
亭
駅
、
山
背
国
相
楽
郡
に
岡
田
駅
、
綴
喜
郡
に
山
本
駅
、
河
内
国
交
野
郡
に
楠
葉
駅
、

摂
津
田
嶋
上
郡
に
大
原
駅
、
嶋
下
郡
に
殖
村
駅
、
伊
賀
国
阿
問
郡
に
新
家
駅
を
置
く
。

と
あ
り
ま
す
。
日
本
で
は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
岡
田
駅
以
下
が
都
亭
駅
の
具
体
的
な
名
で
、
都
亭
駅

は
六
駅
あ
っ
た
と
い
う
み
か
た
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
並
列
に
読
ん
で
、
都
亭
駅
と
他
の
六
駅

と
を
設
置
し
た
と
い
う
記
事
と
し
て
う
け
と
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

新
羅
の
京
都
駅
(
都
亭
駅
)

で
す
が
、
新
羅
の
都
に
お
い
て
王
宮
を
月
城
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
現
在
、

月
城
の
東
南
側
に
国
立
慶
州
博
物
館
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
横
に
か
つ
て
旧
駅
と
い
う
村
が
あ
り
ま
し
た

た

一
九
三

O
年
の
地
図
に
そ
れ
が
み
え
て
お
り
ま
す
(
図
4
)
。
現
在
は
国
立
慶
州
博
物
館
の
駐
車

場
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
旧
駅
に
つ
い
て
、
受
山
博
物
館
館
長
の
朴
方
龍
さ
ん
が
、
旧
駅

と
は
新
羅
時
代
の
京
都
駅
に
因
ん
だ
名
前
が
残
っ
て
い
る
ん
だ
と
指
摘
し
て
い
ま
す
(
「
新
羅
都
城
の

交
通
路
」

『慶
州
史
学
」

一
六
輯
、

一
九
九
七
年
)
。
新
羅
時
代
の
名
前
を
受
け
て
田
駅
と
言
っ
た
と
す

の
ち
の
時
代
、
高
麗

・
朝
鮮
時
代
に
駅
制
は
あ
っ
て
も
、
こ
の
あ
た
り
に
駅
を
つ
く
る
必
然
性
が
、
あ
ま
り
な
い
も
の
で
す
か
ら
、

れ
ば
、

か
な
り
時
聞
が
あ
き
ま
す
が
、

そ
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
王
宮
の
あ
っ
た
月
城
は
、
ま
だ
発
掘
さ
れ
て
い
な
く
て
、
今
後
、
発
掘
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
王
宮
月
城
が
あ

一
向
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

そ
れ
ら
を
取
り
込
ん
だ
一
つ
の
区
画
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
わ
た
し
は
そ
れ
が
記
録
に
残
る
満
月
城
で
は
な
い
か
と

五
九

っ
て
、

そ
の
す
ぐ
東
に
太
子
の
宮
、
東
宮
が
あ
っ
て
、



高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
六
O

王
宮
区
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
特
殊
な
区
画
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
し
て
京
都
駅
は
、
そ
の
区
画
の
す
ぐ
横
に
位
置
し
て
い
る
こ
と

思
い
ま
す
が
、
少
な
く
と
も
、

に
な
り
ま
す
。

東
宮
の
一
郭
に
は
、
雁
鴨
池
と
後
世
に
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
池
(
新
羅
の
当
時
は
月
池
)
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
発
掘
さ
れ
た
際
に
出
土
し
た
木
簡
が
あ
り
ま
し
て
、

王
都
か
ら
現
在
の
江
原
道
に
あ
た
る
高
城
ま
で
急
使
を
派
遣
し
て
伝
達
し
た
牒
文

の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
ま
し
た

李
錯
賢
さ
ん
が
か
つ
て
そ
の
中
に
高
城
と
い
う
地
名
が
出
て
い
る
も
の
を
と
り
あ
げ
、

一
七
一
輯
、

一
九
九
九
年
)
。
最
近
、
橋
本
繁
さ
ん
が
、
「
牒
」
で
は
な
く

(「統
一
新
羅
の
伝
達
体
系
と

「
北
海
通」」

『朝
鮮
学
報
」

二
O
一
四
年)。

「
缶
」
と
よ
む
べ
き
で
、
「
瓶
」
を
意
味
す
る
と
考
え
、
高
城
に
送
る
塩
辛
の
壷
に
つ
け
た
荷
札
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
す
(
『韓
国
古
代
木
簡
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、王

い
ず
れ
に
し
て
も
、
都
か
ら
速
く
離
れ
た
高
城
に
派
遣
し
た
急
使
が
持

っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
よ
う
な
時
に
、

{
呂
や
東
宮
に
近
い
こ
の
京
都
駅
か
ら
出
発
し
た
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
王
宮
月
城
の
機
能
の
ひ
と
つ
が
地
方
を
統
治
す
る
中
心
で
あ
る
こ
と
と
、
駅
の

出
発
点
に
な
る
京
都
駅
と
が
空
間
的
に
も
こ
の
よ
う
に
密
着
し
て
い
た

こ
と
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
こ
と
で
す
。
あ
る
意
味
、
当
然
な
こ
と
と

い
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

他
に
駅
の
名
前
が
出
て
く
る
も
の
と
し
て
慶
尚
南
道
の
昌
寧
と
い
う

町
に
仁
陽
寺
と
い
う
お
寺
の
跡
が
あ
っ
て
、

そ
こ
に
石
仏
と
碑
文
が
背

中
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
変
わ
っ
た
石
造
物
が
建
っ
て
い
ま
す
(
図

5
)
。
そ
の
碑
文
は

『仁
陽
寺
塔
金
堂
治
成
文
』
と
呼
ば
れ
、
八

O 

年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、

そ
こ
に
二
つ
の
駅
の
名
前
が
見
え
ま

す
。
「
羊
熱
撒
川
二
駅
」
と
い
う
よ
う
に
読
め
ま
す
。
「
羊
」
は
「
辛
」

と
読
む
意
見
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
仁
陽
寺
の
塔

・
金
堂
の
造
営
に
際

し
て
、
周
辺
の
寺
院
な
ど
か
ら
喜
捨
が
な
さ
れ
た
こ
と
の
記
録
で

「
壬
成
年
(
七
八
二
)
に
仁
陽
寺
の
事
妙
(
抄
)
戸

・
頂
礼
石
が
成
る
。

H二陽寺第金堂治成文j裏面図5



同
寺
の
金
堂
を
治
す
。
同
年
、
羊
熱
・
橘
川
二
駅
、
食
百
二
石
を
施
す
」
と
記
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
二
駅
も
「
食
百
二
石
」
を
喜
捨
し
た
と
い
う
記
録
で
す
。
橘
川
駅

は
、
『
高
麗
史
』
巻
三
六
・
兵
志
二
・
姑
駅
・
金
州
道
に
登
場
し
ま
す
が
、
羊
熱
駅
は
不
詳
で
す
。
辛
熱
で
あ
れ
ば
、
『
三
国
史
記
」
の
巻
三
二
・
楽
志
に
登
場
し
、
地
名

と
み
る
考
え
も
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
忠
清
北
道
の
清
州
市
の
上
党
山
城
な
ど
か
ら
出
土
す
る
瓦
に
「
長
池
閲
」
が
み
え
て
い
ま
す
。
長
池
駅
で
す
。
全
文
は
「
沙
喋
部
属
長
池
駒
」
と
あ
っ
て
、
清

州
は
新
羅
の
五
小
京
の
ひ
と
つ
西
原
京
だ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
に
も
、
新
羅
王
都
と
同
じ
く
沙
喋
部
を
は
じ
め
と
す
る
六
部
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
う
か
が
わ
せ

る
内
容
で
す
。
た
だ
し
瓦
と
し
て
は
高
麗
時
代
の
瓦
の
よ
う
で
、
長
池
駅
も
高
麗
時
代
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
と
も
い
え
ま
す
。
実
際
、
先
の
成
歓

駅
と
同
じ
く
、
『
高
麗
史
」
の
「
忠
清
州
道
」
に
み
え
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
京
都
駅
以
外
に
い
く
つ
か
の
駅
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
羅
の
王
都
に
京
都
駅
以
外
に
、
も
う
一
つ
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
史
料
が
あ
り
ま
す
。

活
里
駅
で
す
。
そ
れ
は
、
『
大
東
韻
府
群
玉
』
と
い
う
韻
文
を
つ
く
る
た
め
の
辞
書
、
韻
を
引
く
た
め
に
熟
語
の
下
の
方
か
ら
引
く
、
逆
引
き
の
辞
書
で
、
中
国
に
あ
り

ま
す
が
、

そ
れ
に
倣
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す
。
そ
こ
に
は
い
ろ
ん
な
資
料
が
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
中
に
、
「
殊
異
伝
」
と
い
う
も
の
を
引
用
し
て
(
巻
二

0
・
入
声
・
十
五
合
・
塔
条
)
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。

志
鬼
は
新
羅
活
里
駅
の
人
な
り
。
善
徳
王
の
美
麗
を
慕
い
、
憂
愁
沸
泣
し
、
形
容
樵
惇
す
。
玉
、
寺
に
幸
し
て
行
香
せ
ん
と
し
、
聞
き
て
之
を
召
す
。
志
鬼
、
寺
塔

の
下
に
帰
し
、
駕
幸
せ
る
を
待
つ
に
、
忽
然
と
し
て
睡
酎
す
。
玉
、
骨
環
を
脱
ぎ
胸
に
置
き
、
宮
に
還
る
。
後
ち
乃
ち
睡
覚
め
、
志
鬼
悶
絶
し
、
良
久
し
く
し
て
心

火
出
で
て
其
の
塔
を
繰
り
、
即
ち
変
じ
て
火
鬼
と
為
る
。
王
、
術
士
に
命
じ
て
呪
詞
を
作
ら
し
む
ロ
日
わ
く
、
「
志
鬼
心
中
の
火
、
身
を
焼
き
火
神
に
変
じ
、
槍
海

の
外
に
流
移
し
、
見
え
ず
相
親
し
ま
ず
」
と
。
時
の
俗
に
、
此
の
調
を
門
壁
に
帖
り
、
以
て
火
災
を
鎮
む
。

極
め
て
伝
承
的
な
話
で
す
が
、
志
鬼
と
い
う
人
物
が
新
羅
活
里
駅
の
駅
人
で
あ
る
と
書
い
て
い
ま
す
。
活
里
駅
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
、
駅
人
の
存
在
も
わ
か
り
ま

す
。
駅
舎
や
駅
馬
な
ど
を
管
理
す
る
人
が
駅
人
で
す
。
高
麗
以
降
の
例
か
ら
す
る
と
駅
人
は
賎
民
に
な
り
ま
す
。
世
襲
的
に
そ
う
い
う
仕
事
を
受
け
継
い
で
い
る
人
た
ち

で
す
。
新
羅
は
ど
う
だ
つ
た
か
明
確
に
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
駅
人
が
出
て
く
る
の
が
こ
の
史
料
し
か
な
い
の
で
。
特
別
に
そ
う
い
う
仕
事
を
世
襲
的
に
任
さ
れ
て

い
る
人
た
ち
が
、

一
定
の
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
、
駅
に
近
い
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
て
駅
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
、

と
理
解
し
て
も
ま
ち
が
い
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ

の
話
は
駅
人
の
志
鬼
と
い
う
人
物
が
善
徳
女
王
、
新
羅
に
は
三
人
の
女
王
が
い
ま
し
た
が
、
そ
の
一
人
で
す
。
美
し
い
人
で
、
志
鬼
が
そ
れ
を
慕
っ
て
恋
患
い
に
か
か
っ

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一六



高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一六

て
、
や
つ
れ
た
状
態
に
な
っ
た
。
善
徳
王
が
あ
る
寺
(
霊
廟
寺
で
す
)

に
行
幸
し
た
時
に
、
そ
う
い
う
駅
人
が
い
る
こ
と
を
聞
い
て
召
し
だ
し
た
。
志
鬼
は
喜
ん
で
寺
の

塔
の
下
に
早
く
行
っ
て
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
忽
然
と
し
て
眠
っ
て
し
ま
っ
た
。
王
が
や
っ
て
き
た
時
に
は
眠
っ
て
い
る
。
王
は
起
こ
す
こ
と
な
く
、
自
分
の
身
に
つ
り

て
い
た
脅
輸
を
と
っ
て
志
鬼
の
胸
の
上
に
お
い
て
宮
殿
に
帰
っ
た
。
志
鬼
は
王
が
帰
っ
た
あ
と
に
目
覚
め
、
王
に
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
悶
絶
し
、

や
や
久
し
く
し
て
心
の
中
か
ら
火
が
出
て
寺
の
塔
を
め
ぐ
り
、
塔
を
全
部
焼
い
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
お
話
で
す
。
そ
の
時
に
王
は
呪
術
師
に
命
じ
て
呪
文
を
つ
く
ら
せ

た
。
志
鬼
の
心
中
の
火
が
身
を
焼
き
、
火
神
に
変
じ
て
、
あ
と
は
青
い
海
の
外
に
流
れ
て
い
っ
て
、

そ
れ
か
ら
は
見
え
ず
、
相
親
し
ま
ず
、
と
。

つ
ま
り
火
が
外
に
出
て

い
く
よ
う
に
、
火
災
を
鎮
め
る
呪
文
の
札
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
す
。
こ
こ
に
出
て
く
る
新
羅
活
里
駅
で
す
が
、
高
麗
時
代
に
も
活
里
と
い
う
駅
が
出
て
き
ま
す
。
朝
鮮

時
代
に
な
る
と
、
沙
里
と
い
う
名
前
に
変
わ
っ
た
り
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
も
と
の
活
里
駅
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
移
動
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
ん
で
す
が
、

省
略
し
ま
す
。
新
羅
の
都
の
中
に
活
里
と
い
う
駅
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
ロ

そ
の
ほ
か
、
屈
井
駅
と
い
う
名
前
が
出
て
き
ま
す
(
『
三
国
遺
事
』
巻
三
・
霊
鷲
寺
条
)
。
「
屈
弗
釦
」
(
『
三
国
遣
事
』
巻
五
・
朗
智
乗
雲
普
賢
樹
条
)
、
「
屈
歎
駅
」

(
「
三
国
遣
事
』
巻
一
・
奈
勿
王
金
堤
上
条
)
と
い
う
表
記
も
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
で
す
。
屈
弗
は
屈
火
と
同
じ
で
す
が
、
そ
の
地
名
は
現
在
の
蔚
山
と
い
う
大
都
市
の
中

心
部
か
ら
西
に
ち
ょ
っ
と
外
れ
た
と
こ
ろ
で
、
道
路
遺
構
が
見
つ
か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
(
李
東
注
「
蔚
山
屈
火
里
遺
蹟
」
「
考
古
歴
史
学
志
』

一
七
・
一
八
合
輯
、

二
O
O二
年
)
。
駅
の
痕
跡
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
近
く
の
道
路
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
見
つ
か
っ
て
い
る
の
で
す
。
『
三
国
史
記
』
新
羅

本
紀
六
・
文
武
王
八
年
(
六
六
八
)

一
O
月
二
五
日
条
に
は
、
高
句
麗
討
滅
の
戦
い
か
ら
凱
旋
し
て
帰
る
途
中
の
王
が
、
祷
突
駅
に
泊
ま
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。

頁
耽
(
七
三

0
3八
O
五
)
と
い
う
唐
の
大
臣
が
作
っ
た
『
古
今
郡
国
志
』
(
『
古
今
郡
国
県
道
四
夷
述
』
)
ア
』
み
ふ
、

-tu--'b
・・

溺
海
国
の
南
海
・
鴨
深
・
扶
飴
・
棚
城
の
四
府
、
並
び
に
是
れ
高
句
麗
の
奮
地
な
り
。
新
羅
の
泉
井
郡
よ
り
柵
城
府
に
至
る
ま
で
凡
そ
三
十
九
駅
な
り
、

と。

と
あ
り
ま
す
。
激
海
国
の
四
つ
の
府
、
特
に
柵
城
府
と
、
新
羅
の
郡
と
を
結
ぶ
駅
路
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
新
羅
の
泉
井
郡
は
、
新
羅
の
一
番
東
北
の
端
で
す

か
ら
、
三
九
駅
と
い
っ
て
も
、

ほ
と
ん
ど
溺
海
側
に
な
り
ま
す
。
泉
井
郡
は
新
羅
領
土
で
す
が
、
む
し
ろ
溺
海
側
の
駅
道
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
新
羅
国
に
お
い
て
は
、

泉
井
郡
ま
で
駅
路
で
結
ぼ
れ
て
い
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

つ
ま
り
は
新
羅
の
都
か
ら
溺
海
に
至
る
ま
で
駅
路
が
通
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
互
い
に
独
立
し
た
国
で
す
か
ら
、
同
じ
指
揮
命
令
系
統
に
従
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
互
い
の
国
境
あ
た
り
ま
で
両
方
の
駅
路
が
つ
な
が

っ
て
い
て
、
そ
れ
が
さ
ら
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。



以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
新
羅
に
お
い
て
も
、
駅
の
存
在
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
材
料
が
あ
る
わ
け
で
す
。
よ
う
や
く
駅
の
名
前
が
わ
か
る
と
い
う
程
度
で
し
か
あ
り

ま
せ
ん
が
、
当
然
、
駅
制
を
前
提
に
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
う
一
つ
だ
け
、
性
格
の
変
わ
っ
た
五
つ
の
駅
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
ま
す
。

五
つ
の
門
駅
で
す
。
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
『
三
国
史
記
』
の
地
理
志
四
に
「
三
固
有
名
未
詳
地
分
」
と
い
う
見
出
し
が
つ
け
ら
れ
た
地
名
群
が
あ
り
ま

す
。
「
三
国
史
記
』
を
書
い
た
人
が
参
考
に
し
た
も
と
の
資
料
に
、
名
前
は
残
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

ど
こ
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
、
名
は
あ
る
が
未
詳
で
あ
る
も
の

を
集
め
た
も
の
で
す
口
そ
の
よ
う
な
地
名
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
四
五

O
く
ら
い
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
の
八
三
番
目
か
ら
八
七
番
目
ま
で
、
乾
門
駅
・
坤
門

駅
・
攻
門
駅
・
艮
門
駅
・
免
門
駅
と
い
う
よ
う
に
方
位
を
意
味
す
る
漢
字
に
門
駅
を
つ
け
た
も
の
が
な
ら
ん
で
い
ま
す
。
方
位
は
吹
・
艮
・
震
・
巽
・
離
・
坤
・
免
・
乾

と
八
方
向
の
文
字
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
五
つ
だ
け
で
す
。
も
と
も
と
五
つ
で
完
結
す
る
も
の
な
の
か
、

八
つ
あ
っ
た
け
れ
ど
も
残
っ
て
い
な
い

の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

い
ま
は
、
こ
の
五
つ
を
通
し
て
考
え
る
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
五
つ
の
門
駅
が
、
都
か
ら
出
発
す
る
と
き
の
最
初
の
駅
で
、
そ
こ
が
門
に
な
る
、

そ
う
い
う
駅
を
並
べ
た
も
の
で
あ
る
と
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
井
上
秀
雄
先
生
で
す
(
「
新
羅
史
基
礎
研
究
」
東
出
版
寧
楽
社
、

一
九
七
四
年
)
。
わ
た
し
は
井
上
秀
雄
の

弟
子
で
、
先
生
が
東
北
大
学
に
行
か
れ
る
前
に
龍
谷
に
も
非
常
勤
講
師
と
し
て
こ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
四

O
年
も
前
の
話
で
す
が
。
井
上
先
生
が
そ
う
い
う
点
に
着
眼
さ

れ
た
、
そ
の
こ
と
は
す
ば
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
先
生
の
結
論
に
つ
い
て
は
異
議
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
方
位
が
つ
い
て
い
る
門
駅
で
す
の
で
、
方
位
に

あ
わ
せ
た
形
で
理
解
す
べ
き
な
の
に
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。
乾
門
駅
は
西
北
の
方
向
で
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
西
南
の
義
谷
駅
に
あ
て
る
。
坤
門
駅
は
西
南
で
な
い

と
い
け
な
い
の
で
す
が
、
東
南
の
毛
火
に
あ
て
る
。
吹
門
駅
は
北
で
す
が
、
西
北
の
阿
火
駅
に
あ
て
る
。
党
門
駅
は
、
西
で
な
い
と
い
け
な
い
の
に
南
の
咽
薄
に
あ
て
る
。

と
い
う
よ
う
に
、
な
ぜ
方
位
を
書
い
て
い
る
の
に
、
あ
わ
な
い
方
で
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
街
道
の
問
題
と
か
か
わ
ら
せ
て
、

そ
の
よ
う

に
ず
れ
た
解
釈
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
お
か
し
い
と
思
う
の
で
す
。

先
に
も
と
り
あ
げ
た
『
大
東
輿
地
図
』
で
す
が
、
慶
州
を
中
心
に
し
て
道
路
が
四
方
八
方
に
延
び
て
い
ま
す
。
た
だ
し
そ
れ
は
一
九
世
紀
の
道
路
網
で
す
。
さ
か
の
ぼ

ら
せ
る
方
法
が
な
い
か
考
え
て
み
ま
し
た
。
そ
の
道
路
上
に
、
高
麗
時
代
の
駅
を
の
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
を
調
べ
る
と
、

い
く
つ
か
残
り
ま
す
。
そ
の
道
路
に
限
定

し
て
方
位
を
考
慮
す
る
と
、
乾
門
駅
(
西
北
)
は
西
北
の
阿
火
駅
付
近
、
坤
門
駅
(
西
南
)

は
西
南
の
義
谷
駅
付
近
、
攻
門
駅
(
北
)

は
北
の
安
康
駅
付
近
、
艮
門
駅

(
東
北
)
は
東
北
の
北
兄
山
ま
た
は
紙
林
寺
の
附
近
、
党
門
駅
(
西
)
は
西
の
牟
良
駅
付
近
に
あ
て
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
新
羅
時
代
に
そ
の
ま
ま
の
名
の
駅
が
あ
っ
た

と
か
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
各
方
向
に
お
け
る
慶
州
か
ら
最
初
が
そ
れ
で
あ
り
、
位
置
的
に
は
そ
の
あ
た
り
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
経

一
六



高
臨
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
経

す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
起
点
と
な
っ
て
、
地
方
に
向
け
て
幹
線
道
路
が
延
び
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
六
四

さ
き
の
「
三
固
有
名
未
詳
地
分
」
に
は
、
七
二
番
目
か
ら
七
六
番
目
に
か
け
て
、
北
海
通

・
塩
池
通

・
東
海
通

・
海
南
通

・
北
佐
通
と
い
う
五
つ
の
通
が
並
ん
で
い
ま

す
。
こ
れ
を
五
つ
の
門
駅
に
つ
な
い
で
、
地
方
に
向
か
う
五
大
街
道
を
意
味
す
る
と
考
え
た
の
も
井
上
秀
雄
先
生
で
し
た
。
先
の
門
駅
の
理
解
と
と
も
に
、
こ
の
点
も
非

常
に
重
要
な
指
摘
で
す
。
な
ぜ
通
と
い
う
、
道
路
と
し
て
は
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
文
字
を
使
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
道
と
い
う
の
は
新
躍
に
お
い
て
も
唐
に
お
い

思
い
ま
す
が
、

て
も
行
政
区
分
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
と
混
同
さ
れ
る
と
い
付
な
い
の
で
道
は
使
わ
ず
、
通
と
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
で
す
。
そ
の
通
り
で
い
い
と

北
海
辺

艮
門
駅
↓
悉
直
↓
何
審
縦
↓
遥
忽
↓
比
列
忽

(
涙
州
街
道
)

五
通
が
具
体
的
に
ど
こ
な
の
か
、
井
上
先
生
が
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

吹
門
駅
↓
骨
火
↓
召
文
↓
古
陥
耶
↓
奈
己
↓
竹
嶺
↓
国
原
↓
北
原
↓
牛
首
↓
漢
山

塩
池
通

東
海
通

坤
門
駅
↓
屈
阿
火
↓
居
柴
山
↓
金
海
↓
阿
耶
加
羅
↓
康

州、|

(
旧
任
那
街
道
)

海
南
通

党
門
駅
↓
献
良
↓
比
斯
伐
↓
大
耶

居
烈
↓
南
原
l
武

珍
↓
発
羅

(
武
州
街
道
)

北
情
通

乾
門
駅

押
紙
口
↓
連
句
火
↓
本
彼
↓
甘
文
↓

一
善
L
沙

伐
↓
西
原
↓
熊
川
↓
湯
井
↓
唐
思

(
旧
百
済
街
道
)

そ
れ
を
図
で
示
し
た
も
の
が
、
図
6
の
も
と
の
図
で
す
。
図
6
は

そ
の
上
に
、

わ
た
し
の
考
え
に
も
と
づ
く
目
的
地
を
加
筆
し
て
い
ま
す
。

井
上
先
生
の
考
え
に
対
し
て
、

わ
た
し
は
異
見
を
も
っ
て
い
る
の
で

す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
少
し
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
北
海
、
東

海
、
海
南
は
、
海
を
含
み
方
位
も
普
か
れ
て
い
ま
す
。
井
上
先
生
は
北

海
通
に
つ
い
て
、
東
北
方
面
に
北
上
す
る
ル

1
ト
を
考
え
て
い
ま
す
。

井上秀雄説「五迎」に加怨図6



結
論
的
に
は
そ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
何
の
根
拠
も
な
く
、
そ
う
い
わ
れ
て
い
る
の
が
問
題
で
す
。

「
三
国
遣
事
』
巻
一
・
奈
勿
王
金
堤
上
条
に
は
、

〔
前
紙
王
〕
十
年
乙
丑
(
四
二
五
)
:
:
:
堤
上
、
簾
前
に
命
を
受
げ
、
径
ち
に
北
海
の
路
に
趨
き
、
服
を
変
え
て
句
麗
に
入
り
、
宝
海
の
所
に
進
み
、
共
に
逸
期
を

謀
る
口
先
に
五
月
十
五
日
を
以
て
帰
し
て
高
城
水
口
に
泊
り
て
期
日
を
待
つ
。
将
に
至
ら
ん
と
す
る
や
、
宝
海
病
と
称
し
、
数
日
朝
せ
ず
。
乃
ち
夜
中
に
遊
出
し
、

行
き
て
高
城
の
海
浜
に
到
る
。
玉
、
之
を
知
り
、
数
十
人
を
し
て
之
を
追
わ
し
む
ロ
高
城
に
至
り
て
之
に
及
ぶ
。
然
れ
ど
も
宝
海
、
句
麗
に
在
り
て
常
に
恩
を
左
右

に
施
せ
り
。
故
に
其
の
軍
士
、
之
を
情
傷
し
、
皆
な
箭
鍍
を
抜
い
て
之
を
射
ゆ
。
遂
に
免
れ
て
帰
る
。

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
「
北
海
の
路
」
が
登
場
し
ま
す
。
「
北
海
通
」
を
考
え
る
時
に
、
こ
の
資
料
は
避
け
て
通
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。
堤
上
と
い
う
人
物
が
王
の
命
を
受

け
て
高
句
麗
で
人
質
に
な
っ
て
い
る
王
子
を
救
い
だ
し
に
い
く
時
の
記
録
で
す
が
、
そ
の
王
子
を
救
い
出
す
時
、
高
城
の
海
浜
に
至
る
と
あ
り
ま
す
。
現
在
、
韓
国
の
北

端
が
高
城
あ
た
り
で
す
。
そ
こ
を
通
っ
て
と
い
う
こ
と
も
書
い
て
い
ま
す
。
時
代
は
異
な
り
ま
す
が
、
「
北
海
」
と
い
う
こ
と
ば
を
考
え
る
上
で
、
こ
の
史
料
は
不
可
欠

で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
と
に
、
北
海
通
は
、
東
海
岸
近
く
を
北
上
す
る
道
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

「
東
海
通
」
に
つ
い
て
、
井
上
先
生
は
、
慶
州
王
宮
か
ら
日
本
海
に
出
る
に
は
北
海
通
を
除
く
と
蔚
山
へ
の
大
道
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
ま
ず
蔚
山
(
屈
阿
火
)

方
面
に
出
て
行
く
道
を
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
東
海
と
い
う
の
は
、
新
羅
の
王
権
に
と
っ
て
重
要
な
と
こ
ろ
で
し
て
、
文
武
王
と
い
う
三
国
統
一
を
達
成
し
た
王
が
遺

言
で
葬
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
東
海
口
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
伝
説
で
は
大
き
い
石
の
上
に
葬
る
と
出
て
き
ま
す
。
そ
の
大
き
い
石
は
、
現
在
、
大
王
岩
と
呼

ば
れ
、
文
武
王
の
海
中
王
陵
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
近
く
に
感
恩
寺
と
い
う
お
寺
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
寺
は
文
武
王
の
子
で
あ
る
神
文
王
が
、
父
親
の
あ
と
を

う
け
て
造
営
し
た
も
の
で
す
。
文
武
王
の
遺
言
に
よ
れ
ば
、
死
ん
だ
あ
と
に
護
国
の
龍
に
な
っ
て
国
を
護
る
と
い
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
神
文
王
は
、
龍
に
な
っ
た
父

が
戻
っ
て
こ
ら
れ
る
施
設
と
し
て
造
っ
て
い
ま
す
。
塔
が
二
つ
あ
り
、
金
堂
と
講
堂
が
南
北
に
な
ら
ぶ
伽
藍
で
す
が
、
金
堂
は
特
異
な
施
設
で
、
礎
石
の
下
に
空
間
を
つ

く
っ
て
い
ま
す
。
た
い
へ
ん
不
安
定
な
構
造
で
す
(
国
立
博
物
館
特
別
調
査
報
告
第
二
加
『
感
思
寺
』
乙
酉
文
化
社
、

一
九
六
一
年
)
。
そ
れ
は
龍
に
な
っ
た
父
が
入
っ

て
こ
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
穴
も
あ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
王
岩
は
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
岩
礁
の
真
ん
中
に
枢
の
蓋
の
よ
う
な
岩

が
あ
り
、
そ
こ
を
海
中
王
陵
と
呼
ん
で
き
ま
し
た
。
実
際
は
海
中
王
陵
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
、
伝
承
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
が
調
査
を
し
て
、

自
然
の
岩
で
し
か
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
が
(
「
文
武
大
王
水
中
陵
精
密
実
測
調
査
お
よ
び
物
理
探
査
」
『
国
立
慶
州
文
化
財
研
究
所
年
報
」

一
二
号
、
二

O
O
一年)、

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
六
五



高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
六
六

実
は
文
武
王
に
は
陵
碑
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
大
王
岩
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
慶
州
市
内
で
す
。
そ
の
近
く
に
王
陵
が
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
従
い
ま
し
て
、
こ
こ
に
王
陵
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
げ
で
は
な
い
の
で
す
が
、

し
か
し
文
武
王
は
火
葬
し
た
最
初
の
王
で
、
こ
こ
東
海
に
散
骨
し
た
こ
と

は
別
に
問
題
が
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
と
感
恩
寺
の
存
在
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
が
新
羅
の
王
室
に
と
っ
て
聖
な
る
地
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
。
と
す
れ
ば
、
「
東
海
」
と
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
新
羅
に
と
っ
て
重
要
な
場
所
で
あ
る
東
海
口
と
関
わ
ら
せ
て
考
え
る
の
が
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
都
か
ら
す
ぐ
東
側
に
東
海
が
あ
る
の
で
、
非
常
に
短
い
距
離
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

そ
れ
と
は
関
係
な
く
、
重
要
な
通
路
で
あ
る
と
い
え

ま
す
の
で
、
そ
の
通
路
こ
そ
「
東
海
通
」
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
。

「
海
南
通
」
に
つ
い
て
は
、
「
南
海
」
と
い
う
地
名
が
新
羅
の
時
代
に
存
在
し
て
い
ま
し
た
。
北
海
と
東
海
で
す
か
ら
、
南
海
で
も
い
い
は
ず
な
の
に
「
海
南
」
と
し
て

い
る
の
が
な
ぜ
か
、

と
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
わ
た
し
は
、
現
実
に
存
在
す
る
南
海
に
向
か
う
道
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。

「
海
南
」
と
は
、

一
般
的
に
は
海
の
南
で
す
が
、
高
麗
時
代
に
「
海
南
県
」
が
存
在
し
ま
し
た
。
新
羅
時
代
に
は
「
海
南
」
と
い
う
地
名
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
現
在

も
「
海
南
」
と
呼
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
全
羅
南
道
に
あ
り
ま
す
。
わ
ざ
わ
ざ
海
南
と
す
る
の
は
、
南
海
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
に
向
か
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
、
そ
れ
が
も
と
に
な
っ
て
「
海
南
」
と
い
う
地
名
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
は
ど
う
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。

次
に
「
塩
地
通
」
で
す
が
、
井
上
先
生
は
中
国
に
溺
海
塩
池
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
国
の
河
北
省
の
塩
池
を
め
ざ
す
道
だ
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
新
羅
時
代
に
お

い
て
、
「
塩
」
と
い
う
文
字
を
含
ん
だ
地
名
が
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
は
新
羅
九
州
の
な
か
の
武
州
の
圧
海
郡
の
「
塩
海
県
」
で
す
。
調
べ
て
み
れ
ば
、
後
代
の
記
録
で
す

が
、
こ
の
あ
た
り
で
は
塩
が
と
れ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
新
羅
時
代
に
馬
の
牧
場
が
西
海
岸
に
近
い
島
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
馬
と
塩
は
っ
き

も
の
と
言
い
ま
す
が
、
た
だ
人
聞
が
塩
を
も
っ
と
必
要
と
し
て
い
て
、
牧
場
が
あ
る
こ
と
と
塩
の
需
要
が
高
い
こ
と
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

関
わ
り
な
い
の
か
ど
う
か
。
そ
れ
は
さ
て
お
い
て
、
新
羅
の
街
道
と
し
て
、
新
羅
の
な
か
の
塩
地
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
向
か
う
道
を
塩
地
通
と
言
っ
た
と
み
る
の
も
お
か

し
く
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
「
北
信
通
」
で
す
が
、
井
上
先
生
は
、
中
国
に
対
し
て
の
径
役
と
い
う
意
味
と
し
て
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
、
新
羅
か
ら
唐
に
行
く
と
き
の
港
、
唐
恩
浦
と

言
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
そ
こ
へ
の
ル

l
ト
を
想
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
わ
た
し
も
そ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
さ
き
の
五
つ
の
門
駅
と
を
結
び
あ
わ
せ
る
と
、

五
つ
の
街
道
が
で
き
あ
が
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
以
上
み
て
き
た
の
は
目
的
地
に
す
ぎ



ず
、
途
中
は
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
の
史
料
が
あ
り
ま
せ
ん
。
『
三
国
史
記
』
地
理
志
一
に
み
え
る
尚
州
の
説
明
に
「
王
城
の
東
北
、
唐
恩
浦

路
に
当
た
る
を
尚
州
と
日
う
」
と
あ
り
ま
す
。
「
東
北
」
は
「
西
北
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
唐
思
浦
に
い
た
る
ル

l
ト
は
、
尚
州
を
通
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
ル
l
ト
を
「
北
信
通
」
と
呼
ん
で
い
な
い
こ
と
は
気
に
な
り
ま
す
が
、
問
題
は
な
い
で
し
ょ
う
。
井
上
先
生
の
五
通
推
定
図
に
、

わ
た
し
の
考
え
る
目
的
地
を
加
え
て
、

図
6
に
示
し
ま
す
(
五
門
駅
・
五
通
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
考
え
は
、

田
中
「
新
羅
の
交
通
体
系
に
対
す
る
予
備
的
考
察
」
『
朝
鮮
古
代
研
究
』
四
号
、
二

O
O三
年
で

述
べ
た
こ
と
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
)
。

以
上
の
よ
う
に
、
新
羅
に
は
、
五
通
と
呼
ば
れ
る
五
大
街
道
が
あ
り
、
そ
れ
は
都
の
京
都
駅
(
都
亭
駅
)
を
出
発
点
と
し
て
、
北
に
は
活
里
駅
を
は
さ
ん
で
で
す
が
、

五
つ
の
門
駅
か
ら
五
つ
の
方
向
に
大
き
な
駅
路
が
延
び
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
五
大
街
道
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
駅

路
、
さ
ら
に
は
駅
路
と
は
異
な
る
道
路
も
発
達
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
五
通
な
り
駅
路
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
道
路
に
沿
っ
て
、
宿
泊
施
設
も
あ
っ
た
と
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
寺
院
で
そ

の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
新
羅
人
は
唐
に
お
い
て
寺
院
が
そ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で

す
し
、
実
際
に
唐
に
お
い
て
造
っ
て
も
い
ま
す
。

唐
に
お
け
る
寺
院
の
宿
泊
機
能
に
関
連
し
て
、
最
初
に
取
り
上
げ
た
那
波
先
生
の
論
文
の
な
か
で
、
巡
礼
が
そ
う
し
た
機
能
と
関
わ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ

ま
す
。
も
と
も
と
江
原
道
の
嚢
陽
の
沙
林
寺
社
に
あ
っ
た
「
沙
林
寺
弘
覚
禅
師
碑
』
(
八
八
六
年
)
は
、
現
在
中
央
博
物
館
に
移
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

そ
の
中
に
禅
師
が

「
聖
跡
名
山
嶺
を
遁
這
と
し
周
く
巡
礼
」
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
ま
す
。
新
羅
人
も
ま
た
、
巡
礼
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
唐

の
場
合
で
も
、
円
仁
が
天
台
山
を
め
ざ
し
て
実
現
し
な
か
っ
た
り
、
五
台
山
へ
行
く
た
め
に
通
行
許
可
証
(
公
験
)
が
必
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
由
に
往
来
す
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
新
羅
の
場
合
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
困
難
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
新
羅
に
は
厳
格
な
身
分
制
が
あ
っ
て
、
都
の
人
間

と
地
方
の
人
間
は
大
き
く
差
別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
僧
侶
だ
げ
は
地
方
の
僧
侶
が
都
に
入
る
こ
と
も
で
き
る
、
そ
の
場
合
に
は
移
住
も
あ
り
ま
す
。
従
い
ま
し
て
、
だ
れ

で
も
自
由
に
巡
礼
が
で
き
た
と
は
思
え
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
移
動
す
る
こ
と
が
皆
無
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
条
件
の
な
か
で
、
宿
泊
機
能

を
も
っ
寺
院
が
有
用
で
あ
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

聞
慶
に
あ
る
鳳
巌
寺
は
通
常
、
参
観
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
が
、
そ
こ
に
あ
る
『
鳳
巌
寺
智
謹
大
師
塔
碑
銘
』
(
九
二
四
年
)
に
は
智
謹
大
師
が
「
太
侍
大
玉

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
六
七



高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
六
八

(
憲
康
王
)
」
の
招
き
を
受
け
て
王
都
慶
州
の
月
池
宮
に
行
く
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
そ
の
途
中
に
禅
院
寺
に
「
信
宿
」
し
た
と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
二
泊
し
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
の
ほ
か
も
う
ひ
と
つ
、
関
わ
り
が
あ
り
そ
う
な
例
と
し
て
あ
げ
れ
ば
、
『
三
国
遣
事
』
巻
二
・
万
波
息
笛
条
に
は
、

明
年
壬
午
(
六
八
二
)
五
月
朔
【
一
本
に
天
授
元
年
と
云
う
は
誤
り
な
り
】
海
官
波
弥
喰
(
治
)
朴
夙
清
奏
し
て
日
わ
く
、
「
東
海
中
に
小
山
有
り
、
浮
ぴ
て
来
た

り
感
思
寺
に
向
う
。
波
に
随
い
て
往
来
す
」
と
。
王
之
を
異
と
し
、
日
官
金
春
質
【
一
に
春
日
に
作
る
】
に
命
じ
之
を
占
わ
し
め
て
日
わ
く
、
「
聖
考
、
今
海
龍
と

盛
岡
り
、
三
韓
を
鎮
護
す
。
抑
も
又
た
金
公
庚
信
乃
ち
三
十
三
天
の
一
子
に
し
て
、
今
降
り
て
大
臣
と
鋳
る
。
二
聖
徳
を
同
じ
く
し
出
で
て
城
の
賓
を
守
ら
ん
と
欲
す
。

若
し
陛
下
海
辻
(
遁
)
に
行
幸
せ
ば
、
必
ず
無
償
の
大
賓
を
得
ん
」
と
。
王
喜
ん
で
其
の
月
の
七
日
を
以
て
、
駕
も
て
利
見
蔓
に
幸
じ
、
其
の
山
を
望
む
。
使
を
遣

わ
し
之
を
審
ら
に
せ
し
む
る
に
、
山
の
勢
亀
頭
の
知
く
、
上
に
一
竿
竹
有
り
、
壷
に
二
と
漏
り
、
夜
に
一
に
合
す
【
一
に
云
う
、
山
も
亦
た
董
夜
開
合
す
る
こ
と
竹

の
如
し
、
と
】
使
来
た
り
て
之
を
奏
す
。
王
感
恩
寺
に
御
し
て
宿
る
。
明
日
午
時
、
竹
合
し
て
一
と
爵
る
。
天
地
振
動
し
風
雨
晦
暗
た
る
こ
と
七
日
。
其
の
月
十
六

日
に
至
り
風
舞
れ
波
平
ら
か
な
り
。
玉
、
海
に
泥
ぴ
其
の
山
に
入
る
。
龍
有
り
、
黒
の
玉
帯
を
奉
じ
来
た
り
献
ず
。
迎
接
し
て
共
に
坐
せ
し
め
問
う
て
臼
わ
く
、

「
此
の
山
と
竹
、
或
い
は
判
じ
或
い
は
合
す
る
は
知
何
」
と
。
龍
田
わ
く
、
「
比
ぶ
る
に
、

一
手
も
て
之
を
拍
つ
に
聾
無
く
、
ニ
手
も
て
拍
た
ぱ
則
ち
聾
有
る
が
如
し
。

此
の
竹
の
物
爵
る
や
之
を
合
し
然
る
後
に
聾
有
り
。
聖
王
聾
を
以
て
天
下
を
理
む
る
の
瑞
な
り
。
玉
、
此
の
竹
を
取
り
て
笛
を
作
り
之
を
吹
か
ぱ
、
天
下
和
平
た
ら

ん
。
今
王
考
海
中
大
龍
と
爵
り
、
庚
信
復
た
天
神
と
鴬
れ
り
。
二
聖
心
を
同
じ
く
し
て
此
の
無
償
の
大
賓
を
出
だ
し
、
我
を
し
て
之
を
献
ぜ
し
む
。
」
と
。
玉
、
驚

喜
し
て
五
色
錦
彩
金
玉
を
以
て
之
に
酬
奏
す
。
勅
し
て
竹
を
研
ら
し
む
。
海
に
出
で
し
時
、
山
と
龍
忽
ち
隠
れ
て
現
わ
れ
ず
。
玉
、
感
恩
唱
に
宿
る
こ
と
十
七
日
。

林
寺
の
西
の
渓
遁
に
到
り
、
駕
を
留
め
て
宣
銅
明
。
太
子
理
恭
【
即
ち
孝
昭
大
王
な
り
】
闘
を
守
り
、
此
の
事
を
聞
き
馬
を
走
ら
せ
来
た
り
て
賀
す
。
徐
察
奏
し

て
日
わ
く
、
此
の
玉
帯
の
諸
案
、
皆
な
虞
龍
な
り
、
と
。
王
日
わ
く
、
汝
何
ぞ
之
を
知
れ
る
や
、
と
。
太
子
日
わ
く
、

一
案
を
摘
り
て
水
に
沈
め
て
之
を
示
せ
、
と
。

乃
ち
左
漣
の
第
二
案
を
摘
り
渓
に
沈
め
る
や
、
即
ち
龍
と
成
り
て
上
天
す
。
其
の
地
、
淵
を
成
す
。
因
り
て
龍
淵
と
競
す
。
駕
迂
(
還
)
り
、
其
の
竹
を
以
て
笛
を

作
り
、
月
城
の
天
尊
庫
に
識
す
。
此
の
笛
を
吹
け
ば
則
ち
兵
退
き
、
病
愈
ゆ
。
阜
に
雨
ふ
り
雨
に
は
晴
れ
、
風
定
ま
り
波
平
ら
か
な
り
。
高
波
息
笛
と
践
す
。
稽
え

て
園
の
賓
と
属
す
。
孝
昭
大
王
代
天
授
四
年
実
巳
(
六
九
三
)
に
至
り
失
穂
郎
生
淫
(
遺
)
せ
る
の
異
に
因
り
て
更
に
競
を
封
じ
て
高
高
波
波
息
笛
と
日
う
。

と
い
う
伝
承
的
な
内
容
を
伝
え
て
い
ま
す
。
先
に
東
海
通
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
、
王
(
神
文
王
)
が
、
そ
の
東
海
に
あ
る
感
恩
寺
で
一
七
日
間
泊
ま
り
、
途
中
に
現

在
も
あ
る
祇
林
寺
(
史
料
で
は
砥
林
寺
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
も
と
も
と
紙
林
寺
だ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
)
で
昼
食
を
と
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
主
に
よ



る
特
別
な
場
合
、
と
い
う
こ
と
も
一
言
え
ま
す
が
、
行
宮
と
し
て
で
は
な
く
、
寺
に
そ
の
よ
う
な
施
設
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

唐
に
渡
っ
て
学
ん
だ
僧
は
多
い
の
で
す
が
、
時
代
が
降
る
と
、
西
南
地
域
、
全
羅
道
地
方
で
す
が
、
そ
ち
ら
か
ら
往
復
す
る
ケ

l
ス
が
増
え
ま
す
。
す
ぐ
に
都
に
一
炭
る

と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

そ
の
よ
う
な
ル

1
ト
を
通
っ
て
都
に
戻
る
場
合
に
も
、

お
寺
に
宿
泊
し
な
が
ら
、
と
い
う
こ
と
が
想
像
で
き
ま
す
。

以
上
、
掲
げ
た
タ
イ
ト
ル
は
、
羊
頭
狗
肉
と
言
っ
て
よ
い
内
容
に
な
っ
て
し
ま
い
、
副
題
の
方
の
「
新
羅
の
交
通
体
系
」
を
中
心
に
お
話
し
た
こ
と
に
な
り
ま
し
た
ロ

そ
う
し
た
限
ら
れ
た
史
料
条
件
の
中
で
、
今
後
も
、
あ
っ
た
は
ず
だ
と
考
え
ら
れ
る
新
羅
の
寺
院
の
宿
泊
機
能
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ

で
は
こ
こ
ま
で
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
ロ
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

図
の
出
典
は
次
の
通
り
で
す
。

図

赤
山
法
華
院
(
山
東
省
文
登
市
)
現
状
全
景

田
中
撮
影

図
2 

『
奉
先
弘
慶
寺
碑
碕
」

田
中
撮
影

図
3 

弥
勅
里
寺
社
発
掘
平
面
図

張
俊
植
ほ
か
『
中
原
弥
勅
里
寺
社
総
合
整
備
基
本
計
画
』
(
忠
州
市
・
忠
清
大
学
校
博
物
館
、
二

O
一
一
年
)
挿
図
に
加

筆

図
4 

慶
州
旧
駅
マ
ウ
ル
の
位
置

大
正
五
年
陵
地
測
量
図
測
図
一
万
分
の
一
地
図
「
慶
州
」
に
加
筆

図
5 

『
仁
陽
寺
塔
金
堂
治
成
文
』
裏
面

田
中
撮
影

図
6 

井
上
秀
雄
説
「
五
通
」
に
加
筆

井
上
秀
雄
『
新
羅
史
基
礎
研
究
』
(
東
出
版
寧
楽
社
、

一
九
七
四
年
)
挿
図
に
加
筆

【
司
会
】

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
講
演
会
は
こ
れ
で
閉
じ
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
田
中
先
生
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
本
日
は
ご

参
集
い
た
だ
き
ま
し
て
み
な
さ
ま
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

以
上

高
麗
寺
院
の
宿
泊
機
能
と
新
羅

一
六
九


