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道
教
の
旅
か
ら

小
　
南
　
一
　
郎

　
一
九
七
八
年
か
ら
七
九
年
に
か
け
て
、
　
一
年
余
り
北
京
に
滞
在
し
た
間

に
、
中
国
の
人
た
ち
に
向
か
い
、
道
教
は
現
在
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
、

い
く
度
か
尋
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
当
時
は
、
な
お
文
化
大
革
命
の
余
悸

の
残
る
時
期
で
あ
っ
た
が
、
人
々
の
答
え
は
一
様
に
、
宗
教
と
し
て
の
道

教
の
活
動
は
一
切
な
い
、
あ
る
人
は
、
道
教
は
も
う
な
く
な
っ
た
の
だ
と

す
ら
答
え
た
。
そ
の
よ
う
に
答
え
る
口
調
の
中
に
は
、
あ
ん
な
「
迷
信
」

が
と
い
う
口
ぶ
り
が
感
じ
ら
れ
、
そ
う
し
た
も
の
に
興
味
を
持
っ
て
い
ろ

い
ろ
と
質
問
を
す
る
私
を
い
さ
さ
か
い
ぶ
か
る
も
の
の
よ
う
で
も
あ
っ

た
。
事
実
、
そ
の
当
時
、
全
真
教
の
総
本
山
で
あ
る
北
京
の
白
雲
観
に
、

い
く
度
も
道
を
尋
ね
な
が
ら
行
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
は
解
放
軍
の
宿
舎
と

な
っ
て
お
り
、
と
て
も
宗
教
活
動
を
行
な
い
得
る
よ
う
な
環
境
で
は
な
か

っ
た
。
せ
め
て
そ
の
門
と
な
っ
て
い
る
牌
楼
だ
け
で
も
写
真
に
撮
っ
て
お

こ
う
と
外
か
ら
カ
メ
ラ
を
向
け
た
が
、
門
衛
を
し
て
い
る
兵
士
に
そ
れ
も

禁
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

調

査
（
二
）

　
昨
年
、
一
九
八
二
年
秋
、
中
国
社
会
科
学
院
の
世
界
宗
教
研
究
断
の
招

き
を
受
け
、
福
永
光
司
教
授
を
団
長
と
す
る
九
名
の
道
教
研
究
老
が
「
道

教
遺
跡
参
観
団
」
を
結
成
し
、
中
国
各
地
の
道
観
な
ど
を
訪
問
す
る
機
会

に
め
ぐ
ま
れ
、
私
も
そ
の
一
員
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
旅
行
中

に
見
た
中
国
に
お
け
る
道
教
の
現
況
は
、
上
に
述
べ
た
三
、
四
年
前
の
様

子
と
は
大
き
く
変
っ
て
い
た
。
我
々
は
道
教
遺
跡
参
観
団
を
名
の
っ
た

の
で
あ
る
が
、
訪
れ
た
道
観
の
ほ
と
ん
ど
全
て
に
道
士
が
お
り
、
現
に
宗

教
活
動
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
遺
跡
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
唯
だ
一

つ
、
癒
山
東
麓
の
簡
寂
観
の
み
で
あ
っ
た
。
当
初
の
心
づ
も
り
で
は
、
た

と
え
遺
跡
で
あ
っ
て
も
、
現
地
に
そ
の
宗
教
活
動
の
あ
と
を
踏
み
し
め
、

そ
の
自
然
的
ま
た
社
会
的
な
環
境
を
目
に
見
る
こ
と
は
、
書
物
か
ら
接
近

す
る
こ
と
が
中
心
と
な
る
我
々
の
道
教
研
究
に
稗
益
す
る
所
が
多
い
で
あ

ろ
う
と
期
待
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
心
づ
も
り
を
大
き
く
超
過
し
て
、

予
想
外
の
成
果
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

　
三
週
間
足
ら
ず
の
、
中
国
の
成
語
で
言
え
ば
「
馬
を
走
ら
せ
て
花
を
看

た
」
だ
け
の
あ
わ
た
だ
し
い
探
訪
旅
行
で
は
あ
っ
た
が
、
世
界
宗
教
研
究

所
の
特
別
の
配
慮
と
各
地
の
関
係
者
の
ご
助
力
と
を
得
て
、
こ
れ
ま
で
日

本
の
研
究
者
が
訪
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
場
所
に
も
行
く
こ
と
が
で
き

た
。
こ
こ
に
、
我
々
が
訪
問
し
た
い
く
つ
か
の
道
観
の
現
況
を
紹
介
し
て

み
よ
う
と
思
う
。

　
中
国
の
現
在
の
道
教
は
、
最
も
大
雑
把
に
言
っ
て
、
天
師
道
（
正
一

派
）
と
全
真
教
と
の
二
大
流
派
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
全
真
教
の
総
本

山
が
、
北
京
の
西
の
城
壁
（
今
は
な
い
）
の
す
ぐ
外
に
位
置
す
る
自
雲
観

一
四
一
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で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
三
、
四
年
前
に
は
こ
こ
は
解
放
軍
の
宿
舎
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
軍
隊
も
い
な
く
な
り
、
基
肥
は
塗

り
な
お
さ
れ
、
建
物
は
改
修
さ
れ
て
（
白
雲
観
の
建
物
は
重
点
文
物
の
一

つ
と
な
っ
て
い
る
）
、
こ
こ
に
中
国
道
教
協
会
の
本
部
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
白
雲
観
は
、
清
真
教
の
教
祖
で
あ
る
王
重
陽
の
晩
年
の
高
弟
、
丘
処
機

（
長
春
真
人
）
が
こ
こ
に
住
み
、
こ
こ
に
葬
ら
れ
た
と
い
う
い
わ
れ
を
持

つ
道
観
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
い
ち
ば
ん
奥
に
、
道
教
の
哲
学
的
な
宇
宙

構
造
に
の
っ
と
っ
て
三
蓋
の
天
尊
と
天
地
の
神
々
を
祭
る
三
清
書
、
四
御

殿
が
置
か
れ
、
そ
の
ほ
か
様
々
な
道
教
の
神
々
を
祭
る
建
物
や
宗
教
儀
礼

を
行
な
う
建
物
な
ど
が
連
な
る
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
興
味
深
か
っ
た
の

は
丘
造
機
を
祭
る
感
化
殿
で
あ
っ
た
。
丘
祖
殿
に
は
、
丘
処
機
の
像
の
前

に
、
大
地
か
ら
生
え
た
霊
芝
の
よ
う
な
か
っ
こ
う
を
し
た
大
き
な
鉢
（
デ

コ
ボ
コ
し
て
い
る
が
薩
径
は
一
米
も
あ
ろ
う
か
）
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
様
々
な
伝
説
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
説
明
に
よ
れ
ば
「
右
上
」

で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
粛
観
の
他
の
天
尊
た
ち
は
自
由
に
写
真

を
撮
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
が
、
丘
祖
像
だ
け
は
写
真
に
撮
ら
な
い

で
ほ
し
い
と
言
わ
れ
た
。
中
国
の
人
々
は
一
、
般
に
写
真
に
撮
ら
れ
る
こ
と

を
好
ま
な
い
。
説
明
に
あ
た
っ
て
く
れ
た
道
士
た
ち
が
、
我
々
の
祖
師
だ

け
は
写
真
に
う
つ
さ
な
い
で
欲
し
い
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
彼
ら
の
信

仰
に
と
っ
て
、
哲
学
的
な
道
教
の
神
々
よ
り
も
、
祖
師
の
丘
処
機
の
方
が

ず
っ
と
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
た
。

　
白
雲
観
は
古
く
よ
り
十
方
叢
林
と
し
て
多
く
の
修
業
者
た
ち
が
集
う
所

で
あ
っ
た
が
、
現
在
も
な
お
、
若
い
道
士
た
ち
（
年
令
を
尋
ね
る
と
十
代

後
半
の
老
た
ち
が
多
か
っ
た
）
が
、
藤
江
や
あ
る
い
は
四
川
の
青
城
由
な

　
四
二

ど
か
ら
こ
こ
に
集
っ
て
来
て
い
た
。
彼
ら
の
三
冠
の
形
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ

る
の
は
、
出
身
地
の
差
に
よ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
若
い
修

業
春
た
ち
に
、
な
ぜ
道
士
に
な
っ
た
の
か
と
尋
ね
る
と
、
「
道
教
の
す
ぐ

れ
た
伝
統
を
発
揚
す
る
た
め
だ
」
と
い
う
模
範
的
な
回
答
も
あ
っ
た
が
、

ま
た
、
自
分
の
家
は
父
祖
以
来
道
士
も
お
ら
ず
、
直
接
に
道
教
と
は
関
係

が
な
か
っ
た
が
、
自
分
は
信
仰
の
た
め
に
道
士
に
な
っ
た
の
だ
、
と
答
え

る
若
者
も
い
た
。

　
北
京
か
ら
西
安
へ
は
飛
行
機
で
飛
ん
だ
。
こ
こ
で
は
、
西
安
市
よ
り
西

へ
約
七
十
キ
諏
の
、
終
南
山
の
麓
に
位
置
す
る
楼
観
村
老
子
説
経
台
に
行

く
こ
と
が
で
き
た
。
老
子
の
最
後
に
つ
い
て
は
、
「
史
記
」
の
老
子
伝
以

　
　
モ
き
し
ょ

来
、
　
関
を
出
て
西
方
に
行
き
、
行
く
方
知
れ
ず
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き
も

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
関
を
出
る
に
際
し
て
、
関
令
（
関
守
り
）
の
歩
立
の

請
い
に
応
じ
て
書
き
留
め
た
の
が
「
老
子
道
徳
経
」
五
千
文
（
い
わ
ゆ
る

「
老
子
」
）
で
あ
る
。
老
子
が
最
後
に
出
た
関
は
、
普
通
に
は
河
南
と
駿

西
と
の
境
に
あ
る
函
谷
関
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
陳
西

か
ら
甘
粛
へ
の
境
と
な
る
朧
関
で
あ
っ
た
と
す
る
説
や
、
陳
西
か
ら
漢
中

を
経
て
四
川
に
つ
な
が
る
道
の
途
中
の
散
点
だ
と
す
る
説
も
あ
る
。

　
終
南
山
の
山
ふ
と
こ
ろ
に
位
着
す
る
楼
観
村
の
老
子
説
経
台
は
、
老
子

出
関
の
関
に
つ
い
て
の
三
つ
の
説
の
内
、
そ
れ
を
散
関
だ
と
す
る
説
に
結

び
つ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ヂ
喜
が
老
子
の
到
来
を
天
文
気

象
観
測
に
よ
っ
て
予
知
し
よ
う
と
し
て
建
て
た
の
が
「
楼
観
」
で
あ
り
、

こ
の
説
経
台
に
お
い
て
老
子
が
五
千
文
を
説
い
た
と
さ
れ
て
い
て
、
終
南

山
を
越
え
て
蜀
に
通
じ
る
散
関
も
こ
こ
か
ら
遠
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の

あ
た
り
に
本
拠
を
置
い
た
楼
観
派
の
道
教
に
つ
い
て
は
、
な
お
分
か
ら
な
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い
所
が
多
い
が
、
南
北
朝
期
に
す
で
に
重
要
な
道
流
の
一
つ
と
な
っ
て
い

た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
楼
観
派
が
老
子
化
胡
説
（
老
子
は

関
を
出
て
西
方
に
旅
を
し
、
釈
迦
牟
尼
の
師
と
な
っ
た
の
だ
と
す
る
説
）

を
育
て
る
の
に
大
き
な
力
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
老
子
化
胡
の
伝
説

の
中
に
、
老
子
は
西
域
に
行
く
に
先
立
ち
、
ま
ず
成
都
に
出
現
し
た
と

す
る
筋
書
き
が
あ
る
の
も
、
こ
の
楼
観
の
地
が
散
関
を
介
し
て
蜀
に
通
じ

て
い
た
こ
と
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
老
子
が
サ
喜
に
対

し
、
成
都
の
市
場
で
青
い
羊
を
求
め
る
よ
う
に
、
そ
う
す
れ
ば
自
分
と
再

会
で
き
ょ
う
と
予
言
し
た
所
か
ら
、
成
都
の
市
内
に
は
青
羊
宮
と
い
う
道

観
が
あ
っ
て
、
現
在
に
残
る
。

　
こ
の
楼
観
派
の
道
教
は
、
南
北
朝
末
か
ら
唐
代
に
か
け
て
、
時
の
政
権

と
結
び
つ
い
て
大
き
な
力
を
持
っ
た
。
特
に
唐
風
に
は
こ
こ
に
宗
聖
観
が

営
ま
れ
て
唐
王
朝
の
尊
崇
を
受
け
た
。
そ
の
尊
崇
が
、
唐
の
王
室
李
氏
は

老
子
李
耳
を
そ
の
祖
先
と
す
る
の
だ
と
称
し
た
こ
と
に
よ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
宗
聖
観
は
後
に
は
宗
円
宮
と
も
呼
ば
れ
て
、
官
財
を
通
じ

調

査
（
二
）

武漢の長春観において，

道服を着けた筆者

重
要
な
道
観
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
明
代
以
降
、
衰
え
た
と
さ
れ
る
。
老

子
説
経
台
の
下
に
広
が
る
平
地
に
そ
の
宗
聖
観
の
あ
と
が
残
っ
て
い
る
。

建
物
は
完
全
に
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
建
物
の
あ
と
で
あ
ろ
う
マ
ウ
ン
ド

が
い
く
段
に
も
続
く
中
に
、
歴
代
の
数
多
く
の
石
碑
と
古
い
松
柏
と
だ
け

が
現
存
す
る
。
そ
の
石
碑
は
、
説
経
台
に
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
も
含

め
、
欧
陽
詞
の
「
宗
聖
観
記
」
以
下
七
十
余
基
が
現
存
す
る
と
案
内
書
に

は
あ
る
。
人
間
的
な
活
動
が
終
息
し
て
し
ま
っ
た
あ
と
に
、
そ
の
活
動
を

公
式
的
に
記
録
し
後
世
に
伝
達
し
よ
う
と
す
る
石
碑
が
群
立
す
る
様
は
、

中
国
の
人
々
の
、
文
字
記
録
に
託
す
る
ほ
と
ん
ど
執
念
と
も
言
う
べ
き
心

情
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。

　
「
終
南
捷
径
」
と
い
う
成
語
が
あ
る
。
も
と
も
と
は
唐
代
の
道
士
の
司

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

馬
承
禎
が
に
せ
只
者
を
ひ
に
く
っ
た
言
葉
に
出
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
官
界
で
の
地
位
に
あ
り
つ
け
ぬ
人
物
が
、
都
の
郊
外
の
終
南
山
で
隙

老
の
ま
ね
を
す
る
。
隠
者
と
し
て
名
が
立
つ
と
朝
廷
か
ら
お
召
し
が
あ

っ
て
官
位
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
終
南
山
こ
そ
は
出
世
の
は
や
道
」

と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
長
安
に
都
が
あ
っ
た
時
代
、
そ
の
郊
外
に
連
な

る
終
南
山
は
、
宗
教
的
な
雰
囲
気
を
強
く
帯
び
た
地
域
で
あ
っ
た
。
も
ち

ろ
ん
ま
じ
め
な
宗
教
老
も
多
く
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
ま
た
、
都
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
け
る
政
治
的
な
動
き
に
鋭
く
反
応
し
て
、
様
々
な
お
も
わ
く
の
渦
巻
く

場
所
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
更
に
言
え
ば
、
六
朝
期
、
江
南
の
道
教
界
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た

人
物
た
ち
、
た
と
え
ば
葛
洪
、
陸
修
静
、
陶
弘
景
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
が

江
南
土
着
の
豪
族
の
中
か
ら
出
て
き
た
人
々
で
あ
っ
た
。
王
氏
、
謝
氏
を

代
表
と
す
る
北
方
か
ら
移
住
し
て
き
た
貴
族
た
ち
に
政
治
の
中
枢
を
独
占

一
四
三
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さ
れ
て
、
政
権
か
ら
疏
外
さ
れ
た
江
南
土
着
の
豪
族
た
ち
の
中
か
ら
、
道

教
思
想
の
展
開
に
大
き
な
働
き
を
な
す
人
々
が
多
く
出
た
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
中
に
、
宗
教
者
と
し
て
政
治
に
深
く
関
わ
り
、
「
山
中
宰
相
」
と

呼
ば
れ
た
陶
雪
景
の
例
な
ど
も
あ
る
。
規
模
の
大
き
さ
と
そ
の
質
と
に
傷

い
が
あ
る
と
は
言
え
、
彼
ら
も
ま
た
一
種
の
「
終
南
捷
径
」
を
歩
も
う
と

し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
南
北
朝
か
ら
購
唐
に
か
け
て
の
時
期
の
、
す
な

わ
ち
階
級
意
識
の
強
い
時
代
の
、
宗
教
者
た
ち
の
活
動
に
は
、
常
に
そ
う

し
た
屈
折
し
た
社
会
的
な
要
因
が
一
つ
の
原
動
力
と
し
て
強
く
働
い
て
い

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
社
会
決
定
論
的
な
皮
肉
な
目
で
宗
教
活
動
を
見
る

ば
か
り
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ち
ょ
う
ど
天
候
も
よ
く
な
く
、
我
々
が

目
に
で
き
た
の
は
終
南
山
の
自
然
の
ご
く
…
部
分
に
し
か
す
ぎ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
お
そ
の
自
然
に
は
、
我
々
の
心
を
引
き
つ
け
、

な
ご和

ま
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
当
時
の
人
々
の
宗
教
的
な
心
情
に
、
終
恐
山

の
自
然
は
強
く
呼
び
か
け
る
力
を
持
っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
同
様
の

感
想
は
、
癒
山
の
山
麓
に
、
慧
遠
の
東
林
寺
、
李
渤
や
朱
喜
…
の
白
鹿
洞
、

そ
う
し
て
陸
黒
眼
の
簡
寂
観
な
ど
を
探
訪
し
た
際
に
も
心
に
懐
く
駈
で
あ

っ
た
。
ち
な
み
に
言
え
ば
、
鷹
山
の
頂
上
一
帯
の
名
断
は
、
み
な
観
光
地

化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
あ
ま
り
興
味
の
あ
る
所
で
は
な
い
。

　
こ
こ
で
、
次
に
述
べ
る
武
漢
よ
り
あ
と
に
訪
れ
た
所
な
の
で
あ
る
が
、

島
山
山
麓
に
お
け
る
宗
教
活
動
の
遺
跡
に
つ
い
て
見
聞
し
た
所
を
先
に
述

べ
れ
ば
、
終
南
山
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
が
平
野
が
山

地
へ
と
傾
斜
を
変
化
さ
せ
る
地
点
の
近
く
に
位
置
し
て
い
る
。
陸
赤
照

の
簡
寂
観
は
、
東
の
都
陽
湖
の
方
向
に
向
か
っ
て
開
い
た
谷
の
奥
に
あ
っ

一
四
四

た
。
も
う
完
全
に
廃
櫨
と
な
り
、
大
き
な
石
の
上
に
あ
る
く
ぼ
み
が
陸
磐

戸
の
足
跡
だ
と
言
っ
て
示
さ
れ
た
ほ
か
、
門
の
跡
だ
と
さ
れ
る
不
確
か
な

石
組
み
が
あ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
自
然
は
当
時
と
ほ
と
ん
ど
変
化
が

な
い
の
で
あ
ろ
う
。
附
近
の
人
に
、
鶏
黒
山
は
ど
れ
か
と
尋
ね
た
所
、
す

ぐ
さ
ま
横
手
の
山
を
指
さ
し
て
く
れ
た
。
雪
気
の
明
帝
に
よ
っ
て
都
に
呼

び
出
さ
れ
た
陸
修
静
は
、
こ
の
地
に
帰
り
た
い
と
望
み
な
が
ら
結
局
都
で

死
に
、
弟
子
た
ち
が
そ
の
遺
骸
を
簡
寂
観
ま
で
運
ん
だ
と
い
う
。

　
こ
の
猛
撃
静
は
、
陶
蓋
明
、
慧
遠
と
と
も
に
虎
渓
で
虎
の
声
を
聞
い
て

笑
い
あ
っ
た
と
い
う
、
虎
渓
三
笑
の
伝
説
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
れ
は
三
人
の
年
齢
が
合
わ
ず
伝
説
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、

東
林
寺
の
門
前
近
く
に
は
虎
渓
と
記
し
た
石
婦
が
立
ち
、
石
の
虎
ま
で
が

置
い
て
あ
っ
た
。
そ
れ
は
さ
て
お
い
て
も
、
陶
淵
明
が
、
緊
緊
が
、
そ
う

し
て
陸
修
静
が
、
自
ら
の
思
想
を
築
い
て
ゆ
く
中
で
丸
山
の
自
然
と
ど
の

よ
う
に
感
応
し
合
っ
て
い
た
の
か
は
、
な
ん
と
し
て
で
も
解
明
し
た
い
所

で
あ
る
。
自
然
の
中
に
「
真
意
」
が
あ
る
と
い
う
陶
隠
笠
の
表
現
を
、
近

代
の
自
然
詩
人
た
ち
の
表
現
と
同
一
の
地
平
で
理
解
し
て
は
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
同
じ
血
斑
の
謝
霊
運
の
自
然
詩
の
中
の
、
硬
質

で
哲
学
的
な
自
然
描
写
か
ら
も
窺
わ
れ
る
所
で
あ
る
。
自
然
と
思
想
や
宗

教
と
の
絹
関
関
係
は
、
古
く
か
ら
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
常
に
新
し
い

疑
問
を
我
々
に
投
げ
か
け
て
や
ま
な
い
。

　
西
安
の
次
に
訪
れ
た
武
漢
で
は
、
長
江
の
船
を
待
つ
間
の
短
か
い
滞
在

で
は
あ
っ
た
が
、
道
観
と
し
て
は
長
詳
録
を
、
仏
寺
と
し
て
は
漏
壷
寺
を

訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
長
春
観
は
、
そ
の
名
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う

に
、
長
春
真
人
丘
処
機
が
一
時
こ
こ
に
住
ん
だ
と
さ
れ
る
、
長
江
中
流
域
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の
重
要
な
道
観
の
一
つ
で
あ
る
。

　
武
漢
の
町
の
中
に
位
置
す
る
こ
の
長
春
観
も
、
少
し
前
ま
で
は
病
院
の

一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近
、
道
士
た
ち
の
手
に
も
ど
さ
れ

た
。
こ
こ
に
湖
北
省
武
漢
市
道
教
協
会
が
置
か
れ
て
、
建
物
の
修
復
作
業

な
ど
が
進
行
中
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
ち
ょ
う
ど
武
漢
に
や
っ
て
来
て

い
た
、
嚢
陽
西
方
の
名
山
で
あ
る
武
当
山
の
幽
翠
た
ち
と
も
会
う
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
こ
こ
で
初
め
て
い
く
人
か
の
女
性
の
道
士
と
も
会
っ
た
。

男
の
道
士
を
乾
道
、
女
の
道
士
を
坤
道
と
呼
ぶ
と
い
う
。
そ
う
し
て
説
開

に
よ
れ
ば
、
湖
北
省
全
体
で
現
在
、
乾
道
が
三
十
人
で
あ
る
の
に
対
し
、

坤
道
は
一
六
〇
人
か
ら
一
七
〇
適
い
る
と
い
う
。
女
性
の
道
士
の
方
が
圧

倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
を
尋
ね
た
所
、
旧
社
会
に
お
い
て
、

家
庭
の
中
で
圧
迫
を
受
け
て
行
き
所
の
な
く
な
っ
た
女
性
た
ち
、
特
に
夫

に
先
立
た
れ
て
家
に
お
れ
な
く
な
っ
た
女
性
た
ち
が
多
く
坤
道
に
な
っ
た

の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
男
女
の
比
率
の
大
差

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま

は
注
目
に
値
い
す
る
で
あ
ろ
う
。
仏
教
の
暮
雲
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た

の
か
ど
う
か
。
も
し
こ
の
較
差
が
道
教
の
場
合
に
特
に
著
し
い
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
こ
か
ら
も
道
教
が
中
国
の
社
会
の
中
で
果
し
て
い
た
役
割
り
の

一
部
を
窺
う
手
が
か
り
が
得
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。

　
全
真
教
と
な
ら
ぶ
も
う
一
つ
の
道
教
流
派
で
あ
る
天
師
道
の
道
土
た
ち

と
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
旅
行
も
最
後
に
近
づ
い
た
こ
ろ
、
蘇

州
の
ま
ち
の
繁
華
街
に
あ
る
（
恐
ら
く
は
こ
の
道
観
の
門
前
に
繁
華
街
が

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
玄
妙
観
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
天
師
道
は
、

伝
説
的
に
は
後
漢
時
代
末
の
張
陵
（
張
道
陵
）
や
張
魯
た
ち
か
ら
出
る
も

の
で
、
そ
の
血
統
が
現
在
の
張
天
師
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
さ
れ

調

査
（
二
）

る
。
そ
の
本
拠
は
、
購
唐
時
代
以
来
、
江
西
省
の
竜
虎
山
に
置
か
れ
て
い

た
。
王
重
陽
ら
の
宗
教
改
革
運
動
が
否
定
し
よ
う
と
し
た
古
い
要
素
を
多

分
に
残
し
た
宗
派
で
あ
る
が
、
し
か
し
全
面
的
に
打
倒
さ
れ
て
し
ま
う
こ

と
も
な
く
、
天
師
道
は
全
真
教
と
共
に
今
日
も
中
国
の
道
流
を
二
分
す
る

勢
力
を
保
っ
て
い
る
。
全
真
教
が
帯
妻
肉
食
な
ど
を
禁
じ
て
欲
望
の
否
定

を
打
ち
出
し
た
の
に
対
し
、
天
師
道
は
そ
れ
を
否
定
し
な
い
。
張
摺
師
の

血
統
が
現
在
ま
で
続
い
て
い
る
の
も
帯
妻
せ
ね
ば
不
可
能
な
こ
と
で
あ

る
。
旅
行
の
最
後
に
お
会
い
し
た
、
上
海
社
会
科
学
院
で
道
教
の
研
究
を

行
な
っ
て
お
ら
れ
る
陳
耀
庭
氏
が
、
父
親
は
道
士
で
あ
っ
た
と
自
己
紹
介

さ
れ
た
の
で
、
全
真
教
に
属
し
た
の
か
天
師
道
で
あ
っ
た
の
か
と
質
問
し

た
所
、
に
や
り
と
笑
っ
て
、
天
師
道
の
道
士
で
な
け
れ
ば
自
分
は
生
ま
れ

な
か
っ
た
、
と
答
え
ら
れ
た
。
尋
ね
る
ま
で
も
な
く
自
明
の
こ
と
な
の
で

あ
る
。

　
玄
妙
観
の
道
士
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
欲
望
を
否
定
し
な
い
立
場
に
あ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
は
不
老
長
生
を
求
め
る
者
だ
か
ら
だ
、
と
説
明

し
た
。
生
命
を
求
め
る
道
教
が
そ
の
生
命
の
発
露
で
あ
る
欲
望
を
強
い
て

否
定
す
る
の
は
矛
盾
だ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
全
真
教
の
宗
教
改
革
運
動

が
完
全
に
天
師
道
を
圧
倒
し
さ
り
は
し
な
か
っ
た
の
は
、
確
か
に
玄
妙
観

の
道
士
た
ち
も
言
う
よ
う
に
、
道
教
の
基
礎
に
は
生
命
へ
の
愛
着
が
あ
っ

て
、
倫
理
的
な
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
は
な
じ
ま
ぬ
所
が
あ
る
か
ら
な
の

で
あ
ろ
う
。
た
だ
玄
妙
観
の
日
常
の
勤
行
に
つ
い
て
質
問
し
た
所
、
毎

朝
、
気
の
む
い
た
人
が
「
清
浄
経
」
を
読
む
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
情
況
が
天
師
道
の
全
て
の
道
観
で
そ
う
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
知
り

得
な
か
っ
た
が
、
あ
ま
り
に
も
自
由
す
ぎ
て
、
宗
教
と
し
て
は
や
は
り
な

一
四
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ん
ら
か
の
「
型
」
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
の
感
想
を
懐
い
た
。

　
以
上
に
我
々
が
訪
れ
た
主
要
な
道
観
で
の
見
聞
の
い
く
つ
か
を
記
し

た
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
道
観
に
お
い
て
の
み
得
る
所
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
。
仏
教
寺
院
に
お
い
て
も
、
あ
る
い
は
都
市
の
神
で
あ
る
城
塊
廟
に

お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
中
国
に
お
け
る
宗
教
信
仰
に
つ
い
て
考
え
る
際

に
貴
重
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
見
聞
や
体
験
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

た
と
え
ば
上
海
の
玉
仏
寺
を
訪
れ
た
と
き
、
ち
ょ
う
ど
あ
る
老
夫
人
の
葬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
び
い
ろ

儀
が
準
備
さ
れ
て
い
た
。
親
族
が
集
ま
っ
て
鈍
色
の
錫
箔
で
折
り
紙
の
よ

う
な
も
の
を
作
っ
て
お
り
、
尋
ね
る
と
折
り
上
が
っ
た
も
の
は
銀
錠
（
馬

蹄
銀
）
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
説
明
に
よ
れ
ば
、
紙
銭
は
焚
け

ば
天
の
神
の
所
に
行
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
の
銀
錠
の
方
は
死
者
の
も
と
に

行
く
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
古
来
の
中
国
の
信
仰
の
二
大
基
本
要
素
で
あ

る
天
神
崇
拝
と
祖
先
崇
拝
と
が
、
こ
う
し
た
形
を
取
っ
て
人
々
の
習
俗
の

中
に
な
お
確
か
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
い
さ
さ
か
感
動
を

覚
え
た
。

　
我
々
が
こ
の
旅
行
で
手
に
入
れ
た
の
は
、
数
は
多
い
が
断
片
的
な
知
識

で
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
断
片
的
な
知
識
を
大
き
な
全
体
の
中
に
位
置
づ

け
、
個
々
の
知
識
か
ら
深
い
意
味
を
抽
き
磯
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
か
ど
う
か
は
、
我
々
の
今
後
の
努
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
道
教
と
は
何

か
と
い
う
議
論
は
常
に
繰
り
返
さ
れ
、
し
か
も
常
に
明
確
な
解
答
が
な
い

ま
ま
に
終
っ
て
い
る
。
研
究
者
の
数
だ
け
ち
が
っ
た
道
教
像
が
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
。
た
だ
中
国
の
社
会
の
中
に
、
い
わ
ゆ
る
道
教
を
緩
や
か
な

核
と
す
る
、
大
き
な
文
化
複
合
体
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
複

一
四
六

合
体
は
、
そ
の
中
心
部
分
で
の
求
心
性
が
弱
く
、
そ
の
部
分
が
常
に
ぼ
や

け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
逆
に
そ
の
周
辺
は
広
く
ひ
ろ
が
っ
て
、
実
に

様
々
な
も
の
を
そ
の
渦
の
中
に
巻
き
込
ん
で
い
る
。
仏
教
と
の
相
互
の
影

響
関
係
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
道
観
の
中
に
見
え
る
仏
教
か
ら
の
影
響
は

言
わ
ず
も
が
な
、
仏
教
寺
院
の
中
に
も
様
々
な
所
に
道
教
か
ら
の
直
接
聞

接
の
影
響
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
教
理
に
よ
っ
て
仏
教
と
道
教
と

を
峻
別
し
た
り
す
る
の
で
は
な
く
（
実
は
教
理
の
点
で
も
両
老
の
混
交
は

大
き
い
の
で
あ
る
が
）
、
両
腰
が
入
り
組
み
合
っ
て
い
る
様
網
を
全
体
的
に

理
解
し
よ
う
と
す
る
、
そ
う
し
た
広
い
視
点
こ
そ
が
こ
の
大
き
な
文
化
旗

合
体
を
と
ら
え
る
の
に
最
も
有
効
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

の
が
、
今
度
の
旅
行
で
の
経
験
を
総
括
し
て
の
感
想
で
あ
る
。
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