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は
じ
め
に

　

我
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
、
チ
ベ
ッ
ト
文
学
と
い
う
場
合
、
主
と
し

て
チ
ベ
ッ
ト
人
た
ち
に
よ
っ
て
漢
語
で
書
か
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の

こ
と
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
き
た
。
中
国
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で

あ
る
。
こ
う
し
た
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
は
今
日
、
そ
れ
な
り
の
成
功

を
収
め
て
い
る
と
い
っ
て
よ
く
、
一
部
の
作
家
と
そ
の
作
品
は
、
単

に
中
国
少
数
民
族
文
学
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
中
国
文
学
の
下
位

分
野
を
形
成
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
枠
組
み
を
超
え

た
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
枠
組
み
を
ゆ
る
が
す
よ
う
な
創
発
的
な
文

学
と
し
て
も
評
価
さ
れ
て
い
〉
1
〈

る
。

　

こ
う
し
た
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
成
功
に
と
も
な
い
、
ま
た
我
が

国
の
中
国
文
学
研
究
の
長
い
伝
統
も
あ
っ
て
、
我
が
国
で
も
そ
う
し

た
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
翻
訳
紹
介
と
研
究
は
進
ん
で
お
り
、
一
定

の
存
在
感
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
例
え
ば
漢
語
チ
ベ
ッ
ト

文
学
の
旗
手
で
あ
る
タ
シ
・
ダ
ワ
（
我
が
国
で
は
漢
語
発
音
に
も
と

づ
い
て
ザ
シ
ダ
ワ
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
）、
さ
ら
に
は
現
在

も
っ
と
も
精
力
的
に
活
動
し
て
い
る
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
作
家
で
あ

る
ア
ー
ラ
イ
な
ど
の
作
品
は
日
本
語
に
訳
さ
れ
、
単
行
本
の
か
た
ち

で
我
が
国
の
読
者
に
届
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
文
学
的
意
義
を

論
じ
た
良
質
の
解
説
や
研
究
も
存
在
す
〉
2
〈

る
。
他
方
で
、
チ
ベ
ッ
ト
語

で
書
か
れ
た
現
代
文
学
も
存
在
し
て
お
り
、
当
然
な
が
ら
そ
れ
ら
も

ま
た
チ
ベ
ッ
ト
文
学
と
呼
ば
れ
る
。

　

だ
が
こ
う
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
は
、
漢
語
に
比
べ
て

圧
倒
的
に
読
者
人
口
や
プ
レ
ゼ
ン
ス
で
劣
る
チ
ベ
ッ
ト
語
と
い
う
言

ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
と
イ
ン
ド
的
伝
統 
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語
で
書
か
れ
て
い
る
が
故
に
仕
方
の
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
中
国

や
日
本
に
お
け
る
存
在
感
は
乏
し
か
っ
た
。
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

チ
ベ
ッ
ト
人
に
と
っ
て
み
れ
ば
チ
ベ
ッ
ト
文
学
と
い
っ
た
時
に
ま
ず

意
識
す
る
の
は
や
は
り
チ
ベ
ッ
ト
語
の
文
学
で
あ
り
、
ま
た
欧
米
で

は
こ
う
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
の
紹
介
が
そ
れ
な
り
に
進
ん
で
お

り
、
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
は
一
つ
の
確
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
一
定

の
存
在
感
が
あ
〉
3
〈

る
。
こ
こ
で
翻
っ
て
中
国
国
内
の
事
情
を
見
る
と
、

政
治
的
理
由
か
ら
中
国
で
は
チ
ベ
ッ
ト
学
は
国
家
重
点
領
域
と
な
っ

て
お
り
、
重
要
チ
ベ
ッ
ト
語
古
典
文
献
の
漢
語
へ
の
組
織
的
翻
訳
は

盛
ん
で
は
あ
る
の
だ
が
、
現
代
文
学
に
つ
い
て
は
あ
る
種
の
盲
点
と

な
っ
て
い
る
の
か
、
翻
訳
も
ま
だ
多
く
は
な
〉
4
〈

い
。
近
年
、
自
ら
も
作

家
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
知
識
人
た
ち
が
、
盟
友
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
作

家
た
ち
の
作
品
を
精
力
的
に
漢
語
に
翻
訳
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
状

況
は
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
〉
5
〈

え
、
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
は
中
国
国

内
の
文
学
者
た
ち
に
は
ま
だ
ま
だ
知
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
だ

ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
見
逃
さ
れ
が
ち
な
こ
と
で
あ
る
が
、
中
国
国
内

に
お
い
て
す
ら
、
実
際
に
は
チ
ベ
ッ
ト
人
の
書
く
文
学
と
し
て
は
チ

ベ
ッ
ト
語
文
学
の
方
が
漢
語
文
学
を
量
的
に
圧
倒
し
て
い
る
と
い
う

事
実
も
あ
る
。
一
九
八
一
年
か
ら
約
二
十
年
の
間
に
チ
ベ
ッ
ト
語
の

代
表
的
な
文
芸
誌
『
ダ
ン
チ
ャ
ル
』
に
掲
載
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
語
文

学
は
約
五
千
点
に
も
の
ぼ
る
の
に
対
し
て
、
漢
語
の
チ
ベ
ッ
ト
文
芸

誌
は
し
ば
し
ば
原
稿
の
不
足
を
嘆
い
て
い
る
﹇M

aconi 2008 : 177 ‒
178

﹈。
す
な
わ
ち
、
チ
ベ
ッ
ト
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
は
「
小
さ
い
な
が

ら
も
」
存
在
感
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
文
学
と
し
て
の
規

模
に
お
い
て
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
を
凌
駕
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
み
る
と
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
を
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
比
し
て

マ
イ
ナ
ー
な
分
野
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
そ
の
も
の
が
一
種
の
臆
見

で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
我
が
国
に
お
い
て
は
筆
者

も
そ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
チ
ベ
ッ
ト
文
学
研
究
会
が
二
〇
〇
八
年
に

短
編
小
説
の
邦
訳
を
雑
誌
に
掲
載
し
、
二
〇
一
二
年
に
単
行
本
の
か

た
ち
で
翻
訳
を
出
版
す
る
ま
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
現
代
文
学
が
翻

訳
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
今
日
の
時
点
（
二
〇
一
五

年
）
に
お
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
現
代
文
学
の
邦
訳
は
す
べ
て
我
々

チ
ベ
ッ
ト
文
学
研
究
会
お
よ
び
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
手
に
よ
っ
て
翻
訳

さ
れ
た
も
の
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
〉
6
〈

る
。
漢
語
と

チ
ベ
ッ
ト
語
の
間
に
は
圧
倒
的
な
読
者
人
口
の
差
が
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
、
こ
う
し
た
事
情
は
か
な
り
の
程
度
ま
で
仕
方
の
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
我
が
国
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
紹
介
は

漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
そ
れ
に
か
た
よ
っ
て
き
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

う
。「
た
っ
た
一
つ
の
言
語
を
用
い
て
近
代
文
学
を
創
り
え
た
ケ
ー

ス
の
方
が
ま
れ
」
で
あ
る
と
い
う
大
東
の
指
摘
﹇
大
東 2013 : 

232
﹈
は
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
も
妥
当
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
語
と
漢

語
の
少
な
く
と
も
二
つ
の
言
語
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
文
学
が
存
在
す

る
。
そ
の
た
め
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
こ
の

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
と
い
う
作
業
が
ど
こ
か
で
必
要
と

な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
課
題
は
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
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者
の
能
力
の
限
界
も
あ
っ
て
ご
く
ご
く
初
歩
的
な
も
の
に
留
ま
ら
ざ

る
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
試
み
で
あ

る
。

　

筆
者
に
は
こ
れ
ま
で
、
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
の
翻
訳
紹
介
に
加
え
、

そ
の
意
義
に
つ
い
て
も
何
度
か
論
じ
る
機
会
が
あ
っ
た
﹇
大
川 

2008 , 2010 , 2012
﹈。
そ
れ
ら
の
論
考
に
お
い
て
筆
者
は
、
チ
ベ
ッ

ト
語
に
よ
る
現
代
文
学
の
父
と
目
さ
れ
て
い
る
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ

（don grub rgyal

）
の
作
品
や
創
作
活
動
に
つ
い
て
の
概
要
を
示
し
、

ま
た
不
十
分
な
が
ら
も
そ
の
後
の
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
の
展
開
に
つ
い

て
も
述
べ
て
き
た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
歴
史
的
経
緯
の

説
明
と
し
て
は
如
上
の
論
考
と
も
重
複
し
た
記
述
も
行
う
が
、
こ
れ

ま
で
の
論
考
に
お
い
て
は
十
分
に
論
じ
き
れ
て
い
な
か
っ
た
ト
ン

ド
ゥ
プ
ジ
ャ
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
の
問
題
に
つ
い
て
特
に
焦
点

を
あ
て
、
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
の
誕
生
と

い
う
問
題
に
つ
い
て
、
よ
り
広
い
チ
ベ
ッ
ト
思
想
史
と
い
う
文
脈
か

ら
考
察
す
る
手
が
か
り
と
し
た
い
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
チ
ベ
ッ
ト

語
の
現
代
文
学
が
負
っ
て
い
た
と
こ
ろ
の
チ
ベ
ッ
ト
思
想
史
か
ら
の

連
続
性
と
い
う
歴
史
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
再
考
し
た
い
。

　

あ
る
い
は
、「
イ
ン
ド
的
伝
統
」
な
る
表
現
に
あ
る
種
の
意
外
さ

を
感
じ
る
読
者
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お

け
る
仏
教
の
影
響
力
の
甚
大
さ
に
典
型
的
に
現
れ
て
い
る
と
お
り
、

チ
ベ
ッ
ト
の
思
想
史
を
長
ら
く
支
配
し
て
き
た
の
は
イ
ン
ド
思
想
で

あ
り
、
実
は
文
学
と
い
う
領
域
に
お
い
て
も
事
情
は
同
様
で
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
な
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
の
桎
梏
に
つ

い
て
は
、
以
下
の
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
発
言
を
見
よ
。
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ぼ
く
た
ち
（
チ
ベ
ッ
ト
の
）
学
者
に
は
あ
る
欠
点
が
あ
っ
て
、
そ

れ
は
歴
史
と
文
化
の
起
源
を
可
能
な
限
り
イ
ン
ド
に
求
め
よ
う
と

す
る
こ
と
だ
。
た
し
か
に
一
般
的
に
は
、
イ
ン
ド
と
チ
ベ
ッ
ト
の

間
に
は
す
べ
て
の
側
面
で
確
固
と
し
た
関
係
が
あ
る
。
だ
け
れ
ど

も
、
ぼ
く
た
ち
が
持
つ
す
べ
て
を
イ
ン
ド
起
源
だ
と
考
え
る
こ
と

は
、
チ
ベ
ッ
ト
人
に
も
自
ら
の
歴
史
、
自
ら
の
文
化
、
自
ら
に
固

有
の
特
質
、
自
ら
の
思
想
、
自
ら
の
慣
習
が
存
在
す
る
こ
と
を
否

定
す
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
解
放
後
三
〇
年
あ
ま
り
も
経
つ
と
い

う
の
に
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
否
定
で
き
ず
に
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
ぼ
く
た
ち
若
い
世
代
が
恥
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
ぼ
く
た
ち
民
族
の
恥
で
も
あ
る
。（
中
略
）
サ
ン
ジ
ェ
氏

よ
、
ぼ
く
の
思
う
と
こ
ろ
、
ダ
ン
デ
ィ
ン
が
『
詩
鏡
』
を
書
く
こ

と
が
で
き
た
の
だ
か
ら
、
ぼ
く
た
ち
が
『
チ
ベ
ッ
ト
の
詩
鏡
』
を

書
く
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
？
﹇don 

grub rgyal 1997 a: 160 ‒161

﹈

　

作
家
の
嘆
き
は
、
イ
ン
ド
的
伝
統
か
ら
の
知
的
独
立
を
果
た
せ
な

い
で
い
る
チ
ベ
ッ
ト
文
化
に
つ
い
て
の
痛
切
な
問
題
提
起
で
あ
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
こ
と
は
、
チ
ベ
ッ
ト
文
化
の
自
立
性
と
い
う
、
チ

ベ
ッ
ト
の
知
識
人
に
と
っ
て
避
け
え
な
い
課
題
に
つ
い
て
苦
悩
す
る

作
家
が
、
し
か
し
問
題
と
し
て
意
識
し
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
チ

ベ
ッ
ト
と
イ
ン
ド
思
想
と
の
関
係
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
思
想

の
関
係
に
つ
い
て
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
、
一
九
八
〇
年
代
に
お
い
て
す
ら
も
、
イ
ン
ド
思
想
の
桎
梏
は
チ

ベ
ッ
ト
に
と
っ
て
の
大
き
な
問
題
と
し
て
存
在
し
続
け
て
お
り
、
文

学
こ
そ
が
こ
の
よ
う
な
思
想
的
対
決
の
果
た
さ
れ
る
べ
き
フ
ィ
ー
ル

ド
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に

お
け
る
言
語
の
違
い
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
こ
そ
は
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学

に
存
在
し
な
い
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
独
自
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ

り
、
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
作
家
た
ち
が
も
っ
と
も
理
解
し
て
い
な
い
領
域

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に

お
け
る
言
語
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
論
を
始
め
、

つ
い
で
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
の
問
題
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
。

一
　
言
語
の
問
題

　

如
上
の
と
お
り
、
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
は
今
日
、
中
国
の
少
数
民

族
文
学
と
い
う
枠
を
超
え
た
成
功
を
お
さ
め
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
れ

自
体
と
し
て
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
こ
の
こ
と

は
、
一
部
に
あ
る
種
の
誤
解
を
生
む
も
と
に
も
な
っ
て
い
る
か
の
よ

う
に
も
思
え
る
。
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
チ
ベ
ッ
ト
語
で
は
文
学
す
る

こ
と
な
ど
で
き
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
語
に
よ
る
現
代
文
学
な
ど
存
在
し
な

い
か
、
存
在
し
て
も
そ
れ
は
ご
く
ご
く
素
朴
な
中
国
文
学
の
な
ぞ
り

に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
誤
解
で
あ
り
、
そ
れ
以
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前
の
チ
ベ
ッ
ト
に
は
文
学
と
い
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
口
承
の
民
間
文
学

の
よ
う
な
も
の
し
か
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
素
朴
な

理
解
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
ま
た
興
味
深
い
こ
と
に
、
他
な
ら

ぬ
チ
ベ
ッ
ト
の
知
識
人
を
も
含
め
た
チ
ベ
ッ
ト
語
を
解
す
る
知
識
人

の
間
に
も
、
仏
教
文
献
や
歴
史
文
献
な
ど
の
高
度
に
抽
象
的
で
形
式

的
な
文
献
の
存
在
に
興
味
を
持
っ
て
は
い
て
も
、
文
学
と
い
っ
た

ジ
ャ
ン
ル
を
あ
る
種
卑
近
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
過
小
評
価
す
る

と
い
う
傾
向
も
存
在
し
〉
7
〈

た
。
つ
ま
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
文
化
に
詳

し
く
な
い
人
間
と
詳
し
い
人
間
の
双
方
に
と
っ
て
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の

現
代
文
学
が
一
種
の
盲
点
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
が
存
在
し
た

の
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
観
点
は
と
も
に
誤
解
で
あ
る
。
一
九
八

〇
年
代
以
降
チ
ベ
ッ
ト
語
に
よ
る
現
代
文
学
の
創
作
は
増
加
の
一
途

を
た
ど
っ
て
お
り
﹇H

artley 2002

﹈、
こ
の
事
実
が
証
明
す
る
よ
う

に
チ
ベ
ッ
ト
語
で
文
学
す
る
こ
と
は
完
全
に
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
所
謂
ネ
ッ
ト
作
家
や
ケ
ー
タ
イ
小
説
も
登
場
し
、
文
学
論

壇
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
様
々
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
る
な
ど
、
チ
ベ
ッ
ト

語
の
文
学
も
ま
た
現
代
的
な
趨
勢
に
合
わ
せ
た
発
展
を
遂
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

さ
て
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
お
け
る
言
語
の
問
題
は
非
常
に
敏
感
な
問

題
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
に
争
わ
れ
た
「
チ
ベ
ッ
ト
文
学
論
争
」

に
お
け
る
ほ
ぼ
唯
一
の
論
点
が
言
語
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争

は
一
九
八
六
年
に
チ
ベ
ッ
ト
自
治
区
の
首
府
ラ
サ
で
開
催
さ
れ
た
ラ

サ
・
チ
ベ
ッ
ト
学
討
論
会
の
席
上
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
当
時
チ
ベ
ッ
ト
社
会
科
学
院
に
在
籍
し
て
い
た
文
学
研
究
者
の

ソ
ナ
ム
は
チ
ベ
ッ
ト
人
作
家
が
チ
ベ
ッ
ト
語
で
チ
ベ
ッ
ト
を
舞
台
に

し
て
描
い
た
作
品
の
み
が
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
名
に
値
す
る
と
い
う
主

張
を
行
い
、
こ
れ
に
対
し
て
当
時
の
代
表
的
な
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
作
家

た
ち
が
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
を
擁
護
し
〉
8
〈

た
。
ソ
ナ
ム
ら
の
主
張
は
明

快
だ
が
直
裁
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
民
族
主
義
的
色
彩
を

帯
び
て
い
る
と
す
ら
い
え
る
。
こ
う
し
た
自
由
な
意
見
の
表
明
が
許

さ
れ
た
こ
と
自
体
が
、
一
九
八
〇
年
代
チ
ベ
ッ
ト
の
開
放
的
な
雰
囲

気
を
反
映
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
今
日
で
あ
れ
ば
、
チ
ベ
ッ
ト

語
で
書
か
れ
た
文
学
の
み
を
チ
ベ
ッ
ト
文
学
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
す
る

主
張
は
民
族
主
義
的
主
張
と
し
て
批
判
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う

し
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
主
張
を
発
表
す
る
こ
と
自
体
が
困
難
に

な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
う
し
た
困
難
な
時
代
に
あ
っ
て
も
な
お
も

チ
ベ
ッ
ト
語
に
よ
る
文
学
は
続
々
と
生
産
さ
れ
つ
づ
け
て
お
り
、
ま

た
近
年
は
映
画
監
督
と
し
て
も
高
名
な
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ
ン
の
よ
う

に
、
チ
ベ
ッ
ト
語
と
漢
語
の
双
方
で
作
品
を
発
表
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ

ル
作
家
も
登
場
し
て
い
る
。
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
将
来
に
と
っ
て
、
こ

の
よ
う
に
二
つ
の
言
語
の
チ
ベ
ッ
ト
文
学
を
持
つ
こ
と
を
あ
る
程
度

ま
で
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
く
必
要
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
と

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
作
家
や
そ
の
作
品

に
通
じ
る
も
の
た
ち
が
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
の
存
在
に
対
し
て
冷
淡
で

あ
る
の
と
同
様
、
こ
の
論
争
か
ら
も
見
て
と
れ
る
と
お
り
、
チ
ベ
ッ

ト
語
作
家
た
ち
が
漢
語
作
家
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
こ
と
が
少
な
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く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
は
「
身
内
の
チ
ベ
ッ

ト
族
か
ら
の
反
発
が
多
い
」﹇
牧
田 1991 : 241

﹈
と
い
う
指
摘
は
正

鵠
を
射
た
も
の
で
あ
ろ
〉
9
〈

う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
論
争
が
闘
わ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
一
九
八
六

年
、
上
海
で
開
催
さ
れ
た
中
国
現
代
文
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上

で
、
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
旗
手
タ
シ
・
ダ
ワ
は
、
チ
ベ
ッ
ト
文
学

の
誕
生
に
つ
い
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
発
言
を
行
っ
て
い
た
。
タ

シ
・
ダ
ワ
の
作
品
の
邦
訳
者
で
も
あ
り
、
中
国
少
数
民
族
作
家
た
ち

に
よ
る
漢
語
文
学
を
精
力
的
に
我
が
国
に
紹
介
し
て
来
た
牧
田
英
二

は
、
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
席
上
に
お
け
る
タ
シ
・
ダ
ワ
の
以
下
の
よ

う
な
主
張
を
紹
介
し
て
い
る
。
牧
田
の
要
約
に
よ
れ
ば
、
タ
シ
・
ダ

ワ
が
チ
ベ
ッ
ト
文
学
を
新
し
く
形
成
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
そ
れ
に

対
立
す
べ
き
旧
文
学
が
存
在
せ
ず
、
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
文
化
も
彼
ら

に
と
っ
て
は
空
白
で
し
か
な
く
、
漢
族
の
小
説
し
か
対
立
物
が
な

か
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
タ
シ
・
ダ
ワ
は
、

新
し
い
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
が
漢
族
文
学
の
ま
ね
び
と
な
る
こ
と
を
避

け
る
た
め
、
漢
族
文
学
と
の
断
絶
を
図
り
、
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
文

学
に
新
し
い
チ
ベ
ッ
ト
文
学
形
成
の
可
能
性
を
見
い
だ
し
た
、
と
い

う
﹇
牧
田 1991 : 246 ‒247

﹈。
こ
う
し
た
主
張
は
、
単
な
る
中
国
文

学
の
一
部
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
チ
ベ
ッ
ト
文
学
を
構
想
し
た
タ

シ
・
ダ
ワ
の
文
学
的
構
え
が
持
つ
視
線
の
高
さ
や
周
到
さ
を
示
す
も

の
で
あ
り
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
語

り
は
タ
シ
・
ダ
ワ
の
チ
ベ
ッ
ト
的
伝
統
へ
の
無
知
を
示
す
も
の
と

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述
す
る
と
お
り
、
チ
ベ
ッ

ト
に
は
高
踏
的
で
は
あ
る
が
洗
練
を
き
わ
め
た
伝
統
文
学
の
歴
史
が

存
在
し
、「
チ
ベ
ッ
ト
に
は
旧
文
学
が
存
在
し
な
い
」
と
の
認
識
は

ま
っ
た
く
の
事
実
誤
認
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
何
よ
り
も
、
こ
の
発

言
か
ら
、
タ
シ
・
ダ
ワ
が
チ
ベ
ッ
ト
語
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
存

在
に
は
ま
っ
た
く
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

こ
れ
は
一
九
八
六
年
の
発
言
で
あ
る
が
、
当
時
は
す
で
に
チ
ベ
ッ
ト

語
文
学
の
創
始
者
で
あ
る
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
文
学
的
成
果
が
チ

ベ
ッ
ト
人
た
ち
に
広
く
知
ら
れ
て
い
た
時
代
で
あ
り
、
よ
し
ん
ば
本

人
が
チ
ベ
ッ
ト
語
を
解
さ
な
い
に
せ
よ
耿
予
芳
に
よ
る
漢
語
訳
を
参

照
す
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
も
あ
り
、
こ
の
無
関
心
さ
は
い
さ
さ

か
異
様
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
大
切
な
こ
と
は
、

タ
シ
・
ダ
ワ
の
無
関
心
さ
や
無
知
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
こ
か
ら
チ
ベ
ッ
ト
語
作
家
と
漢
語
作
家
と
が
、
と
も
に
一

九
七
〇
年
代
末
か
ら
一
九
八
〇
年
代
に
か
け
て
自
ら
の
チ
ベ
ッ
ト
新

文
学
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
同
じ
時
期
に
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
思

想
的
文
脈
の
も
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ

て
、
次
な
る
課
題
は
、
タ
シ
・
ダ
ワ
が
「
無
伝
統
」
と
見
な
し
て
い

る
現
代
文
学
登
場
以
前
の
チ
ベ
ッ
ト
伝
統
文
学
の
状
況
を
概
観
す
る

こ
と
で
あ
る
。



229──トンドゥプジャとインド的伝統

二
　
現
代
文
学
登
場
前
夜
ま
で

　

一
九
五
三
年
の
生
ま
れ
の
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
が
現
代
文
学
の
創
始

者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
お
り
、
チ
ベ
ッ
ト
語
チ
ベ
ッ

ト
現
代
文
学
の
歴
史
は
ま
だ
ま
だ
浅
い
と
も
言
え
る
。
彼
が
創
作
活

動
を
開
始
し
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
末
、
ま
さ
に
文
化
大
革
命
終
了

の
直
後
で
あ
る
。
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
は
最
初
の
チ
ベ
ッ
ト
語
自
由
詩

を
書
き
、
農
民
や
牧
民
な
ど
の
庶
民
生
活
、
と
り
わ
け
中
国
と
い
う

新
体
制
下
の
チ
ベ
ッ
ト
社
会
を
写
実
的
に
描
い
た
小
説
を
チ
ベ
ッ
ト

語
で
書
い
た
ほ
ぼ
最
初
の
作
家
で
あ
っ
〉
10
〈

た
。
た
と
え
ば
高
名
な
チ

ベ
ッ
ト
学
者
ス
タ
ン
は
、
一
九
六
二
年
に
出
版
さ
れ
た
チ
ベ
ッ
ト
文

化
に
つ
い
て
網
羅
し
た
定
評
あ
る
大
著
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　

一
一
世
紀
お
よ
び
一
二
世
紀
に
（
チ
ベ
ッ
ト
の
）
仏
教
化
が
行
わ

れ
て
以
来
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
も
は
や
（
チ
ベ
ッ
ト
の
文
学
に

は
）
新
た
な
発
展
改
革
が
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
時
期
か
ら
の
ち
は
、
仏
教
化
の
影
響
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と

し
て
土
着
の
伝
統
に
近
く
と
ど
ま
っ
た
文
学
形
式
と
、
イ
ン
ド
の

影
響
を
受
け
た
、
学
者
的
な
、
衒
学
的
な
文
学
形
式
と
が
相
並
ん

で
存
在
し
た
。﹇
ス
タ
ン 1993 : 343

﹈

 

こ
こ
で
ス
タ
ン
は
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
文
学
の
名
に
値
す
る
も
の

と
し
て
、
民
間
の
口
承
文
芸
と
伝
統
文
学
の
二
つ
の
み
を
挙
げ
て
い

る
。
こ
れ
は
原
著
の
出
版
時
期
が
一
九
六
〇
年
代
で
あ
る
こ
と
を
考

え
れ
ば
ま
ず
は
妥
当
な
意
見
と
い
え
る
。
実
際
に
は
新
中
国
の
チ

ベ
ッ
ト
進
出
直
後
の
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
す
で
に
、
共
産
党
の

主
導
に
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
知
識
人
が
協
力
す
る
か
た
ち
で
、
チ
ベ
ッ

ト
語
に
よ
る
文
学
創
作
に
向
け
た
動
き
は
わ
ず
か
な
が
ら
に
存
在
し

た
と
は
い
え
、
そ
の
よ
う
な
動
き
が
大
き
な
流
れ
と
な
る
こ
と
は
な

く
、
実
質
的
な
意
味
で
の
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
の
誕
生
は
文
化
大
革

命
の
終
焉
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本
節
で
は
こ
う
し
た
チ

ベ
ッ
ト
現
代
文
学
登
場
前
夜
ま
で
の
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
つ
い
て
概
観

し
て
み
よ
う
。

　

チ
ベ
ッ
ト
文
学
史
に
お
い
て
、
俗
人
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
物
語
性

に
富
ん
だ
小
説
作
品
と
し
て
し
ば
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
の
は
、
一

八
世
紀
の
政
治
家
で
あ
り
『
ポ
ラ
ネ
ー
伝
』
な
ど
の
歴
史
書
の
著
者

と
し
て
も
知
ら
れ
る
ラ
サ
貴
族
ド
ン
カ
ル
ワ
・
ツ
ェ
リ
ン
・
ワ
ン

ギ
ェ
ー
（m

do m
khar ba tshe ring dbang rgyal

）
の
手
に
な
る

『
シ
ュ
ン
ヌ
・
ダ
メ
ー
の
物
語
』（gzhun nu zla m

ed kyi gtam
 rgyud

）

で
あ
る
。
だ
が
同
作
品
は
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
伝
統
的
に
重
ん
じ
ら

れ
て
き
た
イ
ン
ド
の
詩
学
理
論
書
『
詩
鏡
』（snyan ngag m

e long

）

の
修
辞
法
に
過
度
に
依
拠
し
た
作
品
で
あ
り
、
後
述
す
る
チ
ベ
ッ
ト

に
お
け
る
イ
ン
ド
伝
来
の
文
学
理
論
の
支
配
で
あ
る
「
ダ
ン
デ
ィ
ン

支
配
」
の
典
型
例
と
も
い
え
る
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
た
。
ト
ン
ド
ゥ
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プ
ジ
ャ
は
こ
の
作
品
を
以
下
の
よ
う
に
厳
し
く
批
判
し
た
と
い
う
。

　

あ
れ
は
釈
尊
伝
な
ど
か
ら
昔
の
イ
ン
ド
人
の
生
涯
を
一
つ
の
軸
に

し
て
、
そ
れ
を
イ
ン
ド
伝
来
の
『
詩
鏡
』
の
伝
統
に
則
っ
た
修
辞

法
で
拡
張
し
て
作
ら
れ
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
ド
ン
カ
ル
ワ
・
ツ
ェ

リ
ン
・
ワ
ン
ギ
ェ
ー
は
『
詩
鏡
』
を
熟
知
し
た
達
人
で
あ
り
こ
そ

す
れ
、
偉
大
な
作
家
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。﹇
ペ
マ
ブ
ム 2012 : 

429

﹈

　

同
作
品
に
は
英
訳
も
存
在
す
る
の
だ
が
、
あ
ま
り
に
も
イ
ン
ド
的

伝
統
に
依
拠
し
す
ぎ
て
い
る
た
め
、
英
訳
本
で
は
多
く
の
原
文
の
チ

ベ
ッ
ト
語
の
固
有
名
詞
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
に
還
元
し
て
表
記
せ

ざ
る
を
え
ず
、
作
品
の
舞
台
が
イ
ン
ド
な
の
か
チ
ベ
ッ
ト
な
の
か
す

ら
不
明
の
、
そ
の
意
味
で
は
イ
ン
ド
文
学
の
な
ぞ
り
の
よ
う
な
作
品

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
〉
11
〈

る
。
そ
の
他
、『
六
青
年
の
物
語
』（gzhun 

nu drug gi rtogs brjod

）
な
ど
、
チ
ベ
ッ
ト
古
典
文
学
史
に
名
を
残

す
物
語
の
多
く
は
イ
ン
ド
の
物
語
の
翻
案
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
由
な

創
作
と
い
う
発
想
は
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
二
〇
世
紀

前
半
に
生
ま
れ
、
僧
院
で
の
伝
統
仏
教
学
に
飽
き
た
ら
ず
イ
ン
ド
や

ス
リ
ラ
ン
カ
に
遊
学
し
て
近
代
学
問
を
吸
収
し
た
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
説

の
学
僧
で
あ
る
ゲ
ン
ド
ゥ
ン
・
チ
ュ
ン
ペ
ー
が
、
イ
ン
ド
で
得
た
知

識
を
チ
ベ
ッ
ト
人
た
ち
に
伝
え
る
た
め
に
記
し
た
『
世
界
知
識
行　

黄
金
の
平
原
』
に
お
い
て
述
べ
た
下
記
の
よ
う
な
感
懐
は
そ
の
意
味

で
興
味
深
い
。

　

我
ら
（
チ
ベ
ッ
ト
）
の
学
者
た
ち
の
思
考
様
式
、
著
作
方
法
、
服

飾
、
宗
教
儀
礼
を
は
じ
め
と
す
る
三
門
（
身
・
口
・
意
）
の
あ
ら

ゆ
る
営
み
に
は
、
胡
麻
粒
に
胡
麻
油
が
満
ち
て
い
る
の
と
同
じ
よ

う
に
、
イ
ン
ド
の
影
響
で
満
ち
て
い
る
。﹇dge 'dun chos 'phel 

1990 : 4

﹈

こ
の
よ
う
な
学
僧
の
感
懐
は
、
イ
ン
ド
的
伝
統
の
支
配
が
二
〇
世
紀

前
半
の
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
も
い
ま
だ
強
力
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
伝
え
て
い
〉
12
〈

る
。
し
か
も
こ
の
著
作
は
、
イ
ン
ド
的
伝
統
に
ど
っ
ぷ

り
と
ひ
た
っ
て
い
る
く
せ
に
実
際
の
イ
ン
ド
を
知
ら
な
い
チ
ベ
ッ
ト

人
た
ち
に
正
し
い
イ
ン
ド
の
知
識
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
危
機
意
識
か
ら
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
チ

ベ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
の
影
響
は
甚
大
で
あ
る
。
そ
う
し

た
イ
ン
ド
的
伝
統
か
ら
あ
る
程
度
ま
で
自
由
な
、
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い

て
物
語
性
に
富
ん
だ
文
芸
と
い
え
ば
、
む
し
ろ
英
雄
叙
事
詩
で
あ
る

『
ケ
サ
ル
王
物
語
』
や
チ
ベ
ッ
ト
・
オ
ペ
ラ
と
も
い
わ
れ
る
歌
舞
劇

ア
チ
ェ
・
ラ
モ
な
ど
、
口
頭
で
語
ら
れ
演
じ
ら
れ
る
よ
う
な
民
間
文

学
が
主
流
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
〉
13
〈

う
。
そ
こ
に
は
自
由
な
文
体

に
よ
る
自
由
な
物
語
の
創
作
と
い
う
発
想
は
乏
し
か
っ
た
の
で

あ
る
。
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三
　
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
と
イ
ン
ド
的
伝
統

　

そ
の
意
味
に
お
い
て
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
の
成
立
は
や
は
り
新
中

国
成
立
後
の
出
来
事
で
あ
る
と
い
え
る
。
チ
ベ
ッ
ト
現
代
史
の
大
き

な
画
期
と
な
る
の
は
新
中
国
に
よ
る
「
チ
ベ
ッ
ト
解
放
」
の
年
で
あ

る
一
九
五
一
年
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
代
区
分
を
単
純
に
文
学
史

に
も
持
ち
込
ん
で
、
た
と
え
ば
チ
ベ
ッ
ト
文
芸
評
論
家
の
ミ
ク
マ
が

い
う
よ
う
に
﹇m

ig dm
ar 2005

﹈、
一
九
五
一
年
以
前
を
伝
統
文
学

の
時
代
、
そ
れ
以
降
を
現
代
文
学
の
時
代
と
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

と
い
う
の
は
、「
解
放
」
後
の
チ
ベ
ッ
ト
は
す
ぐ
さ
ま
反
右
派
闘
争

や
文
化
大
革
命
の
嵐
に
襲
わ
れ
た
の
だ
し
、
そ
れ
は
如
何
な
る
種
類

の
文
学
に
と
っ
て
も
幸
福
な
時
代
と
は
い
え
な
か
っ
た
か
ら
〉
14
〈
だ
。
ト

ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
も
文
革
終
了
直
後
、
民
族
教
育
が
再
開
さ
れ
る
や
、

そ
の
第
一
期
生
と
し
て
一
九
七
八
年
に
中
央
民
族
学
院
（
現
・
中
央

民
族
大
学
）
の
チ
ベ
ッ
ト
学
の
修
士
課
程
に
入
学
し
た
。
そ
の
研
究

テ
ー
マ
は
「
敦
煌
出
土
チ
ベ
ッ
ト
語
古
文
献
に
見
ら
れ
る
詩
歌
の
研

究
」
で
あ
っ
た
。
彼
は
主
と
し
て
イ
ン
ド
伝
来
の
チ
ベ
ッ
ト
詩
学
理

論
で
あ
る
『
詩
鏡
』
の
研
究
や
、
敦
煌
文
献
を
活
用
し
た
古
代
チ

ベ
ッ
ト
史
や
古
代
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
研
究
に
打
ち
込
む
と
同
時
に
、

在
学
中
か
ら
創
作
活
動
に
も
励
ん
で
い
た
。
一
九
八
一
年
に
修
士
号

を
取
得
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
同
学
院
の
教
師
に
採
用
さ
れ
て
北
京
に

残
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
学
を
講
じ
、
一
九
八
四
年
に
は
故
郷
で
あ
る
青
海

省
の
海
南
州
民
族
師
範
学
校
の
教
師
と
し
て
赴
任
し
、
一
九
八
五
年

の
自
死
に
至
る
ま
で
旺
盛
な
執
筆
活
動
を
続
け
た
。

　

こ
う
し
た
キ
ャ
リ
ア
が
示
す
と
お
り
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
は
北
京

で
教
育
を
受
け
た
新
し
い
世
代
の
チ
ベ
ッ
ト
人
で
あ
り
、
魯
迅
を
講

じ
、
老
舎
を
チ
ベ
ッ
ト
語
に
翻
訳
し
た
文
学
者
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

そ
の
教
養
に
は
当
然
な
が
ら
中
国
的
な
も
の
が
あ
り
、
中
国
文
学
に

も
通
じ
て
い
た
。
だ
が
同
時
に
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
は
チ
ベ
ッ
ト
の

伝
統
学
問
を
高
い
レ
ベ
ル
で
修
め
た
知
識
人
で
も
あ
り
、
そ
の
素
養

に
は
中
国
的
な
も
の
と
同
時
に
イ
ン
ド
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
構
想
し
た
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
に
お
け
る

イ
ン
ド
的
伝
統
の
存
在
に
つ
い
て
も
我
々
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
こ
の
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
学
問
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
要
素

と
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
関
係
は
微
妙
で
緊
張
感
に
満
ち
た
も
の
で
あ

り
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
は
一
方
で
そ
う
し
た
イ
ン
ド
的
伝
統
を
十
分

に
身
に
つ
け
た
上
で
、
他
方
そ
れ
を
如
何
に
し
て
克
服
す
る
べ
き
か

と
い
う
問
題
に
苦
悩
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い

て
論
じ
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
注
目
す
る
べ
き
は
、
修
士
論
文
に
改
訂
を
ほ
ど
こ
し
て
出
版

さ
れ
た
『
チ
ベ
ッ
ト
道
歌
の
生
成
発
展
の
歴
史
と
特
質
』（
以
下
、

『
道
歌
源
流
』
と
略
記
）
な
る
著
作
﹇don grub rgyal 1997 b

﹈
で

あ
る
。
筆
者
は
イ
ン
ド
詩
学
理
論
や
修
辞
学
の
用
語
が
散
り
ば
め
ら

れ
た
こ
の
大
部
の
著
作
を
読
み
こ
な
す
だ
け
の
教
養
は
な
い
の
だ

が
、
同
書
の
主
張
の
大
枠
は
明
快
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
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一
般
に
伝
統
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
つ
い
て
語
る
際
に
は
、
七
百
年
に
亘

る
「
ダ
ン
デ
ィ
ン
支
配
」
の
問
題
が
よ
く
議
論
さ
れ
る
。
六
世
紀
か

ら
七
世
紀
に
か
け
て
の
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
詩
学
理
論
家
で
あ
る
ダ
ン

デ
ィ
ン
に
よ
る
詩
学
理
論
の
書
で
あ
る
『
詩
鏡
』
が
、
一
三
世
紀
に

チ
ベ
ッ
ト
語
に
訳
さ
れ
て
か
ら
と
い
う
も
の
、
チ
ベ
ッ
ト
の
古
典
文

学
は
長
ら
く
こ
の
『
詩
鏡
』
に
支
配
さ
れ
て
き
た
。『
詩
鏡
』
を
学

習
し
、
そ
の
ル
ー
ル
に
則
っ
て
詩
作
や
作
文
を
行
う
こ
と
が
知
識
人

に
と
っ
て
必
須
の
教
養
と
さ
れ
て
お
り
、
伝
統
的
に
は
『
詩
鏡
』
を

学
ば
ね
ば
チ
ベ
ッ
ト
語
で
文
章
を
綴
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
と
さ
れ

て
い
〉
15
〈
た
。
そ
し
て
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
新
中
国

が
チ
ベ
ッ
ト
を
統
合
し
た
一
九
五
〇
年
代
に
お
い
て
も
存
続
し
て
い

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、「
も
し
も
『
詩
鏡
』
流
の
詩
の
み
が
詩
で
あ

る
と
い
う
の
な
ら
、
イ
ン
ド
と
〔
そ
れ
が
伝
わ
っ
た
〕
チ
ベ
ッ
ト
に

し
か
詩
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
馬

鹿
げ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
」﹇don grub rgyal 1997 b: 347
﹈
と
ト

ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
が
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
お
り
、
一
九

八
〇
年
代
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
状
況
は
存
続
し
て
い
た
と
も
い

え
る
の
だ
。
こ
れ
が
所
謂
「
ダ
ン
デ
ィ
ン
支
配
」
で
あ
る
が
、
ト
ン

ド
ゥ
プ
ジ
ャ
は
、
敦
煌
出
土
チ
ベ
ッ
ト
語
古
文
献
に
見
ら
れ
る
古
い

詩
歌
や
、
あ
る
い
は
宗
教
詩
人
ミ
ラ
レ
パ
の
詩
歌
な
ど
に
見
ら
れ
る

文
学
形
式
で
あ
る
「
道
歌
」
を
し
て
、『
詩
鏡
』
の
「
詩
」
と
は
区

別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
イ
ン
ド
的
伝
統
に
毒
さ
れ
て
い
な

い
「
チ
ベ
ッ
ト
独
自
の
詩
歌
」（bod rang gi snyan ngag

）
の
伏
流

を
読
み
解
き
、
隠
さ
れ
て
き
た
も
う
一
つ
の
チ
ベ
ッ
ト
文
学
史
の
可

能
性
を
見
出
し
て
い
〉
16
〈

る
。『
詩
鏡
』
は
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
重
要
な
一

部
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
理
論
は
あ
く
ま
で
も
古
代
イ

ン
ド
の
現
実
に
合
わ
せ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
チ

ベ
ッ
ト
に
無
批
判
に
適
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
﹇don grub rygal 
1997 b: 344 ‒345

﹈。
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
が
「
そ
れ
ゆ
え
現
在
、
我
々

の
社
会
、
我
々
の
時
代
、
我
々
の
民
族
の
特
質
を
備
え
た
新
た
な
詩

学
の
正
典
を
新
た
に
書
く
こ
と
は
喫
緊
の
課
題
な
の
だ
」﹇don 

grub rygal 1997 b: 345

﹈
と
訴
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
所
以
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
構
想
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

と
い
う
の
は
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
の
意
義
と
し
て
し
ば
し
ば
語
ら
れ

る
の
は
、
現
代
文
学
は
チ
ベ
ッ
ト
語
に
よ
る
創
作
を
ダ
ン
デ
ィ
ン
支

配
か
ら
解
放
し
た
の
だ
、
と
い
う
定
式
で
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
定
式

そ
の
も
の
は
正
し
い
と
し
て
、
そ
の
際
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
を
し
て

単
に
平
易
な
チ
ベ
ッ
ト
語
で
小
説
を
書
い
た
と
い
う
だ
け
の
素
朴
な

言
文
一
致
の
作
家
、
あ
る
い
は
反
伝
統
の
作
家
と
み
な
す
素
朴
な
誤

解
が
想
定
さ
れ
う
る
か
ら
だ
。
確
か
に
多
く
の
国
民
文
学
に
お
い

て
、
伝
統
的
な
文
語
の
桎
梏
か
ら
文
学
を
解
き
放
ち
、
言
文
一
致
の

文
体
を
確
立
し
た
小
説
の
登
場
を
以
て
新
文
学
の
登
場
と
す
る
平
板

な
理
解
が
あ
る
が
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
は
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
に
当
て

は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
の
文
学
的
試
み
は
、
む
し
ろ
ダ
ン
デ
ィ

ン
支
配
の
影
に
隠
さ
れ
て
き
た
も
う
一
つ
の
チ
ベ
ッ
ト
文
学
史
を
再

構
築
し
、
そ
の
延
長
線
上
に
自
ら
の
文
学
を
位
置
づ
け
る
と
い
う
ト
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リ
ッ
キ
ー
な
試
み
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
文
学
を
支
配
し
て
き

た
イ
ン
ド
的
伝
統
を
一
方
で
否
定
し
つ
つ
、
他
方
で
よ
り
チ
ベ
ッ
ト

化
し
た
か
た
ち
で
新
た
な
チ
ベ
ッ
ト
文
語
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
試

み
と
も
と
れ
〉
17
〈

る
。
そ
れ
は
素
朴
な
言
文
一
致
に
よ
る
口
語
文
体
と
も

伝
統
的
な
古
典
文
語
と
も
対
立
す
る
、
新
チ
ベ
ッ
ト
文
語
形
成
の
試

み
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
彼
が
教
壇
に
立
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
学
を

講
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
シ
ュ
ン
シ
ュ
ン
ワ
・
チ
ュ
ー
ワ
ン
・

タ
ク
パ
の
翻
案
に
よ
る
チ
ベ
ッ
ト
語
版
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
と
ダ
ラ

イ
・
ラ
マ
五
世
の
手
に
な
る
『
チ
ベ
ッ
ト
王
臣
記
』
を
た
び
た
び
テ

キ
ス
ト
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
た
こ
と
﹇
ペ
マ
ブ
ム 2012 : 430

﹈、

そ
れ
を
平
易
な
し
か
し
言
文
一
致
で
は
な
い
チ
ベ
ッ
ト
語
に
書
き
あ

ら
た
め
る
努
力
を
し
て
い
た
こ
と
﹇Lin 2008
﹈
な
ど
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
そ
の
意
味
で
示
唆
的
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
の
両
書
は
、
そ

の
流
麗
さ
で
名
高
い
と
同
時
に
、『
詩
鏡
』
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ン

ド
伝
来
の
修
辞
学
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
り
わ
け
徹
底
し
た
同
義
異
語
表

現
を
多
用
し
た
煩
瑣
な
チ
ベ
ッ
ト
語
の
代
表
と
し
て
も
知
ら
れ
る
、

そ
の
意
味
で
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
の
典
型
と
も

い
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
単
に
伝
統
を
受
け
入
れ
る
の
で
も
、

あ
る
い
は
逆
に
批
判
し
て
捨
て
去
る
の
で
も
な
く
、
イ
ン
ド
的
で
し

か
あ
っ
た
こ
と
の
な
い
チ
ベ
ッ
ト
伝
統
文
学
の
歴
史
を
十
全
に
把
握

し
た
上
で
、
チ
ベ
ッ
ト
的
な
伝
統
を
新
た
に
築
き
あ
げ
る
と
い
う
志

を
そ
こ
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
ト
ン

ド
ゥ
プ
ジ
ャ
を
し
て
単
な
る
伝
統
の
破
壊
者
と
の
み
見
な
す
こ
と
は

正
し
い
理
解
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
え
る
。

　

こ
れ
は
ま
た
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
執
筆
活
動
が
展
開
さ
れ
た
文
革

終
了
直
後
の
チ
ベ
ッ
ト
の
思
想
的
・
文
化
的
状
況
を
背
景
に
入
れ
て

考
え
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
一

九
八
〇
年
代
初
頭
の
チ
ベ
ッ
ト
に
お
い
て
は
、
文
革
中
の
締
め
付
け

が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
で
、
社
会
の
各
部
門
に
お
い
て
文
革
中
に
抑
圧

さ
れ
て
い
た
伝
統
文
化
の
復
興
が
起
こ
っ
た
。
所
謂
一
九
八
〇
年
代

に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
文
化
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
時
代
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
イ
ン
ド
伝
来
の
『
詩
鏡
』
に
基
づ
く
チ

ベ
ッ
ト
伝
来
の
チ
ベ
ッ
ト
伝
統
文
学
の
復
興
と
い
う
動
き
も
存
在
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
『
詩
鏡
』
の
現
代
的
翻
案
が
相
次
い
で

出
版
さ
れ
、
チ
ベ
ッ
ト
伝
統
詩
学
は
、
む
し
ろ
文
革
終
了
後
の
チ

ベ
ッ
ト
文
化
復
興
の
ひ
と
つ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
熱
い
注
目
を
浴
び

る
こ
と
に
な
っ
た
。
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
中
央
民
族
学
院
時
代
の
指

導
教
官
で
も
あ
っ
た
碩
学
ト
ゥ
ン
カ
ル
・
ロ
サ
ン
・
テ
ィ
ン
レ
ー
た

ち
に
よ
る
『
詩
鏡
』
の
解
説
本
は
、
伝
統
的
に
存
在
し
た
従
来
の
注

釈
本
と
は
根
本
的
に
異
な
り
、
そ
れ
ま
で
一
部
の
限
ら
れ
た
知
識
人

だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
『
詩
鏡
』
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
現
代
的
な
洋
装

本
の
か
た
ち
で
、
し
か
も
学
校
教
育
に
お
け
る
教
科
書
と
し
て
使
用

可
能
な
よ
う
に
体
系
的
に
詳
述
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
よ
く

考
え
る
と
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
イ
ン
ド
伝
来
の

文
学
理
論
が
広
く
ア
ク
セ
ス
可
能
な
も
の
に
な
っ
た
こ
と
は
、
チ

ベ
ッ
ト
史
上
は
じ
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
学
僧
と
一
部
と
貴
族
知
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識
人
の
独
占
物
で
あ
っ
た
伝
統
文
学
は
、
実
は
こ
の
時
期
に
初
め
て

平
民
の
俗
人
（
と
は
い
え
そ
れ
は
や
は
り
一
部
の
限
ら
れ
た
知
識
人

で
は
あ
る
け
れ
ど
も
）
に
よ
っ
て
も
学
ば
れ
る
も
の
に
な
っ
た
と
す

ら
い
え
る
の
だ
。
そ
の
意
味
で
、
文
学
の
部
門
に
お
け
る
「
改
革
開

放
」
は
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
試
み
た
よ
う
な
現
代
的
な
小
説
創
作

と
い
う
分
野
に
先
駆
け
て
、
ま
ず
は
伝
統
文
学
の
復
活
と
い
う
か
た

ち
で
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
種
の
皮
肉
で
あ
り
逆

説
で
あ
る
。
文
革
の
抑
圧
か
ら
の
解
放
と
チ
ベ
ッ
ト
文
化
の
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
は
む
し
ろ
伝
統
へ
の
回
帰
と
い
う
現
象
を
生
み
出
し
、
例
え

ば
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
が
乗
り
越
え
る
べ
き
と
主
張
し
桎
梏
と
し
て
と

ら
え
て
い
た
『
詩
鏡
』
は
、
却
っ
て
若
者
た
ち
に
よ
っ
て
熱
意
と
敬

意
を
も
っ
て
学
ば
れ
る
よ
う
な
チ
ベ
ッ
ト
伝
統
学
問
の
象
徴
と
な

り
、
ま
た
権
威
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
文
革
の

終
了
が
も
た
ら
し
た
チ
ベ
ッ
ト
文
化
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
、
伝
統
文

学
の
復
活
と
現
代
文
学
の
誕
生
と
い
う
二
つ
の
相
異
な
る
潮
流
を
同

時
に
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
別
の
い

い
方
を
す
れ
ば
、
文
革
の
終
了
が
も
た
ら
し
た
自
由
と
は
、
伝
統
を

批
判
し
て
革
新
的
な
文
学
を
切
り
開
く
こ
と
の
自
由
だ
け
で
は
な
く

て
、
伝
統
的
な
文
学
や
宗
教
を
賞
賛
す
る
こ
と
の
自
由
を
も
意
味
し

て
い
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
伝
統
文
学
に
存
在

す
る
イ
ン
ド
的
伝
統
に
対
す
る
批
判
者
で
あ
っ
た
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ

は
時
代
の
寵
児
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
時
代
の
潮
流
に
逆
行
す
る
人
物

で
す
ら
あ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
た
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
が
チ
ベ
ッ
ト
民
族

主
義
者
と
し
て
賞
賛
さ
れ
る
一
方
で
、
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
の
批
判
者

と
し
て
反
感
を
買
う
と
い
う
そ
の
評
価
の
二
面
性
と
も
関
連
し
て
い

る
だ
ろ
〉
18
〈

う
。

　

ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
と
イ
ン
ド
的
伝
統
と
の
距
離
は
、
如
上
の
と
お

り
、
き
わ
め
て
微
妙
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
一
方
に
お
い
て
チ
ベ
ッ

ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
を
批
判
し
つ
つ
も
、
そ
の
よ
う
な
イ
ン

ド
的
伝
統
の
も
と
に
成
立
し
て
き
た
チ
ベ
ッ
ト
の
伝
統
学
問
に
対
す

る
深
い
敬
意
と
自
負
を
隠
そ
う
と
も
し
な
い
。
そ
の
意
味
で
彼
は
む

し
ろ
過
渡
期
の
知
識
人
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に

お
い
て
、
彼
が
後
続
の
チ
ベ
ッ
ト
語
作
家
た
ち
と
一
線
を
画
し
て
い

る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
こ
う
。
筆
者
ら
チ
ベ
ッ
ト
文
学
研
究
会
が
、

ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
後
に
翻
訳
を
刊
行
し
た
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ
ン
、
タ

ク
ブ
ン
ジ
ャ
、
ラ
シ
ャ
ム
ジ
ャ
と
い
っ
た
今
日
の
作
家
た
ち
に
と
っ

て
は
、
た
と
え
チ
ベ
ッ
ト
語
で
創
作
を
行
う
に
せ
よ
、『
詩
鏡
』
と

そ
れ
が
体
現
す
る
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
は
、
重
要
で

は
あ
っ
て
も
高
踏
的
な
教
養
に
過
ぎ
ず
、
文
学
を
書
く
中
で
対
決
し

て
乗
り
越
え
て
行
く
べ
き
対
象
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
〉
19
〈

い
。
そ
の
意

味
で
は
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
は
伝
統
と
革
新
の
相
克
に
お
い
て
、
そ
の

両
者
を
理
解
で
き
る
過
渡
期
の
知
識
人
で
あ
り
、
そ
の
作
品
も
ま
た

伝
統
と
革
新
の
は
ざ
ま
で
苦
悩
し
、
そ
の
両
者
を
橋
渡
し
す
る
よ
う

な
実
験
的
な
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
実
験
的
な
姿
勢
は
、
特
に
そ
の
小

説
の
文
体
や
語
り
口
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
文
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章
は
伝
統
詩
学
ほ
ど
に
煩
瑣
で
複
雑
な
も
の
で
は
な
い
と
は
い
え
、

凝
っ
た
も
の
が
多
く
、
細
か
い
修
飾
表
現
を
連
鎖
さ
せ
て
い
く
よ
う

な
文
体
は
、
確
か
に
美
し
く
は
あ
る
が
と
き
に
修
飾
過
多
で
、
と
り

わ
け
日
本
語
に
訳
し
て
し
ま
う
と
モ
ダ
ン
な
言
文
一
致
の
小
説
に
慣

れ
親
し
ん
だ
我
が
国
の
読
者
に
と
っ
て
は
ど
こ
か
違
和
感
を
覚
え
る

よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
ト
ン

ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
文
章
が
難
解
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

な
い
。
そ
の
文
章
は
基
礎
的
な
チ
ベ
ッ
ト
語
の
知
識
が
あ
れ
ば
す
ら

す
ら
と
読
み
通
せ
る
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
非
常
に
凝
っ
た
文
体
で

あ
り
な
が
ら
こ
れ
だ
け
の
可
読
性
を
確
保
し
た
作
家
の
技
量
に
驚
嘆

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
文
体
上
の
実
験
は
あ
る
い
は
目

立
た
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
作
家
の
努
力
こ
そ
は

今
日
の
チ
ベ
ッ
ト
語
の
現
代
文
学
の
隆
盛
を
用
意
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。四

　
二
つ
の
チ
ベ
ッ
ト
文
学

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
語
の
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
の
あ
る

重
要
な
意
義
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
、
イ
ン
ド
的
で
し

か
あ
っ
た
こ
と
の
な
い
チ
ベ
ッ
ト
文
化
を
イ
ン
ド
か
ら
知
的
・
文
化

的
に
独
立
さ
せ
、
自
立
し
た
チ
ベ
ッ
ト
的
伝
統
を
構
築
す
る
た
め
の

土
台
作
り
と
い
う
意
義
で
あ
る
。
こ
れ
を
如
上
の
タ
シ
・
ダ
ワ
に
よ

る
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
構
築
の
思
想
的
背
景
と
比
較
す
る
と
、
そ
こ

に
は
歴
然
と
し
た
違
い
が
存
在
す
る
。
タ
シ
・
ダ
ワ
は
チ
ベ
ッ
ト
の

過
去
に
お
け
る
文
学
的
伝
統
の
不
在
を
主
張
し
、
ま
さ
に
そ
の
空
白

に
こ
そ
中
国
文
学
の
な
ぞ
り
で
は
な
い
新
た
な
チ
ベ
ッ
ト
文
学
創
造

の
契
機
を
見
出
そ
う
と
し
た
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
伝
統

文
学
の
不
在
と
い
う
こ
の
認
識
は
も
し
も
歴
史
的
な
事
実
性
に
こ
だ

わ
る
の
で
あ
れ
ば
あ
く
ま
で
も
事
実
誤
認
で
あ
り
、
同
時
代
人
で

あ
っ
た
は
ず
の
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
努
力
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
「
身
内
の
チ
ベ
ッ
ト
族
か
ら
の
反
発
」﹇
牧

田 1991 : 241

﹈
を
買
う
の
も
無
理
は
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が

こ
の
よ
う
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
違
い
の
み
を
強
調
す
る
の
も
ま
た
生
産

的
と
も
言
え
な
い
。
両
者
の
知
的
交
流
が
き
わ
め
て
乏
し
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
と
は
い
え
、
チ
ベ
ッ
ト
が
少
な
く
と
も
二

つ
の
言
語
に
よ
る
現
代
文
学
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
争
え
な
い
事
実

で
あ
り
、
こ
こ
で
我
々
が
禁
欲
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
ど
ち

ら
が
本
当
の
チ
ベ
ッ
ト
文
学
で
あ
る
か
と
い
っ
た
不
毛
な
問
い
を
発

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
錯
綜
し
た
状
況
は
、「
×
×
文
学
」
と
い
っ

た
表
現
が
暗
黙
裡
に
一
種
の
国
民
文
学
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う

事
実
を
前
景
化
し
、
こ
と
ば
と
国
家
と
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
え

る
た
め
の
絶
好
の
素
材
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な

「
×
×
文
学
」
と
い
う
名
称
が
不
可
避
的
に
は
ら
む
分
類
の
政
治
学

に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
台
湾
文
学
研
究
者
の
松
永
正
義
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は
、
漢
語
に
よ
る
台
湾
文
〉
20
〈
学
が
漢
語
に
よ
り
漢
民
族
に
よ
っ
て
書
か

れ
て
い
な
が
ら
も
中
国
文
学
と
は
呼
び
に
く
い
こ
と
に
つ
い
て
述

べ
、
そ
の
よ
う
な
分
類
は
畢
竟
「
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の

あ
り
か
た
を
ど
う
み
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
関
わ
る
」﹇
松
永 

2006 : 31

﹈
と
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
つ
い
て

も
同
様
で
あ
る
。
台
湾
と
異
な
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
は
現
在
間
違
い
な
く

政
治
的
実
態
と
し
て
も
中
国
の
一
部
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
知

的
伝
統
を
眺
め
て
み
た
と
き
、
チ
ベ
ッ
ト
に
存
在
す
る
イ
ン
ド
的
伝

統
の
存
在
は
あ
た
か
も
チ
ベ
ッ
ト
と
中
国
の
思
想
的
距
離
の
隔
た
り

を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
も
存
在
す
る
か
の
よ
う
〉
21
〈
だ
。
山
口
守
は
漢

語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
を
論
じ
る
中
で
言
語
の
問
題
に
も
言
及
し
、
華
文

文
学
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
の
漢
語
文
学
の
概
念
と
そ
の
可
能
性

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
山
口
は
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
に
唱
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
華
文
文
学
が
漢
語
に
よ
る
中
国
国
外
の
文
学
を

も
包
摂
す
る
と
い
う
意
味
で
、
い
っ
け
ん
中
国
と
い
う
国
家
の
枠
組

み
を
超
え
る
視
座
を
示
し
つ
つ
も
、
ふ
つ
う
中
国
国
内
に
住
む
少
数

民
族
の
漢
語
文
学
を
排
除
す
る
か
た
ち
で
、
す
な
わ
ち
中
国
国
内
の

多
様
性
を
捨
象
す
る
か
た
ち
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、

そ
こ
に
濃
厚
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
匂
い
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
や
中

国
の
主
体
性
を
世
界
に
押
し
だ
し
て
い
く
文
化
戦
略
と
し
て
の
側
面

が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
﹇
山
口 2001

﹈。
そ
れ
に
対
し
て
、

タ
シ
・
ダ
ワ
ら
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
作
家
か
ら
感
じ
と
れ
る
も
の
は
、
む

し
ろ
そ
う
し
た
中
国
文
学
の
既
存
の
枠
組
み
や
体
系
を
揺
り
動
か
す

よ
う
な
前
衛
的
な
試
み
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
文
学
を
も
含
む
よ

う
な
（
そ
の
意
味
で
華
文
文
学
と
は
区
別
さ
れ
る
）
漢
語
に
よ
る
文

学
と
い
う
概
念
と
し
て
漢
語
文
学
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
﹇
山

口 2006 : 168 ‒170

﹈。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
チ
ベ
ッ
ト
語

チ
ベ
ッ
ト
文
学
は
、
中
国
文
学
の
枠
内
に
位
置
し
な
が
ら
も
必
然
的

に
そ
れ
を
は
み
出
し
、
中
国
文
学
と
い
う
概
念
の
外
延
を
あ
や
ふ
や

な
も
の
に
変
え
て
い
く
と
い
う
機
能
を
持
ち
、
ま
さ
に
こ
の
機
能
に

お
い
て
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
と
の
距
離
は
存
外
に
近
い
と
も
言
え
る

の
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ
ト
語
の
現
代
小
説
は
イ
ン
ド
的
で
し
か
な
か
っ

た
チ
ベ
ッ
ト
伝
統
文
学
と
も
対
立
し
、
同
時
に
ま
た
そ
の
よ
う
な
出

自
と
何
よ
り
漢
語
で
は
な
く
チ
ベ
ッ
ト
語
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
の
故
に
中
国
現
代
文
学
と
も
対
立
す
る
位
置
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
我
々
は
こ
う
し
た
二
重
の
対
立
と
い
う
背
景
に
お
い
て
チ
ベ
ッ
ト

語
現
代
文
学
を
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
上
で
確

認
し
た
よ
う
に
、
タ
シ
・
ダ
ワ
は
中
国
と
チ
ベ
ッ
ト
の
そ
れ
ぞ
れ
の

伝
統
文
学
と
の
対
立
を
同
時
に
避
け
、「
想
像
さ
れ
た
無
伝
統
」
と

で
も
言
い
う
る
文
学
的
空
白
を
措
定
し
つ
つ
（
そ
れ
は
言
っ
て
み
れ

ば
事
実
誤
認
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
）、
そ
の
空
白
を
活
用
し
て
新
文

学
を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
タ
シ
・
ダ

ワ
に
と
っ
て
も
二
重
の
対
立
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
無
関
係
な
も
の
で
は

な
い
。
チ
ベ
ッ
ト
語
と
漢
語
の
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
の
あ
い
だ
の
対

話
の
可
能
性
の
細
い
回
路
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
ま
さ
に
こ
の
点
を

お
い
て
他
に
な
い
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
で
注
目
に
値
す
る
の
は
、
例
え
ば
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ
ン
な
ど
の

漢
語
と
チ
ベ
ッ
ト
語
の
双
方
で
執
筆
活
動
を
行
う
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
作

家
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
若
い
世
代
の
チ
ベ
ッ
ト
作

家
た
ち
に
と
っ
て
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
が
問
題
視
し
た
イ
ン
ド
的
伝
統

の
桎
梏
は
す
で
に
重
要
な
問
題
で
は
な
く
、
彼
ら
彼
女
ら
は
よ
り
簡

素
で
平
易
な
チ
ベ
ッ
ト
語
も
し
く
は
漢
語
を
用
い
て
創
作
を
行
う
傾

向
が
強
い
。
と
は
い
え
、
漢
語
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
そ

の
文
学
が
タ
シ
・
ダ
ワ
や
ア
ー
ラ
イ
の
も
の
と
似
て
い
る
と
い
う
印

象
は
薄
い
。
む
し
ろ
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ
ン
の
作
品
に
お
い
て
特
徴
的
な

の
は
物
語
的
な
語
り
口
と
寓
話
性
が
強
調
さ
れ
た
あ
る
種
の
新
し
い

ス
タ
イ
ル
で
あ
〉
22
〈

る
。
そ
こ
に
は
タ
シ
・
ダ
ワ
の
漢
語
作
品
が
そ
う
で

あ
る
よ
う
な
前
衛
性
は
な
く
、
ま
た
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
チ
ベ
ッ
ト

語
作
品
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
文
飾
上
の
工
夫
も
す
で
に
見
ら
れ
な

い
。
と
は
い
え
こ
の
よ
う
な
作
家
が
生
ま
れ
て
来
た
こ
と
の
背
景

に
、
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
時
代
に
チ
ベ
ッ
ト
文
学
が
意
識
的
に
イ
ン

ド
的
伝
統
と
の
対
決
を
行
い
、
チ
ベ
ッ
ト
文
学
が
概
念
的
な
自
立
を

と
げ
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
を
見
出
す
の
は

深
読
み
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
、
チ
ベ
ッ

ト
現
代
文
学
の
黎
明
期
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
と
の
闘
い
は
重
要

な
意
義
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
は
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
創
始
者
で
あ
っ
た
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の

一
九
八
〇
年
代
の
創
作
活
動
を
題
材
と
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学

と
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
の
存
在
に
つ
い
て
論
じ
て
き

た
。
チ
ベ
ッ
ト
に
伝
統
的
に
存
在
し
て
き
た
イ
ン
ド
的
文
学
の
伝
統

は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
現
代
文
学
を
創
作
す
る
に
あ
た
っ
て
の
桎
梏
で
あ

り
、
こ
う
し
た
イ
ン
ド
的
桎
梏
と
の
闘
い
と
い
う
意
義
は
漢
語
チ

ベ
ッ
ト
文
学
が
共
有
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
作
家

た
ち
は
基
本
的
に
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
伝
統
文
学
の
存
在
を
等
閑
視

し
て
お
り
、
そ
れ
は
大
き
な
事
実
誤
認
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う

し
た
誤
認
は
ま
た
同
時
に
チ
ベ
ッ
ト
に
お
け
る
想
像
さ
れ
た
無
伝
統

を
盾
に
と
っ
た
前
衛
的
な
創
作
を
作
家
た
ち
に
可
能
な
ら
し
め
て
い

る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
中
国
文
学
の
外
延
を

相
対
化
す
る
と
い
う
機
能
に
お
い
て
、
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
と
チ

ベ
ッ
ト
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
間
に
一
種
の
共
通
点
を
見
出
す
こ
と
が

可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
総
括
は
、
両
文
学
の
間
に
本
質

的
に
存
在
す
る
読
者
人
口
や
知
名
度
の
圧
倒
的
な
差
を
思
え
ば
や
や

楽
観
的
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
チ
ベ
ッ
ト
文
学
が
二
つ

の
言
語
を
持
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
肯
定
的
に
と
ら
え
て
い
く
た

め
に
は
本
稿
の
よ
う
な
作
業
は
ど
う
し
て
も
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え

て
い
る
。
我
々
は
か
つ
て
の
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
作
家
た
ち
が
無
邪
気
に

想
定
し
た
よ
う
に
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
過
去
に
伝
統
の
空
白
を
想
定
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
イ
ン
ド
的
伝
統
の
存
在
を
以
て
漢

語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
と
チ
ベ
ッ
ト
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
差
異
と
懸
隔
を

必
要
以
上
に
強
調
し
、
共
有
不
可
能
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
立
場
に

も
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
今
後
必
要
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
よ
り
多
角
的
に
検
討
し
て
い
く
作
業
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で
あ
り
、
本
稿
は
き
わ
め
て
初
歩
的
な
そ
の
前
段
階
と
し
て
の
準
備

の
試
み
で
あ
っ
た
。

注〈
１
〉 

中
国
文
学
の
文
脈
内
に
お
け
る
こ
う
し
た
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学

へ
の
高
い
評
価
と
し
て
は
、
例
え
ば
牧
田
英
二
﹇1991

﹈
や
パ
ト
リ

シ
ア
・
ス
キ
ャ
フ
ィ
ニ
＝
ヴ
ェ
ダ
ー
ニ
﹇Schiaffini-Vedani 2002 , 

2007

﹈、
さ
ら
に
は
山
口
守
﹇
山
口 2006 , 2012

﹈
の
諸
論
考
が
あ

る
。

〈
２
〉 

タ
シ
・
ダ
ワ
や
ア
ー
ラ
イ
の
作
品
の
邦
訳
は
中
国
文
学
関
係
の

雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
他
、
単
行
本
と
し
て
入
手
容
易
な
も
の
と

し
て
﹇
ザ
シ
ダ
ワ 

色
波 1991 ; 

阿
来 2004 , 2012
﹈
な
ど
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
訳
書
に
附
さ
れ
た
解
説
は
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
優
れ
た

入
門
と
も
な
っ
て
い
る
。

〈
３
〉 

例
え
ば
二
〇
〇
七
年
と
二
〇
〇
八
年
に
相
次
い
で
主
と
し
て
チ

ベ
ッ
ト
語
文
学
を
対
象
と
し
た
良
質
の
論
文
集
が
英
語
で
上
梓
さ
れ

る
な
ど
﹇Venturino ed. 2007 ; H

artley and Schiaffini-Vedani eds. 
2008

﹈、
欧
米
チ
ベ
ッ
ト
研
究
の
な
か
で
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
は
確

固
と
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
一
定
の
存
在
感
を
持
っ
て
い
る
。

〈
４
〉 

例
外
と
い
え
る
の
は
人
民
解
放
軍
と
と
も
に
一
九
五
〇
年
代
に

ラ
サ
入
り
し
た
チ
ベ
ッ
ト
通
の
耿
予
芳
の
訳
業
で
あ
る
。
彼
は
漢
族

の
チ
ベ
ッ
ト
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
研
究
者
と
し
て
は
第
一
人
者
で
あ

り
、
一
九
八
〇
年
代
に
お
け
る
チ
ベ
ッ
ト
語
文
学
の
登
場
と
展
開
を

ほ
ぼ
同
時
代
に
フ
ォ
ロ
ー
し
て
そ
の
作
品
の
い
く
つ
か
を
漢
語
に
訳

し
て
お
り
、
ま
た
多
く
の
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
概
説
書
を
執
筆
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
翻
訳
や
評
論
は
彼
の
著
作
集
﹇
耿 2000

﹈
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。

〈
５
〉 

た
と
え
ば
龍
仁
青
は
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
短
編
八
本
の
漢
語
訳

を
収
録
し
た
単
行
本
﹇
端
智
嘉 2008

﹈
を
出
版
し
、
ま
た
自
身
漢

語
と
チ
ベ
ッ
ト
語
の
両
言
語
で
創
作
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
作
家
に
し

て
映
画
監
督
で
あ
る
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ
ン
は
盟
友
の
チ
ベ
ッ
ト
語
作
家

タ
ク
ブ
ン
ジ
ャ
の
作
品
を
精
力
的
に
漢
語
訳
し
て
文
芸
誌
に
公
表
し

て
い
る
。

〈
６
〉 

単
行
本
の
か
た
ち
で
出
版
さ
れ
た
も
の
と
し
て
ト
ン
ド
ゥ
プ

ジ
ャ
﹇2012

﹈、
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ
ン
﹇2013

﹈、
ラ
シ
ャ
ム
ジ
ャ

﹇2015

﹈、
タ
ク
ブ
ン
ジ
ャ
﹇2015

﹈
が
あ
る
。
な
お
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ

ン
は
漢
語
と
チ
ベ
ッ
ト
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
作
家
で
あ
り
、
邦
訳
に

は
漢
語
作
品
と
チ
ベ
ッ
ト
語
作
品
の
双
方
を
収
め
た
。
ま
た
ラ
シ
ャ

ム
ジ
ャ
の
も
の
は
長
編
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
三
冊
は
い
ず
れ
も
短

編
お
よ
び
中
編
小
説
を
選
ん
で
編
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
煩
瑣

に
な
る
の
で
詳
述
し
な
い
が
、
筆
者
ら
は
、
惜
し
ま
れ
つ
つ
廃
刊
と

な
っ
た
中
国
文
学
文
芸
誌
『
火
鍋
子
』
に
二
〇
〇
八
年
よ
り
毎
号
、

チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
邦
訳
を
掲
載
し
て
き
た
他
、
チ
ベ
ッ
ト
の
現
代
映

画
と
文
学
に
つ
い
て
の
雑
誌
『Sernya

』
に
お
い
て
も
チ
ベ
ッ
ト
文

学
の
邦
訳
を
発
表
し
て
い
る
﹇
チ
ベ
ッ
ト
文
学
研
究
会
編 2013 , 

2015
﹈。

〈
７
〉 
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
レ
イ
・
チ
ョ
ウ
が
「
ア
ジ
ア
研
究
」
に

お
け
る
古
典
文
学
と
近
代
文
学
と
の
対
立
と
し
て
中
国
文
学
を
事
例
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に
描
い
た
状
況
と
共
通
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
チ
ョ
ウ
は
ア
メ
リ
カ
の

ア
ジ
ア
研
究
の
文
脈
に
お
い
て
は
「
近
代
文
学
だ
け
を
研
究
し
た
も

の
は
、
一
種
の
文
盲
」
と
み
な
さ
れ
、
ま
た
こ
う
い
っ
た
古
典
重
視

の
土
着
的
エ
リ
ー
ト
主
義
を
信
奉
す
る
欧
米
研
究
者
は
ネ
イ
テ
ィ
ブ

の
学
者
と
同
じ
く
ら
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
多
く
い
る
と
指
摘

す
る
。
つ
ま
り
、「
近
代
ア
ジ
ア
文
学
は
、
専
門
家
以
外
に
は
知
ら

れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
ア
ジ
ア
文
化
の
専
門
家
に
さ
え
軽
視
さ
れ

て
い
る
」
の
だ
﹇
チ
ョ
ウ 1998 : 202 ‒204

﹈。

〈
８
〉 

ソ
ナ
ム
の
主
張
は
索
朗
﹇1987

﹈
に
詳
し
い
。
ま
た
同
じ
く
チ

ベ
ッ
ト
人
文
学
研
究
者
で
あ
る
チ
ュ
ー
タ
ク
も
こ
の
ソ
ナ
ム
の
主
張

を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
論
考
を
発
表
す
る
な
ど
﹇chos grags 1989

﹈、
一

九
八
〇
年
代
に
お
い
て
は
チ
ベ
ッ
ト
語
の
重
要
性
を
強
調
す
る
言
説

は
勢
い
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
中
国
の
指
導
的
な
チ
ベ
ッ
ト
学
者
の

沈
衛
栄
は
、
漢
人
た
ち
の
チ
ベ
ッ
ト
人
に
対
す
る
イ
ン
ナ
ー
・
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
批
判
す
る
論
考
の
中
で
、
チ
ベ
ッ
ト
人
の
風
俗
習

慣
を
猟
奇
的
な
も
の
と
し
て
描
い
た
馬
建
の
『
お
前
の
舌
を
出
せ
、

さ
も
な
く
ば
空
々
漠
々
だ
』（
亮
出
你
的
舌
苔
或
空
空
蕩
蕩
）
と
い

う
漢
語
小
説
と
そ
れ
が
チ
ベ
ッ
ト
人
の
間
で
引
き
起
こ
し
た
反
発
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
同
書
は
文
革
終
了
後
の
中
国
に
お
け
る
初
の

発
禁
書
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
一
九
八
七
年
の
事
件
で
あ
る
﹇
沈 

2013

﹈。
こ
の
時
代
の
雰
囲
気
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

〈
９
〉 

そ
う
し
た
チ
ベ
ッ
ト
語
知
識
人
か
ら
の
「
身
内
の
批
判
」
を
受

け
や
す
い
漢
語
作
家
は
昔
な
ら
ば
タ
シ
・
ダ
ワ
、
今
日
で
は
ア
ー
ラ

イ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
見
方
は
か
な
り
硬
直
し
た
二
項
対
立
的
な

も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
ア
ー
ラ
イ
の
『
塵
埃
落
定
』
を
大
政
翼
賛
的

な
文
学
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
海
外
チ
ベ
ッ
ト
人
の
声
に
対
し

て
、
同
作
品
の
精
読
か
ら
実
際
に
は
よ
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
ん
だ
解

釈
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
論
考
にBaranovitch

﹇2010

﹈

が
あ
る
。
こ
と
は
漢
語
チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
留
ま
ら
な
い
。
チ
ベ
ッ
ト

語
文
学
の
創
始
者
で
あ
る
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
で
す
ら
時
と
し
て
こ
う

し
た
身
内
か
ら
の
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
多
い
。
ト
ン
ド
ゥ
プ

ジ
ャ
は
解
放
後
の
新
中
国
の
体
制
内
で
教
育
を
受
け
、
そ
の
枠
内
で

文
学
し
た
作
家
で
あ
り
、
そ
の
作
品
は
現
代
チ
ベ
ッ
ト
を
リ
ア
リ
ズ

ム
で
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、

そ
の
作
品
内
で
チ
ベ
ッ
ト
が
中
国
統
治
下
に
あ
る
こ
と
は
所
与
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
が
、
特
に
イ
ン
ド
な
ど
国
外
の

亡
命
チ
ベ
ッ
ト
知
識
人
た
ち
の
反
発
を
招
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し

た
批
判
の
例
と
し
てPem

a Tsering

﹇1999

﹈
な
ど
。

〈
10
〉 

ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
生
涯
や
そ
の
キ
ャ
リ
ア
の
詳
細
に
つ
い
て

は
既
発
表
の
筆
者
の
論
考
を
参
照
の
こ
と
。

〈
11
〉 

こ
う
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
チ
ベ
ッ
ト
学
者
ス
タ
ン
の

以
下
の
発
言
は
そ
の
意
味
で
興
味
深
い
。「
た
し
か
に
、
そ
れ
は
チ

ベ
ッ
ト
の
学
者
た
ち
を
喜
ば
す
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
チ

ベ
ッ
ト
固
有
の
も
の
を
持
っ
て
お
ら
ず
、
イ
ン
ド
風
文
体
の
学
習
に

す
ぎ
な
い
」﹇
ス
タ
ン 1993 : 334

﹈。

〈
12
〉 

ゲ
ン
ド
ゥ
ン
・
チ
ュ
ン
ペ
ー
の
生
涯
お
よ
び
そ
の
チ
ベ
ッ
ト
現

代
史
上
の
意
義
に
つ
い
て
は
星
・
大
川
﹇2012

﹈
を
参
照
。

〈
13
〉 
ア
チ
ェ
・
ラ
モ
に
つ
い
て
は
三
宅
伸
一
郎
ら
が
詳
し
い
解
説
と

と
も
に
そ
の
劇
本
を
邦
訳
し
て
い
る
﹇
三
宅
・
石
山 2008

﹈。
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〈
14
〉 

と
は
い
え
、
チ
ベ
ッ
ト
現
代
文
学
に
と
っ
て
の
一
九
五
〇
年
代

の
重
要
性
を
無
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
期
の
中
国
は
、
チ

ベ
ッ
ト
に
お
け
る
旧
制
度
の
存
続
を
許
容
し
つ
つ
穏
健
な
改
革
に
よ

る
包
摂
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
伝
統
知
識
人
で

あ
っ
た
学
僧
た
ち
は
共
産
党
と
の
協
力
の
も
と
、
現
代
的
な
観
点
か

ら
チ
ベ
ッ
ト
修
辞
学
や
文
法
学
の
テ
キ
ス
ト
を
作
成
し
て
お
り
、
そ

れ
ら
の
業
績
は
文
革
終
了
後
の
チ
ベ
ッ
ト
文
学
の
隆
盛
に
期
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
﹇H

artley 2002 , 2007 , 2008

﹈。

〈
15
〉 

チ
ベ
ッ
ト
語
に
お
け
る
イ
ン
ド
伝
統
修
辞
学
の
支
配
（
い
わ
ゆ

る
「
ダ
ン
デ
ィ
ン
支
配
」）
に
つ
い
て
は
レ
オ
ナ
ル
ド
・
フ
ァ
ン
デ

ル
カ
イ
プ
の
紹
介
﹇van der K

uijp 1996

﹈
を
、
ま
た
チ
ベ
ッ
ト
語

に
翻
案
さ
れ
た
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
を
題
材
に
し
て
こ
う
し
た
「
ダ

ン
デ
ィ
ン
支
配
」
に
抗
し
よ
う
と
し
た
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
の
試
み
に

つ
い
て
は
ナ
ン
シ
ー
・
リ
ン
の
業
績
﹇Lin 2008
﹈
を
参
照
の
こ
と
。

〈
16
〉 

ま
た
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
は
民
間
歌
謡
や
恋
愛
歌
で
あ
る
山
歌

（la gzhas

）
な
ど
も
チ
ベ
ッ
ト
独
自
の
文
学
の
重
要
な
構
成
要
素
で

あ
り
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
い
る
﹇don grub 

rgyal 1997 b: 350

﹈。

〈
17
〉 

ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
は
『
詩
鏡
』
の
伝
統
を
正
面
切
っ
て
批
判
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
「
み
な
が
『
詩
鏡
』
の
原
則

に
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
、
数
百
年
に
亘
っ
て
チ
ベ
ッ
ト
の
詩

歌
と
道
歌
の
発
展
の
速
度
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
も
の
と
な
り
、
ま
た

質
的
に
も
高
い
水
準
に
い
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」﹇don 

grub rygal 1997 b: 350

﹈
と
い
う
発
言
か
ら
も
、『
詩
鏡
』
を
し
て

チ
ベ
ッ
ト
文
学
に
課
せ
ら
れ
た
桎
梏
と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

〈
18
〉 

問
題
作
「
化
身
」
の
た
め
に
ト
ン
ド
ゥ
プ
ジ
ャ
が
受
け
た
批

判
、
さ
ら
に
は
彼
が
受
け
た
批
判
と
平
民
の
俗
人
で
あ
る
と
い
う
彼

の
出
自
と
が
関
係
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
はK

apstein

﹇2002

﹈
が
論
じ
て
い
る
。

〈
19
〉 

こ
う
し
た
後
続
チ
ベ
ッ
ト
語
作
家
た
ち
の
文
体
の
平
易
さ
に
つ

い
て
は
大
川
﹇2012

﹈
や
海
老
原
・
星
﹇2014

﹈
も
言
及
し
て
い
る
。

〈
20
〉 

漢
語
に
よ
る
、
と
い
う
但
し
書
き
を
つ
け
た
の
は
、
台
湾
文
学

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
に
は
日
本
語
に
よ
る
文
学
な
ど
も
存
在
し
、
チ

ベ
ッ
ト
文
学
同
様
に
言
語
的
多
様
性
を
無
視
で
き
な
い
か
ら
だ
。

〈
21
〉 

事
実
、
チ
ベ
ッ
ト
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
チ
ベ
ッ

ト
に
お
け
る
イ
ン
ド
的
伝
統
の
存
在
を
盾
に
し
て
中
国
と
の
差
異
を

強
調
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
が
頻
繁
に
観
察
さ

れ
る
﹇
大
川 2013

﹈。

〈
22
〉 

興
味
深
い
の
は
、
こ
の
作
家
の
漢
語
作
品
に
お
い
て
言
語
的
な

デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
し
ば
し
ば
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
人
旅
行
者
と
チ
ベ
ッ
ト
の

牧
童
の
交
流
を
描
い
た
「
八
匹
の
羊
」（
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ
ン
﹇2013

﹈

に
所
収
）
も
そ
の
例
だ
が
、
と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
「
黄
昏
の
パ

ル
コ
ル
」﹇
ペ
マ
・
ツ
ェ
テ
ン 2015

﹈
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
チ
ベ
ッ

ト
語
を
解
さ
な
い
漢
人
旅
行
者
と
、
つ
た
な
い
な
が
ら
も
漢
語
を
話

す
チ
ベ
ッ
ト
人
少
年
、
さ
ら
に
は
漢
語
を
解
さ
な
い
チ
ベ
ッ
ト
人
老

女
と
い
う
三
人
の
会
話
の
や
り
と
り
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
唯
一
の

バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
少
年
が
、
ま
さ
に
言
語
的
な
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
逆
手
に
と
っ
て
状
況
を
自
ら
の
思
う
方
向
へ
と
進
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め
て
い
く
様
が
巧
み
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
少
年
の
立

ち
位
置
は
、
漢
語
と
チ
ベ
ッ
ト
語
の
双
方
で
創
作
す
る
と
い
う
新
た

な
ス
タ
ン
ス
を
確
立
し
つ
つ
あ
る
作
者
の
立
ち
位
置
を
も
示
す
も
の

で
あ
り
、
漢
語
で
書
か
れ
て
い
な
が
ら
も
常
に
背
景
に
多
言
語
の
響

き
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
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