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（
一
）

御
紹
介
に
預
り
ま
し
た
藤
善
で
ご
ざ
い
ま
す
。
駒
澤
大
学
に
は
昔
か

ら
尊
敬
す
る
先
生
・
親
し
く
し
て
頂
い
て
い
る
先
生
方
が
お
ら
れ
、
お

声
を
掛
け
て
下
さ
っ
た
時
に
は
一
も
二
も
な
く
お
承
け
し
た
の
で
す

が
、
先
ほ
ど
の
精
緻
な
御
発
表
の
数
か
ず
を
拝
聴
し
て
い
る
間
に
、
自

分
の
講
演
内
容
が
場
違
い
な
見
窄
ら
し
い
も
の
に
思
え
て
参
り
ま
し

た
。
や
む
を
得
ま
せ
ん
。
大
雑
把
な
話
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
が
、

最
後
ま
で
お
付
合
い
の
ほ
ど
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

本
日
は
「
盛
唐
の
佛
教
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
致
し
ま
し
た
が
、
こ
れ

に
は
数
年
前
、
白
帝
社
の
求
め
で
『
隋
唐
時
代
の
佛
教
と
社
会
―
弾
圧

の
狭
間
に
て
―
」
を
執
筆
し
た
時
に
、
改
め
て
痛
感
し
た
佛
教
史
の
時

代
区
分
が
念
頭
に
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
最
近
は
殆
ど
問
題
に
さ
れ
ま
せ

ん
が
、
か
つ
て
は
時
代
区
分
論
争
が
華
や
か
で
あ
り
ま
し
た
。
中
国
史

で
は
唐
末
・
五
代
を
古
代
の
終
末
と
す
る
説
、
あ
る
い
は
中
世
よ
り
近

世
へ
移
る
過
渡
期
と
み
る
説
な
ど
が
あ
り
、
ま
だ
決
着
は
つ
い
て
い
ま

せ
ん
し
、
簡
単
に
解
決
で
き
る
問
題
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
唐

末
・
五
代
を
大
き
な
社
会
の
転
換
期
と
み
な
す
点
で
共
通
す
る
こ
と
に

注
目
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
口
火
と
な
っ
た
の
は
唐
の
中
頃
、

玄
宗
朝
の
末
年
に
勃
発
し
た
安
禄
山
・
史
思
明
の
い
わ
ゆ
る
安
史
の
乱

（
七
五
五
〜
六
三
）
で
あ
り
、
文
学
史
の
上
で
は
盛
唐
と
稱
さ
れ
る
時

期
に
当
り
ま
す
。

は
か
ら
ず
も
盛
唐
と
い
う
文
学
史
の
時
代
区
分
を
持
ち
出
し
ま
し
た

が
、
こ
の
よ
う
に
文
学
史
に
は
文
学
史
の
時
代
区
分
が
行
わ
れ
て
い
る

と
お
り
、
経
済
史
に
は
経
済
中
心
の
、
法
制
史
に
は
法
制
中
心
の
と
い

う
よ
う
に
各
分
野
で
の
時
代
区
分
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
す
。
当
然
、

佛
教
史
に
も
佛
教
史
な
り
の
も
の
が
検
討
さ
れ
て
よ
く
、
事
実
、
先
学

に
よ
り
試
み
ら
れ
た
論
説
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
一
長

一
短
が
あ
り
、
四
区
分
あ
る
い
は
六
区
分
な
ど
教
団
史
、
訳
経
史
で
あ

っ
た
り
、
さ
ら
に
は
教
学
や
儒
教
・
道
教
と
の
関
係
史
な
ど
区
分
の
主

体
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
今
、
各
分
野
に
時
代
区
分
が

あ
っ
て
よ
い
と
申
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
飽
迄
も
仏
教
史
全
体
の
、
さ

ら
に
中
国
史
の
時
代
区
分
に
統
合
さ
れ
総
括
さ
れ
る
性
格
、
内
容
の
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
中
国
の
歴
史
と
い
う
同
じ
土
俵
に
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澤
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上
げ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
視
座
と
努
力
が
要
請
さ
れ
る
わ
け

で
す
。

後
漢
末
・
三
国
時
代
已
降
を
中
世
と
す
る
内
藤
湖
南
説
に
従
え
ば
、

中
国
佛
教
史
に
は
古
代
が
な
く
中
世
と
と
も
に
始
ま
る
こ
と
に
な
る
の

で
す
が
、
佛
教
の
受
容
と
展
開
が
、
中
国
の
中
世
を
中
世
た
ら
し
め
た

大
き
な
要
因
の
一
つ
と
も
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
で
は
後
漢
末

に
始
ま
る
仏
教
史
を
区
分
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
こ
に
大
き
な
転
換
期
を

求
め
た
ら
よ
い
か
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を
包
括
し
、
か
つ
一
般
史
を
睨

み
つ
つ
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
を
探
せ
ば
、
や
は
り
最
大
の
廃
佛
事
件

で
あ
り
、
致
命
的
な
打
撃
を
与
え
変
質
を
促
し
た
、
唐
の
武
宗
に
よ
る

会
昌
の
廃
佛
（
八
四
五
）
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
詳
し
く
は
申
し
ま
せ
ん

が
『
隋
唐
時
代
の
佛
教
と
社
会
』
に
「
弾
圧
の
狭
間
に
て
」
の
サ
ブ
タ

イ
ト
ル
を
付
し
た
の
も
、
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
す
。
主
題

が
隋
唐
時
代
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
会
昌
に
つ
ぐ
規
模
の
北
周
武
帝
の
廃

佛
を
区
切
り
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
時
代
を
区
切
る
の

に
好
都
合
で
あ
っ
た
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
も
し
一
般
史
同
様
に
佛
教

史
だ
け
の
独
自
の
古
代
を
設
定
す
る
と
す
れ
ば
、
古
代
佛
教
よ
り
中
世

佛
教
へ
の
転
換
を
促
し
た
事
件
だ
と
み
る
か
ら
で
す
。

さ
て
文
学
史
上
の
盛
唐
は
李
白
・
杜
甫
・
王
維
・
孟
浩
然
な
ど
を
輩

出
し
た
玄
宗
・
粛
宗
の
二
代
五
〇
年
に
当
り
、
文
字
ど
お
り
詩
聖
を
中

心
と
し
た
百
花
繚
乱
の
時
期
で
あ
り
ま
す
。
杜
甫
が
い
み
じ
く
も
「
憶

う
昔
、
開
元
全
盛
の
日
」（
憶
昔
）
と
詠
っ
た
華
や
か
な
、
あ
る
意
味

で
は
、
韓
非
子
が
風
俗
の
良
さ
、
刑
の
厳
し
さ
を
表
わ
し
た
は
ず
の

「
道
に
遺お

ち

た
る
を
拾
わ
ず
」（『
史
記
』）
を
豊
か
さ
、
私
達
が
味
わ
っ
た

バ
ブ
ル
期
に
も
等
し
い
凋
落
の
裏
返
し
と
し
て
語
ら
れ
る
時
代
で
も
あ

り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
佛
教
界
に
お
い
て
は
む
し
ろ
激
動
の
五
〇
年
で
あ

り
、
政
治
的
抑
圧
に
呻
吟
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
旧
来
の
佛
教
と
新
来

の
佛
教
、
換
言
す
れ
ば
顕
密
二
教
の
き
し
み
、
あ
る
い
は
本
学
と
も
関

係
深
い
南
宗
禅
と
北
宗
禅
の
亀
裂
、
い
う
ま
で
も
な
く
荷
沢
寺
神
会
に

よ
る
爆
弾
宣
言
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
軋
轢
が
あ
る
。
唐
室
と
り
わ
け
玄

宗
が
肩
入
れ
し
た
道
教
と
の
対
立
抗
争
も
あ
る
。
教
団
の
動
向
か
ら
教

学
や
実
践
そ
の
他
、
刮
目
す
べ
き
変
革
が
あ
い
継
い
で
、
会
昌
の
廃
佛

と
は
比
較
に
な
り
ま
せ
ん
が
、
大
変
に
振
れ
動
い
た
時
代
と
把
え
る
こ

と
が
出
来
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
盛
唐
佛
教
の
特
色
と
い
う
か
、

注
目
す
べ
き
点
を
具
体
的
に
、
資
料
を
使
い
な
が
ら
眺
め
て
み
ま
し
ょ

う
。

（
二
）

玄
宗
朝
の
宗
教
政
策
と
し
て
特
筆
大
書
さ
れ
る
の
は
、
先
ほ
ど
も
申

し
ま
し
た
道
教
の
重
視
と
、
開
元
二
十
六
年
（
七
三
八
）
六
月
、
全
国

一
律
に
配
置
さ
れ
た
開
元
観
、
開
元
寺
で
あ
り
ま
す
。
道
教
の
重
視
は

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
二
代
目
太
宗
が
老
子
を
唐
室
李
氏
の
先
祖
に
指

定
し
て
い
ら
い
、
国
家
の
宗
教
と
し
て
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
武
周

政
権
時
代
を
除
き
、
貞
観
十
一
年
（
六
三
七
）
に
決
定
さ
れ
た
「
道
先
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佛
後
」
つ
ま
り
佛
教
よ
り
道
教
を
上
位
、
上
座
に
置
く
方
針
を
貫
い
た
。

そ
の
象
徴
的
な
存
在
が
「
玄
宗
」
と
い
う
道
教
ゆ
か
り
の
廟
号
の
持
主

で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
あ
ま
り
注
目
さ
れ
ま
せ
ん
が
宋
初
に
編
纂
さ
れ

た
『
冊
府
元
亀
』
の
道
教
篇
、
す
な
わ
ち
「
尚
黄
老
」
二
巻
の
中
、
な

ん
と
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
玄
宗
朝
関
係
の
も
の
な
の
で
す
。

太
宗
が
全
国
各
地
の
老
君
廟
を
修
築
し
た
り
新
設
し
た
こ
と
や
、
三

代
高
宗
が
老
子
に
太
上
玄
元
皇
帝
号
を
献
上
し
た
こ
と
な
ど
画
期
的
で

あ
り
ま
す
が
、
玄
宗
は
そ
れ
ら
を
一
層
拡
充
し
、
開
元
観
の
ほ
か
東
西

両
京
と
各
州
に
玄
元
皇
帝
廟
を
設
置
し
た
だ
け
で
な
く
、
道
教
経
典
の

『
老
子
』『
莊
子
』『
列
子
』『
文
中
子
』
を
教
授
す
る
崇
玄
学
を
諸
州
に

開
設
し
て
い
る
。
こ
れ
が
や
が
て
道
挙
と
い
う
道
教
を
試
験
科
目
と
す

る
科
挙
、
官
吏
登
用
の
制
度
へ
と
展
開
し
て
、
道
教
色
に
彩
ら
れ
た
官

僚
群
を
養
成
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
崇
玄
学
と
道
挙
は
唐
末
ま

で
存
続
し
ま
す
が
、
崇
佛
学
も
佛
挙
も
あ
り
ま
せ
ん
。
両
教
の
扱
い
に

大
き
な
格
差
が
あ
っ
た
、
最
も
判
り
易
い
証
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

個
人
的
な
好
み
や
立
場
の
違
い
も
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
玄
宗
の
場
合

は
と
り
わ
け
則
天
武
后
い
ら
い
の
宗
教
政
策
、
武
周
政
権
の
成
立
に
利

用
さ
れ
、
ま
た
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
教
団
の
あ
り
か
た
に
、
厳
し

い
姿
勢
を
み
せ
た
大
き
な
原
因
が
あ
る
。
資
料
�
を
見
て
い
た
だ
き
た

い
。
開
元
二
年
（
七
一
四
）
と
い
え
ば
、
玄
宗
が
即
位
し
て
ま
る
一
年

半
ご
の
正
月
で
す
が
、
宰
相
の
一
人
、
姚
崇
か
ら
佛
教
々
団
を
弾
劾
す

る
上
奏
文
が
提
出
さ
れ
た
。

中
宗
の
神
竜
（
七
〇
五
）
年
間
い
ら
い
、
皇
女
や
皇
室
の
外
戚

に
連
な
る
者
達
が
、
競
っ
て
僧
尼
を
得
度
さ
せ
た
り
私
財
を
投
じ

て
寺
院
を
建
立
す
る
傾
向
が
強
ま
り
、
そ
れ
を
認
可
す
る
た
び
に

姦
濫
を
招
く
原
因
と
な
っ
た
。
金
持
や
悪
賢
い
連
中
は
手
段
を
講

じ
て
賦
税
・
徭
役
を
逃
れ
よ
う
と
、
偽
っ
て
出
家
し
寺
院
を
汚
し

て
い
る
。
佛
は
外
で
は
な
く
心
に
あ
る
も
の
。
慈
悲
の
心
を
発
し

利
益
に
つ
と
め
衆
生
を
安
楽
な
ら
し
め
る
こ
と
、
そ
れ
こ
そ
が
佛

身
な
の
だ
（『
唐
会
要
』
巻
四
八
）

と
説
き
、「
何
を
用も

っ

て
妄
り
に
姦
人
を
度
し
て
正
法
を
壊
た
し
む
る
や
」

と
教
団
の
粛
正
を
主
張
し
た
の
で
す
。
玄
宗
も
姚
崇
の
言
を
容
れ
て
命

を
下
し
、
天
下
の
偽
濫
の
僧
尼
を
チ
ェ
ッ
ク
、
お
よ
そ
三
万
余
人
を
還

俗
さ
せ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
『
唐
会
要
』
の
記
事
で
、
史
料

に
よ
っ
て
は
一
万
二
千
余
人
（『
新
唐
書
』
巻
一
二
四
、『
旧
唐
書
』
巻

九
六
、『
通
鑑
』
巻
二
一
一
）
あ
る
い
は
二
万
余
人
（『
旧
唐
書
』
巻
八
）

と
混
乱
し
て
い
ま
す
が
、
二
万
余
と
す
る
『
旧
唐
書
』
本
紀
が
正
し
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。
資
料
�
に
「
天
下
の
寺
五
千
三
百
五
十
八
、
僧
七

万
五
千
五
百
二
十
四
、
尼
五
万
五
百
七
十
六
」
と
あ
り
ま
す
。
開
元
七

年
の
規
定
（
令
）
で
「
三
年
一
造
籍
」、
つ
ま
り
三
年
ご
と
に
戸
籍
が

改
定
さ
れ
る
。
僧
尼
籍
も
同
様
で
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
開
元
十
年

頃
の
僧
尼
数
十
二
万
六
千
ほ
ど
、
逆
算
し
て
開
元
二
年
頃
に
は
約
十

五
・
六
万
、
そ
れ
に
相
当
数
の
隠
れ
僧
尼
が
存
在
し
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
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則
天
武
后
時
代
か
ら
、
と
み
に
無
名
僧
と
か
私
度
僧
、
偽
濫
僧
の
文

字
が
躍
り
、
寺
院
の
華
麗
さ
、
個
人
私
有
の
菩
提
寺
と
も
稱
す
べ
き
功

�
墳
寺
の
造
営
が
問
題
と
な
り
、
狄
仁
傑
、
張
廷
珪
、
李

、
韋
嗣
立
、

蕭
至
忠
そ
し
て
辛
替
否
と
い
っ
た
錚
々
た
る
官
僚
達
に
よ
り
、
粛
清
が

叫
ば
れ
て
き
た
の
で
す
。
す
で
に
父
の
睿
宗
が
勅
額
寺
院
で
な
い
無
額

寺
院
の
破
却
を
命
じ
た
の
で
す
が
、
わ
ず
か
三
年
足
ら
ず
の
在
位
と
あ

っ
て
は
巧
く
い
か
な
か
っ
た
。
こ
の
意
志
を
継
い
で
玄
宗
は
即
位
当
初

か
ら
教
団
の
粛
清
を
覚
悟
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
反
対

勢
力
の
叔
母
、
太
平
公
主
グ
ル
ー
プ
を
一
掃
し
混
乱
が
治
ま
る
と
、
姚

崇
の
弾
劾
を
渡
り
に
船
と
ば
か
り
粛
清
に
着
手
し
た
。
あ
る
い
は
阿
吽

の
呼
吸
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
資
料
�
・
�
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
詔
勅
が
、

相
次
い
で
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
の
粛
清
令
か
ら
一
月
後
に
は
寺
院
、

道
観
の
造
営
禁
止
、
修
理
ま
で
も
役
所
の
承
認
を
必
要
と
す
る
厳
し
い

も
の
で
し
た
。
さ
ら
に
翌
月
に
は
道
士
・
女
冠
な
ら
び
に
僧
尼
は
父
母

へ
礼
敬
を
尽
く
す
こ
と
、
宗
廟
の
祭
祀
か
ら
尊
属
の
儀
礼
ま
で
一
般
人

と
同
様
に
つ
と
め
る
よ
う
命
じ
た
。
本
来
道
士
・
女
冠
な
ど
道
教
側
で

は
、
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼
で
す
か
ら
、
飽
迄
も
狙
い
が
佛
教
々

団
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
す
。

即
位
早
々
に
断
行
さ
れ
た
粛
清
策
は
、
さ
す
が
に
強
烈
な
イ
ン
パ
ク

ト
を
教
団
の
み
な
ら
ず
、
朝
野
に
わ
た
っ
て
与
え
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
象
徴
的
な
傍
証
と
な
る
の
は
、
今
み
た
「
僧
尼
拝
父
母
」
な
ど
の

儀
礼
問
題
で
す
。
日
本
で
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
「
拝
父
母
」
の
是

非
が
度
た
び
議
論
さ
れ
、「
孝
」
と
「
出
家
」
の
狭
間
で
揺
れ
動
い
た

重
要
課
題
で
し
た
。
唐
代
で
も
太
宗
の
貞
観
五
年
（
六
三
一
）
に
「
拝

父
母
」
の
命
が
発
せ
ら
れ
た
が
、
二
年
後
に
は
撤
回
の
や
む
な
き
に
至

っ
た
。
名
君
の
譽
れ
高
い
太
宗
を
も
っ
て
し
て
も
、
強
制
で
き
な
か
っ

た
ほ
ど
、
佛
教
界
だ
け
で
な
く
官
界
で
も
、
反
撥
が
強
か
っ
た
こ
と
を

物
語
っ
て
い
る
。

次
の
高
宗
は
一
歩
譲
っ
て
顕
慶
二
年
（
六
五
七
）
に
「
僧
尼
は
父
母

か
ら
拝
礼
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
上
で
、
竜
朔
二
年
（
六
六

二
）
に
は
百
官
に
対
し
、
僧
尼
に
皇
帝
と
父
母
へ
頭
を
下
げ
さ
せ
る
こ

と
を
め
ぐ
り
、
賛
否
を
問
う
意
見
書
の
提
出
を
求
め
た
。
結
果
は
賛
成

三
五
四
、
反
対
五
三
九
で
し
た
が
、
そ
れ
で
は
と
「
拝
父
母
」
に
限
定

し
て
実
施
し
た
も
の
の
、
間
も
な
く
撤
回
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ

し
て
五
〇
年
を
へ
て
玄
宗
の
「
拝
父
母
勅
」
の
発
令
で
す
。
こ
の
時
、

教
団
か
ら
、
あ
る
い
は
百
官
の
間
か
ら
、
高
宗
の
時
の
よ
う
な
反
対
運

動
が
起
っ
た
形
跡
は
な
い
。
な
ぜ
な
の
か
。
時
代
の
潮
流
が
教
団
を
も

変
え
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
や
は
り
直
前
に
断
行
さ
れ
た
教
団
の

粛
清
淘
汰
に
よ
る
衝
撃
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
、
廃
佛
の
危
険
さ
え
感

じ
さ
せ
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

「
拝
父
母
」
に
抵
抗
力
を
奪
わ
れ
た
延
長
線
上
に
は
、
こ
れ
と
セ
ッ

ト
の
「
拝
君
」
―
皇
帝
に
頭
を
下
げ
さ
せ
る
―
の
儀
礼
強
要
が
待
ち
か

ま
え
て
い
た
。
資
料
�
の
と
お
り
開
元
二
十
一
年
（
七
三
三
）
十
月
、
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五

僧
尼
は
道
士
や
女
冠
の
よ
う
に
、
皇
帝
と
父
母
に
礼
敬
せ
よ
と
の
詔
が

下
り
、
な
ん
の
抵
抗
も
な
く
ス
ン
ナ
リ
と
容
認
さ
れ
、
玄
宗
が
没
す
る

前
年
、
す
な
わ
ち
粛
宗
の
上
元
二
年
（
七
六
一
）
に
撤
回
さ
れ
る
ま
で

「
拝
君
親
」
が
当
然
の
情
況
に
な
っ
た
。「
王
法
に
屈
服
し
た
佛
法
」
と

い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。
結
果
か
ら
み
る
と
、
武
周
政
権
い
ら
い
の
佛

教
の
あ
り
よ
う
が
王
権
に
決
定
的
な
口
実
を
与
え
、
反
対
す
る
論
拠
も

抵
抗
力
も
失
っ
た
と
い
え
ま
す
。

先
ほ
ど
時
代
の
流
れ
が
教
団
の
変
化
を
促
し
た
と
申
し
ま
し
た
が
、

具
体
的
な
一
例
を
官
界
に
求
め
れ
ば
、
南
北
朝
い
ら
い
の
貴
族
社
会
と

か
門
閥
社
会
と
稱
さ
れ
、
家
柄
に
よ
り
、
ま
た
父
や
祖
父
の
功
績
に
よ

っ
て
仕
官
で
き
る
恩
蔭
制
度
出
身
の
官
僚
全
盛
時
代
と
、
隋
代
に
始
ま

る
官
吏
登
用
の
試
験
、
い
わ
ゆ
る
科
挙
出
身
の
官
僚
達
が
抬
頭
す
る
端

境
期
に
当
る
。
儒
教
の
古
典
を
試
験
科
目
と
す
る
明
経
科
よ
り
、
詩
文

中
心
の
進
士
科
が
重
ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
代
、
そ
れ
が
玄
宗

朝
な
の
で
あ
り
、
盛
唐
と
い
う
時
代
区
分
も
、
こ
う
し
た
背
景
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。
も
し
高
宗
朝
の
「
拝
君
親
」
を
め
ぐ
る
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
の
賛
成
と
反
対
、
各
メ
ン
バ
ー
の
出
身
が
分
れ
ば
、
恐
ら
く

「
拝
君
親
」
賛
成
派
に
は
科
挙
出
身
の
官
僚
が
、
反
対
に
は
門
閥
出
身

者
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
、
撤
回
に
追
い
込
ん
だ
に
違
い
な
い
の
で

す
。興

味
深
い
の
は
、
玄
宗
の
厳
し
い
佛
教
政
策
が
続
く
開
元
二
四
・
五

年
ま
で
の
宰
相
達
を
み
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
が
科
挙
出
身
か
、
門
閥
出
身

で
も
科
挙
経
験
者
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
す
。
彼
ら
は
端
境
期
だ
け
に

一
層
の
国
家
主
義
的
な
傾
向
を
深
め
、
皇
帝
権
へ
の
依
存
や
恩
寵
の
世

界
と
あ
い
ま
っ
て
、
玄
宗
の
佛
教
政
策
を
積
極
的
に
支
え
、
つ
い
に
は

「
拝
君
親
」
と
い
う
儀
礼
を
通
じ
て
、
佛
法
を
王
法
の
も
と
に
屈
服
さ

せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
ま
す
。
ち
な
み
に
開
元
二
十
四
・
五
年

頃
に
な
る
と
、
李
林
甫
に
代
表
さ
れ
る
門
閥
出
身
の
官
僚
が
幅
を
利
か

せ
始
め
、
そ
れ
に
伴
い
玄
宗
の
宗
教
政
策
に
寛
容
さ
と
い
う
か
弾
力
性
、

融
通
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
面
白
く
、
お
の
ず
と
教
団
も
変
貌
・
変
質

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

あ
ま
り
注
目
さ
れ
ま
せ
ん
が
、
盛
唐
時
代
の
佛
教
界
で
は
錚
々
た
る

教
団
の
指
導
者
達
が
、
相
次
い
で
入
寂
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
る

必
要
が
あ
る
。
玄
宗
の
即
位
直
前
に
は
、
北
宗
禅
の
神
秀
が
洛
陽
の
天

宮
寺
に
没
し
ま
し
た
が
、
年
表
に
記
し
た
よ
う
に
即
位
の
年
に
は
華
厳

の
法
蔵
、
翌
開
元
元
年
に
は
、
イ
ン
ド
求
法
で
有
名
な
義
淨
が
長
安
の

薦
福
寺
に
没
し
た
の
を
は
じ
め
、
涅
槃
の
越
州
妙
善
寺
印
宗
、
天
台
で

は
荊
州
玉
泉
寺
の
恒
景
、
そ
し
て
南
宗
禅
の
六
祖
慧
能
が
韶
州
宝
林
寺

に
入
寂
、『
禅
宗
永
嘉
集
』
で
知
ら
れ
る
一
宿
覚
、
温
州
竜
興
寺
の
玄

覚
が
没
し
て
い
ま
す
。
開
元
年
間
に
は
禅
系
だ
け
で
も
北
宗
禅
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
っ
た
義
福
（
二
三
）
と
普
寂
（
二
七
）
が
相
次
い
で
亡
く
な

り
、
こ
れ
に
南
宗
禅
の
吉
州
静
居
寺
行
思
（
二
八
）
や
、
天
宝
三
年
の

南
岳
観
音
台
懐
譲
な
ど
を
加
え
て
み
る
と
、
玄
宗
時
代
と
い
う
の
は
佛

教
界
全
体
が
新
旧
交
替
の
時
期
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
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六

主
な
狙
い
と
し
た
粛
清
よ
り
、
教
団
が
承
け
た
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
か
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の
年
に
は
ま
た
、
隋
の
信
行
が
創
め
た
三
階
教
が
禁
断
さ
れ
、
近

年
に
な
っ
て
敦
煌
か
ら
文
献
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
歴
史
か
ら
抹
殺
と

い
う
運
命
を
辿
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
す
。
そ
の
三
階

教
の
本
山
で
あ
っ
た
長
安
の
化
度
寺
に
、
唐
初
の
信
義
が
置
き
、
の
ち

一
般
寺
院
に
ま
で
普
及
し
た
無
尽
蔵
院
を
、
閉
鎖
す
る
よ
う
命
じ
た
の

も
同
じ
年
。
中
国
で
も
南
北
朝
以
来
の
歴
史
を
持
つ
教
団
の
社
会
救
済

事
業
で
あ
り
、
信
者
の
喜
捨
で
ま
か
な
わ
れ
貧
者
層
や
飢
饉
時
の
農
民

救
済
、
あ
る
い
は
教
団
・
寺
院
経
営
に
当
て
ら
れ
た
が
、
次
第
に
寺
院

の
営
利
事
業
、
金
融
機
関
と
化
し
た
こ
と
が
非
難
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

三
階
教
の
禁
圧
と
も
深
く
か
か
わ
っ
て
い
ま
し
ょ
う
。

開
元
十
五
年
に
天
下
の
堂
坊
・
小
寺
を
破
却
す
る
よ
う
命
じ
た
の
に

続
き
、
資
料
�
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
開
元
十
九
年
六
月
二
十
六
日

付
の
詔
勅
で
す
が
、
訓
読
す
れ
ば
、

朕
、
先
ご
ろ
僧
徒
の
至

は
な
は
だ
弊み
だ

る
る
を
知
る
が
故
に
、
預
あ
ら
か
じ

め
そ
の

源
を
塞
が
ん
と
、
人
を
度
さ
ず
し
て
來
た
る
こ
と
二
十
餘
載
に
向

な
ん
な

ん
と
す
。
訪
聞
す
る
に
、
外
ち
ほ
う
に
在
り
て
は
二
十
已
下
の
小
僧
尼
有

り
、
と
。
宜
し
く
所
司
及
び
府
縣
を
し
て
検
責
處
分
せ
し
む
べ
し

（『
唐
會
要
』
四
九
）

内
容
に
い
さ
さ
か
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
玄
宗
が
即
位
し
て
い
ら
い
二
〇

年
、
度
僧
を
一
切
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
得
度
の
年

大
き
な
曲
り
角
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

（
三
）

即
位
と
と
も
に
着
手
さ
れ
た
教
団
の
粛
清
策
は
、
時
を
追
っ
て
拡
充

さ
れ
て
い
き
ま
す
。
年
表
に
列
挙
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
官
人
と
僧
尼

の
往
来
を
禁
じ
、
僧
尼
籍
の
作
成
を
一
般
と
同
じ
扱
い
に
す
る
、
給
田

規
制
を
厳
し
く
し
規
定
以
上
の
田
は
没
収
と
す
る
の
は
、
道
教
々
団
も

同
様
の
扱
い
で
あ
る
か
ら
、
格
別
問
題
と
す
る
に
足
ら
な
い
か
も
知
れ

ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
開
元
十
年
（
七
二
二
）、
長
安
・
洛
陽
を
は
じ
め

各
州
に
玄
元
皇
帝
す
な
わ
ち
老
子
の
廟
と
、
崇
玄
学
つ
ま
り
老
莊
や
道

教
の
学
校
を
配
置
し
た
こ
と
、
ま
た
玄
宗
自
ら
が
注
釈
を
加
え
た
と
稱

す
る
『
御
注
孝
経
』
を
全
国
に
頒
布
し
た
の
に
対
し
、
年
表
の
開
元
十

二
年
と
資
料
�
に
み
え
る
と
お
り
、
佛
教
々
団
に
は
依
然
と
し
て
厳
し

い
姿
勢
を
崩
し
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
資
料
は
、
六
十
歳
以
下
の
僧
尼
に
二
百
紙
の
経
典
を
選
び
、
毎

年
七
三
紙
ず
つ
を
暗
誦
さ
せ
、
三
年
に
一
度
試
験
を
す
る
。
落
第
者
は

還
俗
と
い
う
一
種
の
淘
汰
策
で
、
坐
禅
や
教
理
を
め
ぐ
る
対
策
を
も
っ

て
代
替
す
る
こ
と
は
許
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
す
。
度
僧
制
度
に
試
験

を
課
し
た
の
は
中
宗
の
時
代
か
ら
で
す
が
、
有
資
格
者
を
誦
経
の
一
点

に
絞
っ
て
試
験
し
、
整
理
淘
汰
す
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
す
。
ど
れ

ほ
ど
の
僧
尼
が
還
俗
の
対
象
と
な
っ
た
か
不
明
な
が
ら
、
教
団
に
与
え

た
衝
撃
は
開
元
二
年
の
、
い
わ
ば
私
度
僧
（
無
名
僧
＝
無
資
格
者
）
を



限
は
普
通
一
二
・
三
歳
（
具
足
戒
は
二
〇
歳
）
で
あ
る
か
ら
、「
二
十

已
下
の
小
僧
尼
」
で
は
理
屈
が
合
わ
ず
、
少
な
く
と
も
三
十
已
下
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
度
僧
禁
上
が
厳
し
く
遵
守
さ

れ
て
い
れ
ば
、
僧
尼
の
数
は
二
〇
年
の
間
に
激
減
し
て
い
た
に
違
い
な

く
、
僧
尼
籍
に
登
録
さ
れ
た
数
は
一
〇
万
人
を
大
き
く
割
込
ん
で
い
た

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
で
も
勝
手
に
出
家
し
た
無
籍
の
私
度
僧
が
存
在

し
た
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
玄
宗
の
度
重
な
る
禁
止
令
や
淘
汰
策
に

も
抜
け
穴
が
あ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
年
に
は
寺
院
に
僧
尼
の
行
状
を
厳

し
く
取
締
る
よ
う
命
じ
た
り
、
戒
律
を
破
る
者
の
チ
ェ
ッ
ク
、
出
家
と

在
家
と
が
往
還
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
詔
勅
な
ど
、
相
次
い
で
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
依
然
と
し
て
手
綱
を
緩
め
て
い
ま
せ
ん
。

前
に
も
申
し
ま
し
た
が
、
政
界
の
首
脳
部
が
科
挙
出
身
よ
り
門
閥

（
恩
蔭
）
出
身
に
交
替
す
る
時
期
の
開
元
二
十
三
・
四
年
頃
か
ら
、
玄

宗
の
対
宗
教
政
策
が
微
妙
に
変
化
し
始
め
、
寛
容
さ
と
い
う
べ
き
か
厳

し
さ
が
薄
れ
、
む
し
ろ
道
教
と
と
も
に
国
家
へ
の
奉
仕
、
換
言
す
れ
ば

佛
教
を
政
治
に
括
用
す
る
方
策
へ
と
転
じ
て
い
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
開
元
二
十
四
年
に
全
国
の
寺
観
に
頒
布
し
た
玄
宗
自
注
の
『
御
注

道
徳
経
』
と
『
御
注
金
剛
経
』
も
、
そ
の
傍
証
の
一
例
で
す
。

玄
宗
は
開
元
十
年
に
『
御
注
孝
経
』
を
完
成
し
て
天
下
に
配
布
し
た

の
ち
、
開
元
二
十
年
に
は
『
老
子
道
�
経
』
を
各
家
庭
に
所
蔵
さ
せ
る

と
、『
道
�
経
』
と
『
金
剛
経
』
の
注
釈
に
着
手
し
た
の
で
し
た
。『
孝

経
』
に
儒
教
を
代
表
さ
せ
た
と
す
る
と
、
ま
さ
に
儒
道
佛
三
教
の
所
依
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七

経
典
を
網
羅
し
た
こ
と
に
な
り
、
三
教
の
融
合
説
は
と
も
か
く
、
三
教

を
調
和
し
三
教
競
っ
て
国
家
へ
忠
誠
を
尽
す
よ
う
期
待
し
た
の
に
等
し

い
。
な
ぜ
『
金
剛
経
』
な
の
か
問
題
で
す
が
、
広
く
民
衆
の
間
で
読
誦

さ
れ
、
数
多
の
注
釈
が
生
れ
た
ほ
ど
人
気
が
高
い
経
典
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
三
教
の
根
本
経
典
に
皇
帝
自
ら
注
釈
を
つ
け

る
。
そ
の
狙
い
と
意
図
が
那
辺
に
あ
っ
た
か
、
誰
し
も
気
付
か
れ
る
と

こ
ろ
で
す
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
三
教
す
べ
て
わ
が
掌
中
に
あ

り
、
と
滿
天
下
に
宣
伝
し
た
に
等
し
い
。
か
く
て
資
料
�
の
と
お
り
即

位
已
来
初
め
て
、
正
式
に
出
家
得
度
を
許
す
詔
を
発
布
し
、
積
極
的
に

教
団
の
充
実
を
は
か
る
方
向
へ
転
ず
る
の
で
す
。

開
元
二
十
六
年
正
月
丁
酉
、
制
し
て
曰
く
、
道
・
釈
の
二
門
は
皆
、

聖
教
た
り
て
、
義
は
弘
済
に
帰
し
理
は
尊
崇
に
あ
り
。
そ
れ
天
下

の
観
・
寺
は
大
小
各
お
の
一
十
七
人
を
度
せ
。
灼
然
と
し
て
経
業

戒
行
あ
り
、
郷
閭
の
推
す
所
の
も
の
を
簡
択
し
、
仍
て
先
に
年
高

き
者
を
取
れ
（『
冊
府
元
亀
』
巻
五
一
）

も
し
開
元
十
年
頃
の
「
天
下
の
寺
五
千
三
百
五
十
八
」（
資
料
�
）
に

よ
る
な
ら
、
一
挙
に
九
万
一
千
人
あ
ま
り
の
僧
尼
が
出
現
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。
い
か
に
玄
宗
の
教
団
、
と
り
わ
け
佛
教
々
団
へ
の
抑
圧
策

が
緩
や
か
に
な
っ
た
か
を
、
如
実
に
示
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
丁
度
半
年
ご
の
六
月
一
日
、
あ
の
有
名
な
開
元
寺
、
開
元

観
の
設
置
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
資
料
	
で
す
が
、
州
城
の
形
勝
を
う
た

わ
れ
る
観
と
寺
を
定
め
て
開
元
観
・
開
元
寺
に
改
額
せ
よ
と
い
う
も
の



と
命
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
東
西
両
京
で
は
従
来
ど
お
り
竜
興
観
・
竜

興
寺
で
、
そ
の
他
の
州
で
は
開
元
寺
・
開
元
観
で
国
忌
に
行
道
設
斎
を

営
み
、
両
京
の
開
元
寺
・
開
元
観
で
は
、
玄
宗
の
誕
生
節
で
あ
る
千
秋

節
の
と
き
と
三
元
―
正
月
・
七
月
・
十
月
の
十
五
日
―
上
・
中
・
下
三

元
の
行
道
設
斎
を
と
り
行
う
旨
の
内
容
で
す
。
明
記
さ
れ
て
は
い
ま
せ

ん
が
地
方
の
開
元
寺
、
開
元
観
で
は
国
忌
も
千
秋
節
・
三
元
節
に
も
営

ま
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
中
、
千
秋
節
は
天
宝
年
間
に

は
天
長
節
と
改
め
ら
れ
ま
す
が
、
開
元
寺
・
観
は
明
ら
か
に
玄
宗
と
彼

の
治
世
を
祈
念
す
る
た
め
に
開
設
さ
れ
た
と
い
え
る
性
格
の
も
の
。
釈

迦
の
い
わ
ゆ
る
降
誕
節
や
老
子
の
も
の
さ
え
行
わ
な
い
玄
宗
が
、
自
分

の
千
秋
節
だ
け
を
営
む
と
い
う
の
は
、
次
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
み
る
と
、

逆
に
釈
迦
や
老
子
の
降
誕
会
を
も
行
う
こ
と
だ
、
と
い
う
意
識
の
あ
ら

わ
れ
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。

（
四
）

如
上
の
見
方
を
傍
証
す
る
と
同
時
に
、
玄
宗
の
『
御
注
孝
経
』『
御

注
道
�
経
』『
御
注
金
剛
経
』
の
執
筆
と
頒
布
や
、
開
元
寺
・
観
の
配

置
を
含
め
た
宗
教
政
策
の
究
極
の
狙
い
を
語
る
の
が
、
玄
宗
の
真
容
鋳

造
と
そ
の
開
元
寺
・
観
へ
の
配
置
で
あ
り
ま
す
。

開
元
二
十
九
年
七
月
、
玄
宗
は
自
分
の
真
容
を
開
元
寺
・
観
に
安
置

さ
せ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
画
像
か
塑
像
、
そ
れ
も
小
型
の
も

の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
玄
宗
は
こ
れ
に
飽
き
足
ら
ず
等
身
大
の
金
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八

で
す
（『
唐
会
要
』
巻
五
〇
）。
寺
院
の
新
造
を
厳
し
く
禁
じ
て
き
た
玄

宗
ら
し
く
、
よ
ほ
ど
の
事
情
が
な
い
か
ぎ
り
則
天
武
后
が
創
設
し
た
大

雲
寺
な
ど
、
従
来
の
名
刹
や
大
寺
を
利
用
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
わ

が
国
の
国
分
寺
に
直
結
す
る
官
寺
を
、
全
国
一
律
に
同
じ
寺
額
で
配
置

し
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
寺
・
観
を
通
じ
て
上
意
下
達
、
地
方
末
端
ま
で

宗
教
行
政
を
貫
徹
し
、
教
団
の
管
理
だ
け
で
な
く
信
仰
に
借
り
て
民
心

の
収
攬
を
は
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
ま
た
宗
教
行
政
の

成
功
、
ひ
い
て
は
政
治
や
社
会
の
安
定
ぶ
り
を
、
内
外
に
誇
示
宣
伝
す

る
意
図
を
具
体
的
に
表
し
た
も
の
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。

開
元
寺
・
開
元
観
は
、
確
か
に
唐
の
官
寺
・
官
観
の
掉
尾
を
飾
る
に

ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
す
が
、
私
は
設
置
そ
の
こ
と
よ
り
も
開
元
寺
・
観

の
功
用
と
い
う
か
、
な
ぜ
そ
れ
を
必
要
と
し
た
の
か
に
関
心
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
ヒ
ン
ト
の
一
つ
が
資
料


で
し
ょ
う
。
開
元
寺
・
観
設
置
の

翌
年
五
月
に
発
せ
ら
れ
た
国
忌
の
法
要
と
、
玄
宗
の
千
秋
節
に
か
ん
す

る
祝
賀
行
事
に
つ
い
て
の
詔
勅
で
あ
り
ま
す
。
内
容
は
宗
教
行
政
を
担

当
す
る
祠
部
か
ら
、
従
来
の
規
定
で
は
国
忌
つ
ま
り
歴
代
皇
帝
の
忌
日

に
僧
尼
・
道
士
・
女
冠
ら
は
竜
興
寺
・
竜
興
観
で
行
道
設
斎
、
つ
ま
り

供
養
を
営
ん
で
き
た
が
、
今
後
は
開
元
寺
・
観
で
勤
め
さ
せ
る
よ
う
に

し
た
ら
ど
う
か
、
と
の
上
奏
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
玄
宗
は
京
兆

（
長
安
）
と
河
南
府
（
洛
陽
）
は
も
と
の
よ
う
に
竜
興
寺
・
観
で
営
み

唯
だ
、
千
秋
節
お
よ
び
三
元
の
行
道
設
斎
は
、
宜
し
く
開
元
観
・

寺
に
就
き
て
〔
行
う
〕
べ
し
。
余
は
依
れ
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九

銅
の
像
を
鋳
造
す
る
こ
と
に
な
る
。
開
元
よ
り
天
宝
と
改
元
し
た
三
年

目
、
年
を
載
に
改
め
た
天
宝
三
載
（
七
四
四
）
四
月
の
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
ち
ょ
う
ど
南
宗
禅
の
名
僧
、
南
岳
観
音
台
の
懐
譲
が
没
し
た
年
に

あ
た
り
ま
す
。

天
宝
と
い
う
元
号
は
聖
武
天
皇
末
年
に
天○

平
感
宝○

、
次
の
孝
謙
天
皇

の
初
年
に
天○

平
勝
宝○

、
九
年
目
の
天○

平
宝○

字
な
ど
に
採
用
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
も
の
で
す
が
、
改
元
直
後
の
正
月
八
日
、
先
祖
に
擬
せ
ら
れ
て

玄
元
皇
帝
の
稱
号
を
奉
つ
ら
れ
て
い
た
老
子
が
丹
鳳
門
に
現
れ
、
有
名

な
凾
谷
関
の
尹
喜
の
旧
居
に
霊
符
が
あ
る
、
と
告
げ
た
な
ど
上
奏
す
る

者
が
お
り
、
こ
れ
を
確
め
た
玄
宗
は
、
長
安
の
大
寧
坊
は
じ
め
洛
陽
や

各
州
に
玄
元
皇
帝
廟
を
造
営
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
翌
二
月
に
は
『
道

�
真
経
』
す
な
わ
ち
『
老
子
道
�
経
』
に
つ
づ
き
、『
莊
子
』
を
『
南

華
真
経
』、『
文
子
』
を
『
通
玄
真
経
』、『
列
子
』
を
『
沖
虚
真
経
』、

『
庚
桑
子
』
を
『
洞
虚
真
経
』
と
真
経
の
号
を
与
え
た
り
、
長
安
の
玄

元
廟
は
太
清
宮
、
洛
陽
の
も
の
は
太
微
宮
、
各
地
の
も
の
は
紫
極
宮
と

宮
に
昇
格
さ
せ
て
い
る
。
依
然
と
し
て
道
教
を
重
ん
じ
て
い
た
の
で

す
。さ

て
話
を
も
と
に
戻
し
ま
す
と
、
従
来
あ
ま
り
重
視
さ
れ
ず
、
あ
る

い
は
誤
解
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
玄
宗
が
開
元
寺
と
開
元
観
に
配
置
し
た

玄
宗
像
に
つ
い
て
の
資
料
三
種
、
�
�

を
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

�
天
宝
三
載
三
月
、、
兩
京
及
び
天
下
諸
郡
は
、
開
元
観
、
開
元
寺

に
於
て
金
銅
を
以
て
玄
宗
の
等
身
、
天
尊
及
び
佛
の
各
一
躯
を
鋳

せ
よ
（『
唐
会
要
』
巻
四
九
）

�
〔
天
宝
三
載
〕
夏
四
月
、
両
京
、
天
下
の
州
郡
に
敕
し
、
官
物
を

取
り
て
金
銅
の
天
尊
及
び
佛
、
各
お
の
一
躯
を
鋳
し
、
開
元
観
、

開
元
寺
に
送
ら
し
む
（『
旧
唐
書
』
巻
九
）。


諸
郡
の
開
元
寺
に
敕
し
て
、
皇
帝
の
等
身
の
金
銅
佛
像
を
鋳
せ
し

む
（
佛
祖
統
紀
』
巻
四
〇
）

同
じ
こ
と
を
三
者
三
様
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
内
容
に
大
変
な
混
乱

が
あ
る
よ
う
で
す
。
は
か
ら
ず
も
『
唐
会
要
』
の
標
点
本
が
「
玄
宗
の

等
身
（
像
）」
の
下
に
打
っ
て
い
る
よ
う
に
、
玄
宗
の
等
身
像
と
天
尊

（
老
子
）
像
お
よ
び
釈
迦
像
一
体
づ
つ
を
鋳
し
」
と
読
ま
れ
る
の
が
普

通
で
す
。
こ
れ
は
『
旧
唐
書
』
本
紀
が
玄
宗
像
を
は
ぶ
い
て
い
る
よ
う

に
、「
玄
宗
の
等
身
」
は
天
尊
と
佛
に
か
か
る
も
の
。
佛
像
に
限
定
し

て
い
ま
す
が
『
佛
祖
統
紀
』
の
訓よ

み
と
同
様
に
「
玄
宗
の
等
身
大
の
老

子
天
尊
像
と
釈
迦
佛
像
の
各
一
躯
を
鋳
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
開
元
観
、
開

元
寺
に
安
置
さ
せ
た
」
と
い
う
内
容
で
し
ょ
う
。

北
宋
の
神
宗
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
呉
郡
図
経
続
記
』
に
、
蘇
州
開

元
寺
、
宋
の
報
恩
寺
で
す
が
、
そ
の
寺
に
あ
る
二
尊
殿
の
縁
起
を
記
述

し
た
中
に
、

開
元
中
、
寺
に
金
銅
の
玄
宗
の
聖
容
有
り
。
天
下
昇
平
に
当
り
、

富
商
・
大
賈
の
遠
く
財
を
以
て
施
す
も
の
、
月
に
数
千
緡
有
り
。

と
み
え
ま
す
。
こ
の
金
銅
製
の
「
玄
宗
の
聖
容
」
こ
そ
、
前
の
「
玄
宗

等
身
大
の
佛
像
」
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
当
然
、
開
元
観
に
は
「
玄
宗
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一
〇

等
身
大
の
天
尊
像
」
が
安
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。

等
身
大
の
佛
像
と
い
え
ば
、
初
代
の
高
祖
が
即
位
の
年
に
、
祖
父
と

父
母
の
等
身
大
の
佛
像
を
造
り
、
建
国
の
記
念
に
建
立
し
た
慈
悲
寺
で

供
養
し
た
前
例
は
あ
り
ま
す
が
、
玄
宗
の
場
合
と
は
意
味
も
目
的
も
全

然
違
う
の
で
す
。
等
身
大
の
、
そ
れ
も
『
呉
郡
図
経
続
記
』
に
聖
容
と

い
え
ば
、
玄
宗
自
身
に
似
せ
た
天
尊
像
と
佛
像
と
を
鋳
て
、
そ
れ
ぞ
れ

開
元
観
・
開
元
寺
に
安
置
さ
せ
た
も
の
で
す
。
明
ら
か
に
玄
宗
は
自
分

が
老
子
天
尊
で
あ
り
釈
迦
佛
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、「
皇
帝
即
如
来
」

や
「
皇
帝
即
天
尊
」
ど
こ
ろ
か
、
如
来
も
天
尊
も
兼
ね
備
え
た
、
あ
る

意
味
で
の
三
位
一
体
、
聖
と
俗
三
つ
な
が
ら
の
絶
対
者
で
あ
る
こ
と
を

内
外
に
宣
言
し
た
に
等
し
い
。
民
百
姓
と
し
て
皇
帝
に
仕
え
、
か
つ
信

者
と
し
て
天
尊
老
子
な
ら
び
に
釈
迦
佛
、
す
な
わ
ち
皇
帝
に
帰
依
せ
よ
、

と
の
意
味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

南
北
朝
い
ら
い
転
輪
聖
王

チ
ャ
ク
ラ
ヴ
ァ
ル
テ
ィ
ン

の
姿
を
ベ
ー
ス
に
、
佛
法
の
護
持
を
付

嘱
さ
れ
た
聖
天
子
の
発
想
は
、
む
し
ろ
教
団
側
か
ら
頻
出
し
、
唐
代
ま

で
持
ち
込
ま
れ
ま
す
が
、
玄
宗
に
お
よ
ん
で
皇
帝
即
如
来
ど
こ
ろ
か
、

儒
・
道
・
佛
の
三
教
を
一
身
に
具
現
し
た
聖
天
子
を
も
っ
て
、
自
ら
任

じ
た
わ
け
で
す
。
当
然
、
僧
尼
も
道
士
・
女
冠
も
官
僚
と
し
て
仕
え
ね

ば
な
ら
な
い
唯
一
の
絶
対
者
で
あ
る
。
約
束
の
時
間
を
遙
か
に
オ
ー
バ

ー
し
ま
し
た
が
、
こ
の
よ
う
に
眺
め
て
参
り
ま
す
と
玄
宗
時
代
、
盛
唐

の
頃
の
佛
教
界
が
大
き
な
曲
り
角
、
変
革
期
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
り
ま

す
。
こ
こ
で
王
法
と
佛
法
と
い
う
二
極
問
題
を
取
り
出
す
な
ら
、
玄
宗

時
代
こ
そ
名
実
と
も
に
佛
法
が
王
法
に
隷
属
す
る
に
至
っ
た
時
代
、
と

位
置
づ
け
ら
れ
は
す
ま
い
か
、
そ
う
考
え
ま
す
。

等
身
像
の
翌
年
に
は
宮
中
の
寺
・
観
と
も
い
う
べ
き
内
道
場
に
、
名

僧
や
著
名
な
道
士
達
を
招
い
て
法
座
を
開
か
せ
た
。
こ
れ
は
毎
年
の
恒

例
と
な
っ
て
参
り
ま
す
が
、
次
第
に
宗
教
政
策
に
も
寛
大
さ
が
み
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
天
宝
六
載
に
久
方
ぶ
り
に
得
度
を
許
し
た
の
も

一
つ
の
証
拠
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
た
政
治
に
厭
い
た
感
の
深
い

玄
宗
の
生
活
と
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
り
ま
す
。
問
題

は
強
力
に
推
進
し
て
き
た
教
団
統
制
の
方
針
が
功
を
奏
し
、
教
団
自
ら

が
皇
帝
や
国
家
に
奉
仕
す
る
、
い
わ
ゆ
る
国
家
佛
教
へ
の
変
容
、
鎮
護

国
家
を
標
榜
す
る
佛
教
の
抬
頭
な
ど
、
大
き
な
動
き
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
が
会
昌
の
廃
佛
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
齎
す
の
か
、
興
味
深
い
の

で
す
が
、
時
間
が
参
り
ま
し
た
の
で
、
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

本
日
は
お
招
き
い
た
だ
き
、
拙
い
発
表
内
容
を
最
後
ま
で
御
静
聴
下
さ

い
ま
し
て
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


