
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
日
本
人
の
習
俗 

 

暑
い
暑
い
と
言
い
な
が
ら
、
暑
く
な
く
て

は
夏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
夏
は
暑
く

て
な
ん
ぼ
で
す
。
こ
の
暑
さ
を
味
わ
い
、
感

謝
し
な
が
ら
日
々
を
過
ご
し
た
い
も
の
で
す
。

さ
て
、
感
謝
と
言
え
ば
、
日
本
の
夏
に
は
『
お

盆
』
が
あ
り
ま
す
。『
お
盆
』
に
は
家
族
皆
で

墓
参
り
を
し
、
お
寺
で
御
先
祖
様
を
偲
び
ま

す
。
そ
の
思
い
に
共
鳴
し
て
御
先
祖
様
が
帰

っ
て
こ
ら
れ
る
と
い
う
風
習
が
あ
り
ま
す
。

日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ
る
『
神
道
』
と
、
伝

来
し
た
『
仏
教
』
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

神
道
は
日
本
に
古
く
か
ら
あ
る
民
俗
宗
教

で
す
。「
八
百
万
（
や
お
よ
ろ
ず
＝
無
限
の
意
）

の
神
」
と
表
現
さ
れ
る
ほ
ど
、
神
様
の
数
が

多
く
、
特
定
の
人
物
や
動
物
、
植
物
の
よ
う

な
生
命
体
だ
け
で
は
な
く
、
山
や
川
、
月
や

太
陽
の
よ
う
な
自
然
の
も
の
か
ら
、
森
羅
万

象
、
様
々
な
も
の
を
神
格
化
し
て
い
ま
す
。

そ
の
起
源
は
紀
元
前
２
０
０
年
ご
ろ
（
縄
文

時
代
）
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
の
中
で
最
高
神
と
さ
れ
る
の
が
天
照

大
御
神
（
あ
ま
て
ら
す
お
お
み
か
み
）
で
す
。 

仏
教
は
飛
鳥
時
代
（
５
５
２
年
）
に
日
本

に
伝
来
し
た
と
「
日
本
書
紀
」
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
聖
徳
太
子
の
伝
記
で
あ
る
「
上

宮
聖
徳
法
王
帝
説
（
じ
ょ
う
ぐ
う
し
ょ
う
と

く
ほ
う
お
う
て
い
せ
つ
）」
を
根
拠
に
５
３
８

年
に
伝
来
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

飛
鳥
時
代
に
仏
教
が
伝
来
し
、
朝
廷
は
仏
教 

を
広
め
よ
う
と
し
ま
す
。
仏
教
は
神
道
と
の
融

合
、
調
和
を
は
か
り
な
が
ら
長
い
年
月
を
か
け

て
、
様
々
な
宗
派
に
分
か
れ
な
が
ら
日
本
人
の

中
に
浸
透
し
て
い
き
ま
し
た
。 

●
お
盆
は
日
本
の
行
事
？ 

私
達
日
本
人
に
と
っ
て
、
一
番
馴
染
み
の
あ

る
仏
教
行
事
と
い
え
ば
、
や
は
り
「
お
盆
」
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
？ 

日
本
で
は
推
古
天
皇
１
４
年(

６
０
６
年)

に

盂
蘭
盆
会
（
う
ら
ぼ
ん
え
）
の
記
録
が
残
っ
て

お
り
、
聖
武
天
皇
の
時
代
に
は
宮
中
の
行
事
と

な
っ
た
よ
う
で
す
。
盂
蘭
盆
会
は
天
皇
の
主
催

す
る
国
事
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
明
治
維
新
後

の
廃
仏
毀
釈
か
ら
宮
中
で
の
仏
教
行
事
は
廃
止

さ
れ
ま
し
た
。そ
の
後
は
、一
派
大
衆
の
間
で
、

先
祖
崇
拝
と
結
び
つ
い
た
、『
お
盆
』
と
い
う
国

民
の
行
事
と
し
て
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。『
お

盆
』
は
古
神
道
に
お
け
る
先
祖
崇
拝
の
儀
式
や

神
事
に
、
仏
教
行
事
の
「
盂
蘭
盆
」
が
集
合
し
て

現
在
の
形
が
出
来
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
日
本
に
伝
来
し
た
仏
教
と
、
民
間
宗

教
が
集
合
し
た
行
事
と
言
え
ま
す
。 

日
本
に
は
１
年
に
２
度
、
初
春
と
初
秋
の
満

月
の
日
に
、
祖
先
霊
が
帰
っ
て
来
ら
れ
る
と
い

う
先
祖
信
仰
・
先
祖
崇
拝
が
、
仏
教
伝
来
前
か

ら
あ
り
ま
し
た
。
初
春
の
も
の
が
、
祖
霊
の
年

神
と
し
て
神
格
を
強
調
さ
れ
て
『
正
月
の
祭
り
』

と
な
り
、
初
秋
の
も
の
が
、
盂
蘭
盆
と
集
合
し

て
、
日
本
で
一
般
的
な
『
お
盆
』
と
い
う
仏
教

の
行
事
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で 

 

 

す
。
歴
史
を
紐
解
く
と
、
８
世
紀
頃
の
日
本
で

は
、
夏
に
祖
先
供
養
を
行
う
と
い
う
風
習
が
確

立
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

今
の
イ
ン
ド
で
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
が
、『
お
盆
」

は
元
々
、
仏
教
の
始
ま
っ
た
当
時
の
イ
ン
ド
の

「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
と
い
う
風
習
で
す
。
と
い
う

わ
け
で
、
日
本
の
『
お
盆
』
は
宗
教
と
い
う
よ
り

習
俗
で
す
。
先
祖
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
、
感

謝
の
気
持
ち
を
表
す
行
事
で
す
。 

 

古
代
イ
ン
ド
の
「
ウ
ラ
ン
バ
ナ
」
と
い
う
風
習

は
、「
盂
蘭
盆
経
」
と
い
う
お
経
の
説
話
に
基
づ

い
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
と
言
う
と･･･

？ 

今
か
ら
２
５
０
０
年
前
に
釈
尊
の
十
大
弟
子
、

神
通
第
一
の
目
連
尊
者（
も
く
れ
ん
そ
ん
じ
ゃ
）

の
母
の
死
後
、
餓
鬼
界
（
が
き
か
い
）
で
苦
し

ん
で
い
る
の
を
見
た
目
連
尊
者
が
、
神
通
力
で

食
べ
物
を
母
に
供
養
す
る
が
、
餓
鬼
界
で
は
炎

に
変
わ
り
ま
し
た
。
困
っ
た
目
連
尊
者
が
釈
尊

に
教
え
を
請
う
た
と
こ
ろ
、
教
団
の
僧
侶
に
食

べ
物
を
供
養
す
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
ま
し
た
。

目
連
尊
者
が
お
釈
迦
様
に
教
え
ら
れ
た
通
り
に

す
る
と
、
母
親
は
餓
鬼
界
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が

で
き
、
無
事
に
往
生
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し

た･･･

。 

こ
の
説
話
に
基
づ
き
、
日
本
の
『
お
盆
』
に

寺
院
で
行
わ
れ
る
施
餓
鬼
会
法
要
（
せ
が
き
え

ほ
う
よ
う
）
と
合
わ
せ
て
、
お
盆
の
目
的
で
あ

る
『
先
祖
供
養
』
が
執
り
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
お
釈
迦
様
は
、
父
母
の
恩
を
「
親

を
お
ぶ
っ
て
１
０
年
歩
い
て
も
、
そ
の
恩
に
報

い
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
と
親
、
先
祖
の
供
養
を

重
要
視
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

●
日
本
人
の
習
俗
と
し
て
の
お
盆 

日
本
で
は
、
亡
く
な
っ
て
か
ら
３
３
年
が 

経
っ
て
い
な
い
霊
魂
を
「
荒
御
魂
（
あ
ら
み 

た
ま
）」
と
呼
ん
で
、
慰
霊
行
事
を
し
ま
す
。 

お
経
を
読
み
、
追
善
供
養
を
す
る
こ
と
で
、 

荒
御
魂
は
徐
々
に
浄
化
さ
れ
、
３
３
年
く
ら 

い
経
つ
と
、
最
終
的
に
は
神
に
な
り
ま
す
。
個 

性
を
失
っ
て
非
常
に
大
人
し
い
霊
魂
に
な
る 

の
で
、
こ
れ
を
「
和
御
魂
（
に
ぎ
み
た
ま
）」 

と
呼
び
ま
す
。 

 

お
正
月
は
和
御
魂
に
な
っ
た
御
先
祖
様
を 

家
に
お
迎
え
し
て
、
皆
で
楽
し
く
食
事
を
頂 

く
の
が
メ
イ
ン
行
事
で
す
。
一
方
の
『
お
盆
』

は
、
荒
御
魂
の
段
階
の
御
先
祖
様
を
お
迎
え 

し
て
皆
で
食
事
を
頂
き
ま
す
。 

 

ま
た
、『
お
盆
』
の
準
備
は
７
月
７
日
の
「 

七
夕
」
に
始
め
ま
す
。「
七
夕
」
と
い
う
の
は
、

実
は
「
精
霊
棚
」
を
意
味
す
る
言
葉
な
の
で
す
。

荒
御
魂
の
中
で
も
と
り
わ
け
荒
れ
て
い
る
期 

間
を
「
精
霊
」
と
呼
ん
で
、
各
自
の
家
で
精 

霊
棚
を
作
っ
て
お
祀
り
す
る
わ
け
で
す
。「
精 

霊
」
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
周
忌
あ
た
り 

ま
で
だ
と
思
っ
て
頂
け
れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
。

７
月
７
日
に
準
備
を
始
め
て
、
１
３
日
に
荒 

御
魂
で
あ
る
御
先
祖
様
を
お
迎
え
す
る
の
で 

す
。
旧
暦
で
考
え
る
と
、
七
夕
と
お
盆
が
う 

ま
く
合
い
ま
す
が
、
近
年
、
お
盆
は
８
月
な 

の
に
七
夕
は
新
暦
の
７
月
７
日
と
い
う
場
合 

も
多
く
、
七
夕
と
お
盆
の
関
係
が
分
か
ら
な 

く
な
っ
て
き
た
と
い
う
現
実
も
あ
り
ま
す
。 

 
 



 
 

 
そ
し
て
お
中
元
と
い
う
の
は
、
一
族
郎
党

が
各
地
の
名
産
品
や
食
料
を
持
ち
寄
っ
て

親
元
に
集
ま
り
、
御
先
祖
様
を
お
祀
り
し
て
、

一
族
の
団
結
を
高
め
て
い
く
た
め
の
も
の

で
し
た
。
お
正
月
と
お
盆
は
ワ
ン
セ
ッ
ト
の

行
事
だ
と
認
識
し
て
頂
け
れ
ば
宜
し
い
か
と

思
い
ま
す
。
お
正
月
に
は
言
わ
ば
、
顔
を
見

た
こ
と
も
な
い
御
先
祖
様
の
霊
が
戻
っ
て

く
る
の
で
す
が
、
お
盆
に
は
、
可
愛
が
っ
て

く
れ
た
お
祖
母
さ
ん
や
曾
お
祖
母
さ
ん
が

戻
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
お
盆
の
挨
拶
は

「
結
構
な
お
盆
で
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
」
で
し
た
。
お
盆
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
し

め
や
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
ね
。

た
だ
し
、
去
年
の
お
盆
か
ら
今
年
の
お
盆
の

１
年
間
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
を
お
持
ち
の

家
は
、
ま
だ
悲
し
み
に
沈
ん
で
い
ま
す
か
ら
、

「
結
構
な
お
盆
で
、
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
」
と
挨
拶
し
た
後
に
「
新
盆
で
、
お
さ
み

し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
ね
」
と
付
け
加
え
る
の

が
エ
チ
ケ
ッ
ト
で
し
た
。 

●
神
道
の
祖
先
崇
拝
に
つ
い
て 

 
 

日
本
で
は
、
死
者
の
行
く
国
に
つ
い
て
、

山
の
中
に
あ
る
と
い
う
「
山
中
他
界
」
と
、

海
の
遙
か
向
こ
う
に
あ
る
と
い
う
「
海
上
他

界
」
と
２
つ
の
考
え
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

「
山
中
他
界
」
と
は
、
山
の
中
に
御
先
祖
様

の
霊
が
集
ま
っ
て
山
の
神
と
な
り
、
春
に
な

る
と
降
り
て
来
ら
れ
、
田
の
神
、
農
耕
神
に

な
る
と
い
う
信
仰
で
す
。「
海
上
他
界
」
と
は
、

死
者
の
国
は
海
上
の
遙
か
彼
方
に
あ
る
と
い 

 

 

う
信
仰
で
す
。 

こ
の
山
中
他
界
と
海
上
他
界
と
い
う
２
つ
の

考
え
が
生
ま
れ
た
の
は
、
縄
文
文
化
と
弥
生
文

化
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
縄
文
文
化
は
狩
猟
採
取
経
済
で

す
か
ら
、
や
は
り
「
山
中
他
界
」
の
信
仰
を
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
対
し
て
、
渡
来
人
を
中

心
と
す
る
弥
生
人
が
持
ち
込
ん
だ
の
が
、「
海
上

他
界
」
の
信
仰
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
以
上
の
よ
う
に
、
日
本
民
族

の
持
っ
て
い
る
死
後
の
世
界
観
は
、
二
系
統
あ

り
ま
し
た
。
精
霊
流
し
や
、
流
し
雛
は
「
海
上

他
界
」
の
考
え
方
。
一
方
、
地
獄
と
い
う
考
え

方
は
「
山
中
他
界
」
の
系
統
と
言
え
ま
す
。 

い
ず
れ
に
し
て
も
お
盆
の
行
事
は
、
仏
教
の

行
事
で
は
あ
る
も
の
の
、
神
道
の
行
事
と
し
て

も
考
え
る
事
が
出
来
ま
す
。
お
正
月
と
お
盆
を

ワ
ン
セ
ッ
ト
で
考
え
る
な
ら
ば
、「
荒
御
魂
」
と

呼
ば
れ
る
仏
様
と
、「
和
御
魂
」
と
呼
ば
れ
る
神

様
を
迎
え
、
一
族
み
ん
な
で
賑
や
か
に
、
楽
し

ん
で
喜
び
合
う
行
事
だ
と
い
う
事
を
ご
理
解
い

た
だ
け
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

●
御
先
祖
様
を
偲
び
合
掌
す
る 

『
お
盆
』
の
成
り
立
ち
や
意
義
を
考
え
る
に

つ
け
て
、
日
本
人
の
行
事
と
し
て
の
本
質
が
明

ら
か
に
な
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。 

先
祖
が
祖
霊
と
な
っ
て
家
や
郷
土
を
守
っ
て

下
さ
る
と
い
う
信
仰
が
高
ま
っ
て
い
っ
て
、
や

が
て
田
の
神
、
山
の
神
と
し
て
田
畑
を
守
り
、

穀
物
を
実
ら
せ
て
く
れ
る
と
い
う
考
え
方
に
な

っ
て
い
っ
た
事
が
分
か
り
ま
し
た
。
お
正
月
や 

 

 

お
盆
は
、先
祖
祭
り
で
も
あ
り
ま
す
。私
が「
今
」、

「
こ
こ
」
に
い
る
の
は
、
お
び
た
だ
し
い
数
の

父
母
、
両
親
が
あ
っ
て
の
結
果
で
、
そ
の
１
つ

が
欠
け
て
も
「
今
」、「
こ
こ
」
に
い
な
い
の
で

す
。
そ
う
考
え
て
い
く
と
、
ま
さ
に
御
先
祖
様

が
あ
っ
て
の
今
の
「
わ
た
し
」
と
い
う
事
を
つ

く
づ
く
感
じ
ま
す
。
こ
の
無
量
の
縁
に
支
え
ら

れ
て
「
在
る
」
と
い
う
こ
と
に
感
謝
す
る
気
持

ち
を
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

お
正
月
や
お
盆
、そ
れ
に
春
、秋
の
両
彼
岸
を
、

「
御
先
祖
を
お
参
り
す
る
日
」
と
定
め
て
下
さ

っ
た
昔
の
祖
先
達
の
智
慧
の
深
さ
に
は
、
驚
き

と
共
に
、
心
か
ら
の
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
今
年
も
、
８
月
１
６
日
に
は
真
成
寺
の
本

堂
に
結
集
し
て
、
皆
様
と
一
緒
に
、
感
謝
の
誠
を

捧
げ
ま
し
ょ
う
。 
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