
「
つ
ば
め
の
報
恩
」
は

て
」
の
モ
チ
ー
フ
が

こ
の
資
料
を
受
け

工
の
家
建
て
の
モ
チ

と
を
指
摘
し
、
腰
折

は
な
く
、
朝
鮮
か
ら

稲
田
浩
二
氏
は
、

一

日
本
の
昔
話
「
腰

で
、
日
本
と
朝
鮮
半

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
に
島

東
ア

、
そ
れ
ま
で
の
「
腰
折
れ
雀
」
に
は

あ
る
と
い
う
点
で
、
画
期
的
な
資
料
と

て
、
稲
田
和
子
氏
は
『
日
本
昔
話
事
典

ー
フ
が
、
崔
仁
鶴
氏
紹
介
の
韓
国
の
昔

れ
雀
は
「「
舌
切
り
雀
」
の
よ
う
に
わ

伝
来
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。」
と
述

韓
国
の
昔
話
に
も
「
家
建
て
」
モ
チ
ー

報
恩
の
内
容
｜
｜

米

と

家

折
れ
雀
」
に
つ
い
て
比
較
の
視
点
か
ら

島
と
を
つ
な
ぐ
重
要
な
も
の
は
、「
燕

根
県
飯
石
郡
吉
田
村
の
土
屋
タ
マ
氏

ジ
ア
か
ら
見
た
日
本
昔

｜
｜
巫
歌
「
成
造
プ
リ
」
と
燕

な
か
っ
た
「
家
建

な
っ
た
。

』
の
解
説
で
、
大

話
と
類
似
す
る
こ

が
国
独
自
の
発
展

べ
ら
れ
た
。

フ
が
あ
る
こ
と
か

ま
た
、「
い

日
本
の
「
腰

っ
て
き
た
も

い
わ
れ
、
伝

大
島
建
彦

市
や
島
根
県

の
は
中
国
や

建
て

｜
｜

論
議
さ
れ
た
な
か

」
と
「
家
建
て
」

か
ら
採
録
さ
れ
た

ら
、
両
話
の

か
ら
大
工
た

と
さ
れ
、「
こ

見
え
な
い
交

地
方
と
東
ア

あ
ろ
う
。」
と

話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

院
の
縁
起
説
話
を
め
ぐ
っ
て

ま
こ
こ
で
、
目
に
見
え
な
い
伝
承
の

折
れ
雀
」
は
朝
鮮
半
島
か
ら
日
本
海
の

の
が
、
少
し
ず
つ
土
着
し
て
い
っ
た
も

播
論
を
示
さ
れ
た
。

氏
は
、「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
昔
話
」

飯
石
郡
、
広
島
県
世
羅
郡
の
話
に
雀
で

朝
鮮
の
例
と
一
致
し
、
そ
れ
だ
け
で
な

類
似
点
で
注
目
を
要
す
る
の
は
、「
西

ち
が
現
わ
れ
て
主
人
公
の
た
め
に
家
を

の
微
細
な
点
の
一
致
は
偶
然
の
結
果

渉
を
考
え
る
方
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る

ジ
ア
大
陸
と
の
昔
話
の
交
渉
の
根
の
深

指
摘
さ
れ
た
。

二

鮮
｜
｜

邊

糸
を
た
ぐ
っ
て
み
る
と
、

波
に
乗
っ
て
し
ば
し
ば
渡

の
で
あ
ろ
う
か
。」
と
も

に
お
い
て
、
長
野
県
飯
山

は
な
く
燕
が
あ
ら
わ
れ
る

く
、「
島
根
県
飯
石
郡
吉

瓜
（
ひ
ょ
う
た
ん
）
の
中

建
て
る
点
で
あ
ろ
う
。」

と
す
る
よ
り
も
、
両
者
の

。
こ
の
点
は
、

山
陰

さ
と
し
て
理
解
す
べ
き
で

九
二

恩

田



東
ア
ジ
ア

初
め
の
文
献
『
宇
治

説
話
と
し
て
先
行
し

筋
の
話
と
い
え
る
が

や
廣
田
収
氏
が
詳
細

い
ま
、「
家
建
て
」

特
に
朝
鮮
の
地
に
発

中
国
や
モ
ン
ゴ
ル
、

作
業
が
必
要
と
な
る

チ
ー
フ
が
朝
鮮
半
島

巫
歌
や
寺
院
縁
起
を

ま
た
、
報
恩
の
「

こ
と
が
で
き
な
か
っ

れ
た
と
い
う
の
は
、

て
の
類
似
に
注
目
さ

こ
れ
ら
の
先
行
研

型
・
大
工
の
家
建
て

ー
フ
と
趣
向
に
着
目

考
え
た
こ
と
が
あ
っ

筆
者
は
、
こ
の
「

田
村
の
例
で
、
西
瓜

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

拾
遺
物
語
』
の
「
雀
報
恩
事
」
が
、
も

て
あ
る
。
す
で
に
多
く
指
摘
が
あ
る
よ

、
し
か
し
両
者
に
相
違
点
も
あ
る
こ
と

に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

の
モ
チ
ー
フ
に
着
眼
し
て
言
う
な
ら

す
る
特
徴
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
れ
を

中
国
少
数
民
族
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
類
話

。
本
稿
で
は
こ
の
作
業
を
進
め
、
さ
ら

の
何
に
本
源
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問

紹
介
し
つ
つ
検
討
を
加
え
て
み
る
こ
と

白
米
」
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。
前
稿

た
が
、
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
に
は
、
鎌

朝
鮮
の
伝
承
と
近
い
よ
う
で
あ
る
。」

れ
た
。

究
を
ふ
ま
え
て
筆
者
は
、
燕
と
雀
・
兄

、
そ
し
て
坊
主
や
借
金
取
り
が
出
て
き

し
て
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
伝
播
・
受
容

た
。

家
建
て
」
の
モ
チ
ー
フ
こ
そ
は
、
東
ア

か
ら
大
工
や
木
挽
が
出
て
き
て
、
大
き鮮 っ

と
も
古
い
書
承

う
に
、
ほ
ぼ
同
じ

は
、
小
峯
和
明
氏

ば
、
両
話
の
決
定

と
か
ら
受
容

こ
の
点
に

様
相
を
通
し

結
論
づ
け
る
に
は
、

を
チ
ェ
ッ
ク
す
る

に
「
家
建
て
」
モ

題
に
つ
い
て
も
、

に
す
る
。

で
は
深
く
ふ
れ
る

倉
時
代
一
三
世
紀

て
い
て
、
米

家
建
て
、
と

お
そ
ら
く

る
も
の
で
あ

こ
の
説
話
の

と
す
る
と

報
恩
に
も
た

と
、
や
は
り
家
建

弟
設
定
と
隣
の
爺

て
懲
罰
す
る
モ
チ

と
変
容
に
つ
い
て

ジ
ア
の
な
か
で
も

ー
フ
が
な
い

し
か
し
一

た
く
一
致
し

る
の
だ
が
、

る
。
同
じ
で

報
恩
事
」
の

（
伝
本
に
よ
っ

な
家
を
建
て
て
く

的
な
相
違
点

二

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
断

つ
い
て
も
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
「
米

て
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る

と
お
金
（
米
櫃
と
銭
櫃
）・
絹
織
物
・

い
っ
た
多
様
性
を
見
せ
て
い
た
。

こ
れ
は
、
文
芸
化
な
ど
に
よ
る
改
変
、

る
が
、
一
つ
め
か
ら
米
が
無
尽
蔵
に
あ

古
態
を
と
ど
め
る
も
の
だ
と
判
断
で
き

、『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
雀
報
恩
事
」
の

ら
す
要
素
は
古
層
の
も
の
で
あ
り
、

こ
と
に
あ
る
。

方
、
両
話
は
、「
米
」（
白
米
）
が
出
て

て
お
り
、
こ
れ
が
揺
る
ぎ
の
な
い
伝
承

「
米
」
が
出
て
く
る
の
は
、
朝
鮮
半
島

は
あ
る
が
、
現
伝
の
韓
国
の
資
料
で
は

よ
う
に
ど
の
ひ
さ
ご
か
ら
も
白
米
が

て
は
四
つ
、
五
つ
と
な
る
）
割
っ
た

は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
雀
報
恩
事
」

九
三

が
成
り
立
つ
。

」（
白
米
）
モ
チ
ー
フ
の

。 家
具
家
財
・
金
銀
宝
石
・

増
補
の
結
果
と
考
え
ら
れ

ふ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
、

よ
う
。

よ
う
に

白
米

だ
け
を

家
建
て

モ
チ
ー
フ
は
あ

く
る
と
い
う
点
で
、
ま
っ

で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ

の
話
で
も
全
く
同
じ
で
あ

、『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
雀

出
る
の
で
は
な
く
、
三
つ

中
味
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ

の
方
に
「
家
建
て
」
モ
チ



く
に
襲
わ
れ
て

て
い
る
の
を
見

か
に
入
れ
、
黄

う
ち
に
羽
が
生

た
帰
っ
て
く
る

あ
る
夜
ふ
け

そ
こ
へ
黄
色
い

江
戸
時
代
の
博
学

雑
志
』
で
「
舌
切
雀

け
て
、『
捜
神
記
』
を

が
故
事
を
よ
く
し
り

で
は
そ
の
「
黄
雀
の

漢
の
と
き
、

き
、
華
陰
県
（

東
ア
ジ
ア

二

中
国
の
『
捜
神
記

話
と
し
て
取
り
あ
げ

晋
の
干
宝
が
ま
と
め

と
さ
れ
る
。

、
木
の
下
に
落
ち
、
そ
こ
を
ま
た
螻
や

つ
け
た
。
宝
は
あ
わ
れ
に
思
っ
て
抱
き

色
い
花
を
食
べ
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
、

え
揃
い
、
朝
飛
び
立
っ
て
行
っ
て
は
、

よ
う
に
な
っ
た
。

に
、
宝
は
本
を
読
ん
で
い
て
ま
だ
床
に

着
物
を
着
た
少
年
が
現
わ
れ
、
宝
に
再

な
滝
沢
馬
琴
は
、
一
八
一
一
（
文
化
八

」
に
つ
い
て
述
べ
る
な
か
で
、
中
国
に

引
き
あ
い
に
出
し
て
い
た
。
曰
く

て
、
雀
の
物
が
た
り
を
作
り
給
へ
る

恩
返
し
」
を
武
田
昇
氏
訳
で
引
く
と
、

弘
農
（
河
南
省
）
に
楊
宝
と
い
う
男
が

陜
西
省
）
に
あ
る
山
の
北
側
で
、
一
羽

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
伝
承

』
所
載
話
「
黄
雀
の
恩
返
し
」
は
、

ら
れ
た
最
初
の
海
外
の
説
話
で
あ
る

た
六
朝
時
代
の
説
話
集
で
、
三
五
〇
年

蟻
に
い
じ
め
ら
れ

帰
り
、
小
箱
の
な

百
日
あ
ま
り
た
つ

夕
方
に
な
る
と
ま

つ
か
な
か
っ
た
が
、

拝
し
て
言
っ
た
。

い
う
見
解
も

と
い
う
話
で

鳥
は
登
場
せ

ま
た
日
本

も
、「
瓠
」
の

生
じ
る
と
い

瓠
と
白
米

）
年
刊
の
『
燕
石

も
広
く
視
点
を
向

「
宇
治
亜
相
は
楊
宝

な
る
べ
し
。」
と
。

い
た
。
九
歳
の
と

の
黄
雀
が
み
み
ず

で
あ
る
。
黄

な
か
っ
た
。

す
で
に
指

性
植
物
が
登

が
残
る
。
た

と
少
数
民
族

経
典
の
『

鮮「
腰
折
れ
雀
」
の
類

。『
捜
神
記
』
は
、

頃
の
成
立
で
あ
る

「
私
は
西

中
、
う

深
い
あ

か
ら
感

「
あ
な
た

三
事
を

あ
っ
た
。
大
き
な
「
瓠
」
を
わ
る
と
、

あ
り
、
こ
と
に
古
文
献
と
し
て
見
の
が

ず
、
鳥
の
報
恩
話
と
は
な
っ
て
い
な
い

の
『
本
朝
法
華
験
記
』
中
巻
第
四
八

中
に
「
精
米
」
が
入
っ
て
い
た
り
、

う
話
が
見
え
て
い
る
。

が
セ
ッ
ト
で
仏
教
説
話
に
あ
ら
わ
れ
る

雀
が
恩
返
し
に
持
っ
て
き
た
の
は
玉
環

ま
た

家
建
て

も
見
え
な
い
。

摘
し
た
が
、
こ
の
話
は
鳥
の
恩
返
し
の

場
し
な
い
の
で
、「
腰
折
れ
雀
」
の
比

だ
、
報
恩
が
「
白
い
玉
環
」
と
い
う
内

の
類
話
で
「
金
銀
」
が
出
て
く
る
ケ
ー

賢
愚
経
』
巻
五
散
檀
寧
品
が
「
雀
報
恩 二

王
母
さ
ま
の
使
者
で
す
。
以
前
蓬

っ
か
り
油
断
し
て
い
て
み
ず
く
に
襲
わ

な
た
に
救
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ

謝
い
た
し
ま
す
」
そ
し
て
白
い
玉
環
を

の
ご
子
孫
は
、
き
っ
と
こ
の
環
の
よ

極
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
」
と
言
う
の
だ

「
麦
」
が
満
ち
あ
ふ
れ
る

せ
な
い
資
料
で
あ
る
が
、

。
「
光
勝
沙
門
法
蓮
法
師
」
に

瓠
か
ら
「
五
斗
白
米
」
が

こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
こ
の

で
あ
っ
て
、
米

で
は

話
で
は
あ
っ
て
も
、
つ
る

較
対
象
と
す
る
に
は
問
題

容
は
、
あ
と
で
見
る
中
国

ス
に
近
い
と
い
え
る
。

事
」
の
本
源
で
あ
ろ
う
と

九
四

山
ま
で
お
使
い
に
行
く
途

れ
た
と
こ
ろ
を
、
お
情
け

な
た
の
厚
い
ご
人
徳
に
心

四
つ
、
宝
に
差
し
出
し
て
、

う
に
清
廉
潔
白
で
、
位
は

っ
た
。



東
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と
い
う
。「
金
や
銀
」

が
出
る
こ
と
は
な
い

な
い
。

中
国
広
東
省
潮
州

翻
訳
紹
介
さ
れ
て
い

そ
の
後
、
中
国
の

民
間
故
事
類
型
索
引

（
婦
人
）
と
恩
返
し
す

に
挙
げ
ら
れ
た
報
恩

感
謝
し
た
鳥
（

を
教
え
る
。
大

を
切
っ
た
り
煮

般
の
説
話
や
昔
話
の

う
伝
承
の
道
筋
と
、

き
そ
う
で
あ
る
。

次
に
、
エ
バ
ー
ハ

の
類
話
が
あ
り
、
関

し
か
し
「
金
持
ち
に

の
具
体
的
内
容
物
ま

要
素
は
、
相
当
古
い

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

が
つ
ま
っ
て
い
る
と
す
る
だ
け
で
、

よ
う
で
あ
る
。
ま
た

家
建
て

モ
チ

で
採
集
さ
れ
た
「
小
鳥
の
恩
返
し
」
を

る
が
、
そ
の
あ
ら
す
じ
は
、

丁
乃
通
氏
は
、
一
九
八
六
年
に
新
資
料

』
を
出
し
、
中
国
の
類
話
に
つ
い
て

る
鳥
」
と
題
し
詳
細
な
タ
イ
プ
化
を

の
内
容
が
何
で
あ
る
の
か
を
西
脇
隆
夫

あ
る
い
は
神
）
は
、
彼
に
不
思
議
な
種

き
な
ス
イ
カ
（
ふ
く
べ
、
カ
ボ
チ
ャ
）

た
り
す
る
と
、
中
に
金
や
銀
が
つ
ま
っ

な
か
に
、
仏
教
的
要
素
が
後
退
す
る
か

ま
た
鳥
の
報
恩
話
と
つ
な
が
る
と
い
う

ル
ト
が
一
九
三
七
年
に
出
し
た
『
中
国

敬
吾
氏
が
『
日
本
昔
話
大
成
４
』
で
紹

な
る
」
と
い
う
表
現
で
結
果
が
表
さ
れ

で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

時
代
か
ら
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。
そ鮮 実

の
中
か
ら

米

ー
フ
も
見
あ
た
ら

、
直
江
広
治
氏
が

ド
研
究
に
赴

喀
喇
沁
右
旗

今
日
女
生
徒

た
も
の
で
あ

昔
々
或

に
よ
っ
た
『
中
国

、「
善
と
悪
の
兄
弟

示
さ
れ
た
。
そ
こ

氏
の
訳
で
見
る
と
、

を
与
え
、
植
え
方

が
生
え
る
。
そ
れ

て
い
る
。

に
お
い
て
、

の
話
と
対
比

ど
が
ま
っ
た

残
念
な
が
ら

一
九
二
七

で
あ
っ
た
。

る
。
著
名
な

た
ち
で
残
る
と
い

展
開
も
、
想
定
で

昔
話
の
型
』
に
こ

介
さ
れ
て
い
る
。

る
だ
け
で
、
報
恩

よ
く
わ
か
ら
な
い
。

子
を
く

え
る
。

ひ
ど
い

と
い
う
。
こ

で

米

は

で
は
次
に

崔
南
善
氏
は

し
て
こ
れ
が
、
一

情
深
い

二

い
た
際
、
彼
女
が
「
一
九
〇
六
年
（
明

の
女
学
校
」
で
日
本
語
教
師
を
し
て
い

よ
り
聞
き
得
た
る
、「
腰
折
燕
」
の
話

る
。

處
に
一
人
の
心
優
し
き
娘
が
あ
つ
て
、

モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
類
話
だ
と
し
て
紹
介

し
関
係
性
を
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

く
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
比
較
研
究

問
題
が
残
る
。

年
、
モ
ン
ゴ
ル
に
お
け
る
類
話
を
紹
介

「
腰
折
れ
燕
」
と
、
一
九
三
六
年
の
「

文
化
人
類
学
者
で
あ
る
鳥
居
龍
蔵
と
東

わ
え
て
く
る
。
黄
瓜
の
中
か
ら
黄
金
、

隣
に
住
む
欲
深
い
少
年
が
、
ま
ね
て
故

目
に
あ
う
。

こ
に
も
や
は
り
「
黄
金
」
や
「
白
銀
」

出
て
こ
な
い
。
家
建
て

も
な
い
。

、
モ
ン
ゴ
ル
民
族
が
伝
え
る
類
話
に
つ

、「
外
国
か
ら
帰
化
し
た
朝
鮮
古
談
｜

少
年
が
傷
つ
い
た
燕
を
助
け
る
。
燕
が

九
五

治
三
九
）
年
、
南
蒙
古
の

た
折
り
、「
七
月
十
日
、

」
だ
と
し
な
が
ら
紹
介
し

窓
の
下
で
衣
を
縫
つ
て
居

し
、「
フ
ン
ブ
ノ
ル
ブ
」

話
者
や
採
録
地
、
出
典
な

の
資
料
と
し
て
扱
う
に
は

し
た
の
は
鳥
居
き
み
子
氏

脚
折
れ
燕
」
が
そ
れ
で
あ

北
中
国
方
面
へ
フ
イ
ー
ル

白
銀
が
出
て
き
て
富
み
栄

意
に
燕
を
傷
つ
け
、
結
局

が
出
て
き
た
と
す
る
だ
け

い
て
み
る
。
一
九
二
二
年

蒙
古
の
フ
ン
ブ
ノ
ル
ブ
」

報
恩
に
、
黄
色
い
瓜
の
種



色
の
絲
で
巻
い

思
ふ
と
、
間
も

置
い
て
い
つ
た

得
た
く
折
り
つ

蔓
が
延
び
廣
が

な
つ
た
頃
や
つ

り
も
多
く
の
米

一
つ
の
瓢
が
み

よ
き
頃
を
見
計

米
が
満
ち
溢
れ

喜
び
一
方
な
ら

米
は
盡
く
る
事

偖
又
憐
に
住

く
、
己
が
家
の

東
ア
ジ
ア

た
。
其
他
へ
一

之
を
見
た
娘
は

て
や
つ
た
と
こ

行
つ
た
。
や
が

る
窓
際
に
置
い

こ
ろ
が
、
日
な

て
放
し
て
や
つ
た
。
燕
は
恨
め
し
相
に

な
く
一
つ
の
瓢
の
種
を
啣
へ
て
來
て
、

。
娘
は
非
常
に
よ
ろ
こ
ん
で
、
隣
の
娘

ゝ
、
庭
に
蒔
き
成
長
を
待
ち
佗
び
た
。

り
一
つ
の
瓢
が
實
つ
た
の
で
、
娘
は
出

と
切
り
取
つ
た
。
そ
し
て
自
分
の
方
の

が
出
る
で
あ
ら
う
と
、
喜
び
に
満
た
さ

の
り
日
を
追
ふ
て
大
き
く
な
つ
た
。
娘

つ
て
、
瓢
を
切
り
取
り
其
口
を
開
け
て

て
居
た
。
こ
は
先
の
燕
の
恩
報
じ
の
賜

ず
、
之
を
炊
ぎ
食
ふ
に
、
來
る
日
も
來

な
く
、
貧
し
か
つ
た
娘
の
家
は
い
つ
し

む
心
卑
し
き
娘
が
、
之
を
聞
き
知
つ
て

軒
端
に
巣
く
う
燕
を
取
り
出
し
て
態
と

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

羽
の
脚
の
折
れ
た
燕
が
、
軒
端
の
巣
か

可
哀
相
に
思
つ
て
早
速
有
合
せ
た
五
色

ろ
、
燕
は
大
變
う
れ
し
相
に
し
て
大
空

て
何
處
か
ら
か
瓢
の
種
を
只
一
つ
啣
へ

て
去
つ
た
。
娘
は
其
種
を
拾
つ
て
試
み

ら
ず
瓢
の
芽
が
出
て
段
々
と
蔓
も
延
び

飛
び
去
つ
た
か
と

娘
の
居
る
窓
際
に

よ
り
多
く
の
福
を

や
が
て
芽
が
出
て

來
る
限
り
大
き
く

瓢
は
隣
の
娘
の
よ

れ
つ
ゝ
口
を
開
い

な
い
。

と
こ
ろ
で

の
折
れ
た
燕

話
が
興
夫
説

ル
と
朝
鮮
の

モ
ン
ゴ

数
蒙
古

は
打
ち
喜
ん
で
、

見
た
ら
、
中
に
は

な
ら
ん
と
、
娘
の

る
日
も
瓢
の
中
の

か
富
み
榮
え
た
。

羨
む
こ
と
限
り
な

其
脚
を
折
り
、
五

う
の
は
「
黍

当
時
彼
の

当
然
で
あ
っ

て
く
る
の
は

を
、
自
民
族

と
推
測
さ
れ

以
上
の
よ

鮮ら
落
ち
て
來
た
。

の
絲
で
脚
を
巻
い

高
く
飛
び
去
つ
て

て
來
て
、
娘
の
居

に
庭
に
蒔
い
た
と

ひ
ろ
が
り
、
遂
に

た
途
端

り
心
卑

右
訳
文
に

が
、
し
か
し

「
米
」
に
つ
い

字
を
書
い
て

、
右
の
モ
ン
ゴ
ル
で
の
採
録
話
を
受
け

の
足
を
結
ん
で
あ
げ
た
と
い
う
の
は
理

話
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
」
と
述
べ

類
話
の
相
互
関
係
性
に
つ
い
て
も
、

ル
の
も
の
が
朝
鮮
へ
輸
入
さ
れ
た
と
い

に
帰
化
し
た
高
麗
女
性
た
ち
を
通
じ
て

」
で
あ
る
と
い
う
。

地
で
稲
作
は
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

て
、
モ
ン
ゴ
ル
民
族
が
主
食
と
し
て
い

、
お
そ
ら
く
、
米
（
白
米
）
が
出
る
話

に
ふ
さ
わ
し
い
「
黍
」
に
変
容
さ
せ
た

る
の
で
あ
る
。

う
に
モ
ン
ゴ
ル
の
類
話
に
も

白
米

二

、
瓢
の
中
か
ら
太
い
蛇
が
一
匹
這
ひ
出

し
き
娘
は
其
儘
息
が
絶
え
て
死
ん
で
し

、
瓢
の
中
に
は
い
っ
て
い
た
の
は
「
米

こ
れ
は
白
米
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
、

て
は
、「
蒙
古
で
米
と
云
ふ
の
は
、
蒙

居
る
。」
と
い
う
鳥
居
氏
の
説
明
が
あ

て
、
孫
晋
泰
氏
は
、「
腰

解
で
き
な
い
が
、
こ
の
説

て
い
る
。
そ
し
て
モ
ン
ゴ

う
よ
り
は
、
元
代
に
相
当

、
蒙
古
に
伝
播
し
た
も
の

る
か
ら
、
米
が
な
い
の
は

る
「
黍
」
が
恩
返
し
に
出

が
伝
わ
っ
た
が
、「
米
」

結
果
で
は
な
か
っ
た
か
、

と

家
建
て

は
見
ら
れ

九
六

し
て
來
た
。
驚
き
の
あ
ま

ま
つ
た
。

」
だ
と
訳
出
さ
れ
て
い
る

注
意
を
要
す
る
。
こ
の
訳

古
米
の
事
で
、
麻
黍
の

り
、
モ
ン
ゴ
ル
ア
ム
と
い



東
ア
ジ
ア

ウ
ー
ル
、
朝
鮮
の
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、

カ
ザ
ッ
ク
族
｜

ウ
イ
グ
ル
族
｜

シ
ボ
族

｜

は
い
る
）
に
居
住
す

半
ば
に
か
け
て
と
い

さ
て
、「
腰
折
れ
雀

質
と
伝
播
に
つ
い
て

「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の

話
は
、
朝
鮮
か
ら
東

る
。」
と
指
摘
し
、
カ

と
述
べ
、
高
麗
か
ら

る
こ
と
は
注
目
さ
れ

こ
こ
に
い
う
朝
鮮

一
年
頃
か
ら
始
ま
り

に
国
号
を
「
元
」
に

一
三
五
六
年
に
な
っ

ま
り
は
、
高
麗
女
性

で
は
な
か
ろ
う

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
類
話
を
紹
介
さ
れ

実
の
中
か
ら
出
て
き
た
も
の
を
確
認
す

｜
金
塊

｜
金
銀

｜
金

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
三
世
紀
半

う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

」
の
資
料
を
中
国
の
少
数
民
族
に
ま

広
い
視
野
か
ら
論
じ
ら
れ
た
の
は
西
脇

「
腰
折
れ
燕
」」
に
お
い
て
西
脇
氏
は
、

北
中
国
、
さ
ら
に
西
北
中
国
に
か
け
て

ザ
ッ
ク
、
ウ
イ
グ
ル
、
シ
ボ
、
満
州

モ
ン
ゴ
ル
へ
と
い
う
説
話
の
伝
播
ル
ー

る
。

半
島
へ
の
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
攻
と
は
、
高

、
一
二
三
四
年
に
モ
ン
ゴ
ル
は
金
を
滅

改
め
た
後
も
、
高
麗
へ
の
支
配
が
続
い

て
元
の
支
配
は
完
全
に
放
逐
さ
れ
た
の

が
国
境
を
越
え
モ
ン
ゴ
ル
（
地
理
的
に

か
。

鮮 た
。

る
と
、

「
米
」
が
出
て

こ
と
は
、
す

素
で
あ
る
こ

東
北
中
国

り
あ
げ
ら
れ

ば
か
ら
一
四
世
紀

で
広
め
、
そ
の
特

隆
夫
氏
で
あ
っ
た
。

「「
腰
折
れ
燕
」
の

広
く
分
布
し
て
い

、
モ
ン
ゴ
ル
、
ダ

マ
オ
ナ

ナ
シ
族

ム
ー
ラ

ヤ
オ
族

チ
ワ
ン

で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う

ト
を
想
定
し
て
い

麗
時
代
の
一
二
三

ぼ
し
一
二
七
一
年

た
こ
と
を
さ
す
。

で
あ
る
か
ら
、
つ

は
中
国
の
土
地
も

ダ
ウ
ー

朝
鮮
族

と
さ
れ
て
い

金
塊
で
あ
る

の
な
の
で
省

ま
た
西
南

ト
ゥ
チ

満
州
族

二

く
る
こ
と
は
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ

で
に
取
り
あ
げ
た
『
捜
神
記
』
な
ど
中

と
が
知
ら
れ
る
。

に
居
住
す
る
朝
鮮
族
に
お
け
る
類
話
に

た
が
、
そ
の
後
、
資
料
の
全
訳
が
出
さ

ン
族
｜
｜
銀

｜
｜
金
銀

オ
族
｜
｜
農
具
な
ど

｜
｜
金

族

｜
｜
仙
女

や
は
り
金
、
金
銀
が
圧
倒
的
で
あ
る
。

に
右
に
あ
げ
た
中
国
の
少
数
民
族
の

ル
族
｜
｜
金
銀

｜
｜
穀
物
（
米
）

る
。
朝
鮮
族
だ
け
を
除
い
て
、
す
べ
て

こ
と
が
わ
か
る
。（
モ
ン
ゴ
ル
族
は
右

く
）

中
国
の
類
話
に
つ
い
て
も
、

ャ
族
｜
｜
金
銀

｜
｜
金

九
七

ど
な
く
、
金
や
銀
で
あ
る

国
の
類
話
に
共
通
す
る
要

つ
い
て
は
、
西
脇
氏
が
取

れ
て
、
そ
の
全
貌
を
知
る

類
話
で
は
、
恩
返
し
に

「
米
」
で
は
な
く
金
銀
・

掲
出
の
鳥
居
氏
採
録
の
も



で
あ
り
、「
米
」
と

実
を
割
る
数
の
多
さ

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

し
か
し
な
が
ら
、

氏
が
一
九
〇
〇
年
慶

東
北
部
吉
林
省
へ
と

こ
と
に
、
背
景
が
あ

控
え
る
が
、
善
良
な

五
つ
で
あ
る
。
そ
し

一
つ
め
｜
｜
金

二
つ
め
｜
｜
米

三
つ
め
｜
｜
絹

四
つ
め
｜
｜
家

五
つ
め
｜
｜
美

東
ア
ジ
ア

こ
と
が
で
き
る
よ
う

は
、
依
田
千
百
子
氏

族
民
間
故
事
集
』
は

で
あ
る
。
こ
れ
は
ま

見
て
み
た
い
。

金
徳
順
氏
が
語
っ「

家
建
て
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
ま

も
、
出
て
く
る
内
容
に
お
い
て
も
、
現

。一
つ
め
か
ら
「
金
銀
」
が
出
る
と
す
る

尚
北
道
の
地
で
生
ま
れ
、
結
婚
後
一
九

移
住
し
て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯

る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
現
伝

弟
が
割
っ
た
パ
ク
（
ひ
さ
ご
）
の
数
は

て
実
か
ら
出
て
き
た
の
は
、

銀織
物

建
て

人
（
仙
女
））

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

に
な
っ
た
。
こ
の
朝
鮮
族
の
昔
話
を
翻

と
中
西
正
樹
氏
で
あ
る
。『
金
徳
順
昔

、
中
国
朝
鮮
族
の
昔
話
を
伝
え
る
き
わ

こ
と
に
特
異
な
伝
承
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ

た
「
ホ
ン
ブ
と
ノ
ル
ブ
」
は
、
長
文
のず

指
摘
し
て
お
く
。

伝
の
韓
国
の
資
料

部
分
は
、
金
徳
順

三
〇
年
に
、
中
国

を
も
つ
方
で
あ
る

韓
国
の
当
該
話
の

の
が
圧
倒

中
国
、
中

チ
ー
フ
も

フ
は
朝
鮮

ー
フ
は
、

報
恩
」
に

、
一
つ
で
は
な
く

し
、「
米
」
を

る
。
こ
の
変

い
う
問
題
に

以
上
、
こ

と
が
指
摘
で

中
国
、
中

「
米
」
が
出

鮮訳
紹
介
さ
れ
た
の

話
集
｜
中
国
朝
鮮

め
て
貴
重
な
資
料

て
、
次
に
こ
れ
を

た
め
引
用
は
差
し

資
料
で
は
、

（
一
部
読
み
本

「
金
銀
」
が
出

に
お
け
る
設

つ
ま
り
金

る
「
金
銀
」

的
で
あ
っ
た
。（
モ
ン
ゴ
ル
族
の
黍
に

国
少
数
民
族
、
モ
ン
ゴ
ル
の
類
話
に
お

ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
結

半
島
に
お
け
る
独
特
な
も
の
と
判
断
さ

朝
鮮
か
ら
日
本
の
地
へ
伝
播
し
、
島
根

そ
の
姿
を
と
ど
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
つ
め
に
後
退
さ
せ
て
語
っ
た
と
い

化
は
見
過
ご
せ
な
い
特
徴
で
あ
り
、
人

、
大
き
な
示
唆
を
投
げ
か
け
て
く
れ
る

れ
ま
で
に
取
り
あ
げ
た
資
料
を
検
討
し

き
る
。

国
少
数
民
族
、
モ
ン
ゴ
ル
の
類
話
に
お

て
く
る
ケ
ー
ス
は
な
か
っ
た
。
金
や 二

す
べ
て
一
つ
め
か
ら
「
米
」
と
「
お

を
除
く
）
設
定
で
あ
る
か
ら
だ
。
金

る
の
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

定
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

徳
順
氏
は
、
移
住
先
の
中
国
の
地
で
の

を
受
け
入
れ
、
こ
れ
を
優
先
的
に
自
分つ

い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
）

い
て
、「
家
建
て
」
の
モ

果
、「
家
建
て
」
モ
チ
ー

れ
た
。
そ
し
て
こ
の
モ
チ

県
吉
田
村
の
「
つ
ば
め
の

う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ

の
移
住
と
伝
播
と
変
容
と

も
の
と
い
え
よ
う
。

た
結
果
、
次
の
よ
う
な
こ

い
て
は
、
管
見
の
限
り
で

金
銀
、
金
塊
が
出
て
く
る

九
八

金
（
銭
）」
が
出
て
く
る

徳
順
本
で
一
つ
め
か
ら

な
中
国
や
中
国
少
数
民
族

伝
承
の
重
要
な
要
素
で
あ

の
は
な
し
の
な
か
に
挿
入



東
ア
ジ
ア
か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝
鮮

図１．燕尾寺

二
九
九

図２．燕院の石仏と松



と
こ
ろ
で
、
成
造

本
縁
を
天
上
界
と
し

物
語
と
し
て
描
く
も

縁
を
、
慶
尚
道
安
東

で
家
を
建
て
る
工
程

た
と
え
ば
、
京
畿

成
造
大
都
監
の

寺
の
縁
起
説
話
に
あ

そ
の
前
に
ま
ず
、

燕
院
が
登
場
し
て

慶
尚
北
道
の
安
東

も
の
と
同
様
、
家
屋

れ
る
。
家
の
神
で
あ

り
、
成
造
プ
リ
は
成

東
ア
ジ
ア

三

朝
鮮
半
島
の
類
話

か
ら
大
工
達
が
出
て

こ
の
疑
問
を
解
く

プ
リ
に
は
大
き
く
二
種
の
本
文
系
統
が

、
成
造
神
と
し
て
座
定
さ
れ
る
ま
で
の

の
と
、
い
ま
一
つ
は
、
重
要
な
建
材
で

の
燕
院
だ
と
説
き
、
そ
の
松
種
か
ら

を
語
り
そ
の
富
貴
を
ほ
め
る
内
容
の
も

道
地
域
の
成
造
巫
歌
「
黄
帝
プ
リ
」

本
を
解
け
ば
、
何
處
が
本
な
り
や
。
慶

る
と
筆
者
は
考
え
る
。

建
築
儀
礼
で
必
ず
誦
じ
ら
れ
る
巫
歌

い
る
の
で
、
そ
の
点
を
確
認
し
て
お
く

地
方
に
伝
わ
る
巫
歌
「
成
造
プ
リ
」
は

敷
の
新
築
・
改
築
・
移
転
な
ど
の
重
要

り
人
間
に
家
建
築
の
方
法
を
教
え
た
神

造
神
の
本
縁
来
歴
を
説
き
語
る
巫
歌
と

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

巫
歌
「
成
造
プ
リ
」

｜
｜
燕

と

家
建
て

を
つ

で
は
、
な
ぜ
「
燕
」
が
報
恩
に
も
た
ら

家
を
建
て
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

鍵
は
、
韓
国
慶
尚
北
道
の
安
東
に
伝
わ

あ
る
。
成
造
神
の

一
代
記
を
叙
事
的

あ
る
松
の
樹
の
本

生
長
し
た
松
の
樹

の
で
あ
る
。

の
場
合
、

尚
道
安
東
中
村
の

か
ら
で
あ
ろ

巫
歌
の
本

に
は
巨
大
な

な
松
の
樹
が

と
李
如
松
」

あ
が
め
ら
れ

性
を
説
く
も

「
成
造
プ
リ
」
に
、

必
要
が
あ
る
。

、
全
国
の
一
般
の

な
儀
礼
で
誦
じ
ら

と
信
仰
さ
れ
て
お

な
っ
て
い
る
。

っ
た
松
の
樹

程
を
、
宅
地

ま
で
詳
細
に

慶
尚
道
安

が
成
造
神
の

そ
れ
は
、
燕

派
な
家
に
な

鮮
な
ぐ
も
の
｜
｜

し
た
ひ
さ
ご
の
実

る
燕
院
・
燕
尾

燕
院
こ

と
語
り
は
じ

か
す
。
そ
し

十
年

て
ば
、

と
、
立
派
な

う
。

文
に
説
く
よ
う
に
、
実
際
に
、
現
在
の

磨
崖
仏
が
あ
り
、
そ
の
石
仏
の
右
肩
に

は
え
て
い
る
。
こ
の
松
に
つ
い
て
は

（『
安
東
の
伝
説
』
注

）
の
よ
う
に
、

て
全
国
に
広
ま
っ
た
と
か
た
る
伝
説
も

の
と
し
て
も
興
味
深
い
。

を
、
山
入
り
し
て
伐
り
出
し
、
建
材
に

の
地
な
ら
し
・
礎
石
す
え
・
柱
立
て
・

描
い
て
い
く
。

東
以
外
の
他
地
方
の
巫
歌
で
あ
っ
て
も

本
縁
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ

院
の
松
の
種
か
ら
育
っ
た
松
で
家
を
建

り
家
の
繁
栄
が
保
証
さ
れ
る
と
い
う
信 三

そ
本
な
れ
。
燕
院
に
入
り
往
き
て
、
松

め
、
成
造
神
の
本
縁
が
慶
尚
道
安
東
の

て
こ
こ
の
松
の
種
を
ま
く
と
、

近
く
育
て
ば
、
落
々
長
松
と
な
り
、
三

小
棟
の
木
、
大
棟
の
木
と
な
る
。

建
材
に
育
つ
こ
と
を
語
る
。
そ
し
て
続

燕
尾
寺
（
図
１
）
の
そ
ば

は
、
図
２
の
よ
う
に
大
き

「
チ
ェ
ビ
ウ
ォ
ン
の
弥
勒
仏

こ
の
松
が

国
の
松

と

あ
り
、
燕
院
の
松
の
聖

し
て
家
を
建
て
て
い
く
工

棟
上
げ
・
瓦
ふ
き
に
至
る

、
必
ず
安
東
の

燕
院

の
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
。

て
る
と
語
っ
て
こ
そ
、
立

仰
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た

〇
〇

種
五
斗
を
採
り
、

「
燕
院
」
で
あ
る
と
明

、
四
十
年
、
百
年
近
く
育

く
本
文
で
は
、
立
派
に
育



東
ア
ジ
ア

十
五
巻
）
に
、
こ
の

の
「
駅
院
」
条
に
は

燕
飛
院
在
府
北

す
な
わ
ち
、「
燕
飛

へ
十
二
里
の
と
こ
ろ

「
ウ
ォ
ン
」
は
院
で
あ

で
い
る
。

現
在
こ
の
寺
は

院
」
と
い
う
名
で
あ

朝
鮮
王
朝
時
代
初

官
撰
の
地
理
書
『
東

さ
れ
一
五
三
〇
年
（

燕
と
瓦
工
と
家
建
て

四

慶
尚
北
道
安
東
市

岩
石
に
彫
ら
れ
た
磨

る
。
燕
尾
寺
は
通
称

そ
し
て
重
要
な
の

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
巻
二
十
四

、
両
書
と
も
に
次
の
記
事
が
見
え
て
い

十
二
里

院
」
は
、
安
東
大
都
護
府
（
現
在
の

に
在
る
院
だ
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て

り
、
こ
の
一
帯
の
村
を
「
チ
ェ
ビ
ウ

「
燕
尾
寺
」
と
表
記
さ
れ
て
は
い
る
が

っ
た
こ
と
が
文
献
に
確
認
で
き
る
。

め
、
一
四
八
一
年
（
成
宗
十
二
年
）
に

国
輿
地
勝
覧
』（
五
十
巻
）、
お
よ
び
増

中
宗
二
十
五
年
）
印
行
の
『
新
増
東

を
つ
な
ぐ
伝
承
が
見
い
だ
せ
る
の
で
あ

燕
院
の
縁
起
説
話

｜
｜
燕

と

大
工

と

家
建
て

泥
川
洞
に
は
、
現
在
「
燕
尾
寺
」
と
い

崖
仏
の
弥
勒
仏
像
が
あ
り
、
古
く
よ
り

燕
院
と
呼
ば
れ
て
い
て
、「
チ
ェ
ビ

は
、
こ
の
磨
崖
仏
に
か
か
わ
る
伝
説
と鮮 「

安
東
大
都
護
府
」

る
。

安
東
市
）
か
ら
北

い
る
。
院
の
名
が
、

こ
こ
に
見

に
あ
る
こ
と

に
、
六
間
の

そ
し
て
さ
ら

も
翼
が
半
空

ォ
ン
村
」
と
呼
ん

、
古
く
は
「
燕
飛

完
成
印
行
さ
れ
た

補
版
と
し
て
編
纂

国
輿
地
勝
覧
』（
五

の
「
佛
宇
」

と
記
し
て
い

解
説
が
続
い

そ
の
原
文
は

燕
飛
院

貞
觀
八

之
材
皆

る
。

を
つ
な
ぐ
も
の
｜
｜

う
寺
と
、
巨
大
な

信
仰
を
集
め
て
い

」
は
燕
の
意
味
、

ら
れ
る
。

し
た
が
っ

年
ま
で
は
、

う
寺
院
名
で

こ
の
こ
と

誌
』
に
お
い

『
永
嘉
誌
』

燕
院
縁
起
に
は
、

「
尾
」
で
は
な

三

る
よ
う
に
、
燕
飛
院
は
、
府
の
西
北
方

、
立
石
に
高
さ
十
余
丈
の
仏
像
を
作
っ

大
き
さ
の
閣
を
作
っ
て
仏
像
を
覆
っ
た

に
、
そ
の
閣
の
飛
ぶ
が
ご
と
き
甍
は
縹

に
あ
る
か
の
よ
う
だ
と
、
そ
の
様
子
を

条
に
は
、「
燕
飛
院
佛
寺
」
と
あ
っ
て

る
こ
と
が
ま
ず
確
認
さ
れ
る
。
そ
し
て

て
い
る
が
、
こ
の
部
分
は
き
わ
め
て
重

次
の
よ
う
で
あ
る
。

佛
寺

在
府
西
北
十
二
里
五
圖
山
南
因

年
作
六
間
閣
以
覆
之
飛
甍
縹
緲
翼
然
若

因
舊
焉

て
、
少
な
く
と
も
増
補
版
『
東
国
輿
地

そ
し
て
増
補
版
の
出
た
一
五
三
〇
年
頃

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

は
、
同
じ
朝
鮮
時
代
に
編
纂
印
行
さ

て
も
、
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。

（
八
巻
）
は
一
六
〇
八
年
に
成
立
し
た

く
「
飛
」
の
字
を
用
い
た
「
燕
飛
院

〇
一

向
十
二
里
の
五
圖
山
の
南

た
こ
と
、
唐
の
貞
観
八
年

こ
と
を
記
録
し
て
い
る
。

緲
と
し
て
い
て
、
あ
た
か

も
記
し
て
い
る
。
大
き
な

、
寺
院
の
名
を
「
燕
飛
院
」

本
文
に
は
さ
ら
に
詳
し
い

要
な
内
容
と
判
断
さ
れ
た
。

立
石
作
佛
像
高
十
餘
丈
唐

半
空
厥
後
再
次
重
創
棟

勝
覧
』
印
行
の
一
四
八
一

に
も
、「
燕
飛
院
」
と
い

れ
た
地
方
史
誌
の
『
永
嘉

安
東
邑
誌
で
あ
る
が
、
そ

」
で
あ
る
こ
と
が
確
か
め



の
嘴
と
尾
の
方

た
。
現
在
の
燕

な
く
な
る
こ
と

に
寺
を
再
建
さ

チ
ェ
ビ
ウ
ォ

宜
を
は
か
る
た

の
燕
尾
寺
発
行
の
『

の
由
来
」
が
注
目
さ

そ
こ
に
は
、
寺
院

こ
れ
を
訳
出
し
紹
介

安
東
の
燕
尾

徳
法
師
の
弟
子

閣
が
、
燕
に
似

東
ア
ジ
ア

磨
崖
仏
を
覆
う
よ
う

げ
て
い
る
よ
う
だ
と

鳥
が
飛
ぶ
よ
う
だ

が
寺
院
の
名
の
由
来

に
見
え
る
が
、
こ
の

な
ぜ
「
燕
飛
院
」

向
に
位
置
し
て
い
る
の
で
、
燕
口
寺
と

尾
寺
は
、
朝
鮮
時
代
の
崇
儒
抑
仏
策
に

で
、
そ
の
名
前
ま
で
も
忘
れ
去
ら
れ
た

せ
た
折
、
舎
が
寺
に
変
わ
っ
て
付
け
ら

ン
は
、
も
と
も
と
高
麗
時
代
に
出
張
官

め
設
置
し
た
院
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
燕

仏
教
修
行
讀
誦
集
』
所
載
の
「
安
東
の

れ
る
。

建
立
に
ま
つ
わ
る
次
の
よ
う
な
由
来
が

し
よ
う
。（

を
便
宜
上
私
に
付

寺
は
、
六
三
四
年
（
新
羅
善
徳
女
王
三

で
あ
る
明
徳
が
創
建
し
た
。
石
仏
像
を

て
い
る
の
で
燕
子
楼
と
呼
び
、
法
堂
と

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

に
建
造
さ
れ
た
仏
閣
の
す
が
た
が
、
鳥

い
う
の
で
あ
る
。

と
い
う
表
現
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
記
事

に
な
っ
た
伝
承
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と

こ
と
が
次
の
資
料
に
確
か
め
ら
れ
る
。

と
名
付
け
ら
れ
た
の
か
、
そ
の
由
来
に

燕
尾
舎
と
名
付
け

よ
っ
て
燕
口
寺
が

が
、
一
九
一
八
年

れ
た
名
前
で
あ
る
。

﹇

﹈

吏
達
の
宿
食
の
便

子
楼
の
前
方
約
二

が
で
き

を
分
け

っ
た
チ

し
た
。

足
場
を

こ
わ
れ

よ
っ
て

燕
院

燕
尾
寺

記
さ
れ
て
い
る
。

し
た
）

年
）
高
句
麗
の
普

お
お
っ
て
い
る
殿

寺
が
そ
れ
ぞ
れ
燕

新
羅

気
だ
て

心
を
つ

は
、
金

た
と
こ

は
燕
と

の
人
々

鮮が
大
空
に
翼
を
広

の
背
景
に
、
鳥

を
示
唆
す
る
よ
う

つ
い
て
は
、
現
在

百

の

で
燕
飛

ォ
ン
」

燕
尾

わ
っ
て

る
。

た
。
金
青
年
は
あ
の
世
に
行
っ
て
き
た

与
え
、
娘
は
そ
の
財
物
で
も
っ
て
、
雨

ェ
ビ
ウ
ォ
ン
の
石
仏
の
た
め
に
、
大
き

法
堂
が
完
成
し
た
そ
の
日
、
最
後
の
瓦

失
い
屋
根
か
ら
落
ち
て
し
ま
っ
た
が
、

、
魂
は
燕
と
な
っ
て
空
へ
と
飛
ん
で
の

、
燕
飛
寺
ま
た
は
燕
尾
寺
と
い
う
よ
う

時
代
、
院
で
手
伝
い
を
す
る
燕
と
い
う

が
よ
く
仏
へ
の
信
仰
心
も
あ
つ
く
、
立

く
し
て
親
切
に
世
話
を
や
い
て
い
た
。

持
ち
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
善
行
を
積
む

ろ
、
突
然
の
死
に
よ
っ
て
あ
の
世
へ
と

い
う
娘
が
あ
の
世
に
積
み
集
め
て
い
た

に
布
施
を
行
う
こ
と
で
、
よ
う
や
く
の 三

地
点
に
あ
っ
た
。
燕
が
飛
ん
で
い
く
方

院
と
表
記
し
た
が
、
ふ
つ
う
言
う
時
に

と
呼
ん
だ
。

寺
に
は
、
お
寺
と
仏
像
の
由
来
に
か
か

い
る
。
代
表
的
な
伝
説
を
ひ
と
つ
紹
介

こ
と
を
話
し
て
燕
に
財
物

風
に
あ
た
る
が
ま
ま
で
あ

い
法
堂
を
建
て
る
こ
と
に

を
の
せ
て
い
た
瓦
工
が
、

瓦
工
の
体
は
瓦
の
よ
う
に

ぼ
っ
て
い
っ
た
。
こ
れ
に

に
な
っ
た
。
燕
は
、
三
八

名
の
美
し
い
娘
が
い
た
。

ち
寄
る
旅
人
た
ち
に
、
真

隣
り
村
に
く
ら
す
金
青
年

こ
と
も
せ
ず
暮
ら
し
て
い

行
っ
た
の
だ
が
、
金
青
年

善
行
を
借
り
て
、
あ
の
世

こ
と
こ
の
世
に
戻
る
こ
と

〇
二

角
に
あ
る
院
と
い
う
こ
と

は
そ
の
ま
ま
「
チ
ェ
ビ
ウ

﹇

﹈

わ
る
数
多
く
の
伝
説
が
伝

す
れ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ



東
ア
ジ
ア

こ
こ
で
は
「
瓦
工

る
瓦
葺
き
を
担
当
す

置
き
換
え
て
も
さ
し

の
報
告
で
は
、
瓦
工

そ
れ
に
よ
れ
ば
、

チ
ェ
ビ
ウ
ォ
ン
の

最
後
に
足
を
踏
み
は

い
っ
た
と
す
る
付
線

ん
で
「
燕
」
に
な
っ

い
う

家
建
て

で

こ
こ
に
、「
燕
」
と

伝
承
の
な
か
で
つ
な

揺
る
が
す
音
が

が
生
ま
れ
た
。

た
も
の
で
あ
る

﹇

﹈
は
寺
の
名
前

麗
時
代
の
院
で
あ
っ

チ
ェ
ビ
ウ
ォ
ン
（
燕

齟
齬
が
あ
る
も
の
の

歳
に
な
っ
た
年

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

」
と
あ
る
が
、
瓦
工
は
、
家
屋
建
築
の

る
職
人
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
「
大
工
」

さ
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
先

で
は
な
く
「
大
工
」
と
な
っ
て
い
る
。

四
〇
数
年
来
こ
の
寺
を
守
っ
て
き
た
総

磨
崖
仏
の
た
め
に
法
堂
を
建
て
て
い
た

ず
し
死
ん
だ
が
、
そ
の
魂
は
燕
に
な
っ

の
と
こ
ろ
は
、
ま
こ
と
に
重
要
で
あ

た
、
そ
し
て
そ
の
瓦
工
が
行
っ
て
い
た

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
瓦
工
」
と
「
家
建
て
」
の
三
つ
の

が
っ
て
い
る
の
が
確
認
さ
れ
た
。

な
り
、
巨
大
な
磐
が
ま
っ
ぷ
た
つ
に
割

弥
勒
仏
は
、
善
良
な
燕
の
死
ん
だ
魂
が

。の
変
遷
を
新
羅
時
代
に
遡
っ
て
説
き

た
こ
と
を
説
き
、
燕
飛
院
と
も
表
記
す

院
）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
説
く
。
内

い
ま
そ
れ
に
は
ふ
れ
ず
、﹇

﹈
に
注

に
娘
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
燕
が鮮 最

後
の
工
程
で
あ

と
い
う
こ
と
ば
に

掲
し
た
金
泰
坤
氏

務
だ
と
い
わ
れ
る

を
建
て

を
建
て

の
上
か

た
。
そ

の
「
尾

瓦
工
が
、
完
成
の

て
天
空
に
飛
ん
で

る
。「
瓦
工
」
が
死

の
は
法
堂
建
築
と

要
素
が
、
一
つ
の

派
な
大

て
る
こ

け
れ
ど

し
ま
い

「
イ
ム
チ

ま
で
も

を
や
ろ

れ
て
、
今
の
石
仏

変
わ
っ
て
生
ま
れ

﹇

﹈

、﹇

﹈
は
も
と
高

る
が
一
般
通
称
の

容
上
若
干
時
代
的

目
し
た
い
。

っ
た
と
い
う

る
内
容
で
あ

し
か
し
こ

れ
、
そ
の
部

そ
の
後

ん
だ
の

弥
勒
仏

死
ぬ
や
、
天
地
を

金
珠
任
氏
か

三

丹
青
ま
で
も
や
り
終
え
て
き
た
の
に
、

た
だ
け
だ
と
い
う
羞
恥
心
の
た
め
、
染

ら
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
う
や
、
燕
に
な

れ
で
国
で
は
こ
の
寺
の
名
前
を
、
つ
ば

」
の
字
で
も
っ
て
「
燕
尾
寺
」
と
名
付

工
ふ
た
り
の
う
ち
、
一
人
は
「
イ
ム
チ

と
に
な
り
、
も
う
一
人
が
「
燕
尾
寺
」

も
こ
の
場
所
は
風
が
強
く
吹
い
て
、
柱

、
数
十
回
も
く
り
か
え
し
た
末
や
っ

ョ
ン
閣
」
を
建
て
に
行
っ
た
大
工
は

終
え
て
戻
っ
て
き
た
。
こ
の
時
、
こ
の

う
と
し
た
け
れ
ど
、
同
じ
大
大
工
な
の

話
で
あ
り
、
娘
が
死
ん
で
石
の
弥
勒
仏

り
、
こ
れ
は
右
の
﹇

﹈
に
ほ
ぼ
同
じ

の
あ
と
に
続
く
寺
の
創
建
に
か
か
わ
る

分
を
次
に
訳
出
す
る
。

、
国
の
方
で
は
、
弥
勒
に
な
る
ま
で
娘

で
、
怨
み
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
し
て

の
そ
ば
に
寺
を
一
つ
建
て
る
よ
う
指
示

ら
、
一
九
六
五
年
五
月
二
〇
日
（
採
録

〇
三

自
分
の
方
は
や
っ
と
単
間

料
桶
を
手
に
し
た
ま
ま
岩

っ
て
空
へ
と
飛
ん
で
い
っ

め
の
「
燕
」
の
字
、
尻
尾

け
て
く
れ
た
が
、
そ
の
後
、

ョ
ン
閣
」
九
十
九
間
を
建

を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

を
立
て
て
も
す
ぐ
倒
れ
て

と
柱
を
立
て
た
時
に
は
、

、
九
十
九
間
を
建
て
丹
青

大
工
は
単
間
を
建
て
丹
青

に
、
向
こ
う
は
九
十
九
間

と
な
っ
て
湧
き
出
た
と
語

で
あ
る
。

と
こ
ろ
に
は
相
違
が
み
ら

は
処
女
の
ま
ま
生
き
て
死

、
解
寃
と
慰
労
の
意
味
で
、

を
し
た
。
そ
う
し
て
、
立

当
時
七
一
歳
）
に
聞
き
取



は
、
代
々
こ
の
寺
の

か
ら
で
あ
る
。
先
の

し
た
が
っ
て
、
建

ぜ
燕
院
が
登
場
し

話
（「
フ
ン
ブ
と
ノ
ル

建
て

が
描
か
れ
る

の
で
あ
る
。

を
鎮
め
る
何
ら
か
の

景
を
推
測
す
る
こ
と

深
く
か
か
わ
る
も
の

場
す
る
か
ら
で
あ
る

く
て
、
燕
と
な
っ
て

ム
ー
ダ
ン
な
ど
の
巫

こ
う
し
た
巫
女
的
女

東
ア
ジ
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「
尾
」
字
に
「
鳥

こ
こ
で
も
や
は
り
、

こ
の
よ
う
に
「
燕

尾
寺
縁
起
に
見
い
だ

お
そ
ら
く
、
磨
崖

大
工
と
い
っ
た
人
物

住
職
を
女
性
の
僧
侶
が
務
め
て
い
る
と

金
珠
任
氏
も
そ
の
こ
と
を
傍
証
し
て
く

築
儀
礼
に
お
い
て
誦
じ
ら
れ
る
巫
歌

家
建
て
が
描
か
れ
る
の
か
、
そ
し
て
ま

ブ
」「
フ
ン
ブ
伝
」「
フ
ン
ボ
歌
」）
の

の
か
、
そ
の
理
由
が
、
こ
こ
に
至
っ
て

宗
教
的
儀
礼
が
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い

が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
巫
俗
儀
礼
か
と

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
燕
と

。
燕
と
い
う
名
前
は
、
お
そ
ら
く
彼
女

死
ん
だ
大
工
（
瓦
工
）
を
ま
つ
る
女

女
）
に
仮
託
さ
れ
た
名
前
だ
っ
た
の
で

性
が
、
こ
の
伝
承
を
支
え
た
で
あ
ろ
う

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

」
字
が
つ
い
て
「
燕

寺
」
に
な
っ

大
工
が
死
ん
で
燕
に
な
っ
た
と
あ
る
。

」
と
「
大
工
」
と
「
家
建
て
」
の
強
い

す
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。

仏
の
法
堂
（
あ
る
い
は
閣
）
の
建
築
を

が
、
非
業
の
死
を
遂
げ
る
と
い
う
こ
と

い
う
事
実
が
あ
る

れ
よ
う
。

「
成
造
プ
リ
」
に
な

た
燕
の
恩
返
し
の

な
か
で
な
ぜ

家

納
得
さ
れ
て
く
る

は
な
い
か
と

し
た
が
っ

紀
初
め
ま
で

る
こ
と
は
な

断
さ
れ
る
の

一
方
、
先

麗
女
性
が
大

か
と
、
伝
承
の
背

思
わ
れ
、
女
性
が

い
う
名
の
娘
が
登

の
個
人
名
で
は
な

性
（
お
そ
ら
く
は

は
あ
る
ま
い
か
。

と
推
測
で
き
る
の

で
は
そ
の

の
は
、
口
承

朝
鮮
半
島
で

一
三
九
一
年

昔
話
（
説
話

か
な
り
の
年

鮮た
と
い
う
。

結
び
つ
き
が
、
燕

に
な
っ
た
瓦
工
や

が
あ
り
、
そ
の
魂

以
上
で
見

要
素
は
、
き

（
燕
尾
寺
・
燕

て
登
場
し
恩

る
モ
チ
ー
フ

思
わ
れ
る
。

て
、
日
本
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
雀

の
時
期
に
、「
家
建
て
」
モ
チ
ー
フ
を

く
、「
米
」
が
報
恩
に
出
て
く
る
話
で

で
あ
る
。

述
し
た
よ
う
に
、
高
麗
時
代
に
元
の
侵

陸
へ
移
住
し
た
た
め
に
、
元
代
の
中
国

五

伝
承
の
み
ち
す
じ

時
期
は
、
は
た
し
て
い
つ
で
あ
ろ
う
か

世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
現
伝
の
資
料
だ

巨
大
な
磨
崖
仏
像
が
多
く
造
ら
れ
た
の

）
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
そ
れ
以

）
の
な
か
に
「
家
建
て
」
の
モ
チ
ー
フ

月
を
要
す
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
朝 三

て
き
た
よ
う
に
、「
燕
」「
大
工
（
瓦
工

わ
め
て
強
い
か
か
わ
り
を
も
っ
て
巫

飛
院
）
縁
起
伝
承
に
あ
っ
た
が
た
め

返
し
を
す
る
こ
の
話
の
な
か
に
、
大
工

と
し
て
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ

報
恩
事
」
成
立
の
一
三
世

有
す
る
話
が
日
本
に
伝
わ

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
、
判

略
支
配
を
受
け
多
く
の
高

や
モ
ン
ゴ
ル
民
族
の
説
話

。
そ
の
時
期
を
特
定
す
る

け
で
は
難
し
い
が
、
た
だ
、

が
高
麗
時
代
（
九
一
八

降
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
が
、

と
し
て
受
容
さ
れ
る
に
は
、

鮮
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で

〇
四

）」「
家
建
て
」
の
三
つ
の

歌
「
成
造
プ
リ
」
と
燕
院

に
、
燕

が
主
人
公
と
し

が
出
て
き
て
家
建
て
を
す

け
で
あ
る
。
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一
九
八
七
。
廣
田

の
「
第
二
章
第
三

注

、
お
よ
び

派
・
語
り
の
継
承

『
日
本
随
筆
大
成

武
田
晃
訳
『
捜

っ
た
。

崔
仁
鶴
編
訳
『

稲
田
浩
二
・
小

八
七
八

八
七
九

稲
田
浩
二
『
伝

大
島
建
彦
『
日

〇
九

三
一
一
頁

邊
恩
田
「
昔
話

め
ぐ
っ
て
｜
」『
説

小
峯
和
明
「
宇

り
、「
家
建
て
」
モ
チ

推
測
で
き
る
の
で
あ

注

立
石
憲
利
・
山

福
田
晃
他
編
『

ブ
伝
」
は
そ
れ
ま

た
の
だ
が
、
こ
こ

に
伝
播
し
た
と
す
る

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

収
『『
宇
治
拾
遺
物
語
』
表
現
の
研
究
』
笠

節
「
雀
報
恩
事
」考
」
を
参
照
。

邊
恩
田
「
韓
国
の
語
り
物
パ
ン
ソ
リ
「
興

｜『
同
志
社
国
文
学
』
第
五
八
号
、
二
〇
〇

第
二
期
一
九

燕
石
雑
志
』
吉
川
弘
文

神
記
』
平
凡
社
・
東
洋
文
庫
、
一
九
六
四
、

朝
鮮
昔
話
百
選
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一

澤
俊
夫
編
『
日
本
昔
話
通
観
』
一
八
巻
の

頁
。

承
の
旅
』
京
都
新
聞
社
、
一
九
八
二
、
一
九

本
昔
話
研
究
集
成
５

昔
話
と
文
学
』
名
著

。「
腰
折
れ
雀
」
と
パ
ン
ソ
リ
「
興
甫
歌
」｜

話
・
伝
承
学
』
七
号
、
一
九
九
九
。

治
拾
遺
物
語
と
昔
話
」『
説
話
と
思
想
・
社

ー
フ
の
無
い
、
米
が
出
て
く
る
古
態

る
。

根
芙
佐
恵
『
出
雲
の
昔
話
』
日
本
放
送
出
版

日
本
昔
話
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
七
七
。
な

で
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
所
載
の
「
雀
報
恩
事

で
初
め
て
昔
話
の
「
腰
折
れ
雀
」
と
の
比
較

な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
三
、
四
世
紀
の
こ鮮 間

書
院
、
二
〇
〇
三

甫
歌
」｜
語
り
手
・
流

三
、
三
月
参
照
。

館
、
一
九
七
五
。

三
七
七

三
七
八
頁
。

鳥
居
き

頁
。
の
ち

て
」
と
題

は
「
腰
の

「
脚
」
に

ス
）
か

九
七
四
。

「
解
説
」、
一
九
七
八
、

五
頁
。

出
版
、
昭
五
九
、
三

〈
大
工
の
家
建
て

を

会
』
説
話
伝
承
学
会
、

一
九
九
二

『
中
国

崔
南
善

（
原
文
ハ

が
折
れ
」

ら
「
金
銀

が
ま
ね
る

い
る
。
鳥

意
を
引
く

の
話
で
あ
っ
た
と
、

協
会
、
一
九
七
六
。

お
、
韓
国
の
「
フ
ン

」
と
比
較
さ
れ
て
き

が
な
さ
れ
た
の
で
あ

七
十
四
頁

廣
田
収

頁
。関

敬
吾

近
年
、

務
人
書
館

活
用
さ
れ

鄭
建
成

西
脇
隆

と
に
な
り
、
や
は

池
辺
義

三

み
子
『
土
俗
學
上
よ
り
觀
た
る
蒙
古
』
大
鐙

一
九
三
六
年
四
月
号
『
旅
と
伝
説
』
一
〇
〇

し
て
再
紹
介
し
て
い
る
が
、
先
の
翻
訳
と
は

折
れ
た
燕
」、
後
者
で
は
「
脚
の
折
れ
た

改
ま
っ
て
い
る
。
周
知
の
如
く
本
話
の
場
合

「
脚
」（
朝
鮮
の
ケ
ー
ス
）
か
の
差
は
大
き
い

年
二
月
、
三
一
頁
。

の
民
俗
学
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
六
七
、
五

「
蒙
古
の
フ
ン
ブ
ノ
ル
ブ
」『
東
明
』
第
一

ン
グ
ル
）。
こ
の
紹
介
話
で
は
、
主
人
公
は

た
「
燕
」
を
介
抱
す
る
と
「
パ
ク
」
の
種
を

珠
玉
と
そ
の
ほ
か
い
ろ
ん
な
宝
貨
」
が
出
て

と
実
か
ら
「
毒
蛇
が
で
て
き
て
」
娘
は
死
ん

居
氏
の
採
録
話
と
大
き
く
近
似
す
る
が
、

。 の
頭
注
。

『『
宇
治
拾
遺
物
語
』
表
現
の
研
究
』
笠
間

『
日
本
昔
話
大
成
４
』
角
川
書
店
、
一

、

と
し
て
紹
介
さ
れ
る

こ
の
中
国
語
訳
版
『
中
国
民
間
故
事
類
型

、
一
九
九
九
）
が
出
て
い
る
。
筆
者
未
見
で

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
訳
『
中
国
民
間
故
事
類
型
索
引
』
中
国
民

夫
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
「
腰
折
れ
燕
」」『
比

象
『
校
註
国
文
叢
書
第
十
一
巻

宇
治
拾
遺〇

五 閣
、
一
九
二
七
、
一
〇
九
五

号
に
「
蒙
古
の
童
話
に
就
い

若
干
相
違
が
あ
る
。
前
者
で

燕
」
と
あ
っ
て
、「
腰
」
が

、「
腰
」（
日
本
に
多
い
ケ
ー

の
で
、
こ
の
点
が
不
明
瞭
で

三
頁
。

二
号
、
一
九
二
二
、
一
一
月

「
娘
」（
処
女
）
で
あ
り
、「
羽

も
っ
て
く
る
、
な
っ
た
実
か

く
る
、
隣
の
い
じ
わ
る
な
娘

だ
、
と
い
う
内
容
に
な
っ
て

「
米
」
は
出
て
こ
な
い
点
が
注

書
院
、
二
〇
〇
三
、
二
六
四

九
七
八
、
二
五
四
頁
。

。』（
王
燕
生
・
周
祖
生
訳
、
商

あ
る
が
、
今
後
こ
の
資
料
が

間
文
芸
出
版
社
、
一
九
八
六
。

較
民
俗
学
会
』
一
三
巻
一
号
、

物
語
』
博
文
館
、
大
正
三
、



腰
折
雀
に
な
っ
た

七
講
舌
切
雀
」
日

略
）

平
安
時
代

の
一
つ
な
の
で
あ

注

の
論
文
。

よ
り
ご
教
示
い
た

注

の
三
〇
頁

注

の
三
三
頁

依
田
千
百
子
・

注

の
一
六
八

孫
晋
泰
『
朝
鮮

民
族
影
響
の
民
族

三
八
号
（
一
九
二

あ
る
。

日
本
サ
イ
ド
の

出
て
居
る
「
瓢
の

で
は
も
う
確
か
だ

一
九
四
二
、
二
〇

東
ア
ジ
ア

あ
る
。
翻
訳
が
「

ゴ
ル
の
話
は
、
朝

鳥
居
き
み
子
「

一
九
三
六
。

国
立
民
族
博
物

四
〇
頁
。

注

の
九
二
五

注

の
一
六
七

も
の
で
あ
ら
う
。」（
島
津
久
基
『
日
本
国

本
書
院
、
一
九
四
四
、
一
三
五
頁
）「
腰
折

末
、
鎌
倉
時
代
初
ま
で
に
、
海
を
渡
っ
て
傳

る
」（
一
三
六
頁
）。

な
お
こ
の
論
文
が
あ
る
こ
と
を
関
西
外
国
語

だ
い
た
。

。
な
お
西
脇
氏
が
あ
げ
た
朝
鮮
族
の
資
料
は

。中
西
正
樹
訳
『
金
徳
順
昔
話
集
｜
中
国
朝
鮮

頁
。

民
族
説
話
の
研
究
』
乙
酉
文
化
社
、
一
九

説
話
」
一
三
八
頁
。
な
お
こ
れ
は
、
も
と
雑

七
年
七
月

一
九
二
九
年
四
月
）
に
不
定
期

戦
前
の
伝
播
論
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ

米
」
の
話
が
、
朝
鮮
を
通
つ
て
入
つ
て
来
た

と
言
つ
て
よ
か
ら
う
」（
柳
田
国
男
『
桃
太

七
頁
）、「
恐
ら
く
大
陸
の
腰
折
燕
が
日
本
の

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

脚
」
に
訂
正
さ
れ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、

鮮
半
島
の
話
に
さ
ら
に
近
似
す
る
こ
と
に
な

蒙
古
の
童
話
に
就
い
て
」『
旅
と
伝
説
』
一

館
『
民
族
学
の
先
覚
者
鳥
居
龍
蔵
の
見
た
ア

頁
。

頁
。

民
童
話
十
二
講
』「
第

雀
の
説
話
は

（
中

来
し
た
大
東
亜
説
話

大
学
三
原
幸
久
教
授

注

所
載
話
で
あ
る
。

族
民
間
故
事
集
』
三

『
永
嘉

ヒ
ョ
ウ

九
八
頁
。

注

の

注

の

こ
の
ほ

尚
北
道
安

（
柳
増
善

る
。
韓
国

四
七
、「
第
三
篇
北
方

誌
『
新
民
』
二
七

連
載
さ
れ
た
も
の
で

っ
た
。「
宇
治
拾
遺
に

と
い
ふ
こ
と
は
、
今

郎
の
誕
生
』
三
省
堂
、

内
地
へ
輸
入
さ
れ
て

ン
グ
ォ
ン

（『
口
碑
文

伝
承
に
つ

注

。

ら
｜
」『

赤
松
智

安
東
市

さ
１
２
・

韓
国
古

鮮鳥
居
氏
採
録
の
モ
ン

る
。

〇
〇
号
、
四
月
号
、

ジ
ア
』
一
九
九
三
、

弥
井
書
店

る
中
国
の

八
二
年

書
は
そ
の

ま
た
金

金
徳
順
お

金
泰
坤

「
フ
ン
ブ

誌
』
二
六
六
頁
。

・
ソ
ン
編
著
『
仏
教
修
行
讀
誦
集
』
燕
尾
寺

一
九
九
四
年
十
月
三
〇
日
、
筆
者
訪
問
調
査

論
文
。

四
三
〇

四
三
一
頁
。「
大
大
工
」
と
は
、

か
に
も
類
話
が
口
碑
資
料
に
伝
わ
る
。「
チ

東
教
育
庁
『
安
東
の
説
話
』
一
九
九
二
、
六

編
著
『
嶺
南
の
伝
説
』
螢
雪
出
版
社
、
一
九

精
神
文
化
研
究
院
編
『
韓
国
口
碑
文
学
大
系

「〈
フ
ン
ブ
伝

と
成
造
信
仰
・〈
成
造
歌

学
研
究
』
第
一
輯
、
韓
国
口
碑
文
学
会
、
一

い
て
も
ふ
れ
て
い
る
。

お
よ
び
邊
恩
田
「「
家
讃
め
」
の
構
造
｜
日

京
都
精
華
大
学
紀
要
』
第
五
号
、
一
九
九
三

城
・
秋
葉
隆
『
朝
鮮
巫
俗
の
研
究
』
上
巻
、

泥
川
洞
に
あ
る
こ
の
石
仏
は
、
花
崗
岩
に
彫

３
８

に
な
る
。
宝
物
第
一
一
五
号
に
指
定

典
影
印
大
宝
『
新
増
東
国
輿
地
勝
覧
』
明
文 三

、
一
九
九
四
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
話
者
金
徳

「
民
間
故
事
家
」
で
あ
り
、
一
五
〇
話
か
た

永
鎮
氏
に
よ
っ
て
中
国
語
訳
『
金
徳
順
故
事

日
本
語
訳
で
あ
る
。

徳
順
氏
を
た
ず
ね
た
貴
重
な
報
告
、
加
藤
千

ば
あ
さ
ん
を
訪
ね
て
」（『
民
話
の
手
帖
』
三

「
成
造
神
の
本
郷
考
」『
史
学
研
究
』
第

伝
」
を
成
造
巫
歌
と
の
関
連
性
か
ら
論
究
し

、
一
九
九
二
、
一
九
五

一

時
に
戴
い
た
。

棟
梁
格
の
大
工
の
こ
と
。

ェ
ビ
ウ
ォ
ン
と
法
龍
寺
」（
慶

三
頁
）、「
チ
ェ
ビ
ウ
ォ
ン
」

七
一
年
、
二
〇
三
頁
）
が
あ

７
｜
９
』
に
も
報
告
例
が
載

の
関
連
性
と
そ
の
意
味
」

九
九
四
）
が
あ
り
、
燕
尾
寺

本
と
韓
国
の
巫
歌
の
比
較
か

。大
阪
屋
号
書
店
、
一
九
三
七
。

ら
れ
た
磨
崖
仏
で
あ
り
、
高

さ
れ
て
い
る
。

堂
、
一
九
五
九
。

〇
六順

氏
は
一
〇
〇
話
以
上
を
語

っ
た
う
ち
七
三
話
が
、
一
九

集
』
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
本

代
氏
の
「
中
国
の
語
り
手
｜

一
号
、
一
九
八
七
）
が
あ
る
。

二
一
号
、
一
九
六
九
。
ま
た

た
も
の
に
、
チ
ョ
ン
・
ジ
ュ



東
ア
ジ
ア

と
あ
り
、
大
工
と

あ
ろ
う
。

注

の
四
三
一

『
文
化
財
大
観

宝
２
』（

耕
産
業

族
文
化
大
百
科
事

像
」）
の
解
説
で
も

る
が
、
こ
の
採
録

か
ら
見
た
日
本
昔
話
「
腰
折
れ
雀
」
と
朝

娘
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
は
さ

頁
の
脚
注
３
を
参
照
。

｜
宝
物
中
』（
文
化
財
管
理
局
、
一
九
六
九

社
、
一
九
八
六
）
参
照
。
韓
国
精
神
文
化

典
』（
一
四
巻
、
一
九
九
一
、
四
四
七
頁

、
高
麗
時
代
「
十
一
世
紀
頃
」
の
制
作
だ

話
で
は
、
娘
の
怨
み
を
解
く
た
め
に
寺
を
建鮮 ら

に
論
究
の
必
要
が

）、
黄
寿
永
編
著
『
国

研
究
院
編
『
韓
国
民

「
安
東
泥
川
洞
石
佛

ろ
う
と
す
る
。

て
る
こ
と
に
な
っ
た

三
〇
七


