
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
縁
を
育
み
、
命
を
生
か
す 

 

檀
信
徒
の
皆
様
に
支
え
ら
れ
、
真
成
寺

は
今
年
で
開
創
五
百
年
を
迎
え
る
事
が
出

来
ま
し
た
。
『
真
成
寺
開
創
五
百
年
記
念

祭
』
と
銘
打
ち
、
十
月
二
十
八
日
「
プ
レ

イ
ベ
ン
ト
」
。
十
一
月
三
日
「
前
日
祭
」
。

そ
し
て
十
一
月
四
日
「
記
念
法
要
」
を
開

催
い
た
し
ま
す
。「
慈
し
み
・
笑
み
・
和
み
・

過
現
未
（
か
げ
ん
み
＝
過
去
・
現
在
・
未

来
）
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
、
こ
れ
ま

で
の
五
百
年
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
の
五
百

年
を
見
据
え
た
意
味
内
容
の
濃
い
行
事

を
、
檀
信
徒
実
行
委
員
会
を
中
心
に
、
地

域
社
会
を
挙
げ
て
の
行
事
に
仕
上
げ
た
い

と
意
気
込
ん
で
い
ま
す
。
実
行
委
員
や
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
お
手
伝
い
し
て
下
さ
る
皆
様

方
に
都
度
お
声
掛
け
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
が
、
何
卒
、
周
知
ご
協
力
の
ほ

ど
改
め
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

「
お
稚
児
さ
ん
」
や
「
一
文
字
自
我
偈
写

経
」
の
ご
参
加
申
込
も
ド
シ
ド
シ
受
け
付

け
て
お
り
ま
す
。
詳
細
な
ど
、
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
皆
様
の
ご
参

加
心
よ
り
お
待
ち
申
し
上
げ
ま
す
。 

●
【
後
世
の
た
め
に･

･
･

】 
 

 

冬
期
間
は
雪
に
埋
も
れ
休
業
し
て
い
た

「
ト
ロ
ッ
コ
電
車
の
黒
部
峡
谷
鉄
道
」
が

開
通
し
、
黒
薙
川
や
後
曳
橋
、
猿
飛
峠
、

鐘
釣
温
泉
な
ど
数
々
の
名
所
が
春
の
訪
れ

を
伝
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
色
づ
き
始
め

た
木
々
の
緑
、
爽
や
か
な
渓
流
の
風
、
私

達
の
心
を
優
し
く
包
ん
で
く
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
大
自
然
の
中
で
身
も
心
も
解
放 

 

 

す
る
と
聞
こ
え
て
く
る
先
人
の
思
い
…
。 

「
樹
木
を
植
う
る
や
、
三
十
年
を
経
ざ
れ
ば
、

則
ち
材
を
成
さ
ず
。
宜
し
く
後
世
の
た
め
に

こ
れ
を
植
う
べ
し
。
今
日
用
う
る
と
こ
ろ
の

材
木
は
則
ち
前
人
の
植
う
る
所
。
然
ら
ば
な

ん
ぞ
後
人
の
た
め
に
之
を
植
え
ざ
る
と
得
ん

《
樹
木
を
植
え
て
、
三
十
年
た
た
な
け
れ
ば

材
木
に
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
後
世
の

た
め
に
木
を
植
え
る
の
だ
。
今
日
用
い
る
材

木
は
、
昔
の
人
が
植
え
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

ど
う
し
て
後
世
の
人
の
た
め
に
植
え
な
い
で

よ
か
ろ
う
か
》
（
二
宮
尊
徳
翁
）
。 

今
月
５
日
は
、
二
十
四
節
気
の
第
九 

『
芒
種
（
ぼ
う
し
ゅ
）
』
で
す
。 

「
芒
種
」
と
は
、
芒
（
の
ぎ
）
の
あ
る
穀
物
、

稲
や
麦
な
ど
、
穂
の
出
る
穀
物
の
種
を
ま
く

季
節
と
い
う
事
か
ら
「
芒
種
」
と
言
わ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。 

仏
教
詩
人
・
坂
村
真
民
氏
の
「
あ
と
か
ら

来
る
者
の
た
め
に
」
と
い
う
詩
の
結
び
の
言

葉
が
心
に
響
き
ま
す
。「
あ
の
可
愛
い
者
た
ち

の
た
め
に
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
自
分
に
で
き
る
、

何
か
を
し
て
ゆ
く
の
だ
」
と
。 

明
日
の
た
め
に
、
未
来
の
子
孫
達
の
た
め
に

何
を
残
せ
る
で
し
ょ
う
か
？
明
る
い
希
望
に

満
ち
た
世
界
を
示
し
残
し
た
い
も
の
で
す
。

子
孫
の
富
貴
は
自
己
の
勤
労
に
在
り
と
い
う

程
の
気
概
で
、
日
々
の
一
々
に
臨
む
心
持
ち

が
大
切
と
言
え
ま
し
ょ
う
。 

●
【
感
動
が
人
を
変
え
る
】 

僧
侶
と
し
て
、
各
方
面
か
ら
お
話
の
御
依

頼
を
頂
戴
す
る
機
会
も
多
く
ご
ざ
い
ま
す
。

御
寺
院
を
は
じ
め
、
医
療
関
係
、
教
育
関
係
、

企
業
の
新
入
社
員
研
修
、
あ
る
い
は
子
供
対

象
の
こ
ど
も
食
堂
や
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
な
ど
場 

 

 

所
内
容
な
ど
多
岐
に
亘
り
ま
す
。
近
年
で
は

臨
床
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
っ
て
、
今
日
明

日
に
で
も
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
る
末
期
ガ

ン
患
者
さ
ん
と
対
面
で
お
話
し
さ
せ
て
頂
い

た
り
、
乳
癌
患
者
さ
ん
対
象
の
講
話
会
だ
っ

た
り
と
、
自
身
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
相

手
を
対
象
に
お
話
し
さ
せ
て
頂
く
機
会
も
増

え
ま
し
た
。
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
相
手
に
、

あ
る
特
定
の
問
題
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を

お
話
し
す
る
時
ほ
ど
、
難
し
い
事
は
な
い
と

思
い
ま
す
。
た
だ
そ
の
時
々
で
大
切
に
し
て

い
る
思
い
が
、
言
う
べ
き
時
に
言
う
べ
き
事

を
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
信
念
で

す
。 

 

こ
う
い
う
経
験
を
し
ま
し
た
。
十
二
月
十

四
日
に
大
学
の
三
年
生
、
四
年
生
の
就
職
を

間
近
に
控
え
た
若
者
に
話
を
し
て
く
れ
と
い

う
事
で
、
あ
る
大
学
に
出
向
き
ま
し
た
。
学

生
五
百
名
く
ら
い
を
相
手
に
話
を
し
た
ん
で

す
が
、
キ
ャ
ン
パ
ス
に
入
っ
て
ま
ず
驚
い
た

の
が
、
至
る
所
に
タ
バ
コ
の
吸
い
殻
が
落
ち

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の

吸
い
殻
を
、
私
を
連
れ
て
行
っ
た
教
授
が
拾

っ
て
い
る
。
そ
ん
な
教
授
の
姿
を
見
た
学
生

は
知
ら
ん
顔
し
て
る
。
こ
う
い
う
光
景
を
目

の
当
た
り
に
し
て
大
変
驚
き
ま
し
た
。
そ
ん

な
彼
ら
へ
の
お
話
は
、
こ
う
い
う
話
か
ら
入

り
ま
し
た
。 

 
「
今
日
、
十
二
月
十
四
日
は
ど
う
い
う
日

な
の
か
知
っ
て
い
る
者
は
い
ま
す
か
？
」
と

質
問
し
た
。
皆
一
同
に
キ
ョ
ト
ン
と
し
て
い

る
。
「
忠
臣
蔵
っ
て
君
知
っ
て
い
る
や
ろ
？
」

と
質
問
し
た
ら
、
ま
た
シ
ラ
ー
っ
と
し
て
い

る
。
最
近
の
若
者
は
忠
臣
蔵
も
知
ら
な
い
の

か
な
？
と
思
い
な
が
ら
何
を
話
し
た
か
と
言 

 

 

え
ば
、
「
四
十
七
士
」
の
話
を
し
ま
し
た
。

十
二
月
十
四
日
に
講
演
会
が
決
ま
っ
て
い 

た
の
で
、
四
十
七
士
を
事
前
に
色
々
調
べ 

て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
「
四
十
七
士
の 

中
で
、
二
十
代
ま
で
の
若
者
が
何
人
い
た 

の
か
？
十
五
名
が
二
十
九
歳
ま
で
の
若
者 

で
し
た
。
そ
の
十
五
名
の
若
者
が
、
ブ
レ 

な
い
信
念
を
持
っ
て
、
命
を
賭
け
て
天
下 

の
正
道
を
立
て
直
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て 

散
っ
て
い
っ
た
。
君
達
の
年
代
は
ま
さ
に 

そ
う
い
う
年
代
な
ん
だ
と
。
そ
の
事
を
先 

ず
弁
え
て
ほ
し
い
…
」
い
う
話
か
ら
入
っ 

て
い
き
ま
し
た
。
「
と
こ
ろ
で
、
こ
の
キ 

ャ
ン
パ
ス
に
来
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
る
。 

至
る
所
に
タ
バ
コ
の
吸
い
殻
が
あ
る
。
吸 

い
殻
っ
て
い
う
の
は
、
自
分
か
ら
灰
皿
に 

は
行
か
な
い
な
。
誰
が
持
っ
て
行
く
ん
だ
？

先
生
か
？
吸
っ
た
人
間
が
持
っ
て
行
か
な 

く
て
、
誰
が
そ
れ
を
捨
て
る
ん
だ
？
社
会 

に
出
て
通
用
し
な
い
こ
と
を
今
か
ら
す 

る
な
！
」
と
い
う
こ
と
を
、
か
な
り
厳
し 

く
彼
ら
に
言
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
話
が
終
わ
っ
た
時
に
、
な
ん
と 

学
生
全
員
か
ら
拍
手
が
湧
き
起
こ
っ
た
ん 

で
す
。
そ
の
時
に
思
い
ま
し
た
。
や
っ
ぱ 

り
言
う
べ
き
時
に
言
う
べ
き
事
を
言
わ
な 

き
ゃ
い
け
な
い
な
、
と
。
い
ま
学
校
教
育 

が
お
か
し
く
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
言
う 

べ
き
と
こ
ろ
で
言
っ
て
い
な
い
の
で
は
な 

い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
家
庭
教
育
に 

お
い
て
も
同
じ
で
す
ね
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
会
長
と 

し
て
今
ど
き
の
母
親
と
密
に
話
し
合
う
の 

で
す
が
、
一
昔
前
と
今
と
で
は
親
子
の
関 

係
も
大
分
変
わ
っ
て
き
た
な
ぁ
と
感
じ 

ま
す
。
親
の
権
威
は
完
全
に
失
墜
し
て
し 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ま
い
、
子
供
の
目
線
に
合
わ
せ
る
の
で
は

な
く
て
、
子
供
と
同
等
の
目
線
で
や
り
合

っ
て
い
る
親
御
さ
ん
も
珍
し
く
あ
り
ま
せ

ん
。
目
上
の
人
へ
の
敬
意
が
無
く
な
っ
た

の
は
、
子
供
達
だ
け
の
責
任
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
敬
意
を
表
す
こ
と
が
出
来
な
い
親

御
さ
ん
の
姿
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
す
。 

何
か
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
の

な
ら
、
伝
え
た
い
相
手
の
心
に
届
か
な
け

れ
ば
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
た

だ
の
小
言
と
し
て
す
り
抜
け
て
い
き
ま

す
。
信
仰
す
る
こ
と
の
意
義
を
語
る
僧
侶

と
し
て
、
檀
信
徒
に
教
え
を
垂
れ
る
場
合

も
同
じ
で
、
檀
信
徒
皆
様
の
心
に
響
か
な

け
れ
ば
、
そ
れ
を
信
仰
に
変
え
る
こ
と
は

出
来
な
い
と
い
う
事
で
し
ょ
う
ね
。 

●
【
環
境
と
教
育
】 

 
 

人
間
は
万
物
の
中
で
最
高
の
知
能
を
持

っ
て
い
る
こ
と
は
誰
も
疑
わ
な
い
わ
け
で

す
。
オ
ラ
ン
ウ
ー
タ
ン
よ
り
も
チ
ン
パ
ン

ジ
ー
よ
り
も
ゴ
リ
ラ
よ
り
も
知
能
は
高

い
。
と
こ
ろ
が
今
我
が
国
で
起
っ
て
い
る

事
は
、
そ
の
人
間
が
、
動
物
に
も
劣
る
こ

と
を
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
親
が
子
供

を
殺
す
、
子
供
が
親
を
殺
す
、
兄
弟
が
殺

し
合
う
。
何
の
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
を
、

ほ
ん
の
些
細
な
事
情
で
殺
め
る
。
動
物
が

他
の
動
物
の
命
を
奪
う
の
は
、
自
ら
生
き

る
為
か
、
あ
る
い
は
自
ら
の
命
が
脅
か
さ

れ
た
時
だ
け
で
す
。
し
か
ら
ば
、
な
ぜ
最

高
の
知
能
を
持
っ
て
い
る
人
間
が
動
物
よ

り
も
劣
る
こ
と
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
？
そ

の
原
因
と
し
て
環
境
と
教
育
が
挙
げ
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
２
つ
が
備
わ
ら
な
い
と
、
残
念
な
が
ら 

 

 

人
間
と
い
え
ど
も
、
動
物
も
し
く
は
、
そ
れ 

以
下
に
成
り
下
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か 

と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
１
つ
の
事
例
が 

あ
り
ま
す
。 

大
正
９(

一
九
二
〇)

年
に
、
イ
ン
ド
の
山

中
で
狼
に
育
て
ら
れ
た
２
人
の
女
の
子
が
発

見
さ
れ
ま
し
た
。
歴
史
上
有
名
な
話
で
す
。

お
そ
ら
く
親
が
育
て
る
事
が
出
来
ず
山
に
捨

て
た
わ
け
で
す
ね
。
普
通
な
ら
ば
獣
に
食
い

殺
さ
れ
て
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で
す
が
、
ど

う
し
た
は
ず
み
か
、
狼
が
自
分
の
子
供
と
し

て
育
て
て
い
た
の
で
す
。
発
見
さ
れ
た
時
の

下
の
女
の
子
の
推
定
年
齢
が
１
歳
半
、
上
の

子
が
８
歳
。
名
前
を
付
け
ま
し
た
。
下
の
子

に
ア
マ
ラ
、
上
の
子
に
カ
マ
ラ
。
こ
の
子
達

を
牧
師
さ
ん
の
夫
婦
が
育
て
よ
う
と
し
た
の

で
す
が
、
昼
間
は
居
眠
り
ば
か
り
、
夜
に
な

る
と
徘
徊
し
だ
し
て
、
食
事
を
与
え
る
と
一

切
手
を
使
わ
ず
、
口
で
そ
の
ま
ま
食
べ
よ
う

と
す
る
。
人
間
が
近
づ
く
と
、
牙
は
あ
り
ま

せ
ん
が
歯
を
む
き
出
し
て
威
嚇
を
し
て
、
唸

り
声
を
あ
げ
る
。
つ
ま
り
体
は
人
間
の
体
な

ん
で
す
が
、
や
る
こ
と
は
ま
さ
に
狼
そ
の
も

の
。
そ
し
て
数
年
の
う
ち
に
、
２
人
と
も
人

間
に
戻
れ
ず
死
ん
で
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。

何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
最
高

の
知
能
を
貰
っ
た
人
間
と
い
え
ど
、
環
境
と

教
育
が
整
わ
な
い
と
残
念
な
が
ら
人
間
に
成

り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
先
般
も
二
十
年
間
戸
籍
の
な
い
人
が
犯

罪
を
犯
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
や
は
り
人
間

に
と
っ
て
環
境
と
教
育
が
ど
れ
ほ
ど
大
事
か

と
大
変
強
く
感
じ
る
わ
け
で
す
。 

そ
う
い
う
意
味
で
私
達
は
、
良
き
環
境
と
良

き
教
育
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
の 

 

 

で
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
知
能
を
最
大
限
良
い

方
に
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
私
達
に
課

せ
ら
れ
た
責
務
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

●
【
周
囲
の
景
色
は
、
心
の
鏡
】 

一
人
の
青
年
が
列
車
に
乗
っ
て
あ
る
街
に

や
っ
て
き
ま
し
た
。
駅
で
駅
員
さ
ん
に
、「
駅

員
さ
ん
。
こ
の
街
の
人
は
み
ん
な
、
意
地
が

悪
く
て
、
住
み
に
く
い
街
だ
そ
う
で
す
ね
？
」

と
質
問
を
し
ま
し
た
。
駅
員
が
答
え
ま
し
た
。

「
君
の
言
う
通
り
、
こ
の
町
は
物
騒
で
す
。

ど
う
か
気
を
つ
け
て
旅
を
し
て
下
さ
い
」
と

言
っ
た
。
そ
し
て
青
年
は
街
の
中
に
入
っ
て

い
き
ま
し
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
別
の
青
年

が
同
じ
街
に
列
車
で
や
っ
て
来
ま
し
た
。
同

じ
駅
員
に
質
問
を
し
ま
し
た
。
「
駅
員
さ
ん
。

こ
の
街
の
人
達
は
み
ん
な
良
い
人
達
ば
か
り

で
、
暮
ら
し
や
す
い
街
だ
そ
う
で
す
ね
？
」

と
。
駅
員
は
答
え
ま
し
た
。
「
君
の
言
う
通

り
、
こ
の
街
は
良
い
街
で
す
。
み
ん
な
親
切

な
人
達
ば
か
り
で
す
よ
」
と
答
え
ま
し
た
。

青
年
は
街
の
中
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
。
こ

こ
で
読
者
の
皆
様
に
質
問
で
す
。
２
人
の
青

年
の
正
反
対
の
質
問
に
対
し
て
、
駅
員
は
ど

ち
ら
に
も
「
Ｙ
Ｅ
Ｓ
」
と
言
っ
た
。
ど
う
し

て
で
し
ょ
う
か
。
駅
員
は
嘘
を
つ
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。
駅
員
は
ど
ち
ら
に
も
嘘
を
言
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
青
年

が
も
し
こ
の
街
の
人
達
は
み
ん
な
物
騒
な
人

達
だ
と
思
っ
て
、
街
の
人
達
と
接
し
た
ら
、

街
の
人
達
も
そ
の
よ
う
に
対
応
し
て
く
る
で

し
ょ
う
。
逆
に
、
み
ん
な
良
い
人
達
な
ん
だ

と
思
っ
て
接
し
た
ら
、
街
の
人
達
も
そ
の
よ

う
に
対
応
し
て
く
る
で
し
ょ
う
。
街
の
人
達

が
良
い
と
か
悪
い
と
か
で
は
な
く
て
、
こ
ち 

 

 

ら
の
姿
勢
が
、
そ
の
ま
ま
相
手
の
姿
勢
に 

な
る
。
つ
ま
り
相
手
の
責
任
で
は
な
く
て
、

こ
ち
ら
の
責
任
な
の
で
す
。
人
間
関
係
と 

い
う
の
は
、
相
手
の
せ
い
に
し
て
い
る
限 

り
、
な
か
な
か
解
決
致
し
ま
せ
ん
。
も
し 

も
悪
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
原
因
は
自 

分
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
と
こ 

ろ
に
、
人
間
関
係
を
変
え
て
い
く
１
つ
の 

方
法
が
あ
る
わ
け
で
す
。 

こ
れ
が
で
き
る
の
は
修
養
の
人
で
す
。 

修
養
は
人
間
の
要
で
す
。
私
達
の
心
の
奥 

底
に
は
「
明
徳
」
、
仏
教
で
言
う
と
こ
ろ 

の
「
仏
性
」
が
宿
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、 

四
書
五
経
の
１
つ
『
大
学
』
で
説
か
れ
て 

い
る
の
は
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
（
し
ゅ 

う
し
ん
せ
い
か
ち
こ
く
へ
い
て
ん
か
）

」
と
い
う
事 

で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
の
行
い
を
正
す
と
、

家
庭
が
と
と
の
え
ら
れ
る
。
各
家
庭
が
と 

と
の
え
ら
れ
る
と
、
次
第
に
国
が
治
ま
り
、

つ
い
に
は
天
下
が
平
和
に
な
る
と
い
う
当 

た
り
前
の
真
理
で
す
。
い
ま
混
迷
す
る
日 

本
に
大
切
な
の
は
、
個
々
人
が
修
養
の
精 

神
を
帯
す
こ
と
こ
そ
が
最
も
必
要
で
あ
る 

と
思
い
ま
す
。 

先
祖
先
師
が
伝
え
繋
げ
て
下
さ
っ
た
大 

切
な
も
の
を
見
つ
め
直
し
、
各
人
が
身
を 

修
め
る
努
力
を
怠
る
こ
と
な
く
、
日
々
精 

進
く
だ
さ
い
ま
す
こ
と
を
心
よ
り
祈
っ
て 

お
り
ま
す
。 合

掌 

副
住
職 

谷
川
寛
敬 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


