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「
聖
地
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」
と
い
う
二
○
○
九
年
度
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
、
「
「
聖
地
」
と
い
う
空
間
で
喚
起
さ
れ
る
、
あ
る
特
別
な
感
情
と

表
現
」
を
め
ぐ
り
、
「
宗
教
的
エ
ク
ス
タ
シ
ー
と
場
所
と
は
、
ど
の
よ
う

に
関
わ
る
の
か
」
（
大
堀
英
二
氏
）
と
い
う
問
題
提
起
を
う
け
て
、
本
報

告
で
は
海
の
彼
方
に
あ
る
楽
士
と
さ
れ
た
ト
コ
ョ
を
は
じ
め
と
す
る
概
念

シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ
ム

と
、
そ
の
表
象
を
め
ぐ
る
宗
教
的
重
層
性
に
つ
い
て
、
漢
文
文
化
圏
の
展

開
を
視
野
に
お
き
な
が
ら
考
え
た
い
。

永
遠
の
生
命
が
得
ら
れ
る
場
所
と
し
て
の
ト
コ
ョ
は
常
世
と
表
記
さ

れ
、
記
紀
や
『
風
土
記
』
・
『
万
葉
集
』
な
ど
の
随
所
に
み
ら
れ
る
。
『
古
事
記
』

で
は
国
作
り
を
終
え
た
少
名
毘
古
那
神
が
常
世
国
に
渡
っ
た
と
い
い
、
神

代
紀
で
は
出
雲
の
熊
野
の
御
崎
か
ら
常
世
郷
に
赴
い
た
と
し
、
伯
耆
の
粟

嶋
か
ら
粟
茎
に
の
ぼ
り
弾
か
れ
て
常
世
郷
に
行
っ
た
と
も
伝
え
る
。

た

ぢ

ま

も

り

と

き

じ

く

の

か

く

垂
仁
記
で
は
多
遅
摩
毛
理
を
常
世
国
に
遣
わ
し
て
登
岐
士
玖
能
迦
玖

の
こ
の
み

能
木
実
（
橘
）
を
求
め
さ
せ
た
が
、
生
前
に
は
持
ち
帰
る
こ
と
が
出
来
な

わ

た

な

か

と

ほ

し

ろ

き

し

ま

八
海
中
な
る
博
大
之
嶋
Ｖ
考

は
じ
め
に

一
、
常
世
・
常
夜
と
蓬
莱

ト
ポ
ス

特
集
・
古
代
文
学
と
場
所

Ｉ
常
世
・
蓬
莱
・
竜
宮
・
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
と
洞
天
福
地
Ｉ

と
き

か
つ
た
こ
と
を
簡
潔
に
記
す
の
に
対
し
て
、
垂
仁
紀
九
十
九
年
条
で
は
非

じ
く
か
く
の
み

た
ぢ
ま
も
り

時
の
香
菓
を
携
え
て
帰
還
し
た
田
道
間
守
が
天
皇
の
死
を
知
っ
て
悲
歎
に

く
れ
、
十
年
も
の
歳
月
を
要
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
「
遠
く
よ
り
絶
域
に

ま
か性

る
。
万
里
浪
を
踏
み
て
、
遙
か
弱
水
を
度
る
。
是
の
常
世
国
は
神
仙
の

く
に
ぴ
と
い
た

秘
区
、
俗
の
藻
ら
む
所
に
非
ず
」
と
記
す
。
弱
水
は
篦
喬
に
あ
る
（
『
玄

中
記
」
）
と
も
、
西
域
の
絶
遠
の
地
を
流
れ
る
二
漢
書
」
司
馬
相
如
伝
・

顔
師
古
注
）
と
も
い
わ
れ
る
遠
く
遙
か
な
大
河
を
さ
す
。

天
平
二
年
（
七
三
○
）
の
暮
に
、
大
宰
帥
の
任
を
終
え
て
帰
京
す
る
大

伴
旅
人
が
、
赴
任
直
後
に
筑
紫
で
喪
っ
た
妻
の
郎
女
の
こ
と
を
回
想
し
て

備
後
国
で
詠
ん
だ
、

わ
ぎ
も
こ

と
も

吾
妹
子
が
見
し
鞆
の
浦
の
む
ろ
の
木
は
常
世
に
あ
れ
ど
見
し
入
そ
な

き

（巻三・四四六）

は
、
生
い
繁
る
む
ろ
（
ネ
ズ
）
の
木
に
永
遠
の
生
命
力
を
感
じ
て
妻
の
死

を
悲
し
む
。
大
宰
府
で
旅
人
の
下
僚
を
つ
と
め
た
大
伴
三
依
が
、
女
性
と

の
再
会
を
喜
ん
で
詠
ん
だ
一
首
、

を

ち

吾
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し
昔
見
し
よ
り
変
若
ま
し
に
け
り

（巻四・六五○）

の
よ
う
に
相
手
の
変
わ
ら
ぬ
美
し
さ
若
々
し
さ
を
讃
え
る
の
に
常
世
の
国

増
尾
伸
■■■■■■■

郎
聖
地
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
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特集・古代文学と場所

に
住
ん
で
い
た
よ
う
だ
、
と
形
容
す
る
も
の
も
あ
る
。

国
土
そ
の
も
の
の
永
遠
性
や
豊
穣
を
讃
え
る
例
と
し
て
は
、
巻
一
の
「
藤

あ
や

原
宮
の
役
民
の
作
る
歌
」
に
「
我
が
国
は
常
世
に
な
ら
む
図
負
へ
る

く
す
し
き
亀
も
新
た
代
と
」
と
い
う
一
節
が
あ
り
、
「
常
陸
国
風
土
記
』

く
ら
く
に
つ
も
の
ゆ
た
か
な
る

総
記
に
も
「
謂
は
ゆ
る
水
陸
の
府
蔵
、
物
産
の
膏
艘
く
に
な
り
。
古
の
人
、

け
だ

（１）

常
世
の
国
と
い
へ
る
は
、
蓋
し
疑
は
く
は
こ
の
地
な
ら
む
か
・
」
と
あ
る
。

と
み
の
た
ど
こ
ろ

そ
れ
に
対
し
て
大
伴
坂
上
郎
女
が
跡
見
庄
か
ら
佐
保
の
自
宅
に
い
る

娘
の
大
嬢
に
お
く
っ
た
長
歌
（
巻
四
・
七
二
三
）
の
冒
頭
で
は
、

を
か
な
と

常
世
に
と
わ
が
行
か
な
く
に
小
金
戸
に
も
の
悲
し
ら
に
お

も
へ
り
し
わ
が
児
の
刀
自
を

と
詠
み
、
死
の
他
界
と
し
て
の
ト
コ
ョ
を
表
現
す
る
。
『
古
事
記
』
に
は

天
照
大
神
が
天
の
岩
屋
戸
に
隠
れ
た
時
の
こ
と
を
、

爾
に
高
天
の
原
皆
暗
く
、
葦
原
の
中
つ
国
悉
く
に
闇
し
。
此
に
因
り

、

、

て
常
夜
往
き
き
。

と
記
し
、
「
根
堅
州
国
」
や
「
黄
泉
国
」
に
も
通
じ
る
闇
や
死
の
世
界
を
「
常

夜
」
と
す
る
こ
と
か
ら
、
本
居
宣
長
「
古
事
記
伝
』
巻
三
一
で
は
ト
コ
ョ

に
は
常
住
不
変
の
世
界
と
し
て
の
「
常
世
」
と
、
遠
い
彼
方
の
容
易
に
往

来
で
き
な
い
「
常
世
国
」
に
、
「
常
夜
」
を
加
え
た
三
つ
の
概
念
が
あ
る

と
い
う
。
上
代
特
殊
仮
名
遣
に
よ
れ
ば
〈
世
〉
は
ョ
乙
類
音
、
〈
夜
〉
は

ョ
甲
類
音
で
別
の
音
だ
が
、
前
引
の
大
伴
坂
上
郎
女
の
歌
は
「
常
世
」
と

（１）

「
常
夜
」
の
交
錯
を
示
す
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

古
典
文
芸
に
お
い
て
「
常
世
」
が
重
要
な
舞
台
と
な
る
の
は
く
浦
島
子
〉

（２）

伝
承
に
お
い
て
で
あ
る
。
『
万
葉
集
」
巻
九
の
高
橋
虫
麻
呂
の
長
歌
「
水

江
の
浦
島
の
子
を
詠
め
る
歌
」
（
一
七
四
○
）
で
は
、

わ
た
つ
み

を
と
め

あ
と
ら

海
若
の
神
の
女
に
た
ま
さ
か
に
い
漕
ぎ
向
ひ
相
誹
ひ
こ

わ
た
つ
み

と
成
り
し
か
ば
か
き
結
び
常
世
に
至
り
海
海
の
神
の
宮
の

へ

内
の
重
の
妙
な
る
殿
に
携
は
り
二
人
入
居
て
老
も
せ
ず

死
に
も
せ
ず
し
て
永
き
世
に
あ
り
け
る
も
の
を

た
ま
く
し
げ

と
詠
み
、
結
末
で
は
浦
島
子
が
玉
筐
を
開
け
る
と
白
雲
が
箱
か
ら
出
て

常
世
辺
に
棚
引
き
、
た
ち
ま
ち
に
老
衰
し
て
死
ん
だ
と
い
う
。
反
歌

（一七四一）でも、

常
世
辺
に
住
む
べ
き
も
の
を
剣
大
刀
汝
が
心
か
ら
お
そ
や
こ
の
君

と
詠
ん
で
、
常
世
に
お
け
る
永
生
を
捨
て
て
こ
の
世
に
戻
り
、
思
い
が
け

な
い
死
を
受
け
入
れ
た
浦
島
子
へ
の
共
感
を
込
め
て
「
お
そ
や
」
と
い
い
、

人
間
と
い
う
愚
か
な
存
在
、
も
し
く
は
現
身
の
人
間
と
し
て
の
浦
島
子
の

（３）

姿
を
描
く
。
平
安
時
代
に
浦
島
子
を
詠
ん
だ
和
歌
で
は
、

あ
け
て
だ
に
何
に
か
は
見
む
水
の
江
の
浦
島
の
子
を
思
ひ
や
り
つ
つ

（
『
後
撰
集
』
巻
一
五
・
二
○
四
）

夏
の
夜
は
浦
島
の
子
が
箱
な
れ
や
は
か
な
く
あ
け
て
く
や
し
か
る
ら

ん
（
「
後
撰
集
一
巻
二
・
一
二
二
）

の
よ
う
に
、
箱
を
開
け
て
後
悔
し
た
こ
と
が
繰
り
返
し
詠
ま
れ
る
よ
う
に

な
る
。
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
の
配
所
で
秋
風
が
吹
く
夕
暮
れ
に

初
雁
の
声
を
聞
き
な
が
ら
、
光
源
氏
と
側
近
た
ち
が
都
を
偲
び
つ
つ
歌
を

詠
む
場
面
の
、

こ
こ
ろ
か
ら
常
世
を
捨
て
て
な
く
雁
を
く
も
の
よ
そ
に
も
思
ひ
け
る

か

な

（

民

部

大

輔

）

（お）

常
世
い
で
て
旅
の
空
な
る
雁
が
ね
も
つ
ら
に
を
く
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ

さ

む

（

前

右

近

将

監

）

の
よ
う
に
「
常
世
」
は
雁
の
故
郷
と
し
て
詠
ま
れ
る
例
が
ふ
え
る
が
、
こ

れ
は
顕
昭
『
袖
中
抄
』
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
垂
仁
紀
の
天
照
大
神
が
倭
姫

-１０-



<海中なる博大之嶋〉考

命
に
話
し
た
言
葉
の
伊
勢
国
を
さ
す
「
是
の
国
」
が
「
胡
の
国
」
と
な
り
、
「
胡

の
国
」
が
北
方
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
「
雁
の
故
郷
」
へ
と
連
想
が
拡
が
っ

（４）

て
い
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
漢
文
で
書
か
れ
た
作
品
で
は
「
常
世
」
で
は
な
く
「
蓬

莱
山
」
と
表
記
し
て
「
と
こ
よ
の
く
に
」
と
訓
む
も
の
が
多
い
。
そ
の
初

と
こ
よ
の
く
に

見
は
「
日
本
書
紀
』
雄
略
二
十
二
年
条
で
、
浦
島
子
は
「
蓬
莱
山
に
到
り

ひ

じ

り

め

ぐ

み

》」。〃』

て
、
仙
衆
を
歴
り
観
」
た
と
い
い
、
「
語
は
、
別
巻
に
在
り
」
と
記
す
。

卜
部
兼
方
『
釈
日
本
紀
』
所
引
の
『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
に
は
「
こ

も
と
つ
み
こ
と
も
ち

そ

む

は
旧
宰
、
伊
預
部
馬
養
の
連
の
記
せ
る
に
相
乖
く
こ
と
な
し
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
、
雄
略
紀
の
「
別
巻
」
は
、
持
統
三
年
（
六
八
九
）
に
撰
善

言
司
に
任
じ
ら
れ
、
大
宝
律
令
の
撰
定
に
も
あ
た
っ
た
伊
預
部
馬
養
の
〈
浦

島
子
伝
〉
を
さ
し
、
さ
ら
に
こ
の
供
書
が
古
代
に
お
け
る
浦
島
子
伝
承
の

（５）

原
拠
と
な
っ
た
と
み
る
説
が
あ
る
。
『
懐
風
藻
」
に
は
皇
太
子
学
士
の
時

の
馬
養
の
「
従
駕
、
応
詔
」
詩
が
載
り
、
天
皇
の
遊
覧
を
『
穆
天
子
伝
』

の
西
王
母
の
故
事
に
見
立
て
た
、

、ワ

仙
桂
淀
栄
光
仙
權
栄
光
を
淀
か
く

鳳
笙
帯
祥
煙
鳳
笙
祥
煙
を
帯
ぶ

豈
独
瑞
池
上
豈
に
独
り
珸
池
の
上
の
み
な
ら
め
や

方
唱
白
雲
天
方
に
唱
は
む
白
雲
の
天

の
よ
う
な
表
現
も
み
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
論

（６）

証
は
難
し
い
。

お
び
と

『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
で
は
浦
島
子
を
日
下
部
の
首
ら
の
先
祖
で
筒
を
と
め

川
の
嶋
子
と
し
、
海
の
沖
合
で
獲
た
「
五
色
の
亀
」
が
変
じ
た
「
女
娘
」

や

ま

ぴ

と

と
こ
よ
の
く
に

は
「
天
の
上
な
る
仙
家
之
人
」
で
あ
り
、
「
蓬
山
」
に
誘
わ
れ
た
嶋
子

わ
た
な
か
と
ほ
し
ろ
き
し
ま

が
到
着
し
た
の
は
「
海
中
な
る
博
大
之
嶋
」
で
、
「
そ
の
地
は
玉
を
敷
け

う
て
な
あ
き
ら
か
に
は
た
か
ど
の
て
り
か
が
や

る
が
如
し
。
閾
台
は
暗
映
え
、
楼
堂
は
玲
聡
け
り
」
と
い
う
。
女
娘

す
ぱ
る

あ
め
ふ
り

は
昴
星
の
七
豊
子
や
畢
星
の
八
豐
子
か
ら
「
亀
比
売
」
と
呼
ば
れ
て
お

ひ
と
の
よ
と
こ
よ

と

た
ぐ
ひ

り
、
出
迎
え
た
両
親
は
「
人
間
と
仙
都
の
別
を
称
説
き
、
人
と
神
の
偶
会

よ
し
み
か
た

の
嘉
を
談
議
れ
り
」
と
記
す
。ふ
る
さ
と
わ
す
と
こ
よ

後
段
に
も
「
時
に
嶋
子
、
旧
俗
を
遺
れ
仙
都
に
遊
び
、
既
に
三
歳
の
ほ

へ

わ

れ

か

そ

い

ろ

と

こ

よ

の

く

に

ど
を
遙
ぬ
」
と
か
「
僕
近
く
親
故
之
俗
を
離
れ
遠
く
神
仙
之
堺
に
入
り
ぬ
」

の
よ
う
な
一
節
が
あ
り
、
末
尾
で
は
約
束
を
忘
れ
て
玉
厘
を
開
け
た
と
こ

よ
き
ら
ん
の
か
を
り

ひ

る

が

へ

そ

ら

ろ
「
芳
蘭
之
体
、
風
雲
の
む
た
刷
り
て
蒼
天
に
飛
び
ゆ
き
ぬ
。
嶋
子
、

ち
ぎ
り
た
が

即
ち
期
要
に
乖
違
ひ
、
か
へ
り
て
ま
た
会
ふ
こ
と
の
難
き
を
知
り
ぬ
。
首

め
ぐ

た
た
ず

む
せ
た
ち
も
と
ほ

を
廻
ら
し
て
蜘
踊
み
涙
に
咽
ひ
て
俳
掴
り
き
。
」
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
漢
文
作
品
で
は
「
蓬
莱
」
に
赴
い
た
と
記
す
が
、
蓬
莱
は
『
山

海
経
』
海
内
北
経
に
「
蓬
莱
山
は
海
中
に
在
り
」
と
あ
り
、
晋
の
郭
嘆
の

こ
れ
つ
〃
§

注
に
は
「
上
に
仙
人
の
宮
室
有
り
、
皆
金
玉
を
以
て
之
を
為
る
。
烏
獣
尽

く
白
く
、
之
を
望
め
ば
雲
の
如
し
。
渤
海
中
に
在
る
な
り
」
と
い
う
が
、

こ
れ
は
司
馬
遷
の
『
史
記
』
封
禅
書
に
、

、うふつ

此
の
三
神
山
（
蓬
莱
・
方
丈
・
演
州
）
は
、
其
の
伝
に
渤
海
の
中
に

在
り
、
人
を
去
る
こ
と
遠
か
ら
ず
、
且
に
至
ら
ん
と
す
れ
ば
則
ち
船
、

う

れ

け

だ

風
に
引
か
れ
て
去
る
を
患
ふ
。
蓋
し
嘗
て
至
れ
る
者
有
り
。
諸
々
の

》』一」

倦
人
及
び
不
死
の
薬
皆
焉
に
在
り
。
其
の
物
禽
獣
尽
く
白
く
し
て
、

黄
金
・
銀
を
も
て
宮
閾
と
為
す
。
未
だ
至
ら
ず
し
て
之
を
望
め
ば
雲

か

へ

あ

の
如
く
、
到
る
に
及
び
て
三
神
山
反
っ
て
水
下
に
居
り
、
之
に
臨
め

す
な
は

ば
風
刺
ち
引
き
去
る
。
終
に
能
く
至
る
も
の
莫
し
と
云
ふ
。

と
あ
る
の
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
他
『
列
子
」
湯
問
篇
に
も
「
渤

が
く

海
の
東
畿
億
万
里
」
に
「
大
堅
」
と
い
う
底
無
し
の
谷
が
あ
り
、
「
八
紘

九
谷
の
水
、
天
漢
の
流
れ
」
は
皆
こ
こ
に
注
ぐ
が
、
そ
の
中
の
五
山
の
一
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『
琉
球
神
道
記
』
全
五
巻
（
一
六
四
八
年
刊
）
は
薩
摩
の
島
津
氏
が
侵

攻
す
る
直
前
の
一
六
○
三
年
か
ら
三
年
間
琉
球
に
滞
在
し
、
尚
寧
王
か
ら

桂
林
寺
を
賜
与
さ
れ
た
浄
土
宗
の
学
僧
袋
中
良
定
が
、
尚
寧
王
の
要
請
を

受
け
て
撰
録
し
た
も
の
で
、
仏
教
が
天
竺
か
ら
震
旦
を
経
て
琉
球
に
伝

わ
っ
た
歴
史
を
た
ど
り
つ
つ
、
琉
球
固
有
の
神
格
で
あ
る
キ
ン
マ
モ
ン
が

た
か
ど
の

つ
が
蓬
莱
で
あ
る
と
し
、
や
は
り
「
そ
の
上
の
台
観
は
皆
金
玉
、
そ
の
上

の
禽
獣
は
皆
純
縞
（
白
）
、
珠
汗
（
玉
）
の
樹
皆
叢
生
し
、
華
実
皆
滋
味

く
ら

た
ぐ
い

あ
り
、
之
を
食
へ
ば
皆
不
老
不
死
な
り
。
居
る
所
の
人
は
皆
仙
聖
の
種
、

一
日
一
夕
飛
ん
で
相
往
来
す
る
者
数
う
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、

相
互
に
関
連
す
る
。

『
日
本
書
紀
」
や
「
丹
後
国
風
土
記
』
の
筆
者
が
浦
島
子
の
伝
承
を
漢

文
で
記
述
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
れ
ら
の
漢
籍
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
神
仙

謹
と
し
て
再
構
成
し
た
た
め
か
、
結
末
も
神
仙
に
ふ
さ
わ
し
く
、
『
万
葉
集
』

の
よ
う
に
死
を
語
る
も
の
は
な
い
。
こ
う
し
た
潤
色
を
最
も
多
く
加
え
た

の
は
十
世
紀
初
期
の
「
続
浦
島
子
伝
記
』
で
あ
り
、
中
世
に
か
け
て
『
扶

桑
略
記
』
や
『
古
事
談
」
な
ど
に
引
き
継
が
れ
て
ゆ
く
が
、
和
歌
や
歌
論

書
の
よ
う
な
和
文
と
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
「
常
世
」
は
漢
語

で
は
な
く
、
和
語
で
あ
る
ト
コ
ョ
に
適
し
い
漢
字
を
充
て
た
熟
語
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
漢
文
作
品
に
お
い
て
「
蓬
莱
」
を
ト
コ
ョ
と
訓
む
の

は
、
漢
語
の
中
で
最
も
近
い
概
念
を
も
つ
常
世
の
意
味
で
用
い
た
か
ら
で

あ
っ
て
、
そ
の
逆
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
琉
球
文

献
に
お
け
る
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
の
表
記
と
、
竜
宮
と
の
習
合
が
示
唆
を
与
え

てくれる。二
、
琉
球
の
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
と
竜
宮

ヤ
マ
ト

仏
・
菩
薩
の
化
身
で
あ
り
、
琉
球
も
日
本
と
同
じ
く
仏
国
土
で
あ
る
と
い

う
認
識
を
明
示
す
る
。
本
書
の
中
核
は
琉
球
七
社
な
ど
の
縁
起
や
、
天
妃
・

そ
ん

天
巽
・
道
祖
神
・
火
神
そ
の
他
の
民
俗
信
仰
と
キ
ン
マ
モ
ン
に
つ
い
て
詳

（７）

述
す
る
巻
五
に
あ
り
、
書
名
も
こ
の
巻
に
由
来
す
る
。

第
三
節
の
「
キ
ン
マ
モ
ン
事
」
で
は
冒
頭
に
「
已
下
ハ
正
ク
琉
球
国
神

道
」
と
注
記
し
、
琉
球
の
信
仰
世
界
を
構
成
す
る
核
心
部
へ
の
注
目
を
促

す
。
そ
し
て
キ
ン
マ
モ
ン
以
下
、
シ
ネ
リ
キ
ュ
や
ア
マ
ミ
キ
ュ
な
ど
の
固

オ
モ
リ

有
の
神
格
や
御
唄
（
お
も
ろ
）
の
歌
詞
な
ど
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
漢
字

（８）

と
片
仮
名
と
は
別
に
梵
字
で
表
記
し
て
い
る
（
以
下
、
引
用
文
の
傍
線
部

は
梵
字
）
。
最
初
に
シ
ネ
リ
キ
ュ
と
ア
マ
ミ
キ
ュ
と
い
う
男
女
二
神
に
よ

る
国
土
創
生
に
つ
い
て
の
べ
た
後
、

時
二
国
二
火
ナ
シ
。
竜
宮
ョ
リ
、
是
ヲ
求
テ
、
国
成
就
シ
、
人
間

生
長
シ
テ
、
守
護
ノ
神
現
ジ
給
フ
。
キ
ン
マ
モ
ン
ト
称
ジ
上
ル
。
此

オ
ガ
ミ
バ
ヤ
シ

神
海
底
ヲ
宮
ト
ス
・
毎
月
出
テ
託
ア
リ
。
所
所
ノ
拝
林
二
遊
給
フ
。

ミ
ゲ
ン

オ
モ
リ

持
物
ハ
御
萱
ナ
リ
。
唄
ハ
御
唄
ナ
リ
。
竺
土
ノ
唄
ノ
如
シ
。
其
詞
多

カ
ヤ

ト
雛
、
今
少
分
ヲ
挙
。
（
歌
詞
は
省
略
）

と
記
し
、
竜
宮
か
ら
火
が
も
た
ら
さ
れ
て
成
就
し
た
国
土
の
守
護
神
と
し

て
、
キ
ン
マ
モ
ン
が
毎
月
海
中
の
宮
か
ら
拝
林
に
出
遊
し
て
託
宣
す
る
と

い
う
。
次
い
で
七
年
に
一
度
の
新
神
、
十
二
年
に
一
度
の
荒
神
祭
儀
に
つ

い
て
の
べ
た
後
、

キ
ン
マ
モ
ン
に
陰
陽
ノ
ー
神
ア
リ
。
天
ョ
リ
下
給
フ
。
荊
引
判
-
刺
洲

イ
ノ
キ
ン
マ
モ
ン
ト
称
ス
。
海
ョ
リ
上
給
フ
ヲ
、
訓
制
列
制
-
列
引
ノ

キ
ン
マ
モ
ン
ト
称
ス
。
都
テ
弁
財
天
ナ
リ
。

と
い
い
、
そ
の
神
託
の
霊
験
に
言
及
す
る
。
こ
の
部
分
に
関
し
て
は
、
琉

球
王
府
最
初
の
史
書
と
し
て
向
象
賢
（
羽
地
朝
秀
）
が
編
纂
し
た
『
中
山
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世
鑑
』
（
一
六
五
○
年
）
巻
一
冒
頭
の
「
琉
球
開
關
ノ
事
」
に
、

キ
ミ
マ
モ
ン
ト
申
ス
ニ
、
陰
陽
ノ
ー
神
ア
リ
。
ヲ
ボ
ッ
カ
グ
ラ
ノ
神

ト
申
ス
ハ
、
天
神
也
。
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
ノ
神
ト
申
ス
ハ
、
海
神
也
。

（

９

）

し

き

な

せ

い

め

い

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
天
神
と
海
神
が
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、
識
名
盛
命

ら
が
尚
貞
王
の
宣
旨
を
受
け
て
編
纂
し
た
古
辞
書
『
混
効
験
集
』
に
は

「
お
ほ
つ
か
く
ら
」
は
「
天
上
の
事
を
云
」
と
あ
り
、
「
に
る
や
と
よ
む
」

（旧）

に
つ
い
て
「
に
ら
ひ
か
な
い
ま
で
と
よ
む
と
也
」
と
あ
る
の
で
、
袋
中
が

混
同
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
中
山
世
鑑
』
で
は
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
か
ら

五
穀
も
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
に
、
琉
球
で
は
海
の
彼
方
の
楽
土
、

も
し
く
は
海
中
の
国
の
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
は
生
命
と
火
や
五
穀
の
根
源
で
あ

り
、
守
護
神
キ
ン
マ
モ
ン
が
来
訪
す
る
聖
地
と
し
て
認
識
さ
れ
、
竜
宮
と

も
習
合
し
て
い
る
。
袋
中
は
、

シ
ポ

又
国
土
ヲ
視
ル
ー
、
不
寒
不
熱
ニ
シ
テ
、
草
木
四
時
二
萎
マ
ズ
、
人

心
亦
柔
軟
ナ
リ
。
諺
二
竜
宮
世
界
卜
云
。
私
云
、
爾
（
琉
球
ノ
ー
字
、

キ
ウ

恐
ラ
ク
ハ
竜
宮
ノ
韻
也
。

と
も
述
べ
る
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
見
聞
も
記
し
て
琉
球
と
竜
宮
の
親
近
性

を説く。若
狭
町
二
、
若
狭
殿
卜
云
者
ノ
妻
、
走
り
失
ヌ
。
夫
ト
深
ク
悲
テ
、

諸
神
二
祈
コ
ト
数
十
年
。
爾
二
、
三
十
三
年
ニ
シ
テ
、
海
ョ
リ
返
ル
。

ウ
セ

ワ
カ
シ

失
シ
時
、
其
歳
二
十
也
。
今
来
テ
ニ
十
歳
ョ
リ
モ
若
・

彼
女
の
姿
を
見
た
世
間
の
人
も
夫
も
眼
を
疑
っ
た
が
、
三
十
三
年
ぶ
り
に

戻
っ
た
妻
は
、
二
三
日
の
間
、
野
原
で
遊
ん
で
い
た
だ
け
だ
と
い
う
。
そ

こ
で
夫
が
夫
婦
二
人
だ
け
で
交
わ
し
た
話
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
本
人
に
相

違
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
再
び
夫
婦
と
な
り
、
娘
も
二
人
生
ま
れ
て

子
孫
は
栄
え
、
六
代
目
の
子
孫
に
袋
中
も
会
っ
た
と
い
う
。

タ
ナ
ハ
ル

キ
モ

又
近
ゴ
ロ
、
棚
晴
二
、
陰
レ
タ
ル
女
ア
リ
。
村
の
肝
煎
り
棚
晴
船
頭

ガ
妻
ナ
リ
。
失
シ
コ
ト
七
年
ニ
シ
テ
来
ル
。
時
、
綾
羅
錦
繍
ヲ
身
ニ

モ

コ
ブ

纒
上
、
上
二
藻
ヲ
覆
・
時
人
、
其
衣
ヲ
取
テ
、
国
ノ
麻
衣
二
更
。
其

衣
忽
二
失
ヌ
。

姿
を
隠
し
て
か
ら
七
年
目
に
現
れ
た
棚
晴
船
頭
の
妻
は
、
豪
華
な
着
物
の

上
に
藻
が
付
着
し
て
い
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
や
は
り
海
中
の
世
界
か
ら

戻
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
話
を
聞
い
て
会
い
に
行
っ
た
袋
中
は
、
彼
女

ば
か
り

が
「
六
十
歳
計
」
で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
他
に
も
琉
球
文
献
に
は
竜
宮
訪
問
證
や
浦
島
伝
承
の
類
話
が
少
な

く
な
い
が
、
尚
敬
王
の
下
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
『
琉
球
国
由
来
記
』
全

（Ⅲ）

二
十
一
巻
（
一
七
一
五
年
）
や
、
唐
栄
（
久
米
邑
）
出
身
の
鄭
乗
哲
ら
に
よ
っ

（砲）

（旧）

て
編
纂
さ
れ
た
『
球
陽
』
の
外
巻
『
遺
老
説
伝
』
で
は
、
キ
ン
マ
モ
ン
は
「
君

、

、

、

、

真
物
」
、
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
は
「
竜
宮
（
儀
来
河
内
卜
呼
ブ
）
」
と
表
記
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
を
通
し
て
窺
え
る
の
は
、
『
梵
漢
対
映
集
』
二
巻

（
一
五
八
一
年
）
や
「
浄
土
血
脈
論
」
二
巻
（
一
五
八
三
年
）
を
は
じ
め

と
す
る
著
書
を
も
つ
浄
土
宗
の
学
僧
袋
中
や
、
一
四
世
紀
末
に
明
と
の
朝

貢
外
交
推
進
の
た
め
に
入
琉
し
た
閏
人
三
六
姓
を
祖
と
す
る
唐
栄
（
久
米

邑
）
出
身
の
鄭
乗
哲
な
ど
王
府
の
学
事
と
外
交
を
担
っ
た
人
々
が
、
琉
球

国
有
の
言
語
を
表
記
す
る
際
に
、
例
え
ば
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
や
キ
ン
マ
モ
ン

に
梵
字
を
用
い
た
の
は
、
そ
の
固
有
性
を
表
わ
す
た
め
で
あ
り
、
発
音
に

近
い
漢
字
を
充
て
た
り
し
た
の
は
、
ト
コ
ョ
を
常
世
と
表
記
し
た
の
と
同

じ
で
あ
っ
て
、
海
の
彼
方
の
楽
土
も
し
く
は
海
中
の
国
と
さ
れ
る
ギ
ラ
イ

カ
ナ
イ
を
竜
宮
に
見
立
て
た
の
も
、
常
世
国
と
蓬
莱
山
と
の
関
係
に
通
底

す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
『
琉
球
神
道
記
」
で
は
記
紀
神
話
に
み
え
る
ヒ

ル
コ
が
竜
宮
で
生
育
し
、
帰
国
に
際
し
て
も
竜
王
か
ら
引
出
物
を
与
え
ら
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「
ト
ゥ
ー
・
ト
ゥ
ッ
ク
」
と
い
う
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
民
族
の
〈
浦
島
〉
と
も

（脚）

い
う
べ
き
昔
話
は
、
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

下
級
役
人
の
ト
ゥ
ー
・
ト
ゥ
ッ
ク
は
大
寺
院
の
花
見
に
来
て
牡
丹
の
枝

を
折
っ
て
し
ま
っ
た
美
少
女
を
助
け
た
が
、
美
し
い
景
色
を
眺
め
て
は
詩

を
作
る
の
が
好
き
な
の
で
仕
事
を
辞
め
、
琴
を
携
え
て
周
囲
を
名
山
に
囲

ま
れ
海
に
も
近
い
ト
ゥ
ン
ス
ン
に
移
っ
た
。

あ
る
朝
、
港
の
方
に
五
色
の
雲
が
見
え
た
の
で
出
か
け
た
と
こ
ろ
、
海

に
張
り
出
し
た
高
い
山
の
麓
に
大
き
な
洞
窟
が
あ
っ
た
。
入
っ
て
行
く
と

中
は
暗
く
、
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
歩
い
た
。
光
が
見
え
て
外
に
出
た
が
別

れ
、
鰐
に
乗
っ
て
戻
る
と
市
神
と
し
て
祀
ら
れ
た
と
伝
え
る
が
、
こ
れ
は

記
紀
の
注
釈
書
の
中
か
ら
独
自
に
展
開
し
た
中
世
日
本
紀
や
「
古
今
和
歌

あ

ぐ

い

集
』
序
の
注
釈
書
、
あ
る
い
は
安
居
院
流
の
唱
導
を
ま
と
め
た
「
神
道
集
』

な
ど
中
世
の
神
仏
習
合
に
根
差
し
た
言
説
を
踏
ま
え
る
。
さ
ら
に
「
竜
宮

城
」
の
模
様
を
次
の
よ
う
に
描
写
す
る
。

高
広
八
万
里
ノ
水
精
ノ
塔
ア
リ
、
三
層
也
。
上
殿
ハ
過
去
七
仏
ノ
経

蔵
、
中
ハ
セ
仏
ノ
舎
利
。
下
ハ
金
珠
（
閻
浮
提
金
如
意
珠
）
ア
リ
。
文

殊
入
テ
教
化
シ
、
目
連
往
テ
金
ヲ
得
。
竜
樹
至
テ
経
蔵
ヲ
開
ク
。

こ
れ
は
『
竜
樹
菩
薩
伝
」
や
『
菩
薩
処
胎
経
』
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
仏

典
に
依
拠
し
た
記
述
と
思
わ
れ
る
。
浦
島
説
話
に
お
い
て
神
仙
謹
的
な
要

素
が
後
退
し
、
常
世
や
蓬
莱
に
代
わ
っ
て
仏
教
的
な
竜
宮
が
出
現
す
る
の

は
中
世
の
御
伽
草
子
「
浦
島
太
郎
」
以
後
の
こ
と
で
あ
り
、
琉
球
文
献
と

も
軌
を
一
に
す
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
さ
ら
に
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
浦

島
説
話
と
も
い
う
べ
き
昔
話
が
、
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

三
、
ヴ
エ
ト
ナ
ム
の
昔
話
と
洞
天
福
地

の
高
い
山
が
あ
り
、
空
は
青
く
、
光
が
輝
い
て
い
た
。
よ
う
や
く
頂
上
に

登
る
と
宮
殿
が
あ
っ
て
、
二
人
の
青
い
服
を
着
た
少
女
が
出
迎
え
て
く
れ

た
。
中
に
案
内
さ
れ
、
二
階
で
白
い
絹
を
着
て
七
宝
台
に
座
っ
た
女
性
に

会
っ
た
。
そ
の
女
性
は
ウ
ィ
夫
人
と
い
う
地
仙
で
、
こ
こ
は
飛
来
山
の

三
十
六
洞
窟
中
の
第
六
洞
な
の
だ
と
話
す
と
、
ザ
ン
・
フ
ン
と
い
う
少
女

を
呼
ん
だ
。
先
日
助
け
た
少
女
だ
っ
た
。

二
人
は
結
婚
し
一
年
が
過
ぎ
た
頃
、
ト
ゥ
ー
・
ト
ゥ
ッ
ク
が
し
ば
ら
く

故
郷
に
帰
っ
て
来
た
い
と
話
し
た
。
ザ
ン
・
フ
ン
は
泣
き
な
が
ら
世
間
の

時
間
は
と
て
も
短
い
の
で
、
帰
っ
て
も
昔
の
面
影
は
無
く
な
っ
て
い
る
の

に
驚
く
の
が
心
配
だ
と
い
い
、
ウ
ィ
夫
人
に
相
談
し
た
。
夫
人
は
ト
ゥ
ー
・

ト
ゥ
ッ
ク
が
下
界
と
の
縁
を
切
れ
な
い
で
い
る
こ
と
を
知
る
と
仙
車
を
用

意
さ
せ
、
ザ
ン
・
フ
ン
も
手
紙
を
書
い
て
渡
す
と
、
家
に
着
い
て
か
ら
読

む
よ
う
に
と
話
し
た
。

ト
ゥ
ー
・
ト
ゥ
ッ
ク
は
瞬
く
間
に
家
に
着
い
た
が
、
辺
り
は
全
く
変

わ
っ
て
お
り
、
昔
の
ま
ま
な
の
は
山
だ
け
だ
っ
た
。
村
の
老
人
に
尋
ね
る

と
、
四
代
前
の
祖
父
が
同
じ
名
前
だ
っ
た
が
、
二
百
年
程
前
に
山
で
迷
っ

た
そ
う
だ
と
い
う
。
寂
し
く
な
り
車
に
乗
っ
て
仙
界
に
戻
ろ
う
と
し
た
が
、

仙
車
は
ウ
グ
イ
ス
と
化
し
て
飛
び
去
っ
て
い
た
。
彼
女
の
手
紙
を
読
む
と
、

別
れ
の
言
葉
が
書
い
て
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
人
々
は
彼
が
小
さ
な
帽
子
を

被
っ
て
黄
山
に
入
っ
た
ま
ま
帰
ら
な
か
っ
た
と
語
り
伝
え
た
と
い
う
。

こ
の
話
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
短
編
小
説
「
徐
式
倦
婚
録
」
が
玩
喚
（
グ

（旧）

エ
ン
・
ズ
ー
）
の
『
伝
奇
漫
録
」
に
あ
る
。
十
六
世
紀
前
期
頃
に
書
か
れ

た
こ
の
作
品
集
は
、
明
の
窪
佑
「
剪
灯
新
話
』
（
一
三
七
八
年
、
自
序
）

（脂）

や
李
昌
旗
「
剪
灯
夜
話
』
（
一
四
二
○
年
、
自
序
）
な
ど
の
影
響
を
受
け

な
が
ら
、
実
在
の
人
物
や
具
体
的
な
時
代
背
景
を
盛
り
込
ん
で
構
成
し
た
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レ

ニ
十
篇
か
ら
な
り
、
黎
朝
の
官
僚
体
制
へ
の
批
判
も
含
む
。
「
徐
式
倦
婚

録
」
は
『
剪
灯
新
話
』
巻
一
の
「
水
宮
慶
会
録
」
「
三
山
福
地
志
」
、
巻
三

の
「
申
陽
洞
記
」
や
、
『
剪
灯
余
話
』
巻
四
の
「
洞
天
花
燭
記
」
な
ど
と

同
じ
く
仙
境
訪
問
讃
だ
が
、
内
容
や
構
成
に
共
通
す
る
部
分
は
少
な
い
。

昔
話
「
ト
ゥ
ー
・
ト
ゥ
ッ
ク
」
と
の
前
後
関
係
は
不
詳
だ
が
、
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
の
在
地
の
古
伝
承
を
神
仙
證
と
し
て
潤
色
し
、
漢
文
で
述
作
し
た
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（Ｆ）

こ
の
話
の
背
景
に
は
中
国
道
教
の
洞
天
福
地
説
が
投
影
し
て
い
る
。
名

山
の
奥
深
く
に
神
仙
が
棲
む
と
信
じ
ら
れ
た
洞
天
と
、
天
災
や
人
災
が
及

ば
な
い
別
天
地
と
し
て
の
福
地
と
は
本
来
異
な
る
概
念
だ
っ
た
が
、
唐
代

に
は
道
教
的
聖
地
と
し
て
統
合
さ
れ
た
。
洞
天
の
祖
型
は
山
中
の
洞
窟
だ

が
、
四
世
紀
末
頃
に
は
洞
窟
内
の
別
天
地
と
し
て
の
洞
天
へ
と
展
開
し
、

（旧）

斉
・
梁
時
代
の
道
士
陶
弘
景
の
「
真
詰
』
稽
神
枢
篇
に
「
大
天
の
内
、

地
中
の
洞
天
三
十
六
所
有
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
全
容
が
現
れ
る
。

（旧）

北
宋
の
張
君
房
撰
「
雲
笈
七
談
』
巻
二
七
に
引
く
唐
の
司
馬
承
禎
の
「
天

地
宮
府
図
」
は
現
在
で
は
図
を
欠
く
が
、
十
大
洞
天
と
三
十
六
小
洞
天
と

七
十
二
福
地
に
区
分
し
、
「
三
十
六
小
洞
天
」
に
つ
い
て
は
「
諸
名
山
の

中
に
在
り
、
ま
た
上
仙
の
統
治
す
る
と
こ
ろ
な
り
」
と
す
る
。
道
教
に
お

い
て
洞
窟
が
特
別
視
さ
れ
る
の
は
、
果
て
し
な
く
拡
が
る
闇
の
空
洞
が
道

家
・
道
教
の
空
無
の
哲
学
を
具
体
的
に
体
現
す
る
と
と
も
に
、
俗
界
と
隔

絶
さ
れ
、
原
初
の
霊
気
が
充
満
す
る
聖
な
る
場
所
が
、
と
く
に
初
期
道
教

（釦）

の
道
士
た
ち
の
修
行
の
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

昔
話
の
中
で
ト
ゥ
ー
・
ト
ゥ
ッ
ク
が
入
っ
て
行
っ
た
洞
窟
は
ト
ゥ
ン
ス

ン
附
近
に
あ
っ
た
と
い
う
が
、
こ
こ
は
現
在
の
タ
イ
ン
ホ
ァ
（
清
化
）
省

に
あ
た
り
、
ハ
ノ
イ
南
方
の
海
岸
部
に
位
置
す
る
。
石
灰
岩
質
の
丘
陵
が

広
が
り
、
洞
窟
が
各
所
に
み
ら
れ
る
地
域
で
あ
る
。
地
仙
の
ウ
ィ
夫
人
は

飛
来
山
三
十
六
洞
窟
中
の
第
六
洞
な
の
だ
と
言
っ
た
が
、
「
徐
式
倦
婚
録
」

で
は
「
浮
莱
山
」
と
記
す
。
司
馬
承
禎
の
「
天
地
宮
府
図
」
で
は
第
六
洞

は
中
岳
嵩
山
洞
で
「
周
り
を
廻
る
こ
と
三
千
里
、
名
づ
け
て
司
馬
洞
天
と

日
う
。
東
都
の
登
封
県
に
在
り
、
仙
人
郁
雲
山
が
之
を
治
む
」
と
し
て
お

り
、
ト
ゥ
ン
ス
ン
地
方
で
語
り
継
が
れ
た
伝
承
を
成
書
化
す
る
に
あ
た
っ

て
、
道
教
的
な
潤
色
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
で
は
九
三
八
年
以
前
の
、
北
部
と
中
部
北
境
が
中
国
領

土
に
属
し
た
北
属
期
に
、
唐
王
朝
の
崇
道
政
策
に
よ
っ
て
二
十
一
の
道
観

が
建
て
ら
れ
た
ほ
か
、
道
教
的
な
民
間
信
仰
も
浸
透
し
て
い
た
が
、
い
わ

ゆ
る
唐
宋
変
革
期
以
後
は
南
宋
の
道
士
の
渡
来
な
ど
に
よ
り
、
一
二
・
三

（副）

世
紀
に
か
け
て
宋
代
道
教
の
展
開
が
み
ら
れ
た
。
こ
の
話
は
こ
う
し
た

動
向
を
反
映
す
る
が
、
中
国
道
教
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
だ
の
で
は
な

く
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
基
層
信
仰
に
融
合
し
た
伝
承
で
あ
る
こ
と
が
看
取
さ

れ
る
。
李
朝
（
一
○
一
○
～
三
三
五
）
に
は
中
国
に
対
抗
し
て
独
立
を

維
持
す
る
た
め
に
自
国
を
中
国
化
す
る
と
い
う
矛
盾
に
ぶ
つ
か
り
、
中
国

化
と
独
立
を
両
立
さ
せ
る
論
理
が
追
求
さ
れ
た
が
、
陳
朝
（
三
三
五

～
一
四
○
○
）
で
は
、
中
国
に
倣
っ
て
漢
文
の
正
史
や
漢
詩
文
を
盛
ん
に

作
る
一
方
で
、
漢
字
の
字
形
に
基
づ
き
な
が
ら
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
語
表
記
に

適
合
さ
せ
た
字
哺
（
チ
ュ
ノ
ム
）
文
字
を
新
た
に
創
っ
た
。
さ
ら
に
黎
朝

（
一
四
二
八
～
一
七
八
九
）
で
は
第
四
代
聖
宗
が
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
三
十
六
洞

（

望

）

（

認

）

を
定
め
た
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
独
自
の
文
化
を
追
求
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

漢
字
を
媒
介
に
し
て
中
国
文
化
を
受
容
し
た
周
辺
の
諸
地
域
で
は
、
さ
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ま
ざ
ま
な
形
で
こ
う
し
た
文
化
変
容
を
重
ね
た
。
ア
ジ
ア
各
地
に
見
ら
れ

る
〈
浦
島
〉
伝
承
は
典
型
的
な
素
材
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
伝
播
に
関
し

ては南方の海洋民族の漂流讃が北上したとみる説もあった棚、

中
国
に
お
け
る
竜
宮
讃
の
展
開
か
ら
は
、
さ
ら
に
多
様
な
様
相
が
窺
え

（篭）る
。
仏
典
に
は
竜
宮
や
竜
王
、
竜
女
を
め
ぐ
る
挿
話
が
随
所
に
み
ら
れ
る

が
、
中
国
で
竜
宮
訪
問
謹
が
生
ま
れ
る
の
は
唐
代
中
期
の
こ
と
で
、
蒔
螢

（

お

）

（

訂

）

の
「
竜
女
伝
」
や
、
李
朝
威
の
『
柳
毅
伝
』
な
ど
が
知
ら
れ
、
と
も
に
洞

庭
湖
を
舞
台
と
す
る
。
こ
れ
に
先
行
す
る
の
は
仙
洞
讃
で
、
六
朝
時
代
に

は
、
羊
を
追
う
う
ち
に
山
中
の
洞
窟
に
入
り
、
仙
女
に
歓
待
さ
れ
た
と
い

（

記

）

（

調

）

う
哀
相
と
根
碩
の
話
が
『
捜
神
後
記
』
に
あ
り
、
劉
義
慶
『
幽
明
録
』
の

薬
草
を
採
り
に
出
か
け
た
山
中
で
仙
郷
に
迷
い
込
ん
で
悦
楽
の
日
々
を
過

ご
し
た
劉
晨
と
玩
肇
の
話
と
、
渓
川
に
魚
を
捕
り
に
出
か
け
た
男
が
山
中

の
小
洞
窟
に
入
っ
て
行
き
、
桃
源
郷
に
至
っ
た
と
い
う
陶
潜
（
淵
明
）
の

（釦）

「
桃
花
源
記
」
は
、
唐
の
李
翰
の
『
蒙
求
」
に
も
「
武
陵
桃
源
劉
玩
天
台
」

（訓）

と
記
載
さ
れ
て
よ
く
知
ら
れ
る
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
の
事
例
も
こ
れ
ら
の
系
譜

に
連
な
る
も
の
で
あ
る
。

（鉋）

奈
良
時
代
以
降
、
日
本
で
広
く
読
ま
れ
た
張
文
成
の
『
遊
仙
窟
」
は
、

こ
う
し
た
仙
洞
訪
問
護
を
発
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
中
国
の
竜

宮
讃
は
、
唐
代
に
な
っ
て
六
朝
の
山
中
仙
洞
謹
を
、
水
中
に
転
変
す
る
と

（鍋）

こ
ろ
に
出
現
し
た
と
み
ら
れ
て
い
る
。
日
本
古
代
の
人
々
が
幻
想
し
た
ト

コ
ョ
も
、
当
初
か
ら
琉
球
の
ギ
ラ
イ
カ
ナ
イ
の
よ
う
に
海
の
彼
方
の
世
界

と
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
遙
か
彼
方
の
常
住
不
変
の
世
を
意

味
し
た
が
、
唐
代
の
仙
境
訪
問
讃
の
変
容
と
軌
を
一
に
す
る
形
で
、
「
海

中
な
る
博
大
之
嶋
」
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
竜
宮
へ
と
変

化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
浅
見
徹
『
玉
手
箱
と
打
出
の
小
槌
」

（
一
九
八
三
年
、
中
公
新
書
。
改
稿
版
は
二
○
○
六
年
、
和
泉
書
院
）

参照。

（
２
）
林
晃
平
『
浦
島
伝
説
の
研
究
』
（
二
○
○
一
年
、
お
う
ふ
う
）
に

詳
細
な
研
究
史
の
整
理
が
あ
る
。

（
３
）
多
田
一
臣
「
水
江
浦
島
子
を
詠
め
る
歌
」
（
『
伝
承
の
万
葉
集
」

一
九
九
九
年
、
笠
間
書
院
）
、
錦
織
浩
文
「
水
江
の
浦
島
子
を
詠
む
歌
」

（
「
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
ロ
聖
第
七
巻
、
二
○
○
一
年
、
和
泉

書
院
）
な
ど
。

（
４
）
奥
村
恒
哉
「
常
世
」
（
池
田
亀
鑑
編
『
源
氏
物
語
事
典
三
九
六
○
年
、

東
京
堂
出
版
）
、
拙
稿
「
〈
浦
島
の
子
が
心
地
な
ん
〉
考
ｌ
『
源
氏
物

語
』
に
お
け
る
虚
構
の
真
実
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
日
本
文
学
」
五
七

巻
五
号
、
二
○
○
八
年
、
日
本
文
学
協
会
）
。

（
５
）
三
浦
佑
之
『
浦
島
太
郎
の
文
学
史
」
（
一
九
八
九
年
、
五
柳
書
院
）
。

（
６
）
浅
見
徹
「
書
評
・
三
浦
佑
之
氏
著
『
浦
島
太
郎
の
文
学
史
」
（
「
風

土
記
研
究
」
九
号
、
一
九
九
○
年
、
風
土
記
研
究
会
）
。

（
７
）
以
下
の
記
述
は
拙
稿
「
ニ
ラ
イ
・
カ
ナ
イ
と
龍
宮
」
（
「
東
方
宗
教
」

二
四
号
、
二
○
○
九
年
、
日
本
道
教
学
会
）
と
一
部
重
複
す
る
。

（
８
）
引
用
は
横
山
重
編
『
琉
球
神
道
記
弁
蓮
社
袋
中
集
」
（
一
九
三
六

年
、
大
岡
山
書
店
、
一
九
七
○
年
、
角
川
書
店
復
刊
）
に
よ
る
。

（
９
）
伊
波
普
猷
・
東
恩
納
寛
惇
・
横
山
重
編
『
琉
球
史
料
叢
書
」
第
五

巻
（
一
九
三
二
年
、
名
取
書
店
、
一
九
七
二
年
、
東
京
美
術
復
刊
）
。

（
Ⅲ
）
外
間
守
善
『
お
も
る
語
辞
書
』
（
一
九
七
二
年
、
角
川
書
店
）
、
池

宮
正
治
『
琉
球
古
語
辞
典
混
効
験
集
の
研
究
』
（
一
九
九
五
年
、
第

一書房）。

（
Ⅱ
）
「
琉
球
史
料
叢
書
」
第
一
巻
、
第
二
巻
（
前
掲
注
（
９
）
）
、
外
間
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守
善
・
波
照
間
永
吉
編
『
定
本
琉
球
国
由
来
記
」
（
一
九
九
七
年
、

角川書店）。

（
吃
）
『
球
陽
」
は
一
七
四
五
年
に
正
巻
一
四
巻
ま
で
が
編
纂
さ
れ
た
後

も
王
府
の
系
図
座
に
よ
っ
て
琉
球
処
分
直
前
の
一
八
七
六
年
ま
で
書

き
継
が
れ
、
正
巻
二
二
巻
、
附
巻
四
巻
か
ら
な
る
。
球
陽
研
究
会
編

『球陽」（一九七四年、角川書店）。

（
Ｂ
）
島
袋
盛
敏
訳
「
蕊
遣
老
説
伝
』
（
一
九
三
五
年
、
学
芸
社
）
、
嘉
手

納
宗
徳
編
訳
『
琉
球
外
巻
遺
老
説
伝
」
（
一
九
七
六
年
、
角
川
書
店
）
。

（
Ｍ
）
グ
ェ
ン
・
カ
オ
・
ダ
ム
、
チ
ャ
ン
・
ベ
ト
・
フ
ォ
ン
、
稲
田
浩
二
、

谷
本
尚
史
編
訳
『
原
語
訳
ベ
ト
ナ
ム
の
昔
話
』
（
一
九
八
○
年
、
同

朋
舎
）
。
同
書
に
は
『
ベ
ト
ナ
ム
民
間
の
古
い
話
」
第
一
巻
（
文
学

院
民
間
文
学
班
編
、
一
九
六
三
年
、
文
化
出
版
局
）
や
『
ベ
ト
ナ
ム

昔
話
の
宝
庫
」
全
四
巻
（
一
九
七
二
～
七
五
年
、
社
会
科
学
出
版
）

な
ど
の
ベ
ト
ナ
ム
語
文
献
か
ら
訳
出
し
た
昔
話
が
収
め
ら
れ
て
い

る
。
『
ト
ゥ
ー
・
ト
ゥ
ッ
ク
」
に
は
諸
種
の
絵
本
も
あ
る
。

（
旧
）
『
越
南
漢
文
小
説
叢
刊
』
第
一
冊
（
一
九
八
七
年
、
台
湾
学
生
書
局
）

所
収
。
東
洋
文
庫
に
一
七
一
二
年
の
古
版
本
、
ハ
ノ
イ
漢
哺
研
究
院

に
一
七
六
三
年
の
注
釈
書
『
新
編
伝
奇
漫
録
増
補
解
音
集
註
」
が
あ

る
。
川
本
邦
衛
『
伝
奇
漫
録
刊
本
孜
」
（
一
九
九
八
年
、
慶
應
義
塾

大
学
言
語
文
化
研
究
所
）
参
照
。

（
略
）
『
剪
灯
新
話
」
と
『
剪
灯
余
話
」
の
訳
注
は
『
中
国
古
典
文
学
大
系
』

三
九
巻
（
飯
塚
朗
訳
注
、
一
九
六
九
年
、
平
凡
社
）
に
あ
り
、
朝
鮮

や
日
本
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
張
龍
妹
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
『
剪

灯
新
話
」
の
受
容
」
（
「
ア
ジ
ア
遊
学
」
二
四
号
、
二
○
○
八
年
、

勉
誠
出
版
）
、
早
川
智
美
『
金
驚
新
話
訳
注
と
研
究
」
（
二
○
○
九

年
、
和
泉
書
院
）
参
照
。

（
Ⅳ
）
以
下
の
記
述
は
三
浦
國
雄
「
洞
天
福
地
小
論
」
、
「
洞
庭
湖
と
洞
庭

山
ｌ
中
国
人
の
洞
窟
観
念
」
（
と
も
に
『
中
国
人
の
ト
ポ
ス
洞
窟
・

風
水
・
壺
中
天
』
一
九
八
八
年
、
平
凡
社
）
に
拠
る
。
ま
た
奈
良
行

博
『
道
教
聖
地
中
国
大
陸
踏
査
記
録
」
（
一
九
九
八
年
、
平
河
出
版
社
）

も参照。

（
肥
）
芽
山
を
中
心
と
す
る
上
清
派
の
教
理
書
で
、
現
存
本
は
二
○
巻
。

『
道
蔵
』
太
玄
部
六
三
七
～
六
四
○
冊
所
収
。

（
四
）
『
道
蔵
』
太
玄
部
六
七
七
～
七
○
二
冊
所
収
。

（
別
）
三
浦
國
雄
、
前
掲
注
（
Ⅳ
）
。

（
別
）
大
西
和
彦
「
ベ
ト
ナ
ム
の
道
教
・
道
士
と
唐
宋
道
教
」
（
〈
講
座
道

教
〉
第
六
巻
『
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
道
教
』
二
○
○
一
年
、
雄
山
閣
出
版
）
。

（
躯
）
川
本
邦
衛
『
ベ
ト
ナ
ム
の
詩
と
歴
史
』
（
一
九
六
七
年
、
文
芸
春

秋
社
）
に
聖
宗
が
第
一
洞
を
詠
ん
だ
七
言
律
詩
「
壺
公
洞
に
題
す
」

の紹介がある。

（
鴎
）
古
田
元
夫
『
ベ
ト
ナ
ム
の
世
界
史
』
（
一
九
九
五
年
、
東
京
大

学
出
版
会
）
、
桃
木
至
朗
『
歴
史
世
界
と
し
て
の
東
南
ア
ジ
ア
』

（
一
九
九
六
年
、
山
川
出
版
社
）
、
李
成
市
『
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
の
形

成
」
（
二
○
○
○
年
、
山
川
出
版
社
）
な
ど
。

（
別
）
川
村
悦
磨
『
万
葉
集
伝
説
歌
考
』
（
一
九
二
七
年
、
甲
子
屋
書
房
）
。

（
妬
）
以
下
の
記
述
は
近
藤
春
雄
「
竜
宮
謹
の
世
界
」
（
『
唐
代
小
説
の
研

究
』
一
九
七
八
年
、
笠
間
書
院
）
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（
恥
）
『
太
平
広
記
」
巻
四
一
八
の
ほ
か
、
『
古
今
説
海
」
『
五
朝
小
説
』
『
竜

威
秘
書
』
な
ど
に
所
収
。

（
〃
）
『
太
平
広
記
」
巻
四
一
九
の
ほ
か
、
『
説
郛
」
『
五
朝
小
説
』
『
竜
威

秘
書
」
『
唐
代
叢
書
』
そ
の
他
に
所
収
。

（
肥
）
作
者
は
晋
の
陶
淵
明
に
仮
託
。
『
津
逮
秘
書
』
『
学
津
討
原
』
『
漢

魏
叢
書
』
他
に
所
収
。

（
羽
）
供
文
は
『
説
郛
』
『
琳
玻
秘
室
叢
書
」
等
の
ほ
か
、
魯
迅
の
『
古
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小
説
鉤
沈
』
な
ど
に
所
収
。
前
野
直
彬
他
訳
『
幽
明
録
遊
仙
窟
他
』

（
一
九
六
五
年
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
）
が
あ
る
。

（
釦
）
『
捜
神
後
記
』
『
陶
淵
明
全
集
」
巻
五
の
他
、
『
異
苑
』
「
述
異
記
」

に
類
話
を
収
め
る
。

（
証
）
宋
の
徐
子
光
の
注
で
は
「
桃
花
源
記
」
と
、
梁
の
呉
均
の
『
続
斉

譜
記
』
所
引
の
本
文
を
引
く
。

（
躯
）
今
村
与
志
雄
「
遊
仙
窟
」
（
一
九
八
○
年
、
岩
波
文
庫
）
に
研
究

史
の
整
理
と
醍
醐
寺
所
蔵
古
抄
本
の
影
印
が
あ
る
。

（
羽
）
近
藤
春
雄
、
前
掲
注
（
妬
）
。

〔
附
記
〕
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
で
は
、
最
後
に
補
陀
落
渡
海
と
観
音
信

仰
の
問
題
に
言
及
し
た
が
、
こ
の
部
分
は
別
稿
「
我
、
現
身
に
し
て

補
陀
落
山
へ
帰
参
せ
ん
ｌ
〈
補
陀
落
渡
海
〉
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ズ

ム
ー
」
（
金
永
晃
編
覆
教
の
生
死
観
と
基
層
信
仰
』
二
○
○
八
年
、

勉
誠
出
版
）
に
譲
り
、
成
稿
に
あ
た
っ
て
、
第
三
節
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム

の
昔
話
と
洞
天
福
地
を
新
た
に
加
筆
し
た
。
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
文
献
に
関

し
て
は
、
ハ
ノ
イ
国
家
大
学
の
フ
ァ
ム
・
レ
・
ブ
イ
さ
ん
、
グ
エ
ン
・

ズ
オ
ン
・
ド
ー
・
ク
エ
ン
さ
ん
と
、
漢
哺
研
究
院
の
グ
エ
ン
・
テ
ィ
・

オ
ワ
イ
ン
さ
ん
、
ハ
ノ
イ
宗
教
研
究
院
の
大
西
和
彦
さ
ん
の
お
世
話

になった。

『新編伝奇漫録増補解音集註』(1763年刊．ハノイ．漢哺研究院所蔵）
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