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で
詳
し
く
の
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
わ
ず
か
数
行
の
中

に
は
「
淼
々
」
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
作
品
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持

つ
「
日
想
観
往
生
」
と
「
普
陀
落
渡
海
」、「
あ
は
れ
」
と
い
う
語
句
も
記

さ
れ
て
い
る
。「
淼
々
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
作
品
の
テ
ー
マ
で
あ
る
父
親
の
死
に
深
く
関
わ
る
「
日
想
観
往
生
」
と

「
普
陀
落
渡
海
」、
こ
の
後
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
る
「
あ
は
れ
」
と
い
う
言

葉
に
つ
い
て
も
考
察
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
注
２
）。
そ
こ
で
今
回
私

は
、『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
の
一
節
を
通
し
て
、
こ
の
作
品
を

考
え
て
い
き
た
い
。

一
　『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』

　
『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
の
一
節
は
、
物
語
の
ち
ょ
う
ど
中
ほ

ど
に
登
場
す
る
が
、
最
初
に
そ
の
あ
ら
す
じ
を
説
明
し
て
お
く
。
主
人
公

は
じ
め
に

　
「
引
用
」
が
大
江
作
品
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
二
〇
〇
九
年
に
発
表
さ
れ
た
『
水
死
』
で
も

同
様
で
あ
る
（
注
１
）。
こ
の
作
品
で
は
主
な
も
の
と
し
て
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
と

し
て
置
か
れ
た
エ
リ
オ
ッ
ト
の
詩
『
荒
地
』
の
「
Ⅳ
水
死
」、
折
口
信
夫

の
『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』、
作
中
劇
と
し
て
扱
わ
れ
た
夏
目
漱

石
の
『
こ
こ
ろ
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、『
荒
地
』
の
「
Ⅳ
水
死
」
は
、

作
者
を
思
わ
せ
る
語
り
手
に
よ
る
解
釈
、
あ
る
い
は
説
明
に
よ
り
そ
の
内

容
を
明
ら
か
に
し
、『
こ
こ
ろ
』
に
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
論
議
を
通
し

て
新
た
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
の
中
で
、
折
口
信
夫
の
『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
は
、
こ
の

作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る
「
淼
び
ょ
う
び
ょ
う々」
と
い
う
言
葉
の
掲
載
さ
れ
た
物

語
と
し
て
数
行
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
作
品
の
中

大
江
健
三
郎
『
水
死
』
を
め
ぐ
っ
て

　
　

―
― 

折
口
信
夫
『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
の
一
節
を
通
し
て 

―
―

藤　

田　

雅　

子
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こ
の
大
黄
一
郎
は
、『
水
死
』
以
前
に
書
か
れ
た
長
江
古
義
人
を
主
人

公
と
す
る
三
部
作
の
第
一
作
『
取
り
替
え
子
』（
二
〇
〇
〇
年
）
の
主
要

人
物
で
あ
る
。
か
れ
は
、
父
親
の
残
し
た
錬
成
道
場
を
継
い
だ
人
物
と
し

て
高
校
生
の
古
義
人
の
前
に
登
場
す
る
が
、
そ
の
後
死
亡
し
た
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
作
品
で
は
、
古
義
人
に
父
親
の
記
憶
を
語
る

人
物
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
、死
亡
は
「
生
前
葬
」
で
あ
っ
た
と
し
て
、

年
齢
も
前
後
さ
せ
て
再
登
場
す
る
。
そ
の
再
会
の
場
で
か
れ
は
『
山
越
し

の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
の
一
節
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
が
、
そ
れ

が
次
の
場
面
で
あ
る
。

　

―
―
古
義
人
さ
ん
は
、
長
江
先
生
が
老
年
ま
で
生
き
ら
れ
た
ら
ば

と
思
わ
せ
る
老
人
に
な
ら
れ
ま
し
た
な
、―
略
―
あ
な
た
の
こ
と
を
、

面
白
い
や
つ
と
楽
し
み
に
し
て
お
ら
れ
た
が
、
先
生
の
期
待
通
り
に

生
き
ら
れ
た
の
や
な
い
で
す
か
？

　

―
―
面
白
い
や
つ
と
い
う
よ
り
、
滑
稽
な
や
つ
と
い
っ
た
、
と
…
…

　

―
―
面
白
い
や
つ
で
す
よ
。
面
白
い
、と
滑
稽
な
と
は
違
い
ま
す
。

長
江
先
生
の
漢
和
辞
典
か
ら
不
思
議
な
字
を
探
し
て
…
…
漢
字
の
昆

虫
採
集
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
ら
れ
た
で
し
ょ
う
？
あ
る
言
葉
の

こ
と
を
長
江
先
生
が
楽
し
ん
で
話
さ
れ
る
と
、
古
義
人
さ
ん
が
そ
の

漢
字
は
辞
書
で
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
と
、
言
い
出
さ
れ
た
。
細
ご
ま
し

た
字
や
か
ら
見
間
違
い
を
し
て
お
ら
れ
る
の
や
な
い
か
、
と
…
…
そ

長
江
古
義
人
は
、
戦
争
末
期
に
、
大
水
で
増
水
し
た
川
で
水
死
し
た
父
親

を
題
材
に
小
説
を
書
こ
う
と
、
四
国
の
森
の
中
の
村
へ
帰
っ
て
来
る
が
、

そ
の
た
め
の
資
料
は
亡
く
な
っ
た
母
親
の
手
で
既
に
処
分
さ
れ
て
い
た
。

父
親
の
死
の
真
相
は
家
庭
内
で
も
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
か
れ

は
か
つ
て
そ
れ
を
小
説
に
書
き
、
母
親
と
義
絶
状
態
に
な
っ
た
こ
と
も

あ
っ
た
。
母
親
は
残
し
た
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
中
で
、
父
親
は
戦
時
中
、

村
へ
や
っ
て
来
た
将
校
た
ち
と
の
つ
き
合
い
の
中
で
蹶
起
を
企
て
る
が
、

事
の
重
大
さ
に
怖
じ
気
づ
き
、
川
を
下
っ
て
逃
げ
出
そ
う
と
し
て
水
死
し

た
、
と
語
っ
て
い
た
。
父
親
の
名
誉
挽
回
の
た
め
の
小
説
を
考
え
て
い
た

か
れ
は
そ
れ
を
諦
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
こ
へ
父
親
の
弟
子
で
あ
っ
た
大

黄
一
郎
が
現
れ
、
古
義
人
は
か
れ
と
共
に
、
そ
の
死
の
真
実
を
探
る
こ
と

に
な
る
。

　

か
れ
は
古
義
人
と
話
し
合
う
う
ち
に
、
父
親
は
逃
げ
出
し
た
の
で
は
な

く
、
そ
の
死
は
み
ず
か
ら
選
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
る
。
父
親

は
、
青
年
将
校
ら
と
帝
都
中
心
に
自
爆
特
攻
を
考
え
て
い
た
が
、
そ
の
た

め
の
飛
行
場
を
森
の
中
心
に
作
る
と
い
う
話
が
出
た
と
き
に
、
森
の
大
切

な
場
所
に
他
所
者
を
入
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
反
対
し
、
か
れ
ら
と

決
裂
す
る
。
だ
が
、
そ
の
戦
略
を
立
案
し
た
人
物
と
し
て
、
単
独
の
蹶
起

を
実
行
し
て
、
筋
は
通
そ
う
と
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
前
も
っ
て
の
殉
死

で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
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ふ
う
に
話
し
た
（
と
壮
年
に
な
っ
て
い
た
私
は
想
像
し
た
）。

　

―
―
森
々
た
る
海
波
が
面
白
い
。
こ
の
土
地
で
は
、
死
ん
だ
魂
は

空
に
昇
っ
て
森
に
戻
る
と
い
う
ね
？
空
の
高
み
か
ら
森
の
深
み
へ
降

り
る
者
ら
に
、森
の
木
の
葉
は
海
の
波
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
、

森
々
た
る
海
波
だ
。

　

私
ら
の
谷
間
の
人
間
が
死
ぬ
と
、
そ
こ
を
囲
む
森
の
高
み
に
向
か

う
。
そ
の
信
仰
を
守
っ
て
来
た
の
は
、
他
所
者
の
父
親
で
な
く
、
祖

母
と
と
も
に
お
社
を
世
話
し
て
き
た
母
親
だ
。
無
口
な
父
親
の
、
め

ず
ら
し
い
発
言
は
母
親
に
喜
び
だ
っ
た
ろ
う
…
…

　

と
こ
ろ
が
漢
和
辞
書
の
音
訓
索
引
の
愛
読
者
で
あ
る
私
は
淼
と
い

う
字
を
見
つ
け
て
い
た
。
脇
か
ら
聞
き
耳
を
立
て
て
い
て
、
介
入
し

た
。

　

―
―
淼
は
、
水
が
三
つ
書
い
て
あ
る
字
で
、
木
が
三
つ
の
森
と
は

違
う
。
淼
び
ょ
う
び
ょ
う々と

い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
大
水
と
か
、
水
が
一
面
に
ひ

ろ
が
っ
て
お
る
と
か
を
…
…

　

父
親
は
脇
に
置
い
て
い
る
銀
縁
の
老
眼
鏡
を
掛
け
、
日
頃
の
父
親

と
は
別
人
に
見
え
る
顔
で
奥
の
小
部
屋
に
入
っ
て
行
っ
た
…
…
そ
の

後
、
母
親
に
、
大
黄
さ
ん
の
伝
え
聞
く
こ
と
に
な
る
感
想
を
の
べ
た

わ
け
だ
。
そ
し
て
、
い
ま
私
の
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
広
い
海
で
な
く

大
水
の
川
底
で
波
に
転
が
さ
れ
、
す
ぐ
に
も
渦
巻
に
ま
き
込
ま
れ
よ

れ
で
先
生
が
虫
眼
鏡
で
見
ら
れ
た
ら
ば
、
古
義
人
さ
ん
の
い
う
通
り

や
っ
た
！

　

実
際
、
そ
れ
は
私
に
誇
ら
し
い
記
憶
な
の
だ
。
父
親
は
ま
だ
五
十

歳
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
山
村
の
し
か
も
戦
時
で
栄
養
状
態
は
悪

か
っ
た
か
ら
、
老
眼
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
活
字
を
見
ま
ち
が

え
た
の
だ
。
漢
和
辞
典
の
音
訓
索
引
で
奇
態
な
漢
字
を
見
つ
け
る
こ

と
に
熱
中
し
て
い
た
私
が
、
そ
の
誤
り
を
言
い
あ
て
た
。
私
は
ず
っ

と
覚
え
て
い
て
、
後
に
父
親
が
読
み
違
え
た
は
ず
の
テ
キ
ス
ト
を
見

つ
け
た
時
に
は
年
甲
斐
も
な
く
興
奮
し
た
。

　

折
口
信
夫
が
『
死
者
の
書
』
を
み
ず
か
ら
読
み
と
く
解
説
、「
山

越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
」
が
そ
れ
だ
っ
た
。《
…
…
四
天
王
寺
に

は
、
古
く
は
、
日
想
観
往
生
と
謂
は
れ
る
風
習
が
あ
つ
て
、
多
く
の

篤
信
者
の
魂
が
、
西
方
の
波
に
あ
く
が
れ
て
海
深
く
沈
ん
で
行
つ
た

の
で
あ
つ
た
。
熊
野
で
は
、
こ
れ
と
同
じ
事
を
、
普
陀
落
渡
海
と
言

う
た
。
観
音
の
浄
土
に
往
生
す
る
意
味
で
あ
つ
て
、
淼
び
ょ
う
び
ょ
う々た

る
海
波

を
漕
ぎ
ゝ
つ
て
到
り
著
く
、
と
信
じ
て
い
た
の
が
あ
は
れ
で
あ
る
。》

　

父
親
は
、
こ
の
一
節
を
淼
々
た
る

0

0

0

0

で
な
く
て
、
森
々
た
る

0

0

0

0

と
見
誤

ま
っ
て
し
ま
う
と
、
家
業
の
、
三
椏
の
真
皮
を
白
く
乾
か
し
た
も
の

の
束
を
特
製
の
手
鉤
で
膝
の
前
に
転
が
し
、
粗
皮
の
砕
片
の
付
着
他

を
検
査
し
な
が
ら
、
脇
に
座
っ
て
手
伝
っ
て
い
る
母
親
に
、
こ
ん
な



三
〇

の
で
あ
る
が
、
引
か
れ
て
い
る
の
は
、
日
想
観
往
生
と
普
陀
落
渡
海
に
つ

い
て
の
説
明
の
部
分
で
あ
る
。

《
し
か
も
尚
、
四
天
王
寺
に
は
、
古
く
は
、
日
想
観
往
生
と
謂
は
れ

る
風
習
が
あ
つ
て
、
多
く
の
篤
信
者
の
魂
が
、
西
方
の
波
に
あ
く
が

れ
て
海
深
く
沈
ん
で
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
熊
野
で
は
、
こ
れ
と
同

じ
事
を
、
普
陀
落
渡
海
と
言
う
た
。
観
音
の
浄
土
に
往
生
す
る
意
味

で
あ
つ
て
、
淼
々
た
る
海
波
を
漕
ぎ
ゝ
つ
て
到
り
著
く
、
と
信
じ
て

い
た
の
が
あ
は
れ
で
あ
る
。
一
族
と
別
れ
て
、
南
海
に
身
を
潛
め
た

平
維
盛
が
最
期
も
、
此
渡
海
の
道
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。》（『
八
雲
』

第
三
輯
小
山
書
店
・
一
九
四
四
年
七
月
発
行
）

父
親
が
読
み
間
違
え
た
一
節
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
傍
線
部
分
で

あ
る
が
、
そ
れ
以
降
の
部
分
も
含
め
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

二
　
日
想
観
往
生
と
普
陀
落
渡
海

　

四
天
王
寺
で
行
わ
れ
た
日
想
観
往
生
と
熊
野
で
行
わ
れ
た
普
陀
落
渡

海
、こ
れ
ら
は
共
に
浄
土
を
目
指
し
て
の
捨
身
行
で
あ
る
。そ
の
元
に
な
っ

た
考
え
と
し
て
源
信
の
『
往
生
要
集
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
源
信
は
そ
こ
で
、

極
楽
往
生
す
る
た
め
に
は
、
一
心
に
仏
を
想
い
念
仏
の
行
を
あ
げ
る
以
外

に
方
法
は
な
い
と
説
き
、浄
土
教
の
基
礎
を
創
っ
た
。
こ
の
『
往
生
要
集
』

う
と
し
て
い
る
父
親
だ
。
森
の
奥
に
入
っ
て
行
く
運
動
感
と
、
水
に

引
き
込
ま
れ
て
行
く
受
け
身
の
感
覚
、
そ
の
二
つ
を
一
緒
に
経
験
し

て
い
る
父
親
。
森
々
と
で
あ
り
、
淼
々
と
で
あ
る
よ
う
な
…
…
も
う

一
つ
の
世
界
を
あ
は
れ

0

0

0

に
も
信
じ
て
い
る
父
親
…
…
（
二
三
五
頁
）

　

こ
こ
で
父
親
が
読
ん
で
い
た
作
品
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
が
、
折
口
信

夫
の
『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
で
あ
る
。
大
江
は
『
万
延
元
年
の

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
』（
一
九
六
七
年
）
で
、
そ
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と

つ
で
あ
る
御
霊
の
説
明
に
折
口
の
論
文
を
引
き
、
文
中
で
も
そ
の
名
を
記

し
て
い
る
が
、
折
口
の
大
江
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
安
藤
礼
二
の
「
大
い

な
る
森
の
人　

大
江
健
三
郎
論
」
に
詳
細
な
論
考
が
あ
る
（
注
３
）。

　

ま
た
、こ
の
文
章
の
掲
載
さ
れ
た
『
八
雲
』
は
一
九
四
二
年
の
創
刊
で
、

島
崎
藤
村
・
志
賀
直
哉
・
里
見
敦
・
滝
井
孝
作
・
武
田
麟
太
郎
が
同
人
で

川
端
康
成
が
編
集
を
し
て
い
た
季
刊
誌
で
あ
る
。
こ
の
号
は
一
九
四
四
年

七
月
発
行
の
第
三
輯
「
評
論
随
筆
篇
」
で
菊
版
、
三
六
九
頁
で
、
定
価
二

円
八
十
銭
の
当
時
と
し
て
は
高
価
な
本
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
戦
時
中
の
山

村
の
本
屋
の
店
先
に
並
ん
で
い
る
も
の
で
は
な
く
、
注
文
し
て
取
り
寄
せ

た
で
あ
ろ
う
こ
の
本
を
父
親
が
読
ん
で
い
た
こ
と
に
も
留
意
し
て
お
き
た

い
。

　

さ
て
、こ
の
『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
は
、冷
泉
為
恭
筆
の
「
山

越
し
の
阿
弥
陀
図
」
の
由
来
か
ら
、
仏
教
の
日
本
化
に
つ
い
て
の
べ
た
も
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観
察
し
て
西
方
の
極
楽
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
る
修
行
で
あ
る
。
そ
の
日
想

観
を
進
め
た
も
の
が
日
想
観
往
生
で
、
四
天
王
寺
西
門
外
の
海
は
極
楽
へ

の
道
と
し
て
、
日
想
観
を
修
し
、
入
水
往
生
を
遂
げ
る
聖
や
尼
が
少
な
く

な
か
っ
た
。「
多
く
の
篤
信
者
の
魂
が
、
西
方
の
波
に
あ
く
が
れ
て
海
深

く
沈
ん
で
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
（
注
４
）。

　

こ
の
日
想
観
往
生
と
同
様
の
修
行
を
、熊
野
で
は
普
陀
落
渡
海
と
い
う
。

「
観
音
の
浄
土
に
往
生
す
る
意
味
で
あ
つ
て
、
淼
々
た
る
海
波
を
漕
ぎ
ゝ

つ
て
到
り
著
く
、と
信
じ
て
い
た
の
が
あ
は
れ
で
あ
る
。」と
い
う
よ
う
に
、

南
の
海
の
彼
方
に
あ
る
と
い
う
、
華
厳
経
観
自
在
菩
薩
の
浄
土
、
普
陀
落

山
を
目
指
し
て
、
小
舟
に
乗
っ
て
渡
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
平
安
時

代
か
ら
江
戸
時
代
頃
ま
で
行
わ
れ
、
全
国
で
五
十
六
例
が
記
録
さ
れ
、
そ

の
う
ち
熊
野
那
智
か
ら
の
渡
海
は
二
十
八
例
あ
る
（
注
５
）。

　

熊
野
か
ら
の
渡
海
の
例
と
し
て
は
、
作
品
に
引
か
れ
た
一
節
の
次
の
行

に
「
一
族
と
別
れ
て
、
南
海
に
身
を
潛
め
た
平
維
盛
が
最
期
も
、
此
渡
海

の
道
で
あ
つ
た
と
い
ふ
」
と
あ
る
、
平
維
盛
の
逸
話
が
有
名
で
あ
る
。
こ

れ
は
『
平
家
物
語
』
巻
十
「
維
盛
入
水
」
に
詳
し
い
。
熊
野
三
山
へ
の
参

詣
を
終
え
、
維
盛
は
那
智
の
沖
へ
と
漕
ぎ
出
す
が
、
妻
子
へ
の
愛
執
が
断

ち
難
い
。
そ
こ
で
滝
口
入
道
に
「
御
身
こ
そ
蒼
海
の
底
に
沈
む
と
思
召
さ

る
と
も
、
紫
雲
の
う
へ
に
の
ぼ
り
給
ふ
べ
し
」
と
諭
さ
れ
、「
西
に
向
か

ひ
手
を
合
せ
、高
声
に
念
仏
百
返
計
と
な
へ
つ
つ
」
入
水
す
る
の
で
あ
る
。

は
平
安
時
代
以
降
の
文
化
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
大
江
も
ま
た

そ
れ
か
ら
影
響
を
受
け
た
作
家
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
講
演
「
核
時
代
の
想

像
力
」（
一
九
六
八
年
）
で
は
想
像
力
と
い
う
点
か
ら
『
往
生
要
集
』
に

つ
い
て
言
及
し
、『
ピ
ン
チ
ラ
ン
ナ
ー
調
書
』（
一
九
七
六
年
）
に
は
そ
の

一
部
を
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、『
父
よ
、あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
』

で
は

そ
こ
で
西
方
の
浄
土
を
観
想
し
て
死
の
準
備
を
す
る
た
め
に
、
往
生

要
集
が
教
え
る
と
お
り
薄
暗
い
所
に
は
い
り
こ
み
、
西
に
む
か
っ
て

じ
っ
と
観
想
す
る
日
々
を
送
っ
た
の
だ
。（『
文
学
界
』・
一
九
六
八

年
十
月
号
）

と
、
土
蔵
に
隠
棲
し
て
い
る
父
親
を
描
い
た
。
こ
の
観
想
に
つ
い
て
大
江

は
先
に
あ
げ
た
講
演
で
、「
と
も
か
く
わ
れ
わ
れ
が
仏
、
浄
土
に
む
か
っ

て
心
を
集
中
し
て
、
そ
れ
を
考
え
つ
め
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
」
と
語
っ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
後
に
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
を
引
い
た
「
祈
り
は
注

意
力
を
持
っ
て
な
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
さ
せ
、
彼
の
宗
教
観
の

一
端
を
窺
わ
せ
る
。
さ
ら
に
『
燃
え
あ
が
る
緑
の
木
』（
一
九
九
四
年
）

で
は
教
会
を
作
っ
た
主
人
公
は
「
繭
の
よ
う
な
も
の
に
集
中
す
る
こ
と
」

と
そ
の
あ
り
方
を
説
明
し
て
い
る
。

　

さ
て
こ
の
日
想
観
往
生
で
あ
る
が
、
日
想
観
は
観
無
量
寿
経
に
説
か
れ

る
極
楽
浄
土
を
観
想
す
る
十
六
の
行
法
の
第
一
で
、
西
に
没
す
る
太
陽
を
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ひ
と
り
大
水
の
川
に
漕
ぎ
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
み
ず
か
ら
海
に
向
か
う
普
陀
落
渡
海
の
人
々
と
、
み
ず
か
ら

川
に
向
か
う
父
親
が
明
確
に
結
び
つ
く
。
大
水
の
夜
、
ボ
ー
ト
に
乗
り
込

む
父
親
の
姿
は
、
浄
土
を
目
指
し
て
小
舟
に
乗
り
込
む
人
々
と
重
な
り
合

う
。
前
述
の
よ
う
に
、
大
江
は
こ
の
普
陀
落
渡
海
や
日
想
観
往
生
に
つ
い

て
、
物
語
の
中
で
具
体
的
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
か
れ

ら
を
父
親
の
死
の
隠
喩
の
よ
う
に
置
く
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
引
用
さ

れ
な
か
っ
た
最
後
の
一
文
「
一
族
と
別
れ
て
、
南
海
に
身
を
潛
め
た
平
維

盛
が
最
期
も
、
此
渡
海
の
道
で
あ
つ
た
と
い
ふ
。」
も
、
そ
れ
に
は
平
維

盛
と
い
う
著
名
な
固
有
名
詞
は
不
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
小
舟
は
、
父
親
が
考
え
て
い
た
飛
行
機
に
依
る
自
爆
特

攻
に
対
す
る
、
海
の
中
の
特
攻
、
人
間
魚
雷
を
想
起
さ
せ
る
。
人
間
魚
雷

は
、
戦
争
末
期
に
、
搭
乗
員
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
前
提
に
作
ら

れ
た
兵
器
で
あ
る
。
浄
土
を
目
指
し
て
の
捨
身
行
の
人
々
と
同
様
、
二
度

と
戻
れ
な
い
魚
雷
に
乗
り
込
む
若
者
た
ち
の
姿
が
、
父
親
の
姿
に
重
な
る

の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
父
親
が
、浄
土
を
目
指
し
て
普
陀
落
渡
海
へ
赴
く
人
々
を「
死

ん
だ
魂
は
空
に
昇
っ
て
森
に
戻
る
」
と
い
う
こ
の
土
地
の
風
習
に
重
ね
て

受
け
と
め
、「
淼
々
た
る
海
波
」
を
「
森
々
た
る
海
波
」
と
見
誤
っ
て
し

ま
う
と
い
う
、「
淼
々
」
と
い
う
言
葉
を
生
み
出
す
た
め
の
要
因
と
し
て

　

こ
の
よ
う
に
日
想
観
往
生
と
普
陀
落
渡
海
は
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
本
文
で
具
体
的
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
。
普
陀
落
渡
海
へ
赴
く
人
々
は
、
先
述
の
西
に
む
か
っ
て
じ
っ
と
観

想
す
る
日
々
を
送
っ
て
い
る
父
親
の
進
行
し
た
形
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ

れ
に
対
す
る
言
及
も
な
く
、そ
の
著
名
な
例
で
あ
る
維
盛
入
水
の
部
分
は
、

本
文
に
は
引
用
も
さ
れ
て
い
な
い
。

　

し
か
し
、
父
親
の
死
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
捨
身
行
へ
赴

く
人
々
の
姿
は
大
き
な
意
味
を
持
つ
。
父
親
の
死
は
、
最
初
は
古
義
人
に

次
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

私
の
父
親
は
、
か
れ
な
り
に
同
時
代
の
歴
史
に
対
し
て
考
え
を
持
っ

て
い
た
わ
け
だ
。
し
か
し
そ
れ
に
立
っ
た
蹶
起
計
画
は
憐
れ
な
ほ
ど

滑
稽
な
成
り
行
き
を
た
ど
っ
た
。
ひ
と
り
大
水
に
乗
り
出
し
た
短
艇

は
転
覆
し
、
か
れ
は
水
死
し
た
。（
八
五
頁
）

と
こ
ろ
が
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、
弟
子
と
し
て
父
親
の
側
に
い
た
大
黄

一
郎
は
、そ
の
死
が
み
ず
か
ら
選
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

彼
の
父
親
は
、
大
黄
の
言
を
借
り
れ
ば
「
文
学
青
年
そ
の
ま
ま
五
十
歳

に
な
っ
た
よ
う
な
」
人
物
で
あ
っ
た
が
、
知
り
合
っ
た
「
高
知
の
先
生
」

か
ら
政
治
教
育
を
受
け
、
そ
の
つ
な
が
り
で
、
戦
時
中
に
村
に
や
っ
て
来

た
将
校
た
ち
と
行
動
を
起
こ
そ
う
と
し
た
。
実
際
に
そ
の
計
画
を
信
じ
て

い
た
の
は
父
親
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
責
を
負
い
、
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Ｔ
と
森
の
フ
シ
ギ
の
物
語
』
等
に
登
場
す
る
「
壊
す
人
」
を
、
私
た
ち
は

ど
こ
と
な
く
親
し
く
感
じ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
作
品
を
読
み
進
め
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
誤
読
に
よ
る
文
字
の
混
同
は
、
同
時
に
二
つ
の
言

葉
を
内
包
し
、
両
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
交
錯
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
続
い
て
本

文
を
検
討
す
る
。

　

父
親
は
、
水
を
三
つ
書
い
た
「
淼
」
と
、
木
を
三
つ
書
い
た
「
森
」
を

見
間
違
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
単
な
る
文
字
の
誤
読
で
は
な
く
、「
淼
々

た
る
海
波
」
を
「
森
々
た
る
海
波
」
と
理
解
し
た
こ
と
に
よ
る
。
父
親
は
、

南
の
果
て
に
あ
る
浄
土
に
向
か
う
捨
身
行
の
人
々
に
、
谷
間
を
囲
む
森
の

高
み
に
向
か
う
、
こ
の
土
地
の
死
者
た
ち
を
重
ね
、「
空
の
高
み
か
ら
森

の
深
み
へ
降
り
る
者
ら
に
、
森
の
木
の
葉
は
海
の
波
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。

ま
さ
に
、
森
々
た
る
海
波
だ
。」
と
母
親
に
語
る
。
こ
の
土
地
で
は
死
ん

だ
魂
は
森
に
戻
っ
て
、
再
び
赤
ん
坊
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
死
生
観
は
大
江
作
品
の
中
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ

は
柳
田
国
男
の
い
う
「
死
ん
で
も
死
ん
で
も
同
じ
国
土
を
離
れ
ず
、
し
か

も
故
郷
の
山
の
高
み
か
ら
、
永
く
子
孫
の
生
業
を
見
守
り
、
そ
の
繁
栄
と

勤
勉
と
を
顧
念
し
て
居
る
」
魂
の
あ
り
方
に
重
な
る
も
の
で
あ
る
（
注
６
）。

さ
ら
に
、
そ
の
魂
が
新
し
い
赤
ん
坊
の
体
に
入
る
と
い
う
の
は
、「
ア
ニ

ミ
ズ
ム
的
死
生
観
で
あ
る
」
と
綾
目
広
治
は
指
摘
し
て
い
る
（
注
７
）。

あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
「
淼
々
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。

三
　「
淼
々
」
と
「
森
々
」

　
「
淼
々
」
は
水
面
が
果
て
し
な
く
広
い
様
子
を
い
い
、「
森
々
」
は
樹
木

が
深
く
茂
っ
て
い
る
様
子
を
い
う
。
父
親
は
そ
の
二
つ
の
文
字
を
見
間
違

え
る
が
、
大
江
作
品
に
お
い
て
、
誤
読
が
イ
メ
ー
ジ
の
重
層
化
を
生
む
こ

と
を
ま
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。『
同
時
代
ゲ
ー
ム
』
の
次
の
台
詞
を
み

て
み
よ
う
。

わ
た
し
は
壊
す
人
の
名
前
を
ず
っ
と
ま
ち
が
え
て
い
た
よ
う
な
ん

よ
。
壊
す
と
い
う
字
を
懐
か
し
い
と
い
う
字
と
一
緒
に
し
て
、
両
方

が
ひ
と
つ
の
字
で
、
そ
の
ま
ま
壊
す
人
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
い
る

と
思
っ
て
た
ん
や
ね
ぇ
。　
（「
第
一
の
手
紙
メ
キ
シ
コ
か
ら
、
時
の

は
じ
ま
り
に
む
か
っ
て
」『
同
時
代
ゲ
ー
ム
』
新
潮
社
・
一
九
七
九

年
十
一
月
）

こ
れ
は
こ
の
作
品
の
語
り
手
「
僕
」
の
妹
の
台
詞
で
、
村
の
創
始
者
「
壊

す
人
」
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
壊
す
人
」
は
大
江
作
品
に
初

め
て
登
場
す
る
の
だ
が
、
最
初
に
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
「
壊
す
人
」

の
こ
と
を
、私
た
ち
は
ま
ず
懐
か
し
い
存
在
と
し
て
認
識
す
る
。
そ
し
て
、

こ
の
後
『「
罪
の
ゆ
る
し
」
の
青
草
』、『
い
か
に
木
を
殺
す
か
』、『
Ｍ
／
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に
の
べ
た
、
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
の
「
Ⅳ
水
死
」
に
拠
る
。
古
義
人

は
こ
の
詩
に
導
か
れ
て
父
親
の
人
生
を
「
水
死
小
説
」
に
書
こ
う
と
考
え

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

海
底
の
潮
の
流
れ
が

　
　

さ
さ
や
き
な
が
ら
そ
の
骨
を
拾
っ
た
。
浮
き
つ
沈
み
つ

　
　

齢
と
若
さ
の
さ
ま
ざ
ま
の
段
階
を
通
り
過
ぎ

　
　

や
が
て
渦
巻
に
ま
き
込
ま
れ
た
。

　

エ
リ
オ
ッ
ト
全
集
（
中
央
公
論
社
・
一
九
六
〇
年
）

　

父
親
は
、
普
陀
落
山
を
目
指
し
た
人
々
が
沈
ん
で
行
っ
た
淼
々
た
る
海

で
は
な
く
、
大
水
の
川
に
短
艇
で
漕
ぎ
出
し
、
川
に
投
げ
出
さ
れ
、
川
底

で
浮
き
沈
み
し
、
渦
巻
に
ま
き
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
再
生
と
死
を

同
時
に
感
じ
な
が
ら
、
森
と
海
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
よ
う
な
も
う
一
つ

の
世
界
を
「
あ
は
れ

0

0

0

」
に
も
信
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

浄
土
に
向
か
う
人
々
と
、
こ
の
土
地
の
死
者
た
ち
、
大
水
の
川
に
漕
ぎ
出

し
た
父
親
の
姿
が
交
じ
り
合
う
。
こ
の
「
あ
は
れ

0

0

0

」
と
い
う
言
葉
に
つ
い

て
は
後
に
考
察
し
た
い
。

　

さ
ら
に「
森
々
た
る
海
波
だ
。」と
い
う
父
親
の
言
葉
は
、他
所
者
で
あ
っ

た
か
れ
が
土
地
の
信
仰
を
信
じ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
証
と
な
り
、
先

述
の
大
黄
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
そ
の
死
の
原
因
に
繋
が
っ
て
い
く
。
父
親

は
、
青
年
将
校
ら
と
自
爆
特
攻
を
企
て
て
い
た
が
、
森
の
伝
承
を
尊
重
し

　

こ
の
よ
う
に
こ
の
土
地
で
は
森
は
再
生
に
つ
な
が
る
が
、
そ
れ
が
海
で

あ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
大
江
が
そ
の
伝
承
に
深
く
共
感
し
た
沖
縄
の
石
垣

島
で
は
、
魂
は
八
重
山
の
海
に
帰
り
、
あ
ら
た
め
て
新
し
い
赤
ん
坊
に
宿

る
べ
く
や
っ
て
来
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
最
初
に
あ
げ
た
エ
リ

オ
ッ
ト
の
「
水
死
」
は
再
生
の
儀
礼
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
し
、
海
は

三
好
達
治
が
い
う
よ
う
に
、
そ
の
中
に
母
を
抱
い
て
い
る
も
の
で
も
あ
る

（
注
８
）。
一
方
、
日
本
の
伝
統
的
な
風
習
で
あ
る
普
陀
落
渡
海
で
は
、
人
々

は
浄
土
を
目
指
し
て
海
に
沈
ん
で
行
く
。
こ
う
し
て
森
と
海
、
木
と
水
、

死
と
再
生
、
あ
る
い
は
救
済
の
イ
メ
ー
ジ
は
入
り
交
り
、
普
陀
落
山
を
目

指
し
て
小
舟
を
進
め
る
人
の
目
に
す
る
大
海
原
と
、
空
か
ら
森
へ
降
り
よ

う
と
す
る
人
の
見
る
森
の
木
々
と
が
重
な
り
合
う
。

　

そ
れ
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
こ
の
挿
話
の
後
に
の
べ
ら
れ
る
次

の
文
章
で
あ
る
。

そ
し
て
、
い
ま
私
の
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
広
い
海
で
な
く
大
水
の
川

底
で
波
に
転
が
さ
れ
、
す
ぐ
に
も
渦
巻
に
ま
き
込
ま
れ
よ
う
と
し
て

い
る
父
親
だ
。
森
の
奥
に
入
っ
て
行
く
運
動
感
と
、
水
に
引
き
込
ま

れ
て
行
く
受
け
身
の
感
覚
、
そ
の
二
つ
を
一
緒
に
経
験
し
て
い
る
父

親
。
森
々
と
で
あ
り
、
淼
々
と
で
あ
る
よ
う
な
も
う
一
つ
の
世
界
を

あ
は
れ

0

0

0

に
も
信
じ
て
い
る
父
親
…
…
（
二
三
五
頁
）

こ
の
川
底
で
渦
巻
に
ま
き
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
父
親
の
姿
は
、
最
初



三
五

せ
て
、「
森
々
た
る
展
が
り
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
続
い

て
か
れ
は
、
他
所
者
で
あ
る
自
分
も
死
ぬ
時
に
は
、
森
々
た
る
と
こ
ろ
へ

行
き
た
い
と
の
べ
、
そ
れ
が
次
に
あ
げ
る
最
後
の
場
面
へ
と
繋
が
っ
て
い

く
。　

私
の
夢
の
記
憶
を
後
押
し
し
て
い
る
の
は
、
二
つ
の
漢
字
だ
。
降

り
続
い
た
豪
雨
は
闊
葉
樹
林
を
大
量
の
水
で
満
た
し
た
。
そ
の
全
容

は
森
々
と
展
が
り
、
淼
々
と
深
い
だ
ろ
う
。
―
略
―
そ
れ
か
ら
は
樹

木
の
も
っ
と
も
濃
い
葉
叢
の
た
た
え
て
い
る
雨
水
に
頭
を
突
っ
込
ん

で
、
立
っ
た
ま
ま
水
死
す
る
だ
け
だ
。（
四
三
五
頁
）

最
後
に
人
を
殺
め
た
大
黄
は
、
父
親
に
殉
死
す
る
た
め
に
森
の
奥
に
上
っ

て
行
く
。
そ
の
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
た
森
を
「
森
々
と
展
が
り
、
淼
々
と
深

い
だ
ろ
う
。」
と
古
義
人
は
い
う
。「
森
々
と
展
が
り
」
と
大
黄
の
用
い
た

言
葉
を
繰
り
返
し
、「
淼
々
と
深
い
だ
ろ
う
。」
と
新
た
な
表
現
を
用
い
て
、

木
と
水
、
森
と
海
、
死
と
再
生
を
混
在
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
を
発
展
さ

せ
た
森
の
中
で
の
立
っ
た
ま
ま
の
水
死
と
い
う
形
で
物
語
を
終
え
る
の
で

あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
「
淼
々
」
は
こ
の
作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
最
後

ま
で
物
語
に
直
接
関
わ
っ
て
い
く
が
、
も
う
一
つ
の
言
葉
「
あ
は
れ
」
は

ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
「
あ
は
れ
」
を
み
て
い
き
た
い
。

た
こ
と
で
か
れ
ら
と
対
立
し
、
単
独
の
蹶
起
を
実
行
し
よ
う
と
、
大
水
の

川
に
ボ
ー
ト
で
漕
ぎ
出
し
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
「
淼
々
」
と
「
森
々
」
の
挿
話
は
、
大
黄
一
郎
に
よ
っ
て

も
う
一
度
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
の
再
会
の
後
、
古
義
人
は
大
黄
か
ら
、
父

親
に
対
す
る
か
れ
の
考
え
を
聴
き
、
新
た
な
父
親
像
と
対
面
し
て
い
く
の

だ
が
、
父
親
の
亡
く
な
っ
た
日
の
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
、
大
黄
は
次
の

よ
う
に
い
う
。

　

そ
の
上
で
長
江
先
生
は
、
ひ
と
り
大
水
の
川
で
水
死
さ
れ
た
。
そ

の
少
し
前
、
古
義
人
さ
ん
が
先
生
の
間
違
わ
れ
た
漢
字
を
訂
正
さ
れ

た
と
い
う
…
…
森
々
と
淼
々
で
す
か
…
…
あ
れ
は
や
は
り
長
江
先
生

の
漢
字
の
受
け
と
め
が
正
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
や
な
い

か
？
先
生
は
淼
々
た
る
海
の
果
て
へ
流
れ
て
行
か
れ
た
の
で
は
な

か
っ
た
。
こ
の
土
地
で
死
ぬ
人
の
魂
は
、
森
に
上
が
っ
て
、
自
分
の

魂
に
定
ま
っ
て
お
る
樹
木
の
根
方
に
と
ど
ま
る
と
い
う
や
な
い
で
す

か
？
森
々
た
る
展
が
り
の
な
か
へ
こ
そ
、
帰
っ
て
行
か
れ
た
の
や
と

思
い
ま
す
！　
（
二
九
七
頁
）

大
黄
は
、父
親
は「
淼
々
た
る
海
の
果
て
へ
」流
れ
て
行
っ
た
の
で
は
な
く
、

こ
の
土
地
の
死
者
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
「
森
々
た
る
展
が
り
の
な
か
へ
」

帰
っ
て
行
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
か
れ
は
樹
木
が
深
く
茂
っ
て
い
る

様
子
の
森
々
と
、
水
面
が
果
て
し
な
く
広
が
る
様
子
の
淼
々
を
重
ね
合
わ



三
六

　

こ
の
一
節
を
紹
介
し
た
後
、
古
義
人
は
「
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
を
使

用
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
最
初
の
例
が
、
先
述
の
川
底
で
波
に
転
が
さ

れ
て
い
る
父
親
の
描
写
で
あ
る
。

①
そ
し
て
、
い
ま
私
の
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
、
広
い
海
で
な
く
大
水
の
川

底
で
波
に
転
が
さ
れ
、
す
ぐ
に
も
渦
巻
に
ま
き
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い

る
父
親
だ
。
森
の
奥
に
入
っ
て
行
く
運
動
感
と
、
水
に
引
き
込
ま
れ
て

行
く
受
け
身
の
感
覚
、そ
の
二
つ
を
一
緒
に
経
験
し
て
い
る
父
親
。森
々

と
で
あ
り
、
淼
々
と
で
あ
る
よ
う
な
も
う
一
つ
の
世
界
を
あ
は
れ

0

0

0

に
も

信
じ
て
い
る
父
親
…
…
（
二
三
五
頁
）

こ
こ
で
か
れ
は
川
底
で
浮
き
沈
み
し
、
渦
巻
に
ま
き
込
ま
れ
よ
う
と
し
て

い
る
、
再
生
と
死
を
同
時
に
感
じ
て
い
る
父
親
に
「
あ
は
れ
」
と
い
う
言

葉
を
用
い
る
。
折
口
に
倣
っ
て
、
旧
仮
名
遣
い
の
「
あ
は
れ
」
に
引
用
の

意
味
を
込
め
た
点
を
つ
け
て
、
そ
の
思
い
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。
そ
の
先

に
あ
る
浄
土
に
「
到
り
著
く
、
と
信
じ
て
い
た
の
が
あ
は
れ
で
あ
る
」、

と
の
べ
た
折
口
の
言
葉
を
少
し
ず
ら
し
て
、
あ
は
れ

0

0

0

に
も
信
じ
て
い
る
、

と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
あ
は
れ

0

0

0

さ
を
強
調
し
、
父
親
へ
の
深
い
同
情
を
表

わ
し
て
い
る
。

　
『
水
死
』
以
前
の
大
江
作
品
の
中
で
は
、
あ
わ
れ
は
「
憐
」
で
書
か
れ

る
こ
と
が
多
く
、「
哀
」
を
用
い
る
こ
と
が
少
例
、
平
仮
名
の
「
あ
わ
れ
」

が
一
例
み
ら
れ
た
。
こ
の
作
品
の
中
で
は
、
こ
の
場
面
以
前
に
次
の
よ
う

四
　「
あ
は
れ
」

　
「
あ
は
れ
」
は
『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
の
一
節
の
最
後
に
「
観

音
の
浄
土
に
往
生
す
る
意
味
で
あ
つ
て
、
淼
々
た
る
海
波
を
漕
ぎ
ゝ
つ
て

到
り
著
く
、
と
信
じ
て
い
た
の
が
あ
は
れ
で
あ
る
。」
と
書
か
れ
た
、
普

陀
落
渡
海
に
赴
く
人
々
へ
の
折
口
の
感
想
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
平
安
以

来
最
も
重
ん
じ
ら
れ
た
美
的
理
念
で
、
本
居
宣
長
が
「
あ
は
れ
は
、
物
に

感
ず
る
こ
と
な
る
を
し
る
べ
し
」
と
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
で
の
べ
た

よ
う
に
、
本
来
は
広
く
感
動
を
い
う
言
葉
で
あ
る
。
小
学
館
の
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
で
は
、
詠
嘆
的
感
情
を
広
く
表
わ
す
が
、
近
世
以
降
は
主
と

し
て
哀
憐
、
悲
哀
の
意
に
用
い
ら
れ
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
旺

文
社
の
『
古
語
辞
典
』
に
は
「
人
間
の
運
命
や
自
然
・
世
態
に
感
情
を
も
っ

て
主
観
的
に
投
入
し
、
し
み
じ
み
と
し
た
感
動
を
表
わ
す
の
が
本
義
で
あ

り
、『
趣
が
あ
る
・
か
わ
い
そ
う
だ
・
い
た
ま
し
い
・
愛
ら
し
い
・
悲
し
い
』

な
ど
の
意
味
に
な
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
感
情
を
も
っ
て
主
観
的
に
投

入
し
」
を
『
岩
波
古
語
辞
典
』
で
は
「
共
感
」、小
学
館
の
『
古
語
大
辞
典
』

で
は「
同
情
」と
い
う
語
句
を
用
い
て
よ
り
明
確
に
説
明
し
て
い
る
。「
淼
々

た
る
海
波
を
漕
ぎ
ゝ
っ
て
到
り
著
く
、
と
信
じ
て
い
た
の
が
あ
は
れ
で
あ

る
。」
と
い
う
折
口
は
、な
み
な
み
で
は
な
い
信
仰
の
普
陀
落
渡
海
の
人
々

に
共
感
し
、
し
み
じ
み
と
い
た
ま
し
い
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。



三
七

度
の
詩
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
ね
、ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
こ
と
を
、

フ
レ
イ
ザ
ー
が
散
文
で
書
い
て
い
る
。
わ
ず
か
に
美
文
調
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
し
か
し
ス
ッ
キ
リ
し
て
い
て
、
端
的
に
美
し
い
ん
で
す
。
父

は
そ
の
美
し
さ
を
、コ
ン
サ
イ
ス
を
一
語
、一
語
引
き
な
が
ら
読
み
取
っ

て
い
た
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
五
十
歳
の
水
死
者
を
ね
…
…
ぼ

く
の
父
を
あ
は
れ

0

0

0

に
感
じ
た
く
ら
い
で
す
よ
。（
三
〇
七
頁
）

⑦
―
ま
だ
危
険
な
恢
復
期
に
、
あ
な
た
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
怯
え
て
い

た
。
そ
の
あ
な
た
が
あ
は
れ

0

0

0

な
も
の
で
、お
母
さ
ん
は
「
メ
イ
ス
ケ
母
」

の
伝
承
の
言
葉
を
口
に
さ
れ
た
の
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
三
三
八

頁
）

⑧
―
長
江
さ
ん
が
得
意
の
深
瀬
訳
の
エ
リ
オ
ッ
ト
を
…
…
こ
ん
な
切

0

0

0

0

れ0

っ
ぱ
し
で
わ
た
し
は
わ
た
し
の
崩
壊
を
支
え
て
き
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と
引
用
さ
れ

た
の
が
あ
は
れ

0

0

0

で
、
と
い
っ
て
ま
し
た
。
老
作
家
に
も
人
生
の
苦
し

み
は
も
う
過
ぎ
去
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
い
ま
に
続
い
て
る
ん
だ
、
と

…
…　
（
三
六
六
頁
）

　

こ
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
は
⑧
で
あ
る
。
こ
れ
は
若
者
の
台
詞
を
通

し
て
表
わ
し
た
、
大
江
の
自
分
自
身
に
対
す
る
感
情
で
あ
る
。

　
「
こ
ん
な
切
れ
っ
ぱ
し
」
と
は
そ
の
詩
『
荒
地
』
の
「
Ⅴ
雷
の
曰
く
」

の
は
じ
め
の
三
行
に
あ
げ
ら
れ
た
、
ダ
ン
テ
や
ネ
ル
ヴ
ァ
ー
ル
の
引
用
を

指
し
て
い
る
。
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
で
、
あ
る
い
は
文
学
作
品
を
書
く

に
「
憐
れ
」
が
四
例
み
ら
れ
る
。

②
私
の
父
親
は
、
か
れ
な
り
に
同
時
代
の
歴
史
に
対
し
て
考
え
を
持
っ

て
て
い
た
わ
け
だ
。
し
か
し
そ
れ
に
立
っ
た
蹶
起
計
画
は
憐
れ
な
ほ
ど

滑
稽
な
成
り
行
き
を
た
ど
っ
た
。（
八
五
頁
）

③
そ
れ
は
お
母
さ
ん
が
、
お
そ
ら
く
兄
さ
ん
を
愛
す
る
の
と
同
様
…
…

憐
れ
な
お
父
さ
ん
を
愛
し
て
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？（
一
〇
六
頁
）

④
私
は
自
分
の
耳
に
も
憐
れ
げ
に
聞
こ
え
る
声
で
そ
う
結
ん
だ
。

（
一
二
〇
頁
）

⑤
そ
れ
だ
け
で
は
兄
さ
ん
が
あ
ま
り
憐
れ
に
感
じ
ら
れ
て
と
い
う
こ
と

か
、
千
樫
さ
ん
の
、
兄
さ
ん
に
あ
て
た
手
紙
を
そ
え
て
く
れ
ま
し
た
。

（
二
二
〇
頁
）

　

②
④
の
例
は
古
義
人
の
言
葉
で
、
気
の
毒
、
か
わ
い
そ
う
、
と
い
う
意

味
合
い
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
③
⑤
は
妹
ア
サ
の
言
葉
で
、
そ
れ
よ
り
も

深
い
、
対
象
へ
の
同
情
、
共
感
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
内
容
に
差
は
あ
る

が
、
こ
れ
ら
は
共
に
「
憐
れ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
折
口
の
文
章
を
経
験
し
た
後
、
先
に
の
べ
た
よ
う
に
、

大
江
は
「
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
を
捉
え
直
し
、「
憐
れ
」
と
書
い
て
き

た
も
の
を
「
あ
は
れ

0

0

0

」
と
書
き
記
す
よ
う
に
な
る
。
次
の
三
例
が
そ
れ
で

あ
る
。

⑥
―
こ
の
訳
が
原
詩
を
裏
切
っ
て
る
と
は
思
わ
な
い
、
ま
あ
、
こ
の
程
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イ
ザ
ー
の
『
金
枝
篇
』
の
「
色
鉛
筆
に
よ
る
囲
い
」
か
ら
そ
れ
を
確
認
す

る
。
父
親
は
政
治
教
育
の
た
め
に
与
え
ら
れ
た
本
を
文
学
的
、
詩
的
な
面

に
魅
か
れ
て
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

　

古
義
人
は
、
自
分
よ
り
も
は
る
か
に
若
い
年
齢
の
父
親
が
、
コ
ン
サ
イ

ス
を
一
語
一
語
引
き
な
が
ら
、
そ
の
美
し
さ
を
読
み
取
っ
て
い
る
姿
に
し

み
じ
み
と
共
感
し
、
愛
し
く
思
う
の
で
あ
る
。
今
ま
で
の
大
江
作
品
の
中

で
父
親
は
、
膀
胱
癌
で
苦
し
み
な
が
ら
、
粗
末
な
木
車
に
乗
せ
ら
れ
銀
行

を
襲
う
（
注
９
）、
あ
る
い
は
、
オ
ッ
ク
ス
・
テ
ー
ル
・
シ
チ
ュ
ー
を
つ
く
る

べ
く
、
ま
だ
黒
い
皮
が
つ
き
毛
も
は
え
た
ま
ま
の
一
本
の
牛
の
尾
に
た
ち

む
か
う
（
注
10
）、
と
い
う
よ
う
に
滑
稽
に
誇
張
さ
れ
て
描
か
れ
て
き
た
が
、

こ
こ
で
「
文
学
青
年
そ
の
ま
ま
五
十
歳
に
な
っ
た
よ
う
な
」
人
物
だ
っ
た

と
、
新
た
な
姿
を
見
せ
る
。
さ
ら
に
そ
の
姿
は
、
前
述
の
『
八
雲
』
を
取

り
寄
せ
て
折
口
の
作
品
を
読
ん
で
い
る
父
親
に
重
な
る
。
こ
の
時
代
に
生

ま
れ
合
わ
せ
た
多
く
の
人
々
と
同
様
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
全
く
違
う
人

生
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
戦
争
末
期
の
時
代
の
流
れ
の
中

で
、
死
を
選
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
父
親
に
大
江
は
「
あ
は
れ

0

0

0

」
と
い
う

言
葉
を
用
い
る
。
こ
う
し
て
「
あ
は
れ

0

0

0

」
は
新
た
な
父
親
の
姿
を
表
象
す

る
言
葉
と
な
り
、
そ
れ
を
媒
介
と
し
て
こ
の
作
品
は
「
父
親
の
名
誉
挽
回

の
た
め
の
小
説
」
と
な
り
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

⑦
は
、
死
の
不
安
に
怯
え
る
幼
い
古
義
人
を
看
病
す
る
母
親
の
気
持
ち

こ
と
で
、
困
難
な
時
を
乗
り
越
え
て
き
た
。
そ
の
困
難
な
時
は
い
ま
も
続

い
て
い
て
、
い
ま
も
そ
れ
が
頼
り
で
あ
る
と
い
う
自
分
自
身
へ
の
深
い
感

慨
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
様
の
思
い
を
大
江
は
、
長
江
古
義
人
を
主
人
公

と
す
る
三
部
作
の
第
二
作
『
憂
い
顔
の
童
子
』（
二
〇
〇
二
年
）
で
は
次

の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

⑨
た
だ
、
私
個
人
の
思
い
を
い
わ
せ
て
も
ら
え
れ
ば
、
憐
れ
を
感
じ

な
い
か
、
と
い
い
た
い
。
あ
い
も
か
わ
ら
ず
、
純
文
学
一
筋
で
、
も

う
六
十
代
も
半
ば
近
く
、
な
お
新
作
に
悪
戦
苦
闘
し
て
る
ん
で
す
。

（
二
三
四
頁
）

⑩
ロ
ー
ズ
さ
ん
は
黙
り
込
ん
だ
。
そ
の
横
顔
に
、
文
字
通
り
老
作
家
へ

の
憐
憫
が
表
れ
て
い
そ
う
で
、
古
義
人
は
反
対
側
の
窓
か
ら
繁
り
に

繁
っ
て
埃
じ
み
た
夏
の
森
を
見
て
い
た
。（
三
六
九
頁
）

　
「
新
作
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
」「
老
作
家
」
を
若
者
が
「
憐
れ
」「
憐
憫
」

と
感
じ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
、『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像

の
画
因
』
を
通
し
て
、
そ
の
感
情
が
「
あ
は
れ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

る
と
認
識
し
た
か
れ
は
、
改
め
て
そ
れ
を
「
あ
は
れ

0

0

0

」
と
表
現
し
直
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

⑥
は
、
若
者
へ
の
古
義
人
の
言
葉
で
あ
る
。
か
れ
は
大
黄
に
、
政
治
的

な
国
家
主
義
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
た
父
親
が
、
実
は
「
文
学
的
、

民
俗
学
的
方
向
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
」
と
知
ら
さ
れ
、
残
さ
れ
た
フ
レ
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か
ら
こ
の
作
品
を
考
察
し
て
き
た
が
、普
陀
落
渡
海
に
赴
く
人
々
の
姿
は
、

父
親
の
死
の
隠
喩
の
よ
う
に
示
さ
れ
、「
淼
々
」
は
「
森
々
」
と
誤
読
さ

れ
る
こ
と
で
、
海
と
森
、
水
と
木
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
合
わ
せ
、
死
生
観

に
ま
で
繋
が
り
な
が
ら
、
鮮
烈
な
最
終
場
面
へ
と
物
語
を
誘
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
「
あ
は
れ

0

0

0

」
は
そ
う
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
海
に

向
か
う
捨
身
行
の
人
々
と
、
川
に
向
か
う
父
親
、
魚
雷
に
乗
っ
た
青
年
た

ち
を
繋
ぎ
、こ
の
作
品
で
描
き
出
さ
れ
た
父
親
の
姿
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
。

『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
の
一
節
は
わ
ず
か
数
行
の
も
の
で
あ
る

が
、
作
品
の
主
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

最
初
に
の
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
に
は
他
に
も
引
用
さ
れ
た
文
章
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
ら
か
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

注
１　

本
稿
の
引
用
は
大
江
健
三
郎
『
水
死
』（
講
談
社
・
二
〇
〇
九
年

一
二
月
）
に
拠
る
。

　

２　

鴻
巣
友
季
子
は
「
水
死
」（
朝
日
新
聞
・
書
評
・
二
〇
一
〇
年
一

月
十
日
）
で
、「
父
が
『
森
々
た
る
海
波
』
と
誤
読
す
る
と
、
そ
こ

で
木
と
水
の
境
界
は
ぼ
や
け
て
融
和
し
、
本
作
の
核
と
な
る
イ
メ
ー

ジ
が
浮
か
び
あ
が
る
」
と
誤
読
の
効
果
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
小

森
陽
一
は
「
大
江
健
三
郎
『
水
死
』
を
読
む
」（
世
界
・
二
〇
一
〇

を
表
わ
す
。
こ
れ
は
大
江
作
品
で
幾
度
も
語
ら
れ
た
、「
も
し
あ
な
た
が

死
ん
で
も
、
私
が
も
う
一
度
、
産
ん
で
あ
げ
る
か
ら
、
大
丈
夫
。」
と
話

す
前
の
、
母
親
の
感
情
に
は
じ
め
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
死

の
恐
怖
に
怯
え
る
わ
が
子
を
い
た
ま
し
く
思
い
、
何
と
か
安
心
さ
せ
た
い

と
願
う
、母
親
の
心
情
に
思
い
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。そ
の
同
情
の
こ
も
っ

た
憐
憫
の
情
は
「
あ
は
れ

0

0

0

」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　

以
上
「
あ
は
れ

0

0

0

」
の
例
を
検
討
し
て
き
た
が
、
折
口
の
文
章
か
ら
大
江

が
受
け
と
め
た
そ
れ
は
、「
憐
れ
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
は
言
い
尽
く
せ

な
い
、
共
感
を
伴
う
深
い
感
情
で
あ
っ
た
。
こ
の
言
葉
は
作
品
の
中
で
言

及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
後
の
表
現
を
変
え
る
ほ
ど
の
大
き
な
影

響
を
与
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
「
あ
は
れ

0

0

0

」
と
記
さ
れ
る
こ
と
で
、
浄
土
に

向
か
う
人
々
と
、
ひ
と
り
大
水
の
川
へ
出
た
父
親
、
両
者
に
投
影
さ
れ
た

魚
雷
に
乗
り
込
む
若
者
た
ち
を
繋
ぎ
、「
文
学
青
年
そ
の
ま
ま
五
十
歳
に

な
っ
た
よ
う
な
」
父
親
と
、「
純
文
学
一
筋
」
に
生
き
て
き
た
作
者
自
身

を
結
び
つ
け
て
い
る
。

五
　
お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
『
山
越
し
の
阿
弥
陀
像
の
画
因
』
の
一
節



四
〇

一
九
六
八
年
十
月
号
）

（
ふ
じ
た　

ま
さ
こ
／
一
九
九
七
年
度
博
士
前
期
課
程
修
了
）

キ
ー
ワ
ー
ド
＝
普
陀
落
渡
海
、
淼
々
、
あ
は
れ

年
四
月
）
の
中
で
、「『
淼
々
』
で
あ
れ
ば
死
の
方
向
へ
、『
森
々
』

で
あ
れ
ば
生
あ
る
い
は
再
生
の
方
向
へ
」
と
両
者
の
差
を
明
確
に
の

べ
て
い
る
。

　

３　

安
藤
礼
二
「
大
い
な
る
森
の
人
―
大
江
健
三
郎
論
」（『
早
稲
田
文

学
④
』・
二
〇
〇
一
年
九
月
）

　

４　
『
発
心
集
』
の
「
或
る
女
房
、天
王
寺
に
参
り
、海
に
入
る
事
」（
巻

三
―
六
）
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

　

５　
『
発
心
集
』
の
「
或
る
禅
師
、
補
陀
落
山
に
詣
づ
る
事
」（
巻
三
―

五
）
や
、『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
五
の
足
摺
の
地
名
起
源
説
話
は
熊

野
以
外
の
例
で
、
前
者
は
土
佐
か
ら
、
後
者
は
足
摺
か
ら
小
舟
で
南

を
指
し
て
い
く
。

　

６　

柳
田
国
男
「
魂
の
行
く
へ
」（「
先
祖
の
話
」
筑
摩
書
房
・
定
本
柳

田
国
男
全
集
一
〇
巻
・
一
九
六
四
年
）

　

７　

綾
目
広
治
「〈
天
皇
制
的
〉
共
同
体
の
創
出
？
―
大
江
健
三
郎
『
Ｍ

／
Ｔ
と
森
の
フ
シ
ギ
の
物
語
』
―
」（『
脱
＝
文
学
研
究
』・
日
本
図

書
セ
ン
タ
ー
・
一
九
九
九
年
二
月
）

　

８　

三
好
達
治
「
郷
愁
」（『
測
量
船
』・
第
一
書
房
・
一
九
三
〇
年
）

　

９　
「
み
ず
か
ら
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
う
日
」（『
群
像
』・
一
九
七
一

年
十
月
号
）

　

10　
「
父
よ
、
あ
な
た
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
？
」（『
文
学
界
』・


