
．
ハ
キ
ス
タ
ソ
の
主
都
イ
ス
ラ
マ
・
ハ
ー
ド
（
ラ
ワ
ル
ピ
ン
デ
ィ
）
か
ら
三
四
十
キ
ロ
の
所
に
仏
都
タ
キ
シ
ラ
が
あ
る
。
タ
キ
シ
ラ
と
い
う

町
は
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
イ
ン
ド
侵
入
以
来
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
栄
え
た
所
で
、
特
に
こ
の
町
の
中
心
に
ギ
リ
シ
ャ
人
の
町
シ
ル
ヵ
ッ

ブ
が
あ
っ
て
、
東
西
文
化
交
流
の
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
こ
の
町
は
東
西
文
化
の
鉗
珊
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
広
い
社

会
的
環
境
か
ら
、
よ
り
広
い
よ
り
普
遍
的
な
大
乗
仏
教
が
成
立
し
た
と
い
え
る
。
勿
も
小
乗
仏
教
が
最
初
に
栄
え
、
且
つ
大
乗
仏
教
が
出

て
か
ら
も
小
乗
仏
教
は
依
然
と
し
て
大
き
な
力
を
持
ち
続
け
る
の
で
あ
る
が
。

こ
の
シ
ル
カ
ッ
プ
を
中
心
に
約
一
、
五
キ
ロ
の
半
径
内
に
無
数
の
寺
が
作
ら
れ
た
。
そ
の
寺
々
は
塔
院
と
僧
院
と
が
、
小
乗
仏
教
の
律

に
則
っ
て
は
っ
き
り
分
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
寺
は
創
建
時
は
小
乗
に
属
し
て
い
た
こ
と
が
分
る
。

又
こ
れ
ら
の
寺
の
主
塔
や
奉
献
塔
、
は
た
又
僧
院
の
壁
に
は
無
数
の
仏
像
が
現
在
も
安
置
さ
れ
て
い
た
り
、
又
安
置
さ
れ
た
跡
が
あ
っ

て
、
か
っ
て
の
仏
教
の
隆
盛
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

パ
キ
ス
タ
ン
遺
跡
巡
礼

●

′、

マ
ラ
の
山
寺
に

「
末
法
」
の
意
識
を
思
う

高
橋
堯

昭

タキシラ 1

．.詔ﾙビﾝデｲ
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私
は
こ
の
遺
跡
の
塔
を
見
学
す
る
為
に
、
特
に
タ
キ
シ
ラ
博
物
館
の
好
意
に
よ
り
こ
の
遺
跡
の
発
掘
に
従
事
し
た
博
物
館
の
役
人
を
貸

り
て
来
た
。
普
通
の
ガ
イ
ド
で
は
と
う
て
い
行
け
な
い
か
ら
だ
。
彼
は
得
意
に
な
っ
て
先
頭
に
立
っ
て
行
く
。
道
な
ど
な
い
。
唯
畑
の
畦

道
の
よ
う
な
所
を
、
道
が
な
く
な
れ
ば
平
気
で
畑
の
中
を
行
く
。
こ
の
部
落
か
ら
直
線
に
し
て
六
・
七
キ
ロ
、
曲
り
く
ね
っ
て
い
る
か
ら

歩
く
距
離
は
ゆ
う
に
倍
は
あ
る
だ
ろ
う
。
丁
度
身
延
辺
の
富
士
川
位
の
川
巾
を
も
つ
ハ
ロ
川
の
岸
の
雌
の
上
を
行
く
。
も
う
こ
こ
へ
来
る

と
道
ら
し
い
道
は
な
い
。
唯
羊
や
ラ
ク
ダ
が
歩
い
て
踏
柔
か
た
め
た
ケ
モ
ノ
道
。
然
も
上
っ
た
り
下
っ
た
り
、
時
に
は
五
六
十
米
も
の
目

も
く
ら
む
よ
う
な
雌
の
上
を
、
立
木
の
枝
に
し
が
象
つ
き
な
が
ら
伝
い
行
く
。
ま
さ
に
決
死
行
。
私
は
カ
メ
ラ
を
ぶ
ら
さ
げ
て
行
く
だ
け

な
の
に
、
何
度
も
何
度
も
休
み
を
要
求
し
、
水
筒
の
水
を
ガ
ブ
飲
象
す
る
。
現
地
の
人
は
足
が
強
い
、
こ
の
役
人
の
よ
う
に
す
い
す
い
と

車
を
走
ら
せ
て
北
の
方
向
に
進
む
と
、
途
中
大
規
模
な
潅
澗
ダ
ム
を
作
っ
て
い
る
。
雨
の
少
な
い
こ
の
下
流
地
方
の
沙
漠
的
な
土
地
を

み
ど
り
の
沃
地
に
変
え
よ
う
と
す
る
為
の
大
工
事
。
や
が
て
何
年
か
後
、
こ
の
閏
俸
”
○
川
が
せ
き
と
め
ら
れ
、
今
か
ら
行
く
バ
マ
ラ
の

塔
の
下
ま
で
が
一
大
湖
水
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

途
中
と
あ
る
村
で
車
を
捨
て
る
。
カ
ス
。
〈
の
よ
う
な
回
教
圏
特
有
の
村
。
高
い
壁
に
か
こ
ま
れ
た
家
々
の
中
か
ら
あ
ど
け
な
い
子
供
達

が
と
び
出
し
て
来
る
。
こ
の
村
の
迷
路
の
よ
う
な
道
を
抜
け
て
行
く
。
村
の
中
を
巾
一
米
位
の
疎
水
が
流
れ
て
い
て
、
ま
わ
り
に
は
マ
ン

ゴ
ー
の
大
木
、
オ
レ
ン
ジ
や
麦
の
畑
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
こ
の
ま
ま
湖
底
に
沈
む
の
か
と
思
う
と
、
い
さ
さ
か
感
傷
的
に
な
る
。
こ
の
さ

さ
や
か
な
平
和
の
村
が
湖
底
に
沈
む
と
こ
こ
の
人
達
の
生
活
は
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
き
な
幸
福
の
為
に
は
犠
牲
は
仕
方
が
な

い
の
で
あ
ろ
う
か
。

に
こ
こ
を
尋
ね
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
町
の
中
心
か
ら
約
十
六
キ
ロ
の
所
に
、
こ
れ
ら
都
市
の
寺
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
山
寺
バ
マ
ラ
の
寺
が
あ
る
。
私
は
今
回
は
特

（”）



×
印
の
丘
の
上
が
寺

や
っ
と
の
こ
と
で
バ
マ
ラ
の
略
や
僧
院
の
跡
に
つ
く
。
こ
こ
は
三
方

川
に
か
こ
ま
れ
た
恰
も
城
の
よ
う
な
所
。
遠
く
川
下
の
方
が
一
望
に
の

ぞ
ま
れ
背
後
に
は
高
い
山
が
雌
々
と
聾
え
立
っ
て
い
る
。
こ
の
山
を
越

足
早
や
に
歩
か
れ
る
の
で
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
私
の
後
か
ら

は
何
日
か
一
緒
に
遺
跡
を
歩
い
た
運
転
手
が
フ
ー
フ
ー
い
う
私
を
か
ば

う
よ
う
に
つ
い
て
来
て
く
れ
る
。

や
が
て
川
が
左
へ
カ
ー
ブ
し
て
、
遥
か
彼
方
、
川
上
の
山
の
上
に
塔

ら
し
い
も
の
が
見
え
て
来
る
。
「
ま
だ
あ
ん
な
に
あ
る
の
か
、
こ
の
状

態
で
は
と
て
も
歩
け
な
い
。
い
っ
そ
の
こ
と
止
め
て
了
お
う
か
」
と
思

う
こ
と
再
三
。
で
も
こ
こ
ま
で
来
て
ギ
ブ
・
ア
ッ
プ
し
て
は
と
歯
を
く

い
し
ば
っ
て
頑
張
る
。
特
に
今
回
は
旅
に
病
ん
で
、
そ
の
病
象
上
り
だ

か
ら
よ
け
い
に
こ
た
え
る
。
時
た
ま
す
れ
違
う
現
地
人
、
い
か
つ
い
体

格
に
も
拘
ら
ず
、
ど
の
入
ど
の
人
も
「
サ
マ
ア
レ
イ
ク
ム
」
と
、
笑
顔

を
も
っ
て
親
し
ゑ
の
挨
拶
を
し
て
通
っ
て
行
く
。
き
っ
と
こ
ん
な
道
な

き
道
を
何
里
も
何
十
里
も
彼
方
か
ら
町
へ
交
易
に
行
く
か
ら
人
恋
し
い

の
だ
ろ
う
か
。

G
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え
れ
ば
カ
シ
ミ
ー
ル
に
通
ず
る
の

で
あ
る
。

寺
は
東
西
一
五
○
メ
ー
ト
ル
南

北
七
十
米
余
の
細
長
い
山
上
の
平

地
に
あ
る
。
中
央
に
中
心
塔
の
小

山
の
よ
う
な
か
た
ま
り
。
そ
の
ま

わ
り
に
奉
献
塔
や
チ
ｔ
ヘ
ル
（
祠

堂
）
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
り
、
塔
の

東
は
タ
キ
シ
ラ
等
で
見
ら
れ
る
僧

院
が
存
在
す
る
。
即
ち
各
辺
に
小

さ
な
部
屋
を
も
つ
矩
形
の
僧
院

が
。
叉
ス
ト
ゥ
ー
。
〈
の
西
に
も
他

の
遺
跡
が
あ
る
。
こ
れ
は
第
二
期

の
僧
院
に
属
し
て
い
た
所
だ
が
、

然
し
こ
の
所
の
テ
ラ
ス
（
広
場
）

は
洪
水
に
け
ず
ら
れ
て
細
り
、
今

は
唯
石
の
露
出
し
た
小
山
に
す
ぎ

…畦 缶

浄
~

b

亀、
，乳号

§

く
ず
れ
た
十
字
形
の
塔
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塔
の
側
壁
の
石
秋
が
年
代
が
下
る
毎
に
積
み
方
が

雑
に
な
っ
た
。
あ
と
の
写
真
と
対
比
さ
れ
た
し
．

主
塔
は
未
だ
約
十
米
の
高
さ
を
も
ち
約
二
十
米
四
方
だ
が
、
特
に
興

味
あ
る
の
は
こ
の
鰐
が
十
字
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
階

段
が
各
七
米
ほ
ど
塔
よ
り
は
り
出
し
、
然
も
四
方
か
ら
基
壇
の
上
に
の

ぼ
っ
て
い
て
丁
度
上
か
ら
見
る
と
四
方
に
つ
き
出
し
た
ジ
ャ
バ
ラ
の
よ

う
な
十
字
形
に
見
え
る
。
こ
の
階
段
の
入
口
両
側
に
小
さ
な
動
物
の
ス

ト
ゥ
ッ
コ
・
東
と
西
に
は
ラ
イ
オ
ン
、
北
と
南
に
は
象
が
ガ
ー
ド
マ
ン

よ
ろ
し
く
立
っ
て
い
る
。
こ
の
階
段
は
基
壇
の
上
ド
ラ
ム
の
ま
わ
り
を

焼
道
す
る
為
と
同
時
に
、
塔
の
威
厳
を
ま
そ
う
と
特
殊
な
形
が
考
え
ら

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
塔
の
中
心
部
の
石
積
み
は
四
、
五
世
紀
頃
こ
の
地
方
で
流
行
し

た
石
の
積
み
方
で
、
専
門
的
に
は
留
日
厨
、
巨
肖
目
尉
ｇ
ｑ
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
大
き
な
石
と
石
と
の
間
を
、
細
長
い
小
さ
な
石

と
ネ
ン
土
で
整
然
と
う
め
て
作
る
石
の
積
象
方
で
、
比
較
的
に
後
期
の

も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
然
も
石
の
素
質
が
や
わ
ら
か
い
リ
ム
ス
ト
ー
ン

な
い
。

㈹
主

塔

（”）



〔
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
カ
の
塔
）

Ａ
Ｄ
２
世
紀
造
塔
が
盛
ん
だ
っ
た
頃
の
積
み
方

を
使
っ
て
あ
る
の
で
容
易
に
彫
刻
が
ほ
ど
こ
さ
れ
得
た
。
だ
か
ら
塔
の

ま
わ
り
に
は
沢
山
の
パ
ネ
ル
が
作
ら
れ
、
こ
の
パ
ネ
ル
と
パ
ネ
ル
は
ギ

リ
シ
ャ
風
の
柱
で
し
き
ら
れ
て
い
た
。
然
し
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
風
の
柱
も

時
代
の
推
移
を
示
し
て
、
美
し
い
ギ
リ
シ
ャ
建
築
の
影
響
が
、
退
化
し

て
粗
末
な
不
格
好
な
コ
リ
ン
ト
式
に
変
っ
て
い
る
。
。
〈
ネ
ル
の
い
く
つ

か
は
と
れ
て
了
っ
て
い
る
が
、
少
し
は
、
禅
定
等
の
単
一
仏
や
三
尊
仏

の
グ
ル
ー
プ
、
或
は
浬
梁
像
の
シ
ー
ン
が
散
見
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

塔
の
埜
樅
の
上
に
は
円
形
の
ド
ラ
ム
が
あ
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、

こ
の
ド
ラ
ム
の
上
に
ド
ー
ム
そ
し
て
天
蓋
が
あ
っ
た
。
特
に
ド
ラ
ム
が

彫
刻
で
飾
ら
れ
た
こ
と
は
基
檀
の
最
上
段
の
土
や
灰
の
中
に
ス
ト
ゥ
ッ

コ
の
レ
リ
ー
フ
の
断
片
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
か
ら
分
る
。
だ
か
ら
こ
の

塔
は
基
檀
だ
け
で
は
な
く
、
円
形
の
ド
ラ
ム
に
ま
で
ぎ
っ
し
り
と
仏
像

が
は
め
こ
ま
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
否
メ
イ
ン
ス
ト
ゥ
ー
パ
だ
け

で
な
く
奉
献
塔
や
僧
院
に
も
無
数
の
仏
像
が
彫
ら
れ
て
い
た
。
然
し
現

在
は
ジ
ャ
ウ
リ
ァ
ン
Ｑ
目
冒
巳
や
モ
ラ
モ
ラ
ド
ウ
（
目
○
国
日
日
‐

且
巳
の
如
く
頭
を
と
ら
れ
た
仏
像
の
多
い
の
が
残
念
で
あ
る
。

残
念
と
い
え
ば
期
待
し
て
行
っ
た
浬
樂
像
が
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

（94）



メ
ィ
ン
ス
ト
ゥ
ー
。
〈
の
ま
わ
り
に
は
四
角
の
ベ
ー
ス
を
も
つ
十
九
の
小
ス
ト
ゥ
ー
パ
・
の
跡
が
あ
る
。
又
チ
ャ
ペ
ル
、
か
っ
て
仏
像
や
尊

像
を
祀
っ
た
で
あ
ろ
う
祠
堂
が
あ
る
。

る
。
マ
ー
シ
ャ
ル
は
報
告
書
に
南
の
階
段
の
東
側
に
「
寝
釈
迦
」
が
あ
り
、
仏
陀
の
後
に
四
人
の
弟
子
（
足
の
所
は
女
性
）
が
天
を
仰
い

で
泣
き
地
に
働
突
す
る
状
態
の
姿
が
あ
っ
た
と
記
し
て
い
た
が
、
私
は
あ
っ
ち
こ
つ
ち
注
意
し
て
探
し
た
が
、
く
ず
れ
た
塔
の
土
に
埋
っ

た
の
か
、
博
物
館
に
持
ち
去
ら
れ
た
の
か
遂
に
発
見
出
来
な
か
っ
た
。
も
し
な
く
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
マ
ー
シ
ャ
ル
の
発
掘
以
来
ほ

ん
の
三
・
四
十
年
に
こ
れ
ら
が
消
滅
し
て
了
っ
た
と
は
ま
さ
に
諸
行
無
常
。

マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
レ
リ
ッ
ク
チ
ャ
ン
バ
ー
即
ち
仏
舎
利
等
を
安
置
し
た
所
は
低
い
基
礎
に
で
は
な
く
ド
ー
ム
の
上
の
高
い
所
に
作

ら
れ
た
ら
し
い
が
、
例
に
よ
っ
て
例
の
如
く
宝
探
し
に
ド
ー
ム
の
中
心
は
深
く
堀
ら
れ
て
了
っ
て
何
も
な
か
っ
た
と
い
う
。

叉
こ
の
塔
か
ら
出
土
し
た
コ
イ
ン
は
地
表
か
ら
三
～
四
米
の
地
点
か
ら
発
見
さ
れ
て
い
る
か
ら
ス
ト
ゥ
ー
・
〈
の
建
設
当
時
埋
め
ら
れ
て

い
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
そ
の
『
｜
イ
ン
の
表
面
は
輪
郭
が
は
っ
き
り
し
な
い
頭
部
と
裏
面
に
は
火
の
祭
壇
と
思
わ
れ
る
サ
サ
ン
ス
タ
イ
ル
の

も
の
で
あ
り
他
は
表
面
が
粗
末
な
人
間
の
姿
と
裏
に
点
の
つ
い
た
四
角
が
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
疑
い
も
な
く
四
世
紀
後
期
か
ら
五
世

紀
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
建
設
の
時
代
が
推
定
さ
れ
る
。

こ
の
小
ス
ト
ゥ
ー
。
〈
も
四
・
五
世
紀
の
石
積
ゑ
の
特
徴
や
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
と
は
っ
き
り
さ
せ
る
も
の
に
は
、
そ
の

一
二
の
小
塔
の
中
か
ら
シ
ャ
ー
プ
ル
（
９
号
日
）
二
世
（
Ａ
Ｄ
三
○
九
～
三
○
七
九
）
の
コ
イ
ン
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
の
基
礎
は
四
角
で
、
作
り
も
構
造
も
素
材
も
ほ
ぼ
メ
イ
ン
ス
ト
ゥ
ー
。
〈
と
同
じ
だ
か
ら
、
主
塔
と
余
り
時
間
の
差
も
な

(ﾛ）

奉
献
塔
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奉献塔の位置図

一■■‐◆

池Lp

i 1｡E
無
数
の
小
塔
や
詞
堂
が
小
塔
の
ま
わ
り
に

興健EM“Lp

騨

墓
く
作
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

マ
ー
シ
ャ
ル
の
「
タ
キ
シ
ラ
」
に
よ
る
と
、
小
ス
ト
ゥ
ー
。
〈
Ａ
の
５
か

ら
小
さ
な
土
器
作
り
の
壷
が
出
土
し
た
。
中
に
は
貝
と
黒
の
ア
ゲ
イ
ト
の

ビ
ー
ズ
。
紅
玉
髄
の
指
輪
。
サ
ン
ゴ
の
か
け
ら
と
共
に
ぐ
鈩
宛
崖
国
罰
諺
ｚ

諺
ｌ
↑
（
Ａ
Ｄ
三
八
八
’
九
九
）
の
銅
貨
が
入
っ
て
い
た
。
こ
の
コ
イ
ン

は
表
面
は
右
に
王
の
胸
像
、
彼
の
王
冠
は
背
後
に
羽
根
を
も
っ
た
三
日
月

や
球
（
天
体
）
で
か
ざ
ら
れ
て
い
る
。
裏
面
は
火
の
祭
壇
、
左
右
に
槍
を

も
っ
た
従
者
が
彫
ら
れ
て
い
る
。

又
小
ス
ト
ゥ
ー
。
〈
躯
か
ら
は
七
片
の
骨
、
三
つ
の
ビ
ー
ズ
、
青
い
ガ
ラ

ス
、
ア
ゲ
イ
ト
、
サ
ン
ゴ
、
又
三
つ
の
真
珠
を
も
つ
金
の
耳
か
ざ
り
、
又

一
六
○
ヶ
の
銅
貨
を
入
れ
た
こ
わ
れ
た
ジ
ャ
ー
が
発
見
さ
れ
た
。
従
っ
て

前
述
の
出
土
の
コ
イ
ン
か
ら
こ
の
小
塔
も
メ
イ
ン
ス
ト
ゥ
ー
・
〈
の
建
設
か

ら
そ
う
時
間
が
た
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
る
。

こ
こ
で
非
常
に
特
徴
的
な
の
は
こ
の
の
弓
ご
勺
鈩
’
○
○
口
宛
弓
が
テ
ラ
コ

ッ
タ
の
タ
イ
ル
で
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
タ
イ
ル
の

ス
ト
ゥ
ー
パ
・
コ
ー
ト
（
塔
の
ま
わ
り
の
広
場
）

１や
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大
き
さ
は
三
十
セ
ン
チ
×
二
十
セ
ン
チ
、
厚
さ
五
セ
ン
チ
の
目
冨
画

プ
ラ
ス
タ
ー
で
上
塗
り
さ
れ
て
い
た
。
又
メ
イ
ン
ス
ト
ゥ
ー
パ
の
西
の

階
段
前
で
は
輪
法
の
形
が
作
ら
れ
て
い
た
。

特
に
興
味
あ
る
こ
と
は
祠
堂
Ｂ
の
５
の
前
に
は
、
い
ろ
い
ろ
の
模
様

の
美
し
い
タ
イ
ル
が
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
或
は
蓮
華

模
様
、
卍
模
様
、
同
心
円
あ
り
、
。
ハ
イ
パ
ル
の
葉
の
四
葉
飾
り
あ
り
、

又
十
字
、
螺
旋
形
の
二
重
方
等
等
、
い
ろ
い
ろ
の
模
様
が
美
し
い
。
そ

の
技
巧
か
ら
ゑ
て
当
時
の
文
化
の
高
さ
に
今
更
の
よ
う
に
驚
か
さ
れ
る
。

僧
院
は
塔
の
東
に
あ
り
塔
の
地
盤
よ
り
二
米
低
く
、
九
段
の
階
段
で

導
か
れ
て
い
る
。
他
の
僧
院
の
如
く
内
側
に
ぐ
る
り
と
小
部
屋
を
も
つ

矩
形
で
、
東
側
に
小
部
屋
の
列
を
も
ち
、
西
に
集
会
所
・
台
所
．
そ
し

て
休
憩
室
を
も
つ
。
そ
こ
に
は
二
つ
の
注
目
さ
る
べ
き
特
徴
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
東
側
の
ゞ
ヘ
ラ
ン
ダ
が
普
通
よ
り
異
常
に
広
い
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
こ
の
広
い
の
は
こ
の
東
側
の
両
コ
ー
ナ
ー
に
（
九
十
八
頁
○
印
）

特
別
の
小
部
屋
が
二
重
に
作
ら
れ
て
い
た
位
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は

㈲
モ
ナ
ス
ト
リ
ー
（
僧
院
）

今
は
こ
わ
れ
た
モ
ナ
ス
ト
リ
ー

“

→

§
心、 舜

舜

今

女 司

畠官、

｡‐ で

鑿
＊ ヰ
ー

キ毎笥
－hー－－｡

戸
＆
〃

●

一
魂
ぜ
も

鞠
聞
蛾
齢
、
蜜

幾2

冬

鰯
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他
の
モ
ナ
ス
ト
リ
ー
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ

の
例
外
的
な
特
徴
は
二
階
に
登
る
階
段
が
キ
ッ
チ
ン
，
（
台
所
）

に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

普
通
は
僧
院
の
一
部
屋
が
階
段
と
な
っ
て
い
る
が
。
然
し
私
は

こ
の
二
階
に
住
む
僧
が
僧
院
の
広
場
か
ら
キ
ッ
チ
ン
を
通
ら
ね
ば

な
ら
な
い
か
ら
、
非
常
に
不
便
で
あ
っ
た
ろ
う
と
余
計
な
こ
と
を

心
配
し
た
り
し
た
。

こ
の
僧
院
の
作
り
は
塔
と
同
じ
く
後
期
の
の
①
乱
用
匡
閏
目
‐

８
２
画
ｑ
だ
か
ら
同
時
期
と
見
て
い
い
。
こ
れ
は
塔
が
先
か
、
僧
院

が
先
か
の
問
題
に
つ
な
が
る
重
大
問
題
な
の
で
あ
る
。

内
部
は
ク
レ
イ
の
プ
ラ
ス
タ
ー
で
ぬ
ら
れ
て
い
た
。
内
仏
を
祀

っ
た
で
あ
ろ
う
朧
に
ほ
ら
れ
た
小
磁
は
未
だ
残
っ
て
い
る
。
然
し

窓
は
安
全
の
為
に
必
ず
高
く
屋
根
に
近
い
方
に
作
っ
て
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
後
述
の
こ
と
と
考
え
合
せ
て
考
え
る
必
要
が

あ
ろ
う
。

最
も
私
の
興
味
を
も
つ
の
は
北
壁
の
中
央
の
外
側
に
巨
大
な
副

柱
（
支
え
柱
）
が
あ
る
。
（
上
図
×
参
証
）
こ
れ
は
壁
を
補
強
す

（98）



各
部
屋
の
内
仏
を
祀
っ
た
額

一
》

る
だ
け
で
な
く
、
多
分
警
備
の
塔
の
基
礎
で
あ
ろ
う
。
（
ダ
ル
マ
ラ
ー

ジ
ヵ
Ｇ
僧
院
の
北
壁
に
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
あ
る
）
然
も
そ
の
副
柱
は

は
僧
院
の
主
樅
造
と
同
じ
作
り
を
な
し
て
い
る
か
ら
、
主
櫛
造
と
同
じ

か
、
余
り
時
間
的
に
へ
だ
た
っ
て
い
な
い
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
だ
か
ら
私
は
建
設
当
初
か
そ
れ
に
間
近
い
時
か
ら
、
こ
の
寺

の
防
衛
と
い
う
非
常
手
段
が
、
配
慮
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
。
逆
に
叉
当
時
の
状
況
が
こ
れ
か
ら
し
の
ば
れ
る
と
思
う
。

更
に
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
れ
ば
モ
ナ
ス
ト
リ
ー
の
広
場
や
小
部
屋
に
焼

け
た
ネ
ン
土
や
多
く
の
燃
え
か
す
が
出
土
し
、
特
に
粘
土
が
陶
器
化
し

て
い
る
こ
と
か
ら
相
当
の
火
で
焼
か
れ
た
こ
と
が
分
る
と
い
っ
て
い

る
。
然
し
間
題
な
の
は
、
焼
け
た
釉
土
の
堆
積
は
小
部
屋
で
は
屋
根
の

も
の
と
分
る
が
、
屋
根
の
な
い
僧
院
の
広
場
に
三
乃
至
四
セ
ン
チ
の
焼

け
た
土
が
あ
る
の
は
ど
う
い
う
訳
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
こ
の
モ
ナ
ス

ト
リ
ー
の
広
場
が
使
わ
れ
て
い
る
時
、
石
を
ひ
き
つ
め
た
の
で
は
夏
熱

の
照
り
返
し
で
暑
く
、
冬
は
非
常
な
つ
め
た
さ
を
防
ぐ
た
め
に
土
を
盛

っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
る
。
こ
の
上
で
相
当
の
火
力
の
火
を
燃
し
た

為
表
面
が
陶
器
化
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
こ
れ
は
小
部
屋
で
は
柱
や
床

（”）



や
屋
根
に
十
分
の
木
材
が
使
わ
れ
て
い
た
か
ら
焼
け
て
も
不
自
然
で
は
な
い
が
天
井
の
な
い
こ
の
広
場
。
こ
れ
は
他
か
ら
材
木
を
集
め
て

燃
さ
な
け
れ
ば
土
が
焼
け
る
位
に
な
る
わ
け
は
な
い
。
即
ち
自
然
の
火
災
で
は
な
く
、
意
識
的
に
焼
い
た
こ
と
が
分
る
。

又
何
も
燃
え
る
も
の
が
な
い
ス
ト
ゥ
ー
。
〈
の
ま
わ
り
に
於
て
も
状
況
は
同
じ
で
あ
る
。
特
に
石
ダ
タ
ミ
が
い
た
ん
で
い
る
程
の
跡
は
、

白
フ
ン
が
木
材
を
僧
院
や
ま
わ
り
の
建
物
か
ら
と
っ
て
来
て
大
量
に
祇
み
上
げ
て
焼
い
た
こ
と
が
分
り
、
こ
の
寺
の
消
滅
の
さ
ま
が
読
承

と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

後
朝
イ
ン
ド
サ
サ
ン
時
付
の
も
の
等
々

ク
シ
ャ
ン
後
期
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
出
土
し
て
い
る
か
ら
こ
の
寺
の
創
建
は
新
し
い
こ
と
が
分
る
。
然
し
特
に
重
要
な
の
は

側
銀
貨
が
白
フ
ン
時
代
の
も
の
が
二
十
一
ヶ
出
土
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
は
草
書
体
の
ギ
リ
シ
ャ
文
字
で
王
の
名
が
書
い
て
あ
る
が
、
大
分
品
質
が
お
ち
退
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ギ
リ
シ
ャ
文
化

隆
盛
時
代
か
ら
大
分
時
代
が
下
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
し
、
又
統
治
者
の
名
前
が
グ
プ
タ
ブ
ラ
ミ
ー
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
ブ
ラ

ー
ミ
ー
系
統
の
文
字
や
言
葉
は
北
西
イ
ン
ド
で
は
白
フ
ン
が
建
設
さ
れ
る
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
こ
の
貨
幣
ひ
い
て

し
て
い
る
。

さ
て
こ
こ
か
ら
出
土
し
た
コ
イ
ン
を
考
え
て
見
る
に
仙
金
貨
一
ヶ
後
期
ク
シ
ャ
ン
の
王
子
国
少
〔
曽
鈩
”
シ
ｚ
Ｐ
の
時
代
の
も
の
が
出
土

側
銅
貨
に
ヴ
ァ
ス
デ
ー
バ
時
代
の
も
の
五
ヶ

後
期
ク
シ
ャ
ン
の
も
の

㈱
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又
図
像
学
か
ら
見
て
こ
れ
ら
の
コ
イ
ン
は
く
鈩
宛
少
国
”
シ
ｚ
五
世
の
如
き
一
見
早
期
サ
サ
ン
発
行
の
も
の
に
似
て
い
る
が
非
常
に
独
自

性
を
も
っ
た
も
の
で
、
表
而
の
頭
は
高
い
円
鈍
形
で
後
頭
部
が
平
ら
で
、
傑
出
し
た
高
い
鼻
等
の
白
フ
ン
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
か
ら
白

フ
ン
の
舞
造
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
ヘ
Ａ
Ｄ
五
二
○
年
頃
行
っ
た
法
顕
は
そ
の
法
顕
伝
に
「
白
フ
ン
が
二
世
紀
の
間
こ
の

国
を
支
配
し
て
い
た
」
・
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
コ
イ
ン
は
五
世
紀
の
後
期
に
作
ら
れ
た
も
の
と
マ
ー
シ
ャ
ル
は
考
え
て
い
る
。

然
も
白
フ
ン
の
コ
イ
ン
が
こ
の
寺
か
ら
出
土
し
た
こ
と
は
白
フ
ン
が
来
て
す
ぐ
こ
わ
さ
れ
た
の
で
な
く
、
相
当
期
間
こ
わ
さ
れ
な
か
っ

た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
即
ち
白
フ
ン
の
コ
イ
ン
が
造
ら
れ
る
の
は
そ
の
政
権
が
確
立
し
た
こ
と
を
示
し
、
又
こ
れ
が
寺
に
奉
納
さ
れ

た
の
は
、
奉
納
の
さ
れ
た
時
点
で
は
白
フ
ン
の
統
治
下
に
こ
の
寺
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ー
シ
ャ
ル

は
こ
れ
ら
コ
イ
ン
を
五
世
紀
の
後
年
ま
で
の
も
の
と
し
て
、
タ
キ
シ
ラ
の
破
壊
は
五
世
紀
の
肢
後
の
１
／
４
年
代
と
推
定
し
て
い
る
か
ら

当
然
白
フ
ン
の
時
代
で
あ
り
、
ゞ
ハ
マ
ラ
の
破
壊
は
こ
の
最
後
の
事
件
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
寺
が
前
述
の
如
く
自
然
的
破
壊
で
な

く
人
為
的
な
凄
惨
な
こ
わ
し
方
か
ら
見
て
、
迩
華
而
経
な
ど
に
残
さ
れ
た
ミ
ヒ
ラ
グ
ラ
の
破
仏
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。

◇

こ
れ
ら
か
ら
考
え
合
せ
て
見
る
と
、
こ
の
霧
ハ
マ
ラ
の
僧
院
や
ス
ト
ゥ
ー
・
〈
群
は
そ
の
石
秋
み
か
ら
見
て
ほ
と
ん
ど
同
時
か
余
り
時
間
の

へ
だ
た
り
の
な
い
頃
建
設
さ
れ
、
百
年
を
こ
え
な
い
は
か
な
い
短
い
生
命
を
も
っ
て
、
五
世
紀
の
後
半
の
最
後
の
最
後
ま
で
残
っ
た
が
遂

に
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

町
の
塔
や
僧
院
が
片
端
か
ら
消
さ
れ
て
行
く
こ
の
き
び
し
い
現
状
か
ら
逃
れ
、
少
し
で
も
仏
法
を
生
き
永
ら
え
さ
せ
後
世
に
伝
え
よ
う

と
し
て
こ
の
山
奥
に
た
て
こ
も
っ
た
。

こ
の
寺
の
上
限
が
分
る
。

(IOI)



然
も
こ
の
よ
う
に
人
里
は
な
れ
た
山
奥
に
寺
を
建
て
た
こ
と
は
仏
教

の
形
態
の
変
化
を
意
味
す
る
。
即
ち
初
期
の
仏
教
で
は
毎
日
の
食
は
托

鉢
し
て
食
を
求
め
る
の
が
常
道
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
山
奥
に
寺
を
建
て

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
白
フ
ン
と
い
う
非
常
事
態
は
と
に
か
く
、
或
る

ス
ポ
ン
サ
ー
に
よ
っ
て
寺
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
方
向
に
そ
の
形
態
に

変
化
が
来
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
も
こ
の
四
五
世
紀
は

転
換
期
と
も
言
え
よ
う
。

然
も
こ
の
よ
う
に
町
か
ら
Ⅱ
キ
ロ
も
は
な
れ
た
山
城
の
よ
う
な
険
し

い
、
然
も
外
敵
来
ら
ぱ
一
見
し
て
見
付
け
ら
れ
る
三
方
川
に
か
こ
ま
れ

た
岡
の
上
に
、
叉
僧
院
の
中
に
も
前
述
の
如
く
僧
院
の
小
部
屋
の
高
い

窓
や
物
見
の
塔
の
跡
に
、
常
に
外
敵
を
意
識
し
、
万
一
敵
近
づ
か
ば
後

方
の
山
を
こ
え
、
カ
シ
ミ
ー
ル
方
面
へ
逃
る
よ
う
に
と
。
ま
さ
に
現
在

の
想
像
を
絶
す
る
き
び
し
い
社
会
的
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ

る
。
然
も
再
三
述
べ
た
如
く
地
の
利
か
ら
般
後
の
最
後
ま
で
残
っ
た
。

そ
れ
は
前
述
の
こ
の
白
フ
ン
の
コ
イ
ン
の
出
土
か
ら
白
フ
ン
時
代
相
当

の
間
ま
で
生
き
の
び
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

然
し
一
方
こ
の
最
後
ま
で
残
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
幸
か
不
幸
か
。

か
っ
て
盛
ん
で
あ
っ
た
造
塔
も
今
は
↓
法
滅
の
実
感

蕊鰯
鍛
騨
鐸
聯
聯
鶴

蕊

弓

ま

癖
一 》
》

癖
鋼

:議

鰯苧亀錘"零蕊

蕊畷嘩
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連
日
、
今
日
つ
ぶ
さ
れ
る
か
、
明
日
攻
撃
さ
れ
る
か
の
危
機
観
は
、
相
当
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
然
も
町
の
ダ
ル
マ
ラ
ー
ジ
ヵ
、
ジ
ャ

ウ
リ
ァ
ン
、
モ
ラ
モ
ラ
ド
ウ
の
美
し
い
寺
く
さ
し
て
広
く
な
い
こ
の
町
全
体
が
美
し
い
仏
像
を
も
つ
仏
塔
や
僧
院
で
み
ち
み
ち
て
い
た

こ
の
タ
キ
シ
ラ
が
、
そ
し
て
又
遠
く
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
町
が
又
寺
が
一
つ
一
つ
と
壊
滅
せ
ら
れ
て
行
く
。
寺
は
焼
か
れ
、
僧
は
殺
さ
れ
、
信

徒
は
追
放
さ
れ
る
。
こ
の
き
び
し
い
現
実
。
こ
の
さ
ま
を
最
後
ま
で
見
き
き
し
て
自
ら
の
終
末
を
じ
っ
と
ま
つ
こ
の
バ
マ
ラ
の
僧
院
を
思

う
と
き
、
こ
の
住
人
の
心
境
は
如
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
さ
に
「
法
滅
の
意
識
」
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
前
仏
教

が
盛
ん
で
あ
れ
ば
あ
る
程
そ
の
崩
壊
の
悲
哀
は
切
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。
大
集
経
の
い
う
「
末
法
」
来
る
と
い
う
意
識
は
こ
ん
な
所
か
ら
起

っ
て
行
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
思
想
と
し
て
の
形
成
は
と
も
か
く
、
実
感
と
し
て
の
末
法
意
識
の
基
雌
は
、
私
は
こ
の
バ
マ
ラ

の
塔
の
お
か
れ
た
そ
の
状
況
と
ぴ
っ
た
り
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

否
ガ
ン
ダ
ー
ラ
、
タ
キ
シ
ラ
が
皆
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
か
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
故
に
私
は
「
末
法
意
識
」

の
醸
成
の
基
盤
を
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
見
た
い
の
で
あ
る
。
（
そ
の
外
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
通
商
の
衰
滅
と
い
う
数
々
の
問
題
も
遠
因
と
し

と
に
か
く
、
人
間
が
常
に
自
ら
を
省
ゑ
て
、
前
の
世
を
善
と
し
て
今
日
を
悪
と
す
る
人
川
の
〃
永
遠
末
法
性
″
が
こ
ん
な
悲
惨
な
環
境

に
目
ざ
め
て
「
末
法
」
の
意
識
を
自
覚
し
、
そ
し
て
そ
の
表
現
た
る
末
法
相
応
の
経
典
が
編
纂
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
と
思
う
。

て
あ
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
）

私
は
今
こ
の
・
ハ
マ
ラ
の
塔
に
立
っ
て
大
乗
教
典
の
も
つ
宗
教
性
、
実
存
性
の
根
元
を
こ
こ
に
見
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

（
一
九
七
四
、
一
○
、
一
五
日
）
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