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蒙
古
で
は
従
来
、
忌
辰
の
規
則
は
い
く
つ
か
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
祝
事
に
は
紅

と
白
の
二
色
、
忌
事
に
は
黒
と
黄
の
二
色
を
そ
れ
ぞ
れ
服
装
の
目
印
に
す
る
。

忌
事
で
は
人
が
亡
く
な
る
と
「
七
日
」
と
呼
ば
れ
る
追
悼
日
が
あ
り
、
「
三
七
日
」

（
二
十
一
日
目
）
、
「
五
七
日
」
（
三
十
五
日
目
）
と
続
き
、
「
七
七
日
」
ま
で
追
悼
さ

れ
る
。
そ
の
後
は
年
忌
が
お
こ
な
わ
れ
、
そ
れ
も
一
周
忌
か
ら
三
周
忌
ま
で
と
し
、

そ
れ
を
も
っ
て
死
者
追
想
の
た
め
の
周
忌
は
終
わ
り
と
な
る
。

ま
た
生
誕
日
を
祝
う
こ
と
は
、
四
十
九
歳
が
始
ま
り
と
さ
れ
、
六
十
一
歳
、
七
十

三
歳
と
祝
い
、
そ
れ
を
過
ぎ
る
と
毎
年
の
生
誕
日
に
祝
い
を
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い

た
。
一
般
に
は
こ
の
よ
う
な
決
ま
り
が
あ
る
が
、
忌
辰
以
外
の
誕
生
祝
い
は
重
視
せ

ず
、
そ
の
風
習
も
各
地
で
異
な
る
。
し
か
し
、
ひ
と
り
国
王
に
お
い
て
は
、
誕
生
祝

い
は
三
十
七
歳
か
ら
お
こ
な
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
命
日
は
重
視
さ
れ
、
毎
年
の
命
日
に
忌
辰
は
お
こ
な
わ
れ
る
が
、
そ

れ
以
外
を
特
に
重
ん
じ
る
こ
と
は
な
い
。
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一
般
に
禁
忌
が
必
要
と
さ
れ
る
も
の
に
婦
人
の
出
産
が
あ
る
。
出
産
し
て
か
ら
一

ト
月
の
間
は
人
と
の
つ
き
あ
い
が
禁
じ
ら
れ
る
。
ま
た
病
人
が
出
た
家
で
は
来
訪
者

を
病
人
の
部
屋
に
入
れ
ず
、
夜
半
に
家
人
が
外
か
ら
帰
っ
て
き
た
時
に
は
火
を
持
っ

て
出
迎
え
、
火
で
そ
の
人
の
周
囲
を
三
度
回
し
て
身
を
浄
め
る
。
そ
の
後
回
り
道
を

し
て
家
の
中
に
入
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
忌
辰
の
あ
る
家
は
、
門
に
一
条
の
赤
布
を

掛
け
て
「
忌
門
」
の
印
と
す
る
。

こ
の
忌
辰
の
年
月
日
は
、
太
古
の
頃
よ
り
初
一
と
一
五
が
重
ん
じ
ら
れ
て
き
た
。

正
月
初
一
、
四
月
初
一
、
七
月
初
一
、
十
月
初
一
は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
一
年
の
四

つ
の
初
一
は
、
蒙
古
の
最
も
重
要
な
日
で
あ
り
、
そ
れ
は
四
季
の
始
ま
り
の
日
で
も

あ
る
。
後
に
は
五
月
初
五
、
八
月
十
五
日
、
九
月
九
日
の
節
句
も
加
わ
る
が
、
こ
れ

は
漢
族
の
風
俗
で
あ
り
蒙
古
に
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
四
月
八
日
は
釈
迦
仏
の
生
誕
日
で
、
十
月
二
十
五
日
は
宗
客
巴
の
生
誕
日

で
い
ず
れ
も
忌
辰
の
日
と
さ
れ
た
。
後
者
は
仏
教
ラ
マ
暦
の
記
念
日
で
も
あ
る
。
蒙

古
で
は
ラ
マ
教
が
布
教
さ
れ
て
後
、
釈
迦
仏
の
命
日
を
忌
辰
、
生
誕
の
日
は
記
念
日

と
さ
れ
た
。

ま
た
昔
か
ら
蒙
古
で
も
っ
と
も
慎
重
に
扱
わ
れ
、
物
忌
み
と
さ
れ
た
日
は
、
甲
子

日
、
庚
子
日
、
甲
午
日
、
庚
申
日
、
甲
申
日
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
日
に
は
物
の
貸
借

や
牛
・
羊
な
ど
の
家
畜
の
屠
殺
が
禁
止
さ
れ
、
供
物
に
も
牛
や
羊
な
ど
は
使
わ
な
い

よ
う
に
し
た
。
後
に
ラ
マ
教
で
は
、
麺
で
様
々
な
果
物
を
作
り
供
物
と
し
た
。
そ
し

て
こ
の
風
習
は
良
し
と
し
、
仏
や
天
地
神
を
祭
祀
す
る
際
に
は
す
べ
て
麺
で
供
物
を

作
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
火
の
神
を
祭
る
時
に
麺
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
つ

辻
雄
二
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た
。
蒙
古
で
は
元
々
火
の
神
を
た
い
へ
ん
大
事
に
扱
っ
て
お
り
、
火
鉢
の
火
が
絶
え

ず
消
え
ぬ
よ
う
注
意
し
、
何
十
代
も
燃
え
続
け
る
火
が
尊
い
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し

て
一
年
中
毎
日
火
鉢
に
柴
木
を
入
れ
る
こ
と
が
丹
念
に
お
こ
な
わ
れ
、
火
を
守
り
続

け
て
き
た
。
ほ
か
に
も
毎
月
壬
癸
の
日
は
火
の
神
の
祭
礼
日
と
さ
れ
、
各
家
で
は
必

ず
火
を
祭
っ
て
い
る
。

ま
た
蒙
古
人
は
婚
儀
に
先
立
ち
、
ま
ず
火
の
神
を
拝
み
、
そ
の
後
で
親
へ
の
挨
拶

を
お
こ
な
う
と
い
っ
た
儀
礼
の
順
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
風
俗
は
仏
教
や
ラ
マ
教
以
前
の
風
習
で
あ
り
、
ラ
マ
教
が
伝
わ
っ
て

か
ら
は
、
祭
祀
に
お
い
て
神
仏
を
祭
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
仏
教
の
経
典
に

習
い
、
麺
で
「
七
金
八
賓
之
供
」
と
称
さ
れ
る
供
物
を
用
意
し
た
。
そ
れ
は
須
密
山

の
周
囲
を
四
海
が
囲
み
、
た
く
さ
ん
の
草
花
や
樹
木
、
動
物
な
ど
が
丹
念
に
施
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
ラ
マ
教
に
は
経
巻
の
名
を
「
招
福
涛
経
」
、
一
般
に
は
「
太
平
経
」
と
も
呼

ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
施
主
者
は
毎
年
の
七
月
節
に
ラ
マ
僧
を
招
き
、
部
落
で
集
ま

り
一
日
中
経
を
あ
げ
、
家
業
繁
盛
、
諸
事
吉
祥
を
祈
念
す
る
。
こ
の
「
招
福
需
経
」

を
あ
げ
る
時
に
は
、
主
人
は
ラ
マ
僧
を
十
七
、
八
人
招
き
、
こ
れ
を
親
族
や
友
人
に

知
ら
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
日
に
は
放
牧
し
て
い
る
牛
馬
や
羊
を
全
て
家
の
前
に
集
め
、

群
の
中
で
一
番
子
を
多
く
生
み
そ
う
な
家
畜
を
選
び
、
そ
の
角
や
尻
尾
に
布
を
付
け

て
印
と
し
、
こ
の
後
屠
殺
し
食
す
こ
と
を
許
さ
な
い
よ
う
決
め
る
。
も
し
そ
の
選
ば

れ
た
牛
が
死
ん
だ
時
に
は
地
中
深
く
に
埋
葬
す
る
。

こ
の
「
招
福
涛
経
」
を
あ
げ
る
時
に
は
、
主
人
は
礼
服
に
身
を
包
み
、
祭
神
剣
を

手
に
し
て
座
る
。
そ
し
て
ラ
マ
僧
が
経
を
あ
げ
て
い
る
時
に
、
主
人
は
家
の
前
に
集

め
ら
れ
た
家
畜
の
群
に
む
か
っ
て
「
福
よ
来
い
、
福
よ
来
い
」
と
叫
ぶ
。
こ
の
一
連

の
儀
礼
が
終
わ
る
と
ラ
マ
僧
や
参
列
し
た
親
族
友
人
た
ち
と
飲
食
を
共
に
し
、
散
会

と
な
る
。

こ
の
「
招
福
壽
経
」
を
あ
げ
る
日
か
ら
数
え
て
七
日
間
を
物
忌
み
と
し
、
そ
の
間

婚
約
を
定
め
る
時
の
贈
り
物
に
は
三
つ
の
種
類
が
あ
る
。
一
番
尊
ば
れ
る
も
の
は

ハ
ダ
で
あ
り
、
次
い
で
酒
・
羊
、
そ
し
て
三
番
目
が
布
で
あ
る
。

ハ
ダ
に
は
三
種
類
あ
り
、
大
ハ
ダ
は
五
○
余
両
の
銀
銭
が
か
か
る
。
長
さ
十
二
尺

幅
一
尺
の
大
き
さ
で
、
白
い
絹
で
織
ら
れ
て
い
る
。
中
ハ
ダ
は
長
さ
五
尺
か
ら
三
尺

ぐ
ら
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
価
格
は
一
○
両
か
ら
五
両
く
ら
い
で
あ
る
。
小

の
財
貨
の
貸
借
な
ど
は
禁
止
さ
れ
る
。

こ
の
忌
辰
に
則
り
、
出
産
で
は
一
卜
月
、
忌
事
に
お
い
て
は
百
箇
日
、
「
招
福
謬

経
」
を
あ
げ
る
時
に
は
七
日
間
を
禁
忌
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
現
在
蒙
古
の
各
地
で
お
こ
な
わ
れ
る
祭
祀
の
規
定
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
。
開
墾
さ
れ
て
い
な
い
地
方
、
つ
ま
り
牧
畜
に
よ
り
生
活
を
お
こ
な
う
地
方
で
は
、

古
い
習
慣
を
守
り
、
牛
や
羊
、
烏
を
供
物
と
す
る
し
、
一
方
開
墾
さ
れ
た
地
方
や
漢

族
と
雑
居
す
る
地
方
で
は
漢
族
の
風
習
に
従
い
、
祭
祀
の
供
物
に
は
五
供
が
用
意
さ

れ
る
。
五
供
に
は
鶏
・
家
鴨
・
魚
・
野
菜
な
ど
が
用
い
ら
れ
、
大
き
な
祭
祀
で
は
盛

大
な
料
理
を
神
に
供
え
る
こ
と
も
あ
る
。

大
廟
宇
寺
院
に
近
い
地
方
で
は
、
祭
祀
に
用
い
る
物
は
仏
教
の
慣
わ
し
に
従
う
。

ま
た
ラ
マ
教
で
は
ソ
バ
な
ど
の
麺
類
で
供
物
を
作
る
な
ど
、
ラ
マ
教
の
習
慣
に
従
う

人
が
多
い
。
他
に
も
仏
教
の
説
に
よ
る
と
、
人
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
七
日
の
間
に
、

生
前
の
善
悪
に
よ
り
霊
魂
は
脱
乗
の
位
と
六
門
に
入
る
こ
と
が
分
け
ら
れ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
説
教
が
あ
る
た
め
、
蒙
古
人
は
死
後
墓
を
あ
ま
り
重
視
せ
ず
、
部
落
で

死
者
が
出
た
場
合
は
急
い
で
ラ
マ
僧
を
招
き
、
経
を
あ
げ
て
死
者
の
霊
魂
が
善
の
地

に
、
極
楽
世
界
に
い
け
る
よ
う
に
す
る
。
こ
れ
も
仏
教
を
信
仰
す
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
祭
祀
忌
辰
は
す
べ
て
ラ
マ
教
の
定
め
に
則
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

第
二
十
二
章
結
婚
定
礼
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ハ
ダ
は
五
分
銀
ぐ
ら
い
で
、
長
さ
人
寸
幅
五
寸
、
や
は
り
絹
製
で
あ
る
。
ま
た
白
い

粗
布
一
反
は
小
ハ
ダ
の
一
つ
に
代
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

蒙
古
で
は
紅
白
の
祝
事
や
賀
寿
の
祝
儀
、
日
常
の
交
際
な
ど
す
べ
て
の
儀
礼
に
お

い
て
ハ
ダ
が
用
い
ら
れ
る
。
婚
約
の
贈
り
物
に
は
、
用
意
さ
れ
る
ハ
ダ
・
馬
・
牛
・

羊
の
数
は
全
て
偶
数
と
な
り
、
酒
な
ら
ば
壷
を
単
位
と
す
る
。

そ
し
て
婚
約
の
贈
り
物
も
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
上
等
な
贈
り
物
は
数

え
き
れ
な
い
ほ
ど
で
、
中
等
で
あ
っ
て
も
あ
る
程
度
の
規
模
を
誇
る
も
の
で
あ
る
。

初
め
て
の
贈
り
物
は
中
ハ
ダ
を
一
○
、
羊
二
匹
、
酒
四
壷
を
贈
り
結
婚
の
約
束
を
す

る
。
続
い
て
の
贈
り
物
を
贈
る
時
に
は
、
結
婚
の
日
取
り
決
め
た
り
、
男
女
双
方
の

財
産
な
ど
を
相
談
す
る
。
贈
り
物
は
大
ハ
ダ
ニ
、
中
ハ
ダ
’
○
、
小
ハ
ダ
一
○
○
を

用
意
す
る
。
そ
の
ほ
か
に
馬
二
頭
、
牛
四
頭
、
羊
四
匹
、
そ
し
て
酒
五
壷
を
贈
る
。

ま
た
衣
服
や
装
飾
品
は
こ
れ
ら
と
は
別
に
用
意
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
結
婚
の
準
備
は
進
め
ら
れ
、
両
家
双
方
で
結
婚
が
認
め
ら
れ
る
と
、

男
方
は
媒
人
を
頼
み
、
贈
り
物
を
結
婚
式
の
三
ヶ
月
前
に
女
方
へ
と
送
り
届
け
る
。

そ
し
て
媒
人
は
結
婚
式
の
当
日
に
は
嫁
を
迎
え
に
行
く
。

も
っ
と
も
中
等
以
下
の
結
婚
に
お
い
て
は
、
贈
り
物
に
つ
い
て
の
定
例
が
な
い
。

初
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
婚
約
の
贈
り
物
に
は
小
ハ
ダ
五
○
と
酒
一
壷
、
羊
二
匹
を
用

意
す
る
人
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
贈
り
物
も
結
婚
を
約
束
す
る
証
と
さ
れ
る
。
女
方
で

は
贈
り
物
を
受
け
取
り
婚
約
が
成
立
す
る
と
ハ
ダ
を
用
意
し
、
両
家
で
互
い
に
ハ
ダ

を
交
換
す
る
こ
と
が
婚
姻
の
儀
礼
で
あ
る
。

こ
の
ハ
ダ
の
交
換
は
蒙
古
の
親
族
間
の
つ
き
あ
い
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
め
で
た

い
こ
と
が
あ
っ
た
時
に
も
そ
れ
ぞ
れ
使
わ
れ
る
。
ま
た
昇
進
や
子
供
の
誕
生
、
結
婚
、

長
寿
の
祝
い
、
或
い
は
葬
事
に
贈
る
も
の
は
上
等
で
、
大
ハ
ダ
、
馬
、
服
な
ど
が
用

意
さ
れ
る
。
中
等
で
は
中
ハ
ダ
、
羊
や
牛
皮
で
作
ら
れ
た
靴
と
な
り
、
下
等
で
も
小

ハ
ダ
一
つ
と
靴
一
足
、
布
な
ど
が
贈
り
物
と
さ
れ
る
。
結
婚
や
葬
儀
な
ど
に
お
い
て

は
、
こ
の
よ
う
な
贈
り
物
が
一
番
喜
ば
れ
る
。
ま
た
茶
や
酒
な
ど
は
特
別
な
贈
り
物

古
来
、
慶
事
の
場
合
の
贈
り
物
は
九
九
を
揃
え
る
こ
と
が
一
番
喜
ば
れ
た
。
国
慶

の
祝
事
に
は
、
白
い
酪
駝
の
身
体
に
金
の
鞍
と
銀
の
鎧
、
そ
し
て
五
色
の
椴
子
で
作

ら
れ
た
座
布
団
が
つ
け
ら
れ
た
も
の
が
用
意
さ
れ
た
。
前
後
の
鞍
に
は
金
に
宝
石
・

珊
瑚
・
玉
な
ど
が
鎮
め
ら
れ
た
も
の
が
飾
ら
れ
る
。
こ
の
鞍
を
作
る
に
は
一
万
両
の

銀
銭
が
か
か
る
。
白
色
の
酪
駝
に
全
て
の
飾
り
物
を
付
け
そ
ろ
え
る
と
、
「
九
九
」

の
規
則
を
達
し
た
と
言
い
、
と
て
も
貴
重
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
蒙
古
で
は
こ
の
よ
う

に
完
壁
に
飾
ら
れ
た
白
色
の
酪
駝
は
最
高
の
贈
り
物
で
あ
り
、
こ
れ
よ
り
素
晴
ら
し

で
あ
り
、
そ
れ
等
を
贈
る
場
合
に
も
小
ハ
ダ
を
一
つ
添
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

蒙
古
で
は
開
墾
し
て
農
業
を
お
こ
な
う
所
も
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
婚
約
の
贈
り
物

も
変
わ
っ
て
き
て
お
り
、
布
・
焼
酎
・
豚
・
金
銭
な
ど
を
用
い
る
。
結
婚
の
意
思
が

あ
れ
ば
、
ま
ず
媒
人
を
通
じ
て
結
婚
の
話
を
決
め
、
初
め
て
の
婚
約
の
贈
り
物
に
は

白
布
と
焼
酎
二
十
五
キ
ロ
、
肥
え
た
豚
一
匹
を
贈
る
。
こ
の
よ
う
な
布
や
酒
、
豚
な

ど
は
婚
約
の
贈
り
物
で
、
結
婚
や
葬
儀
の
時
に
は
、
そ
の
贈
り
物
を
書
き
留
め
て
お

く
。
そ
し
て
肥
え
た
豚
は
一
等
の
贈
り
物
と
さ
れ
、
次
い
で
金
銭
が
重
宝
さ
れ
る
。

金
銭
は
一
○
吊
、
五
吊
、
二
吊
の
別
が
あ
り
、
｜
吊
は
五
○
○
で
あ
る
。
大
小
に
か

か
わ
ら
ず
祝
儀
不
祝
儀
が
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
み
な
金
銭
を
贈
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
般
的
に
は
二
吊
か
五
吊
を
贈
り
物
の
代
わ
り
と
し
、
互
い
に
交
換
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
現
在
蒙
古
で
祝
儀
不
祝
儀
に
贈
る
物
は
馬
一
頭
、
牛
一
頭
、
羊
一

匹
、
豚
一
匹
、
布
一
反
、
金
銭
一
○
吊
か
ら
長
靴
五
○
○
足
、
靴
一
足
、
袋
物
一
包
、

果
物
髄
一
つ
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
の
蒙
古
の
情
況
で
あ
る
。
各
家
に
は
こ
れ
ら

の
祝
儀
に
贈
ら
れ
た
物
が
書
き
留
め
ら
れ
、
祝
事
が
あ
っ
た
場
合
に
は
そ
れ
を
見
て
、

価
格
相
当
の
物
を
送
る
の
で
あ
る
。

第
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古
代
よ
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
風
習
に
よ
る
と
、
結
婚
す
る
場
合
に
は
必
ず
年
長
で

子
供
の
あ
る
夫
婦
の
仲
人
が
必
要
と
さ
れ
た
。
こ
の
風
習
は
成
吉
思
汗
時
代
か
ら
で

あ
る
。
結
婚
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、
結
婚
し
て
か
ら
老
い
る
ま
で
ず
っ
と
夫
婦

で
あ
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
は
夫
婦
の
倫
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
仲
人
の
規

定
を
決
め
、
仲
人
は
安
易
に
夫
婦
が
別
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。

仲
人
に
な
る
者
は
三
十
歳
を
過
ぎ
た
妻
帯
者
で
子
供
を
も
つ
家
の
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
若
輩
者
や
歳
を
と
っ
て
い
る
が
結
婚
し
て
い
な
い
者
は
仲

人
に
は
な
れ
な
い
。
同
じ
く
嫁
に
い
け
な
か
っ
た
女
も
仲
人
に
な
れ
な
い
。
ま
た
僧

侶
と
尼
僧
は
決
し
て
仲
人
を
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
未
亡
人
も
、
身
体
に
障
害

の
あ
る
者
も
仲
人
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

仲
人
は
ま
ず
自
身
が
夫
婦
者
で
子
供
が
あ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。
次
い
で
双
方

の
男
女
の
生
ま
れ
歳
を
聞
き
、
干
支
を
用
い
て
申
子
辰
己
酉
丑
を
合
わ
せ
て
十
二
の

最
高
の
贈
り
物
で
あ
り
、
天
子
の
朝
賀
に
は
こ
れ
以
外
を
用
い
て
は
な
ら
ず
、

や
王
侯
の
ほ
か
に
こ
の
よ
う
な
白
い
酪
駝
を
使
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
る
。

い
物
は
な
い
。

次
い
で
の
贈
り
物
は
去
勢
き
れ
た
優
良
な
白
馬
で
あ
る
。
体
格
の
良
い
白
馬
を
選

ん
で
、
金
の
鞍
と
銀
の
鎧
を
付
け
、
座
席
は
細
か
い
毛
皮
と
絹
糸
・
殿
子
で
作
ら
れ

る
。
全
部
揃
え
る
に
は
数
千
両
の
銀
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
贈
り
物
の
ほ
か

に
は
、
慶
事
の
贈
り
物
と
し
て
は
最
高
の
品
は
な
い
。
金
・
銀
千
両
と
か
、
絹
糸
・

殿
子
な
ど
の
生
地
も
贈
り
物
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
比
べ
よ
う
の
な
い
話
で
あ
る
。

蒙
古
で
は
慶
事
の
贈
り
物
と
し
て
一
番
重
ん
じ
ら
れ
る
の
は
、
金
銀
の
鞍
な
ど
で

飾
ら
れ
た
白
い
酪
駝
と
、
銀
の
鞍
な
ど
を
つ
け
て
い
る
白
馬
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
が

最
高
の
贈
り
物
で
あ
り
、
天
子
の
朝
賀
に
は
こ
れ
以
外
を
用
い
て
は
な
ら
ず
、
国
王

第
二
＋
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人
規
則

最
も
古
い
時
代
か
ら
伝
わ
る
印
度
の
説
に
よ
れ
ば
、
人
は
歳
を
と
る
と
生
き
た
ま

ま
に
捨
て
ら
れ
る
と
い
う
。
捨
て
る
こ
と
の
規
則
な
ど
に
つ
い
て
は
、
全
て
皇
帝
の

命
令
が
あ
り
、
七
十
三
歳
以
上
と
な
り
寝
起
き
や
行
動
が
不
自
由
に
な
る
と
、
み
な

野
外
に
捨
て
ら
れ
、
家
に
お
い
て
お
い
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
規
定
に
遵
わ
ず
に
年

老
い
た
者
を
家
に
隠
し
た
場
合
は
罪
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
い
法
令
が
あ
っ
た

た
め
、
人
々
は
違
反
す
る
こ
と
な
く
年
寄
り
は
み
な
捨
て
ら
れ
た
。
父
親
が
歳
を
と

る
と
息
子
に
連
れ
ら
れ
て
野
外
に
行
き
、
母
親
が
歳
を
と
る
と
嫁
に
連
れ
ら
れ
て
野

外
に
捨
て
お
か
れ
る
。
そ
の
時
に
は
三
日
分
の
食
糧
が
準
備
さ
れ
、
茶
碗
や
箸
を
揃

え
て
老
人
を
野
外
の
だ
れ
も
い
な
い
所
へ
連
れ
て
い
き
、
座
る
場
所
を
指
定
し
て
茶

碗
を
前
に
置
く
。
そ
し
て
呪
誼
を
唱
え
な
が
ら
、
老
人
の
周
り
を
三
回
廻
っ
て
手
で

城
を
描
く
。
こ
の
所
作
が
終
わ
る
と
鬼
や
魔
物
が
こ
の
城
に
入
っ
て
は
な
ら
な
い
と

唱
え
、
老
人
の
前
で
三
度
脆
き
拝
み
、
急
い
で
家
に
帰
る
。
捨
て
ら
れ
た
老
人
も
家

に
帰
る
気
持
ち
を
失
い
、
捨
て
ら
れ
た
こ
と
を
恨
ま
ず
そ
の
ま
ま
に
死
を
待
つ
。
そ

の
頃
の
人
は
誠
実
で
あ
り
、
捨
て
ら
れ
た
後
三
つ
の
城
の
中
に
死
を
待
つ
こ
と
を
公

道
と
し
、
極
め
て
真
心
の
篤
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
代
に
と
て
も
仲
の
い
い
姑
と
嫁
が
い
た
。
姑
は
い
つ
も
善
行
を
し
て
、
そ

像
で
判
断
す
る
。
こ
の
規
定
は
宗
旨
で
あ
る
。
結
婚
の
申
し
込
み
を
担
当
す
る
仲
人

に
よ
れ
ば
、
像
や
歳
が
三
つ
か
ら
五
つ
く
ら
い
離
れ
る
男
女
が
合
う
と
い
う
。
そ
し

て
男
女
の
気
持
ち
が
合
う
場
合
は
、
仲
人
が
証
人
と
し
て
結
婚
を
申
し
込
み
、
婚
約

の
贈
り
物
を
送
っ
て
、
嫁
入
り
ま
で
す
べ
て
の
こ
と
を
保
証
す
る
。
も
し
若
い
夫
婦

が
仲
が
悪
く
て
、
夫
が
妻
を
離
縁
す
る
時
に
は
、
仲
人
に
頼
ん
で
立
ち
会
い
人
に
す

る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
も
と
に
、
蒙
古
の
仲
人
風
習
は
続
け
ら
れ
て
い
る
。

第
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し
て
嫁
は
い
つ
も
孝
行
を
し
て
い
た
。

姑
が
七
十
四
か
七
十
五
歳
に
な
り
、
い
よ
い
よ
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

二
人
は
な
か
な
か
離
れ
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
や
が
て
諦
め
も
つ
か
ぬ
ま
ま
嫁
は
姑

の
た
め
に
食
事
を
用
意
し
、
野
外
へ
連
れ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
姑
は
嫁
が
愛
お
し
く

て
泣
き
な
が
ら
言
っ
た
。
こ
れ
は
あ
な
た
が
捨
て
ら
れ
る
時
に
使
い
な
さ
い
。
私
は

ど
う
せ
死
ぬ
の
だ
か
ら
茶
碗
な
ど
は
使
わ
な
い
と
言
っ
た
。
嫁
は
こ
の
話
を
聞
き
突

然
悟
っ
た
。
姑
が
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
き
っ
と
何
か
良
い
方
法
が
あ
り
、
姑
を

隠
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
そ
こ
で
二
人
は
相
談
し
て
、
そ
の
夜
家
へ
と
戻
る

と
家
の
裏
に
洞
窟
を
掘
っ
て
、
姑
を
中
に
入
れ
外
か
ら
草
で
隠
し
た
。

そ
の
頃
各
国
の
国
王
は
盟
主
の
座
を
争
う
た
め
に
、
三
つ
の
宝
物
を
出
し
て
い
た
。

こ
の
三
つ
の
宝
物
の
こ
と
が
分
か
る
国
の
国
王
は
盟
主
と
な
り
、
そ
れ
は
宝
物
の
分

か
る
賢
人
を
選
ぶ
こ
と
で
も
あ
る
と
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
国
の
国
王
は
触
を
出
し
て
、

こ
の
三
つ
の
宝
物
の
分
か
る
者
は
千
戸
の
長
に
選
ば
れ
、
金
を
万
両
賞
与
す
る
な
ど

の
懸
賞
を
出
す
約
束
を
し
た
。
し
か
し
こ
の
知
ら
せ
が
四
方
に
伝
わ
っ
て
も
な
か
な

か
出
頭
す
る
人
は
い
な
か
っ
た
。
姑
を
隠
し
て
い
る
家
の
息
子
は
国
王
の
側
近
の
大

臣
で
あ
り
、
そ
の
息
子
は
家
に
帰
る
と
い
つ
も
憂
篭
な
顔
を
し
て
い
た
。
妻
は
夫
に

憂
鯵
の
原
因
を
尋
ね
る
と
、
夫
が
言
う
に
は
他
国
か
ら
三
つ
の
宝
物
が
送
ら
れ
て
き

て
、
こ
の
宝
物
の
起
源
、
性
情
を
知
る
国
王
が
盟
主
と
な
り
、
そ
れ
を
分
か
っ
た
者

は
大
賞
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
国
中
に
こ
の
宝
物
を
分
か
る
人
が
い
な
く
て
、

国
王
は
と
て
も
心
配
し
て
い
る
。
宝
物
の
一
つ
は
牛
の
よ
う
に
大
き
く
て
、
も
う
一

つ
は
長
さ
が
五
尺
で
幅
が
三
尺
あ
る
木
で
、
節
や
紋
が
な
く
ま
っ
す
ぐ
で
曲
が
ら
な

い
。
あ
と
の
一
つ
は
二
匹
の
蛇
で
、
雄
と
雌
が
区
別
で
き
な
い
。
そ
ん
な
わ
け
で
み

な
困
っ
て
い
る
と
い
う
。

嫁
は
夫
が
出
か
け
て
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
姑
に
伝
え
た
。
す
る
と
姑
は
そ
れ
を
聞

い
て
こ
う
答
え
た
。

昔
か
ら
の
言
い
伝
え
に
よ
る
と
、
牛
の
よ
う
な
鼠
は
必
ず
尺
の
長
さ
の
あ
る
猫
を

怖
が
る
か
ら
、
猫
で
試
し
た
ら
す
ぐ
判
る
。
そ
し
て
蛇
の
雄
雌
の
分
別
も
難
し
く
な

い
。
雄
蛇
の
尾
は
細
長
く
て
、
雌
蛇
の
尾
は
割
と
太
い
。
そ
れ
に
雄
蛇
が
動
く
時
は

不
安
定
で
あ
る
。
そ
し
て
木
の
場
合
は
水
に
入
れ
れ
ば
す
ぐ
分
か
る
。
ど
ん
な
木
で

も
水
に
入
れ
る
時
、
ま
ず
根
が
先
に
水
の
中
に
沈
む
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
宝

物
の
判
別
は
全
然
難
し
く
な
い
と
。

嫁
は
こ
の
話
を
し
っ
か
り
と
聞
き
、
昔
か
ら
の
言
い
伝
え
と
こ
と
わ
り
一
部
始
終

を
夫
に
教
え
た
。
夫
は
妻
の
話
を
聞
い
て
と
て
も
喜
ん
だ
。
翌
日
朝
廷
に
行
く
と
、

ま
ず
猫
で
試
し
た
。
牛
の
よ
う
に
大
き
い
物
は
猫
を
見
た
と
た
ん
全
身
が
震
え
、
と

て
も
恐
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
鼠
だ
と
分
か
っ
た
。
次
に
妻
に
言
わ
れ
た
通
り
に
木

と
蛇
を
試
す
と
、
全
部
が
当
た
っ
た
。
三
つ
の
物
は
そ
れ
ぞ
れ
楠
の
木
と
、
雄
の
蛇
、

雌
の
蛇
及
び
鼠
だ
と
報
告
す
る
と
、
国
王
は
大
い
に
喜
ん
だ
。
こ
の
三
つ
の
物
を
持
っ

て
き
た
使
者
は
驚
き
、
盟
主
の
座
を
争
わ
ず
、
永
遠
に
服
従
し
て
毎
年
貢
品
を
贈
る

と
言
い
残
し
本
国
へ
と
帰
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
国
王
は
宝
物
を
判
別
し
た
の
は
誰
か
と
尋
ね
る
と
、
こ
の
大
臣
は
自
分
の

妻
か
ら
聞
い
た
と
答
え
た
。
そ
し
て
国
王
は
そ
の
話
を
詳
し
く
聞
い
て
く
る
よ
う
命

じ
た
。

大
臣
が
家
に
戻
っ
て
そ
の
理
由
を
妻
に
問
い
た
だ
す
と
、
妻
は
捨
て
ず
に
隠
し
て

い
る
姑
か
ら
教
わ
っ
た
と
正
直
に
事
の
次
第
を
告
げ
た
。
大
臣
が
そ
の
一
部
始
終
を

国
王
「
嚇
吟
薩
鳴
」
に
報
告
す
る
と
、
国
王
は
年
寄
り
を
捨
て
て
は
い
け
な
い
こ
と

に
気
づ
き
、
老
人
は
と
て
も
大
切
だ
と
い
う
こ
と
を
悟
っ
た
。
そ
れ
以
後
老
人
を
捨

て
る
行
為
を
禁
止
し
、
老
人
を
大
事
に
す
る
布
告
を
出
し
、
各
地
方
で
老
人
を
捨
て

る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
印
度
の
人
々
は
全
て
「
嚇
吟
薩
鳴
」
の
決
め
た
規
則
に
従
っ
た
。
後

に
西
蔵
文
の
経
典
が
編
ま
れ
、
「
蘇
達
但
呪
汗
」
の
夫
人
「
嚇
恰
牟
呪
」
が
釈
迦
仏

を
産
む
話
が
記
載
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
仏
教
が
印
度
で
起
こ
り
、
人
々
を
引
導
し
て
善

行
を
お
こ
な
っ
た
た
め
、
仏
教
は
大
い
に
隆
盛
し
て
人
々
は
仏
の
説
を
信
じ
る
よ
う
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に
な
っ
た
。
ま
た
仏
は
人
間
の
生
死
に
つ
い
て
説
い
た
。
人
間
が
生
ま
れ
る
と
き
に

五
色
の
花
水
を
使
っ
て
体
を
洗
い
清
潔
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
、
死
ぬ
時
も
三
種
の

葬
法
が
あ
る
。
第
一
は
火
葬
で
、
第
二
は
水
葬
、
そ
し
て
第
三
が
土
葬
で
あ
る
。
そ

の
葬
法
に
則
り
埋
葬
す
る
の
は
魂
の
来
世
の
た
め
で
あ
る
。
人
間
の
身
体
は
陰
陽
五

行
よ
り
変
化
し
、
死
後
も
五
行
に
還
元
し
て
、
も
と
の
浄
い
魂
に
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
が
仏
が
三
種
の
葬
法
を
説
く
わ
け
で
あ
る
。
火
葬
の
場
合
は
白
檀
で
遺
体
を
焼

き
、
土
葬
は
相
応
し
い
場
所
を
選
ん
で
埋
葬
す
る
。
水
葬
の
場
合
は
遺
体
を
大
き
な

川
に
流
す
。
こ
れ
は
葬
送
の
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
則
が
あ
っ
て
、
印
度
人

は
人
が
死
ん
だ
時
に
は
遺
体
を
ガ
ン
ジ
ス
河
に
捨
て
、
魚
に
食
べ
さ
せ
る
。
生
ま
れ

変
わ
る
の
に
徳
が
あ
る
よ
う
に
と
願
う
か
ら
で
あ
る
。
遺
体
を
捨
て
て
魚
の
餌
に
す

る
こ
と
は
仏
教
の
教
え
を
実
行
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

後
の
西
蔵
国
「
蘇
隆
賛
堪
布
汗
」
の
時
、
王
は
自
ら
国
政
を
整
え
、
至
る
所
で
文

明
を
重
視
し
た
。
そ
し
て
要
員
を
派
遣
し
て
印
度
へ
と
赴
か
せ
、
仏
教
の
経
典
を
手

に
入
れ
、
西
蔵
で
大
い
に
仏
教
を
広
め
る
た
め
に
、
葬
送
も
仏
教
の
教
え
に
従
い
、

三
種
の
方
法
を
取
り
入
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
西
蔵
人
が
死
ん
だ
時
に
は
、
死
体
を
処

理
す
る
専
門
の
者
が
い
た
。
こ
の
よ
う
な
人
を
「
散
措
巴
」
と
い
う
。
散
措
巴
と
い

う
の
は
本
来
教
派
で
あ
る
が
、
ほ
か
の
教
派
と
は
異
な
り
、
こ
の
教
派
の
人
は
葬
儀

を
専
門
に
扱
っ
た
。
死
者
が
出
る
と
散
措
巴
は
遺
体
を
人
の
い
な
い
野
原
へ
運
び
出

し
、
刀
で
遺
体
を
八
つ
に
切
っ
て
あ
ち
こ
ち
に
捨
て
た
。
こ
の
よ
う
な
風
習
は
蘇
隆

賛
堪
布
汗
の
時
ま
で
続
き
、
そ
の
後
仏
教
の
火
葬
に
変
わ
っ
た
。

蒙
古
人
の
葬
法
は
西
蔵
と
は
異
な
る
。
昔
蒙
古
で
は
、
死
者
が
出
る
と
遺
体
を
家

に
捨
て
置
き
、
残
さ
れ
た
者
が
ほ
か
の
場
所
へ
移
住
し
た
。
後
に
は
人
が
死
ぬ
と
遺

体
を
牛
車
に
乗
せ
て
人
の
い
な
い
所
に
行
き
、
そ
れ
か
ら
力
一
杯
に
牛
車
を
走
ら
せ
、

遺
体
が
車
か
ら
落
ち
た
所
で
、
車
夫
は
「
こ
こ
が
お
前
の
埋
葬
地
だ
」
と
言
い
放
ち
、

後
ろ
を
振
り
向
く
こ
と
な
く
急
い
で
そ
の
地
か
ら
去
っ
た
。
家
に
辿
り
着
く
と
家
人

は
火
を
持
っ
て
遺
体
を
乗
せ
た
牛
車
を
浄
め
、
こ
れ
で
葬
送
が
終
わ
り
と
さ
れ
た
。

し
か
し
成
吉
思
汗
の
時
に
諸
事
が
改
め
ら
れ
、
仏
教
の
定
め
に
則
っ
て
埋
葬
す
る

よ
う
に
決
め
、
蒙
古
で
初
め
て
火
葬
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
蒙

古
で
は
ラ
マ
教
は
無
上
の
教
え
と
な
り
、
仏
教
を
信
じ
る
人
は
次
第
に
増
え
て
い
っ

た
。
元
か
ら
情
、
そ
し
て
民
国
へ
と
変
わ
っ
た
が
、
こ
の
間
蒙
古
で
は
火
葬
を
変
え

な
か
っ
た
。
ラ
マ
教
だ
け
を
信
じ
、
な
に
か
あ
れ
ば
ラ
マ
教
の
加
護
を
頼
む
。
仏
教

の
経
典
に
は
人
の
生
死
を
説
く
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
言
う
に
は
、
人
は
生
ま
れ
て

体
が
四
万
八
千
の
虫
よ
り
な
る
の
で
、
死
ぬ
時
は
火
葬
が
第
一
の
方
法
で
あ
る
と
。

こ
の
経
典
の
論
理
に
則
っ
て
、
蒙
古
は
ラ
マ
教
を
信
じ
て
そ
れ
に
従
う
。
上
層
階
級

の
者
が
亡
く
な
る
と
火
葬
を
お
こ
な
い
、
ラ
マ
僧
を
呼
ん
で
経
を
あ
げ
魂
を
引
導
し
、

白
檀
と
薬
材
で
遺
体
を
焼
く
。
中
層
階
級
の
家
に
死
者
が
出
る
と
、
棺
桶
に
遺
体
を

入
れ
て
土
に
埋
葬
し
、
ラ
マ
僧
を
呼
び
経
を
あ
げ
て
も
ら
い
、
魂
を
引
導
し
来
世
で

生
ま
れ
変
わ
る
生
霊
の
苦
難
を
免
ず
る
こ
と
を
祈
る
。
下
層
階
級
の
家
で
は
人
が
死

ん
で
も
ラ
マ
僧
を
呼
ぶ
金
も
な
い
た
め
、
昔
か
ら
の
風
習
で
遺
体
を
牛
車
に
載
せ
て

部
落
か
ら
遠
い
野
外
の
無
人
の
場
所
に
捨
て
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
現
在
の
蒙
古
で
は
葬
法
が
三
種
あ
り
、
上
層
階
級
で
は
火
葬
、
中
層

階
級
は
土
葬
、
下
層
階
級
で
は
野
に
捨
て
ら
れ
る
。
ま
た
上
層
階
級
の
家
で
は
、
人

が
死
ぬ
と
そ
の
遺
体
を
火
葬
で
処
理
し
、
子
孫
は
骨
を
山
西
五
台
山
に
送
っ
て
埋
葬

す
る
の
が
最
も
良
い
葬
送
だ
と
考
え
る
。
死
者
の
骨
を
五
台
山
に
送
る
の
は
第
一
の

孝
行
で
あ
る
か
ら
、
蒙
古
人
の
中
に
は
火
葬
し
た
あ
と
、
骨
を
五
台
山
に
送
っ
て
埋

葬
す
る
人
が
多
い
。

蒙
古
の
昔
か
ら
の
伝
統
で
、
長
男
が
家
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
。
父
親
が
年
を
と

る
と
長
男
が
家
の
す
べ
て
を
管
理
す
る
。
父
親
が
亡
く
な
っ
た
後
、
兄
弟
関
係
が
悪

第
二
十
六
章
家
産
分
割
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く
分
家
と
な
る
場
合
は
、
先
祖
か
ら
の
家
産
を
長
男
が
半
分
継
ぎ
、
残
り
半
分
を
ほ

か
の
兄
弟
が
平
等
に
分
割
す
る
。
五
、
六
人
の
兄
弟
が
い
る
家
が
分
家
す
る
と
き
は
、

長
男
と
末
子
を
中
心
に
家
産
を
分
割
す
る
。
長
男
と
末
子
以
外
の
兄
弟
は
家
産
の
半

分
を
分
け
、
決
し
て
父
の
家
産
の
大
半
を
取
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
に
蒙
古
人
の
兄
弟
分
家
は
長
男
と
末
子
を
中
心
と
し
、
父
親
が
年
を
取
る
と
長
男

か
末
子
が
父
親
の
大
半
の
家
産
を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
定
則
が

あ
る
た
め
に
、
ほ
か
の
者
は
各
自
の
分
を
取
り
、
長
男
と
末
子
と
争
う
こ
と
を
し
な

い
。
家
産
を
分
割
す
る
時
も
、
み
な
順
序
を
分
か
っ
て
い
る
た
め
、
割
り
当
て
ら
れ

た
家
産
を
持
ち
各
自
別
の
場
所
に
住
む
。
分
家
に
は
こ
の
よ
う
な
規
則
が
あ
り
、
こ

れ
は
貧
富
や
階
級
の
差
に
関
係
な
く
実
行
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
兄
弟
分
家
に
お
い
て
は
、
母
方
の
兄
弟
と
本
族
の
年
長
者
を
呼
ん
で

家
に
集
め
、
親
族
の
年
輩
者
と
一
緒
に
家
産
を
確
か
め
、
長
幼
の
順
序
で
公
正
に
家

産
を
割
り
、
兄
弟
た
ち
は
そ
れ
を
見
て
、
損
な
う
こ
と
も
な
い
た
め
誰
も
文
句
を
言

わ
ず
そ
れ
に
遵
う
。
そ
し
て
親
友
を
証
人
と
し
て
、
各
自
分
け
与
え
ら
れ
た
家
産
を

持
ち
ほ
か
の
場
所
へ
と
移
住
す
る
。
蒙
古
の
分
家
を
定
め
る
時
、
証
人
に
一
番
相
応

し
い
の
は
母
親
の
兄
弟
と
本
族
の
年
長
者
で
あ
る
。

家
産
の
多
い
家
の
分
家
に
お
い
て
は
、
時
間
を
決
め
て
す
べ
て
の
親
族
と
部
落
、

一
族
の
年
長
者
を
家
に
呼
ぶ
ほ
か
に
、
現
地
の
長
官
や
親
友
を
監
督
に
頼
む
こ
と
も

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
家
産
を
確
か
め
、
全
て
を
記
録
す
る
た
め
に
品
物
の
名
や
質
、
家

畜
の
数
な
ど
を
記
入
し
て
保
管
す
る
。
家
産
分
割
し
終
わ
る
と
宴
席
を
設
け
て
親
友

な
ど
を
招
待
す
る
。
年
長
者
や
長
官
に
酒
を
注
ぎ
、
礼
を
た
だ
し
て
辞
儀
を
し
、
牛

と
羊
を
一
頭
ず
つ
準
備
し
、
そ
れ
を
母
方
の
兄
弟
と
族
長
と
地
方
官
に
贈
る
。

分
家
は
十
日
間
ぐ
ら
い
を
か
け
て
処
理
す
る
が
、
こ
れ
は
蒙
古
の
裕
福
の
家
は
家

族
数
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
状
況
も
あ
る
。
時
と
し
て
分
家
の
た
め
に

親
族
や
兄
弟
が
敵
同
士
と
な
り
、
訴
訟
を
起
こ
し
て
該
当
の
官
庁
に
行
っ
て
処
理
を

願
う
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
訴
訟
の
た
め
に
分
配
が
難
し
く
な
る
家
も
あ
る
。

ま
た
後
継
ぎ
の
な
い
家
も
あ
る
。
娘
し
か
な
い
家
で
は
婿
を
迎
え
て
老
後
を
備
え
る

こ
と
も
で
き
る
。
但
し
関
係
の
近
い
同
族
の
人
が
い
れ
ば
、
外
の
人
間
を
婿
と
し
て

迎
え
て
、
家
産
を
継
が
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
は
女
子
が
父
親

の
家
産
で
人
生
を
送
っ
て
か
ら
後
、
そ
の
家
産
は
本
族
の
親
族
に
属
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
蒙
古
の
上
層
階
級
が
最
も
嫌
う
の
は
外
の
人
間
が
本
族
に
入
る
こ
と
で
あ

る
。
本
族
に
近
い
親
族
が
い
れ
ば
、
婿
を
迎
え
て
族
に
入
ら
せ
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。

ま
た
後
継
ぎ
の
な
い
家
が
も
し
親
族
を
無
視
し
た
ら
、
そ
の
人
が
死
ん
だ
後
、
財
産

は
公
の
も
の
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
長
い
間
続
け
ら
れ
て
き
た
。

元
朝
か
ら
清
朝
ま
で
の
間
に
蒙
古
で
は
ラ
マ
教
が
隆
盛
と
な
り
、
後
継
ぎ
の
な
い

家
の
財
産
も
官
庁
に
納
め
ず
、
ラ
マ
廟
に
奉
納
す
る
よ
う
に
な
り
廟
の
経
費
と
さ
れ

た
。
各
旗
で
も
ラ
マ
教
が
広
ま
っ
て
か
ら
、
風
習
を
同
じ
く
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

各
旗
に
は
そ
れ
ぞ
れ
ラ
マ
廟
が
あ
る
か
ら
、
分
家
す
る
時
に
家
中
に
出
家
し
た
ラ
マ

僧
が
い
れ
ば
、
在
俗
の
兄
弟
よ
り
も
僅
か
に
少
な
い
家
産
を
割
り
当
て
た
。
も
し
ラ

マ
僧
の
い
る
家
で
兄
弟
が
死
亡
し
、
家
産
を
継
ぐ
人
が
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の

ラ
マ
僧
は
還
俗
し
て
兄
弟
の
家
産
を
継
ぐ
。
ま
た
ラ
マ
僧
が
出
家
し
て
廟
に
住
み
、

死
ぬ
ま
で
の
間
に
所
有
し
た
財
産
に
つ
い
て
は
、
葬
儀
を
終
え
た
後
、
在
俗
の
家
に

そ
の
取
り
扱
い
を
任
せ
る
。

清
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
、
蒙
古
の
家
産
は
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
外
蒙
古
で

は
牛
や
馬
、
羊
を
家
産
と
し
た
が
、
内
蒙
古
で
は
開
墾
さ
れ
た
耕
地
が
あ
る
た
め
、

各
家
で
は
耕
地
を
家
産
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
兄
弟
が
分
家
す
る
場
合
は
、
家
の
屋

敷
を
含
め
て
、
全
て
の
土
地
を
家
産
と
し
、
屋
敷
を
長
男
の
も
の
に
し
て
、
ほ
か
の

兄
弟
は
残
り
の
土
地
を
平
等
に
分
け
た
。
そ
し
て
記
録
を
作
っ
て
各
自
が
一
部
を
保

管
し
て
、
そ
の
根
拠
と
し
た
。
蒙
古
の
家
産
は
土
地
と
家
畜
以
外
に
ほ
か
は
な
く
、

各
地
に
鉱
山
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
全
て
漢
人
に
握
ら
れ
、
蒙
古
は
た
だ
使
用
料
を
少

し
だ
け
徴
収
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
蒙
古
で
は
自
分
で
運
営
す
る
鉱
山
が

な
く
、
ま
た
昔
か
ら
商
売
に
暗
い
う
え
に
商
人
が
一
番
少
な
く
、
蒙
古
人
が
商
務
に

208



辻：羅布桑却丹著「蒙古風俗録」（四）
関
心
を
も
た
な
い
た
め
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
蒙
古
人
の
家
産
に
は
商
売
に
よ
る
財

産
が
な
く
、
開
墾
さ
れ
た
土
地
と
僅
か
ば
か
り
の
小
作
料
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
地

方
に
土
地
が
あ
る
た
め
に
、
蒙
古
で
は
み
な
地
租
が
取
れ
る
。
各
旗
で
開
墾
さ
れ
た

土
地
は
全
て
地
租
を
取
る
場
所
で
あ
り
、
上
層
階
級
の
人
は
年
末
に
は
数
十
万
吊
の

銀
銭
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
た
め
、
各
家
で
家
産
を
分

け
る
際
に
は
、
地
租
な
ど
も
項
目
と
し
て
家
産
に
加
算
さ
れ
る
。

か
つ
て
の
蒙
古
で
の
生
活
は
、
家
産
を
守
る
事
が
一
番
大
事
と
さ
れ
、
分
家
は
疲

弊
す
る
た
め
み
な
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
三
代
も
五
代
も
同
居
す

る
の
が
一
番
喜
ば
れ
る
。
ラ
マ
教
が
布
教
さ
れ
て
か
ら
は
蒙
古
の
風
習
は
大
い
に
変

化
し
、
息
子
の
多
い
家
で
は
父
母
は
将
来
の
こ
と
を
心
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
兄

弟
が
分
家
す
る
時
、
耕
地
や
家
畜
を
分
割
す
る
と
生
活
に
こ
と
か
く
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
兄
弟
の
多
い
家
で
は
長
男
を
残
し
て
家
産
を
継
が
せ
、
残
り
の
子
供

は
幼
い
こ
ろ
か
ら
ラ
マ
廟
に
送
り
、
髪
を
切
っ
て
僧
侶
に
さ
せ
る
。
将
来
の
分
家
に

際
し
て
は
、
家
産
を
細
か
く
分
け
る
こ
と
を
避
け
る
べ
く
、
男
子
は
出
家
し
て
戒
律

を
学
び
、
ラ
マ
教
に
一
生
を
託
す
ほ
う
が
善
行
だ
と
考
え
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た

め
台
吉
塔
布
嚢
、
戸
業
個
、
恰
爾
楚
な
ど
の
族
は
互
い
に
見
習
い
、
家
産
の
分
散
を

防
ぐ
た
め
、
男
子
の
多
い
家
で
は
何
人
か
を
出
家
さ
せ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
家
業

に
影
響
を
与
え
ず
、
出
家
人
は
清
浄
に
一
生
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。
蒙

古
で
ラ
マ
教
信
者
が
多
い
の
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
り
、
分
家
で
家
産
を
分
散

す
る
こ
と
を
惜
し
む
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
蒙
古
で
は
ラ
マ
教
信
者
が

多
い
の
で
あ
る
。

元
来
こ
の
民
族
に
は
蒙
古
と
い
う
名
称
は
な
か
っ
た
。
各
族
は
自
分
の
族
名
を
名

第
二
＋
七
章
立
国
年
号

称
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
い
く
つ
か
の
国
が
一
つ
の
盟
と
な
り
、
定
期
的
に
盟
主
会

議
を
お
こ
な
っ
た
。
会
議
は
三
年
に
一
度
開
か
れ
、
国
の
規
範
や
盟
主
の
選
出
な
ど

が
相
談
さ
れ
た
。
盟
主
と
な
る
人
は
歴
代
の
王
族
出
身
の
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

会
議
の
時
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
す
る
「
諾
図
克
」
の
数
と
世
帯
数
を
報
告
す
る
。
一
つ
の

国
に
い
く
つ
の
諾
図
克
が
あ
る
か
で
国
の
規
模
を
判
断
す
る
。
蒙
古
語
の
諾
図
克
は

郷
あ
る
い
は
郡
の
意
味
で
あ
る
。
大
き
な
諾
図
克
は
一
万
戸
を
数
え
、
小
さ
な
諾
図

克
で
も
千
戸
ほ
ど
で
、
千
戸
に
充
た
な
い
と
こ
ろ
は
諾
図
克
と
は
言
わ
な
い
。
諾
図

克
を
管
理
す
る
の
は
「
済
農
」
と
い
う
管
理
者
で
、
蒙
古
語
の
意
味
で
は
総
監
あ
る

い
は
都
統
と
な
る
。
こ
の
済
農
の
権
力
は
相
当
に
大
き
く
、
古
代
の
長
官
は
み
な
済

農
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

周
魯
列
国
か
ら
東
西
の
漢
時
代
、
唐
、
宋
、
元
に
至
る
ま
で
、
蒙
古
族
は
各
地
方

を
管
轄
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
国
境
を
守
っ
た
。
蒙
古
の
国
王
は
蒙
古
語
で
ハ

ン
と
言
う
が
、
ハ
ン
の
勢
力
範
囲
は
長
城
嘉
峪
関
の
内
と
涼
州
の
外
か
ら
青
海
に
至
っ

た
。
漢
族
の
周
朝
の
時
に
は
、
蒙
古
族
の
額
魯
特
国
・
唐
古
特
国
・
烏
胡
児
察
国
・

達
胡
児
国
な
ど
の
地
方
は
、
気
候
は
寒
冷
だ
が
草
木
が
茂
り
て
、
牛
や
馬
、
羊
な
ど

を
た
く
さ
ん
産
出
す
る
豊
か
な
土
地
で
、
風
俗
・
人
情
も
質
素
で
あ
っ
た
。
し
か
し

法
令
な
ど
は
厳
し
く
、
上
下
の
関
係
に
か
か
わ
ら
ず
人
は
心
を
合
わ
せ
て
国
事
を
考

え
て
い
た
。
時
と
し
て
下
の
人
間
か
ら
議
論
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
事
態
は

う
ま
く
収
め
ら
れ
、
み
な
良
い
方
向
へ
と
向
か
い
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
長
く
続
い

た
の
で
あ
る
。

最
も
古
い
烏
胡
児
察
国
は
、
管
轄
す
る
諾
図
克
が
八
十
余
り
あ
り
、
済
農
に
な
る

人
も
能
力
が
高
く
、
真
面
目
に
仕
事
を
処
理
し
た
。
こ
の
よ
う
に
盟
約
を
堅
く
守
っ

て
業
務
は
遂
行
さ
れ
た
が
、
隣
国
と
の
つ
き
あ
い
に
は
全
て
使
者
を
送
っ
て
面
談
す

る
方
法
を
と
り
、
文
字
を
使
用
し
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
の
蒙
古
の
各
種
書
籍
を
調

べ
て
も
、
唐
代
ま
で
の
蒙
古
の
こ
と
は
詳
ら
か
で
は
な
い
。
唐
代
以
降
、
額
魯
特
国
・

烏
胡
児
察
国
は
西
蔵
文
字
で
国
事
を
記
録
し
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
漢
文
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宋
朝
の
時
、
「
畢
達
那
国
」
（
漢
文
で
は
和
林
と
書
く
）
現
在
の
科
如
倫
河
北
側
で
、

成
吉
思
汗
は
ま
ず
同
族
を
征
服
し
て
、
小
さ
な
国
名
を
な
く
し
国
名
を
統
一
し
、
大

青
蒙
古
国
と
定
め
た
。
そ
し
て
成
吉
思
汗
は
民
族
の
称
号
を
「
台
吉
」
と
し
、
後
の

世
柤
浩
伯
来
車
陳
汗
は
宋
を
滅
ぼ
し
、
幽
州
燕
京
に
進
出
し
て
中
原
を
統
一
し
て
国

号
を
大
元
と
し
た
。
そ
し
て
渤
海
は
原
籍
に
戻
っ
て
蒙
古
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
元
朝
は
順
帝
の
時
に
敗
退
し
、
砂
漠
の
北
側
ま
で
撤
退
し
、
渤
海
東
部
に

に
よ
る
歴
代
の
通
鑑
を
調
べ
る
と
、
周
・
漢
・
晋
・
梁
と
唐
に
至
る
ま
で
の
間
に
、

吐
魯
蕃
・
単
干
・
突
厭
・
沙
鉢
・
羅
汗
・
可
汗
・
旬
奴
な
ど
の
名
称
が
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
全
て
誤
り
を
含
み
、
し
か
し
蒙
古
に
も
そ
れ
に
比
す
る
根
拠
と
な
る
も
の
が

な
い
。

蒙
古
族
は
古
代
か
ら
そ
の
治
め
る
範
囲
は
狭
い
が
独
立
す
る
国
が
多
く
、
そ
れ
ぞ

れ
に
国
王
が
い
て
、
ハ
ン
と
呼
び
国
の
管
理
を
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
国
の

関
係
も
親
族
関
係
や
婚
姻
関
係
が
あ
り
、
同
族
や
隣
接
と
い
っ
た
条
件
を
整
え
、
良

好
な
関
係
が
結
ば
れ
、
物
事
を
相
談
し
て
国
の
規
範
を
守
っ
て
き
た
。

春
秋
以
来
諸
遊
牧
国
の
国
名
の
中
で
一
番
古
い
も
の
に
は
額
魯
特
国
、
烏
胡
児
察

国
、
畢
達
那
国
、
達
胡
児
国
、
唐
古
特
国
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
大
国
は
遊
牧
生

活
を
し
て
、
周
囲
の
小
さ
い
国
を
管
理
の
下
に
置
き
、
従
属
国
に
し
て
い
た
。
後
に

は
漢
族
以
外
の
西
に
住
む
者
を
旬
奴
、
狄
蒐
国
ま
た
単
予
国
と
呼
び
、
あ
る
い
は
東

胡
西
胡
と
し
、
「
柔
然
海
」
と
呼
ん
だ
の
は
人
名
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に

は
東
西
実
国
、
東
突
厭
国
西
突
厭
国
へ
と
呼
称
は
変
わ
っ
た
。
突
厭
国
は
蒙
古
語
で

統
一
の
意
味
で
あ
る
が
、
つ
い
に
は
内
会
統
外
会
統
国
に
変
更
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
数
千
年
来
、
統
合
分
離
を
繰
り
返
し
、
一
族
の
中
に
お
い
て
も
権
力
を
争
い
続
け

た
。
そ
し
て
各
族
は
国
境
を
守
り
続
け
た
が
、
大
唐
の
李
世
民
の
時
に
唐
の
兵
隊
に

攻
め
入
ら
れ
、
突
厭
南
部
は
そ
れ
に
抗
し
き
れ
ず
、
つ
い
に
は
唐
に
属
し
、
郡
の
首

領
も
唐
人
が
つ
き
安
置
し
た
。
渤
海
西
南
部
か
ら
長
城
外
安
節
度
使
の
管
轄
地
の
北

は
単
干
の
勢
力
地
域
で
あ
り
、
城
も
築
か
れ
て
い
た
。

蒙
古
の
古
い
時
代
、
文
字
を
使
用
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
し
か
し
何

事
も
み
な
口
頭
で
伝
え
、
顔
を
つ
き
合
わ
せ
て
話
を
し
て
い
た
よ
う
に
、
言
葉
で
互

い
を
理
解
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
日
常
に
お
い
て
、
意
思
を
伝
え
教
え
る
こ
と
は
、

「
巴
噺
薩
城
」
を
建
立
し
、
各
部
落
を
統
括
し
て
明
朝
と
敵
対
し
た
が
、
霊
丹
汗
は

進
む
べ
き
道
を
失
い
、
す
べ
て
大
清
満
州
天
聴
に
帰
順
し
、
属
国
と
な
っ
た
。
そ
の

後
も
慣
例
に
従
い
爵
位
を
与
え
、
台
吉
・
王
公
・
貝
勒
・
貝
子
・
塔
布
嚢
の
世
襲
制

が
蒙
古
内
で
は
続
い
た
。
そ
し
て
清
朝
宣
統
三
年
、
五
族
共
和
の
民
国
が
成
立
す
る

と
、
蒙
古
の
王
公
の
爵
位
は
旧
制
で
内
外
と
も
に
百
名
余
り
に
な
っ
た
。

歴
来
の
蒙
古
の
国
号
と
王
公
の
爵
位
に
つ
い
て
は
以
上
で
あ
る
。

額
魯
特
国
は
有
名
で
あ
っ
た
が
、
国
号
を
統
一
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
成

吉
思
汗
が
蒙
古
国
の
国
号
を
定
め
た
後
、
蒙
古
と
い
う
国
号
は
広
が
り
、
各
国
は
み

な
こ
の
国
号
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
功
績
は
独
り
成
吉
思
汗
に
あ
り
、
蒙
古

を
創
建
し
た
功
績
は
万
古
に
そ
の
美
名
を
残
し
た
。

現
在
、
内
外
蒙
古
に
各
旗
の
王
公
が
い
て
、
そ
れ
ら
は
成
吉
思
汗
の
子
孫
や
分
家

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
時
代
に
恵
ま
れ
た
だ
け
で
、
祖
先
の
恩
恵
と
家
財
を
受
け

継
い
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。
人
々
は
今
日
の
王
公
の
幸
せ
は
祖
先
の
功
績
で
あ
る
と

い
も
う
。

蒙
古
の
歴
史
を
見
れ
ば
、
英
雄
が
子
孫
の
た
め
に
創
業
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ

の
よ
う
な
大
徳
は
子
孫
に
報
わ
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
祖
先
の
偉
業
を
守
り
続
け
る
の

は
子
孫
の
義
務
で
あ
る
。

古
語
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
創
業
は
容
易
だ
が
守
り
通
す
は
難
し
い
。
今
の
蒙
古

王
公
は
、
す
で
に
祖
先
の
偉
業
の
ほ
と
ん
ど
を
失
っ
て
い
る
。

第
二
＋
八
章
文
字
書
籍
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辻：羅布桑却丹著「蒙古風俗録」（四）
す
べ
て
記
憶
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

土
伯
特
国
「
蘇
隆
賛
堪
布
汗
」
の
時
、
国
の
規
範
を
整
え
、
各
種
の
文
字
を
考
察

し
、
仏
教
の
経
典
を
編
纂
す
る
た
め
に
文
字
は
徐
々
に
発
達
し
て
き
た
。
一
説
に
よ

る
と
金
碑
繁
書
が
発
明
さ
れ
、
蒙
古
人
は
そ
れ
を
習
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
蒙
書
の

数
が
多
く
な
い
た
め
、
広
く
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
印
鑑
な
ど
に
使
わ
れ
吉
祥
な

言
葉
と
し
て
使
用
さ
れ
る
に
留
ま
っ
た
。
後
に
唐
古
特
族
の
者
が
仏
教
の
経
典
を
本

国
の
言
葉
に
訳
す
た
め
に
、
西
蔵
文
字
を
模
倣
し
て
回
鵤
文
字
を
作
り
だ
し
た
。
印

度
語
の
仏
典
を
西
蔵
文
で
読
む
こ
と
は
良
い
が
、
回
鵤
文
字
は
十
分
に
成
熟
し
て
お

ら
ず
、
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
の
理
解
に
は
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
ラ

マ
僧
の
聡
明
な
賢
人
が
回
鶴
文
字
に
改
編
を
加
え
て
「
脱
他
字
」
を
作
り
出
し
、
仏

教
の
経
典
を
訳
す
と
、
原
典
に
近
い
形
に
で
き
あ
が
っ
た
。
そ
の
た
め
に
回
鵤
文
字

経
典
と
脱
他
字
経
典
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
も
ま
た
後
に
使
え
な
く
な
っ
た
。

唐
代
に
お
い
て
国
境
を
め
ぐ
る
争
い
事
が
多
い
こ
と
か
ら
、
額
魯
特
国
・
烏
胡
児

察
国
は
唐
の
使
者
と
講
和
し
て
、
友
好
関
係
を
修
復
し
よ
う
と
考
え
、
国
内
で
唐
の

言
葉
に
明
る
い
人
を
選
抜
し
た
。
そ
の
者
を
大
使
と
し
て
交
渉
に
当
て
、
双
方
の
意

志
を
通
じ
て
か
ら
国
へ
と
戻
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
漢
族
の
文
字
を
学
ば
ぬ
風
習
は
宋

代
ま
で
続
い
た
。
そ
し
て
宋
代
に
至
り
、
畢
達
那
国
科
如
倫
河
地
方
で
成
吉
思
汗
が

中
興
に
立
ち
上
が
り
、
西
蔵
と
印
度
を
征
服
し
た
。
巴
図
魯
上
将
の
鉄
木
爾
力
格
が

兵
隊
を
率
い
て
各
地
に
進
出
し
て
勝
利
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
現
地
の
文
字
で
報
告
書

を
書
い
て
送
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
成
吉
思
汗
は
、
各
国
が
み
な
そ
れ
ぞ
れ
自
国
の
文

字
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
今
大
蒙
古
国
と
し
て
自
国
の
文
字
を
も
た
な
い
こ
と
は
恥

ず
べ
き
こ
と
だ
と
考
え
た
。
そ
の
よ
う
に
憂
鯵
に
な
っ
て
い
た
時
、
全
面
的
に
印
度

を
征
服
し
、
西
蔵
か
ら
鉄
木
爾
力
格
が
勝
利
を
得
て
戻
っ
た
。
そ
し
て
言
う
に
は
西

蔵
の
西
部
に
「
郭
爾
喀
国
」
と
い
う
小
さ
な
国
が
あ
り
、
そ
こ
の
活
仏
は
「
沙
散
班

第
達
」
と
言
い
、
こ
の
活
佛
は
人
間
界
の
す
べ
て
を
分
か
っ
て
お
り
、
ま
た
理
解
で

き
な
い
文
字
は
な
い
と
。
そ
し
て
真
の
道
を
得
て
い
る
活
佛
で
あ
る
と
報
告
し
た
。

成
吉
思
汗
は
こ
の
話
を
聞
い
て
大
い
に
喜
び
、
急
い
で
要
員
を
郭
爾
喀
国
へ
派
遣
し
、

成
吉
思
汗
の
た
め
に
活
佛
を
先
生
に
頼
み
、
蒙
古
衆
生
の
た
め
に
蒙
古
文
字
を
作
る

よ
う
願
っ
た
。
沙
散
活
佛
は
成
吉
思
汗
が
わ
ざ
わ
ざ
使
者
を
派
遣
し
た
こ
と
に
感
じ

入
り
、
蒙
古
の
た
め
に
七
音
の
字
母
を
創
り
だ
し
た
。

し
か
し
浩
伯
来
汗
の
時
、
中
原
を
統
治
し
て
元
朝
を
創
建
し
て
以
降
、
七
音
文
字

を
漢
文
に
訳
す
に
際
し
て
意
味
の
通
じ
ぬ
と
こ
ろ
が
多
い
た
め
、
額
魯
特
汗
貢
畷
礼

卿
賛
を
再
び
郭
爾
喀
国
へ
派
遣
し
、
沙
散
活
佛
に
謁
見
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が

沙
散
活
佛
は
す
で
に
亡
く
な
り
、
生
ま
れ
変
わ
っ
て
粕
克
巴
ラ
マ
に
な
っ
た
と
い
う
。

柏
克
巳
ラ
マ
は
随
行
し
て
き
た
貢
畷
孔
卿
賛
と
一
緒
に
元
朝
に
赴
き
、
浩
伯
来
汗
に

会
っ
た
。
数
日
後
浩
伯
来
汗
は
自
ら
ラ
マ
僧
に
話
を
聞
き
、
こ
の
ラ
マ
僧
は
俗
な
人

間
で
な
い
こ
と
を
悟
り
、
浩
伯
来
汗
は
粕
克
巳
ラ
マ
を
国
師
に
招
き
、
蒙
古
の
七
音

文
字
を
修
正
す
る
仕
事
を
任
せ
た
。
柏
克
巴
ラ
マ
は
国
師
と
な
っ
て
か
ら
、
字
母
の

研
究
に
専
念
し
て
、
元
の
七
音
に
五
音
を
加
え
た
十
二
音
に
改
作
し
た
。
そ
し
て
十

二
の
字
母
を
使
っ
て
西
蔵
の
経
典
を
訳
す
と
、
｜
点
の
誤
り
も
な
く
た
い
へ
ん
良
い

出
来
栄
え
と
な
っ
た
。
こ
の
文
字
は
完
全
で
、
元
朝
は
そ
れ
を
重
視
し
、
以
後
蒙
古

文
字
で
印
度
の
古
代
小
説
や
、
興
味
深
い
本
を
翻
訳
し
た
。
そ
し
て
読
書
を
好
む
人

は
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
理
解
し
、
徐
々
に
文
字
は
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
浩
伯
来
汗
は
蒙
古
文
に
訳
さ
れ
た
経
典
や
各
種
の
書
を
読
み
た
い
へ
ん
喜
び
、

南
書
房
の
六
課
を
翻
訳
所
に
し
て
、
「
布
彦
達
頼
」
を
監
督
と
し
て
、
西
蔵
文
や
漢

文
の
書
を
訳
し
て
、
各
部
の
長
官
の
子
供
に
送
っ
た
。
こ
れ
以
降
国
書
を
読
む
た
め

に
文
字
を
使
い
始
め
た
。

そ
の
た
め
蒙
古
文
の
書
籍
や
蒙
古
文
の
経
典
の
巻
末
に
は
必
ず
「
布
彦
達
頼
」
と

い
う
署
名
が
あ
る
。
或
い
は
「
諾
門
達
頼
」
と
い
う
校
閲
者
の
名
前
が
あ
る
。
現
在

で
も
以
下
の
通
り
に
元
の
時
代
に
訳
さ
れ
た
西
蔵
文
と
漢
文
の
書
籍
が
あ
る
。

目
録
大
蔵
経
全
巻

大
乗
経
全
巻

十
方
経
全
巻

善
縁
経
全
巻
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蒙
古
で
は
こ
の
後
清
朝
の
時
代
に
な
っ
て
、
》
墾
口
八
旗
が
北
京
に
住
む
よ
う
に
な
っ

た
。
北
京
で
は
漢
字
を
習
い
、
す
べ
て
の
漢
文
を
満
・
菱
・
漢
三
文
字
の
合
体
文
に

訳
し
て
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
蒙
・
満
文
の
各
書
籍
が
か
な
り
発
達
し

た
。
康
煕
年
間
に
は
ラ
マ
教
が
流
行
し
、
「
章
嘉
胡
図
克
図
」
を
国
師
に
招
い
て
、

ラ
マ
教
の
印
務
処
を
管
理
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
蒙
古
人
に
ラ
マ
教
を
教
導

す
る
た
め
に
、
彼
は
自
ら
監
督
を
お
こ
な
い
、
満
・
漢
の
文
学
家
六
十
名
を
招
い
て

仏
教
の
経
典
を
訳
し
、
大
蔵
経
な
ど
を
蒙
・
満
・
漢
・
蔵
の
四
種
類
の
文
字
に
訳
し
、

そ
れ
を
印
刷
し
て
国
書
庫
に
保
管
し
た
。
そ
し
て
蒙
古
文
大
蔵
経
を
内
外
蒙
古
の
各

旗
の
官
庁
に
送
り
、
国
と
人
民
の
平
安
の
た
め
の
祈
祷
に
使
っ
た
。
そ
の
た
め
康
煕

年
間
か
ら
乾
隆
年
間
ま
で
の
間
、
か
な
り
の
満
蒙
文
の
書
籍
が
出
回
っ
た
。
清
代
に

訳
さ
れ
た
蒙
古
書
籍
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

満
・
蒙
・
漢
三
合
編
覧
満
・
豪
・
漢
・
蔵
合
壁

四
書
全
巻

周
魯
列
国
伝

今
古
奇
観
小
説

東
漢
西
漢
伝

宋
朝
伝

唐
詩

玉
厘
記

蒙
古
歴
来
本
族
小
説

印
度
史

西
蔵
史

蒙
古
阿
爾
吉
汗
史

成
吉
思
汗
履

宋
朝
歴
史
及
地
理
書

四
書
蒙
古
文

格
色
爾
博
克
達
史

三
十
二
木
人

可
姑
鳥
小
説

平
魔
伝

以
上
、
元
朝
時
代
の
蒙
古
文
書
籍
の
目
録

封西青唐）水三滴
神淋文朝許国文
演記史伝演五
義義経

全
巻

西
蔵
史

成
吉
思
汗
履
歴

四
書
蒙
古
文
（
欠
損
）

三
十
二
木
人
伝

昔
か
ら
蒙
古
人
は
対
句
の
風
習
を
重
ん
じ
た
。
う
ま
い
人
は
面
白
い
人
と
見
ら
れ
、

も
し
婚
礼
の
吉
事
な
ど
が
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
人
を
招
き
、
親
友
や
宴
客
の
前
で
対

句
を
お
こ
な
い
、
人
々
を
笑
わ
せ
楽
し
ま
せ
る
。
そ
し
て
対
句
で
有
名
な
人
に
な
る

と
、
数
百
里
離
れ
て
い
て
も
人
々
は
招
き
に
行
き
、
招
か
れ
た
人
に
は
良
馬
一
頭
や

服
の
生
地
な
ど
を
祝
儀
と
し
て
渡
す
。
こ
の
よ
う
な
風
習
が
あ
る
か
ら
、
普
段
で
も

人
々
は
話
を
す
る
と
き
に
、
い
つ
も
対
句
を
使
う
。
対
句
が
会
話
の
中
に
盛
り
込
ま

れ
、
話
の
途
中
で
随
意
口
か
ら
出
て
、
そ
の
首
尾
が
繋
が
り
説
か
れ
る
。

天
気
、
地
理
、
人
煙
、
部
屋
、
村
落
、
事
情
、
食
糧
、
物
、
長
幼
、
男
女
な
ど
が

対
句
に
入
る
。

こ
の
よ
う
な
蒙
古
文
書
籍
は
、
ほ
と
ん
ど
が
漢
文
を
訳
し
た
も
の
で
、
蒙
古
の
原

文
は
少
な
い
。
こ
の
よ
う
に
蒙
古
で
は
清
朝
に
至
る
間
に
文
字
は
発
達
し
た
が
、
人
々

は
放
牧
を
生
業
と
す
る
た
め
、
読
書
を
し
て
も
進
む
べ
き
道
は
な
く
、
文
字
が
あ
っ

て
も
人
々
に
と
っ
て
あ
ま
り
役
立
た
ち
は
し
な
か
っ
た
。
蒙
古
は
従
来
文
字
を
重
視

し
な
い
の
で
あ
る
。

慰
馬
に
角
な
し
、
女
性
に
髭
な
し
。

古
人
の
知
恵
は
今
日
で
無
用
。

両
山
が
近
い
と
い
え
ど
も
会
う
こ
と
能
わ
ず
。

二
人
は
分
か
れ
た
と
い
え
ど
も
会
う
日
は
あ
る
。

縁
あ
れ
ば
遠
近
は
問
わ
ず
。

才
能
あ
れ
ば
長
幼
は
問
わ
ず
。

気
に
入
れ
ば
臭
い
匂
い
も
香
し
い
。

第
二
＋
九
章
韻
文
詩
歌

－２１２－



辻：羅布桑却丹著「蒙古風俗録」（四）

蒙
古
の
年
長
者
は
普
段
で
も
こ
の
よ
う
な
対
句
（
諺
）
を
言
う
風
俗
が
あ
る
。
そ

の
ほ
か
に
始
め
の
文
字
を
揃
え
る
成
語
が
あ
る
。
三
文
字
か
四
文
字
を
合
わ
せ
る
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
詩
を
作
る
時
、
阿
な
ら
全
て
阿
に
揃
え
、
察
な
ら
全
て
察
の
音

に
揃
え
る
。
清
字
な
ら
み
な
清
音
に
す
る
。

縁
あ
る
者
は
集
ま
り
来
た
り
、
武
器
あ
る
者
は
威
張
り
散
ら
す
。

国
家
皇
帝
を
尊
び
、
大
い
に
伯
父
を
重
ん
じ
る
べ
し
。

鈍
く
て
薄
い
鉄
刀
で
あ
っ
て
も
男
で
あ
る
。

人
の
威
に
頬
ろ
は
首
肉
を
食
べ
る
と
同
じ
で
味
気
な
し
。

肉
は
煮
込
め
ば
味
が
染
み
、
人
は
年
を
と
り
て
見
識
に
長
け
る
。

総
じ
て
官
吏
の
後
代
は
肥
え
た
牛
の
子
の
如
し
。

険
し
い
峰
の
狐
は
威
張
り
、
裕
福
な
家
の
婿
は
傲
慢
で
あ
る
。

田
畑
が
近
い
は
家
業
に
良
い
が
、
親
友
は
遠
く
て
も
義
あ
り
。

い
つ
も
家
に
い
る
賢
人
よ
り
、
遠
い
旅
を
す
る
愚
者
が
よ
い
。

古
き
時
代
の
良
き
話
は
伝
え
ら
れ
、
今
日
の
指
針
教
訓
と
な
う

月
日
が
巡
る
よ
う
に
朝
廷
も
変
わ
り
ゆ
く
。

世
に
珍
し
い
英
雄
で
あ
っ
て
も
無
常
の
二
字
か
ら
逃
れ
難
し
。

安
易
を
尋
ね
て
遭
難
し
、
快
楽
に
落
ち
て
害
を
被
る
。

い
や
が
る
も
の
は
善
で
も
仇
と
な
す
。

同
じ
馬
で
同
道
し
、
同
じ
木
に
休
息
す
。

粉
に
近
づ
け
ば
白
く
な
り
、
炭
に
近
づ
け
ば
黒
く
な
る
。

交
わ
り
て
友
と
な
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
者
の
友
を
見
よ
。

慎
む
者
に
は
礼
あ
り
、
無
き
者
は
無
礼
な
り
。

衆
人
が
言
を
揃
え
ば
上
諭
と
な
る
が
、
第
一
は
分
を
守
る
に
あ
り
。

無
く
し
た
馬
は
探
し
戻
せ
る
が
、
失
言
は
取
り
戻
せ
な
い
。

善
な
る
話
は
人
が
好
む
が
、
杖
を
持
ち
て
い
く
人
は
犬
も
嫌
が
る
。

今
日
の
指
針
教
訓
と
な
る
。

清
天
空
中
有
気
力
（
清
き
天
空
に
気
力
あ
り
）

青
草
発
起
遍
蓋
地
（
青
き
草
は
地
に
生
え
る
）

清
泉
流
去
環
回
（
清
き
泉
は
流
れ
ゆ
き
）

青
年
所
珊
不
足
意
（
青
年
の
願
い
は
果
て
し
な
い
）

こ
の
よ
う
に
四
つ
の
「
清
」
字
を
揃
え
る
わ
け
で
あ
る
。

日
と
月
の
光
は
全
球
を
照
ら
す
が
、
逆
さ
に
置
い
た
椀
に
は
入
れ
ず

英
雄
豪
傑
は
珍
し
き
才
能
を
も
つ
が
、
百
歳
以
上
生
き
る
こ
と
な
し

国
の
本
来
は
法
の
正
し
き
賞
罰
に
あ
り

赤
き
花
青
き
葉
、
新
鮮
で
あ
り
て
も
落
つ
る
時
あ
り

紅
き
陽
の
光
も
時
に
は
雲
に
隠
さ
れ
る

生
き
る
に
は
勤
倹
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

生
き
る
に
は
歓
楽
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

修
道
者
は
己
の
こ
と
よ
り
衆
生
の
た
め
に
生
き
れ
ば
道
は
得
ら
れ
る

賢
人
は
国
に
忠
を
尽
く
し
て
功
績
を
立
て
子
孫
の
た
め
に
な
る

生
来
人
々
は
名
利
を
争
い

人
の
寿
命
は
長
く
な
く

生
来
楽
し
き
こ
と
に
長
け
て
も

人
の
行
動
は
夢
に
過
ぎ
な
く

空
に
あ
る
太
陽
は
全
世
界
を
照
ら
し

天
子
が
出
て
人
方
を
定
め
る

生
ま
れ
て
く
る
に
は
父
母
が
あ
り

天
よ
り
産
す
る
食
物
は
人
々
を
養
う道
を
違
え
ど
終
結
は
同
じ
で
あ
る

一
生
の
損
得
は
同
じ
で
あ
る

繰
り
返
す
中
に
泣
き
笑
う
こ
と
も
あ
る

こ
の
世
の
こ
と
は
す
べ
て
空
で
あ
る

－２１３－
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ラ
マ
教
は
印
度
で
発
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
釈
迦
牟
泥
仏
が
印
度
の
皇
帝
「
粛
達

丹
泥
」
と
皇
后
「
嚇
恰
密
」
の
息
子
と
し
て
世
に
生
ま
れ
、
名
を
「
高
達
嚇
」
と
い
っ

た
。
王
子
と
し
て
七
歳
か
ら
王
舎
城
で
人
間
世
界
の
事
を
説
き
、
人
々
を
大
い
に
驚

か
せ
た
。
昔
か
ら
あ
っ
た
婆
羅
門
教
の
者
も
、
彼
が
説
い
た
教
に
信
服
し
た
。
高
達

嚇
王
子
が
二
十
七
歳
の
時
、
鷲
山
に
塔
を
建
て
、
廟
を
築
い
た
。
そ
し
て
高
達
噺
は

塔
の
前
で
髪
を
切
っ
て
僧
侶
と
な
り
、
仏
教
を
広
め
て
人
々
に
善
行
を
積
む
こ
と
、

仏
を
信
ず
る
こ
と
な
ど
を
教
え
た
。
八
十
一
歳
の
時
、
高
達
嚇
は
こ
の
世
を
去
り
、

そ
の
遺
体
か
ら
放
た
れ
た
光
を
人
々
は
見
て
、
仏
が
現
れ
た
と
信
じ
、
そ
れ
よ
り
毎

日
拝
み
に
来
る
人
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
時
の
皇
帝
「
嚇
姶
汗
」
も
自
ら
高
達
嚇

を
拝
ん
だ
。
そ
し
て
光
を
放
つ
彼
の
遺
体
を
み
て
感
服
し
、
「
釈
迦
牟
尼
佛
」
と
い

う
称
号
を
与
え
た
。
こ
れ
は
印
度
語
で
あ
る
。

釈
迦
牟
岨
は
「
度
世
金
光
仏
」
と
訳
す
が
、
後
に
世
の
人
々
は
彼
を
釈
迦
仏
と
呼

ん
だ
。
印
度
で
は
釈
迦
仏
が
降
臨
し
た
後
仏
教
は
成
立
し
、
僧
侶
た
ち
は
代
々
に
そ

れ
を
伝
え
た
。
戊
午
年
に
英
国
の
軍
隊
が
印
度
に
侵
入
し
て
、
寺
院
や
仏
塔
な
ど
を

壊
し
焼
き
払
っ
た
。
そ
の
時
印
度
に
は
西
蔵
の
ラ
マ
僧
が
多
く
留
ま
り
、
印
度
僧
と

西
蔵
ラ
マ
僧
は
合
力
し
、
か
つ
て
仏
が
活
き
た
時
に
自
ら
作
っ
た
と
い
う
白
檀
木
の

仏
像
を
運
び
出
し
西
蔵
に
逃
亡
し
た
。
途
中
、
朝
晩
経
を
あ
げ
る
時
に
は
、
白
檀
木

の
仏
像
を
高
い
所
に
安
置
し
、
草
を
線
香
の
か
わ
り
に
あ
げ
、
仏
像
を
囲
ん
で
座
り

経
を
一
心
に
（
詠
ん
で
い
た
。
そ
し
て
西
蔵
の
ラ
サ
に
着
い
て
仏
像
を
ラ
サ
の
正
殿
に

蒙
古
に
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
多
く
、
以
上
の
よ
う
に
い
く
つ
か
を
訳
し
、
そ
れ

を
通
し
て
蒙
古
人
の
普
段
の
風
俗
、
人
情
、
一
一
一
一
口
語
及
び
互
い
の
付
き
合
い
な
ど
が
伺

え
よ
う
。
風
俗
に
注
目
す
れ
ば
、
そ
の
人
情
も
よ
く
解
さ
れ
る
。

第
三
十
章
入
ラ
マ
教

安
置
し
祀
っ
た
。
仏
教
は
印
度
を
起
源
と
す
る
た
め
、
西
蔵
ラ
マ
廟
の
僧
侶
は
印
度

僧
を
尊
敬
し
て
、
仏
教
の
礼
を
尽
く
し
仏
像
を
安
置
し
た
。
こ
の
事
件
は
明
末
清
初

の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
西
蔵
で
は
か
っ
て
蘇
隆
賛
堪
布
汗
の
時
に
、
仏
教
を
重
視
し

た
た
め
に
、
要
員
を
派
遣
し
て
印
度
に
行
き
、
蛇
心
檀
木
を
取
っ
て
職
人
に
頼
み
、

そ
れ
を
釈
迦
佛
の
像
に
仕
立
て
上
げ
た
。
そ
れ
で
西
蔵
ラ
サ
廟
に
は
二
つ
の
植
木
釈

迦
佛
像
が
あ
る
。

西
蔵
仏
教
の
教
主
は
昭
阿
廸
善
と
い
い
、
蘇
隆
賛
堪
布
汗
の
時
に
ラ
サ
殿
の
管
理

を
任
せ
た
者
で
あ
る
。
そ
れ
は
唐
の
李
世
民
の
時
の
こ
と
で
あ
る
。
元
朝
浩
泊
来
汗

は
柏
克
巴
ラ
マ
を
招
い
て
、
ラ
マ
教
を
広
め
た
の
が
蒙
古
で
の
始
ま
り
で
あ
る
。
元

朝
の
時
に
も
ラ
マ
僧
は
い
た
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
。
明
代
に
甘
粛
省
西
寧

地
方
の
唐
古
特
族
か
ら
非
常
に
聡
明
な
子
供
が
生
ま
れ
出
た
。
宗
喀
巴
と
言
う
子
で
、

十
歳
の
時
剃
髪
し
て
出
家
し
、
ラ
マ
僧
と
な
り
経
典
を
学
ん
だ
。
読
め
な
い
経
典
は

な
く
、
法
力
も
効
い
た
。
西
寧
地
方
の
人
々
は
彼
を
信
じ
て
、
病
人
や
災
い
が
あ
る

と
彼
を
拝
み
、
し
ば
ら
く
す
る
と
快
癒
す
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
の
善
徳
も
広
く
人
々

に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
甘
粛
節
度
史
で
あ
っ
た
陳
は
宗
喀
巴
ラ
マ
に
拝
謁

し
て
そ
の
霊
力
に
偽
り
が
な
い
と
判
断
し
、
こ
れ
を
明
の
皇
帝
永
楽
に
報
告
し
た
。

そ
し
て
宗
喀
克
ラ
マ
に
は
善
徳
に
よ
っ
て
衆
生
を
救
済
す
る
功
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

胡
図
克
図
嘉
章
の
称
号
を
与
え
る
よ
う
申
請
し
た
。
永
楽
帝
は
そ
れ
を
許
可
し
、
宗

喀
巴
ラ
マ
は
仏
道
を
守
り
、
道
を
得
て
人
々
を
救
済
し
た
こ
と
か
ら
、
彼
に
黄
色
の

長
着
と
胡
図
克
図
の
称
号
を
与
え
、
西
寧
地
方
の
仏
教
の
管
理
者
に
し
た
。
宗
喀
巴

は
喜
ん
で
そ
れ
を
引
き
受
け
、
黄
色
の
長
着
を
着
た
た
め
に
、
そ
れ
以
後
の
ラ
マ
僧

の
階
級
を
表
示
す
る
際
に
黄
色
を
一
番
上
と
し
、
ラ
マ
教
を
黄
教
と
あ
ら
た
め
た
。

西
蔵
ラ
サ
の
教
主
昭
阿
廸
善
ラ
マ
は
西
寧
の
宗
喀
巴
ラ
マ
が
ラ
マ
教
を
黄
教
に
あ
ら

た
め
た
こ
と
を
聞
き
、
非
常
に
驚
き
わ
ざ
わ
ざ
「
羅
魯
巴
吉
」
と
「
海
魯
巴
吉
」
の

二
人
の
博
学
な
僧
侶
を
西
寧
に
派
遣
し
て
、
宗
喀
巴
の
霊
力
を
見
て
く
る
よ
う
命
じ

た
。
二
人
は
西
寧
に
赴
き
宗
喀
巴
に
会
い
、
片
言
し
か
交
し
て
い
な
い
う
ち
に
大
い
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に
敬
服
し
、
宗
喀
巴
を
師
と
仰
ぎ
拝
ん
だ
。
そ
し
て
西
蔵
ラ
サ
の
教
主
昭
阿
廸
善
も

永
楽
帝
に
自
ら
に
賞
を
与
え
る
よ
う
に
奉
じ
願
っ
た
。
永
楽
帝
は
そ
の
申
請
を
許
可

し
、
西
蔵
ラ
サ
教
主
昭
阿
廸
善
に
「
西
天
自
在
活
仏
」
と
い
う
称
号
を
与
え
た
。
皇

帝
の
使
者
が
西
蔵
に
着
い
た
時
、
昭
阿
廸
善
は
そ
れ
を
拝
ん
で
受
領
し
、
宗
喀
巴
の

善
徳
に
深
く
感
銘
し
た
。
ま
た
羅
と
海
の
二
人
の
使
者
は
西
蔵
に
戻
っ
て
昭
阿
廸
善

に
次
第
を
報
告
し
、
宗
喀
巴
は
霊
力
が
非
常
に
強
く
、
釈
迦
仏
の
生
ま
れ
変
わ
り
と

言
わ
れ
る
が
、
事
実
そ
の
通
り
で
あ
る
と
強
く
言
っ
た
。
そ
の
た
め
以
後
ラ
サ
仏
教

も
宗
喀
巴
の
よ
う
に
黄
色
の
服
を
上
等
と
し
、
宗
喀
巴
黄
教
ラ
マ
と
い
う
言
い
方
を

認
め
た
。
か
つ
て
ラ
マ
教
の
中
で
地
位
の
高
い
人
は
赤
色
の
服
を
着
て
い
た
が
、
明

朝
の
永
楽
年
間
に
皇
帝
の
恩
を
重
ん
じ
る
気
持
ち
か
ら
黄
色
の
服
を
着
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
訳
か
ら
、
外
の
人
間
は
ラ
マ
教
を
紅
教
と
黄
教
に
分
け
た
。
教
え

は
昔
の
仏
説
と
同
じ
で
、
た
だ
服
装
の
色
が
違
う
だ
け
で
あ
る
。

明
代
に
は
北
京
に
ラ
マ
廟
が
数
ヶ
所
が
あ
り
、
清
代
に
も
蒙
古
の
人
心
を
治
め
る

た
め
に
、
順
治
八
年
、
か
っ
て
の
徳
勝
門
外
の
東
黄
寺
と
西
黄
寺
を
修
復
し
、
蒙
古

人
と
西
蔵
人
の
ラ
マ
僧
を
招
い
て
、
四
季
の
道
場
を
な
し
た
。
国
家
と
人
民
の
安
寧

を
願
う
た
め
に
大
蔵
経
を
全
巻
詠
ん
だ
。
康
煕
五
十
二
年
に
は
皇
帝
の
命
令
で
雍
和

宮
を
寺
院
に
し
て
、
さ
ら
に
乾
隆
二
十
三
年
に
は
雍
和
宮
を
建
て
直
し
、
ラ
マ
僧
五

○
○
名
を
収
容
で
き
る
よ
う
に
し
、
国
か
ら
三
両
と
二
両
五
銭
の
給
料
を
出
し
、
内

外
蒙
古
か
ら
一
旗
に
つ
き
三
名
の
ラ
マ
僧
を
募
り
雍
和
宮
に
住
ま
わ
せ
た
。
ま
た
該

当
の
旗
か
ら
一
名
に
つ
き
年
間
十
五
両
銀
の
補
助
金
を
ラ
マ
僧
に
与
え
、
北
京
滞
在

費
に
当
て
た
。
清
朝
に
は
ラ
マ
廟
は
北
京
に
二
十
八
ヶ
所
が
あ
り
、
奉
天
に
は
ラ
マ

廟
七
ヶ
所
、
熱
河
九
ヶ
所
、
多
倫
聴
八
ヶ
所
、
五
台
山
に
は
ラ
マ
廟
が
十
ヶ
所
あ
り
、

隣
西
省
西
安
に
も
一
ヶ
所
あ
る
。
た
だ
し
北
京
の
雍
和
宮
の
規
模
は
西
蔵
の
仕
来
り

に
従
っ
て
四
門
を
設
立
し
て
、
西
蔵
文
の
学
科
を
揃
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
ラ
サ

か
ら
教
師
十
名
を
招
い
て
、
ラ
マ
僧
を
教
え
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
教
務
七
十
名
、

「
堪
布
」
ラ
マ
四
名
が
お
り
、
い
ず
れ
も
全
て
西
蔵
人
で
あ
る
。
北
京
で
は
乾
隆
年

間
か
ら
ラ
マ
教
が
隆
盛
と
な
っ
た
た
め
、
蒙
古
の
各
旗
の
王
公
も
そ
れ
を
真
似
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
旗
に
大
蔵
経
廟
を
建
て
、
理
蕃
院
に
国
家
と
皇
帝
の
隆
盛
の
た
め
の
廟

名
を
伺
っ
た
。
院
が
上
に
申
請
し
て
か
ら
廟
名
を
与
え
、
そ
れ
が
実
行
さ
れ
た
。

ま
た
蒙
古
の
各
旗
主
は
家
の
廟
も
造
っ
た
た
め
、
そ
れ
が
王
爺
廟
、
公
爺
廟
と
呼

ば
れ
た
。
そ
し
て
各
部
落
の
裕
福
な
家
も
廟
を
造
り
、
黄
銅
の
仏
像
を
祀
る
こ
と
を

好
ん
だ
こ
と
か
ら
、
商
人
た
ち
が
北
京
の
安
定
門
外
の
東
寅
寺
の
近
く
に
店
を
出
し
、

印
度
の
仏
像
を
模
倣
し
て
銅
製
の
仏
像
を
作
り
、
蒙
古
人
は
そ
れ
を
買
っ
た
。
そ
の

た
め
蒙
古
の
各
旗
の
大
廟
に
は
み
な
三
体
の
銅
製
の
仏
像
が
あ
り
、
人
々
は
そ
れ
を

拝
む
時
、
輝
く
仏
像
を
み
て
感
動
し
、
慈
悲
の
心
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
家
畜

な
ど
を
所
有
す
る
裕
福
な
家
は
ラ
マ
廟
に
寄
進
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
た
年
長
の
ラ
マ
僧
は
ラ
マ
教
の
歴
史
を
説
い
た
。
印
度
か
ら
西
蔵
の
昭
阿
廸
善

ラ
マ
の
時
代
に
な
り
、
元
朝
か
ら
自
在
活
佛
の
称
号
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
、
明
朝
か

ら
西
天
自
在
佛
の
称
号
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
、
こ
の
昭
阿
廸
善
ラ
マ
は
生
ま
れ
変
わ
っ

て
清
朝
の
達
頼
ラ
マ
に
な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
宗
喀
巴
ラ
マ
の
法
力
の
霊
験
な
ど

を
伝
え
、
そ
れ
を
聞
い
た
人
々
は
信
仰
を
篤
く
し
、
ラ
マ
教
を
第
一
の
教
え
と
し
た
。

そ
の
た
め
家
内
に
男
子
が
い
れ
ば
、
八
歳
か
九
歳
の
時
に
廟
に
送
り
、
ラ
マ
僧
に
ざ

せ
修
道
し
佛
法
を
得
て
、
来
世
で
仏
に
な
る
こ
と
を
願
っ
た
。
蒙
古
の
各
家
は
男
子

が
三
、
四
人
い
た
な
ら
ば
、
一
人
を
家
業
の
後
継
ぎ
に
し
て
、
ほ
か
の
子
を
全
て
出

家
さ
せ
た
。
そ
れ
が
蒙
古
の
ラ
マ
僧
が
多
い
わ
け
で
も
あ
る
。

蒙
古
で
ラ
マ
教
が
大
い
に
隆
盛
に
な
っ
た
理
由
と
言
え
ば
、
清
朝
の
康
煕
帝
は
蒙

古
人
の
激
し
い
性
格
を
察
知
し
、
将
来
蒙
古
が
強
く
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
意

図
し
て
ラ
マ
教
を
蒙
古
に
広
め
た
の
で
あ
る
。
乾
隆
帝
も
こ
の
政
策
を
引
き
継
ぎ
、

ラ
マ
廟
の
修
復
に
力
を
入
れ
る
の
は
い
い
方
法
で
、
蒙
古
種
族
を
滅
び
そ
う
と
謀
っ

た
の
で
あ
る
。
康
煕
と
乾
隆
は
仏
教
を
扶
植
す
る
の
は
仏
教
を
重
視
す
る
た
め
で
は

な
く
、
西
蔵
と
蒙
古
を
治
め
る
政
策
で
あ
っ
た
。
蒙
古
人
の
武
力
を
好
む
風
習
は
、

清
朝
よ
り
次
第
に
ラ
マ
教
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
て
変
わ
り
、
弓
矢
が
捨
て
ら
れ
、

－２１５－
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昔
か
ら
、
蒙
古
族
は
文
字
を
学
ぶ
習
慣
は
な
か
っ
た
。
激
し
い
馬
を
駆
っ
て
弓
矢

を
上
手
に
出
来
る
者
が
有
能
な
者
と
み
ら
れ
た
。
力
の
強
い
者
こ
そ
優
秀
な
男
子
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
各
部
落
で
は
正
・
副
長
官
二
名
の
ほ
か
に
、
部
落
の
世
帯
数
に
よ
っ

て
十
戸
長
・
五
十
戸
長
・
百
戸
長
・
千
戸
長
を
選
び
、
こ
れ
を
尊
ん
だ
。
千
戸
長
の

選
び
方
は
百
戸
長
の
中
か
ら
選
挙
で
選
ぶ
。
毎
年
の
春
と
秋
の
集
会
で
は
各
部
落
の

事
情
を
述
べ
る
。
そ
し
て
十
八
歳
以
上
の
者
を
資
格
者
と
し
て
兵
士
を
選
ぶ
た
め
に
、

千
戸
長
と
百
戸
長
は
定
期
的
に
集
ま
り
少
年
た
ち
の
武
術
を
試
し
、
優
秀
者
を
兵
隊

の
候
補
と
し
、
常
備
兵
士
に
さ
せ
た
。

試
合
規
則

『
鞍
、
馬
、
弓
矢
を
各
自
準
備
す
る
こ
と
。

｜
、
歩
弓
と
馬
弓
、
弓
の
引
き
具
合
、
牛
の
章
く
等
の
器
量
を
み
る
。

｜
、
歩
弓
は
百
歩
で
、
馬
弓
は
五
十
歩
を
標
準
距
離
と
す
る
。
そ
の
中
か
ら
優
勝

者
を
選
ぶ
。

一
、
弓
の
引
き
具
合
に
は
、
一
六
斤
を
一
力
と
し
て
、
二
十
力
が
出
来
る
者
を
優

勝
者
と
す
る
。

男
女
長
幼
は
み
な
仏
教
を
信
じ
る
こ
と
を
良
い
こ
と
だ
と
思
っ
た
。
蒙
古
に
ラ
マ
教

が
入
っ
て
、
剣
が
数
珠
に
変
わ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
蒙
古
に
ラ
マ
教
を
伝
播
す
る
こ

と
は
蒙
古
族
を
損
害
す
る
た
め
の
計
略
で
あ
っ
た
。

第
三
十
五
章
文
学
武
術

蒙
古
文
漢
訳
元
本
原
稿
第
七
冊

蒙
古
風
俗
録

こ
の
よ
う
な
試
合
が
終
わ
る
と
優
勝
者
に
は
馬
を
一
頭
与
え
、
二
等
の
者
に
牛
を

一
頭
、
三
等
の
者
に
羊
一
匹
を
与
え
る
。
こ
の
よ
う
に
毎
年
集
会
を
お
こ
な
い
、
そ

こ
で
少
年
の
武
術
を
試
す
の
で
あ
る
。
通
常
兵
隊
に
子
供
を
出
す
義
務
の
あ
る
家
で

は
、
男
子
が
十
三
歳
に
な
る
と
弓
矢
を
用
意
し
、
毎
日
練
習
さ
せ
、
馬
術
や
腕
力
の

訓
練
も
さ
せ
る
。
十
七
、
八
歳
に
な
れ
ば
年
長
で
弓
矢
の
上
手
な
者
を
訪
ね
て
指
導

を
頼
み
、
弓
矢
を
習
う
。
そ
の
師
は
定
期
的
に
弟
子
を
集
め
、
練
習
さ
せ
教
え
る
。

弟
子
は
試
合
で
勝
利
を
得
て
、
馬
や
牛
な
ど
の
賞
品
を
得
た
な
ら
、
急
い
で
師
の
も

と
へ
行
き
、
羊
や
酒
な
ど
を
持
っ
て
礼
を
尽
く
す
。
こ
の
よ
う
な
風
習
が
あ
る
か
ら
、

志
の
あ
る
少
年
は
自
分
で
弓
矢
を
用
意
し
、
い
つ
ど
こ
で
武
術
の
試
合
が
あ
る
と
か
、

ど
こ
の
師
が
上
手
い
と
か
を
聞
き
つ
け
る
。
も
し
こ
れ
が
同
じ
年
で
あ
る
な
ら
ば
親

友
と
な
る
。

試
合
で
は
力
の
強
い
者
は
三
歳
の
雄
牛
を
一
一
一
頭
牽
き
回
し
、
牛
を
数
歩
も
後
ず
さ

り
さ
せ
て
、
地
面
に
礎
か
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
二
十
四
の
力
弓
を
引
っ
張
る

こ
と
や
、
馬
術
や
弓
矢
の
上
手
い
者
も
あ
る
。
各
部
落
の
少
年
達
は
力
の
強
い
有
名

な
者
に
な
る
べ
く
、
力
を
尽
く
し
て
武
芸
を
習
っ
た
。
も
し
力
の
強
い
有
名
な
者
が

い
る
と
、
遠
近
に
関
わ
ら
ず
ど
ん
な
に
離
れ
て
も
必
ず
出
場
を
頼
み
、
試
合
会
場
で

少
年
た
ち
は
弓
矢
を
教
え
て
も
ら
う
。
少
年
た
ち
は
師
に
教
わ
る
が
、
定
額
の
報
酬

を
払
う
わ
け
で
は
な
い
。
み
な
気
持
ち
に
よ
っ
て
礼
を
尽
く
し
、
師
も
毎
月
の
報
酬

を
請
求
し
な
い
。
師
と
な
る
者
は
良
い
薬
の
よ
う
に
尊
い
者
で
、
そ
の
価
値
は
計
り

知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
蒙
古
で
は
師
を
尊
敬
す
る
習
慣
が
あ
る
が
、
一
番
の
謝
礼
は

鞍
を
付
け
た
馬
を
贈
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
あ
る
が
定
例
は
な
い
。

｜
、 －－

、、

牛
を
章
く
力
は
、
三
歳
の
雄
牛
を
一
一
一
頭
引
っ
張
れ
る
者
を
優
勝
者
と
す
る
。

競
馬
の
試
合
に
は
、
参
加
者
は
全
員
自
分
で
馬
と
鞍
な
ど
を
用
意
し
、
十
八

里
以
上
の
所
か
ら
旗
を
取
っ
て
先
に
戻
っ
た
者
を
優
勝
と
す
る
。

弓
矢
、
馬
な
ど
の
す
べ
て
の
項
目
に
お
い
て
強
い
者
を
一
番
の
優
勝
者
と
す

る
。

216



辻：羅布桑却丹著「蒙古風俗録」（四）
こ
の
よ
う
に
も
と
も
と
社
会
の
決
ま
り
と
し
て
毎
年
の
春
と
秋
に
重
要
な
集
会
を

お
こ
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
に
毎
年
正
月
十
日
か
ら
二
十
日
ま
で
は
正
月
の
歓
楽
の

期
間
で
、
い
つ
も
弓
矢
の
上
手
な
者
を
集
め
て
試
合
を
行
い
、
そ
の
勝
負
を
賭
け
る
。

勝
っ
た
者
は
牛
・
馬
・
羊
・
酒
な
ど
の
賞
品
を
得
る
。
集
ま
っ
て
く
る
者
は
弓
矢
の

上
手
な
者
ば
か
り
で
あ
る
。
酒
や
茶
な
ど
は
主
催
者
の
家
で
準
備
さ
れ
、
試
合
を
行

う
に
あ
た
っ
て
は
、
相
談
し
て
順
番
に
長
官
や
親
友
の
家
に
泊
ま
り
、
二
十
日
ま
で

試
合
を
楽
し
む
。
ま
た
優
勝
者
に
与
え
ら
れ
る
賞
品
は
全
て
長
官
に
よ
っ
て
用
意
さ

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
蒙
古
の
風
習
と
し
て
毎
年
正
月
に
は
、
長
官
た
ち
は
試
合
に
立
ち
会

い
、
親
友
と
一
緒
に
集
ま
っ
て
飲
食
す
る
。
あ
く
ま
で
娯
楽
で
は
あ
る
が
、
武
術
を

重
ん
じ
る
習
慣
が
見
ら
れ
る
。
弓
矢
の
上
手
な
者
は
人
々
の
前
で
武
芸
を
披
露
し
、

的
を
当
て
た
人
は
賞
品
を
得
て
歓
喜
す
る
。
傍
で
見
て
い
る
少
年
た
ち
の
心
は
動
き
、

み
な
弓
矢
を
習
う
。
蒙
古
で
の
武
術
を
習
う
理
由
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
蒙
古
で
は
文
字
を
重
視
し
な
い
た
め
、
文
学
の
勉
強
を
志
す
人
も
、
生
計

は
牛
や
馬
、
羊
な
ど
の
飼
育
に
頼
る
。
商
売
を
や
っ
て
牛
な
ど
の
値
段
を
決
め
る
と

き
も
文
字
を
使
わ
ず
、
言
葉
を
も
っ
て
証
拠
と
す
る
た
め
、
全
く
文
字
を
重
ん
じ
な

い
。
国
王
は
国
の
規
範
を
決
め
て
外
国
と
の
交
渉
も
あ
る
が
、
交
渉
す
る
と
き
通
訳

を
使
っ
て
交
渉
す
る
た
め
、
や
は
り
文
字
を
使
わ
な
い
。
通
常
の
業
務
に
は
、
各
部

落
の
長
官
が
通
訳
一
名
を
従
え
、
国
政
官
署
で
は
西
蔵
文
通
訳
と
漢
文
通
訳
が
何
人

か
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
者
は
文
字
の
用
途
が
全
く
分
か
ら
な
い
。
そ
の
た
め
蒙
古
で

は
識
字
者
が
た
い
へ
ん
少
な
い
。
後
の
元
代
に
蒙
古
族
は
中
国
全
土
を
統
治
し
、
漢

文
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
も
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
く
、
た
だ
官
署
に
定
め

ら
れ
た
蒙
・
漢
文
筆
帖
式
者
が
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
家
で
は
代
々
文
字
を
学
び
、

官
署
の
筆
帖
の
職
に
当
て
ら
れ
た
。
履
歴
に
従
っ
て
筆
帖
の
家
か
ら
少
年
を
選
び
官

署
に
入
ら
せ
、
勉
強
を
さ
せ
て
職
席
の
空
き
を
待
つ
。
そ
の
ほ
か
に
文
学
の
使
い
道

は
な
い
。
清
朝
の
時
代
に
は
蒙
古
の
事
務
も
多
く
な
っ
た
。
各
旗
で
は
ラ
マ
廟
を
造
っ

た
り
、
ま
た
長
城
に
近
い
所
で
耕
地
を
開
墾
し
、
漢
人
を
招
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
、
蒙
古
で
は
土
地
の
所
有
権
と
地
租
の
問
題
が
あ
る
た
め
、
漢
人
と
の
交
渉
を
必

要
と
す
る
蒙
古
人
は
、
み
な
漢
文
の
師
を
招
い
て
漢
文
を
勉
強
し
、
交
渉
な
ど
の
事

務
に
は
文
字
を
使
っ
て
証
文
と
し
た
。
ま
た
漢
人
と
つ
き
あ
い
の
な
い
所
で
は
、
蒙

古
人
は
み
な
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
ラ
マ
廟
に
住
ん
で
蒙
古
文
字
を
習
い
、
文
字
の
意
味

を
深
く
研
究
せ
ず
、
家
計
の
記
録
の
ほ
か
に
、
文
学
の
進
歩
な
ど
を
考
え
な
い
。
な

ぜ
な
ら
蒙
古
族
は
清
朝
の
時
代
に
、
読
書
を
志
向
し
な
い
二
つ
の
原
因
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
族
内
に
好
学
の
人
が
い
よ
う
と
、
博
学
の
人
材
が
あ
っ
て
も
使
う
と
こ
ろ
が

な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
の
一
つ
で
あ
る
。
公
署
に
は
文
字
を
使
う
仕
事
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
な
い
し
、
元
々
章
京
・
参
領
の
ほ
か
に
、
筆
帖
式
数
名
し
か
な
い
。
そ
の
た

め
に
蒙
古
人
は
文
字
が
好
ま
な
い
。
清
朝
は
蒙
古
が
強
く
な
る
の
を
恐
れ
、
数
条
の

規
則
を
作
成
し
、
蒙
古
人
が
文
字
を
覚
え
て
国
の
選
考
に
参
加
す
る
事
を
禁
止
し
、

結
果
と
し
て
蒙
古
人
は
本
旗
以
内
し
か
動
け
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
蒙

古
人
は
さ
ら
に
勉
強
す
る
気
を
失
っ
た
。
そ
し
て
清
朝
光
緒
二
十
八
年
十
二
月
、
蒙

古
の
知
識
水
準
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
皇
帝
か
ら
命
令
が
下
さ
れ
た
。
蒙
古
人
は

漢
文
を
学
び
、
清
国
の
選
考
に
参
加
す
る
こ
と
を
許
可
さ
れ
、
そ
し
て
本
国
と
同
じ

よ
う
に
学
校
な
ど
を
造
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
勅
諭
が
あ
っ
て
蒙
古
人

の
中
の
好
学
者
は
学
校
を
開
く
こ
と
を
提
唱
す
る
が
、
経
費
が
な
い
た
め
学
校
の
あ

る
旗
で
も
み
な
古
い
蒙
漢
合
併
本
を
使
用
し
、
少
し
の
改
新
も
な
く
読
め
る
書
籍
も

数
種
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
共
和
国
の
成
立
に
至
っ
て
、
蒙
古
六
盟
は
共
和
国
に
参
加

し
た
が
、
外
蒙
古
の
四
部
落
は
独
立
自
治
を
つ
ら
ぬ
き
文
字
を
重
視
し
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
蒙
古
全
体
で
は
古
い
習
慣
を
改
め
ず
、
武
芸
で
は
上
手
に
銃
を
打
つ
こ

と
を
良
い
こ
と
と
し
、
文
学
を
習
う
者
は
門
派
を
問
わ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
今
に
至
っ

て
は
蒙
古
で
は
文
学
を
学
び
研
究
す
る
者
も
な
く
、
ま
た
武
芸
を
習
う
人
も
練
習
す

ら
し
な
い
状
況
で
あ
る
。

－２１７－
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こ
の
族
に
は
古
よ
り
国
王
が
い
た
が
、
人
々
が
納
税
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら

か
で
は
な
い
。
元
来
国
王
は
み
な
私
産
を
持
ち
、
家
畜
な
ど
も
あ
り
甚
だ
裕
福
で
あ
っ

た
か
ら
、
各
戸
の
財
産
を
集
め
て
自
分
の
物
に
し
よ
う
と
は
考
え
な
か
っ
た
こ
と
に

因
ろ
う
。
つ
ま
り
戦
争
が
な
い
限
り
納
税
の
義
務
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

戦
争
と
な
れ
ば
、
国
王
は
各
部
落
の
長
官
を
集
め
、
裕
福
な
家
を
選
び
出
し
、
財
貨

な
ど
を
分
担
さ
せ
る
規
則
を
決
め
る
。
そ
し
て
裕
福
な
家
は
財
産
を
供
出
し
、
貧
困

な
家
は
兵
士
を
出
す
。
成
吉
思
汗
が
皇
帝
と
な
り
蒙
古
国
号
を
中
興
し
た
時
、
軍
隊

を
編
成
す
る
た
め
に
、
各
地
に
駐
在
す
る
兵
隊
の
数
を
決
め
、
平
等
に
徴
兵
し
て
民

に
負
担
の
か
か
ら
な
い
政
策
を
作
り
上
げ
た
。
そ
れ
は
数
条
の
法
律
か
ら
な
り
、
実

際
に
施
行
し
て
も
至
る
所
で
民
を
大
切
に
し
、
国
は
民
衆
を
を
護
っ
て
い
た
。
こ
の

よ
う
に
条
件
を
明
白
に
し
て
い
る
た
め
、
民
は
成
吉
思
汗
の
法
律
に
服
従
し
、
そ
れ

を
守
っ
た
。
後
世
に
な
っ
て
も
そ
の
法
律
は
善
い
も
の
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
。

「
台
吉
」
と
い
う
の
は
貴
い
呼
称
で
あ
り
、
王
と
な
る
者
は
み
な
こ
の
台
吉
族
の

出
身
で
あ
る
。
蒙
古
で
内
乱
が
続
い
た
頃
、
大
清
は
国
を
創
っ
た
ば
か
り
で
気
運
が

高
か
っ
た
。
そ
し
て
蒙
古
は
情
に
帰
服
し
、
そ
の
管
轄
の
下
に
置
か
れ
た
。
滴
は
台

吉
と
呼
ば
れ
る
者
が
成
吉
思
汗
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
蒙
古
の
意
思
に
従
っ

て
、
元
来
の
部
落
を
旗
籍
に
編
入
し
、
功
績
に
よ
り
爵
位
を
与
え
た
。
元
の
長
官
台

吉
は
親
王
・
郡
王
・
貝
子
・
貝
勒
・
公
爵
一
等
・
公
爵
二
等
・
台
吉
塔
布
嚢
な
ど
の

爵
位
を
得
て
各
旗
の
旗
主
と
な
っ
た
。
ま
た
将
来
の
台
吉
族
の
中
の
財
産
と
爵
位
に

関
わ
る
紛
争
を
避
け
る
た
め
に
旗
主
の
世
襲
制
を
決
め
、
そ
れ
以
来
各
旗
は
清
の
法

律
に
従
っ
た
。
王
公
達
は
三
年
に
一
度
北
京
へ
赴
き
皇
帝
に
謁
見
し
、
前
清
門
で
皇

帝
の
た
め
に
奉
職
す
る
。
そ
し
て
外
旗
の
王
公
は
毎
年
十
二
月
初
旬
北
京
へ
と
赴
き

皇
帝
に
謁
見
し
、
二
月
初
旬
に
北
京
を
出
立
し
て
蒙
古
に
戻
り
職
務
に
戻
る
。
こ
の

よ
う
に
蒙
古
各
旗
の
王
公
に
は
北
京
へ
出
向
く
慣
例
が
あ
り
、
回
を
重
ね
る
と
旅
の

第
三
十
六
章
上
司
納
差

●

費
用
が
膨
ら
み
、
年
末
に
は
各
旗
の
財
務
は
困
難
を
き
た
し
た
。
し
た
が
っ
て
各
戸

か
ら
納
め
る
税
の
額
は
法
律
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
た
が
、
年
末
に
は
貧
富
の
差

を
問
わ
ず
各
戸
ご
と
に
銀
二
銭
を
納
め
た
。
こ
の
よ
う
に
旗
主
の
出
費
が
か
さ
ん
だ

時
に
は
、
私
産
か
ら
捻
出
し
て
税
の
徴
収
に
よ
っ
て
不
足
の
部
分
に
当
て
た
。

ま
た
、
も
し
旗
主
が
北
京
に
住
む
満
州
王
公
の
娘
「
格
格
」
と
結
婚
す
る
よ
う
な

こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
出
費
は
さ
ら
に
増
え
る
。
そ
の
た
め
官
署
の
者
は
相
談
し
て
、

様
々
な
名
目
で
裕
福
な
家
か
ら
借
金
を
す
る
。
お
よ
そ
三
百
両
か
二
百
両
を
借
り
、

無
利
子
で
三
年
返
済
な
ど
約
束
を
交
わ
し
文
書
に
記
し
て
残
す
。
そ
の
ほ
か
に
も
各

戸
ご
と
の
銀
二
銭
の
納
税
額
を
倍
に
す
る
な
ど
し
て
、
旗
主
の
結
婚
に
か
か
る
雑
費

も
各
戸
が
分
担
し
た
。
各
旗
で
は
み
な
こ
の
よ
う
な
手
段
を
使
う
が
、
旗
主
の
結
婚

な
ど
に
際
し
て
は
、
管
轄
内
の
裕
福
な
家
は
み
な
金
銭
を
借
款
す
る
こ
と
を
厭
わ
ず
、

そ
れ
に
起
因
し
て
蒙
古
人
は
家
財
を
整
え
る
こ
と
に
力
を
尽
く
す
こ
と
に
無
頓
着
で

あ
る
。

蒙
古
の
法
律
に
よ
る
と
、
納
税
は
世
帯
を
単
位
と
し
て
、
上
下
な
ど
の
差
な
く
徴

収
さ
れ
る
。
ま
た
納
税
を
お
こ
な
う
家
の
ほ
か
に
、
徴
兵
に
応
え
る
家
や
下
男
・
下

女
を
供
出
す
る
家
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
人
を
供
出
す
る
家
に
は
二
種
類
が
あ
る
。

旗
主
に
供
出
さ
れ
る
下
男
・
下
女
を
蒙
古
語
で
「
套
素
個
」
と
い
う
が
、
套
素
個
は

そ
の
主
人
に
属
し
、
国
の
納
税
な
ど
と
も
関
係
な
い
。
套
素
個
の
家
の
子
は
十
三
歳

に
な
る
と
主
人
の
家
で
働
き
始
め
、
下
男
は
二
十
四
歳
で
、
下
女
は
二
十
一
歳
で
奉

公
が
明
け
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
主
人
が
下
男
・
下
女
を
使
用
す
る
時
の

規
則
で
あ
る
。

こ
の
套
素
個
の
家
は
、
元
々
蒙
古
の
王
公
が
北
京
へ
赴
く
時
に
買
っ
た
下
女
た
ち

で
あ
り
、
全
員
が
漢
族
の
貧
し
い
家
の
娘
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
五
、
六
歳
か
ら
十

三
歳
ま
で
の
子
で
、
蒙
古
に
来
て
か
ら
蒙
古
服
を
着
て
、
何
年
も
立
た
ぬ
う
ち
に
蒙

古
語
を
習
得
し
た
。
そ
し
て
一
一
十
二
、
二
十
三
歳
の
年
頃
に
な
る
と
、
自
然
に
男
女

の
情
を
知
り
、
子
を
宿
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
下
女
が
出
産
す
る
と
、
子
の
増
え
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辻：羅布桑却丹著「蒙古風俗録」（四）
た
こ
と
を
主
人
は
大
そ
う
喜
び
、
下
男
や
役
人
を
自
ら
が
指
定
し
名
目
上
の
夫
婦
と

す
る
。
そ
れ
は
下
女
の
子
供
が
成
長
し
私
生
児
と
な
ら
ぬ
よ
う
、
子
供
を
産
ん
だ
下

女
に
は
、
主
人
が
必
ず
夫
を
捜
す
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
相
手
の
年
齢
な
ど
は
ま
っ

た
く
考
慮
せ
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
下
男
の
輩
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
私
生
児
の
誕
生
と

と
も
に
多
く
な
っ
た
族
を
「
套
素
個
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
蒙
古
の
各
旗
に
は
み
な

こ
の
よ
う
な
族
が
あ
り
、
こ
の
族
の
者
は
み
な
ず
っ
と
下
男
や
下
女
と
し
て
生
き
、

代
々
身
分
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
族
か
ら
な
る
家
が
あ
っ
た

た
め
に
、
蒙
古
は
清
の
属
国
と
な
っ
た
後
も
、
旗
の
規
範
を
握
る
権
力
を
持
ち
続
け

た
の
で
あ
る
。

旗
主
は
幼
き
頃
よ
り
世
襲
し
て
王
と
な
る
た
め
、
人
の
甘
苦
を
理
解
で
き
な
い
。

厳
し
い
師
に
教
わ
る
こ
と
も
な
く
、
廻
り
の
者
か
ら
尊
い
人
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
王
公
た
ち
は
た
だ
旗
内
の
者
が
納
め
た
銀
銭
を
歓
楽
に
使
い
、
教
養
を

身
に
つ
け
る
こ
と
な
ど
も
な
い
。
そ
し
て
成
豊
年
間
に
な
る
と
、
蒙
古
の
風
俗
が
乱

れ
始
め
た
。
各
旗
の
旗
主
は
随
意
に
税
額
を
決
め
随
時
に
徴
収
す
る
よ
う
に
な
り
、

民
衆
は
牛
馬
羊
な
ど
を
売
り
は
ら
っ
て
税
を
納
め
る
よ
う
に
な
り
、
ま
す
ま
す
貧
し

く
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
日
が
重
な
り
、
生
計
は
苦
し
さ
を
極
め
た
が
、
為
す
術
を

も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
蒙
古
人
の
知
識
が
乏
し
く
、
す
べ
て
が
決
め
ら
れ
た
運
命

だ
と
思
い
こ
み
、
教
養
を
身
に
つ
け
よ
う
と
せ
ず
、
た
だ
た
だ
天
命
に
従
う
も
の
で

あ
っ
た
。
旗
主
長
官
は
随
意
に
権
力
を
振
る
舞
い
、
光
緒
年
間
に
な
る
と
、
い
よ
い

よ
風
俗
は
大
い
に
乱
れ
た
。
つ
い
に
は
旗
主
は
法
律
を
守
ら
ず
、
皇
帝
謁
見
の
た
め

の
上
京
を
口
実
と
し
て
、
旗
の
民
を
願
し
税
を
法
外
に
取
っ
た
。
旗
に
何
事
か
あ
れ

ば
す
ぐ
に
各
戸
ご
と
に
税
を
徴
収
し
、
そ
し
て
遅
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
厳
し
く
処
罰

し
た
た
め
に
、
外
蒙
古
に
移
住
す
る
民
は
少
な
く
は
な
か
っ
た
。

旗
の
住
民
が
果
た
す
公
務
は
以
下
の
通
り

旗
主
の
家
で
年
長
者
が
亡
く
な
り
葬
儀
が
あ
る
時

旗
主
の
家
で
婚
儀
が
執
り
行
わ
れ
る
時

旗
主
が
年
を
と
っ
て
か
ら
の
毎
年
の
誕
生
祝
い
の
時

旗
主
が
北
京
に
上
京
す
る
時
の
旅
費

旗
主
が
北
京
に
長
期
滞
在
し
て
、
費
用
が
不
足
し
た
時
の
債
務
返
済

旗
主
の
昇
進
や
子
供
の
誕
生
の
祝
い

以
上
の
出
費
は
全
て
旗
内
の
者
に
分
担
さ
せ
て
、
各
戸
で
す
べ
て
を
準
備
す
る
。

し
た
が
っ
て
各
家
は
家
業
を
振
興
す
る
気
も
失
せ
、
た
だ
節
約
し
て
生
活
す
る
ば
か

り
で
、
そ
れ
に
た
い
し
て
王
公
は
目
の
前
の
歓
楽
に
溺
れ
、
民
族
の
変
化
や
産
業
の

将
来
な
ど
を
考
え
ぬ
ま
ま
で
あ
っ
た
。
最
も
善
く
な
い
の
は
、
旗
主
の
中
に
身
勝
手

の
過
ぎ
る
悪
し
き
者
が
い
る
こ
と
で
あ
る
。
旗
主
や
王
公
は
み
な
下
女
と
な
る
家
を

抱
え
て
い
る
が
、
こ
の
家
の
男
女
は
十
三
、
十
四
歳
に
な
る
と
旗
主
に
選
ば
れ
て
王

公
の
府
に
入
り
、
毎
日
部
屋
の
掃
除
を
し
た
り
、
王
公
な
ど
の
世
話
を
す
る
。
下
女

が
十
六
、
十
七
歳
に
な
り
、
美
し
き
娘
で
あ
っ
た
な
ら
ば
旗
主
は
か
ら
か
い
半
分
に

戯
れ
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
娘
は
罵
倒
し
た
。
下
女
は
そ
れ
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
従
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
結
果
下
女
に
し
て
主
人
に
虐
め
ら
れ
て
も
苦
情
を
訴
え
る
こ
と
す

ら
で
き
な
い
。
そ
し
て
虐
め
辱
め
ら
れ
た
末
に
下
女
が
妊
娠
す
る
と
、
主
人
は
彼
女

を
ほ
か
の
部
屋
に
移
し
出
産
さ
せ
る
。
も
し
女
児
を
産
ま
れ
た
な
ら
「
納
女
姑
娘
」

と
呼
び
、
母
で
あ
る
下
女
の
身
分
も
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
男
児
が
生
ま
れ
た
な
ら
、

そ
の
母
親
で
あ
る
下
女
は
妾
に
さ
れ
る
。
妾
が
生
ん
だ
男
児
は
成
長
し
て
父
親
の
地

位
を
世
襲
す
る
こ
と
も
あ
る
。
実
際
に
内
蒙
古
の
東
四
盟
の
旗
主
の
な
か
に
は
こ
の

よ
う
な
人
が
い
る
。

光
緒
年
間
の
こ
の
よ
う
な
風
俗
の
非
情
な
乱
れ
た
状
態
も
、
共
和
国
時
代
に
は
な

お
ひ
ど
い
も
の
と
な
っ
た
。
も
は
や
民
の
困
苦
は
訴
え
る
と
こ
ろ
す
ら
無
い
。
共
和

国
が
創
ら
れ
る
と
、
旗
主
は
時
代
の
改
変
と
い
う
理
由
で
出
費
は
さ
ら
に
嵩
み
、
民

が
貧
し
く
税
を
納
め
る
こ
と
も
ま
ま
な
ら
い
と
知
る
と
、
仕
方
な
く
旗
主
は
空
き
地

を
売
却
し
て
そ
の
収
入
を
生
活
に
当
て
た
。
蒙
古
の
王
公
の
現
状
は
こ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
も
解
る
よ
う
に
、
世
を
治
め
る
た
め
に
は
納
税
が
基
本
で
あ
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蒙
古
の
各
旗
は
管
轄
地
の
範
囲
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
昔
か
ら
部
落
の
世
帯
数
に

よ
っ
て
兵
士
の
数
を
決
め
、
千
戸
長
と
百
戸
長
の
数
で
営
の
数
を
決
め
、
そ
し
て
兵

馬
五
○
○
で
一
堂
と
し
た
。
大
情
の
時
代
に
な
る
と
、
蒙
古
部
落
の
人
口
は
旗
籍
に

編
入
さ
せ
ら
れ
、
営
長
も
恭
領
と
な
っ
た
。
黍
領
は
一
名
に
つ
き
六
六
○
世
帯
を
管

轄
し
、
そ
の
中
か
ら
馬
隊
二
五
○
を
組
織
し
て
一
誉
と
す
る
。
範
囲
の
大
き
い
旗
に

は
黎
領
が
二
十
四
名
も
あ
り
、
小
さ
い
旗
に
は
四
名
乃
至
二
名
だ
け
で
あ
る
。

か
つ
て
は
、
蒙
古
の
徴
兵
条
例
は
か
な
り
厳
し
く
、
中
等
以
下
の
家
の
出
身
者
は

兵
士
に
な
れ
ず
、
五
官
と
身
体
が
正
常
で
な
い
者
や
、
障
害
を
残
す
者
は
兵
士
に
は

な
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
徴
兵
義
務
の
あ
る
家
は
決
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
家
に

男
子
が
い
な
い
場
合
は
、
代
わ
り
に
四
歳
に
な
る
馬
を
一
頭
納
め
る
。
も
し
余
所
の

者
を
雇
っ
て
自
分
の
名
を
編
ら
せ
兵
隊
に
参
加
さ
せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

兵
士
は
甲
乙
丙
の
三
等
に
分
け
ら
れ
、
軍
服
の
色
も
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
に

食
糧
を
運
送
す
る
兵
士
も
あ
る
。
馬
夫
・
炊
事
・
夜
の
番
と
担
当
が
あ
り
、
い
ず
れ

も
三
等
兵
か
ら
選
ぶ
。
兵
士
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
家
の
男
子
は
、
十
八
歳
に

な
る
と
長
官
に
選
ば
れ
兵
隊
に
入
り
、
四
十
四
歳
の
時
に
満
期
と
な
り
兵
役
が
終
わ

る
。
ま
た
兵
隊
の
予
備
員
と
決
め
ら
れ
た
ら
、
毎
年
六
ヶ
月
間
は
軍
営
と
一
緒
に
境

界
線
を
巡
視
す
る
が
、
部
落
の
人
口
が
多
い
場
合
は
、
部
落
の
中
に
残
り
辺
境
へ
行

か
な
い
者
も
あ
る
。
そ
の
た
め
兵
役
に
あ
た
る
家
は
、
納
税
の
義
務
に
あ
た
る
家
よ

る
。
決
し
て
節
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
蒙
古
が
衰
え
た
の
は
民
を
う
ま
く
治
め

る
良
き
首
領
が
不
在
で
あ
り
、
王
と
な
っ
た
者
が
私
腹
を
肥
や
し
た
た
め
で
あ
る
。

蒙
古
の
先
祖
が
築
き
上
げ
た
偉
業
は
次
第
に
薄
れ
、
い
つ
の
日
か
自
然
と
消
滅
す
る

道
を
進
む
の
で
あ
ろ
う
。

第
三
十
七
章
徴
兵
条
例

り
は
少
し
は
経
済
的
に
軽
減
さ
れ
、
戦
争
の
な
い
時
は
自
由
に
過
ご
せ
幸
福
で
あ
る
。

し
か
し
、
歴
代
兵
士
と
な
り
遠
方
へ
戦
い
に
行
き
命
を
亡
く
す
者
が
多
い
の
で
、
清

朝
以
後
に
お
い
て
は
民
衆
も
兵
役
を
喜
ば
な
か
っ
た
た
め
に
、
旗
署
も
軍
営
の
規
則

を
厳
し
く
せ
ず
、
各
旗
で
も
武
芸
を
重
視
し
な
い
風
と
な
っ
た
。
そ
し
て
清
朝
も
蒙

古
の
兵
隊
を
削
減
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
各
旗
に
は
決
ま
っ
た
兵
隊

の
数
が
あ
っ
た
が
、
完
備
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
徴
兵
す
る
こ
と
は
な
い

が
、
昔
か
ら
兵
役
の
あ
る
家
は
規
則
通
り
に
兵
士
を
だ
し
、
納
税
も
免
除
さ
れ
て
い

た
。
各
旗
署
で
は
か
つ
て
の
規
則
を
書
き
残
し
て
い
る
物
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
名

目
だ
け
で
実
際
に
は
実
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
兵
役
の
あ
る
家
の
者
も
ラ
マ
僧
と
な
る

こ
と
が
多
い
。
な
ぜ
な
ら
情
朝
に
至
り
ラ
マ
教
が
流
行
り
、
ど
の
よ
う
な
家
の
者
で

も
ラ
マ
廟
に
入
れ
ば
、
納
税
・
兵
役
な
ど
の
義
務
か
ら
一
切
免
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
兵
役
の
あ
る
者
は
喜
ん
で
ラ
マ
廟
に
入
り
、
一
生
平
安
に
過
ご
す

こ
と
を
望
ん
だ
。
各
旗
に
た
く
さ
ん
の
ラ
マ
僧
が
い
る
の
は
、
必
ず
し
も
本
当
に
仏

を
信
じ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
・
兵
役
な
ど
を
避
け
る
た
め
で
も
あ
る
。
後
者
が

本
音
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
定
め
ら
れ
て
き
た
軍
規
に
よ
れ
ば
、
台
吉
族
人
・
塔
布
嚢
族
人
は
上
等

兵
で
、
戸
業
個
族
人
は
二
等
で
、
暗
爾
楚
族
人
は
三
等
兵
で
あ
る
。
そ
し
て
蒙
古
族

の
中
で
貴
族
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
全
て
古
代
に
功
績
を
た
て
た
家
の
者
で
、
そ
の

子
孫
も
引
き
続
い
て
功
績
を
た
て
、
そ
の
地
位
を
世
襲
し
貴
族
と
な
っ
て
い
る
。
台

吉
、
塔
布
嚢
族
人
も
元
々
勲
功
の
あ
る
者
の
子
孫
で
あ
る
。

蒙
古
の
徴
兵
条
例
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
。
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