
非
常
に
広
範
な
テ
ー
マ
な
も
の
で
す
か
ら
、
少
し
は
し
ょ
っ
て
、
お
話
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
釈
迦
様
が
亡
く
な
ら
れ
た
時
に
、
い
わ
ゆ
る
「
塔
」
を
造
る
習
慣
は
無
か
っ
た
わ
け
で
す
。
わ
ず
か
に
「
土
饅
頭
」
を
作
っ
て
中
に

葬
っ
た
。
然
も
塔
は
在
家
の
人
が
、
そ
れ
を
供
養
し
た
わ
け
で
す
。
「
阿
難
よ
、
汝
は
舎
利
供
養
に
奉
仕
し
て
は
な
ら
な
い
。
最
高
善
の

為
に
供
養
せ
よ
。
信
心
厚
き
刹
帝
利
の
賢
者
、
婆
羅
門
の
賢
者
居
士
あ
り
て
舎
利
を
供
養
す
る
で
あ
ろ
う
」
（
大
般
浬
藥
経
）
と
い
う
こ

と
で
す
ね
、
塔
供
養
は
坊
さ
ん
の
仕
事
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
僧
は
悟
り
を
目
指
し
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
「
僧
中
に
仏
あ
り
」
即
ち
僧

院
に
仏
が
い
る
か
ら
、
「
別
に
塔
を
建
っ
て
供
養
す
る
必
要
が
な
い
」
と
い
う
の
が
仏
教
の
原
則
だ
っ
た
。
そ
の
例
と
し
て
、
ヴ
ァ
イ
シ

ャ
リ
ー
の
有
名
な
遊
女
が
自
分
の
マ
ン
ゴ
ウ
園
を
、
お
釈
迦
様
に
供
養
し
よ
う
と
し
た
。
そ
し
た
ら
お
釈
迦
様
が
「
私
は
僧
中
に
い
る
か

ら
、
私
に
特
別
に
供
養
す
る
必
要
は
な
い
、
僧
院
に
供
養
し
な
さ
い
」
（
化
地
部
所
伝
五
分
律
第
二
十
大
二
二
’
一
三
六
上
）
。
こ
う
い
っ

た
こ
と
が
大
原
則
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
お
釈
迦
様
が
亡
き
後
、
坊
さ
ん
は
最
高
善
、
悟
り
の
為
に
努
力
し
て
、
塔
供
養
と
い
う
の
は
在

家
の
人
達
の
仕
事
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
、
何
時
し
か
変
わ
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
人
情
の
常
と
し
て
、
過
ぎ
去
っ
て
行
く
も
の
は
、
段
々

平
成
十
一
年
一
月
十
八
日
最
終
講
義
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美
化
さ
れ
て
く
る
ん
で
す
。
亡
く
な
っ
た
人
が
、
時
が
た
つ
に
従
っ
て
い
い

を
み
ま
す
と
、
借
金
に
追
い
立
て
ら
れ
僧
院
に
逃
げ
込
み
坊
さ
ん
に
な
っ
た

り
、
人
を
殺
し
て
僧
院
に
逃
げ
込
ん
だ
と
い
う
例
ま
で
出
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
凡
人
が
坊
さ
ん
に
な
っ
て
く
る
と
、
悟
ろ

う
と
し
て
も
悟
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
お
釈
迦
様
に
向
か
っ
て
「
悟
ら
さ
せ
て
下
さ
い
」
と
い
う
祈
り
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
在

家
の
人
達
は
現
世
も
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
来
世
も
又
幸
せ
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
と
い
う
、
所
謂
有
へ
の
祈
り
を
し
た
。
在
家
の
そ

最
終
講
義
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4 ジヤマールガリ

れ
に
対
し
て
坊
さ
ん
達
は
、
悟
り
に
早
く
入
れ
ま
す
よ
う
に
と
い
う
祈
り
が

出
て
き
た
。
即
ち
「
無
」
へ
の
祈
り
で
あ
っ
た
。
か
く
て
仏
塔
は
、
ど
ん
ど

ん
大
き
く
立
派
に
な
っ
て
行
っ
た
。
仏
が
超
越
者
・
救
済
者
に
な
っ
て
行
っ

た
か
ら
で
す
。
そ
れ
だ
け
で
な
い
、
こ
の
写
真
２
の
如
く
、
僧
院
の
中
に
仏

塔
が
入
っ
て
き
た
ん
で
す
。
然
し
、
こ
れ
が
不
思
議
な
事
に
紀
元
後
二
世
紀

ま
で
で
、
三
世
紀
以
後
は
こ
れ
ら
は
み
ん
な
と
つ
ば
ら
れ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

こ
れ
が
不
思
議
な
ん
で
す
ね
。
要
す
る
に
本
来
は
別
の
も
の
だ
っ
た
塔
が
僧

院
の
中
に
入
っ
て
来
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
い
。
そ
の
僧
院
の
中
へ
入
っ
て
た

塔
は
、
や
が
て
又
僧
院
の
外
に
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
僧
院
の
中
か
ら

塔
が
と
び
出
し
た
の
は
、
あ
ま
り
に
も
仏
塔
信
仰
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
を

表
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
但
し
、
最
初
の
う
ち
は
、
カ
ラ
ワ
ン
（
写
真
３
）

と
い
う
遺
跡
の
如
く
、
高
い
所
に
僧
院
が
あ
り
ま
す
と
塔
は
一
段
低
い
所
に

出
来
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
信
者
が
町
か
ら
お
参
り
に
来
る
の
で
。
僧
院
の
僧

の
生
活
を
さ
ま
た
げ
な
い
よ
う
に
、
一
段
と
下
に
塔
は
出
来
て
い
る
ん
で
す
。

こ
れ
ら
は
紀
元
二
世
紀
。
こ
れ
が
三
世
紀
乃
至
後
半
に
な
る
と
僧
院
と
塔
の

位
置
は
逆
転
し
て
来
る
ん
で
す
。
写
真
４
の
如
く
下
に
僧
院
が
あ
っ
て
塔
が

上
に
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
即
ち
仏
塔
崇
拝
が
、
全
盛
期
を
む
か
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え
る
と
、
僧
院
と
仏
塔
の
位
置
が
逆
転
し
て
来
ま
し
た
。
僧
院
か
ら
仏
塔

へ
と
人
々
の
信
仰
の
関
心
が
移
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
う

い
う
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
て
、
こ
れ
か
ら
話
す
こ
と
を
聞
い
て
頂
き
た
い

と
思
う
わ
け
で
す
。

さ
て
、
今
度
は
、
写
真
５
を
見
て
頂
き
た
い
。

こ
れ
は
ラ
ル
マ
と
い
っ
て
、
京
都
大
学
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ジ
ェ
ラ

ラ
バ
ー
ド
と
い
う
、
内
戦
の
一
番
ひ
ど
い
戦
い
の
あ
っ
た
町
、
嘗
て
私
の

尋
ね
た
時
に
は
仏
教
の
隆
盛
を
し
の
ば
せ
る
遺
跡
や
仏
塔
が
林
立
し
て
い

た
。
そ
の
仏
教
遺
跡
が
全
部
壊
さ
れ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
町
の
郊
外

の
ラ
ル
マ
と
い
う
遺
跡
の
レ
イ
ア
ウ
ト
で
す
。

だ
い
た
い
砂
漠
で
は
、
イ
ン
ド
も
そ
う
で
す
が
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か

ら
イ
ス
ラ
エ
ル
ま
で
沙
漠
で
、
生
活
し
や
す
い
の
は
洞
窟
な
ん
で
す
。
だ

か
ら
、
キ
リ
ス
ト
も
洞
窟
の
馬
屋
で
生
ま
れ
た
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
大

陸
や
砂
漠
で
す
と
寒
暖
の
差
が
ひ
ど
い
で
し
ょ
う
。
物
凄
く
暑
い
時
で

も
、
洞
窟
の
中
は
ひ
ん
や
り
し
て
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
今
度
は
冬
の
寒
い

時
に
は
、
中
で
昼
間
の
う
ち
に
焚
き
火
を
す
る
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
夜

ま
で
に
煙
が
お
さ
ま
り
、
中
が
ポ
カ
ポ
カ
し
て
暖
か
く
非
常
に
快
適
な
ん

最
終
講
義
（
高
橋
）
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話
は
ラ
ル
マ
に
帰
り
ま
す
が
、
山
の
斜
面
の
崖
に
掘
ら
れ
た
石
窟
の
最
寄
り
の
所
に
塔
を
建
て
て
、
近
く
に
住
む
石
窟
の
僧
達
は
こ
の

塔
を
拝
み
、
或
は
他
の
山
の
斜
面
の
石
窟
の
僧
達
は
別
の
塔
を
拝
み
、
も
と
も
と
は
主
塔
を
拝
ん
で
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
だ
ん
だ
ん

最
寄
り
の
所
へ
、
塔
を
建
て
て
拝
む
よ
う
に
な
っ
て
行
っ
た
。
夫
々
の
窟
院
の
上
に
作
ら
れ
た
小
さ
な
塔
の
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
注
目
さ
れ
る
の
で
す
。
だ
い
た
い
こ
れ
ら
は
、
四
世
紀
か
ら
五
世
紀
ぐ
ら
い
に
か
け
て
で
す
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
そ
の
頃
分
派
が

行
わ
れ
て
い
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
、
こ
の
ラ
ル
マ
と
い
う
遺
跡
な
ん
で
す
。

と
い
う
の
は
、
。
■

い
た
わ
け
で
す
。

で
す
。
ま
さ
に
「
生
活
の
知
恵
」
と
い
う
も
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
イ
ス
ラ
エ
ル
ま
で
は
、
住
居
は
簡
単
な
崖
の
横

穴
・
洞
窟
な
ん
で
す
。
こ
の
ラ
ル
マ
で
も
、
坊
さ
ん
達
は
山
の
斜
面
の
崖
に
横
穴
を
掘
っ
て
、
そ
こ
で
生
活
し
た
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、

そ
こ
の
大
塔
を
中
心
に
礼
拝
し
て
い
ま
し
た
。
大
塔
は
町
の
方
か
ら
来
る
参
道
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
頃
に
は
仏
塔
信
仰
と
い
う
の

は
盛
ん
に
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。
特
に
こ
の
ラ
ル
マ
で
気
が
付
く
と
こ
ろ
は
、
こ
う
い
う
山
の
裾
々
に
僧
院
が
出
来
る
と
し
ま
す
と
、
段
々

中
央
の
大
塔
の
ほ
か
に
夫
々
最
寄
り
に
ス
ト
ゥ
ー
パ
が
出
来
て
来
る
ん
で
す
。
そ
の
証
拠
と
し
て
各
僧
院
群
の
上
に
塔
ら
し
い
痕
跡
が
残
っ

て
い
る
ん
で
す
。
ス
ト
ゥ
ー
パ
と
い
う
と
、
イ
ン
ド
の
は
基
壇
が
丸
く
低
い
ん
で
す
。
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
は
何
段
に
も
重
な
っ
て
背
が
高
く

な
る
ん
で
す
。
然
も
基
壇
は
四
角
な
ん
で
す
。
法
華
経
の
塔
は
高
さ
と
底
辺
と
の
差
が
二
対
一
で
す
ね
。
こ
う
い
う
背
の
高
い
塔
は
パ
キ

ス
タ
ン
の
タ
キ
シ
ラ
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
か
け
て
の
塔
で
あ
っ
て
、
イ
ン
ド
に
は
サ
ン
チ
ー
の
如
き
背
の
低
い
塔
し
か
な
い
の
で
す
。

お
釈
迦
様
が
亡
く
な
っ
た
頃
の
は
土
饅
頭
形
式
の
が
イ
ン
ド
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ま
す
と
、
法
華
経
の
塔
の
モ
デ
ル
は
イ
ン

ド
で
は
な
く
ガ
ン
ダ
ー
ラ
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
に
か
け
て
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
即
ち
背
の
高
い
塔
・
高
さ
と
底
辺
と
が
二
対
一
の
塔

と
い
う
の
は
、
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
か
け
て
な
ん
で
す
。
イ
ン
ド
で
は
な
い
ん
で
す
。
ま
あ
、
こ
う
い
う
の
を
求
め
歩

最
終
講
義
（
高
橋
）

(妬）



E. er

最
終
講
義
（
高
橋
）

6 バサーワル窟院群

そ
し
て
次
は
、
写
真
６
の
バ
サ
ー
ワ
ル
の
遺
跡
。
こ
れ
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ジ
エ
ラ
ラ

バ
ー
ド
と
い
う
町
の
手
前
の
対
岸
に
あ
る
ん
で
す
。
国
道
を
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
ジ
エ
ラ
ラ
バ
ー

ド
へ
向
か
っ
て
走
っ
て
行
き
ま
す
と
、
ガ
ブ
ー
ル
川
の
対
岸
に
山
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
腹
に

無
数
の
石
窟
が
掘
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
山
に
は
い
く
つ
か
の
谷
が
あ
っ
て
、
為
に
自
然
に
い

く
つ
か
の
石
窟
の
群
が
出
来
て
い
る
。
六
つ
か
七
つ
に
分
か
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
も
そ
も

こ
こ
へ
行
く
の
は
大
変
だ
っ
た
ん
で
す
。
ド
ラ
ム
缶
を
六
つ
並
べ
て
、
そ
の
上
に
ポ
プ
ラ
の

木
を
並
べ
て
作
っ
た
即
製
の
イ
カ
ダ
で
渡
る
ん
で
す
。
急
流
な
の
で
、
斜
め
に
流
さ
れ
な
が

ら
渡
る
ん
で
す
。
然
し
帰
り
が
大
変
で
し
た
、
一
向
に
こ
っ
ち
岸
に
着
か
な
い
ん
で
す
。
こ

の
ま
ま
行
っ
た
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
パ
キ
ス
タ
ン
の
国
境
を
越
え
ち
ゃ
う
じ
や
な
い
で
す

か
。
そ
し
た
ら
国
境
警
備
隊
に
鑿
た
れ
ち
ま
う
と
思
っ
て
、
あ
の
時
は
本
当
に
御
題
目
を
唱

え
ま
し
た
よ
。
真
剣
に
。
そ
う
い
う
思
い
出
深
い
の
が
こ
の
バ
サ
ー
ワ
ル
と
い
う
遺
跡
な
ん

で
す
。
こ
こ
の
洞
窟
の
中
に
は
三
つ
の
タ
イ
プ
の
窟
が
あ
り
ま
す
、
即
ち
Ａ
は
柱
が
恰
も
ス

ト
ゥ
ー
パ
の
よ
う
に
堀
残
し
て
あ
る
ん
で
す
。
人
々
は
ク
ル
ク
ル
ク
ル
ク
ル
、
そ
の
周
り
を

ま
わ
る
。
饒
道
と
言
い
ま
す
ね
、
お
経
を
読
み
な
が
ら
廻
っ
て
い
く
、
恰
も
塔
の
周
り
を
廻

る
如
く
。
こ
の
柱
の
あ
る
窟
を
方
柱
窟
と
い
う
ん
で
す
。
そ
れ
に
加
え
て
Ｂ
は
、
こ
う
い
う

柱
は
な
く
て
壁
に
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
か
な
ん
か
が
沢
山
に
掘
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
僧
も
信

者
も
教
理
を
学
習
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
尊
像
窟
、
い
わ
ゆ
る
学
習
す
る
部
屋
で
す
。
そ
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し
て
も
う
一
つ
の
Ｃ
は
僧
の
住
居
。

こ
の
三
つ
の
機
能
を
も
つ
洞
窟
が
、

揃
っ
て
ワ
ン
セ
ッ
ト
に
な
り
ま
す
。

そ
の
群
が
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｇ
と
い
う
よ

う
な
グ
ル
ー
プ
で
残
っ
て
い
ま
す

（
Ｆ
は
崩
壊
し
て
い
て
分
か
ら
な
い
）
。

そ
う
す
る
と
、
四
世
紀
か
ら
、
五
世

紀
に
な
っ
て
く
る
と
、
こ
こ
も
、
教

団
が
本
格
的
に
分
化
し
て
い
っ
た
じ
ゃ

な
い
か
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
こ
の
バ

サ
ー
ワ
ル
で
京
大
の
発
掘
隊
の
方
に

「
何
か
こ
の
分
派
に
つ
い
て
の
資
料

が
出
土
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
」
と

き
く
と
、
「
藤
田
先
生
と
い
う
清
水

の
出
身
の
人
、
（
後
年
、
東
京
の
博

物
館
の
副
館
長
を
や
っ
た
方
）
そ
の

人
が
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
メ
ハ
サ
ン
ダ
で

最
終
講
義
（
高
橘
）
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発
掘
し
て
い
る
か
ら
。
高
橋
さ
ん
知
り
合
い
だ
か
ら
行
っ
て
聞
い
て
み
た
ら
ど
う
だ
。
」
と
言
わ
れ
た
。
喜
び
勇
ん
で
ガ
ン
ダ
ー
ラ
ま
で

戻
っ
て
来
て
、
そ
し
て
訪
ね
た
の
が
、
本
日
の
メ
イ
ン
の
テ
ー
マ
の
写
真
７
の
メ
ハ
サ
ン
ダ
な
ん
で
す
。

こ
こ
は
、
布
施
大
師
と
い
わ
れ
た
情
け
深
い
王
子
が
、
隣
国
が
日
照
り
で
困
っ
て
い
る
の
を
見
か
ね
て
、
雨
を
降
ら
す
国
の
宝
の
象
を

無
断
で
貸
し
ち
ゃ
っ
た
。
そ
れ
で
向
こ
う
は
雨
が
降
っ
た
け
れ
ど
、
自
分
の
と
こ
ろ
は
雨
が
降
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
為
に
大

臣
達
に
国
を
追
わ
れ
て
、
こ
の
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
洞
窟
に
住
ん
だ
と
い
う
有
名
な
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
物
語
の
山
な
ん
で
す
。
然
も
こ
の
山
で
も

布
施
大
師
は
、
目
の
悪
い
人
に
出
遇
っ
た
ら
奥
さ
ん
を
手
助
け
に
貸
し
て
し
ま
う
し
、
年
寄
り
で
困
っ
て
い
る
人
の
手
助
け
に
と
二
人
の

子
供
ま
で
貸
し
与
え
て
し
ま
う
。
要
す
る
に
仏
教
の
布
施
の
権
化
と
い
う
か
、
布
施
の
シ
ン
ボ
ル
を
示
す
遺
跡
で
す
。
こ
の
太
子
の
か
つ

て
住
ん
で
い
た
所
だ
と
い
う
の
が
、
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
避
跡
な
ん
で
す
。
こ
れ
を
、
ち
ょ
う
ど
京
都
大
学
で
発
掘
し
て
い
た
ん
で
す
。
そ
の

話
を
バ
サ
ー
ワ
ル
で
聞
い
て
私
は
追
っ
か
け
て
来
た
ん
で
す
。
藤
田
先
生
は
、
「
高
橋
君
良
い
と
こ
ろ
に
来
た
よ
。
今
回
面
白
い
こ
と
が

発
見
さ
れ
た
よ
。
高
橋
君
来
て
見
ろ
。
」
と
言
わ
れ
、
つ
い
て
行
っ
た
と
こ
ろ
が
こ
こ
の
絵
図
な
ん
で
す
。
と
に
か
く
中
央
に
大
塔
が
あ
っ

て
、
山
の
斜
面
を
利
用
し
て
、
段
々
畑
の
よ
う
に
僧
院
が
ず
っ
と
上
か
ら
下
へ
七
・
八
戸
作
ら
れ
て
い
る
。
参
道
は
下
か
ら
谷
を
通
っ
て
、

こ
の
塔
へ
通
じ
て
い
る
ん
で
す
。
谷
の
参
道
を
は
さ
ん
で
向
っ
て
左
の
屋
根
に
も
五
、
六
ヶ
の
僧
院
が
あ
る
。
こ
こ
の
人
達
は
、
主
塔
に

近
い
主
僧
院
の
隅
の
食
堂
と
思
わ
れ
る
所
で
揃
っ
て
食
事
を
し
て
い
た
ら
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
か
ら
茶
碗
だ
と
か
ス
プ
ー
ン
だ
と
か

お
皿
だ
と
か
と
い
う
も
の
が
、
わ
ん
さ
と
出
て
来
る
ん
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
か
ら
は
一
つ
も
出
て
来
な
い
。
そ
こ
だ
け
し

か
、
箸
、
食
器
が
出
て
来
な
い
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
辺
の
僧
達
は
、
こ
の
メ
イ
ン
塔
を
拝
み
な
が
ら
、
こ
こ
ん
所
で
一
緒
に
、

身
延
山
の
食
堂
の
よ
う
に
み
ん
な
で
食
事
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
問
題
は
、
こ
れ
ら
か
ら
少
し
は
な
れ
た
尾
根
の
上
に
あ
る
僧
院
で
す
、

絵
図
に
×
が
付
け
て
あ
る
僧
院
。
こ
れ
は
だ
い
た
い
二
、
三
人
か
ら
五
人
は
無
理
か
な
？
小
さ
な
僧
院
な
ん
で
す
。
そ
こ
か
ら
は
ど
う
し
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た
こ
と
か
、
食
器
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
翌
が
出
て
来
る
ん
で
す
。
整
っ
て
い
う
の
は
イ
ン
ド
へ
行
か
れ
た
方
は
わ
か
る
で
す
け
ど
、
水
瓶

の
底
を
抜
き
、
こ
れ
を
台
の
上
に
の
っ
け
て
、
下
で
炭
や
火
を
た
く
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
内
側
の
壁
が
焼
け
る
で
し
ょ
う
。
こ
こ
へ

う
ど
ん
粉
を
練
っ
て
「
ぺ
っ
」
と
貼
り
つ
け
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
両
面
か
ら
火
が
通
る
。
こ
れ
が
ナ
ン
。
イ
ン
ド
の
パ
ン
で
す
ね
。

こ
れ
を
焼
く
喪
ま
で
、
出
て
来
る
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
大
塔
を
拝
み
な
が
ら
、
例
え
ば
、
身
延
山
の
本
堂
に
お
参
り
に
来
る

仲
間
で
あ
り
な
が
ら
、
谷
越
え
に
居
る
連
中
は
、
食
事
を
一
緒
に
し
て
な
い
ん
で
す
。
距
離
に
し
て
、
谷
が
あ
る
け
れ
ど
直
線
に
す
る
と

一
○
○
メ
ー
ト
ル
か
ら
、
一
二
○
メ
ー
ト
ル
。
こ
こ
か
ら
だ
と
直
線
で
端
場
坊
さ
ん
く
ら
い
か
な
。
そ
の
く
ら
い
の
所
に
居
な
が
ら
、
食

事
を
一
緒
に
し
て
い
な
い
。
食
事
を
一
緒
に
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
グ
ル
ー
プ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
小
乗
仏

教
と
大
乗
仏
教
で
は
食
べ
物
が
違
う
ん
で
す
よ
。
即
ち
本
来
は
大
乗
仏
教
は
全
く
生
臭
は
食
べ
な
い
と
い
う
の
が
原
則
で
す
。
然
し
小
乗

仏
教
は
出
さ
れ
た
物
は
、
そ
の
中
に
肉
が
あ
ろ
う
と
魚
が
あ
ろ
う
と
も
、
あ
り
が
と
う
と
言
っ
て
食
べ
ら
れ
る
。
自
分
の
為
に
殺
し
た
も

の
で
な
い
限
り
、
自
分
の
為
に
殺
す
の
を
目
撃
し
た
も
の
、
否
そ
の
話
を
き
か
な
い
限
り
食
べ
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
見
地
か
ら
す
る
と
、

メ
ハ
サ
ン
ダ
の
主
僧
院
は
、
碑
銘
か
ら
経
量
部
と
い
う
小
乗
仏
教
の
一
派
の
僧
院
な
ん
で
す
か
ら
食
事
を
共
に
し
な
い
グ
ル
ー
プ
は
小
乗

じ
ゃ
な
い
グ
ル
ー
プ
と
い
う
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
わ
け
な
ん
で
す
。

私
は
長
年
、
大
乗
仏
典
の
中
に
あ
る
種
々
の
迫
害
の
表
現
や
即
ち
「
じ
っ
と
我
慢
せ
よ
」
「
忍
耐
せ
よ
」
と
か
の
異
常
な
強
調
を
考
え

て
来
た
の
で
メ
ハ
サ
ン
ダ
と
い
う
山
の
境
内
の
一
部
、
所
謂
廟
を
か
り
て
自
ら
の
僧
院
を
作
っ
た
「
食
事
を
共
に
し
な
い
グ
ル
ー
プ
」
の

存
在
を
知
り
長
年
の
疑
問
が
「
目
か
ら
鱗
の
落
ち
る
思
い
」
が
し
た
。
あ
ん
な
感
激
の
日
は
な
か
っ
た
で
す
ね
。
生
涯
で
忘
れ
ら
れ
な
い

遺
跡
の
一
日
で
も
あ
っ
た
ん
で
す
。
更
に
は
長
年
疑
問
に
思
っ
て
い
た
経
典
の
文
章
を
考
え
る
上
で
も
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
ん
で
す
。
即

ち
「
一
切
の
二
乗
の
儀
式
を
行
ず
る
と
現
じ
て
、
内
々
に
は
諸
々
の
菩
薩
の
行
を
捨
て
ず
」
と
。
（
首
拐
厳
三
昧
経
（
大
一
五
‐
上
ハ
三
二
）
、
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又
、
大
乗
仏
典
宝
積
経
郁
迦
長
者
経
（
二
七
八
頁
、
筑
摩
書
房
）
に
は
「
彼
は
僧
院
に
入
っ
た
ら
、
誰
が
多
く
を
学
ん
だ
比
丘
か
、
だ
れ

が
よ
く
法
を
説
く
比
丘
か
、
だ
れ
が
よ
く
戒
律
を
保
つ
比
丘
か
、
誰
が
戒
律
の
要
綱
を
保
持
す
る
比
丘
か
、
だ
れ
が
菩
薩
を
保
持
す
る

比
丘
か
、
だ
れ
が
三
昧
に
い
そ
し
む
比
丘
か
、
だ
れ
が
菩
薩
乗
の
比
丘
か
」
（
傍
線
筆
者
）
と
小
乗
僧
院
の
中
に
こ
っ
そ
り
大
乗
に
心
を

よ
せ
る
者
が
出
て
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
又
、
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
よ
う
に
境
内
に
住
む
も
の
も
同
様
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
も
そ
も
ガ
ン
ダ
ー
ラ
の
寺
々
の
ほ
と
ん
ど
は
、
み
ん
な
小
乗
仏
教
の
寺
だ
っ
た
ん
で
す
。
何
故
な
ら
、
「
有
部
に
受
納
さ

れ
た
」
と
か
、
「
経
量
部
に
受
納
さ
れ
た
」
と
か
、
み
ん
な
宛
名
が
つ
い
た
碑
名
が
出
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
中
で
「
大
乗
仏
教
の

寺
」
へ
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
ん
で
す
。
私
は
四
十
回
ガ
ン
ダ
ー
ラ
を
歩
き
碑
銘
を
調
べ
続
け
て
来
ま
し
た
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
大
乗

ら
し
い
寺
は
無
い
ん
で
す
。
そ
れ
で
、
元
東
大
教
授
の
平
川
彰
先
生
に
そ
の
話
を
し
た
ら
、
「
何
々
に
受
納
さ
れ
た
と
い
う
、
宛
名
の
な

い
の
が
、
あ
る
い
は
大
乗
の
始
ま
り
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
な
、
大
乗
は
無
を
志
向
す
る
か
ら
所
有
者
を
書
か
な
い
か
ら
」
と
、
平
川
博
士
が

お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
宛
名
の
な
い
の
が
大
乗
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
け
ど
、
と
に
か
く
、
ち
ょ
っ
と
し
た
立
派
な
寺
は
全
部
小

乗
仏
教
の
寺
で
す
。
そ
の
小
乗
仏
教
の
お
寺
の
中
で
、
「
表
面
は
小
乗
の
行
を
行
ず
る
よ
う
に
見
せ
て
も
、
内
々
に
は
大
乗
に
心
を
寄
せ

て
い
る
人
が
い
る
」
と
い
う
前
述
の
お
経
本
が
あ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
僧
も
こ
の
メ
ハ
サ
ン
ダ
に
居
た
に
違
い
な
い
と
思
う
ん

で
す
。
恰
も
身
延
の
山
の
中
で
修
行
し
な
が
ら
、
即
ち
表
面
的
に
は
身
延
山
で
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
真
面
目
に
や
っ
て
い
る
よ
う
に
見
せ

て
も
、
内
々
に
は
ア
ミ
ダ
さ
ん
を
信
じ
て
い
る
如
く
。
こ
れ
は
一
つ
の
例
え
で
す
が
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
こ
の
経
文
の
文
字
は
言
っ
て

い
る
と
思
う
ん
で
す
。
こ
の
郁
迦
長
者
経
と
い
う
経
文
に
は
、
「
僧
院
に
入
っ
た
ら
、
よ
く
戒
律
を
保
つ
比
丘
か
、
あ
る
い
は
菩
薩
を
保

持
す
る
比
丘
か
、
あ
る
い
は
菩
薩
乗
の
比
丘
か
、
よ
く
み
く
ら
べ
ろ
」
と
い
っ
て
ま
す
か
ら
ね
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
小

乗
仏
教
の
お
寺
の
境
内
に
居
な
が
ら
、
大
乗
に
心
を
寄
せ
て
い
る
人
が
も
う
出
は
じ
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
食
事
を
共
に
し
な
い
グ
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時
間
が
な
い
の
で
急
ぎ
ま
す
が
、
今
、
袈
裟
を
掛
け
て
い
る
人
達
は
、
坊
さ
ん
に
な
る
人
だ
ろ
う
が
、
こ
う
い
う
人
達
、
法
華
経
を
読

ん
で
、
勧
持
品
を
読
み
、
ど
う
思
う
。
あ
の
中
で
は
切
実
な
文
章
が
充
ち
満
ち
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
法
華
経
だ
け
で
な
く
、
宝
積

経
に
し
て
も
、
或
い
は
八
千
頌
般
若
経
に
し
て
も
で
す
ね
、
切
実
な
文
章
が
沢
山
あ
る
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
こ
の
経
は
「
心
の
知
れ
た
、

気
心
の
わ
か
っ
た
人
に
、
こ
っ
そ
り
と
説
け
よ
」
と
か
い
う
言
葉
が
充
ち
満
ち
て
い
る
。
或
い
は
「
じ
っ
と
我
慢
し
よ
う
よ
」
と
か
。
で

す
か
ら
私
は
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
地
図
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
こ
れ
ら
が
、
も
し
大
乗
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
こ
う

い
う
身
延
山
の
中
に
居
る
ん
だ
っ
た
ら
身
延
山
の
規
則
に
従
っ
て
、
「
じ
っ
と
我
慢
し
よ
う
よ
。
」
と
。
心
は
内
々
に
大
乗
に
心
を
寄
せ
て

阿
仏
国
経
徳
号
法
経
（
大
二
’
七
六
三
下
’
七
六
四
上
）
に
「
出
家
の
菩
薩
が
こ
の
経
を
求
め
て
白
家
の
家
に
居
て
も
過
失
は
な
い
。

又
こ
の
経
巻
を
受
持
調
調
す
る
菩
薩
が
い
る
と
聞
け
ば
遠
方
で
あ
っ
て
も
出
て
行
っ
て
、
こ
の
経
巻
を
供
養
し
或
い
は
許
可
を
得
て
書
写

す
べ
き
で
あ
る
」
（
傍
線
筆
者
）
と
あ
る
か
ら
、
大
乗
の
は
し
り
の
拠
点
と
い
う
の
は
お
寺
で
は
な
く
て
、
い
わ
ゆ
る
在
家
の
家
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
い
う
在
家
の
教
え
を
僧
院
の
僧
の
中
で
、
、
「
表
面
は
小
乗
の
戒
律
を
守
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も

内
心
で
は
大
乗
に
心
を
寄
せ
る
」
僧
が
出
て
き
て
、
段
々
大
乗
の
方
に
傾
い
て
行
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
山
に
坐
り
な

が
ら
、
「
食
事
を
共
に
し
な
い
僧
院
と
主
僧
院
の
僧
、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
経
典
」
と
を
考
え
あ
わ
せ
て
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
来
た
わ

が
ら
、
「

け
で
す
。

ル
ー
プ
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
と
考
え
る
わ
け
で
す
。
即
ち
こ
の
食
事
を
共
に
し
な
い
僧
達
は
あ
る
い
は
大
乗
に
心
を
寄

せ
て
い
る
人
じ
ゃ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
違
う
部
派
の
人
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
と
に
か
く
こ
こ
の
主
僧
院
の
僧
達
と
意
見
を
異

に
す
る
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
遺
跡
か
ら
わ
か
る
わ
け
で
す
。

そ
も
そ
の
大
乗
の
は
し
り
の
人
々
は
ど
こ
を
擦
点
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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い
る
け
れ
ど
も
、
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
本
院
の
人
達
を
刺
激
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
よ
。
じ
っ
と
我
慢
し
よ
う
よ
。
」
と
の
態
度
を
と
る
筈
だ

と
思
う
。
即
ち
「
彼
等
は
激
し
く
欠
点
を
い
い
つ
の
る
こ
と
も
な
い
。
更
に
他
の
声
聞
に
属
す
る
比
丘
た
ち
の
名
を
あ
げ
て
非
難
す
る
こ

と
も
な
く
、
誉
め
だ
て
す
る
こ
と
も
な
く
、
彼
等
に
敵
対
心
を
い
だ
く
こ
と
も
な
い
」
（
大
乗
仏
典
法
華
経
下
六
九
頁
）
「
こ
の
経
典
を
愚

か
な
人
の
前
で
は
、
け
っ
し
て
説
い
て
は
な
ら
な
い
」
（
岩
波
文
庫
法
華
経
上
一
二
七
頁
）
「
誰
か
に
悪
口
を
言
っ
て
は
な
ら
な
い
。
異
な
っ

た
見
解
を
述
べ
て
は
な
ら
な
い
」
（
全
二
六
五
頁
）
「
こ
の
経
典
を
秘
か
に
か
く
れ
て
で
も
、
あ
る
い
は
誰
か
一
人
の
人
の
為
に
説
き
明
か

す
な
ら
．
・
・
・
：
」
（
全
一
四
七
頁
）
以
上
の
よ
う
な
切
実
な
文
章
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
う
立
場
を
表
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の

か
な
と
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
僧
院
分
布
図
が
暗
示
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
や
が
て
、
新
興
教
団
が
力
を
得
て
来
て
、
自
信
を
持
っ
て
来
る

と
攻
撃
に
出
る
。
こ
れ
が
あ
ま
り
高
飛
車
で
、
「
小
乗
な
ん
て
悟
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
。
大
乗
じ
ゃ
な
き
や
だ
め
だ
よ
」
な
ん
て
こ
と

に
な
る
。
即
ち
「
良
家
の
子
等
よ
・
あ
な
た
方
は
こ
の
上
も
な
い
正
し
い
菩
提
か
ら
遠
く
は
な
れ
、
あ
な
た
方
は
、
そ
れ
（
菩
提
）
に
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
か
の
如
来
の
知
を
さ
と
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
（
大
乗
仏
典
法
華
経
七
二
頁
）
「
人
里
は
な
れ
た
所
に
居
を
占
め

て
、
在
家
と
も
出
家
と
も
交
ら
ず
、
こ
と
ば
少
な
く
、
談
合
す
る
こ
と
も
多
く
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
沙
門
の
こ
の
よ
う
な
行
住
坐
臥
は

供
養
者
を
あ
ざ
む
く
口
先
だ
け
の
欺
臘
の
産
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
心
を
清
め
る
た
め
で
も
な
く
、
静
け
さ
や
寂
け
さ
を
得
る
た
め
の
も

る
」
と
常
に
在
家
者
に
説
く
が
、
彼
自
身
の
心
は
少
し
く
も
自
制
さ
れ
て
い
な
い
」
（
迦
葉
品
一
七
四
頁
）
「
知
恵
劣
る
も
の
た
ち
は
、
森

林
で
の
生
活
（
阿
練
若
）
を
守
り
、
ぼ
ろ
を
つ
ず
っ
た
衣
（
納
衣
）
を
ま
と
っ
た
だ
け
で
、
「
我
々
は
耐
え
の
生
活
を
し
て
い
る
」
と
言

う
で
し
ょ
う
」
（
岩
波
文
庫
法
華
経
中
勧
持
品
二
三
六
頁
）
と
高
飛
車
に
小
乗
を
攻
撃
す
る
経
典
の
文
章
が
出
て
来
る
ん
で
す
。
こ
う
な

は
な
は
だ
し
く
、
『
け
っ
し
て
愛
欲
に
ふ
け
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
お
ん
身
等
を
畜
生
や
餓
鬼
や
地
獄
の
境
涯
に
お
と
す
も
の
で
あ

の
で
な
く
、
修
練
の
た
め
の
も
の
で
も
な
い
」
（
大
乗
仏
典
宝
積
経
迦
葉
品
九
○
頁
）
「
出
家
し
て
い
な
が
ら
、
彼
等
が
欲
求
す
る
こ
と
は

最
終
講
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（
高
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士
及
び
余
の
比
丘
衆
に
向
か
っ
て
誹
誇
し
て
我
が
悪
を
説
い
て
、
是
邪
見
の
人
外
道
の
論
議
を
説
く
」
と
か
「
ヤ
ク
シ
ヤ
の
形
相
を
し
た

多
く
の
比
丘
た
ち
が
私
ど
も
を
罵
倒
し
よ
う
」
「
眉
を
ひ
そ
め
ら
れ
た
り
、
く
り
返
し
、
何
度
も
（
座
席
）
を
割
り
当
て
ら
れ
な
か
っ
た

り
、
精
舎
か
ら
追
い
出
さ
れ
た
り
、
種
々
の
悪
口
雑
言
を
あ
び
せ
ら
れ
・
・
・
．
．
」
（
大
乗
仏
典
法
華
経
二
’
六
○
頁
）
と
か
の
即
ち

と
に
か
く
、
法
華
経
と
か
八
千
頌
般
若
経
に
し
て
も
大
乗
は
、
仏
塔
信
仰
が
隆
盛
に
な
っ
て
、
一
世
を
風
廃
し
て
い
る
中
で
起
っ
て
来

た
わ
け
で
す
。
山
と
い
う
山
を
お
お
う
が
如
き
華
麗
豪
荘
な
仏
塔
が
林
立
す
る
中
で
新
興
の
教
団
た
る
大
乗
の
は
し
り
の
グ
ル
ー
プ
は
、

そ
う
い
う
も
の
は
持
っ
て
い
な
い
。
山
の
上
に
は
仏
塔
が
並
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、
自
分
達
は
白
衣
の
小
さ
な
在
家
の
中
で
、
ひ
っ
そ
り

と
修
行
し
て
い
る
。
だ
か
ら
負
け
惜
し
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
執
勧
に
既
成
教
団
を
攻
盤
す
る
。
「
在
家
の
無
知
の
衆
生
に
善
根

を
植
え
さ
し
め
ん
が
為
に
舎
利
を
供
養
せ
ん
こ
と
を
説
け
る
に
、
か
の
も
ろ
も
ろ
の
痴
人
、
我
が
意
を
解
せ
ず
、
唯
こ
の
業
を
な
す
の
み
」

（
宝
積
経
大
二
’
五
○
七
中
）
と
宝
積
経
が
こ
う
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
要
す
る
に
「
ひ
と
つ
の
方
便
と
し
て
塔
を
供
養
し
ろ
と
、

私
（
お
釈
迦
様
）
は
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
ら
は
そ
れ
し
か
行
っ
て
い
な
い
で
、
本
来
の
こ
と
を
し
て
い
な
い
。
あ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
」

と
い
う
立
場
を
、
経
典
は
表
し
て
い
る
。
商
人
富
豪
は
も
の
す
ご
い
僧
院
を
布
施
し
て
い
る
。
そ
の
そ
び
え
立
つ
大
塔
を
前
に
し
て
、
庶

民
達
は
塔
供
養
し
た
く
た
っ
て
、
寄
附
出
来
ま
せ
ん
。
と
て
も
そ
ん
な
真
似
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
在
家
の
人
達
は
ど
う
し
た

勧
持
品
の
有
名
な
「
数
々
見
摘
出
。
遠
離
塔
寺
」
の
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
も
至
極
当
然
の
話
で
あ
る
。
他
派
の
山
の
中
（
僧
院
の
中
）
に

住
ん
で
居
る
ん
で
す
も
の
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
点
で
宝
積
経
だ
と
か
法
華
経
だ
と
か
、
八
千
頌
般
若
経
に
あ
る
切
実
な
文
章
は
、
こ
う

い
う
よ
う
に
他
人
の
廟
を
借
り
て
段
々
大
き
く
な
っ
て
行
く
大
乗
の
発
展
の
プ
ロ
セ
ス
を
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
遺
跡
で
感
ず
る
わ
け
で
す
。

（
傍
線
筆
者
）

と
に
か
く
、

た
わ
け
で
す
。

る
と
、
小
乗
側
だ
っ
て
だ
ま
っ
て
は
い
な
い
。
か
く
て
「
常
に
大
衆
の
中
に
あ
っ
て
、
我
等
を
穀
ら
ん
と
欲
す
る
が
故
に
国
王
婆
羅
門
居
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か
と
い
う
と
、
「
冗
談
じ
ゃ
な
い
よ
、
塔
の
所
に
仏
様
が
居
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
。
「
こ
の
知
恵
の
完
成
が
世
間
に
流
布
し
て
い
る

限
り
、
如
来
は
（
そ
こ
に
）
存
在
す
る
と
知
り
』
（
八
千
頌
般
若
経
第
三
章
）
即
ち
こ
の
知
恵
の
完
成
は
般
若
波
羅
蜜
多
、
即
ち
お
釈
迦

様
の
教
え
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
仏
が
居
ら
れ
る
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
塔
の
所
に
仏
が
居
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
法
の
あ
る
所
に
仏
が
居
ら
れ

る
ん
だ
」
よ
と
。
法
華
経
だ
っ
て
そ
う
で
す
よ
。
た
と
え
ば
「
一
喝
で
も
受
持
読
調
解
説
書
写
す
れ
ば
、
そ
こ
に
仏
が
居
ら
れ
る
し
、

「
仏
の
衣
に
包
ま
れ
る
』
（
勧
持
品
ご
と
言
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
こ
う
い
う
立
場
、
い
わ
ゆ
る
小
乗
仏
教
の
仏
塔
教
団
に
対
し
て
、

何
も
な
い
一
般
の
庶
民
が
、
「
経
典
の
あ
る
と
こ
ろ
に
仏
様
が
居
ら
れ
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
立
場
を
強
調
し
て
く
る
わ
け
で
す
。
で
す
か

ら
僧
院
か
ら
塔
へ
行
っ
た
信
仰
の
流
れ
が
、
今
度
は
そ
の
仏
塔
を
否
定
し
て
、
経
典
信
仰
へ
、
い
わ
ゆ
る
経
典
の
あ
る
と
こ
ろ
に
仏
様
が

居
ら
れ
る
。
と
い
う
立
場
に
変
わ
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
代
風
潮
は
、
後
に
お
話
し
ま
す
よ
う
に
仏
教
だ
け
じ
ゃ
な
い

ん
で
す
。
そ
の
時
代
は
、
二
世
紀
か
ら
三
世
紀
頃
で
す
。

二
世
紀
か
ら
三
世
紀
・
四
世
紀
っ
て
い
う
の
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
通
商
が
も
の
す
ご
く
栄
え
た
時
代
な
ん
で
す
。
特
に
ク
シ
ャ
ン
の
フ

ヴ
ィ
ジ
カ
王
の
コ
イ
ン
に
銭
袋
を
も
っ
た
フ
ァ
ロ
ー
神
が
何
種
類
も
あ
る
。
そ
れ
は
金
融
資
本
の
隆
盛
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
程
通
商
の

繁
栄
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
ん
で
す
。
そ
の
為
に
金
持
ち
は
、
う
ん
と
金
が
儲
か
っ
た
。
金
持
ち
が
儲
か
っ
て
、
そ
し
て
、
そ
れ
を

「
俺
は
こ
れ
だ
け
金
が
あ
る
ぞ
」
と
い
う
こ
と
で
、
塔
を
建
て
た
り
僧
院
を
建
て
た
り
し
た
ん
で
す
。
一
般
の
人
達
と
、
金
持
ち
と
貧
富

の
差
が
も
の
す
ご
く
出
た
時
代
な
ん
で
す
。
為
に
生
ま
れ
に
よ
る
カ
ー
ス
ト
よ
り
以
外
に
貧
富
と
い
う
差
別
ま
で
出
て
来
た
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
は
ム
ケ
ル
ジ
ー
と
か
ヤ
ダ
ー
バ
と
い
う
イ
ン
ド
の
有
名
な
学
者
の
論
文
が
あ
る
ん
で
す
が
、
仏
教
の
経
典
の
中
に
は
、
梵
志
額
波
羅

延
問
種
経
と
い
う
経
典
（
大
一
－
八
七
七
上
）
に
「
バ
ラ
モ
ン
が
ク
シ
ャ
ト
リ
ア
を
要
っ
て
、
そ
し
て
、
子
ど
も
を
産
ま
せ
た
り
、
ス
ー

ド
ラ
と
い
う
奴
隷
が
バ
ラ
モ
ン
の
女
を
要
っ
て
子
ど
も
を
産
む
」
よ
う
な
、
生
れ
か
ら
貧
富
の
差
と
い
う
立
場
へ
、
社
会
に
一
層
の
差
別

最
終
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が
出
現
し
て
来
た
時
代
が
こ
の
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
す
る
と
、

貧
し
い
者
に
救
い
の
手
を
与
え
る
、
そ
う
い
う
宗
教
が
当
然
こ
こ
に
出

て
来
な
き
ゃ
な
ら
な
い
ん
で
す
。
そ
の
最
た
る
も
の
は
こ
の
８
の
写
真
。

こ
れ
は
で
す
ね
。
水
槽
な
ん
で
す
。
タ
ン
ク
。
中
に
女
の
人
が
立
っ
て

い
て
、
中
央
に
ガ
ー
ト
と
い
う
階
段
が
あ
る
ん
で
す
。
こ
れ
は
竜
神
信

仰
の
水
槽
な
ん
で
す
。
竜
神
信
仰
で
は
竜
神
さ
ん
が
住
む
所
だ
か
ら
、

ち
ょ
う
ど
仏
教
の
信
者
が
塔
を
建
て
供
養
す
る
よ
う
に
、
池
を
掘
っ
て

供
養
し
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
ま
た
、
乾
燥
地
帯
だ
か
ら
、
イ
リ
ゲ
ー

シ
ョ
ン
、
耕
作
に
使
え
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
。
宗
教
的
な
功
徳
が
同

時
に
社
会
性
を
持
っ
て
い
る
所
が
注
目
さ
れ
る
わ
け
で
す
け
ど
。
と
に

か
く
お
金
持
ち
は
大
き
な
水
糟
（
タ
ン
ク
）
を
寄
附
出
来
る
、
だ
け
ど

貧
し
い
人
は
そ
れ
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
従
っ
て
こ
う
い
う
も
の
を

奉
納
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
何
十
と
タ
キ
シ
ラ
の
博
物
館
の
中
に
保
存

さ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
ら
は
、
本
物
の
タ
ン
ク
の
縁
へ
、
貧
し
い

人
達
が
泥
で
作
っ
た
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
タ
ン
ク
を
寄
附
し
た
ん
で
す
。
要

す
る
に
、
「
絵
に
描
い
た
餅
」
じ
ゃ
な
い
け
れ
ど
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
も

竜
神
さ
ん
に
あ
げ
れ
ば
功
徳
が
あ
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
時
代
風
潮
の
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中
で
大
乗
仏
教
が
成
立
し
発
達
し
た
ん
で
す
。
そ
れ
に
、
大
乗
仏
教
の
寺
は
小
乗
仏
教
の
よ
う
に
ス
ポ
ン
サ
ー
が
付
い
て
い
る
わ
け
で
も

な
ん
で
も
な
い
。
貧
し
い
人
達
な
ん
で
す
。
「
お
前
達
は
何
も
寄
附
し
な
く
て
も
い
い
よ
、
た
と
え
一
偽
で
も
受
持
読
調
解
説
す
れ
ば
、

仏
の
衣
に
覆
わ
れ
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
。
要
す
る
に
貧
し
い
者
へ
の
救
い
、
こ
う
い
う
も
の
が
こ
の
大
乗
仏
教
発
達
の
時
代
だ
っ
た
ん
で

す
ね
。
で
す
か
ら
、
小
乗
仏
教
、
金
持
ち
に
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
も
ら
っ
て
壮
麗
な
塔
を
造
っ
た
、
そ
の
小
乗
仏
教
で
さ
え
も
、
や
が

て
「
閻
浮
提
即
ち
こ
の
世
の
中
全
体
の
黄
金
よ
り
も
泥
団
子
」
、
即
ち
真
心
の
方
が
功
徳
が
あ
る
よ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
摩
詞
僧

祇
律
の
、
「
真
金
百
千
担
持
用
行
布
施
不
如
一
団
泥
敬
心
治
仏
塔
」
（
摩
訶
僧
祗
律
第
三
十
三
大
二
二
’
四
九
七
中
下
）
の
如
き
文
章

が
出
来
て
い
る
。
要
す
る
に
泥
団
子
を
持
っ
て
き
て
、
仏
様
の
塔
に
供
養
し
た
だ
け
で
も
功
徳
が
あ
る
と
い
う
。
商
人
長
者
に
た
よ
っ
て

い
た
小
乗
仏
教
で
さ
え
も
、
大
乗
と
か
、
竜
神
信
仰
の
世
の
中
に
遅
れ
ま
い
と
し
て
、
こ
う
い
う
文
章
を
律
藏
の
後
半
、
各
部
派
の
持
っ

て
い
た
各
律
、
即
ち
四
分
律
・
五
分
律
・
説
一
切
有
部
毘
奈
那
薬
事
等
の
後
半
の
部
分
に
付
け
た
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
来
て

い
る
。
即
ち
小
乗
仏
教
で
も
貧
し
い
人
達
に
手
を
差
し
の
べ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
時
代
が
ち
ょ
う
ど
三
世
紀
か
ら
四
世
紀
。
あ

の
大
乗
が
発
達
し
た
時
代
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
基
盤
は
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
通
商
に
よ
っ
て
貧
富
の
差
が
激
し
く
な
っ
て
来
た
時
代

だ
っ
た
。
即
ち
階
級
制
度
が
「
生
ま
れ
よ
り
も
、
貧
富
」
の
差
に
変
り
一
層
差
別
が
ひ
ど
く
な
っ
て
来
た
時
代
に
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。

更
に
、
も
う
ひ
と
つ
付
け
加
え
ま
す
が
、
メ
ハ
サ
ン
ダ
で
、
ヒ
ン
ト
を
得
た
と
い
う
お
話
を
今
日
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
法
華

経
の
塔
が
先
程
、
二
対
一
の
塔
だ
と
申
し
上
げ
ま
し
た
ね
。
こ
の
二
対
一
の
塔
、
即
ち
背
の
高
い
塔
と
い
う
の
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
タ
キ
シ

ラ
か
ら
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
か
け
て
し
か
な
い
ん
で
す
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
に
は
無
い
ん
で
す
。
し
か
も
法
華
経
の
塔
の
涌
現
す
る
時
、
塔

の
中
に
は
二
佛
が
並
座
し
て
い
た
。
法
華
経
で
は
釈
迦
多
寶
で
す
け
れ
ど
、
小
乗
仏
教
の
摩
詞
僧
祇
律
等
で
は
釈
迦
と
迦
葉
仏
で
す
。

こ
ん
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
ん
で
す
。
「
お
釈
迦
様
が
歩
い
て
お
ら
れ
る
と
、
バ
ラ
モ
ン
が
耕
作
を
し
て
い
た
ん
で
す
」
。
こ
れ
は
重
大
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な
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
バ
ラ
モ
ン
が
麗
業
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

イ
ン
ド
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
な
ん
で
す
。
バ
ラ
モ
ン
と
い
う
の
は
威

張
っ
て
い
て
労
働
な
ん
か
し
な
い
人
達
で
す
か
ら
。
そ
の
バ
ラ
モ
ン
が
農

業
を
や
っ
て
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
落
ち
ぶ
れ
た
バ
ラ
モ
ン
で
す
よ
ね
。

要
す
る
に
こ
こ
に
も
階
級
の
乱
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
経
文
か
ら
読

み
と
れ
る
ん
で
す
。
そ
う
し
て
、
「
バ
ラ
モ
ン
が
耕
作
を
し
て
い
る
と
、

お
釈
迦
様
が
通
ら
れ
た
ん
で
す
か
ら
鍬
を
置
い
て
お
釈
迦
様
に
合
掌
し
た

ん
で
す
。
す
る
と
、
お
釈
迦
様
は
ニ
コ
ッ
と
微
笑
ま
れ
た
。
す
る
と
弟
子

達
は
、
何
で
微
笑
ま
れ
た
ん
で
す
か
と
き
か
れ
た
。
お
釈
迦
様
が
答
え
る

に
は
、
私
の
足
元
に
は
過
去
仏
の
迦
葉
仏
の
塔
が
あ
る
ん
だ
よ
。
あ
の
バ

ラ
モ
ン
は
二
仏
を
拝
ん
だ
か
ら
だ
」
と
言
わ
れ
た
。
「
そ
れ
じ
ゃ
、
ど
う

し
た
ら
迦
葉
仏
の
塔
が
拝
め
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
る
と
、
「
あ
そ
こ
の
バ

ラ
モ
ン
に
泥
団
子
を
も
ら
っ
て
こ
い
」
と
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
「
そ
し
て
、

私
の
足
下
の
迦
葉
仏
の
塔
の
と
こ
ろ
に
供
養
し
な
さ
い
」
と
。
そ
の
通
り

に
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
「
高
さ
一
ヨ
ジ
ャ
ー
ナ
、
底
辺
半
ョ
ジ
ャ
ー
ナ
の

塔
」
が
涌
現
し
て
来
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
に
「
こ
の
世
の
中
の
全
黄
金

よ
り
も
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
泥
団
子
の
方
が
功
徳
が
あ
る
ん
だ
よ
」
（
摩
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訶
僧
祗
律
第
三
十
三
大
二
二
’
四
九
七
の
中
下
）
と
、
こ
う
結
ん
で
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
四
分
律
・
五
分
律
・
根
本
説
一
切
有
部
毘
奈

耶
薬
事
等
、
ち
ょ
っ
と
は
文
章
が
違
い
ま
す
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
法
華
経
の
発
達
は
、
こ

う
い
う
時
代
風
潮
・
時
代
背
景
を
受
け
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
な
と
。
少
な
く
と
も
高
さ
が
底
辺
よ
り
倍
と
い
う
背
の
高
い
塔
の
と
こ

ろ
で
、
法
華
経
は
成
立
し
て
い
る
の
じ
や
な
い
の
か
な
と
思
っ
て
居
り
ま
す
。
特
に
私
が
今
持
っ
て
い
る
ガ
ン
ダ
ー
ラ
彫
刻
に
（
写
真
９
）

「
子
ど
も
が
泥
団
子
を
釈
尊
の
鉢
の
中
に
供
養
し
て
い
る
の
が
あ
る
。
そ
の
泥
団
子
の
布
施
を
お
釈
迦
様
は
喜
ば
れ
て
ニ
ッ
コ
リ
微
笑
ま

れ
た
」
と
、
「
更
に
そ
の
子
ど
も
は
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
ア
シ
ョ
カ
王
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
言
う
」
（
阿
育
王
経
）
。
こ
の
彫
刻
が
、
ガ

ン
ダ
ー
ラ
で
沢
山
出
土
し
て
い
る
ん
で
す
。
こ
れ
が
即
ち
、
先
程
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
「
泥
団
子
ひ
と
つ
で
も
真
心
を
持
っ

て
供
養
す
れ
ば
、
百
千
の
黄
金
よ
り
も
功
徳
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
方
を
象
徴
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
同
じ
よ
う
な
考
え
方
の

出
て
く
る
社
会
的
基
盤
が
、
そ
の
頃
に
あ
っ
た
こ
と
を
感
ず
る
わ
け
で
す
。
従
っ
て
僧
院
か
ら
塔
へ
向
っ
た
信
仰
が
、
そ
し
て
ま
た
、
そ

の
塔
信
仰
が
今
度
は
又
否
定
さ
れ
て
、
塔
よ
り
も
内
心
の
信
心
、
信
施
と
い
う
。
即
ち
信
を
布
施
す
る
、
そ
う
い
う
も
の
へ
変
わ
っ
て
い

く
と
き
に
大
乗
仏
教
が
発
達
し
、
竜
神
信
仰
が
出
、
そ
し
て
、
且
つ
ま
た
、
泥
団
子
供
養
の
彫
刻
も
沢
山
出
て
く
る
、
こ
う
い
う
社
会
的

な
風
土
が
あ
の
時
代
。
二
世
紀
か
ら
は
じ
ま
り
三
世
紀
か
ら
四
、
五
世
紀
に
向
う
時
代
が
、
そ
う
い
う
精
神
的
風
土
の
時
代
で
は
な
か
つ

な
風
土
が
あ
の
時
代
。
一
五

そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
私
は
メ
ハ
サ
ン
ダ
に
刺
激
さ
れ
夢
中
に
な
っ
て
、
あ
っ
ち
こ
つ
ち
歩
い
た
わ
け
で
す
。
四
十
回
も
歩
く
う
ち
に

は
、
死
に
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。
七
十
二
ま
で
生
き
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
特
に
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
山
で
は
、
大
き
な
岩
を
蕊
じ
登
っ
て
行
っ
た
ら
目
の
前
に
一
メ
ー
ト
ル
の
大
ト
カ
ゲ
が
居
て
、

喉
の
皮
を
ひ
く
ひ
く
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
下
か
ら
の
ぞ
き
び
っ
く
り
し
て
ワ
ー
と
叫
ん
だ
ら
、
ト
カ
ゲ
も
驚
い
て
の
そ
の
そ
と
逃

た
か
と
感
ず
る
わ
け
で
す
。
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げ
て
い
っ
た
。
こ
ん
な
思
い
出
深
い
メ
ハ
サ
ン
ダ
。
そ
こ
で
の
「
塔
と
サ
ン
ガ
」
「
食
事
を
共
に
し
な
い
グ
ル
ー
プ
」
の
問
題
を
最
終
講

義
と
し
て
お
話
さ
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
す
。
法
華
経
の
中
に
、
随
所
に
出
て
来
る
、
い
わ
ゆ
る
迫
害
と
い
う
の
も
、
こ
う
い
う
小
乗
仏
教

の
隆
盛
の
中
に
お
い
て
大
乗
仏
教
が
発
達
し
て
行
く
プ
ロ
セ
ス
で
起
る
い
ろ
い
ろ
の
ト
ラ
ブ
ル
。
そ
し
て
そ
れ
に
原
因
す
る
い
わ
ゆ
る
被

害
意
識
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
も
の
が
経
典
の
中
に
盛
り
込
ま
れ
て
来
た
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
な
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
メ
ハ
サ
ン
ダ
の
遺

跡
か
ら
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
お
話
致
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

御
静
聴
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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