
　
　
　

は
じ
め
に

　

七
世
紀
後
半
～
一
〇
世
紀
半
ば
ま
で
朝
鮮
半
島
中
南
部
を
支
配
し
た
新
羅
の
王

都
で
あ
っ
た
慶
州
に
は
、
今
な
お
、
新
羅
時
代
の
寺
院
・
古
墳
な
ど
が
多
数
存
在

す
る
が
、
そ
の
な
か
の
一
つ
に
石
窟
庵
が
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
、
い
ち
早
く

朝
鮮
半
島
の
建
築
・
古
蹟
調
査
を
行
っ
た
関
野
貞
が
石
窟
庵
を
、「
蓋
新
羅
時
代

に
於
け
る
最
優
秀
な
る
一
大
遺
構
な
る
へ
し
」
と
述
べ
（
関
野
［
一
九
一
〇
］） 

、

朝
鮮
の
芸
術
を
探
究
し
た
柳
宗
悦
も
、「
永
遠
の
傑
作
」
で
あ
り
、「
啻
に
一
国
の

製
作
で
は
な
く
実
に
隋
唐
の
仏
教
の
結
晶
で
あ
り
、
引
い
て
は
東
洋
の
宗
教
並
び

に
芸
術
の
帰
結
」 

と
絶
賛
し
た
ご
と
く
（
柳
［
一
九
一
九
］）、
こ
の
石
窟
庵
は
華

麗
な
る
新
羅
文
化
を
今
に
伝
え
る
代
表
的
な
文
物
の
一
つ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

き
た
。

　

し
か
し
、
こ
の
石
窟
庵
は
悠
久
な
る
朝
鮮
の
歴
史
に
お
い
て
、
常
に
新
羅
を
代

表
す
る
仏
教
遺
跡
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
一
六
世

紀
の
朝
鮮
王
朝
代
の
地
理
書
で
あ
る
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』（
一
五
三
〇
年
撰
）

慶
州
府
・
仏
宇
条
に
は
、
今
日
、
石
窟
庵
と
並
び
称
さ
れ
、
新
羅
を
代
表
す
る
仏

教
寺
院
で
あ
る
仏
国
寺
に
つ
い
て
の
記
述
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
東
北
に

位
置
す
る
石
窟
庵
に
関
す
る
記
事
は
み
え
な
い
。
石
窟
庵
は
朝
鮮
王
朝
時
、
必
ず

し
も
今
日
の
よ
う
に
有
名
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
先
学
の
指
摘
し
て

き
た
よ
う
に
、
石
窟
庵
は
近
代
以
後
、
新
た
に
見
い
だ
さ
れ
、
今
日
の
よ
う
な
新

羅
文
化
を
代
表
す
る
仏
教
遺
跡
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
⑴
。

　

そ
の
過
程
で
石
窟
庵
は
日
本
人
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
と
喧
伝
さ
れ
、
日

本
の
朝
鮮
支
配
機
関
で
あ
る
朝
鮮
総
督
府
に
よ
っ
て
「
修
復
」
さ
れ
て
い
っ
た
⑵
。

そ
れ
は
日
本
の
植
民
地
支
配
を
正
当
化
さ
せ
る
こ
と
と
も
無
関
係
で
は
な
か
っ
た

こ
と
が
既
に
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
な
ど
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う

し
た
研
究
を
ふ
ま
え
て
石
窟
庵
「
修
復
」
を
主
導
し
た
朝
鮮
総
督
府
に
と
っ
て
、

そ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
し
て
い
た
の
か
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
は
、

仏
教
遺
跡
と
し
て
の
石
窟
庵
の
近
代
以
後
の
歩
み
な
ら
び
に
日
本
の
朝
鮮
支
配
の

一
端
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

　

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
朝
鮮
総
督
府
に
よ
る
石
窟
庵
の
具
体
的
修
復
過
程
を
考

究
す
る
必
要
が
あ
る
が
⑶
、
こ
う
し
た
こ
と
と
も
関
わ
っ
て
軽
視
で
き
な
い
の
は
、

石
窟
庵
の
「
発
見
」・「
修
復
」
が
当
該
期
の
韓
国
統
監
や
朝
鮮
総
督
と
も
密
接
に

関
わ
っ
て
い
た
と
い
う
言
説
で
あ
る
。
例
え
ば
、
石
窟
庵
の
近
代
史
的
意
義
を
積

極
的
に
追
究
す
る
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
は
、
第
二
代
韓
国
統
監
・
曾
禰
荒
助
の

石
窟
庵
訪
問
を
契
機
と
し
て
石
窟
庵
が
大
衆
化
さ
れ
た
と
説
き
、
石
窟
庵
の
「
発

石
窟
庵
と
近
代
日
本  

―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―
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見
」・「
修
復
」
は
こ
れ
ら
韓
国
統
監
や
朝
鮮
総
督
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
つ
つ
検
討

す
べ
き
こ
と
を
高
唱
し
た
。
こ
の
指
摘
は
石
窟
庵
の
近
代
以
後
の
歩
み
な
ら
び
に

近
代
史
的
意
義
を
理
解
す
る
上
で
も
軽
視
で
き
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、こ
う
し
た
指
摘
を
行
っ
た
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
を
は
じ
め
、

既
往
の
研
究
で
は
、
必
ず
し
も
韓
国
統
監
や
朝
鮮
総
督
と
石
窟
庵
と
の
関
係
が
、

関
連
資
料
の
検
証
に
も
と
づ
い
て
論
及
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
⑷
。
だ
が
、

こ
れ
は
石
窟
庵
の
「
発
見
」・「
修
復
」
に
関
す
る
基
礎
的
事
実
の
一
端
を
解
明
す

る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
密
接
に
関
わ
っ
た
日
本
の
朝
鮮
支
配
の
一
端
を
考
究
す
る

上
で
看
過
で
き
な
い
課
題
で
も
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
こ
の
問
題
の
重
要
性
に
鑑
み
、
本
論
で
は
既
存
の
研
究
に
お
い
て
必

ず
し
も
十
分
に
吟
味
・
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
韓
国
統
監
・
朝
鮮
総
督
と
石
窟

庵
と
の
関
係
を
改
め
て
討
究
し
、
近
代
以
後
の
石
窟
庵
の
歩
み
お
よ
び
近
代
日
本

の
朝
鮮
文
化
政
策
の
一
端
を
理
解
す
る
上
で
の
端
緒
に
し
た
い
と
お
も
う
。

一　

石
窟
庵
の
「
発
見
」

（
一
）
前
近
代
の
石
窟
庵

　

こ
の
石
窟
庵
は
仏
国
寺
と
と
も
に
新
羅
の
景
徳
王
一
〇
（
七
五
一
）
年
に
創
建

さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
⑸
。『
三
国
遺
事
』
大
城
孝
二
世
父
母
・
神
文
代
条

に
は
石
窟
庵
を
石
仏
寺
と
し
、
石
窟
庵
は
、
本
来
、
石
仏
寺
と
呼
称
さ
れ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
が
、
仏
国
寺
の
末
寺
と
し
て
石
窟
庵
と
さ
れ
た
の
は
、
一
八
世
紀
頃

か
ら
で
あ
っ
た
（
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］）。

　

そ
の
後
、
石
窟
庵
の
動
向
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
詳
ら
か
で
は
な
い
。
既
述
の

よ
う
に
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
に
も
石
窟
庵
に
関
す
る
記
事
は
な
い
。
明
治

三
五
（
一
九
〇
二
）
年
に
は
関
野
貞
が
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
は
今
西

龍
が
そ
れ
ぞ
れ
慶
州
を
訪
問
し
て
い
る
が
、
彼
ら
の
報
告
書
の
な
か
に
石
窟
庵
関

連
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
⑹
。
そ
れ
は
石
窟
庵
が
今
日
ほ
ど
有
名
で
は
な
く
、
関

野
や
今
西
も
石
窟
庵
に
関
す
る
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。

　

だ
が
、黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
や
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

石
窟
庵
が
廃
寺
と
な
り
、
人
々
の
記
憶
か
ら
忘
却
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
鄭
時
翰
『
山
中
日
記
』
戊
辰
（
一
六
八
八
年
）
五
月
一
五
日
仏
国
寺

条
に
は
、
石
窟
庵
に
つ
い
て
の
叙
述
が
あ
り
、
そ
の
な
か
で
石
窟
庵
の
仏
像
は
ま

る
で
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
⑺
。
さ
ら
に
同
書
・
戊

辰
（
一
六
八
八
年
）
五
月
一
八
日
仏
国
寺
条
に
も
、
一
人
の
居
士
が
妻
と
と
も
に

全
州
か
ら
仏
国
寺
の
石
窟
・
骨
窟
庵
ら
を
訪
れ
て
い
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
⑻
。

こ
れ
を
ふ
ま
え
、
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
は
石
窟
庵
が
慶
州
の
「
遊
覧
コ
ー
ス
」

の
一
つ
で
あ
っ
た
と
説
い
た
が
、
当
該
期
、
石
窟
庵
が
そ
れ
ほ
ど
有
名
で
あ
っ
た

な
ら
ば
、『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
に
も
記
載
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

う
で
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
当
時
、
石
窟
庵
が
黄
寿
永
［
一
八
六
七
］
の
指

摘
す
る
よ
う
に
「
遊
覧
コ
ー
ス
」
と
し
て
、
全
土
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
の
か
は

疑
問
の
余
地
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
一
部
の
人
々
に
は
石
窟
庵
の
存

在
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

一
八
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
『
嶠
南
名
勝
貼
』（
一
七
二
五
年
）、『
海
東
地
図
』

（
一
七
五
〇
年
年
ま
で
に
作
成
）
な
ど
に
も
石
窟
庵
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
姜

熺
静
［
二
〇
一
二
］
の
指
摘
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
石
窟
庵
は
少
な
く
と
も
一
八

世
紀
の
文
人
た
ち
に
は
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
⑼
。 一

一
四
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一
方
、
現
地
の
人
々
に
も
石
窟
庵
は
認
知
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
中
村

［
一
九
二
九
］
に
は

余
は
そ
の
附
近
の
朝
鮮
老
人
や
そ
の
他
の
人
達
に
、
幾
度
か
尋
ね
て
見
た
と

こ
ろ
、
一
年
中
の
あ
る
時
期
に
は—

例
へ
ば
、
三
月
の
三
日
と
か
、
四
月
の

四
日
と
か
、
五
月
の
五
日
と
か
、
そ
ん
な
時
に
よ
く
山
遊
び
な
ど
も
す
る
の

で
、
其
年
一
年
の
福
を
祈
る
為
め
に
参
詣
し
た
も
の
ゝ
や
う
に
も
思
は
れ
る

の
で
あ
る
。
無
論
極
東
の
芸
術
的
殿
堂
で
あ
る
な
ど
と
は
、
毛
頭
思
は
な
か

つ
た
事
は
事
実
で
あ
る
。

と
あ
っ
て
、
現
地
の
住
民
た
ち
が
石
窟
庵
に
参
詣
し
て
い
た
と
推
測
し
て
い
る
。

石
窟
庵
は
人
々
か
ら
完
全
に
忘
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
今

日
ほ
ど
そ
の
存
在
を
広
く
知
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
部
の
現
地
人
が
認

知
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
⑽
。
二
〇

世
紀
初
頭
、
関
野
や
今
西
の
慶
州
踏
査
記
録
に
石
窟
庵
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い

の
は
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
状
況
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
新
羅
を
代
表

す
る
寺
院
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
れ
ば
、
彼
ら
は
間
違
い
な
く
石
窟
庵
を
訪
れ
て

い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

石
窟
庵
の
こ
う
し
た
状
況
は
当
時
の
新
聞
記
事
か
ら
も
推
知
で
き
る
。『
皇
城

新
聞
』
で
は
一
九
〇
九
年
七
月
か
ら
「
名
所
古
蹟
」
と
題
し
て
、
朝
鮮
半
島
の
名

所
古
蹟
に
関
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
同
年
九
月
二
五
日
に
は
、
現
在
、

石
窟
庵
と
と
も
に
新
羅
仏
教
文
化
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
る
仏
国
寺

関
係
記
事
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
一
連
の
記
事
の
な
か
に
は
石
窟
庵
は
な
い
。

当
時
、
石
窟
庵
は
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
ほ
ど
有
名
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
黄
寿
永
［
一
九
八
九
］
は
、
関
野
や
今
西
が
慶
州
を
訪
問
し
た
頃
、

日
本
人
に
よ
る
遺
物
の
略
奪
が
激
し
か
っ
た
た
め
、
現
地
の
人
々
は
あ
え
て
彼
ら

に
石
窟
庵
の
存
在
を
教
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
が
、
そ
れ

な
ら
ば
現
地
の
人
々
は
同
じ
韓
国
人
で
あ
る
『
皇
城
新
聞
』
の
記
者
に
も
石
窟
庵

の
情
報
を
伝
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
記
者
は
現
地
人
に
よ
っ

て
石
窟
庵
の
存
在
を
聞
知
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
も
想
定
で
き
な
く
も
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
石
窟
庵
は
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
る

ほ
ど
の
存
在
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
お
そ
ら
く
、
当
該
期
の

石
窟
庵
は
、
現
在
の
よ
う
な
新
羅
文
化
を
代
表
す
る
仏
教
寺
院
と
し
て
幅
広
く
認

知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
『
皇
城
新
聞
』
で
も

取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
日
本
人
に
よ
る
石
窟
庵
「
発
見
」

　

と
こ
ろ
が
、
石
窟
庵
は
そ
の
後
、
日
本
人
に
よ
っ
て
新
た
に
「
発
見
」
さ
れ
た

と
主
張
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
柳
［
一
九
一
九
］
は

此
石
仏
寺
が
始
め
て
吾
々
の
注
意
を
引
い
た
の
は
今
か
ら
ま
だ
十
年
に
も
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
明
治
四
十
四
（
一
九
一
一
）
年
で
あ
つ
た
ろ
う

か
、
慶
州
の
郵
便
局
員
の
偶
然
な
発
見
に
よ
る
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
今
は
仏

国
寺
か
ら
道
路
が
修
理
さ
れ
て
何
人
も
容
易
に
行
か
れ
る
の
で
あ
る
が
、
十

年
の
昔
に
は
殆
ん
ど
道
も
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。
※
（　

）：
井
上
、
以
下
同
様
。

と
述
べ
、
さ
ら
に
中
村
［
一
九
二
九
］
も
、 

世
に
忘
れ
ら
れ
て
ゐ
た
窟
庵
が
、
始
め
て
吾
々
の
注
意
を
惹
く
や
う
に
な
つ

た
の
も
、
今
か
ら
僅
か
十
数
年
前
の
事
で
あ
つ
た
。
明
治
の
終
わ
り
頃
、
慶

州
の
郵
便
局
員
が
偶
然
に
も
発
見
し
た
と
云
は
れ
て
ゐ
る
。
其
頃
は
、
完
全

一
一
五

石
窟
庵
と
近
代
日
本
　
―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―



な
道
路
と
い
ふ
も
の
も
な
く
、
容
易
に
行
か
れ
る
所
で
な
か
つ
た
。

と
論
じ
、郵
便
局
員
に
よ
っ
て
偶
然
、石
窟
庵
が
「
発
見
」
さ
れ
た
と
す
る
。
も
っ

と
も
柳
［
一
九
一
九
］
は
そ
れ
を
明
治
四
四
（
一
九
一
一
）
年
と
す
る
が
、
詳
細

は
後
述
す
る
も
の
の
、
そ
れ
以
前
に
曾
禰
荒
助
韓
国
副
統
監
が
石
窟
庵
を
訪
れ
て

い
る
か
ら
、
彼
の
記
述
は
問
題
が
あ
る
⑾

。
し
か
し
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
中

村
も
柳
も
み
な
郵
便
局
員
が
偶
然
に
石
窟
庵
を
「
発
見
」
し
た
と
し
て
い
る
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
の
頃
、
石
窟
庵
が
郵
便
局
員
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
が
一
部
の
人
々
の
間
に
膾
炙
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

一
方
、
大
阪
［
一
九
三
一
］
に
は
、

明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
頃
、「
吐
含
山
頂
の
東
側
に
大
石
仏
が
埋
ま
つ

て
居
る
」
と
い
ふ
こ
と
が
、
誰
か
ら
と
も
な
く
当
時
在
住
内
地
人
の
間
に
伝

え
ら
れ
た
。
か
つ
て
仏
都
た
り
し
慶
州
に
は
、
石
仏
が
其
の
邊
に
ご
ろ
ゝ
あ

る
の
は
珍
し
く
な
い
時
で
あ
る
か
ら
、
こ
ん
な
話
を
耳
に
し
て
も
誰
も
行
つ

て
見
る
者
も
な
い
。
四
十
一
（
一
九
〇
八
）
年
頃
に
な
つ
て
漸
く
人
の
注
目

を
ひ
く
や
う
に
な
り
、
遂
に
翌
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
春
曾
禰
副
統
監
の

巡
視
と
な
り
、
間
も
な
く
関
野
貞
博
士
の
調
査
と
な
つ
て
、
此
所
に
は
じ
め

て
こ
の
偉
大
に
し
て
貴
重
な
る
遺
物
が
、
そ
の
道
の
権
威
者
に
よ
つ
て
紹
介

さ
れ
、
従
つ
て
之
が
保
存
の
急
務
も
当
局
に
認
め
ら
れ
て
来
た
。

と
あ
っ
て
、
石
窟
庵
の
存
在
が
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
頃
、
慶
州
在
住
の
日

本
人
の
間
に
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
必
ず
し
も
石
窟
庵
が
郵

便
局
員
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
た
と
は
し
て
い
な
い
。
か
り
に
石
窟
庵
が
郵
便

局
員
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
特
筆
す
べ
き
こ
と
だ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、大
阪
［
一
九
三
一
］
は
も
ち
ろ
ん
、釋
尾
編
［
一
九
一
〇
］

や
関
野
［
一
九
一
〇
］
に
も
そ
う
し
た
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。
郵
便
局
員
に
よ
っ

て
石
窟
庵
が
「
発
見
」
さ
れ
た
と
い
う
話
が
登
場
す
る
の
は
そ
れ
か
ら
約
一
〇
年

後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、当
時
、慶
州
に
在
住
し
て
い
た
木
村
静
雄
が
記
し
た
木
村［
一
九
一
二
］

や
彼
が
朝
鮮
在
住
時
を
回
顧
し
た
木
村
［
一
九
二
四
］
に
お
い
て
、
郵
便
局
員

に
よ
る
「
発
見
」
に
つ
い
て
論
及
し
て
い
な
い
こ
と
も
看
過
で
き
な
い
。
そ
も

そ
も
柳
［
一
九
一
九
］
に
は
い
く
つ
か
の
事
実
誤
認
が
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て

柳
［
一
九
一
九
］
や
中
村
［
一
九
二
九
］
も
石
窟
庵
の
存
在
が
広
く
知
ら
れ
始
め

た
時
期
よ
り
か
な
り
後
に
な
っ
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
み
て
、
郵
便
局
員
が
石
窟
庵
を
「
発
見
」
し
た
と
す
る
柳

［
一
九
一
九
］
や
中
村
［
一
九
二
九
］
は
信
憑
性
に
問
題
が
あ
る
。

　

な
お
、
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
は
こ
う
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
郵
便
配
達
員

が
石
窟
庵
を
「
発
見
」
し
て
郵
便
局
に
戻
っ
た
後
、
郡
守
の
梁
弘
黙
、
副
郡
守
で

あ
っ
た
木
村
静
雄
、
諸
鹿
央
雄
や
田
中
亀
熊
ら
が
石
窟
庵
を
踏
査
し
、
そ
の
報
告

を
う
け
て
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
が
木
村
ら
と
石
窟
庵
を
訪
れ
た
と
い
う
、「
一
般

に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
」
発
見
談
を
紹
介
し
、
こ
の
発
見
談
が
あ
く
ま
で
も
口
伝

に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
記
録
上
、
木
村
が
は
じ
め
て
確
認
さ
れ
る
の
は
、
一
九
一
一

年
の
慶
州
郡
書
記
就
任
以
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
木
村
が
曾
禰
に
同
行
し
て
石
窟

庵
を
訪
れ
た
と
す
る
こ
の
口
伝
は
信
じ
が
た
く
、
こ
の
「
広
く
知
ら
れ
た
」
発
見

談
は
信
憑
性
が
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

木
村
［
一
九
二
四
］
に
は
、
木
村
が
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
六
月
三
日

に
慶
州
に
赴
任
し
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
さ
ら
に
『
皇
城
新
聞
』
に
も
「
四

月
二
十
八
日　

道
主
事
木
村
静
雄　

任
郡
主
事
叙
判
任
官
三
等
」（「
叙
任
辞
令
」

一
一
六

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
七
十
二
号



一
九
一
〇
年
五
月
三
一
日
）
と
あ
っ
て
、
慶
州
に
お
け
る
木
村
の
活
動
を
確
認
で

き
る
の
は
、
一
九
一
〇
年
六
月
以
後
で
あ
る
か
ら
、
木
村
の
赴
任
を
一
九
一
一
年

と
し
て
、
石
窟
庵
発
見
談
を
批
判
す
る
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
の
批
判
に
は
事
実

誤
認
が
あ
る
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
か
り
に
石
窟
庵
が
大
阪
［
一
九
三
一
］
に
叙
述
さ
れ
た
よ

う
に
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
の
段
階
で
「
漸
く
人
の
注
目
を
ひ
く
」
よ
う

に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
以
前
に
「
発
見
」
さ
れ
、
踏
査
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ

れ
は
木
村
の
赴
任
前
の
こ
と
で
あ
り
、
木
村
が
石
窟
庵
「
発
見
」
を
聞
い
て
、
た

だ
ち
に
郡
守
た
ち
と
石
窟
庵
を
「
調
査
」
し
た
と
い
う
発
見
談
は
、問
題
が
あ
り
、

首
肯
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
郵
便
局
員
に
よ
る
石
窟
庵
「
発
見
」
に
関
す
る
伝
聞
は
誤
り
で

あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
が
、
こ
れ
と
関
わ
っ
て
改
め
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
が
慶
州
在
住
の
崔
南
柱
の

韓
末
慶
州
郵
便
局
長
は
森
馬
助
と
い
う
日
本
人
で
、
彼
に
金
氏
と
い
う
配
達

員
が
「
石
人
が
数
多
く
立
っ
て
い
る
」
と
伝
え
た
。

と
い
う
談
話
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
慶
州
郵
便
局
長
の
森

馬
助
が
現
地
の
耆
老
か
ら
石
窟
庵
の
存
在
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
部
下
で
あ
る
郵
便

局
員
に
配
達
の
途
中
に
で
も
探
ら
せ
た
か
、
あ
る
い
は
歴
史
愛
好
者
た
ち
が
郵
便

局
長
か
ら
石
窟
庵
の
存
在
を
聞
き
、
吐
含
山
に
登
り
、
石
窟
庵
の
存
在
を
確
認
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
経
緯
は
詳
ら
か
に
し
得
な
い
が
、
石

窟
庵
の
存
在
を
現
地
の
耆
老
か
ら
聞
い
た
の
が
、
郵
便
局
長
の
森
馬
助
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
後
、
郵
便
局
員
に
よ
っ
て
石
窟
庵
が
「
発
見
」
さ
れ
た
と
さ
れ
、
そ

れ
が
一
部
の
人
々
の
間
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

既
述
の
よ
う
に
朝
鮮
文
人
や
現
地
の
人
々
に
石
窟
庵
が
認
知
さ
れ
て
い
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
伝
説
が
流
布
し
た
の
は
、
日
本
人
に
よ
っ
て
石
窟
庵
の

素
晴
ら
し
さ
が
「
発
見
」
さ
れ
た
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
⑿
。

そ
れ
は
中
村
［
一
九
二
九
］
が
い
う
よ
う
に
、「
発
見
と
い
ふ
意
味
は
、
芸
術
品

と
し
て
の
発
見
と
い
ふ
意
な
の
」
で
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
改
め
て
問
題
と
な
る
の
は
、
石
窟
庵
が
日
本
人
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ

れ
た
時
期
で
あ
る
。
大
阪
［
一
九
三
一
］
で
は
、
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
頃

に
そ
の
存
在
が
伝
え
ら
れ
、
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
に
な
っ
て
人
々
の
注
目

が
集
ま
っ
た
、
と
す
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
翌
明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）

年
に
は
曾
禰
一
行
が
石
窟
庵
を
訪
問
し
て
い
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
石
窟
庵
は
そ

れ
以
前
に
そ
の
存
在
を
日
本
人
に
よ
っ
て
「
発
見
」
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

そ
の
時
期
を
特
定
す
る
決
定
的
史
料
を
未
だ
見
出
せ
て
い
な
い
が
、さ
し
あ
た
り
、

そ
れ
は
大
阪
の
い
う
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
か
ら
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）

年
頃
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
新
た
に
慶
州
在
住
の
日
本
人
に
よ
っ

て
「
発
見
」
さ
れ
た
石
窟
庵
の
存
在
が
曾
禰
副
統
監
の
耳
に
と
ま
り
、
曾
禰
の

石
窟
庵
巡
行
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
姜
熺
静

［
二
〇
一
二
］
が
石
窟
庵
の
大
衆
化
の
契
機
と
な
っ
て
い
く
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、

こ
れ
に
よ
っ
て
石
窟
庵
は
公
権
力
に
触
れ
、
近
代
史
的
意
義
を
付
与
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
近
代
に
お
け
る
石
窟
庵
の
位
相
を
理
解
す
る

上
で
軽
視
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
、
改
め
て
曾
禰
の
石
窟
庵
訪
問
に
つ
い
て
、

先
行
研
究
を
批
判
的
に
検
証
し
な
が
ら
考
究
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

一
一
七

石
窟
庵
と
近
代
日
本
　
―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―



二　

曾
禰
荒
助
韓
国
副
統
監
と
石
窟
庵
訪
問

　

明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
か
ら
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
頃
に
慶
州
在

住
の
日
本
人
に
広
く
知
ら
れ
始
め
た
石
窟
庵
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
明
治
四
三

（
一
九
一
〇
）
年
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
釋
尾
編
［
一
九
一
〇
］
に
は
こ
の
石
窟
庵

の
「
発
見
」
の
経
緯
に
つ
い
て
興
味
深
い
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
こ
に
は

石
窟
庵
は
慶
州
仏
国
寺
南
方
一
里
余
に
あ
り
…
（
中
略
）
…
先
年
曾
禰
統
監

一
行
同
菴
に
到
り
、
始
め
て
之
を
発
見
せ
し
以
外
邦
人
の
学
者
及
調
査
員
等

も
未
だ
足
跡
の
及
ば
ざ
る
所
な
り
、
蓋
し
朝
鮮
に
於
け
る
石
彫
刻
仏
像
中
の

最
古
の
製
作
に
し
て
又
第
一
の
傑
作
な
る
べ
し
。

と
あ
っ
て
、
曾
禰
荒
助
「
統
監
一
行
」
が
「
始
め
て
」
石
窟
庵
を
「
発
見
」
し
た

と
述
べ
て
い
る
。
大
阪
［
一
九
三
一
］
は
、
曾
禰
一
行
の
石
窟
庵
訪
問
以
前
に
石

窟
庵
の
存
在
が
慶
州
在
住
の
日
本
人
に
広
ま
り
、
そ
の
後
、
曾
禰
ら
が
石
窟
庵
を

訪
れ
た
と
す
る
か
ら
、こ
の
曾
禰
一
行
に
よ
る
石
窟
庵
「
発
見
」
と
い
う
叙
述
は
、

そ
れ
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
は
、

こ
の
曾
禰
の
石
窟
庵
来
訪
に
よ
っ
て
、
石
窟
庵
が
人
々
に
膾
炙
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
き
わ
め
て
作
為
的
で
も
あ
り
、「
石
窟
庵
発
見
談
」

が
当
時
の
日
本
の
政
治
権
力
と
も
密
接
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
傍
証
す
る
こ
と

に
な
っ
た
し
ま
っ
た
と
説
い
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］

に
よ
れ
ば
、
曾
禰
の
来
訪
に
よ
っ
て
石
窟
庵
は
政
治
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
近
代
以
後
の
石
窟
庵
の
位
相
を
理
解
す
る
上

で
も
軽
視
で
き
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
石
窟
庵
の
近
代
の
歩
み
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
曾
禰
の
石
窟
庵

訪
問
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
資
料
に
即
し
て
具
体
的
に
論

じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
こ
の
問
題
を
論
究
す
る
た
め
に
も
、
改
め
て
そ

の
史
的
前
提
と
な
る
曾
禰
の
石
窟
庵
訪
問
に
関
す
る
基
礎
的
事
実
を
資
料
に
即
し

て
討
究
し
て
い
こ
う
。

　

曾
禰
は
明
治
四
〇
（
一
九
〇
七
）
年
九
月
、
韓
国
副
統
監
と
な
り
、
そ
の
後
、

明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
六
月
八
日
に
初
代
統
監
で
あ
る
伊
藤
博
文
に
代
わ
っ

て
統
監
に
就
任
し
て
い
る
⒀
。
だ
が
、
曾
禰
は
翌
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
一

月
五
日
に
日
本
へ
帰
国
し
た
後
（「
統
監
帰
国
」『
皇
城
新
聞
』
一
九
一
〇
年
一
月

五
日
）、
体
調
を
崩
し
、
同
年
五
月
に
統
監
を
依
願
退
職
し
て
い
る
⒁
。
そ
の
た
め
、

曾
禰
の
統
監
在
位
時
期
は
わ
ず
か
に
一
九
〇
九
年
六
月
八
日
～
一
九
一
〇
年
一
月

五
日
ま
で
の
約
七
ヶ
月
と
な
る
。
既
述
の
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
は
釋
尾
編

［
一
九
一
〇
］
に
「
曾
禰
統
監
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
曾
禰
が
一
九
〇
九
年
秋
、

石
窟
庵
を
訪
問
し
た
と
推
定
し
た
。
ま
た
、
韓
永
大
［
二
〇
〇
八
］
も
釋
尾
編

［
一
九
一
〇
］
に
曾
禰
を
「
統
監
」
と
す
る
こ
と
か
ら
、
曾
禰
の
石
窟
庵
訪
問
は

六
月
以
後
の
こ
と
で
、
写
真
か
ら
そ
の
時
期
を
同
年
一
〇
月
頃
と
推
測
し
た
。
そ

れ
に
対
し
て
성ソ
ン
ナ
ク
ジ
ュ

낙
주
［
二
〇
〇
九
］
は
具
体
的
な
説
明
な
く
、
曾
禰
一
行
の
石
窟

庵
訪
問
を
一
九
〇
九
年
四
月
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
既
存
の
研
究
で
は
、
曾
禰
の
石
窟
庵
到
来
を
一
九
〇
九
年
四
月
も

し
く
は
、
一
九
〇
九
年
秋
頃
と
み
る
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
な
の

は
、『
皇
城
新
聞
』
に
は
、
曾
禰
が
四
月
二
六
日
に
慶
州
に
到
着
し
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
も
の
の
（「
副
監
旅
程
」
一
九
〇
九
年
四
月
二
八
日
）、
一
九
〇
九
年
秋

頃
に
曾
禰
が
慶
州
を
訪
問
し
た
記
事
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
姜
熺
静

［
二
〇
一
二
］
は
一
九
〇
六
年
四
月
に
曾
禰
が
慶
州
を
訪
問
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え

一
一
八
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つ
つ
、
そ
こ
に
は
石
窟
庵
登
頂
記
事
が
み
え
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
、
曾
禰
が

本
当
に
石
窟
庵
ま
で
赴
い
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
ず
、
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と

し
て
、
曾
禰
の
経
歴
が
「
統
監
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
既
述
の
よ
う
に
曾
禰
の
石

窟
庵
登
頂
の
時
期
を
同
年
秋
と
し
た
。
資
料
的
問
題
か
ら
一
九
〇
九
年
秋
の
曾
禰

の
慶
州
訪
問
を
完
全
に
否
定
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
曾
禰
の
副
統
監
時
の
慶
州
訪

問
に
つ
い
て
は
新
聞
記
事
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
統
監
就
任
以
後
の

慶
州
訪
問
記
事
が
み
え
な
い
の
は
不
審
で
あ
る
。『
皇
城
新
聞
』
は
曾
禰
統
監
の

動
向
を
比
較
的
詳
細
に
記
し
て
お
り
、
統
監
就
任
以
後
、
慶
州
訪
問
に
関
す
る
記

事
が
な
い
の
は
、
当
該
期
に
曾
禰
が
慶
州
を
訪
問
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
曾
禰
の
石
窟
庵
訪
問
は
、
一
九
〇
九
年
四
月
の
慶
州
な
ど
の
巡
視

の
時
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
述
の
大
阪［
一
九
三
一
］に
も「
遂

に
翌
四
十
二
（
一
九
〇
九
）
年
春
曾
禰
副
統
監
の
巡
視
と
な
り
」（
※
ゴ
チ
：
井
上
。

以
下
、同
様
）
と
あ
り
、明
治
四
二
（
一
九
〇
九
）
年
春
に
曾
禰
が
石
窟
庵
を
「
巡

視
」
し
た
と
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
矛
盾
せ
ず
、
こ
う
し
た
見
解
を
傍
証
す

る
も
の
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

　

そ
の
場
合
、
曾
禰
は
副
統
監
で
、
釋
尾
編
［
一
九
一
〇
］
の
い
う
「
曾
禰
統
監
」

と
矛
盾
す
る
が
、
同
書
の
刊
行
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
二
月
で
あ
り
、
前

年
六
月
に
曾
禰
が
副
統
監
か
ら
統
監
に
就
任
し
た
以
後
、
編
纂
さ
れ
た
と
想
定
さ

れ
る
。
同
書
が
曾
禰
を
「
統
監
」
と
す
る
の
は
編
纂
時
、
曾
禰
が
す
で
に
統
監
に

就
任
し
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
曾
禰
の
石
窟

庵
訪
問
も
必
ず
し
も
曾
禰
が
統
監
で
あ
っ
た
時
期
に
限
定
す
る
必
要
な
い
よ
う
に

お
も
う
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
上
で
改
め
て
『
皇
城
新
聞
』
か
ら
曾
禰
の
慶
州

訪
問
の
情
況
を
追
究
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
曾
禰
は
四
月
三
〇
日
、
慶

州
を
出
発
し
て
釜
山
に
向
か
っ
た
と
い
う
（「
副
統
監
慶
州
出
発
」
一
九
一
〇
年

五
月
一
日
）。
こ
れ
に
先
立
つ
四
月
二
五
日
に
は
曾
禰
の
旅
程
が
あ
ら
か
じ
め
伝

え
ら
れ
て
お
り
（「
副
統
監
의の 

旅
行
記
」）、
そ
れ
に
よ
れ
ば
曾
禰
は
二
四
日
午
後

に
元
山
を
出
発
し
、
鬱
陵
島
を
経
由
し
て
二
六
日
午
後
に
慶
州
に
到
着
、
慶
州
で

二
泊
し
た
後
、二
八
日
午
後
に
出
帆
し
、二
九
日
に
釜
山
に
到
着
す
る
計
画
と
な
っ

て
い
た
か
ら
、
曾
禰
は
当
初
の
計
画
で
あ
っ
た
慶
州
二
泊
を
変
更
し
、
そ
れ
よ
り

も
長
く
二
六
日
～
三
〇
日
ま
で
の
四
泊
五
日
慶
州
に
滞
在
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
や
は
り
、
曾
禰
の
石
窟
庵
訪
問
は
一
九
〇
九
年
四

月
末
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
な
ら
ば
、釋
尾
編［
一
九
一
〇
］の
よ
う
に
、曾
禰
一
行
が
石
窟
庵
を「
発
見
」

と
し
た
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
関
し
て

注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
後
、
曾
禰
一
行
に
よ
っ
て
石
窟
庵
が
「
発
見
」
さ
れ
た
と

い
う
記
事
が
、こ
れ
以
外
の
書
物
に
み
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
中
村
［
一
九
二
九
］

や
大
阪
［
一
九
三
一
］
も
ま
た
そ
れ
以
前
に
す
で
に
石
窟
庵
が
知
ら
れ
て
お
り
、

曾
禰
た
ち
が
石
窟
庵
を
「
発
見
」
し
た
こ
と
を
否
定
す
る
。
か
り
に
曾
禰
一
行
が

石
窟
庵
を
「
発
見
」
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
多
大
な
功
績
と
し
て
特
記
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
が
、
韓
国
統
監
府
を
継
承
し
た
朝
鮮
総
督
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

朝
鮮
総
督
府
［
一
九
三
八
］
に
は
曾
禰
の
石
窟
庵
「
発
見
」
に
つ
い
て
は
一
切
言

及
が
な
い
。

　

そ
も
そ
も
曾
禰
が
石
窟
庵
を
「
発
見
」
し
た
と
記
す
釋
尾
編
［
一
九
一
〇
］
は
、

既
述
の
よ
う
に
曾
禰
が
統
監
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
書
物
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
曾
禰
の
石
窟
庵
訪
問
は
、
慶
州
在
住
の
日
本
人
た
ち
か
ら
石
窟
庵
の

一
一
九

石
窟
庵
と
近
代
日
本
　
―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―



情
報
が
伝
え
ら
れ
た
後
、
実
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
釋
尾
編
［
一
九
一
〇
］
は

石
窟
庵
の
「
発
見
」
を
曾
禰
統
監
の
業
績
と
す
る
た
め
、
ま
る
で
曾
禰
た
ち
が
は

じ
め
て
石
窟
庵
を
「
発
見
」
し
た
か
の
よ
う
に
特
記
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
る
。
ち
な
み
に
同
書
は
朝
鮮
古
蹟
刊
行
会
よ
り
発
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
同
書

に
記
さ
れ
た
同
会
の
役
員
名
簿
に
は
名
誉
賛
成
員
と
し
て
曾
禰
の
名
前
が
筆
頭

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
同
書
が
、
曾
禰
の
石
窟
庵
「
発
見
」
と
い
う

曾
禰
の
業
績
を
頌
す
る
叙
述
を
行
っ
た
理
由
の
一
つ
と
み
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
や
や
穿
っ
た
見
方
に
な
る
が
、
曾
禰
が
統
監
を
辞
去
し
た
後
に
刊
行
さ
れ
た

書
物
に
は
そ
う
し
た
記
述
が
確
認
で
き
な
い
こ
と
も
、こ
の
こ
と
を
傍
証
し
よ
う
。

お
そ
ら
く
、
曾
禰
の
統
監
辞
職
後
は
そ
う
し
た
政
治
的
配
慮
も
不
要
と
な
り
、
曾

禰
に
よ
る
石
窟
庵
「
発
見
」
は
、喧
伝
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、

そ
れ
に
代
わ
っ
て
郵
便
局
員
が
石
窟
庵
を
「
発
見
」
し
た
と
さ
れ
、
そ
れ
が
一
部

の
人
々
の
間
で
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
曾
禰
統
監
に
よ
る
石
窟
庵
「
発
見
」
説
は
き
わ
め
て
政
治
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
曾
禰
一
行
の
石
窟
庵
登
頂
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
認
知

さ
れ
、近
代
日
本
人
に
よ
っ
て
「
再
発
見
」
さ
れ
た
石
窟
庵
は
、曾
禰
統
監
の
「
発

見
」
や
、
釋
尾
編
［
一
九
一
〇
］
の
「
石
彫
刻
仏
像
中
の
最
古
の
製
作
に
し
て
又

第
一
の
傑
作
な
る
べ
し
」
と
い
う
高
い
評
価
も
あ
っ
て
、
大
い
に
注
目
を
浴
び
る

こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
を
端
的
に
示
す
の
が
、
釋
尾
編
［
一
九
一
〇
］
が
刊
行
さ
れ
た
同
年
に
、

石
窟
庵
が
日
本
の
国
宝
編
入
対
象
と
し
て
緊
急
調
査
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（「
日

本
国
宝
에に 

編
入
된
さ
れ
た 

者
」『
皇
城
新
聞
』
一
九
一
〇
年
九
月
一
一
日
）。
そ
の
前

年
の
『
皇
城
新
聞
』
に
は
慶
州
の
「
名
所
古
蹟
」
に
す
ら
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ

た
石
窟
庵
が
、
突
如
と
し
て
芬
皇
寺
九
層
塔
、
瞻
星
台
な
ど
新
羅
文
化
を
代
表
す

る
遺
跡
と
並
ん
で
国
宝
候
補
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
石
窟

庵
は
近
代
以
後
、
そ
の
文
化
的
価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
こ
れ
と
も
関
わ
っ
て
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
石
窟
庵
を
ソ
ウ
ル
に
移
送

す
る
計
画
が
統
監
府
で
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
木
村
［
一
九
二
四
］
に
は
、

突
然
に
も
、彼
が
耳
を
疑
ふ
様
な
命
令
が
観
察
使
か
ら
届
い
た
、曰
は
く
「
仏

国
寺
の
鋳
造
仏
と
、
石
窟
仏
の
全
部
を
京
城
に
輸
送
す
べ
し
」
と
厳
命
で
あ

る
、
そ
し
て
直
ち
に
こ
れ
か
運
送
の
計
算
書
を
送
れ
と
の
事
だ
。

と
あ
り
、
仏
国
寺
の
鋳
造
仏
と
石
窟
仏
の
全
部
を
京
城
に
移
送
せ
よ
と
の
命
令
が

下
っ
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
木
村
が
一
九
一
〇
年
六
月
に
慶
州
に
赴
任
し
て
か

ら
一
〇
月
ま
で
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
木
村
［
一
九
二
四
］）。
曾
禰
の
石
窟
庵
訪
問
、

釋
尾
編
［
一
九
一
〇
］
刊
行
に
よ
っ
て
、
石
窟
庵
の
重
要
性
が
広
く
認
知
さ
れ
た

た
め
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
移
送
計
画
に
対
し
て
木
村
［
一
九
二
四
］
に
は

実
に
暴
命
是
れ
に
過
き
た
る
は
な
い
と
云
ふ
反
感
の
止
度
か
な
い
、
抑
も
此

等
の
遺
跡
、
遺
物
と
云
ふ
も
の
は
其
の
土
地
に
定
着
し
て
こ
そ
、
歴
史
の
証

憑
と
も
な
り
、
敬
仰
の
念
も
湧
く
の
で
、
之
を
他
に
移
す
な
と
ば
無
謀
も
甚

だ
し
い
、
役
人
と
し
て
事
理
を
解
せ
ざ
る
に
も
程
が
あ
る
、
是
は
盲
従
す
べ

き
で
は
な
い
、
と
斯
う
考
へ
て
か
ら
、
回
答
を
送
ら
ず
に
黙
殺
せ
う
と
決
心

し
た
。

と
あ
っ
て
、
遺
跡
・
遺
物
の
現
地
保
存
主
義
的
観
点
か
ら
、
木
村
は
こ
れ
に
反
対

し
た
と
い
う
。
そ
の
結
果
、

軈
て
十
月
の
官
制
改
制
、
道
長
官
が
任
命
さ
れ
、
其
の
下
に
大
小
の
内
地
人

一
二
〇
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官
吏
が
据
え
ら
れ
て
、
僕
の
命
令
峻
拒
に
対
す
る
飛
躍
は
美
事
に
奏
功
し

て
、
沙
汰
止
み
と
な
つ
た
こ
と
は
、
今
に
於
て
も
僕
の
会
心
に
堪
え
な
い
處

だ
、
そ
し
て
其
の
新
羅
の
重
宝
が
永
久
に
慶
州
の
地
に
保
存
さ
れ
て
居
る
こ

と
は
、
喜
ば
し
い
事
だ
。

と
あ
る
よ
う
に
（
木
村
［
一
九
二
四
］）、木
村
が
命
令
を
黙
殺
し
て
い
る
う
ち
に
、

朝
鮮
併
合
な
ど
に
よ
る
機
構
改
革
な
ど
に
よ
っ
て
、
石
窟
庵
の
京
城
移
送
沙
汰
止

み
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
木
村
は
自
ら
の
命
令
黙
殺
に
よ
っ
て
、
石

窟
庵
移
送
が
な
く
な
っ
た
か
の
よ
う
に
記
す
が
、
そ
こ
に
は
自
ら
の
行
動
を
称
美

し
た
可
能
性
も
あ
り
、
木
村
の
抵
抗
活
動
の
み
に
よ
っ
て
石
窟
庵
移
送
が
中
止
と

な
っ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の

石
窟
庵
ソ
ウ
ル
移
送
計
画
は
、
石
窟
庵
の
「
国
宝
編
入
」
と
も
関
わ
っ
て
、
こ
の

頃
、
石
窟
庵
が
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
よ
う
に
石
窟
庵

は
こ
の
頃
か
ら
急
速
に
視
線
を
注
が
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

三　

寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
の
石
窟
庵
京
城
移
送
計
画
の
再
検
討

　

こ
の
石
窟
庵
に
対
し
て
は
、
曾
禰
荒
助
に
継
い
で
韓
国
統
監
・
初
代
朝
鮮
総
督

と
な
っ
た
寺
内
正
毅
も
関
心
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
寺
内
と
石
窟
庵
の
関
係
に

つ
い
て
は
、
大
阪
［
一
九
三
一
］
に
比
較
的
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
が
、
注
目
す

べ
き
は
、
そ
こ
に

併
合
後
間
も
な
く
、
諸
般
の
政
務
多
端
な
時
に
も
拘
わ
ら
ず
、
古
代
美
術
に

深
き
理
解
を
有
せ
ら
れ
た
時
の
総
督
寺
内
伯
は
、
先
づ
第
一
に
こ
れ
が
保
存

に
深
甚
の
注
意
を
払
わ
れ
た
。
現
地
保
存
は
理
想
で
あ
る
が
、
当
時
の
地
方

状
況
か
ら
は
そ
れ
は
却
つ
て
危
険
と
見
ら
れ
、
出
来
得
れ
ば
こ
れ
を
京
城
に

移
さ
う
と
し
た
。
早
速
時
の
長
鬐
郡
へ
そ
の
調
査
を
命
じ
ら
れ
た
。

と
あ
っ
て
、
総
督
に
就
任
し
た
寺
内
が
、
併
合
後
ほ
ど
な
く
、
石
窟
庵
の
現
地
保

存
の
困
難
を
理
由
に
、
石
窟
庵
の
京
城
移
送
を
考
え
て
い
た
、
と
記
す
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
鄭
仁
盛
［
二
〇
〇
九
］
は
、
寺
内
が
石
窟
庵
を
京
城
に
移
送

可
能
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
を
目
的
の
一
つ
と
し
て
慶
州
を
訪
問
し
た
と
し

て
、
寺
内
に
よ
る
石
窟
庵
移
送
案
を
是
認
し
た
。
さ
ら
に
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］

も
寺
内
が
石
窟
庵
を
京
城
へ
移
送
す
る
よ
う
指
示
し
た
と
論
じ
た
。
鄭
仁
盛

［
二
〇
〇
九
］・
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
で
は
寺
内
の
石
窟
庵
移
送
計
画
の
史
料
的

典
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
何
に
も
と
づ
い
て
前
述
し
た
よ
う
な
指
摘
を

行
っ
た
の
か
は
必
ず
し
も
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
寺
内
の
石

窟
庵
移
送
計
画
は
大
阪
［
一
九
三
一
］
に
の
み
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
鄭
仁
盛

［
二
〇
〇
九
］・
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
は
お
そ
ら
く
大
阪
［
一
九
三
一
］
に
依
拠

し
て
、
寺
内
の
石
窟
庵
京
城
移
送
説
を
紹
介
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　

そ
の
大
阪
［
一
九
三
一
］、
は
こ
れ
に
続
い
て
、

驚
い
た
の
は
長
鬐
郡
で
あ
る
。
標
高
五
百
六
一
一
メ
ー
ト
ル
の
山
頂
か
ら
、

甘
浦
港
ま
で
約
四
里
の
道
路
を
新
た
に
造
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
か
ら
貴
重

な
石
像
大
小
三
十
八
体
並
び
に
石
窟
用
材
を
完
全
に
運
搬
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

自
信
を
以
て
見
積
も
る
者
が
な
く
、
そ
の
実
施
は
到
底
不
可
能
と
さ
れ
た
。

そ
こ
で
い
よ
い
よ
現
地
保
存
と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
。

と
記
し
、
長
鬐
郡
を
は
じ
め
と
し
た
関
係
部
署
な
ど
が
石
窟
庵
運
搬
の
た
め
に
い

ろ
い
ろ
と
検
討
し
た
が
、「
自
信
を
以
て
見
積
も
る
者
」
も
な
く
、「
実
施
は
到
底

不
可
能
」
と
さ
れ
た
た
め
、
中
止
と
な
り
、
現
地
保
存
に
決
定
し
た
と
す
る
。

　

既
述
の
よ
う
に
鄭
仁
盛
［
二
〇
〇
九
］
や
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
は
、
こ
の
大

一
二
一

石
窟
庵
と
近
代
日
本
　
―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―



阪
［
一
九
三
一
］
の
石
窟
庵
京
城
移
送
計
画
を
事
実
と
し
て
認
め
考
察
を
加
え
て

い
る
が
、
こ
こ
に
み
え
る
寺
内
の
石
窟
庵
京
城
移
計
画
に
は
疑
問
が
残
る
。

　

疑
問
の
第
一
は
、
こ
の
当
時
、
慶
州
の
郡
役
所
で
勤
務
し
、
慶
州
の
文
化
財
に

つ
い
て
も
関
心
を
示
し
て
い
た
木
村
静
雄
が
記
し
た
木
村
［
一
九
二
四
］
に
、
こ

の
寺
内
総
督
に
よ
る
石
窟
庵
京
城
移
送
計
画
が
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

既
述
の
一
九
一
〇
年
代
の
石
窟
庵
の
京
城
移
送
計
画
は
、
寺
内
の
統
監
就
任
以

後
の
こ
と
と
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
朝
鮮
併
合
以
前
で
あ
り
、
か
つ
寺

内
の
統
監
時
代
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
併
合
後
の
寺
内
の
総
督
就
任
以
前
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

　

ま
た
、
既
述
の
よ
う
に
木
村
は
す
で
に
一
九
一
〇
年
代
の
石
窟
庵
京
城
移
送
計

画
に
断
固
反
対
の
立
場
を
示
し
て
い
た
。
か
り
に
、
寺
内
が
石
窟
庵
を
解
体
し
て

京
城
に
移
送
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
に
対
し
て
言
及
が
あ
っ
て
然

る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
木
村
［
一
九
二
四
］
の
寺
内
に
関
す
る
叙
述
に
は
こ

れ
に
関
す
る
も
の
が
一
切
な
い
。
木
村
は
同
書
の
な
か
で
わ
ざ
わ
ざ
「
寺
伯
と
長

伯
」
と
い
う
節
を
設
け
寺
内
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
そ
ん
な

に
恐
い
叔
父
さ
ん
で
な
い
と
思
ふ
た
、
厳
格
で
は
あ
る
が
正
直
な
親
し
み
の
あ
る

好
翁
の
様
だ
、
そ
し
て
時
々
諧
謔
も
云
ふ
、
洒
落
も
云
ふ
」
と
記
し
、
寺
内
に
対

し
て
は
好
印
象
を
懐
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
寺
内
が
か
り
に
石
窟
庵
を
解
体
し

て
、
京
城
に
移
送
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
す
れ
ば
、
慶
州
郡
に
勤
務
し
て
い

た
木
村
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
見
当
た
ら
ず
、

ま
た
木
村
の
寺
内
に
対
す
る
高
い
評
価
も
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
あ
ろ
う

　

疑
問
の
第
二
は
、
寺
内
に
先
だ
っ
て
慶
州
に
派
遣
さ
れ
た
技
手
の
復
命
書
に
も

石
窟
庵
移
送
に
関
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
寺
内
の
慶
州
巡
行

に
先
立
つ
総
督
府
技
手
の
石
窟
庵
調
査
に
つ
い
て
は
、
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
に

論
及
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
、
総
督
府
技

手
の
木
子
智
隆
が
石
窟
庵
調
査
に
派
遣
さ
れ
、
同
年
六
月
二
五
日
に
復
命
書
を
提

出
し
て
お
り
、そ
こ
に
は
石
窟
庵
が
「
其
構
造
珍
奇
で
其
彫
刻
の
精
美
な
る
こ
と
、

当
代
に
お
い
て
最
優
秀
の
建
物
で
あ
る
」
も
の
の
、「
現
状
は
穹
窿
状
の
天
井
の

三
分
の
一
」
が
す
で
に
転
落
し
、土
砂
が
流
入
し
て
仏
像
を
破
損
し
て
い
る
な
ど
、

「
崩
壊
の
憂
い
が
あ
る
」
と
し
、「
修
理
切
迫
な
建
造
物
並
取
締
方
厳
重
を
要
す
る
」

と
報
告
す
る
の
み
で
、
京
城
へ
の
移
送
に
関
す
る
記
述
は
認
め
ら
れ
な
い
⒂
。
か

り
に
石
窟
庵
の
移
送
を
計
画
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
言
及
が

あ
っ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
京
城
移
送
関
係
記

事
が
な
い
の
は
、
そ
も
そ
も
石
窟
庵
の
移
送
が
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
。こ
の
こ
と
か
ら
寺
内
総
督
に
よ
る
石
窟
庵
移
送
計
画
に
は
疑
問
が
残
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
大
阪
［
一
九
三
一
］
に
み
え
る
寺
内
総
督
に
よ
る

石
窟
庵
移
送
計
画
に
は
疑
点
が
あ
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
と
関
わ
っ
て
軽
視
で
き

な
い
の
は
、
こ
の
当
時
、
慶
州
に
お
い
て
総
督
府
に
よ
っ
て
仏
国
寺
の
多
宝
塔
や

石
窟
庵
の
仏
像
な
ど
が
京
城
に
移
送
さ
れ
る
と
い
う
流
説
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
で
あ
る
。『
毎
日
申
報
』
に
は
朝
鮮
総
督
府
が
仏
国
寺
の
多
宝
塔
・
石
窟
庵
の

仏
像
な
ど
を
京
城
に
移
転
保
管
す
る
と
い
う
流
説
に
対
し
て
住
民
が
騒
い
で
い
る

が
、
こ
れ
は
根
も
葉
も
な
い
話
で
、
総
督
府
で
は
こ
れ
ら
の
遺
物
を
京
城
に
移
転

す
る
意
図
の
な
い
こ
と
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
（「
慶
州
古
宝
의の 

流
説
」
一
九
一
二

年
一
〇
月
三
〇
日
）。

　

こ
う
し
た
噂
話
が
新
聞
報
道
さ
れ
た
の
は
、
一
九
一
二
年
当
時
、
石
窟
庵
の
仏

像
な
ど
が
京
城
に
移
送
さ
れ
る
と
い
う
噂
話
が
現
実
味
を
も
っ
て
か
な
り
慶
州
に

一
二
二
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流
布
し
て
お
り
、
問
題
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
当
時
、
大
阪
は
慶
州
に

居
住
し
て
お
り
、お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
噂
話
を
伝
え
聞
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
こ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
寺
内
総
督
の
指
示
に
よ
る
石
窟
庵
京
城
移

送
計
画
が
大
阪［
一
九
三
一
］に
記
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、そ
れ
は『
毎

日
申
報
』
の
記
事
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
根
拠
の
な
い
噂
話
に
す
ぎ
ず
、
総
督

府
で
も
そ
の
よ
う
な
考
え
な
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
大
阪
［
一
九
三
一
］
が
伝
え
る
寺
内
総
督
に
よ

る
石
窟
庵
京
城
移
送
計
画
は
、
あ
く
ま
で
も
噂
話
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
っ

た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。
同
書
に
記
さ
れ
た
長
鬐
郡
の
記
述
も
お
そ
ら
く
木
村

［
一
九
二
四
］
が
伝
え
た
、
既
述
の
一
九
一
〇
年
の
石
窟
庵
移
送
計
画
時
の
も
の

で
あ
ろ
う
。
木
村
［
一
九
二
四
］
の
指
摘
し
た
石
窟
庵
移
送
計
画
は
、
前
述
の
よ

う
に
一
九
一
〇
年
六
月
～
一
〇
月
ま
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
年
五
月
に
退

職
し
た
曾
禰
に
代
わ
っ
て
寺
内
が
統
監
に
就
任
し
た
直
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
だ
け
に
寺
内
が
石
窟
庵
移
送
に
直
接
関
与
し
て
い
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は

な
い
。
た
だ
し
、
寺
内
は
こ
の
段
階
で
は
統
監
に
就
任
し
た
ば
か
り
で
、
石
窟
庵

に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
関
心
を
傾
け
て
い
た
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
統
監
就
任
直
後
で
あ
り
、
石
窟
庵
の
保
存
を
重
視
し
て
い
た
か
は
疑
問

の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
寺
内
統
監
時
代
の
石
窟
庵
移
送
計
画
と
そ

の
一
九
一
二
年
頃
の
石
窟
庵
移
送
に
関
す
る
噂
話
が
混
在
し
て
、
誤
っ
て
大
阪

［
一
九
三
一
］
に
よ
っ
て
寺
内
が
総
督
就
任
後
に
、
石
窟
庵
を
京
城
に
移
送
し
よ

う
と
し
た
と
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

四　

寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
の
石
窟
庵
訪
問
と
石
窟
庵
調
査

　

こ
の
よ
う
に
大
阪
［
一
九
三
一
］
に
み
え
る
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
の
石
窟
庵
京

城
移
送
計
画
の
記
述
に
問
題
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
疑
念
は
お
の
ず
と
、
そ
れ

に
続
く
寺
内
総
督
と
石
窟
庵
の
関
係
を
示
す
記
事
に
も
及
ん
で
く
る
。
そ
こ
で
改

め
て
こ
れ
に
つ
い
て
討
究
し
て
み
よ
う
。

　

大
阪
［
一
九
三
一
］
で
は
石
窟
庵
の
移
送
が
無
理
と
な
っ
て
、
現
地
保
存
が
決

定
し
た
、
と
い
う
記
述
の
直
後
に
、

「
先
づ
俺
が
行
つ
て
視
る
！
」
こ
の
一
言
は
寺
内
総
督
の
面
目
を
躍
如
た
ら

し
む
る
も
の
で
あ
る
。
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
秋
、
い
よ
い
よ
総
督
巡
視

と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
た
。

と
あ
っ
て
、
石
窟
庵
の
京
城
移
送
断
念
、
現
地
保
存
決
定
の
後
、
寺
内
が
す
か
さ

ず
石
窟
庵
を
視
察
し
た
か
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
大
正
元(

一
九
一
二)

年
六

月
、
総
督
府
技
手
・
木
子
智
隆
に
よ
る
石
窟
庵
が
危
機
的
情
況
に
あ
る
と
い
う
報

告
は
、
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
朝
鮮
総
督
府
に
と
っ
て
も

看
過
し
え
ぬ
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
し
、
寺
内
自
身
も
緊
急
保
護
処

置
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
大
阪
［
一
九
三
一
］
の

論
じ
た
よ
う
に
、
木
子
の
報
告
が
た
だ
ち
に
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
に
つ
な
が
っ
た

と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
は
そ
れ
よ
り
も
五
ヶ
月
も
後

の
こ
と
で
、
必
ず
し
も
六
月
二
五
日
の
木
子
の
復
命
書
を
受
け
て
、
た
だ
ち
に
寺

内
が
石
窟
庵
を
訪
問
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
寺
内
の
慶
州
訪
問
は
、
川
越
で
開
催
さ
れ
る
「
陸
軍
特
別
大
演
習
陪

観
ノ
為
」
の
日
本
へ
帰
路
の
途
中
に
慶
州
に
立
ち
寄
っ
た
も
の
で
あ
り
⒃
、
石
窟

庵
訪
問
の
み
を
目
的
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
陸
軍
大
将
で
も
あ
っ
た
寺
内

一
二
三

石
窟
庵
と
近
代
日
本
　
―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―



に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
あ
く
ま
で
も
陸
軍
特
別
大
演
習
に
参
加
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
は
、
確
か
に
大
阪
［
一
九
三
一
］

の
い
う
よ
う
に
、「
寺
内
総
督
の
面
目
を
躍
如
た
ら
し
む
る
も
の
」
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
が
、
寺
内
は
石
窟
庵
の
悲
惨
な
状
況
を
聞
い
て
た
だ
ち
に
現
地
を

視
察
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
は
あ
く
ま
で
も
日
本
へ
の
帰
路

の
途
中
、
立
ち
寄
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
こ
な
っ
た
が
、
総
督
府
で
は
木
子
の
石
窟
庵
派

遣
か
ら
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
ま
で
に
、
も
う
一
度
、
技
師
が
派
遣
さ
れ
て
い
た
。

小
川
編
［
一
九
一
四
］
に
は
、

明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
工
藤
総
督
府
営
繕
課
長
実
地
調
査
の
為
め
石

窟
庵
を
訪
ひ
、
再
び
得
難
き
遺
物
な
る
を
見
て
之
を
総
督
に
報
告
し
た
の
で

此
年
一
一
月
寺
内
総
督
は
地
方
視
察
旁
々
該
庵
を
訪
ひ
、
愈
々
保
全
の
必
要

を
認
め
…
（
後
略
）
…

と
あ
り 

、
木
下
以
外
に
も
営
繕
課
長
の
工
藤
某
が
石
窟
庵
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と

を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
工
藤
某
で
あ
る
が
、『
毎
日
申
報
』
一
九
一
二
年
四
月
二

日
の
「
課
長
以
下
任
命
」
に
は
、
営
繕
課
長
と
し
て
工
藤
壮
平
が
み
え
て
い
る

か
ら 

、「
工
藤
営
繕
課
長
」
と
は
彼
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、『
毎
日
申
報
』

一
九
一
二
年
七
月
九
日
の
「
叙
任
及
辞
令
（
七
月
八
日
）」
に
は
、「
朝
鮮
総
督
府

事
務
官　

工
藤
壮
平　

慶
尚
北
道
慶
尚
南
道
全
羅
北
道
全
羅
南
道
忠
清
南
道
に
出

張
を
命
ず
」
と
あ
る
か
ら
、
木
子
が
京
城
に
戻
っ
て
復
命
書
を
提
出
し
た
後
に
、

再
度
、
営
繕
課
長
で
あ
る
工
藤
が
石
窟
庵
の
現
状
調
査
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
こ
の
工
藤
の
復
命
書
な
ど
関
係
文
書
も
い
ま
だ
探
り
出
せ
て
お
ら
ず
、向
後
、

関
係
文
書
を
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
工
藤
も
木
子
の
よ
う
に
、
石

窟
庵
の
崩
壊
寸
前
の
状
況
を
確
認
し
、
報
告
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
木
子
に
次
い
で
営
繕
課
長
で
あ
る
工
藤
が
石
窟
庵
に
派
遣
さ
れ

て
お
り
、
石
窟
庵
修
復
の
必
要
性
が
高
唱
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
う

け
て
、
い
よ
い
よ
総
督
で
あ
る
寺
内
が
、
川
越
で
の
陸
軍
特
別
大
演
習
を
陪
観
す

る
た
め
の
帰
国
の
途
中
、石
窟
庵
を
訪
問
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、

意
外
な
こ
と
に
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
の
具
体
的
日
時
な
ど
に
つ
い
て
は
、
資
料
や

研
究
者
に
よ
っ
て
相
違
し
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
資
料
に
即
し
て
解
明
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
⒄
。
そ
こ
で
、
改
め
て
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
時
期
に
つ
い
て
み

て
み
よ
う
。

　

寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
に
つ
い
て
は
、
木
村
［
一
九
二
四
］
に
詳
し
い
が
、
そ
れ

に
は
、丁

度
大
正
元
年
の
一
一
月
五
日
で
あ
つ
た
、
寺
内
総
督
の
慶
州
視
察
か
あ
つ

て
僕
は
扈
従
し
て
説
明
の
任
に
当
つ
た
、
石
窟
庵
は
胸
着
二
十
町
の
急
坂
で

あ
る
、
六
十
幾
歳
の
老
軀
を
以
て
寺
内
伯
は
之
を
攀
登
す
る
、
随
員
に
立

花
少
将
あ
り
、
明
石
将
軍
あ
り
、
宇
佐
見
長
官
あ
り
、
其
の
他
大
小
の
官
吏

三
十
数
名
で
あ
る
。

と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
寺
内
は
大
正
元
（
一
九
一
二
）
年
一
一
月
五
日
に
石

窟
庵
を
訪
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
木
村
［
一
九
二
四
］
に
は
、

慶
州
は
二
泊
三
日
の
旅
で
、
此
の
間
終
始
僕
が
接
し
て
見
た
感
じ
は
、
そ
ん

な
に
恐
い
叔
父
さ
ん
で
な
い
と
思
ふ
た
。

と
あ
る
か
ら
、
寺
内
の
慶
州
訪
問
は
一
一
月
五
日
か
ら
二
泊
三
日
で
あ
っ
た
こ
と

に
な
る
。

　

一
方
、
鄭
仁
盛
［
二
〇
〇
九
］
は
こ
の
時
の
寺
内
の
慶
州
来
訪
を
一
一
月
八
日

一
二
四
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と
し
、
諸
鹿
央
雄
が
二
泊
三
日
、
慶
州
を
案
内
し
た
、
と
説
い
て
い
る
。
鄭
仁
盛

［
二
〇
〇
九
］
で
は
資
料
的
典
拠
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
必
ず
し
も
そ
の
根
拠
は

詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
木
村
［
一
九
二
四
］
と
相
違
す
る
。
こ

の
よ
う
に
寺
内
の
慶
州
訪
問
時
期
を
め
ぐ
っ
て
は
二
案
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、

実
際
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
を
考
究
す
る
上
で
手
が
か
り
と
な
る
の
が
、
当
時
の
新
聞
記
事
で
あ
る
。

「
寺
内
総
督
慶
州
行
（
一
）」（『
毎
日
申
報
』
一
九
一
二
年
一
一
月
一
〇
日
）
に
よ

れ
ば
、
寺
内
は
一
九
一
二
年
一
一
月
七
日
の
朝
、
大
邱
に
到
着
し
た
後
、
自
動
車

を
駆
っ
て
慶
州
へ
向
か
い
、
午
後
二
時
半
に
慶
州
に
到
着
し
、
太
宗
武
烈
王
陵
・

奉
徳
寺
を
見
学
し
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、「
寺
内
総
督
慶
州
行
（
二
）（
三
）」
に

よ
れ
ば
、
翌
一
一
月
八
日
、
寺
内
は
仏
国
寺
を
観
覧
し
た
後
、
石
窟
庵
を
訪
れ
、

そ
の
翌
日
一
一
月
九
日
午
後
一
時
に
慶
州
を
出
発
し
て
迎
日
湾
に
向
い
、
光
済

丸
に
乗
船
し
て
一
〇
日
未
明
、
下
関
に
到
着
し
た
と
い
う
（『
毎
日
申
報
』
一
一

月
一
三
・
一
四
日
）。
こ
れ
ら
新
聞
記
事
に
も
と
づ
け
ば
、
寺
内
の
慶
州
訪
問
を

一
一
月
五
日
～
八
日
と
す
る
木
村
説
や
一
一
月
八
日
か
ら
二
泊
三
日
と
す
る
鄭
仁

盛
［
二
〇
〇
九
］
は
誤
り
で
、
実
際
に
寺
内
が
慶
州
を
訪
問
し
た
の
は
、
大
正
元

（
一
九
一
二
）
年
一
一
月
七
日
～
九
日
ま
で
の
二
泊
三
日
で
あ
っ
た
。

　

で
は
、
こ
の
時
、
石
窟
庵
を
訪
れ
た
寺
内
の
反
応
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
鄭
仁
盛
［
二
〇
〇
九
］
は
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
が
石
仏
の
京
城
移
送
を
打

診
す
る
目
的
も
あ
っ
た
と
述
べ
、
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
も
寺
内
が
石
窟
庵
を
京

城
に
移
送
す
る
よ
う
に
命
令
し
た
と
す
る
。
こ
う
し
た
理
解
は
大
阪［
一
九
三
一
］

に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
、
同
書
の
寺
内
総
督
の
石
窟
庵
京

城
移
送
計
画
記
事
は
信
用
で
き
ず
、
こ
の
場
合
も
素
直
に
は
従
え
な
い
。
で
は
、

石
窟
庵
を
参
拝
し
た
後
、
寺
内
は
ど
う
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
の
時
の
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
に
つ
い
て
具
体
的
に
言
及
し
て
い
る
の
が
、
木

村［
一
九
二
四
］で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、石
窟
庵
の
仏
像
を
見
学
し
た
寺
内
は
、

「
感
慨
無
量
の
体
」
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
興
味
深
い
指
摘
を
行
っ
た
と
い
う
。

暫
ら
く
し
て
僕
を
顧
み
て
「
木
村
、
こ
れ
は
怎
う
か
せ
に
や
な
ら
ん
な
ア

…
…
金
は
幾
ら
掛
ら
う
か
」
と
長
州
訛
り
を
丸
出
し
に
云
は
れ
た
、
僕
は
昨

日
か
ら
の
古
蹟
廻
り
で
寺
伯
に
馴
染
を
重
ね
て
居
る
の
で
臆
面
も
な
く
之
に

答
へ
た
、「
二
万
円
位
で
出
来
る
と
聞
い
て
居
り
ま
す
、
怎
う
か
是
非
閣
下

御
奮
発
を
願
ひ
ま
す
」
と
遣
つ
た
ら
、「
ヨ
シ
々
々
何
と
か
し
て
遣
ら
う
」
と

の
事
で
大
正
二
年
に
は
調
査
が
始
ま
り
四
年
に
完
成
と
云
こ
と
に
な
つ
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
寺
内
は
石
窟
庵
修
繕
の
必
要
性
を
認
識
し
、
木
村
に
対
し
て
そ

の
方
法
を
相
談
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
木
村
も
修
理
費
が
約
二
万
円

必
要
と
答
え
た
と
い
う
。
木
村
［
一
九
二
四
］
は
こ
う
し
た
問
答
を
経
た
結
果
、

大
正
二
（
一
九
一
二
）
年
～
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
ま
で
調
査
が
行
わ
れ
た
と

記
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
木
村
［
一
九
二
四
］
は

慶
州
古
蹟
保
存
事
業
は
僕
を
俟
た
ず
と
も
出
来
た
こ
と
で
あ
ら
う
、
…

（
中
略
）
…
丁
度
僕
が
此
の
機
会
に
廻
り
合
せ
て
、
此
の
事
業
に
携
は
つ
て
、

明
治
四
十
三
年
か
ら
大
正
五
年
迄
終
始
参
画
す
る
に
至
つ
た
こ
と
は
、
僕
に

取
つ
て
の
仕
合
せ
で
あ
り
、
同
時
に
幾
分
か
保
存
事
業
の
着
手
を
早
め
た
こ

と
と
思
ふ
。

と
も
述
べ
、
謙
遜
し
つ
つ
も
保
存
事
業
の
着
手
は
自
分
の
功
績
で
あ
っ
た
な
ど
、

自
ら
の
文
化
財
保
護
政
策
を
自
画
自
賛
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
窟
庵
修
理

一
二
五

石
窟
庵
と
近
代
日
本
　
―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―



に
関
し
て
も
み
ず
か
ら
の
功
績
か
の
よ
う
に
叙
述
し
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。

　

と
り
わ
け
、
こ
れ
と
関
わ
っ
て
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
石
窟
庵
の
修
理
費
用
を

約
二
万
円
と
木
村
が
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
正
二
年
～
四
年
ま
で
の

工
事
修
理
全
体
の
二
二
七
四
二
円
五
四
銭
と
近
似
す
る
（
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］）。

寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
後
、
総
督
府
か
ら
は
国
枝
博
技
師
が
石
窟
庵
に
派
遣
さ

れ
、
そ
の
修
繕
費
用
を
八
六
七
〇
円
七
五
銭
と
計
算
し
て
い
る
か
ら
（
黄
寿
永

［
一
九
六
七
］）、
か
り
に
木
村
が
事
前
に
工
事
費
を
計
算
し
て
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
二
万
円
と
推
定
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ

も
修
復
工
事
に
は
予
定
外
の
出
費
な
ど
も
あ
り
、
実
際
の
修
繕
費
と
木
村
の
推
定

が
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
は
、
偶
然
の
一
致
に
し
て
は
出
来
す
ぎ
で
あ
る
。
思
う
に
木

村
が
寺
内
に
伝
え
た
修
理
費
予
算
約
二
万
円
と
は
、
石
窟
庵
の
修
復
費
全
体
額
を

ふ
ま
え
て
の
数
字
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
木
村
は
寺
内
へ
の
意
見
具
申
の
な
か
に

そ
の
費
用
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
石
窟
庵
保
護
に
対
す
る
自
ら
の
功
績
を

強
調
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
木
村
［
一
九
二
四
］
に
は
当
時
の
貴
重
な
情

報
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
自
ら
の
功
績
を
誇
る
記
述
も
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
十
分
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
方
、こ
の
時
の
寺
内
の
動
向
を
伝
え
て
い
た「
寺
内
総
督
慶
州
行（
三
）』（『
毎

日
申
報
』
一
九
一
二
年
一
一
月
一
四
日
）
に
は

寺
内
総
督
は
仔
細
に
石
像
を
観
て
五
十
圓
を
出
し
て
庵
に
寄
付
し
て
其
保
全

に
就
い
て
深
く
寺
僧
に
注
意
し
、
総
督
は
一
行
と
共
に
山
を
下
り
、
再
次
仏

国
寺
に
還
っ
て
暫
時
休
憩
し
た
後
、
此
処
か
ら
車
を
連
ね
て
帰
ら
れ
た
。

と
あ
り
、
木
村
と
寺
内
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
石
窟
庵
修
理
に
約
二
万
を
要
す
と

い
っ
た
や
り
と
り
は
み
え
ず
、
寺
内
が
五
〇
円
を
僧
侶
た
ち
に
寄
付
し
、
そ
の
保

全
に
注
意
す
る
よ
う
指
示
し
た
こ
と
の
み
を
伝
え
て
い
る
。
当
該
期
の
石
窟
庵
の

状
況
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
総
督
府
［
一
九
一
二a

］
に

特
記
ス
ヘ
キ
ハ
天
井
ノ
墜
落
ヲ
慮
ル
ノ
一
事
ナ
リ
窟
ハ
石
ヲ
以
テ
囲
ヲ
掩
フ

ニ
土
及
瓦
ヲ
以
テ
シ
更
ニ
上
部
ニ
瓦
ヲ
連
ネ
テ
屋
根
ヲ
作
リ
シ
カ
瓦
ヲ
盗
ム

モ
ノ
ア
リ
水
ハ
沁
透
シ
テ
氷
結
シ
終
ニ
石
壁
ノ
一
部
ヲ
墜
落
セ
シ
メ
タ
ル
モ

ノ
ト
見
ル
ヘ
ク
今
ヤ
蓮
華
ノ
天
蓋
亦
亀
裂
ヲ
生
シ
落
下
ノ
危
険
ニ
瀕
シ
ツ
ツ

ア
リ
如
此
ニ
シ
テ
放
棄
セ
ハ
中
央
石
尊
ハ
言
フ
マ
テ
モ
ナ
ク
壁
間
ノ
諸
仏
亦

破
滅
ヲ
免
レ
サ
ツ
ヘ
ク
此
ノ
無
二
ノ
偉
観
ヲ
失
ハ
ム
コ
ト
必
ナ
リ
。

と
あ
っ
て
、
当
時
、
石
窟
庵
は
崩
壊
寸
前
で
、
急
ぎ
修
理
す
べ
き
こ
と
が
唱
え
ら

れ
て
い
た
。
寺
内
が
僧
侶
た
ち
に
五
〇
円
を
寄
付
し
、
そ
の
保
全
を
依
頼
し
た
の

は
、
寺
内
が
木
子
や
工
藤
に
よ
る
石
窟
庵
を
急
ぎ
修
復
す
べ
し
と
い
う
報
告
に
接

し
、
か
つ
み
ず
か
ら
石
窟
庵
を
訪
問
し
て
、
そ
の
可
及
的
速
や
か
な
修
復
を
強
く

認
識
し
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
寺
内
の
石
窟
庵
訪
問
は
石
窟
庵
修
理

と
大
き
く
関
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

五　

寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
と
石
窟
庵
修
復

　

こ
う
し
て
石
窟
庵
を
訪
問
し
た
寺
内
正
毅
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
寺
内
の
文

化
政
策
に
つ
い
て
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
古
蹟
調
査
な
ど
を
担
当
し
た
藤
田

［
一
九
五
八
］
は
、「
新
羅
旧
都
の
石
窟
庵
の
大
修
理
工
事
、
浮
石
寺
の
保
存
修

理
、
海
印
寺
大
蔵
経
の
整
理
と
補
修
並
び
に
印
刷
も
寺
内
さ
ん
の
直
接
命
令
で
あ

つ
た
」
と
し
、
石
窟
庵
修
復
が
寺
内
の
直
接
の
指
示
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
回

顧
し
て
い
る
。
藤
田
自
身
は
寺
内
に
直
接
会
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
、
と
述
懐
し

て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
藤
田
が
総
督
府
の
役
人
か
ら
伝
え
聞
い
た
も
の
で
あ
ろ
う

一
二
六
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が
、
こ
の
こ
と
は
寺
内
が
石
窟
庵
を
訪
問
し
、
石
窟
庵
の
崩
壊
寸
前
の
状
況
を
確

認
し
て
、
急
ぎ
修
復
す
べ
き
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
で
は
、寺
内
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
施
策
を
展
開
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

寺
内
と
石
窟
庵
の
関
係
を
引
き
続
き
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

石
窟
庵
を
訪
問
し
た
寺
内
は
、
そ
の
後
、
陸
軍
特
別
大
演
習
陪
観
の
た
め
日
本

に
帰
国
し
（「
総
督
川
越
扈
従
」 『
毎
日
申
報
』
一
九
一
二
年
一
一
月
一
五
日
）、

同
年
一
一
月
三
〇
日
に
朝
鮮
に
戻
っ
て
い
る（「
寺
内
総
督
의の 

帰
任
」『
毎
日
申
報
』

一
九
一
二
年
一
二
月
一
日
）⒅
。
小
山
［
一
九
一
四
］・
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
に

よ
れ
ば
、
そ
の
わ
ず
か
約
四
ヶ
月
後
の
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
四
月
に
総
督
府

か
ら
国
枝
博
技
師
が
石
窟
庵
に
派
遣
さ
れ
、
急
ぎ
石
窟
庵
を
修
復
す
べ
し
と
い
う

報
告
と
そ
の
工
事
仕
様
書
な
ら
び
に
予
算
書
が
提
出
さ
れ
た
と
い
う
⒆
。

　

黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
は
、
そ
れ
に
先
立
つ
木
子
智
隆
の
石
窟
庵
派
遣
と
そ
の

修
理
切
迫
を
伝
え
る
緊
急
報
告
が
、
総
督
府
を
し
て
石
窟
庵
を
注
目
さ
せ
た
と
指

摘
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
寺
内
自
身
に
よ
る
石
窟
庵
の
視
察
も
国
枝
技

師
の
派
遣
に
は
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
の
で
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
。
前
述
の
よ

う
に
、
寺
内
は
石
窟
庵
の
状
況
を
実
見
し
、
わ
ず
か
五
〇
円
で
あ
る
が
、
石
窟
庵

の
僧
侶
た
ち
に
寄
付
し
、
保
全
処
理
を
促
す
と
と
も
に
、
そ
の
修
繕
の
必
要
性
を

認
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

黄
寿
永
［
一
八
六
七
］
に
よ
れ
ば
、
国
枝
の
帰
京
か
ら
約
二
ヶ
月
後
の
同
年
六

月
に
は
石
窟
庵
修
復
を
主
と
す
る
古
蹟
補
助
金
が
支
給
さ
れ
て
い
る
⒇
。
総
督
府

の
対
応
は
迅
速
で
あ
っ
た
が
、
総
督
府
の
こ
の
素
早
い
決
定
の
背
後
に
は
寺
内
が

実
際
に
石
窟
庵
を
訪
れ
、
崩
壊
の
危
機
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
と

も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、
寺
内
は
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
二
月
七
～
一
〇
日
に
開
催
さ
れ

た
土
木
出
張
所
の
打
ち
合
わ
せ
・
土
木
会
議
に
臨
席
し
て
お
り
、
九
日
の
午
後
に

は
会
議
に
参
加
し
た
技
師
た
ち
を
招
い
て
慰
労
し
、
翌
一
〇
日
に
は
総
督
府
の
土

木
打
ち
合
わ
せ
会
終
了
に
際
し
て
出
張
技
師
に
向
か
っ
て
訓
示
・
演
説
を
行
っ
て

い
る
（21）

。
寺
内
の
日
記
を
一
瞥
し
て
も
四
日
に
わ
た
り
土
木
会
議
に
参
加
し
て
い

る
の
は
こ
の
時
以
外
な
く
（
山
本
編
［
一
九
八
〇
］）、
こ
の
時
、
寺
内
は
土
木
工

事
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
朝
鮮
統
治
上
、
必
要
で
あ
っ

た
か
ら
に
相
違
な
い
が
、
石
窟
庵
修
復
に
対
す
る
危
機
感
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た

可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

寺
内
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
寺
内
は
そ
の
六
日
後
の
二
月
一
六
日
に
、「
石
仏
釈

迦
像
ノ
除
幕
開
眼
式
」
を
挙
行
し
て
い
る
（
山
本
編
［
一
九
八
〇
］）。
鄭
仁
盛

［
二
〇
〇
九
］
は
こ
の
仏
像
を
前
年
の
慶
州
踏
査
で
入
手
し
た
も
の
と
す
る
が
、

そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
こ
の
頃
、
寺
内
が
慶
州
の
石
仏
に
対
し
て
強

い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
寺

内
は
慶
州
巡
視
を
行
っ
た
後
、
日
本
に
帰
国
し
、
そ
の
後
の
大
正
元
（
一
九
一
二
）

年
一
一
月
三
〇
日
に
朝
鮮
に
戻
っ
て
き
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
前
に
、
慶

州
で
入
手
し
た
石
仏
に
対
す
る
除
幕
開
眼
式
を
行
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
そ
の
三
ヶ
月
後
の
二
月
一
六
日
に
行
わ
れ
た
の
は
、

こ
の
頃
、
寺
内
が
慶
州
の
石
仏
に
対
し
て
思
い
を
馳
せ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の

契
機
と
な
る
の
が
既
述
の
土
木
会
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
、
寺
内
は
土
木
会
議
の
参
加
に
よ
っ
て
石
窟
庵
の
修
復
を
よ
り
改
め

て
認
識
し
、
さ
ら
に
そ
れ
と
関
わ
っ
て
慶
州
で
得
た
石
仏
の
除
幕
開
眼
式
の
開
催

を
思
い
立
ち
、
そ
の
約
一
週
間
後
に
は
「
丸
山
和
尚
」
を
招
い
て
そ
れ
を
挙
行
し

一
二
七

石
窟
庵
と
近
代
日
本
　
―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―



た
の
で
あ
ろ
う
。
寺
内
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
そ
の
除
幕
式
に
は
「
明
石
将
軍
」
も

列
席
し
て
い
る
が
（
山
本
編
［
一
九
八
〇
］）、
こ
の
「
明
石
将
軍
」
と
は
明
石
元

二
郎
で
、
彼
は
木
村
［
一
九
二
四
］
や
寺
内
の
慶
州
行
き
を
伝
え
る
既
述
の
「
寺

内
総
督
慶
州
行
」（『
毎
日
申
報
』）
に
も
登
場
し
て
お
り
、
寺
内
と
と
も
に
石
窟

庵
を
訪
問
し
た
人
物
の
一
人
で
あ
る
。
寺
内
が
こ
の
「
明
石
将
軍
」
を
除
幕
開
眼

式
に
招
待
し
て
い
る
の
は
、
前
年
一
一
月
の
石
窟
庵
訪
問
を
意
識
し
て
い
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。「
明
石
将
軍
」
や
「
丸
山
和
尚
」
の
日
程
な
ど
を
調
整
す
る
期
間
を

勘
案
す
れ
ば
、
上
述
し
た
よ
う
に
寺
内
は
土
木
会
議
で
石
窟
庵
を
想
起
し
、
そ
の

六
日
後
に
石
仏
除
幕
開
眼
式
を
行
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た

思
い
が
土
木
会
議
で
の
技
師
と
の
慰
労
会
な
ど
で
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
寺
内
は
慶
州
行
か
ら
数
ヶ
月
に
慶
州
で
得
た
石
仏
の
除
幕
開
眼
式

を
行
う
な
ど
、
新
羅
の
石
仏
に
対
し
て
強
い
関
心
を
持
ち
続
け
て
い
た
と
推
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
寺
内
の
石
窟
庵
に
対
す
る
強
い
思
い
を
代
弁
す
る
か
の
よ

う
に
、
石
窟
庵
の
修
復
工
事
計
画
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
め
ら
れ
て
い
く
。

　

こ
う
し
て
国
枝
技
師
の
派
遣
か
ら
二
ヶ
月
後
の
同
年
六
月
、
石
窟
庵
に
対
す
る

古
蹟
補
助
金
の
支
給
が
決
定
さ
れ
る
。
朝
鮮
総
督
府
［
一
九
一
四a

］
に
は
「
古

蹟
修
繕
八
箇
所　

一
四
、四
三
四
円
七
六
銭
」
と
あ
り
、朝
鮮
総
督
府
［
一
九
一
三
］

に
は

如
上
ノ
保
護
ス
ヘ
キ
モ
ノ
中
修
理
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ハ
経
費
ノ
許
ス
限
リ
古
来

ノ
形
態
ヲ
維
持
ス
ル
為
一
万
五
千
円
ヲ
計
上
シ
寺
刹
ノ
所
有
ニ
属
ス
ル
建
物

物
ニ
シ
テ
特
別
保
護
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ノ
為
一
万
円
ノ
補
助
費
ヲ
計
上
シ
本
年

度
ヨ
リ
其
ノ
実
施
ニ
着
手
シ
是
等
建
造
物
ノ
永
久
保
存
ヲ
図
ル
ニ
遺
憾
ナ
カ

ラ
シ
ム
コ
ト
ヲ
期
ス
。

と
あ
っ
て
、
総
督
府
は
同
年
か
ら
寺
院
関
係
の
特
別
保
護
の
た
め
、
一
万
円
を
補

助
す
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
た
。
朝
鮮
総
督
府
［
一
九
一
四b

］
に
は
前
年
に
続

い
て
、「
寺
刹
ノ
建
造
物
・
碑
石
等
ニ
シ
テ
応
急
的
修
理
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
ニ
対
シ

テ
ハ
前
年
度
及
ビ
本
年
度
ニ
於
テ
各
一
万
円
ノ
修
繕
費
補
助
金
ヲ
支
給
シ
」
と
あ

り
、
一
九
一
三
・
一
九
一
四
年
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
万
円
が
修
繕
補
助
費
と
し
て
支

給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
そ
の
対
象
と
な
る
建
築
・
遺
跡
が
記
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
は

如
上
ノ
修
理
ヲ
施
シ
タ
ル
主
ナ
ル
建
物
ハ
国
費
経
営
ニ
於
テ
京
畿
道
高
陽
郡

ノ
碧
蹄
館
、
水
原
ノ
華
虹
門
・
諏
花
隋
柳
亭
・
平
壌
ノ
乙
密
台
・
練
光
亭
・

普
通
門
・
大
同
門
、
義
州
ノ
統
軍
亭
、
平
安
南
道
龍
岡
・
江
西
両
郡
ノ
古
墳
・

碑
閣
・
塚
等
ニ
シ
テ
、
補
助
経
営
ニ
於
イ
テ
慶
州
ノ
石
窟
庵
石
窟
・
芬
皇
寺

九
層
塔
、
平
壌
ノ
永
明
寺
浮
碧
樓
、
江
華
島
ノ
伝
燈
寺
大
雄
宝
殿
等
ト
ス
。

と
あ
っ
て
、「
修
理
ヲ
施
シ
タ
ル
主
ナ
ル
建
物
」
と
し
て
碧
蹄
館
や
平
壌
城
の
乙

密
台
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
、石
窟
庵
は
「
補
助
経
営
」
と
さ
れ
て
い
た
。「
補
助
経
営
」

の
対
象
は
み
な
寺
院
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
寺
院
の
修
繕
は
当
初
か
ら
「
補
助
」
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
石
窟
庵
は
、
芬
皇
寺
九
層
塔
、
さ
ら
に
は
平
壌
の
永

明
寺
浮
碧
樓
、
江
華
島
の
伝
燈
寺
大
雄
宝
殿
な
ど
と
と
も
に
そ
の
対
象
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
っ
た
。
小
川
［
一
八
六
七
］
に
よ
れ
ば
、「
大
正
二
年
度
の
古
蹟
補

助
金
は
専
ら
石
窟
庵
修
復
を
完
成
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
施
行
計
画
を
立
案

し
、
そ
の
残
額
金
額
は
芬
皇
寺
古
塔
修
理
と
し
、
万
一
、
工
費
が
不
足
す
る
時
は

次
年
度
に
補
給
す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
（
小
山
［
一
九
一
四
］・
奥
田

［
一
九
二
〇
］）（22）
、
石
窟
庵
の
修
繕
が
も
っ
と
も
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
こ
と
は
「
慶
州
保
存
会
」（『
毎
日
申
報
』
一
九
一
三
年
九
月
一
二
日
）
に

一
二
八
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総
督
府
で
は
寺
刹
及
遺
跡
保
存
補
助
費
を
予
算
に
計
上
し
て
朝
鮮
全
道
に
亘

渉
っ
て
其
保
存
方
法
を
考
究
し
て
お
り
、
本
年
度
に
其
第
一
回
と
し
て
慶
州

石
窟
庵
を
修
繕
設
計
に
着
手
し
て
…
（
後
略
）
…

と
あ
っ
て
、
最
初
の
寺
刹
及
遺
跡
保
存
補
助
費
の
対
象
に
石
窟
庵
が
指
定
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で
き
よ
う
。
石
窟
庵
が
第
一
回
目
の
修
繕
対
象
と
な
っ
た

の
は
、
そ
の
遺
跡
修
復
・
保
存
の
緊
急
性
・
遺
跡
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

寺
内
総
督
が
直
接
足
を
運
び
、
事
前
に
金
五
〇
円
を
僧
侶
に
与
え
、
遺
跡
保
存
を

依
頼
し
て
い
た
こ
と
な
ど
と
も
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
石
窟
庵
は
最
初
の
修
理
対
象
と
な
っ
た
が
、
こ
の
補
助
金
確
定
と

並
行
し
て
、
同
年
六
月
に
設
計
調
査
も
行
わ
れ
（
小
山
［
一
九
一
四
］・
奥
田

［
一
九
二
〇
］・
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］）、
九
月
二
二
日
付
で
慶
北
道
知
事
と
工
事

監
督
者
で
あ
る
国
枝
技
師
の
間
で
「
工
事
施
工
順
序
」
が
最
終
決
定
さ
れ
、
大

正
二
（
一
九
一
三
）
年
九
月
二
六
日
付
で
、
石
窟
庵
住
持
の
宋
雪
牛
・
祗
林
寺

住
持
に
よ
っ
て
一
万
円
の
補
助
費
下
附
願
が
提
出
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（
小
山

［
一
九
一
四
］・
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］）。

　

こ
う
し
て
、
大
正
二
（
一
九
一
三
）
年
一
〇
月
か
ら
石
窟
庵
修
理
工
事
が
開
始

さ
れ
、
主
任
技
手
で
あ
る
飯
島
源
之
助
以
下
、
一
一
二
〇
〇
人
の
工
人
、
補
石
材

八
五
〇
〇
個
、
セ
メ
ン
ト
五
六
〇
〇
樽
が
投
入
さ
れ
、
四
四
三
日
間
、
経
費
約

二
二
七
〇
〇
円
に
及
ぶ
石
窟
庵
の
工
事
が
大
正
四
（
一
九
一
五
）
年
九
月
一
三
日

に
終
了
し
た
の
で
あ
っ
た
（
奥
田
［
一
九
二
〇
］・
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］）。

結
語

　

以
上
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
石
窟
庵
は
近
代
日
本
に
よ
っ
て
「
再
発

見
」さ
れ
て
以
後
、新
羅
を
代
表
す
る
仏
教
遺
跡
の
一
つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
っ

た
。
そ
れ
は
関
野
貞
ら
研
究
者
が
そ
れ
を
高
く
評
価
し
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
曾

禰
荒
助
韓
国
副
統
監
が
そ
れ
を
「
発
見
」
し
、
そ
の
価
値
を
見
出
し
た
ご
と
く
喧

伝
さ
れ
る
な
ど
、
政
治
権
力
と
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
も
石
窟
庵
が
注
目
を
浴
び
る

上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
え
る
。
そ
の
結
果
、
一
九
〇
九
年
の
段
階
で

は
慶
州
の
名
所
古
蹟
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
石
窟
庵
は
、
一
躍
有
名
と

な
り
、
さ
ら
に
釋
尾
編
［
一
九
一
〇
］
に
よ
っ
て
石
窟
庵
の
素
晴
ら
し
さ
が
強
調

さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
翌
一
九
一
〇
年
九
月
一
一
日
に
は
、
芬
皇
寺
九
層
塔
・

瞻
星
台
な
ど
と
と
も
に
国
宝
入
り
の
候
補
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

曾
禰
に
続
く
第
三
代
韓
国
統
監
・
初
代
朝
鮮
総
督
で
あ
っ
た
寺
内
正
毅
も
石
窟

庵
を
訪
問
し
て
、
そ
れ
の
修
繕
を
強
く
認
識
し
、
そ
の
寺
内
治
世
下
で
、
石
窟
庵

は
寺
院
修
繕
事
業
の
第
一
号
と
し
て
修
復
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
修
築
に
は
問
題
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
（23）

、
こ
れ
に
よ
っ
て
石
窟
庵
は

『
毎
日
申
報
』
に
「
東
洋
無
比
の
芸
術
的
精
華
を
蒐
集
」
し
、「
世
の
崇
敬
を
集
め

る
に
至
」
る
新
羅
を
代
表
す
る
仏
教
遺
跡
と
し
て
、
芬
皇
寺
九
層
塔
ら
と
と
も
に

宣
伝
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
（「
新
羅
の
旧
古
蹟
」『
毎
日
申
報
』
一
九
一
五
年
九
月

二
二
日
）。
曾
禰
副
統
監
に
よ
る
石
窟
庵
の
「
発
見
」、
さ
ら
に
は
寺
内
総
督
に
よ

る
石
窟
庵
訪
問
、
彼
の
強
い
意
向
に
よ
る
石
窟
庵
の
修
理
に
よ
っ
て
、
石
窟
庵
は

新
羅
文
化
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
の
不
動
の
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

そ
の
後
、
曾
禰
・
寺
内
に
続
き
、
長
谷
川
好
道
総
督
・
斎
藤
実
総
督
な
ど
、
歴

代
の
総
督
も
ま
た
石
窟
庵
を
訪
問
し
て
い
る
が
（24）

、
こ
れ
は
石
窟
庵
の
名
を
さ
ら

に
高
か
ら
し
め
る
こ
と
に
貢
献
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
石
窟
庵
は
新
羅

一
二
九

石
窟
庵
と
近
代
日
本
　
―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―



文
化
を
代
表
す
る
仏
教
寺
院
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
が
す
で
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
の
朝
鮮
支
配
を
正

当
化
す
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
本
論
で
は

十
分
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
近
代
以
後
の

石
窟
庵
、
さ
ら
に
は
植
民
地
朝
鮮
に
対
す
る
諸
政
策
を
宗
教
・
文
化
遺
産
政
策
を

理
解
す
る
上
で
軽
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
韓
国
中
央

博
物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
関
係
文
書
の
調
査
と
あ
わ
せ
て
総
合
的
に
討
究
し
た

い
と
お
も
う
。

註
（1）
近
代
以
後
、
石
窟
庵
が
今
日
の
よ
う
な
新
羅
を
代
表
す
る
仏
教
遺
跡
と
し

て
確
立
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
は
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
を
参
照
。

（2）
石
窟
庵
の
修
復
過
程
に
つ
い
て
は
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
や
姜
熺
静

［
二
〇
一
二
］
及
び
清
水
重
敦
［
二
〇
一
三
］
な
ど
を
参
照
。

（3）
石
窟
庵
の
修
復
過
程
に
つ
い
て
は
、
註

（2）
が
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
近
年
、

韓
国
国
立
中
央
博
物
館
の
サ
イ
ト
で
は
そ
れ
ら
石
窟
庵
修
復
も
含
め
た
「
高

句
麗
中
央
博
物
館
所
蔵
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
文
書
」
が
公
開
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ら
文
書
を
利
用
し
た
修
復
過
程
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（4）
た
と
え
ば
、
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
や
鄭
仁
盛
［
二
〇
〇
九
］
は
統
監
や

総
督
と
石
窟
庵
の
関
係
に
つ
い
て
論
及
す
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
史
料
的
根

拠
が
明
示
さ
れ
た
上
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
検
証
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

（5）
朝
鮮
総
督
府
［
一
九
一
五
］
は
石
窟
庵
の
創
建
時
期
を
「
新
羅
善
徳
王
三

年
（
西
暦
紀
元
六
百
三
十
四
年
今
を
去
る
こ
と
一
、二
八
二
年
）
鎮
護
国
家

の
道
場
と
し
て
之
を
建
立
し
た
る
も
の
な
り
」
と
す
る
が
、
何
ら
か
の
誤
り

で
あ
ろ
う
。

（6）
明
治
三
五
（
一
九
〇
二
）
年
の
関
野
貞
の
慶
州
訪
問
に
つ
い
て
は
関
野

［
一
九
〇
四
］
を
、
明
治
三
九
（
一
九
〇
六
）
年
の
今
西
龍
の
慶
州
踏
査
に

つ
い
て
は
今
西
［
一
九
〇
八
・
一
九
一
一
］
を
参
照
。

（7）
鄭
時
翰
『
山
中
日
記
』
戊
辰
（
一
六
八
八
）
年
五
月
一
五
日
仏
国
寺
条
「
使

僧
統
信
定
・
僧
上
俊
頗
急
、
極
力
行
十
余
里
、
渝
嶺
下
里
許
、
至
石
窟
庵
。

僧
海
明
迎
入
坐
、
小
時
、
上
石
窟
、
皆
人
功
所
為
、
石
門
外
両
辺
、
皆
刻
仏

像
於
大
巖
、
各
四
五
、
奇
巧
天
成
石
門
攻
石
、
如
虹
。
其
中
大
石
仏
像
、
儼

然
如
生
、
坐
台
石
正
斉
奇
巧
、
窟
上
蓋
石
及
諸
石
円
正
無
一
傾
邪
、
仏
像
列

立
如
生
、
奇
怪
不
可
名
状
、
一
段
希
観
罕
倫
。
賞
翫
良
久
下
宿
庵
。」

（8）
鄭
時
翰
『
山
中
日
記
』
戊
辰
（
一
六
八
八
）
年
五
月
一
八
日
仏
国
寺
条
「
小

時
有
居
士
一
人
、
担
負
而
至
、
自
言
居
住
全
州
、
欲
観
仏
国
石
窟
・
骨
窟
等

処
、
率
其
妻
来
到
。」

（9）
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
は
、
こ
れ
ら
絵
画
の
な
か
に
石
窟
庵
と
庵
が
そ
れ

ぞ
れ
別
々
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
来
、
石
窟
と
庵

は
別
々
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
世
紀
に
『
三
国
遺
事
』
の
石
仏
寺
を
指
す
固
有

名
詞
と
し
て
の
石
窟
庵
へ
と
変
化
し
た
と
説
く
。

（10）
柳
宗
悦
［
一
九
一
九
］
は
、関
野
貞
が
石
窟
庵
を
知
ら
ず
に
帰
国
し
た
の
は
、

石
窟
庵
が
「
全
く
人
々
の
記
憶
か
ら
埋
没
し
て
ゐ
た
か
ら
」
と
す
る
が
、
本

文
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
々
は
そ
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

一
三
〇
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（11）
柳
宗
悦
［
一
九
一
九
］
は
関
野
貞
の
韓
国
調
査
に
も
言
及
し
、
そ
れ
を
明

治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
と
す
る
。
し
か
し
、
関
野
が
慶
州
を
調
査
し
た
の

は
、
一
九
〇
二
年
、
一
九
〇
九
年
な
の
で
、
明
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
。
柳

［
一
九
一
九
］
の
指
摘
に
は
し
ば
し
ば
誤
り
が
あ
り
、
そ
の
記
述
を
た
だ
ち

に
首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（12）
姜
熺
静［
二
〇
一
二
］は
、日
本
人
に
よ
る「
発
見
」は
事
実
の
歪
曲
で
あ
り
、

朝
鮮
総
督
府
の
統
治
を
正
当
化
さ
せ
た
め
た
め
の
口
実
に
過
ぎ
な
い
、
と
指

摘
す
る
。

（13）
曾
禰
荒
助
の
韓
国
副
統
監
・
統
監
就
任
に
つ
い
て
は
、
国
立
公
文
書
館
ア

ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
「
任
副
統
監 
枢
密
顧
問
官 

男
爵
曾
禰
荒

助
」・「「
任
統
監 

副
統
監 

子
爵
曾
禰
荒
助
」
参
照
。

（14）
曾
禰
荒
助
の
統
監
退
職
に
つ
い
て
は
、
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料

セ
ン
タ
ー
「
依
願
免
本
官 

統
監 

子
爵
曾
禰
荒
助
」
参
照
。

（15）
こ
の
督
府
技
手
の
石
窟
庵
調
査
に
関
す
る
文
書
は
、
国
立
中
央
博
物
館
所

蔵
朝
鮮
総
督
府
博
物
館
文
書
に
は
み
あ
た
ら
ず
、
今
後
、
追
究
す
る
必
要
が

あ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
に
依
拠
す
る
。

（16）
こ
の
間
の
寺
内
正
毅
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
総
督
府
［
一
九
一
二b
］

及
び
「
寺
内
総
督
東
上
」（『
毎
日
申
報
』
一
九
一
二
年
一
一
月
一
九
日
）
を

参
照
。

（17）
た
と
え
ば
、
姜
熺
静
［
二
〇
一
二
］
は
寺
内
総
督
の
石
窟
庵
訪
問
に
つ
い

て
言
及
す
る
が
、
そ
の
日
程
な
ど
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
記
し
て
い
な
い
。

ま
た
、鄭
仁
盛［
二
〇
〇
九
］も
寺
内
総
督
の
慶
州
訪
問
な
ど
に
言
及
す
る
が
、

そ
の
典
拠
な
ど
は
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
な
い
。な
お
、鄭
仁
盛［
二
〇
〇
九
］

は
、
木
村
［
一
九
三
〇
］
に
基
づ
き
、
一
九
〇
九
年
に
「
寺
内
総
監
」
が

石
窟
庵
を
訪
れ
た
後
、
盗
難
事
件
が
起
こ
っ
た
と
す
る
が
、
鄭
仁
盛
が
参

照
に
し
た
木
村
［
一
九
三
〇
］（
同
史
料
は
、
一
九
三
〇
年
に
諸
鹿
央
雄

の
慶
州
郡
庁
で
の
講
演
の
筆
録
で
、
現
在
は
韓
国
の
独
立
記
念
館
に
所
蔵

さ
れ
て
お
り
（
史
料
番
号1-L01571-000

）、
以
下
の
サ
イ
ト
か
ら
閲
覧
可

能
で
あ
る
（http://search.i815.or.kr/Im

ageV
iew

er/Im
ageV

iew
er.

jsp?tid=co&
id=1-L01571-000　

二
〇
二
〇
年
八
月
三
一
日
閲
覧
）
に
よ

れ
ば
、
盗
難
事
件
に
つ
い
て
、「
去
ル
明
治
四
一
（
一
九
〇
八
）
年
ノ
春
ヤ

ン
ゴ
ト
ナ
キ
某
大
官
ノ
巡
視
ノ
後
何
処
ヘ
カ
姿
ヲ
失
ツ
タ
」
と
あ
っ
て
、「
寺

内
統
監
」
と
は
明
言
し
て
い
な
い
。
寺
内
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年

五
月
に
統
監
に
就
任
、
同
年
七
月
二
三
日
に
仁
川
に
上
陸
し
（『
皇
城
新
聞
』

一
九
一
〇
年
七
月
二
四
日
「
統
監
到
着
光
景
」）、
同
年
一
〇
月
一
日
に
総
督

と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
か
り
に
「
寺
内
統
監
」
が
慶
州
を
訪
問
し
て
い
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
九
一
〇
年
五
月
～
七
月
ま
で
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

今
の
と
こ
ろ
寺
内
が
こ
の
期
間
に
慶
州
を
訪
れ
た
可
能
性
は
完
全
に
排
除
で

き
な
い
が
、
諸
史
料
に
は
そ
の
よ
う
な
「
寺
内
統
監
」
の
慶
州
訪
問
を
伝
え

て
い
な
い
。
ま
た
、石
窟
庵
の
盗
難
事
件
は
曾
禰
副
統
監
代
の
こ
と
な
の
で
、

お
そ
ら
く
「
寺
内
統
監
」
は
「
曾
禰
副
統
監
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

（18）
こ
の
時
の
寺
内
正
毅
の
朝
鮮
帰
国
は
、『
寺
内
正
毅
日
記
』
の
同
年
一
一
月

三
〇
日
の
日
記
か
ら
も
確
認
で
き
る
（
山
本
編
［
一
九
八
〇
］）。

（19）
な
お
小
山
［
一
九
一
四
］
に
は
「
大
正
二
年
六
月
初
旬
更
に
国
枝
技
師
飯

島
技
手
を
出
張
せ
し
め
」
と
あ
り
、
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
と
一
部
相
違
す

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
関
連
文
書
を
探
し
出
し
た
後
、
改
め
て
検
討
し
た

一
三
一

石
窟
庵
と
近
代
日
本
　
―
曾
禰
荒
助
韓
国
統
監
・
寺
内
正
毅
朝
鮮
総
督
を
中
心
に
―



い
が
、
飯
島
技
手
の
出
張
は
そ
の
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
小
山

［
一
九
一
四
］
の
記
述
は
誤
り
で
あ
り
、
な
ん
ら
か
の
誤
解
が
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。 

（20）
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
大
正
二
年
の
古
蹟
保
存
の
補

助
金
の
用
途
は
、
石
窟
庵
を
主
と
し
て
、
残
額
は
芬
皇
寺
古
塔
修
理
費
に
充

当
さ
せ
ら
れ
る
計
画
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
芬
皇
寺
も
ま
た
、
こ
の
時
の

寺
内
の
慶
州
巡
視
に
際
し
て
、
寺
内
自
身
が
訪
れ
て
お
り
、
芬
皇
寺
修
理
も

寺
内
の
訪
問
と
あ
る
い
は
関
係
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
黄
寿

永
［
一
九
六
七
］
は
、
専
門
家
に
よ
る
石
窟
庵
の
原
形
及
び
現
状
に
つ
い
て

の
基
本
調
査
、
設
計
も
な
く
、
一
技
師
の
復
命
書
に
よ
っ
て
工
事
が
決
定
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
、さ
ら
に
そ
の
工
事
が
拙
速
か
つ
稚
拙
で
あ
っ
た
こ
と
が
、

石
窟
庵
の
原
形
を
喪
失
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
た
と
批
判
し
て
い
る
。

（21）
『
寺
内
正
毅
日
記
』の
二
月
七
～
一
〇
日（
山
本
編［
一
九
八
〇
］）及
び「
総

督
邸
의の 

晩
餐
会
」「
土
木
所
長
会
議
」（『
毎
日
申
報
』
一
九
一
三
年
二
月
八

日
）。

（22）
な
お
、
小
川
［
一
九
一
四
］・
奥
田
［
一
九
二
〇
］
に
は
、
大
正
二

（
一
九
一
三
）
年
六
月
に
石
窟
庵
の
事
前
調
査
が
終
わ
っ
た
と
伝
え
る
。
黄

寿
永
［
一
九
六
七
］
に
よ
れ
ば
、
補
助
金
通
知
が
同
年
六
月
二
二
日
に
通
報

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
小
川
や
奥
田
の
い
う
六
月
の
事
前
調
査
終
了

と
は
、
補
助
金
決
定
ま
で
の
諸
々
の
プ
ロ
セ
ス
が
終
了
し
た
こ
と
を
い
う
の

か
も
し
れ
な
い
。

（23）
こ
の
時
の
工
事
の
状
況
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
黄
寿
永
［
一
九
六
七
］

に
詳
し
い
が
、
近
年
、
清
水
重
敦
［
二
〇
一
三
］
は
こ
の
時
、
石
窟
庵
修
復

に
携
わ
っ
た
国
枝
博
が
日
本
に
お
い
て
建
造
物
修
理
の
経
験
が
な
く
、
朝
鮮

に
赴
い
た
後
、
初
め
て
建
造
物
修
理
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し

て
お
り
、
近
代
日
本
の
朝
鮮
文
化
政
策
の
一
端
を
理
解
す
る
上
で
注
目
さ
れ

る
。

（24）
長
谷
川
総
督
の
石
窟
庵
訪
問
に
つ
い
て
は
木
村
［
一
九
二
四
］
を
、
斎
藤

総
督
の
石
窟
庵
訪
問
に
つ
い
て
は
鄭
仁
盛
［
二
〇
〇
九
］
参
照
さ
れ
た
い
。

な
お
、
総
督
以
外
に
も
石
塚
農
商
工
部
長
官
も
石
窟
庵
を
訪
問
し
て
い
る
が

（「
内
外
電
報　

石
塚
長
官
巡
視
」『
毎
日
申
報
』
一
九
一
四
年
一
月
二
二
日
）、

こ
の
よ
う
な
高
官
の
石
窟
庵
訪
問
も
総
督
の
そ
れ
と
同
様
、
石
窟
庵
の
位
相

を
高
め
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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〇
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