
明
一
二
園
遣
事
』

に
表
現
さ
れ
た
新
羅
人
の

子
と
し
て
、
親
に
物
心
爾
菌
の
誠
意
を
掻
く
す
孝
行
は
、

度
の
差
は
あ
る
に
せ
よ
、
洋
の
京
語
を
問
わ
ず
要
求
さ
れ
？

関
倫
理
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
親
へ
の
孝
行
儲

お
い
て
、
ひ
と
き

わ

強

調

・

て

い

る
食
物
が
な
い
の
で
富
分

試
懇
の
食
物
を
減
少
さ
せ
な
い

し
た
話
！
i

れ
ら
の
話
試
い
ず
れ
も
、

っ
て
い
る
話
と
桜
還
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

て
い
る
こ
と
と
斡
を
関
じ
く
す
る
も
の
で
、

の
孝
行
談
の
形
成
に
お
い
て
も
、
幾
ら
か
中
関
の
孝
行
談
の
影

の
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う

l
i等
の
悲
壮
に

述

愛

一 ／



麗
王
朝
（
A
D
9
3
6
1
1
3
9
1
）

ふ
M最

に
関
連
す
る
。

け
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
だ
が
、
韓
半
島
人
が
大
普
か
ら

今
日
に
到
る
ま
で
親
へ
の
孝
行
を
入
閣
の
宣
活
上
敏
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
基
本
徳
自
と
し
重
視
す
る
傾
向
は
、
た
だ
の
鰭
教

文
化
・
或
い
は
傍
教
文
化
の
移
植
。
影
響
だ
け
の
も
の
で
は
な

い
よ
う
に
見
受
け
与
れ
る
。
そ
れ
は
、
嬬
教
が
一
騒
政
治
の
壊

本
理
念
と
な
っ
た
朝
鮮
時
花
以
前
の
韓
半
島
の
正
史
・
野
史
を

関
わ
ず
、
古
い
歴
史
欝
の
中
に
孝
行
を
物
語
る
諜
々
な
記
事
が

数
多
く
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
と
、
更
に
そ
れ
以
前
の
傍
教
色
豊

か
な
時
代
を
背
景
に
欝
か
れ
た
文
章
の
中
の
孝
行
談
！
！
例
え

ば
、
明
三
圏
遺
事
b

に
記
載
さ
れ
て
い
る
孝
行
に
関
す
る
話
i

i
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
思
考
様
式
は
必
ず
し
も
錦

教
の
教
え
に
準
じ
て
い
な
い
こ
と
等
か
ら
穣
認
で
き
る
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
韓
半
島
人
に
お
け
る
強
く
深

い
孝
行
の
観
念
は
、
韓
半
島
人
に
お
い
て
一
一
様
の
特
別
な
意
味

を
持
つ
思
想
の
集
結
髄
の
一
一
種
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
出
来

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

注

ご
の
論
文
で
は
、
出
吋
三
麗
遺
事
』
に
描
寓
さ
れ
た
説
話
＠
小

説
等
か
ら
、
羅
人
の
生
活
に
結
び
付
い
て
い
た
彼
ら
の
孝
行
甑

と
に
す
る
。
そ
し
て
、

の
中
に
ど
の

れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。

-2-

人
間
と
し
て
、
年
取
っ

こ

と

で

、

て

も

普
通
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
食
撃
は
特
別
に
孝
行
と
云
々

さ
れ
る
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
よ
う
な
話
は
、
食
物
に
不
足
す
る
こ
と
の
な
い
常
時
に
嘗

て
詰
ま
る
論
理
で
、
食
議
が
不
足
し
人
が
相
食
う
諒
ど
の
非
常

時
に
な
る
と
、
新
た
に
問
題
と
化
す
る
。
た
だ
の
食
養
と
は
刊
一
一
一
口

え
ど
も
、
簡
躍
に
賛
行
で
き
な
い
状
況
下
に
お
か
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
全
盛
期
の
新
羅
は
、
京
中
（
慶
州
）
に
三
十
五
の
金
入

宅
（
富
潤
な
大
宅
）
が
あ
っ
た

1
1
新
羅
全
盛
之
時
、
京
中
十

七
蔦
八
千
九
百
三
十
六
戸
、
一
千
三
百
六
十
坊
、
一
一
一
十
五
金
入

宅
、
一
一
義
務
脳
卒
者
（
司
三
留
選
事
』
巻
一
：
紀
異
第
一
：
「
辰
韓

i
i
と
さ
れ
る
。
更
に
四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
遊
興
の
た
め
の
貴
族

の
別
荘
が
あ
り
、
第
四
十
九
代
の
憲
康
大
王
の
時
（
A
D
8
7

5
I
8
8
5
）
に
は
、
城
郭
の
中
に
草
葺
き
の
家
は
一
軒
も
な



と
あ
る
。



乎
韓
愈
之
論
告
。
日
父
母
疾
烹
襲
館
。
以
是
鶏
孝
。

鵠
者
官
。
荷
不
欝
義
。
期
聖
賢
先
衆
荷
馬
之
。
建
T

死
。
剤
投
傷
減
絶
之
罪
有
鰭
突
。
安
可
雄
其
門
以
議

然
、
委
巷
之
瓶
、
非
有
撃
術
稽
義
之
資
、
能
忘
身
以
及
其
親
。

出
於
誠
心
、
亦
足
稽
者
。
故
列
十
七
八
駕
（
『
新
麿
欝
』
巻
一

百
九
十
五
：
列
簿
第
二
日
ニ
十
：
「
孝
友
」
）

i
！
と
激
し
く

論
駁
し
て
い
る
文
章
、
が
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
韓
愈
が

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
議
論
し
始
め
た
き
っ
か
け
は
、
恐
ら
く
嘗

時
の
誰
か
が
親
孝
行
の
た
め
に
み
ず
か
ら
の
身
轄
を
数
議
す
る

行
震
を
し
、
そ
の
行
矯
に
封
し
門
を
立
て
て
表
彰
す
る
か
し
設

い
か
で
世
論
、
が
沸
き
立
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
中
関
人
の
関
で
は
少
な
く
と
も
そ
の
中
唐
ま

で
は
、
孝
行
の
た
め
に
み
ず
か
ら
の
身
鰭
を
殻
議
す
る
ご
と
は

稀
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
更
に
上
記
の
引
用
文
か
ら
、

少
な
く
と
も
北
宋
の
初
期
の
明
新
暦
欝
』
が
審
か
れ
る
ま
で
、

知
識
人
の
賠
で
は
孝
行
の
た
め
に
み
ず
か
ら
の
身
韓
を
毅
損
す

る
行
矯
は
肯
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
確
認
で
き
よ
う
。
『
新

唐
番
』
の
繍
者
宋
祁
（

A
D
9
9
8
i
1
0
6
1
）
は
、
自
分

の
身
鵠
の
こ
と
を
顔
み
ず
親
に
孝
行
を
蓋
く
す
こ
と
は
、
委
巷

の
卑
随
な
者
達
が
撃
術
議
義
の
本
質
を
知
ら
な
い
ま
ま
行
う
も

の
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
行
動
は
誠
心
か
ら
出
た

も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
構
え
る
償
値
が
あ
る
と
し
、
孝
行
の
行

て
記
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

中
閣
に
お
い
て
、
身
髄
を
毅
損
す
る
割
殻

孝
行
と
認
定
さ
れ
る
の
は
朱
子
撃
以
後
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で

は
親
へ
の
奉
養
の
た
め
だ
と
は
い
え
、
自
ら
の
身
鰭
を
設
損
す

る
こ
と
に
針
す
る
中
菌
人
の
考
え
方
は
比
較
的
否
定
的
な
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
比
べ
半
島
の
羅
入
に
と
っ
て
は
、
割
設
が

生
易
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
孝
行
を
轟
く
す
行
潟
と

し
て
、
そ
れ
ほ
ど
抵
抗
な
く
敢
行
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

4 

、
親
へ
の
食
養
の
た
め
に
、
わ
が
子
を
犠
牲
に
す
る
こ

と
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
。

一
人
の
子
供
を
持
っ
て
い
る
孫
頗
は
、
棄
と
共
に
、
よ
そ
の

家
に
行
っ
て
費
仕
事
を
し
な
が
ら
老
母
雲
鳥
を
養
っ
て
い
た
。

そ
れ
な
の
に
、
子
が
何
時
も
老
母
の
食
物
を
奪
っ
て
食
べ
る
の

で
、
孫
頗
は
こ
れ
を
心
苦
し
く
思
い
、
委
と
摺
談
し
た
す
え
、

わ
が
子
を
地
面
に
埋
め
る
こ
と
を
決
心
し
た
。
そ
こ
で
子
供
を

背
負
い
、
酔
山
の
北
の
は
ず
れ
へ
行
き
、
地
面
を
掘
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
思
い
が
け
ず
、
掘
っ
た
穴
か
ら
石
の
鐘
を
得
た
。
夫

婦
は
、
こ
の
よ
う
な
奇
異
な
品
物
を
得
た
の
は
こ
の
子
の
福
で

あ
ろ
う
と
考
え
、
子
供
と
鐘
を
背
負
い
家
ヘ
戻
っ
て
き
た
。
そ

し
て
そ
の
鍵
を
梁
に
掛
け
て
叩
い
た
。
興
徳
王
（

A
D
8
2
6

i
8
3
5
）
が
、
そ
の
奇
異
な
鐘
音
を
関
き
、
部
下
に
調
べ
さ



せ
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
鐘
を
得
た
経
鶏
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。

王
は
、
こ
の
よ
う
な
孝
行
は
天
下
の
鶏
鐙
と
す
べ
き
で
あ
る
と

繋
賛
し
、
家
と
食
料
を
供
結
し
た
（
明
一
一
一
関
遼
寧
h

袋
五
：
孝

蕎
第
九
：
「
孫
顕
埋
克
」
）
と
あ
る
如
く
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
「
孫
踊
場
見
」
の
話
は
、
ま
ず
一
讃
し
た
だ
け

で
、
中
留
の
二
十
四
孝
の
中
の
一
人
で
あ
る
郭
自
の
故
事
に
桜

還
っ
て
お
り
、
特
に
こ
の
話
の
前
半
部
は
そ
の
ス
ト
ー
リ
！
の

展
開
に
お
い
て
、
塁
探
求
』
巻
中
の
「
郭
臣
持
拡
」
の
注
の
話

に
あ
ま
り
に
も
近
似
し
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
話
を
翠
に
し

た
横
造
作
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

作
品
展
開
の
途
中
、
輿
簿
王
の
口
を
通
し
て
震
わ
さ
れ
る
嚢
謂

1
i
玉
日
。
普
郭
一
包
鐘
子
、
天
賜
金
輩
。
今
孫
頼
埋
見
、
地
湧

石
鐘
。
前
孝
後
事
、
覆
載
問
問
襲

1
i
の
中
に
お
い
て
も
確
認
出

来
る
ご
と
く
、
郭
巨
等
の
中
圏
の
孝
子
に
関
す
る
話
を
知
る
の

は
常
識
の
よ
う
に
馴
染
ん
で
い
た
新
羅
の
知
識
人
た
ち
で
あ
っ

た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
孝
行
談
に
影
響
さ
れ

る
の
は
撞
く
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
と
一
一
一
日
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
話
の
機
成
及
び
表
現
を
み
れ
ば
、
一
間
者

に
は
薙
か
な
桔
遼
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
わ
が
子
を
埋
め
よ

う
と
し
て
掘
っ
た
穴
か
ら
得
た
物
件
の
一
期
篠
の
話
に
お
け
る
象

徴
性
の
こ
と
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
「
郭
臣
将
抗
」
の
注
の

話
に
お
い
て
、
郭
毘
が
得
た
も
の
っ
た
が
、

の
上
に
は
次
の
よ
う
な
銘
文
が
警
か
れ
て
い
た
。

人
不
得
取
」
と
、

一
抹

し
た
人
に
罰
す
る
神
助
が
、

い
る
。
こ
れ
は
、

（

一

）

と

、

え
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
確
か
に
存
在
し
、
強
が
る
こ
と
な
く

正
義
を
驚
現
し
て
い
く
天
の
誠
繋
さ
を
劉
黙
と
天
下
に
公
示
し

て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
あ
る

蕗
で
窮
乏
し
た
家
計
で
た
だ
母
を
奉
議
す
る
一
心
で
、
わ
が
子

を
生
き
埋
め
に
す
る
孝
子
の
悲
壮
な
決
心
の
報
わ
れ
と
し
て
適

合
し
た
播
寓
で
あ
る
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
ス
ト
ー

リ
ー
の
繍
構
成
の
菌
か
ら
考
え
る
な
ら
試
、
な
ん
と
す
げ
な
く
味

気
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
、
こ
の
よ
う
な
報
い
が
、
話

の
流
れ
に
お
い
て
全
く
見
せ
し
め
の
作
り
話
で
あ
る
よ
う
な
雰

圏
綿
織
を
醸
し
出
し
て
い
る
こ
と
を
も
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
れ
に
比
べ
、
「
孫
頼
埋
克
」
に
お
い
て
、
孫
頼
が
得
た
も
の

よ
鑑
“
は
、
話
の
後
半
部
の
展
開
に
議
が
り
を
見
せ
る
パ
ネ
と

な
っ
て
い
る
。
掘
っ
た
穴
か
ら
意
外
に
石
の
鐘
を
得
た
孫
腰
夫

婦
は
吃
驚
し
、
そ
の
鐘
を
林
の
木
の
上
に
懸
け
て
試
し
に
撃
っ

て
み
る
。
締
麓
な
音
が
す
る
。
そ
こ
（
犠
ま
し
く
）
告

-5-



分
の
夫
に
向
か
っ
て
一
一
一
日
う
。
「
こ
の
よ
う
な
奇
異
な
物
を
得
た

の
は
、
恐
ら
く
こ
の
子
の
揺
で
あ
る
で
し
ょ
う
。
生
き
埋
め
に

す
る
こ
と
は
や
め
ま
し
ょ
う
」
と
。
夫
も
萎
の
言
葉
に
な
る
ほ

ど
と
納
得
し
、
息
子
と
鐘
を
背
負
い
家
に
戻
っ
た
。
戻
っ
て
き

た
夫
婦
は
そ
の
鐘
を
梁
に
懸
け
て
撃
っ
た
。
そ
こ
で
そ
の
鐘
の

昔
が
罷
王
の
耳
に
ま
で
蕗
き
、
そ
れ
が
盟
王
に
自
分
の
孝
行
が

賞
賛
さ
れ
る
勝
機
と
な
る
！
i
掘
地
忽
得
五
鐘
、
甚
資
。
夫
婦

驚
佐
、
乍
懸
林
木
上
、
試
撃
之
。
脅
容
可
愛
。
菱
自
、
得
異
物
、

殆
児
之
福
、
不
可
埋
強
。
夫
亦
以
鶏
然
。
乃
負
見
輿
鐘
間
選
家
。

懸
鐘
於
梁
知
之
、
繋
関
子
開
。
興
徳
王
関
之
、
謂
左
右
日
・
・

－

l
i
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
た
パ
ネ
は
結
局

人
事
を
謹
く
し
た
入
に
針
す
る
神
助
！
i
鐘
は
主
に
傍
教
寺
践

で
鑓
わ
れ
た
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
備
の
加
護
と
解

糟
す
る
ご
と
も
可
能
で
あ
ろ
う

1
i
が
、
臨
王
と
い
う
人
を
通

し
て
行
わ
れ
る
き
っ
か
け
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
品
全
髄
の

流
れ
に
串
然
さ
を
作
り
出
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
嘗
時
の
韓

半
島
人
の
神
助
に
針
す
る
思
想
の
一
語
を
窃
か
せ
て
く
れ
る
も

の
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
作
品
の
表
現
を
見
る
な
ら
、
孝
行

の
た
め
に
し
か
た
な
い
と
は
い
え
、
わ
が
子
を
生
き
埋
め
に
し

よ
う
と
す
る
孫
顕
夫
婦
の
苦
し
み
と
辛
さ
が
構
々
し
く
傍
わ
り

つ
ん
と
心
に
染
み
て
く
る
描
鶏
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
孫

煩
埋
見
」
の
記
事
は
、
洗
練
さ
を
失
う
法
ど
素
朴
な
ま
ま
で
は
あ

の
限
り
を
掻
く
す
庶
民
に
よ
る
、
庶
民
に
親
近
感

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

6-

「
割
投
」
は
、
不
足
し
た
食
物
を
補
う
に
番
手
っ
と
り
早

い
方
法
だ
と
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
「
霊
山
月
精
寺
、
五

類
聖
衆
」
で
、
公
州
の
信
孝
居
士
が
、
肉
が
な
け
れ
ば
ご
飯
を

食
べ
な
い
母
を
奉
饗
す
る
た
め
に
肉
を
求
め
て
山
野
に
出
か
け

た
が
、
思
い
通
り
に
な
ら
ず
・
自
分
の
段
肉
を
観
い
た
（
『
三
間

遺
事
』
巻
一
一
一
：
塔
像
第
四
）
と
記
さ
れ
て
い
る
記
事
が
、
こ
の

よ
う
な
考
え
が
あ
っ
た
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
。
そ
う
で
な
か
っ

た
ら
、
醤
時
の
羅
人
に
は
既
に
、
後
の
中
圏
の
騒
の
関
元
年
間

〈

A
D
7
1
3
i
γ
4
1
）

に

、

違

b

で、

謂
人
肉

畠
是
民
間
以
父
母
疾
、
多
封
股
肉
部
進
（

一
十
五
列
簿
第
一
百
二
十
・
「
孝
友
」
）

1
i
と
付
記
し

て
あ
る
よ
う
な
考
え
方
が
、
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
埋

児
」
は
、
「
子
供
は
ま
た
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
母
親
は

二
度
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、
わ
が
子
を
埋
め
て
で
も
、

母
親
が
十
分
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
し
よ
う
」
と
い
う
考
え

i
i

父
没
、
興
委
関
傭
作
人
家
、
得
米
穀
養
老
壊
。
嬢
名
運
鳥
。
踊

有
小
児
、
毎
奪
嬢
食
。
頗
難
之
。
謂
其
菱
自
、
克
可
得
、
母
難

再
求
、
部
奪
其
食
、
母
飢
何
甚
。
旦
埋
此
見
、
以
欝
母
腹
之
盈
。



2
）
 

上
部
で
論
じ
て
き
た
の
は
、
父
母
を
養
う
食
物
を
儲
え
る
た

め
に
、
如
何
な
る
閤
難
に
も
思
し
な
い
孝
子
・
孝
女
の
禽
養
の

姿
で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
こ
れ
は
物
質
的
な
奉
議
で
、
人
の
子
と

度
進
め
る
。
そ
れ
で
、

い
と
患
っ
て
旅
立
っ
た
。

な
っ
た
（
ヲ
一

-7-



美
」
）
と
あ
る
。

こ
の
話
は
、
「
傍
法
難
遇
、
人
生
大
速
」
と
述
べ
て
い

現
、
話
全
鰭
を
通
し
て
感
じ
ら
れ
る
雰
覇
策
等
が
、
一
見
て

孝
行
談
に
か
こ
つ
け
た
締
教
勧
奨
説
話
の
よ
う
な
印
象
を
受
け

る
。
そ
れ
は
こ
の
話
の
主
人
公
が
鎗
侶
で
あ
り
、
そ
の
僧
信
の

出
家
す
る
前
の
孝
行
を
物
語
る
内
容
で
あ
る
こ
と
と
関
連
し
て

理
解
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（

そ
れ
に
、
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、
醤
時
の
時
代
嵐
俗
が
梯
教
告

に
染
ま
っ
て
い
た
こ
と
、
更
に
は
『
三
盟
遺
事
』
の
作
者
が
僧

侶
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
作
品
の
雰
圏
気
に
少
な
か
ら
ず
影

響
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
）
。
さ
て
、
こ
の
話
に
お
け
る
孝
行
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
貧
し
い
生
活
の
中
で
は
あ
る
が
、

親
の
こ
と
を
気
遣
い
、
親
を
大
事
に
し
食
養
を
謹
く
す
翼
定
の

行
動
が
自
に
浮
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
話
か
ら

譲
み
取
れ
る
孝
行
の
核
心
は
、
単
純
な
食
養
の
次
元
の
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
を
超
え
て
存
在
す
る
色
養
の
震
践
で
あ
る
。
家

が
貧
し
く
妻
も
安
ら
れ
ず
、
部
役
の
暇
に
呂
麗
い
稼
ぎ
を
し
て

寡
婦
の
母
親
を
養
っ
て
い
た
翼
定
。
彼
の
外
出
の
時
、
母
親
は

家
の
た
っ
た
一
つ
の
財
産
で
あ
っ
た
錯
を
あ
る
樽
侶
に
布
施
し

て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
布
施
に
射
し
意
向
を
関
き
れ
た
翼
定

が
、
顔
に
喜
色
を
浮
か
べ
て
、
「
線
事
に
布
施
し
た
の
は
と
て

も
幸
せ
な
こ
と
で
す
」
と
答
え
て
い
る
！
i
定
喜
現
於
色
日
、

施
於
悌
事
、
何
幸
知
之
。
難
無
鑓
又
何
態
。
乃
以
瓦
盆
属
議
、

熱
食
間
養
之
！
i
の
は
、
色
養
の
貿
践
を
物
語
る
一
つ
の
例
で

あ
る
と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
し
て
、
締
法
を
慕
う
心
は

あ
る
が
、
老
母
が
生
き
て
い
る
関
は
彼
女
一
人
を
残
し
て
出
家

す
る
こ
と
は
夢
に
も
患
わ
な
い
翼
定
の
、
人
の
子
と
な
っ
た
者

と
し
て
の
基
本
良
心
的
感
情
を
述
べ
る
言
葉

l
i萱
堂
挽
景
。

唯
我
在
側
。
棄
而
出
家
、
豊
敢
忍
乎

i
i
に
射
し
、
「
曜
、
鶏

我
関
出
家
、
令
我
泥
繋
也
。
難
生
養
以
三
牢
七
鼎
、
量
可
矯
孝
。

予
其
衣
食
炉
、
人
之
内
、
亦
可
守
其
天
年
、
必
欲
孝
我
、
莫
作
額

一
一
回
日
と
一
識
す
母
の
答
に
は
、
食
養
の
償
値
を
遥
か
に
超
え
る
色

養
を
重
ん
ず
る
べ
く
親
の
立
場
か
ら
考
え
た
孝
行
の
翼
意
が
教

示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
異
定
は
沈
思
し
て
久
し
い
。

そ
れ
を
見
守
っ
て
い
た
母
親
は
そ
の
場
で
立
ち
上
が
り
、
米
袋

を
は
た
い
て
得
た
米
七
升
を
全
部
炊
い
て
、
一
つ
は
食
べ
さ
せ

六
つ
は
皆
負
い
袋
に
入
れ
、
「
速
行
、
速
行
」
と
催
促
す
る
。

翼
定
は
、
「
年
老
い
た
母
親
を
捨
て
た
ま
ま
の
出
家
も
忍
び
な

い
こ
と
な
の
に
、
数
日
分
の
食
趨
ま
で
こ
と
ご
と
く
持
っ
て
い

く
こ
と
は
到
成
出
来
な
い
」
と
、
今
度
は
唱
ぴ
泣
き
な
が
ら
酉

髄
附
す
る
。
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
三
回
で
あ
っ
た
が
、
更
に
三

回
も
進
め
る
母
の
意
志
に
違
う
ま
い
と
、
翼
定
は
旅
立
つ
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
異
定
は
老
母
の
生
き
て
い
る
間
の
出
家
と
い

う
自
分
の
考
え
と
し
て
は
到
底
忍
び
得
な
い
出
来
事
を
、
母
親

8-



の
教
示
で
あ
る
か
ら
と
考
え
て
そ
れ
を
受
け
入
れ
、
最
終
的
に

は
決
行
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
取
後
の
決
断
に
至
る
ま
で
の
切

震
で
詳
細
な
撞
霧
に
誌
、
色
養
の
繋
践
に
お
い
て
誼
面
す
る
人

間
と
し
て
の
精
神
的
葛
藤
と
苦
心
が
あ
り
あ
り
と
手
に
取
る
よ

う
で
あ
り
、
そ
の
中
に

る。
更
に
、

孝
宗
郎

の
二
人
の
客
が
、

富
田
の
母
親
と
揺
き
合
っ
て
、

を
見
か
け
た
。
開
票
の
入
に
そ

に
話
す
。
こ
の
壌
は
家
が
蜜
し
く
、
物
乞

て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
年
は
た
ま
た
ま
M
凶
作
と
な
り
、
物
を

乞
う
こ
と
が
出
来
難
く
な
っ
た
。
援
は
あ
る
人
の
家
で
賃
仕
事

を
す
る
約
束
で
穀
物
三
十
石
を
も
ら
い
、
そ
れ
を
あ
る
大
家
に

預
け
て
お
い
た
。
朝
方
に
出
か
け
て
働
き
、
夕
方
に
そ
の
穀
物

を
少
し
づ
っ
持
っ
て
き
て
、
ご
飯
を
炊
い
て
母
親
を
奉
饗
す
る

生
活
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
数
日
後
、
母
親
は
そ
の
娘

に
、
「
替
の
擦
ご
額
は
心
が
休
ま
っ
た
が
、
近
日
の
佳
い
ご
飯

は
心
を
突
き
制
す
よ
う
で
休
ま
ら
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
欝

な
の
か
」
と
関
か
れ
た
。
ま
ま
の
経
韓
を
話
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
母
親
は
檎
突
す
る
の
で
あ
っ
た
。

口
践
の
奉
養
だ
け
を
考
え
、
色
難
に
失
し
た

い
に
抱
き
合
っ
て
突
い
て
い
る

i
i女一一一一口其

間
失
炉
、
色
難
告
。
故
相
持
部
泣
i

/¥. i
と
一
一
出
回
っ
た
（
『

」
）
と
あ
る
。

こ
の
話
も
、

っ
た
が
、
近
自
の

で
休
ま
ら
な
い

i
i

ター

心

和

良

平

。

市

心

何
哉

i
i
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
心
援
で
も
っ



分
け
ら
れ
る
昧
鷺
は
、
娘
に
射
す
る
愛
情
が
あ
っ
て

る
も
の
で
、
ご
飯
の
中
身
。
撞
類
の
善
し
悪
し
に
簡

の
で
は
な
い
。
壊
が
あ
り
の
ま
ま
の
こ
と
を
話
す
と
、

機
突
し
て
止
ま
な
い
。
そ
こ
で
娘
も
、
告
分
が
親
へ
の
口
腹
の

奉
養
だ
け
を
考
え
、
色
難
に
失
し
た
こ
と
を
嘆
き
、
お
互
い
に

抱
き
合
っ
て
突
く
の
で
あ
る
。
以
上
の
話
で
、
娘
が
蜜
践
し
た

孝
行
は
献
身
的
な
禽
養
で
あ
っ
た
。
彼
女
は
母
親
へ
の
食
繋
の

た
め
に
、
出
回
分
の
身
を
繋
る
こ
と
ま
で
欝
さ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
結
局
の
毅
子
は
、
お
互
い
嘆
き
と
悲
し
み
の
ど

ん
患
に
沈
ん
で
し
ま
っ
た
。
娘
の
蜜
行
し
た
孝
行
に
献
身
的
食

養
は
あ
っ
た
が
、
色
穫
が
験
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

は
、
色
餐
が
食
養
に
開
じ
く
大
事
で
あ
る
と
す
る
住
養
の
重
み

が
明
確
に
代
掛
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
識
が
集
約
さ
れ
て
い
る

注
6

の
が
、
娘
の
嘆
き
の
時
の
翠
詞
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
娘
の
嘆
き
の
翠
認
の
中
に
用
い
ら
れ
た
ぷ
口
難
3

の

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
立
翠
店
に
、
「
子
器
開
孝
。
子

目
、
今
之
孝
者
、
是
謂
能
養
、
歪
於
犬
馬
、
皆
能
有
養
、
不
敬

何
割
乎
。
子
夏
関
孝
子
、
臣
、
色
難
、
有
事
弟
子
服
其
勢
有
酒

色
先
生
銀
、
曾
是
以
鶏
孝
乎
」
（
巻
二
：
「
矯
政
」
）
と
あ
る

如
く
、
孝
行
に
お
い
て
、
一
次
的
な
物
質
的
奉
養
1
1
2
食
養
i

i
に
加
え
て
、
精
神
的
奉
餐

1
1
色
養

l
i
を
強
調
し
て
い
る

意
味
の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
元
来
色
養
は
食
養
の
次
に
お

か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

が
出
来
る
と
は
限
ら
な
い
た
め
、

が
強
調
さ
れ
る
一
回
を
持
つ
。
と
こ
ろ
で
、

の
作
品
の
底
議
に
流
れ
る
意
識
を
汲
み
上
げ
る
と
、
そ
れ
は
食

養
よ
り
も
む
し
ろ
色
養
を
重
ん
ず
る
べ
き
趣
旨
が
現
れ
て
い
る
。

食
養
を
被
る
と
い
う
人
の
子
と
し
て
敢
え
て
出
来
な
い
行
矯
を

や
っ
て
ま
で
、
母
の
言
い
つ
け
と
願
い
に
添
え
る
露
定
の
行
鶏

を
搭
寓
す
る
こ
と
で
、
食
養
を
破
る
と
も
告
養
を
破
る
べ
き
で

は
な
い
こ
と
が
訴
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
羅
人
の
孝
行
観

に
お
い
て
、
食
養
は
勿
論
大
事
な
こ
と
で
あ
る
が
、
色
饗
は
そ

れ
に
増
し
て
鍾
僅
あ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
色

養
の
内
容
と
は
、
親
の
気
持
ち
を
察
す
る
こ
と
、
議
の
意
見
を

尊
重
す
る
こ
と
を
自
分
の
判
断
、
或
い
は
自
分
の
立
場
よ
り
優

先
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
色
繋
は
、
入
の
親
と
な

っ
た
も
の
の
立
場
か
ら
孝
行
を
考
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ

と
が
出
来
よ
う
。
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親
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梯
事

今
ま
で
論
じ
て
き
た
「
食
養
」
「
色
養
」
の
孝
行
は
、
何
れ

も
そ
の
釘
象
は
現
在
生
存
し
て
い
る
親
に
針
す
る
奉
養
で
あ
っ



た
。
羅
人
は
、
殺
に
死
ん
だ
親
に
射
す
る
孝
行
と
し
て
の
供
養

も
粗
忽
に
し
て
い
な
い
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
、
鵠
事
を
行

う
こ
と
で
懇
の
来
設
で
の
福
を
叫
制
覇
す
る
こ
と
で
あ
る
。

牟
梁
盟
に
往
ん
で
い
た
援
組
と
い
う
貧
し
い
女
に
大
域
と
い

う
息
子
が
い
た
。
彼
は
、
金
持
ち
で
あ
る
播
安
の
家
に
麗
わ
れ

て
い
た
。
あ
る
日
、
関
士
一
（
有
搭
の
橋
信
）
の
漸
関
が
六
輪
曾

を
催
そ
う
と
し
、
福
安
の
家
に
き
て
布
識
を
求
め
た
。
漸
鶴
拡

都
五
十
疋
を
布
擁
す
る
福
安
に
向
か
い
、
「
撞
越
は
布
施
す
る

こ
と
を
好
む
か
ら
、
天
神
が
常
に
護
持
し
ま
す
。
一
を
布
施
す

れ
ば
、
一
議
箔
の
利
が
あ
ち
ま
す
し
、
安
楽
、
旦

る
で
し
ょ
う
」
と
祝
指
し
た
。
髄
で
こ
れ
を
関
い

の

と

っ

て

い

き

、

「

稽

揺

が

一

ウ
A
日

1ν
九
九
。

。
そ
の
子
は
、

に
譲
っ
て
い
た
の

っ
て
名
前
と
し
、
そ
の
前
生
の
母
（
貧
し
い

っ
た
。
大
域
は
壮
年
に
な
り
、
獲
を
好

ん
だ
。
あ
る
日
、
吐
含
山
で
熊
を
捕
ら
え
て
、
出
の
下
の
村
に

諮
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
播
ら
え
ら
れ
た
熊
が
大
域
の
夢
に

現
れ
、
鬼
に
襲
わ
り
、
「
お
前
は
ど
う
し
て
私
を
殺
し
た
の
か
。

私
が
生
ま
れ
か
わ
っ
て
お
前
を
取
っ
て
食
う
で
あ
ろ
う
」
と
訴

え
た
。
大
域
は
恐
れ
て
詳
し
を
乞
う
と
、
自
分
の
た
め
に
寺
を

建
て
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
大
域
は
心
の

中
に
潔
く
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
現
世
の
こ
人
の
父
母
の
た
め

、
龍
生
の
二
人
の
父
母
の
た
め
に
石
傍
寺

の
偶
像
を
た
く
さ
ん
設
け
て
（
敬
い
）
、

こ
の
よ
う
に
、
つ

i
iと
あ
る
。
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に
亡
く
な
っ
た
の
で
、
そ
の
患
子
の
葱
恭
大
王
が
完
成
し

徳
寺
に
安
置
し
た
と
し
て
お
り
、
そ
し
て
奉
穂
寺
は
、
孝

が
亡
父
聖
徳
大
王
の
冥
福
を
祈
願
し
て
建
て
た
も
の
で
あ
る
i

i
新
羅
第
三
十
五
代
景
徳
大
王
・
・
・
捨
黄
銅
十
二
議
斤
、
矯

先
考
聖
徳
王
欲
鍵
臣
鐘
一
口
。
未
就
而
崩
。
其
子
葱
恭
大
王
乾

遣
、
以
大
麿
庚
成
十
二
月
、
命
容
司
鳩
工
徒
。
乃
克
成
之
。
安

於
奉
徳
寺
。
寺
乃
孝
成
主
関
一
兆
二
十
六
年
成
寅
、
矯
先
考
聾
徳

大
王
奉
補
所
創
也
（
『
一
一
一
圏
遺
事
』
巻
一
一
一
：
塔
像
第
四
）

i
！

と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
寺
の
鐘
を
鋳
る
か
、
或
い
は
寺
を

建
立
す
る
か
等
の
傍
事
を
行
い
功
徳
を
積
む
こ
と
で
、
死
ん
だ

親
へ
の
冥
福
を
祈
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
醤
時
の
社
曾
臆
警

で
は
、
死
ん
だ
そ
ノ
の
た
め
に
梯
教
的
行
事
を
行
っ
て
誤
譲
を

す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず
死
者
の
冥
揺
の
た
め
の
襲
本
と
な
る
と
、

ご
く
普
通
に
信
じ
ら
れ
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

そ
れ
は
、
同
議
の
醤
時
の
こ
と
を
物
語
る
記
事
に
、
死
ん
だ
動

物
の
た
め
に
も
寺
を
建
立
す
る
等
の
僻
事
を
行
っ
て
冥
福
を
祈

っ
て
い
る
こ
と
が
、
た
び
た
び
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
容

易
に
推
測
で
き
る
。
上
記
の
「
大
域
孝
二
世
父
母
」
の
僚
で
は
、

機
を
好
ん
で
い
た
大
城
が
、
あ
る
日
、
吐
含
山
で
熊
を
捕
ら
え

た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
捕
ら
え
ら
れ
た
熊
が
夢
枕
に
立
ち
、

鬼
に
饗
わ
り
、
殺
さ
れ
た
自
分
は
生
ま
れ
か
わ
っ
て
大
域
を
取

っ
て
食
う
で
あ
ろ
う
と
訴
え
た
。
こ
れ
を
恐
れ
て
許
し
を
乞
う

、
熊
は
自
分
の
た
め
に
寺
を
建
て
る
こ
と
を
要
求
し
た

の
で
、
大
域
は
死
ん
だ
そ
の
熊
の
た
め
に
お
寺
を
建
立
し
た
i

i
牟
梁
里
之
貧
女
慶
祖
有
見
、
頭
大
頂
平
如
城
、
国
名
大
域
・

・
・
既
社
、
好
遊
灘
、
一
日
登
吐
含
山
、
捕
一
熊
。
宿
山
下
村
、

夢
熊
嬰
鶏
鬼
。
訟
目
、
汝
何
殺
我
、
我
還
唆
汝
。
城
怖
、
議
容

赦
。
鬼
呂
、
能
鶏
我
創
締
寺
乎
。
域
饗
之
日
諾
。
既
費
、
汗
流

被
響
。
自
後
禁
原
野
、
矯
熊
創
長
欝
寺
於
其
播
地
（
可
一
ニ
額
一
選

事
h

巷
五
：
孝
善
第
九
）

i
i
と
あ
り
、
「
金
現
感
虎
」
の
僚

で
は
、
生
き
物
を
多
く
害
す
る
三
頭
の
兄
虎
の
悪
事
を
懲
ら
し

め
よ
う
と
す
る
天
の
撃
に
、
そ
れ
ら
の
兄
虎
の
身
代
わ
り
に
な

っ
て
死
を
選
ん
で
い
る
妹
虎
の
願
い
通
り
に
、
寺
を
立
て
て
冥

福
を
祈
願
し
た

i
小
選
有
三
虎
抱
空
間
室
、
作
人
語
日
、
家

有
臆
韓
之
集
。
療
凱
何
幸
。
揺
輿
女
叱
日
、
爾
轟
之
爽
乎
。
何

言
之
狂
也
。
時
有
天
唱
。
欝
輩
噌
害
物
命
尤
多
。
宜
諒
一
以
懲

悪
。
一
一
一
獣
閤
之
。
皆
有
憂
告
。
女
誘
日
、
一
一
一
兄
若
能
遼
逃
而
自

懲
。
我
能
代
受
其
罰
。
皆
護
保
首
妥
尾
市
選
去
。
女
入
謂
郎
日

・
・
・
女
日
、
郎
君
無
有
此
一
言
。
今
妾
之
欝
夫
、
議
天
命
告
。

亦
苔
願
也
。
郎
君
之
麓
由
。
予
族
之
福
也
。
麗
人
之
喜
也
。
一

死
部
五
利
備
、
其
可
違
乎
。
但
矯
妾
創
寺
。
講
翼
詮
、
資
勝
報
。

期
郎
君
之
懇
莫
大
駕
。
遂
相
泣
而
期
・
・
・
現
既
登
題
。
創
寺

於
西
川
護
、
競
虎
顔
寺
。
常
講
党
繍
例
経
、
以
導
虎
之
冥
遊
。
亦

報
其
殺
身
成
己
之
思
（
司
三
圏
遺
事
』
巻
五
：
感
通
第
七
）
と
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あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
死
ん
だ
動
物
の
冥
捕
を
祈
る
た
め
に
も

往
々
締
事
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
繋
擦
の

と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
行
事
を
行
う
た
め
に
は
指
蓄
の
財
力
が

要
さ
れ
た
た
め
一
鍛
茂
民
は
ほ
と
ん
ど
寮
行
で
き
な
く
、
主
に

玉
旗
・
費
族
の
鶴
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
時
に
は
庶
民
も

財
力
が
許
す
限
り
の
も
の
を
議
捨
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
死
ん

だ
親
の
た
め
に
傍
事
を
行
う
こ
と
自
韓
、
締
教
の
信
心
か
ら
出

議
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
羅
人
が
死
後
の
親
へ

の
孝
行
を
議
く
す
徴
表
と
し
て
数
え
ら
れ
る
に
足
る
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
生
前
の
奉
餐
に
お
い
て
、
物
質
・
精
神
の

ど
ち
ら
の
蔀
に
お
い
て
も
敏
か
す
こ
と
な
く
、
親
へ
の
孝
行
を

重
ん
じ
て
い
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
死
後

の
親
の
た
め
に
、
力
一
杯
の
供
養
を
す
る
こ
と
に
射
し
で
も
容

易
に
合
黙
の
い
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
以
上
は
梯
教
器
開
を
基
盤

に
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
孝
行
の
表
現
と
し
て
は
生
前
死
後

を
超
越
し
て
い
る
こ
と
の
象
徴
と
し
て
提
え
ら
れ
よ
う
。

2
）
 

親
の
死
後
の
た
め
の
供
養
と
し
て
、
物
質
的
に
傍
事
を
行
う

こ
と
は
上
で
論
じ
た
。
こ
れ
に
比
例
し
、
精
神
的
に
は
名
饗
を

重
ん
じ
る
意
識
が
強
く
、
先
入
に
累
を
及
ぼ
す
こ
と
を
謙
う
。

新
羅
の
第
十
代
、
奈
解
王
1
7
年
（
A
D
2
1
2
〉
、
八
つ

の
騒
が
連
合
し
て
議
壌
を
犯
し
て
き
た
。
王
は
太
子
の
繕
者
と

持
軍
の
一
伐
等
に
兵
を
率
い
さ
せ
て
戦
わ
せ
た
が
、
知
稽
子
の

軍
功
が
第
一
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
太
子
に
嫌
わ
れ
て
い

た
た
め
、
そ
の
功
績
を
認
め
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。

2
0年
に

は
更
に
、
一
ニ
つ
の
閣
の
王
が
兵
を
率
い
て
攻
め
て
き
た
。
こ
の

時
は
奈
解
王
自
ら
兵
を
率
い
て
防
い
だ
が
、
勿
種
子
は
今
度
も

大
き
な
軍
功
を
揚
げ
た
。
し
か
し
人
び
と
は
そ
の
功
を
取
り
立

て
て
言
う
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
時
、
勿
曜
子
は
、
髪
を

解
き
琴
を
に
な
っ
て
師
段
山
に
入
り
、
二
度
と
世
に
出
て
こ
な

か
っ
た
（
吋
一
一
一
欝
遺
事
b

巻
五
：
避
揺
第
八
：
「
勢
種
子
」
）

と
あ
る
。

こ
の
話
は
、
一
晃
し
て
孝
行
と
は
特
別
な
額
保
を
持
た
な
い

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
繋
擦
ス
ト
ー
リ
！
の
誼
か
ら
考
え
て

も
、
一
人
の
戦
功
の
あ
る
勇
士
が
、
そ
の
留
君
及
び
太
子
と
の

人
間
関
掠
の
不
和
等
が
理
由
で
戦
い
に
お
け
る
卓
越
し
た
功
績

を
認
め
ら
れ
な
く
、
そ
の
結
果
彼
は
俗
輩
で
生
き
る
こ
と
を
止

め
一
人
山
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
内
容
で
、
こ
れ
は
鶴
入

の
忠
義
の
欝
櫨
観
と
身
の
ふ
り
方
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
と
も

一
一
一
一
悶
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
世
帯
を
持
ち
、
留
の
危
難
に
醤
た
り

力
を
議
く
し
て
戦
い
秀
で
た
軍
功
を
あ
げ
る
一
人
前
の
奨
が
、

罷
君
及
び
上
官
と
の
上
記
の
よ
う
な
出
来
事
・
が
あ
っ
た
末
、
こ
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の
俗
世
に
生
き
る
こ
と
を
止
め
、
一
人
山
に
閉
じ
込
も
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
覚
悟
を
決
め
る
の
は
生
易
し
い

も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
に
、
何
が
そ
の
決
定
的
な
き
っ
か
け
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
話
は
、
叙
述
が
全
鰭
的
に
簡
略

で
あ
る
た
め
そ
の
心
中
の
詳
細
な
こ
と
ま
で
知
る
こ
と
は
出
来

な
い
が
、
彼
が
俗
世
と
の
困
縁
を
麟
ち
切
ろ
う
と
決
心
し
た
成

り
行
き
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
推
測
で
き
よ
う
。
ま

ず
勿
稽
子
と
し
て
は
、
国
君
に
仕
え
る
者
は
、
罷
家
の
危
識
に

際
曾
す
れ
ば
生
命
を
諌
げ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
曾
得
し
て
い

た
。
そ
れ
は
萎
に
述
べ
た
一
言
葉
！
i
吾
韻
仕
君
之
道
、
晃
危
致

命
、
臨
難
忘
身
。
伎
於
鯖
義
、
不
顧
死
生
之
諜
忠
也
！
i
か
ら

確
認
出
来
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
な
志
義
の
精
神
で
も
っ
て
閣
の

危
難
で
あ
っ
た
戦
い
に
臨
み
、
大
き
な
鞍
功
を
あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
後
戦
功
を
論
賞
す
る
に
い
た
り
、
彼
は
随
一
の

功
を
あ
げ
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
何
一
つ
報
奨
さ
れ
な
い
。

だ
が
彼
と
し
て
は
、
み
ず
か
ら
軍
功
を
一
一
語
い
連
ね
る
誇
に
は
い

か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
出
来
事
の
末
、
俗
世
と

縁
を
切
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
牲
格
の
人

1
i悲
竹
樹
之
性
病
、

寄
托
作
歌

i
i
だ
か
ら
、
自
分
か
ら
進
ん
で
自
分
の
功
績
を
言

う
こ
と
に
何
ら
か
の
抵
抗
を
感
じ
た
か
も
知
れ
な
い
し
、
或
い

は
自
分
か
ら
戦
い
の
功
績
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
本
意
に

も
麗
君
と
太
子
の
不
徳
を
公
表
す
る
と
い
う
不
忠
を
犯
す
か
も

知
れ
な
い
と
の
懸
念
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、

彼
と
し
て
は
全
て
の
こ
と
を
黙
認
し
て
お
く
し
か
外
な
い
が
、

問
題
試
そ
の
畿
の
身
の
ふ
り
方
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
か

ら
、
彼
は
山
に
入
り
信
と
縁
を
切
る
と
の
悲
壮
な
資
悟
を
す
る

に
至
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
時
既
に
世
帯
を
持
っ
て

い
た
彼
は
、
そ
の
萎
に
自
分
の
決
心
を
簿
え
る
名
分
と
し
て
、

次
の
よ
う
に
論
掛
附
す
る
。
「
功
績
が
多
き
か
っ
た
と
は
い
え
、

関
君
の
危
難
に
お
い
て
死
で
も
っ
て
詣
た
っ
た
鐸
で
は
な
い
の

だ
か
ら
、
こ
れ
は
大
き
な
不
忠
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
も
う
既

に
不
忠
で
あ
り
な
が
ら
圏
君
に
仕
え
る
こ
と
で
累
を
先
祖
に
及

留
し
た
か
ら
、
ど
う
し
て
孝
行
で
あ
る
と
蓄
え
よ
う
か
。
既
に

忠
義
も
孝
行
も
失
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
世
簡
で
胸
張
っ

て
生
き
る
こ
と
は
出
来
な
い
！
i
夫
保
羅
、
場
火
之
役
、
誠
是

摺
之
難
、
君
之
倍
。
市
吾
未
曾
有
忘
身
致
命
之
勢
。
此
乃
不
忠

甚
告
。
既
以
不
忠
市
仕
君
、
累
及
於
先
入
、
可
謂
孝
乎
。
既
失

忠
孝
、
何
顔
復
遊
朝
市
之
中
乎

l
i
と
あ
る
。
こ
の
論
調
に
お

い
て
、
始
め
長
く
展
開
さ
れ
て
い
た
忠
義
の
論
理
が
、
急
に
孝

行
で
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
論
理
の
展
開
の
途
中
、
な
に
げ

な
く
孝
行
に
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
何
事
を
判

断
す
る
に
お
い
て
も
、
親
の
名
に
累
を
及
ぼ
す
こ
と
を
兼
ね
合

わ
せ
て
見
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
姿
勢
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
こ

と
か
ら
も
羅
人
に
お
け
る
孝
行
の
観
念
の
強
さ
が
感
じ
ら
れ
よ
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う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
姿
勢
の
底
議
に
流
れ
る
思
想
と
し
て
、

ヱ
斗
身
揚
名
、
以
額
父
母
、

え
ら
れ
る
。

以
上
、
鰯
閥
単
で
は
あ
る
が
、

一
ニ
欝
遺
事
h

に
載
っ
て
い
る
齢

み
た
。
中
に
誌
、
孝
行
の
・
内
容
か
ら
考
え
少
々

ら
れ
る
翠
の
孝
行
に
掲
る
部
分
が
な
い
で
も
な
い
。
だ
が
、

韓
的
に
ど
の
作
品
に
お
い
て
も
、
孝
行
の
仔
矯
方
式
は
甚
だ
直

接
的
、
全
髄
的
雰
閣
議
と
し
て
現
繋
性
を
帯
び
て
い
る
。
人
の

践
の
府
内
を
進
め
て
ど
れ
抵
ど
撞
食
と
な
っ
た
か
の
論
理
殻
は
と

も
か
く
、
率
先
し
て
自
ら
の
肉
を
叡
い
て
毅
の
た
め
の
食
用
の

肉
と
す
る
こ
と
は
、
凡
人
な
ら
ざ
る
勇
気
が
繋
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
行
動
を
現
繋
に
行
う
こ
と
に
よ
号
、
人
の
鏡
と
さ

れ
翼
賛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
食
養
よ
り

も
大
事
で
品
る
と
さ
れ
る
の
が
、
父
母
の
心
を
安
ら
か
に
し
、

そ
の
意
に
従
績
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
色
養
で
あ
る
。
こ
れ

も
ま
た
孝
行
を
懇
の
立
場
か
ら
考
え
る
と
い
う
大
事
な
意
味
を

尊
重
し
て
い
る
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
孝
行
は
、
更
に
親
の
生

き
て
い
る
時
だ
け
に
設
ら
な
い
。
既
に
死
ん
で
い
る
親
に
艶
し

で
も
傍
事
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
し
て
先
担
の
名
に
泥
を
塗 宮司E

ら
な
い
と
い
う
強
い
名
饗
と
誇
ち
に
よ
り
、
孝
行
を
す
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
切
論
、
家
族
構
構
成
員
の
簡
の
袖

を
習
讃
づ
け
た
も
の
と
し
て
解
懇
で
き
よ
う
。

物。

法
2
、

m
－一一

一
都
祇
蘇
立
千
四
年

「
（
五
十
年
）
夏

明
一
一
一
関
史
記
』
巻
四

年
「
十
一
一
一
年
春
、
民
凱
、

巻
十
：
新
羅
本
紀
第
十
：
憲
徳
王
十
一
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「
八
年
春
、
不
雨
至
六
月
、
民
飢
、
至
有
議
子
者
。

出
宮
穀
購
之
」
句
三
顕
史
記
』
巻
二
十
四
：
百
済
本
紀

第
一
一
：
近
出
向
古
玉
八
年

「
九
年
春
正
月
、
地
震
。
自
二
月
歪
秋
七
月
、
不
雨
。

年
飢
、
民
棺
食
」
『
三
園
史
記
』
巻
十
七
：
高
句
藤
本

紀
第
五
：
燈
山
王
九
年

「
六
年
春
、
飢
、
入
棺
食
。
王
議
倉
賑
給
」
ヲ
ニ
躍
史

記
』
巻
十
八
：
高
句
麗
本
紀
第
六
：
故
圏
壌
王
六
年

「
一
ニ
十
三
年
春
夏
、
大
皐
、
民
飢
棺
食
。
盗
賊
大
起
、

王
撫
安
之
」
『
三
菌
史
記
』
巻
二
十
三
：
百
糖
本
紀
第

一
：
始
祖
温
詐
玉
三
十
三
年

「
二
十
八
年
春
夏
、
大
皐
、
草
木
枯
、
江
水
渇
。
歪
秋

七
月
乃
雨
。
年
飢
、
民
相
食
」
司
三
圏
史
記
』
巻
二
十

四
：
百
済
本
紀
第
一
一
：
扮
西
王
二
十
八
年

「
二
十
一
年
夏
、
大
皐
、
民
凱
棺
食
。
盗
賊
多
起
、
毘

寮
論
議
倉
簸
救
、
王
不
聴
。
漢
山
人
亡
入
高
句
麗
者
二

千
」
『
三
罷
史
記
』
巻
二
十
六
：
百
摺
本
紀
第
四
：
東

城
主
二
十
一
年

「
（
八
年
）
年
荒
、
民
鋲
。
抵
瀬
東
求
食
者
、
一
一
自
七

十
人
」
崎
一
一
一
圏
史
記
h

巻
十
：
新
羅
本
紀
第
十
：
憲
徳

王
八
年

「一

年
夏
五
月
、
大
水
。
秋
八
月
、
蜂
害
穀
。
民

飢
、
亡
入
新
羅
者
九
百
戸
」
町
三
関
史
記
』

：
百
滴
本
紀
第
四
：
武
寧
王
二
十
一
年

法
3
、
こ
の
話
は
、
醤
時
の
こ
と
を
記
す
正
史
で
あ
る
明
一
一
一
関
一

史
記
h

（
巻
四
十
八
：
列
縛
第
八
：
「
向
徳
」
）
に
詳

し
く
載
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
の
出
来
事
が
、
天

資
十
四
年
乙
未
（
景
徳
王
十
四
年
：
A
D
7
5
5
）
の

こ
と
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

注
4
、
こ
の
事
件
が
あ
っ
た
年
代
は
本
文
中
に
明
記
さ
れ
て
い

な
い
が
、
こ
の
記
事
の
最
後
に
警
か
れ
た
月
精
寺
の
来

涯
に
関
す
る
記
事
か
ら
類
推
し
て
、

A
D
6
4
3
年
前

後
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
唐
へ
の

留
撃
か
ら
鵠
麗
し
た
慈
戴
法
師
が
蜜
山
で
始
め
て
茅
庵

を
結
っ
た
の
が
貞
額
十
七
年
（
醤
徳
女
王
十
二
年
：
A

－

D
6
4
3
年
〉
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

吋
一
一
一
関
遺
事
』
巻
一
ニ
：
塔
像
第
四
：
「
肇
山
五
禽
翼
身
」

「
護
山
丹
精
寺
」

『
一
ニ
罷
遺
事
』
巻
田
：
義
解
第
五
：
「
慈
裁
定
律
」

注
5
、
「
介
子
推
、
至
忠
也
。
由
同
部
其
段
、
以
禽
文
公
、
文
公

後
皆
之
。
子
推
怒
而
去
、
抱
木
而
矯
死
」
司
荘
子
』
巻

九
：
「
盗
路
」

「
昔
者
、
介
子
推
無
爵
禄
、
市
義
随
文
公
。
不
忍
口
腹
、

而
仁
部
其
凱
。
故
人
主
結
其
徳
、
書
顕
著
其
名
。
人
主
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注
6
、

築
乎
捜
人
以
公
議
力
、
市
苦
乎
以
私
響
威
。
人
臣
安
乎

以
能
受
職
、
部
苦
乎
以
一
負
二
」
句
韓
非
子
h

巻
八
：

「
用
人
」

母
痛
笑
。
女
嘆
己
之
抱
一
能
口
腹
之
護
、

商
失
於
住
難
告
」
（
崎
一
一
一
菌
選
事
b

巻
五
：
孝
善
第
九

・
「
糞
女
養
母
」
）
。
こ
の
話
は
、
明
一
一
一
醸
史
記
』
巻

四
十
八
：
弼
簿
第
八
に
も
、
「
孝
女
知
恵
」
と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
記
事
が
説
明
叙
述
で
あ
る
こ
と

に
比
べ
、
こ
の
話
の
講
成
は
、
多
分
に
事
件
中
心
の
劇

的
措
鶏
に
な
っ
て
い
る
。
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