
/園、

「
看
却
下
」

ブ

i
タ
ン
王
国
と
い
う
国
を
皆
さ
ん
ご
存
じ

か
と
思
い
ま
す
。
イ
ン
ド
と
チ
ベ
ッ
ト
に
は
さ

ま
れ
た
山
奥
の
小
国
で
す
。
農
業
が
主
要
産
業

で
、
水
力
発
電
に
よ
っ
て
得
た
電
力
を
輸
出
し

て
外
貨
を
稼
い
で
は
い
ま
す
が
、
世
界
的
に
み

て
も
貧
し
い
国
の
一
つ
で
す
。
こ
の
国
は
政
策

と
し
て
「
国
民
総
幸
福

(
G
N
H
)
」
と
い
う

も
の
を
掲
げ
、
経
済
発
展
で
は
な
い
、
近
代
化

で
も
な
い
道
を
選
び
ま
し
た
。
実
際
に
数
年
前

の
国
民
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
九

O
%以
上
の
人
が

「
私
は
幸
せ
だ
」
と
答
え
た
様
で
す
。

し
か
し
そ
の
状
況
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
様
で

す
。
国
が
さ
ら
に
貧
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
訳
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己
自
身
を
知
る

で
は
な
く
、
む
し
ろ
経
済
的
に
は
発
展
し
て
い

ま
す
。
少
し
ず
つ
で
す
が
近
代
化
も
さ
れ
て
い

ま
す
。
け
れ
ど
も
実
は
そ
れ
が
、
ブ

l
タ
ン
の

む
し
ば

人
々
の
幸
福
を
蝕
ん
で
い
っ
た
の
で
す
。
経
済

発
展
に
よ
り
格
差
が
生
れ
、
稼
ぎ
の
少
い
農
業

に
若
者
は
従
事
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
か
と
い

っ
て
仕
事
が
あ
る
訳
で
も
な
く
、
失
業
者
が
大

幅
に
増
え
ま
し
た
。
隣
国
で
あ
る
イ
ン
ド
に
よ

り
近
代
化
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
こ
で
働
い

て
い
る
の
は
イ
ン
ド
か
ら
来
た
労
働
者
ば
か
り

で
入
り
込
む
余
地
が
無
い
の
で
す
。
さ
ら
に
近

代
化
に
よ
り
、
多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
る
様
に

な
っ
た
た
め
に
、
イ
ン
ド
と
プ

l
タ
ン
、
他
の

r'¥ 

国
と
ブ
i
タ
ン
の
生
活
格
差
を
知
る
事
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
こ
と
も
多
く
の
人
々
の
不
満
を
あ

お
っ
て
い
ま
す
。
結
果
、
幸
せ
を
感
じ
る
人
の

割
合
は
下
が
っ
て
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
幸
せ
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
?
そ
れ
は
自

分
自
身
が
「
私
は
幸
せ
だ
」
と
思
う
こ
と
、
感

じ
る
こ
と
に
併
な
り
ま
せ
ん
。
他
人
に
決
め
て

も
ら
う
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
他
者
と
比
べ

て
自
分
は
ど
う
か
?
こ
の
思
い
に
と
ら
わ
れ
れ

ば
欲
望
が
生
れ
、
そ
の
欲
望
は
と
ど
ま
る
事
は

あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
の
欲
望
を
満
た
し
て
得
ら

れ
た
満
足
は
一
時
的
な
も
の
で
、
ま
た
新
た
な

欲
望
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ
れ
で
は

欲
望
の
奴
隷
と
な
っ
た
も
同
然
で
「
幸
せ
」
と

は
程
遠
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

あ
し

「
看
却
下
」
と
い
う
禅
語
が
あ
り
ま
す
。
脚

も

と

み

下
を
看
よ
|

|
つ
ま
り
自
分
自
身
を
み
つ
め
直

せ
と
い
う
言
葉
で
す
。
情
報
の
あ
ふ
れ
る
今
の

日
本
で
は
実
は
難
し
い
事
な
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
た
ま
に
は
静
か
な
環
境
に
身
を
置
い
て
、

自
ら
に
「
幸
せ
か
?
」
と
問
い
か
け
て
み
て
は

い

か

が

で

し

ょ

う

。

小

住

(
一
峰

義
紹
)
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読
ん
で
み
る
そ
の
七

合
併
・
述
内
A
wf0・
世帯
内
L
WLn-導
内・
49ι
戸、
述
内・
6
hn・

夫
れ
摩
詞
街
(
ま
ん
え
ん
)
の
禅
定
は

称
歎
(
し
よ
う
た
ん
)
す
る
に
余
り
あ
り

布
施
や
持
戒
の
諸
波
羅
蜜
(
し
ょ
は
ら
み
つ
)

念
仏

・
機
悔

・
修
行
等

其
品
多
き
諸
善
行

み
な
こ
の
中
に
帰
す
る
な
り

(
白
隠
禅
師
坐
禅
和
讃
よ
り
抜
粋
)

※
摩
詞
紡
〈ま
か
え
ん
)

言
語
の
マ
ハ

l
ヤ
ナ
を
漢
訳
し
た
言
葉
で
す
。

こ
こ
で
は
大
乗
仏
教
を
さ
し
て
い
ま
す
。
大
乗

は
大
き
な
乗
り
物
と
い
う
意
味
で
、
広
く
一
般

の
民
衆
を
も
仏
教
で
救
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方

で
す
。
白
隠
禅
師
も
ま
た
、
坐
禅
に
よ
っ
て
出

家
者
の
み
な
ら
ず
、
在
家
の
皆
様
も
救
わ
れ
る

と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。

av意
訳

「
大
乗
仏
教
の
心
を
落
ち
着
か
せ
る
坐
禅
に
よ
る

禅
定
こ
そ
が
何
物
に
も
変
え
難
い
最
上
の
も
の

で
あ
る
。
様
々
な
善
行
修
行
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら

も
禅
定
が
あ
れ
ば
こ
そ
の
も
の
な
の
だ
」

仏
教
に
は
悟
り
に
到
達
す
る
た
め
の
様
々
な

仏
行
が
あ
り
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
お
彼
岸
を
迎
え

ま
し
た
。
お
彼
岸
は
お
墓
参
り
に
行
き
、
ご
先

祖
様
に
ご
挨
拶
を
す
る
と
い
う
習
慣
が
一
般
的

で
す
が
、
本
来
は
お
中
日
に
先
祖
供
養
の
法
要

を
行
い
、
残
り
の
六
日
間
で
六
つ
の
修
行
徳
目

(
布
施

・
持
戒
・
精
進

・
忍
辱

・
禅
定

・
智
慧
)

を
修
め
て
悟
り
に
達
し
よ
う
と
い
う
仏
教
週
間

で
す
。
そ
の
六
つ
の
徳
目
の
一
つ
に
も
禅
定
と

い
う
こ
と
ば
が
入
っ
て
い
ま
す
。

禅
定

(ぜ
ん
じ
よ
う
)
と
は
っ

禅
定
の
基
本
は
坐
禅
に
よ
る
精
神
集
中
に
な

り
ま
す
。
我
々
の
目
の
前
に
は
日
頃
か
ら
常
に

た
く
さ
ん
の
情
報
が
飛
び
交
っ
て
い
ま
す
。
心

の
中
は
都
会
の
雑
踏
の
よ
う
な
状
態
で
す
か
ら
、

注
意
が
色
々
な
所
に
向
い
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

う
し
た
雑
多
な
情
報
を
す
べ
て
遮
断
し
て
一
つ

の
対
象
に
集
中
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
精

神
集
中
と
い
う
と
大
袈
裟
に
聞
こ
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
皆
様
も
日
頃
か
ら
、
自
動
車
や

自
転
車
の
運
転
、
お
料
理
や
お
勉
強
、
読
書
な

ど
、
自
分
の
精
神
を
集
中
さ
せ
て
い
る
は
ず
で

す
。
そ
の
集
中
し
た
精
神
作
用
を
禅
定
と
い
う

の
で
す
。

日
常
の
生
活
行
為
や
科
学
技
術
の
研
究

・
発

展
、
ス
ポ
ー
ツ
や
芸
術
な
ど
の
文
化
活
動
に
到

る
ま
で
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
い
は
、
そ
う
し

た
集
中
し
た
精
神
作
用
、
禅
定
か
ら
も
た
ら
さ

れ
て
い
る
も
の
だ
と
言
え
る
こ
と
が
で
き
る
で

T
レ
ト
4

F

P

円
ノ
。
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白
隠
禅
師
は
坐
禅
に
よ
っ
て
出
家
在
家
に
か

か
わ
ら
ず
、
誰
し
も
が
禅
定
の
力
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
と
信
じ
て
お
り
ま
し
た
。

坐
禅
は
姿
勢
を
正
し
て
坐
り
、
丹
田
(
下
腹
)

か
ら
の
深
い
呼
吸
を
繰
り
返
し
て
行
う
も
の
で

す
。
た
だ
た
だ
、
自
分
の
呼
吸
の
み
に
没
頭
し

て
い
く
の
で
す
。
自
分
の
呼
吸
に
没
頭
し
て
い

く
と
、
仕
事
や
家
庭
で
の
し
が
ら
み
を
離
れ
た
、

本
当
の
自
分
に
出
会
え
ま
す
。
坐
禅
の
素
晴
ら

し
い
世
界
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
有
難
い

で
す
。

副
住
職

高
井
和
正
)

宗
禅
寺



禅
と
共
に
歩
ん
だ
先
人

松

尾

芭

蕉

N

臨
済
禅
と
接
し
、
そ
の
精
神
性
や
美
意
識
に

感
化
さ
れ
る
事
に
よ
り
、
自
分
自
身
を
高
め
、

偉
大
な
功
績
を
残
し
た
先
人
達
を
紹
介
す
る
と

い
う
趣
旨
で
進
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
の
項
で

す
が
、
前
回
に
引
き
続
き
江
戸
時
代
前
期
に
生

き
、
日
本
の
俳
詰
(
俳
句
)
を
芸
術
的
域
に
ま

で
高
め
大
成
さ
せ
た
「
俳
聖
」
と
も
呼
ば
れ
る

「
松
尾
芭
蕉
」
に
つ
い
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

蕉

風

続

き

松
永
貞
徳
を
祖
と
す
る
「
貞
門
派
」
に
お
い

の
ち

て
俳
階
の
道
に
入
り
、
江
戸
に
下
っ
て
後
は
西

ひ
き

山
宗
因
率
い
る
「
談
林
派
」
の
影
響
を
強
く
受

ま
い
し
ん

け
て
そ
の
道
を
遁
進
し
て
い
た
芭
蕉
で
し
た
が

表
現
の
壁
に
つ
き
あ
た
り
、
そ
れ
迄
の
も
の
と

は
違
う
独
自
の
表
現
を
模
索
し
て
い
た
と
こ
ろ

く
ん
と
う

仏
項
禅
師
に
出
会
い
、
そ
の
薫
陶
を
受
け
る
事

に
よ
り
、
新
た
な
俳
階
へ
の
道
が
み
え
て
き
た

と
こ
ろ
ま
で
が
前
回
の
お
話
で
し
た
。
「
俳
階

弘
u

つ

は
気
先
を
以
て
無
分
別
に
作
る
べ
し
」
と
、
弟

子
達
と
丁
々
発
止
の
句
会
を
行
い
始
め
た
の
も
、

「
活
溌
溌
地
(
か
っ
ぱ
つ
は
っ
ち
)
」
と
い
う

言
葉
に
代
表
さ
れ
る
臨
済
禅
の
重
ん
じ
る
瞬
発

力
を
俳
階
に
生
か
そ
う
と
考
え
た
か
ら
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
ま
た
芭
蕉
は
禅
師
に
会
う
前
か
ら

古
代
中
国
の
思
想
家
路
引
の
書
「
荘
子
」
に
健

倒
し
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
理
解
は
滑
稽
ポ
と

と
ら
え
て
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

の
ち

禅
の
薫
陶
を
受
け
て
後
は
「
荘
子
」
の
持
つ
世

界
へ
の
理
解
が
深
ま
り
、
そ
れ
も
ま
た
芭
蕉
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
す
。
老
子

・
荘
子

に
代
表
さ
れ
る
「
老
荘
思
想
」
の
世
界
観
は
中

国
で
生
れ
た
禅
宗
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
(
背
骨
)

と
も
い
え
る
も
の
で
す
の
で
当
然
と
も
い
え
る

で
し
ょ
う
。
ち
な
み
に
仏
項
禅
師
は
四
十
一
才

ほ
う
ろ
う
あ
ん
ぎ
や

に
し
て
弟
子
に
寺
を
譲
り
放
浪
行
脚
の
旅
に
出

ま
し
た
。
こ
の
生
き
様
も
ま
た
、
芭
蕉
に
影
響

を
与
え
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

す
ま
い

住
と
し
て
い
た
芭
蕉
庵
が
消
失
し
て
し
ま
い

ま
た
禅
師
の
薫
陶
や
「
荘
子
」
の
影
響
で
「
無

常
観
」
と
い
っ
た
も
の
を
強
く
感
じ
る
様
に
な

ひ
ん
ぱ
ん

っ
た
芭
蕉
は
頻
繁
に
旅
に
出
る
様
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
旅
先
で
見
た
事
、
聞
い
た
事
、
体

ト
ホ

験
し
た
事
、
さ
ら
に
そ
こ
で
詠
ん
だ
俳
句
を
紀

行
文
と
し
て
多
く
残
し
ま
し
た
。
一
番
有
名
な

の
は
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
で
す
が
、
最
初
の
記

行
文
は
「
野
ざ
ら
し
紀
行
」
と
な
り
ま
す
。
こ

れ
は
芭
蕉
が
仏
頂
禅
師
と
同
じ
四
十
一
才
の
時

に
行
っ
た
旅
を
-
記
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
旅

に
お
い
て
芭
蕉
の
俳
諸
に
一
つ
の
答
え
と
い
え

る
も
の
が
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
「
蕉
風
(
も
し

く
は
正
風
俳
譜
)
」
と
呼
ば
れ
る
事
に
な
る
芭
蕉

り
ゅ
・
っ
せ
い

独
自
の
ス
タ
イ
ル
は
そ
れ
ま
で
隆
盛
を
誇
っ
て

き
た
談
林
派
に
か
わ
っ
て
俳
詣
の
主
流
と
な
り
、

ま
た
そ
れ
ま
で
、
低
く
み
ら
れ
て
い
た
俳
請
の

地
位
を
上
げ
、
芸
術
性
の
高
さ
を
認
め
ら
れ
る

に
至
り
ま
し
た
。
以
下
次
号
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馬道野
にのざ
寝ベら
て の し
残手木むを
夢5撞み心
月は iこ
遠馬風
しにの
茶食くし
のはむ
煙2れ身

りけか
り な

「
野
ざ
ら
し
紀
行
」

よ



昨
祥
寺
一律
認
候

-

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
、
と
は
良
く
言
っ

た
も
の
で
、
こ
の
時
期
に
な
る
と
寒
さ
も
ひ
と

段
落
し
、
ほ
っ
と
し
ま
す
。
し
か
し
年
度
が
変

わ
る
時
期
で
も
あ
り
、
生
活
環
境
が
大
き
く
変

化
す
る
方
も
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
た
花
粉

症
の
方
に
と
っ
て
は
一
年
中
で
一
番
憂
欝
な
時

期
の
筈
で
す
。
春
は
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も

大
き
く
負
担
の
か
か
る
季
節
、
ど
う
か
皆
様
の

心
身
が
健
や
か
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

。

一
万
五
千
人
以
上
の
方
が
亡
く
な
り
、
福
島

第
一
原
発
事
故
の
起
き
た
あ
の
東
日
本
大
震
災

か
ら
丸
六
年
と
な
り
、
犠
牲
に
な
ら
れ
た
方
は

七
回
忌
を
迎
え
ま
し
た
。
未
だ
に
七
万
人
以
上

が
仮
設
住
宅
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
お

り
、
行
方
不
明
の
方
が
二
千
人
以
上
も
お
ら
れ

る
そ
う
で
す
。
あ
の
時
か
ら
時
間
が
止
ま
っ
た

ま
ま
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し
ょ

う
。
あ
ら
た
め
て
亡

K
な
ら
れ
た
方
々
の
御
冥

福
を
お
祈
り
し
、
被
災
さ
れ
た
皆
様
に
心
か
ら

お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

-
ア
メ
リ
カ
で
は
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
動
き
出
し

ま
し
た
。
あ
の
方
の
言
動
を
見
て
い
る
と
こ
の

先
、
カ
ッ
と
な
っ
て
い
き
な
り
核
の
ス
イ
ッ
チ

に
手
を
伸
ば
す
こ
と
さ
え
あ
り
得
る
気
が
し
ま

す
。
自
然
災
害
も
怖
い
で
す
が
、
こ
れ
は
誰
に

も
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
指

導
者
が
誤
っ
た
判
断
で
起
こ
す
人
災
や
混
乱
は

有
っ
て
欲
し
く
な
い
も
の
で
す
。
任
期
の
四
年

が
無
事
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
。

-
今
年
の

N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ
『
お
ん
な
城

主
直
虎
』
は
、
戦
国
時
代
、
井
伊
家
の
断
絶

を
救
っ
た
女
性
武
将
、
井
伊
直
虎
の
生
涯
を
描

い
て
い
ま
す
。
(
女
性
で
は
無
か
っ
た
と
い
う
説

も
あ
る
そ
う
で
す
が
。
)

-
昨
年
の
『
真
田
丸
』
が
傑
作
で
し
た
の
で
視

聴
率
で
は
や
や
苦
戦
し
て
い
る
そ
う
で
す
が
、

劇
中
に
登
場
す
る
寺
は
皆
、
我
が
臨
済
宗
の
寺

院
で
す
の
で
、
是
非
ご
覧
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す。
A
V
訳
あ
っ
て
尼
僧
と
な
っ
た
主
人
公
の
い
る
寺

り
ょ
う
た
ん
じ

は
龍
揮
寺
、
井
伊
家
の
菩
提
寺
で
、
妙
心
寺
派

で
す
。
劇
中
、
禅
問
答
を
使
っ
た
セ
リ
フ
も
度
々

出
て
き
ま
す
。
今
川
家
の
人
質
と
な
っ
て
い
る

徳
川
家
康
の
い
る
寺
は
臨
済
寺
、
今
で
も
雲
水

が
修
行
を
し
て
い
る
道
場
が
あ
り
ま
す
。

-
井
伊
家
、
今
川
家
に
限
ら
ず
、
戦
国
時
代
の

有
力
な
武
将
の
ブ
レ
ー
ン
は
、
殆
ど
臨
済
宗
の

僧
が
務
め
て
い
ま
す
。
当
時
の
寺
は
、
現
代
で

言
う
と
士
宮
学
校
や
ビ
ジ
ネ
ス
学
校
の
よ
う
な

役
割
も
持
っ
て
い
ま
し
た
。
仏
教
書
だ
け
で
な

く
、
『
論
語
』
や
『
孟
子
』
を
含
む
『
四
書
五
経
』

と
い
わ
れ
る
儒
学
や
、
有
名
な
『
孫
子
』
を
含

む
『
武
経
七
書
』
と
い
っ
た
兵
法
書
ま
で
読
ま
れ

て
い
た
の
で
す
。

-
当
時
日
本
で
一
番
の
エ
リ
ー
ト
が
臨
済
宗
の

僧
で
し
た
。
各
地
で
武
将
を
精
神
的
に
支
え
、

ま
た
領
国
の
経
営
や
政
治
、
戦
術
の
師
で
も
あ

っ
た
の
で
す
。

A

マ
臨
済
宗
が
日
本
と
い
う
国
の
在
り
様
に
こ
れ

ま
で
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
事
を
誇
り
に
思
う

と
同
時
に
、
今
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
精
進

せ
ね
ば
と
思
う
次
第
で
す
。

(
禅
林
恭
山
)
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