
「
空
輸
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
古
く
か
ら
様
々
な
意
見
が
提
出
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
理
解
は
大
き
く
二
つ
に
分
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
第
一
は
、
能
勢
朝
次
氏
が
唱
え
た
説
で
あ
り
、
『
至
道
要
抄
』
の
「
閑
曲
」
に
つ
い
て
の
、

【
附
記
】
本
稿
如

上
篇
目
次

金
春
騨
竹
の
能
樂
論
に
見
る
緯
の
影
響

’
六
輪
一
露
説
を
中
心
に
Ｉ
（
下
）

二
、
世
阿
彌
の
藝
論
と
六
輪
一
露
説
（
承
前
）

ｃ
・
「
空
輸
」
と
「
向
去
却
來
」

本
稿
は
、
本
誌
前
號
に
掲
載
し
た
上
篤
に
網
く
も
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
上
篇
の
目
次
を
附
し
て
お
く
。

は
じ
め
に

｜
、
六
輪
一
露
説
の
原
初
形
態

ａ
・
慰
竹
に
お
け
る
六
輪
一
露
説
の
位
置

ｂ
，
六
輪
一
露
説
「
原
案
」
の
解
鐸
に
鯛
す
る
問
題

ｃ
，
六
輪
一
露
説
「
原
案
」
の
復
元

二
、
世
阿
彌
の
藝
論
と
六
輪
一
露
説

ａ
，
六
輪
一
露
説
の
成
立
事
情

ｂ
・
「
上
三
輪
」
と
「
像
輪
」
「
破
輪
」

伊
吹
敦

１



「
上
三
花
に
の
ぼ
り
つ
め
た
名
人
が
わ
ざ
と
下
三
位
の
「
強
き
」
藝
に
遊
ぶ
の
も
、
た
し
か
に
「
も
ど
る
」
の
ひ
と
つ
で
、
そ
れ
が

「
た
け
」
の
本
義
な
の
で
あ
ろ
う
。
拉
鬼
躰
曲
味
は
、
そ
の
意
味
で
、
闘
曲
で
あ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
よ
ち
よ
ち
歩
き
の
幼

兒
に
醤
え
ら
れ
る
よ
う
な
蕊
も
、
ま
た
、
却
來
し
て
ゆ
く
境
地
の
ひ
と
つ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」

と
言
い
、
こ
れ
が
世
阿
彌
の
「
却
來
花
」
で
あ
り
、
六
輪
一
露
説
の
「
空
輸
」
も
こ
れ
に
富
た
る
と
し
て
、

「
同
じ
圓
相
を
ふ
た
つ
設
け
た
の
は
、
も
と
に
「
も
ど
る
」
す
な
わ
ち
却
來
と
い
う
筋
あ
い
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
共
に
、
何
も
「
わ

と
い
う
文
章
を
引
い
て
、

「
此
位
、
雅
び
、
靜
か
に
、
た
け
た
る
性
位
也
。
是
ぞ
ま
こ
と
に
う
る
は
し
き
所
な
ら
ん
。
た
と
へ
ば
、
吉
野
・
大
原
・
小
謹
の
名
木

の
、
年
経
て
、
少
な
き
枝
の
苔
に
花
の
所
々
に
咲
き
た
る
に
、
雨
の
そ
ぼ
降
り
た
る
を
見
る
ご
と
く
な
る
べ
し
。
静
か
に
、
う
る
は

（
他
）

し
く
て
、
し
か
も
こ
び
た
け
た
る
位
、
尤
無
上
至
極
の
位
也
。
」

と
い
う
記
述
を
、
「
六
輪
一
露
之
記
注
』
の
「
空
輸
」
の
説
明
、

（
郷
）

「
至
々
テ
、
歌
舞
枯
レ
霊
キ
テ
、
老
木
二
花
ノ
残
レ
ル
鵲
。
少
ナ
ク
、
無
風
ニ
ナ
リ
テ
、
モ
ト
ノ
壽
輪
二
歸
ル
。
」

と
結
び
付
け
て
、
「
空
輸
」
を
「
今
ま
で
の
華
や
か
な
歌
舞
の
美
は
枯
れ
誌
き
て
、
冷
え
寂
び
た
枯
淡
そ
の
も
の
と
い
う
よ
う
な
藝
境
へ
の

（
綱
）

復
歸
」
と
解
し
、
世
阿
彌
が
秘
傳
中
の
秘
傳
と
し
た
「
却
來
花
」
も
こ
れ
に
誉
国
た
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

こ
の
説
は
、
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
小
西
甚
一
氏
に
承
け
繼
が
れ
て
い
る
が
、
更
に
小
西
氏
は
、
『
五
音
三
曲
集
』
で
第
五
の
「
闘
曲
」
を
「
拉

鬼
艦
曲
味
」
と
「
若
聲
鵠
曲
味
」
の
二
つ
に
分
け
て
い
る
内
の
後
者
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
、

２

「
閾
け
た
る
わ
ざ
は
、
功
成
名
遂
げ
て
、
年
來
の
位
な
る
ゅ
へ
Ｅ
年
寄
の
物
な
れ
ば
、
老
聲
は
も
と
よ
り
の
事
に
て
、
な
す
に
及
ば
－

ず
。
若
聲
を
老
後
に
學
蘂
向
去
却
來
の
閾
曲
也
。
古
歌
云
、

（
編
）

鷲
よ
な
ど
さ
は
鳴
く
ぞ
乳
や
ほ
し
き
小
鍋
や
ほ
し
き
母
や
繩
』
し
き
」



ざ
」
の
無
い
境
地
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
」

と
言
う
。
そ
し
て
更
に
、
『
花
鏡
』
「
奥
段
」
の
、

。
、
老
後
の
初
心
を
忘
る
べ
か
ら
ず
と
は
、
命
に
は
終
り
あ
り
、
能
に
は
果
て
あ
る
べ
か
ら
ず
。
そ
の
時
分
時
分
の
一
膿
一
艦
を
習

ひ
わ
た
り
て
、
又
老
後
の
風
鵠
に
似
合
事
を
習
は
、
老
後
の
初
心
也
。
老
後
初
心
な
れ
ば
、
前
能
を
後
心
と
す
。
五
十
有
餘
よ
り
は
、

（
怖
）

「
せ
ぬ
な
ら
で
は
手
立
な
し
」
と
一
左
り
。
せ
ぬ
な
ら
で
は
手
立
な
き
ほ
ど
の
大
事
を
老
後
に
せ
ん
こ
と
、
初
心
に
て
は
な
し
や
。
」

（
府
）

な
ど
の
記
述
を
参
照
し
て
、
「
却
來
花
」
は
、
こ
う
し
た
「
老
後
の
初
心
」
の
思
想
が
展
開
し
た
も
の
だ
と
説
い
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
解
鐸
は
、
要
す
る
に
「
老
境
に
至
っ
て
初
め
て
行
い
う
る
、
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
藝
」
と
解
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し

た
解
鐸
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
の
は
、
恐
ら
く
、
六
輪
一
露
説
の
全
賎
を
「
能
樂
の
生
成
論
」
と
し
て
捉
え
る
立
場
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
州
）

生
成
論
的
に
理
解
す
れ
ば
、
「
雰
輪
」
は
い
ま
だ
具
髄
的
な
歌
舞
が
現
れ
る
以
前
の
「
舞
歌
の
本
性
本
艦
」
と
い
う
｝
」
と
に
な
る
が
、
だ
と

す
れ
ば
、
輝
竹
の
「
私
詞
」
に
「
又
本
ノ
壽
輪
二
歸
す
」
と
さ
れ
る
「
空
輸
」
も
、
華
や
か
な
歌
舞
性
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
よ
う
な
も

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
從
來
の
説
に
對
し
て
、
全
く
異
な
る
第
二
の
説
を
唱
え
た
の
が
伊
藤
正
義
氏
で
あ
る
。
伊
藤
氏
は
六
輪
一
露
説
を
生
成
論
的
に

捉
え
る
見
方
を
否
定
し
、
新
た
な
「
上
三
輪
」
観
を
唱
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
必
然
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
氏
は
「
壽
輪
」

を
「
無
心
の
感
」
、
即
ち
「
蕊
を
藝
と
し
て
意
識
す
る
以
前
の
、
ま
た
は
意
識
し
え
な
い
段
階
」
、
或
い
は
「
絶
對
無
我
晄
惚
の
境
」
と
理

解
す
る
た
め
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
「
空
輸
」
も
、
次
の
よ
う
に
そ
れ
と
同
様
に
解
鐸
す
る
の
で
あ
る
。

「
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
に
「
サ
ト
リ
サ
ト
リ
テ
ハ
未
悟
ニ
オ
ナ
ジ
。
イ
タ
リ
イ
タ
リ
テ
モ
ト
ノ
壽
輪
二
歸
ス
ル
姿
、
マ
コ
ト
ー
ー
、
功

成
り
名
遂
ゲ
タ
ル
位
」
と
い
う
空
輸
は
、
世
阿
彌
が
『
花
鏡
』
の
「
上
手
之
知
感
事
」
に
「
又
、
面
白
き
位
よ
り
上
に
、
心
に
も
覺

え
ず
、
あ
つ
と
云
ふ
重
あ
る
べ
し
。
是
は
感
な
り
。
こ
れ
は
心
に
も
覺
え
ね
ば
、
面
白
し
と
だ
に
恩
は
ぬ
感
な
り
」
と
い
い
、
名
人

３



の
位
の
上
に
あ
っ
て
「
無
心
の
感
」
を
持
つ
、
「
天
下
の
名
望
を
得
る
位
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
面
白
し
と
だ
に
思
わ
ぬ
無
心
の
感

（
帆
）

を
あ
ら
わ
す
空
輸
で
あ
る
か
ら
、
一
一
一
一
口
語
道
噺
、
心
行
所
滅
に
し
て
「
毒
輪
二
歸
ス
」
の
で
あ
る
。
」

先
に
見
た
よ
う
に
、
私
は
伊
藤
氏
と
根
擦
は
異
な
る
も
の
の
、
同
じ
く
「
壽
輪
」
を
「
無
心
の
感
」
「
妙
花
」
と
解
す
る
の
で
、
基
本
的

に
は
伊
藤
氏
の
説
は
正
し
い
と
考
え
る
が
、
か
と
い
っ
て
、
能
勢
氏
や
小
西
氏
の
説
が
全
く
的
を
失
し
た
も
の
だ
と
も
思
え
な
い
の
で
あ

（
加
）

る
。
と
い
う
の
は
、
前
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
輝
竹
は
「
私
詞
」
で
「
空
輸
」
を
、

「
無
主
無
色
之
位
、
向
去
却
來
シ
テ
、
又
本
ノ
壽
輪
一
一
歸
ス
。
」

と
説
明
し
て
い
る
が
、
「
空
輸
」
の
意
味
が
「
無
心
の
感
」
の
み
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
「
向
去
却
來
」
と
い
う
言
葉
を
「
空
輪
」
に
對

し
て
用
い
る
こ
と
が
非
常
に
不
可
解
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
向
去
却
來
」
は
、
元
來
「
究
寛
の
悟
り
に
到
達
し
た
者
が
人
々
を
導
く
た
め
に
假
り
に
凡
愚
の
姿
を
現
わ
す
」
と
い
う
意
味
の
蝉
語
で
一
４

あ
る
が
、
世
阿
彌
が
こ
の
一
一
一
一
□
葉
を
「
闘
位
」
（
翻
竹
の
「
破
輪
」
に
富
た
る
）
に
お
い
て
、
「
非
風
」
、
即
ち
非
幽
玄
な
藝
を
行
う
こ
と
を
指
す
一

（
別
）

の
に
用
い
て
か
ら
、
能
樂
論
に
お
け
る
重
要
な
用
語
と
な
っ
た
。
世
阿
彌
の
用
法
は
、
一
目
同
位
の
者
が
強
い
て
低
位
の
蕊
を
行
な
う
と
い
う

黙
で
、
「
向
去
却
來
」
の
原
意
を
生
か
し
た
も
の
と
言
え
る
が
、
輝
竹
の
「
空
輸
」
が
果
し
て
「
無
心
の
感
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
絶
對
的
な
境
地
へ
の
到
達
を
こ
の
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
極
め
て
不
適
切
な
用
法
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
、
「
空
輸
」
に
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
塾
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
、
幽
玄
を
超
越
し
た
「
非

幽
玄
の
美
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
「
向
去
却
來
」
と
表
現
し
う
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

或
い
は
「
私
詞
」
に
お
い
て
は
、
こ
の
言
葉
を
軍
に
「
元
に
戻
る
」
と
い
う
意
味
で
使
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

少
な
く
と
も
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
の
段
階
で
は
、

「
悟
り
悟
リ
テ
ハ
未
悟
一
一
同
ジ
。
至
り
至
リ
テ
、
モ
ト
ノ
雰
輪
二
歸
ス
ル
姿
、
マ
コ
ト
ニ
功
成
り
名
遂
ゲ
タ
ル
位
、
老
木
ニ
テ
花
ヲ
残



と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
空
輸
」
に
は
、
「
像
輪
」
な
ど
と
は
異
な
り
、
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
蕊
」
と
い
う
藝
風
的
な

要
素
の
ほ
か
に
「
無
心
の
感
」
と
い
う
、
能
樂
に
お
け
る
最
高
の
成
就
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
に
、
元
來
、
レ
ヴ
ェ
ル
を
異
に
す

る
は
ず
の
．
露
」
と
の
關
係
が
暖
昧
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
で
は
、
『
二
花
一
輪
』
な
ど
と
は
異
な
り
、

「
至
々
テ
、
歌
舞
柚
し
霊
キ
テ
、
老
木
二
花
ノ
残
レ
ル
髄
、
少
ナ
ク
、
無
風
ニ
ナ
リ
テ
、
モ
ト
ノ
壽
輪
一
一
歸
ル
。
」
（
前
出
）

な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
明
ら
か
に
、
こ
の
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
藝
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ

う
し
た
意
味
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
六
輪
一
露
之
記
注
』
に
は
、
『
拾
玉
得
花
』
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
「
悟
り
悟
リ
テ
ハ
未
悟
一
一
同
ジ
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
の
言
葉
は
「
向
去
却
來
」
と
は
異
な
り
、
ど
う
し
て
も
高
位
に
あ
る
も
の
が
假
り
に
下
位
の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
意
味
が
つ
い

て
回
る
一
一
一
一
亘
葉
で
あ
る
か
ら
、
軍
に
「
元
に
戻
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
が
「
空
輸
」
に
對

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
藝
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
閥
聯
す
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
私
詞
」
の
「
向
去
却
來
」
に
既
に
そ
う
し
た
意
味
が
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ

し
か
る
に
、
後
の
『
二
花
一
輪
』
や
『
幽
玄
三
論
』
な
ど
に
お
い
て
は
、
「
空
輸
」
を
「
像
輪
」
や
「
破
輪
」
か
ら
分
離
し
て
、
「
一
露
」

と
同
等
に
扱
お
う
と
す
る
立
場
が
現
れ
て
く
る
。
例
え
ば
、
「
二
花
一
輪
』
で
は
、

「
性
花
ハ
、
上
三
輪
。
用
花
ハ
、
像
・
破
、
二
輪
。
空
・
露
二
位
ハ
、
日
月
精
神
、
佛
果
圓
滿
之
覺
位
、
サ
ラ
ー
ー
イ
ヵ
ン
ト
シ
ナ
キ
所

の
で
あ
る
。
吾

と
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、

歎耐
Ｏ￣

￣

ス鹿
｡￣

Ｌ＿

ス
種
因
ナ
リ
。
物
ミ
ナ
柚
し
壷
キ
テ
、
カ
ス
カ
ニ
幼
ナ
ク
、
｜
音
・
一
舞
、
最
初
萌
ス
所
一
一
歸
ル
。
ス
ナ
ワ
チ
、
モ
ト
ノ
圓
相
ヲ
成

５



し
か
し
、
假
り
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
空
輸
」
を
「
一
露
」
と
結
び
付
け
る
思
考
が
、
『
二
花
一
輪
』
や
『
幽
玄
三
輪
』
以
降
、

全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
「
空
輸
」
に
お
い
て
「
無
心
の
感
」
と
し
て
の
意
義
が
重
き
を
成
し
た
の
は
比
較
的
早
い
時
期

に
限
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
遡
ら
せ
て
考
え
る
と
、
六
輪
一
露
説
の
構
想
期
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、

「
空
輸
」
の
意
味
と
し
て
は
「
無
心
の
感
」
と
い
う
意
味
合
い
が
非
常
に
強
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
來
、
「
空
輸
」
が
「
無
心
の
感
」
を
意
味
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
對
し
て
用
い
ら
れ
た
「
向
去
却
來
」
と
い
う
言
葉
も
、
世
阿
彌
と

（
流
）

は
異
な
り
、
軍
に
「
｜
工
に
戻
る
」
、
即
ち
「
廻
歸
」
と
い
う
意
味
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
空
輸
」
が
「
壽

輪
」
へ
の
廻
歸
だ
と
い
う
時
、
そ
こ
に
は
「
壽
輪
」
を
本
源
と
す
る
本
膿
論
的
な
勢
想
が
前
提
と
し
て
あ
っ
た
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
は
如
來
蔵
縁
起
説
に
基
づ
い
て
六
輪
一
露
説
を
解
鐸
し
た
能
勢
氏
や
小
西
氏
ら
が
言
わ
れ
る
ほ
ど
に
は
顕
著
な
も
の
で

（
刑
）

「
一
露
ハ
、
此
六
輪
『
プ
ッ
ナ
グ
精
心
ナ
リ
。
」

と
「
一
露
」
が
「
六
輪
」
か
ら
超
越
的
な
地
位
を
輿
え
ら
れ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
、
こ
の
こ
と
も
、
こ
の
書
に
お
い
て
「
空
輸
」
に
「
冷

え
寂
び
た
枯
淡
な
蕊
」
と
い
う
意
味
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
閥
聯
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
蝉
竹
の
「
私
詞
」
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
「
空
輸
」
に
は
、
富
初
か
ら
「
艇
心
の
感
」
と
い
う

意
味
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
蕊
」
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
た
と
見
る
く
き
ょ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
思
想

は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
世
阿
彌
に
起
源
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
も
十
分
に
あ
り
う
る
は
ず
な
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
輝
竹
は
世
阿
彌
の
傳
書
を
研
究
す
る
過
程
で
、
「
無
心
の
感
」
と
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
藝
」
と
い
う
二
つ
の
思
想
に
着

目
し
、
そ
れ
を
六
輪
一
露
説
を
構
想
す
る
に
富
っ
て
、
「
空
輸
」
と
い
う
一
つ
の
概
念
に
纏
め
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

は
元
來
、
相
互
に
系
統
を
異
に
す
る
思
想
で
あ
っ
た
た
め
、
結
果
と
し
て
「
空
輸
」
自
篭
に
意
味
の
二
重
性
を
生
じ
、
暖
昧
さ
を
残
す
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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（
錨
）

は
な
い
。
「
壽
輪
」
を
初
め
と
す
る
「
上
一
二
輪
」
は
、
後
に
「
性
花
」
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
能
樂
が
そ
こ
か
ら
現
れ
出
づ
る
「
歌
舞

の
本
膿
」
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
基
本
は
、
爲
手
が
至
る
べ
き
境
地
で
あ
り
、
爲
手
が
目
指
す
べ
き
「
目
標
」
、
賞
現
す
べ
き

「
理
想
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
へ
迺
歸
す
る
と
は
、
要
す
る
に
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
發
想
は
、
賞
は
既
に
世
阿
彌
に
も
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
『
花
鏡
』
の
、

「
抑
、
舞
歌
と
者
、
根
本
、
如
來
蔵
よ
り
出
來
せ
り
、
と
云
歸
凸

と
い
う
一
一
一
一
口
葉
は
、
能
樂
を
「
如
來
蔵
」
と
い
う
本
艦
か
ら
生
成
す
る
も
の
と
見
倣
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
全
く
の
本
寵
論
で

あ
る
と
言
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
究
極
の
境
地
（
果
位
）
に
至
っ
た
時
に
は
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
習
道
上
の
實
感
の
素

直
な
表
出
と
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
富
初
（
因
位
）
か
ら
歌
舞
の
本
鵠
が
如
來
蔵
で
あ
る
と
認
め
た
上
で
の
論
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ

れ
は
例
え
ば
、
『
拾
玉
得
花
』
に
お
い
て
、

「
萬
曲
の
面
白
さ
は
、
序
破
急
成
就
の
故
と
知
く
し
。
若
面
白
く
な
く
ば
、
序
破
急
不
成
就
と
知
る
べ
き
な
り
。
恐
ら
く
は
、
な
を
此

（
紺
）

心
、
得
事
如
何
。
奥
藏
心
性
を
極
め
て
、
妙
見
に
至
な
ば
、
日
疋
を
得
べ
き
歎
。
」

と
「
奥
藏
心
性
」
Ⅱ
「
如
來
薮
」
の
艦
得
を
、
内
在
的
な
「
本
罷
」
で
は
な
く
、
外
部
的
な
「
目
標
」
と
し
て
設
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ
の
鮎
で
は
、
こ
の
時
期
の
祗
竹
と
晩
年
の
世
阿
彌
と
の
間
に
、
資
質
的
に
は
大
き
な
相
違
は
な
か

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
．

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
世
阿
彌
が
「
闘
位
」
、
す
な
わ
ち
「
破
輪
」
に
お
い
て
捉
え
て
い
た
「
向
去
却
來
」
を
輝
竹
が
「
空
輸
」
に

移
動
さ
せ
た
の
は
大
き
な
愛
更
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
鵠
論
的
な
發
想
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
、
別
の
理
由
が
存
在

し
た
よ
う
に
思
え
る
。
即
ち
、
世
阿
彌
と
は
異
な
り
、
蝉
竹
の
思
考
に
お
い
て
は
、
初
め
か
ら
幽
玄
と
非
幽
玄
が
必
ず
し
も
對
立
的
に
は

捉
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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世
阿
彌
に
お
い
て
は
、
元
來
、
「
幽
玄
な
蕊
」
（
像
輪
）
と
「
非
幽
玄
な
藝
」
（
破
輪
）
と
は
絶
對
的
に
對
立
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
中
期

の
「
闘
位
」
の
思
想
（
『
至
花
道
』
〈
’
四
二
○
年
〉
に
初
出
）
、
そ
れ
を
發
展
さ
せ
た
後
期
の
「
却
來
」
の
思
想
（
『
九
位
」
〈
一
四
二
八
年
頃
〉
に

（
卿
）

初
出
）
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
、
こ
の
對
立
を
克
服
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
想
を
當
初
か
ら
完
成
さ
れ
た
も
の
と
し

て
受
け
入
れ
た
輝
竹
に
と
っ
て
は
、
「
像
輪
」
か
ら
「
破
輪
」
へ
の
展
開
は
、
軍
に
蕊
の
範
園
の
擴
大
と
し
か
受
け
取
れ
な
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
絶
對
的
な
對
立
の
克
服
を
主
題
と
す
る
「
向
去
却
來
」
と
い
う
言
葉
を
、
「
破
輪
」
に
用
い
る
必
要
性
が
痛

切
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
、
輝
竹
の
人
間
的
な
資
質
と
も
密

（
帥
）

接
に
閥
わ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
後
年
に
著
し
く
な
る
、
い
わ
ゆ
る
「
汎
幽
玄
論
」
の
萌
芽
を
、
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も

前
節
に
お
い
て
、
輝
竹
の
六
輪
一
露
説
が
世
阿
彌
の
思
想
を
総
承
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
新
た
に
組
織
し
直
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論

じ
た
。
以
上
の
考
察
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
輝
竹
の
濁
自
性
に
言
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
そ
の
外
に
も
六
輪
一
露
説
に
は
、
世
阿

彌
に
は
全
く
認
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
新
た
な
思
想
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
も
の
の
中
で
も
、
特
に
注
目
す
べ
き
は
次
の

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
黙
で
あ
ろ
う
。

１
．
そ
の
思
想
全
髄
が
「
六
輪
一
露
」
と
い
う
圖
様
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

２
．
世
阿
彌
に
は
對
應
す
る
も
の
が
な
い
．
露
」
と
い
う
も
の
が
、
重
要
な
構
成
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
節
で
は
、
こ
れ
ら
諸
鮎
を
中
心
に
、
そ
の
由
來
等
に
つ
い
て
の
先
學
の
説
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
六
輪
一
露
説
の
由
來
に
つ
い
て
の
諸
説
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「
此
の
一
水
よ
り
皮
肉
骨
の
三
曲
も
お
こ
れ
ば
、
山
河
大
地
、
是
非
草
木
、
萬
物
皆
此
水
躰
な
り
。

愛
に
六
輪
一
露
と
云
習
道
の
一
巻
を
作
る
。
是
又
水
輪
の
形
な
り
。
｜
露
は
す
な
は
ち
一
水
の
初
、
利
剣
、
勢
骨
也
。
然
者
、
た
だ

（
似
）

此
三
曲
よ
り
習
ひ
入
る
事
、
肝
要
ぞ
と
可
し
知
、
々
々
。
」

と
あ
る
の
を
根
篠
と
し
て
、
「
水
輪
」
を
象
っ
た
も
の
だ
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
密
教
で
は
、
地
・
水
・
火
・
風
・
空
の
五
大
豆

（
脚
）

輪
）
を
「
二
一
摩
耶
形
」
と
し
て
形
象
化
す
る
に
富
っ
て
、
「
水
大
」
（
水
輪
）
を
固
形
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
從
來
か
ら
問
題
鮎
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
伊
藤
正
義
氏
の
言
う
よ
う
に
、
志
玉
の
注
に
し
て

か
ら
が
、
全
鵲
の
理
解
は
顯
教
の
如
來
蔵
思
想
に
擦
っ
た
も
の
で
、
密
教
色
は
極
め
て
微
弱
で
あ
り
、
更
に
揮
竹
自
身
の
「
私
詞
」
に
至

（
Ｍ
）

っ
て
は
、
密
教
色
は
愚
か
、
佛
教
的
な
色
彩
そ
の
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
窺
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
氏
の
、

「
輪
相
が
三
摩
耶
形
の
方
式
に
よ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
が
禰
竹
の
み
に
は
限
ら
ぬ
當
時
の
論
理
構
成
の
一
類
型
を
踏
ん
だ
に

輪
」
の
み
を
問
題
と
す
る
こ
し

先
ず
、
「
六
輪
」
の
基
調
と

曲
集
』
の
「
無
味
智
水
之
事
」

揮
竹
が
そ
の
能
樂
思
想
を
圖
式
化
し
よ
う
と
し
た
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
圖
様
が
何
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
少
な
く
と
も
輝
竹
が
そ
れ
を
行
な
う
に
至
っ
た
契
機
と
な
っ
た
思
想
は
窺
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
場
合
、
「
六
輪
一
露
」
の
「
六
輪
」
と
．
露
」
の
隻
方
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
「
｜
露
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
圖
様
以
前

に
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
が
世
阿
彌
に
は
辿
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
で
別
に
論
ず
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
「
六

輪
」
の
み
を
問
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
ず
、
「
六
輪
」
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
「
稔
柏
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
能
勢
朝
次
廟
腓
來
、
一
般
に
『
五
音
三

ａ
・
圖
式
化
の
由
来

》
」
、
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過
ぎ
ぬ
場
合
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
騨
竹
理
論
に
つ
い
て
、
そ
の
全
鵠
が
密
教
篭
系
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
な
い
限

（
鰯
）

り
、
一
一
一
摩
耶
形
そ
の
●
も
の
’
も
必
ず
し
’
も
密
教
理
論
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
根
艤
に
は
な
り
得
な
い
。
」

な
ど
と
い
っ
た
主
張
も
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

伊
藤
氏
は
、
こ
う
し
た
考
え
に
基
づ
い
て
「
輪
相
」
を
神
道
に
結
び
つ
け
ん
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
當
否
は
後
に
論
ず
る
と
し
て
、

少
な
く
と
も
輝
竹
の
「
私
詞
」
や
志
玉
の
注
に
密
教
色
が
希
薄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
説
に
對
し
て
重
大
な
疑
問
を
投
げ
か
け
る

も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
先
の
『
五
音
一
一
一
曲
集
』
の
文
章
を
認
め
る
限
り
、
「
輪
相
」
が
「
水
輪
」
に
由
來
す

る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
現
に
伊
藤
氏
に
し
て
も
、
上
の
よ
う
な
主
張
に
も
拘
わ
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
輪
相
」
が

「
水
輪
」
の
三
摩
耶
形
を
象
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
の
文
章
は
本
當
に
、
輝
竹
が
六
輪
一
露
説
を
構
想
し
た
時
に
「
水
輪
」
の
三
摩
耶
形
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
文
正
本
『
秘
注
』
を
見
る
に
、
次
の
よ
う
に
「
壽
輪
」
を
「
風
輪
」
と
呼
ん
で
い
る
例
が
あ
る
か

（
船
）

「
此
輪
よ
り
、
空
輸
一
露
に
至
ま
で
、
翁
之
舞
を
初
と
し
て
、
五
幸
日
・
五
段
の
舞
・
音
曲
、
皆
此
風
輪
之
精
神
也
。
」

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
「
息
音
」
を
「
毒
」
に
結
び
付
け
て
の
便
宜
的
な
議
論
で
あ
る
が
、
同
様
な
こ
と
は
『
五
音
三
曲
集
』
の
場
合
に

も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
『
五
音
三
曲
集
』
の
「
無
味
智
水
之
事
」
の
一
節
を
概
観
し
て
み
る
と
、
そ
の
主
題
が
、
末
尾
近
く
の
、

「
水
は
流
る
世
を
以
て
艫
と
し
、
無
味
を
以
て
命
と
す
。
音
曲
は
、
吟
詠
下
れ
る
を
流
れ
と
し
、
重
せ
ざ
る
を
無
味
と
す
。
舞
は
、
序

破
急
に
美
し
く
順
路
に
移
る
を
流
れ
と
し
、
姿
重
せ
ざ
る
を
無
味
と
す
。
皆
以
如
レ
此
。
水
色
又
空
な
り
。
蔦
す
に
し
た
が
い
て
其
色

（
、
）

を
現
ず
。
其
色
も
又
留
ま
る
事
な
し
。
「
應
無
し
所
し
住
、
而
生
二
其
心
一
」
也
。
」

に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
黙
で
は
冒
頭
よ
り
一
貫
し
て
い
る
と
見
受
け
ら
れ
る
に
も
閥
わ
ら
ず
、
そ
の
中
に
突
如
、
脈
絡
上

ら
で
あ
る
。
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ほ
と
ん
ど
關
係
な
い
と
思
わ
れ
る
先
の
文
章
が
描
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
文
章
は
、
軍
に
「
水
」
に
議
論
が
進
ん
だ

こ
と
を
契
機
と
し
て
、
「
今
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
「
六
輪
一
露
」
の
「
六
輪
」
は
「
水
輪
」
、
「
｜
露
」
は
「
一
水
」
と
も
解
し
得
る

も
の
だ
」
と
い
う
、
そ
の
時
黙
で
の
思
い
つ
き
を
書
き
付
け
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
六
輪
一
露
説
の
構
想
は
、
『
五
音
三

曲
集
』
の
成
立
よ
り
十
五
年
以
上
も
前
の
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
來
て
初
め
て
、
そ
の
本
當
の
意
味
が
明
か
さ
れ
る
と
い
う
の

は
、
い
か
に
も
不
可
解
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、
上
の
よ
う
に
考
え
る
方
が
遙
か
に
自
然
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
六
輪
」
が
密
教
の
「
水
輪
」
に
基
づ
く
と
す
る
税
が
必
ず
し
も
信
じ
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
は
伊
藤
氏
の
提
起
し

た
神
道
に
基
づ
く
と
す
る
説
に
従
う
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
そ
の
説
の
當
否
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。

伊
藤
氏
は
、
先
ず
、
後
期
の
傳
書
で
あ
る
寛
正
本
『
秘
注
』
（
一
四
六
五
年
）
や
『
明
宿
集
』
（
成
立
年
未
詳
）
を
採
り
上
げ
、
伊
勢
神
道
系

の
神
道
書
と
の
關
係
を
指
摘
し
て
、
晩
年
の
揮
竹
に
神
道
の
深
い
素
養
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
證
し
た
上
で
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
（
一
四
五

六
年
）
に
お
い
て
、
志
玉
や
兼
良
の
注
と
は
無
關
係
に
神
道
説
が
補
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
櫨
に
、
そ
の
素
養
が
早
く
か
ら
の
も
の
で
あ
っ

ま
た
、
『
五
音
三
曲
集
』
（
’
四
六
○
年
）
に
、

「
皮
・
肉
・
骨
の
一
一
一
曲
、
皮
は
肉
よ
り
お
こ
り
、
肉
は
骨
よ
り
お
こ
り
、
骨
は
五
臓
よ
り
お
こ
る
。
五
臓
の
不
浄
は
一
水
よ
り
お
こ
る
。

（
船
）

｜
水
の
出
所
、
｜
〈
己
の
斑
字
な
り
。
」

と
い
う
の
を
採
り
上
げ
て
、
「
｜
水
」
と
い
う
語
が
北
畠
親
房
の
『
元
元
集
』
や
『
神
皇
寳
録
』
な
ど
の
神
道
書
に
見
え
る
と
し
、
更
に

『
賓
基
御
鐙
形
文
圃
』
（
快
普
、
度
會
家
行
の
『
類
聚
神
祇
本
源
」
巻
八
な
ど
に
引
用
文
が
知
ら
れ
る
）
の
、（
開
）

「
山
田
原
宮
御
璽
形
者
。
五
位
固
形
座
也
。
是
則
五
常
圓
滿
智
光
表
理
也
。
｜
輪
中
〈
三
二
萬
象
一
。
」

な
ど
の
記
述
を
引
い
て
、

た
と
論
じ
て
い
る
。
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つ
ま
り
、
伊
藤
氏
は
、
六
輪
一
露
説
に
特
徴
的
な
圖
式
化
の
由
來
と
し
て
、
從
來
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
密
教
的
な
發
想
」
「
末
代
易

（
Ⅶ
）

説
に
お
け
る
圖
式
化
」
を
一
應
承
認
し
つ
つ
も
、
そ
れ
に
新
た
に
「
神
道
論
に
お
け
る
圖
式
化
」
を
加
一
え
て
、
そ
れ
ら
の
中
核
に
置
く
と

と
も
に
、
そ
う
し
た
雑
駁
性
を
中
世
思
想
界
に
普
遍
的
な
論
理
構
成
上
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
そ
れ
を
輝
竹
も
承
け
て
い
る
の
だ
と
い
う

「
六
輪
一
露
説
の
如
き
も
、
そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
が
、
思
考
方
式
や
表
現
様
式
に
お
い
て
佛
教
的
影
響
を
免
れ
て
は
い
な
い
と
し

て
も
、
一
般
的
に
い
っ
て
中
世
と
い
う
時
代
に
生
ま
れ
た
、
他
の
い
ろ
ん
な
方
面
に
お
け
る
諸
傳
書
な
ど
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
こ

れ
と
同
じ
か
た
ち
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
、
輝
竹
理
論
も
ま
た
、
彼
個
人
を
超
え
る
中
世
思
想
界

（
ね
）

の
一
面
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
出
來
る
か
と
考
一
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
氏
の
言
葉
は
、
そ
の
立
場
を
最
も
鮮
明
に
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
確
か
に
、
輝
竹
の
思
想
の
到
達
鮎
を
中
心
に
考
え
れ
ば
、
そ

う
し
た
認
識
は
基
本
的
に
正
し
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
果
し
て
、
六
輪
一
露
説
「
原
案
」
の
成
立
の
時
鮎
に
お
い
て
も
、

既
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

と
も
に
、
－

の
で
あ
る
。

な
ど
と
言
っ
て
い
る
。

「
こ
う
し
た
神
道
に
お
け
る
形
象
化
の
方
式
が
、
輝
竹
の
六
輪
一
露
説
に
影
響
を
與
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
が
神
道
に
の
み
濁
自
な
も
の
で
は
な
く
、
も
と
も
と
は
密
教
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
故
に
、
六
輪
の
稔
柏
は
三
摩
耶
形
水

輪
を
象
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
異
議
を
さ
し
は
さ
む
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
が
、
そ
れ
で
も
、
露
・
豊
・
住
・
像
・
破
・

空
・
一
露
・
一
剣
・
一
鏡
の
か
た
ち
で
創
始
さ
れ
た
六
輪
一
露
説
形
成
の
契
機
と
も
な
っ
た
も
の
は
、
密
教
的
な
發
想
に
出
で
な
が

ら
も
、
あ
る
い
は
宋
代
易
説
に
お
け
る
圖
式
化
、
さ
ら
に
は
神
道
論
に
お
け
る
そ
れ
な
ど
、
中
世
思
想
界
に
お
い
て
類
型
化
さ
れ
て

（
刊
）

い
る
論
理
構
成
上
の
パ
タ
ー
ン
の
適
用
と
い
う
こ
と
を
考
一
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
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輪
」
と
「
空
輸
」
に
つ
い
て
は
除
く
）
。

先
ず
、
「
主
輪
」
は
回
の
中
央
に

先
に
引
い
た
『
拾
玉
得
花
』
の
文
で
も
、
世
阿
彌
は
「
面
白
」
を
日
本
神
話
と
絡
め
て
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
揮
竹
が
こ
の
程

度
の
神
道
に
閲
す
る
知
識
を
持
っ
て
い
た
の
は
、
む
し
ろ
當
然
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
神
道
へ
の
特
別
な
造
詣
を
窺
い
得
る
と
す
る

の
に
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
時
黙
に
お
い
て
も
神
道
に
関
す
る
知
識
が
常
識
に
属
す
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
ま
し
て
、
そ
れ
よ
り
十
二
年
も
遡
る
「
原
案
」
の
時
黙
で
は
、
そ
の
知
識
は
極
め
て
乏
し
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

（
郡
）

伊
藤
氏
は
、
「
私
詞
」
に
つ
い
て
「
明
ら
か
に
佛
教
的
と
み
な
さ
れ
る
箇
所
は
、
賞
は
驚
く
ほ
ど
少
な
い
の
で
あ
る
」
と
一
一
一
一
□
い
、

「
い
ま
、
輝
竹
は
當
初
は
右
の
如
き
密
教
思
想
を
前
提
と
し
な
い
と
い
う
假
説
か
ら
は
じ
め
よ
う
と
思
う
。
あ
る
い
は
、
輝
竹
自
身
に

（
洞
）

は
、
か
な
り
早
く
か
ら
神
道
的
素
養
の
前
提
が
あ
っ
た
と
い
う
假
定
に
お
き
か
一
え
て
も
よ
い
。
」

と
し
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
私
詞
」
自
艦
に
神
道
説
の
影
響
が
全
く
見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
賞
を
、
い
っ
た
い
ど
の
よ

う
に
綴
明
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
「
輪
相
」
の
由
來
に
つ
い
て
は
從
來
か
ら
様
々
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
い
ま
だ
十
分
な
結
論
に
は
至
り
得

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
「
六
輪
」
そ
れ
ぞ
れ
の
圖
様
に
つ
い
て
は
、
輝
竹
自
身
の
説
明
が
あ
る
た
め
、
比
較
的
理
解
し
や
す
い
。
｜
應

こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
い
る
諸
説
を
引
き
つ
つ
、
簡
軍
に
検
討
を
加
え
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
（
「
輪
相
」
そ
の
も
の
で
あ
る
「
露

る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。

先
に
引
い
た
『
拾
玉
得
十

伊
藤
氏
が
輝
竹
と
神
道
と
の
關
係
を
論
ず
る
に
富
っ
て
用
い
た
博
書
の
多
く
は
後
期
の
も
の
で
あ
っ
て
、
比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
と

し
て
は
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
確
か
に
、
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
輝
竹
が
自
主
的
に
神
道
説
を
書
き
込

ん
で
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
は
、
神
道
説
と
し
て
は
最
も
基
本
的
な
日
本
神
話
の
天
地
開
關
に
開
す

は
回
の
中
央
に
縦
に
一
本
の
径
を
引
い
た
形
で
表
わ
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
私
詞
」
に
「
此
立
上
鮎
、
精
神
卜
成
テ
、
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所
、
諸
躰
生
曲
ヲ
生
》

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

横
・
豊
顯
レ
、
清
曲
生
ズ
。
是
則
、
無
上
々
果
ノ
感
主
タ
リ
」
と
あ
る
た
め
、
「
精
神
」
Ⅱ
「
無
上
々
栗
ノ
感
主
」
（
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
無
心
の

感
」
Ⅱ
「
妙
花
の
所
」
に
お
け
る
「
有
主
風
」
の
確
立
）
を
形
象
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

次
に
「
住
輪
」
に
つ
い
て
は
、
回
の
下
部
か
ら
上
方
に
向
か
っ
て
短
く
線
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
「
私
詞
」
に
「
短
靴
之

所
、
諸
躰
生
曲
ヲ
生
ズ
ル
安
所
也
」
と
あ
る
か
ら
明
瞭
な
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
從
來
か
ら
様
々
な
議
論
が
行
わ

先
ず
、
小
西
甚
一
氏
は
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
に
「
住
所
ア
レ
バ
、
出
人
心
ノ
マ
、
一
一
、
隠
し
頚
し
恩
ノ
ゴ
ト
シ
。
カ
ノ
所
一
一
住
シ
テ

立
居
ス
ル
心
、
諸
態
ノ
隙
ト
シ
テ
、
億
レ
ク
ル
躰
ト
ナ
ル
」
と
あ
る
の
を
参
照
し
て
、
「
な
ぜ
線
が
豊
輪
よ
り
も
短
い
か
と
い
う
に
、
お
そ

（
稲
）

ら
く
隠
顯
自
在
の
意
味
を
象
徴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
線
の
無
い
部
分
が
陰
に
あ
た
る
わ
け
」
と
一
一
一
一
□
わ
れ
た
。
こ
の
説
は
特
に
否
定
す
る
に

は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
思
想
が
「
私
詞
」
の
段
階
で
ど
こ
ま
で
明
確
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
「
私
詞
」

の
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
「
安
所
」
（
私
見
に
よ
れ
ば
、
「
安
き
位
」
を
意
味
す
る
）
を
示
す
た
め
の
鮎
な
の
で
あ
る
か
ら
、
下
方
に
小
さ
く
附
さ
れ

た
の
は
、
軍
に
安
定
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

｜
方
、
伊
藤
氏
は
、
「
上
三
輪
」
を
世
阿
彌
の
「
妙
」
「
花
」
「
面
白
」
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
と
す
る
自
説
に
基
づ
け
ば
、
「
住
輪
」
が

（
布
）

「
面
白
」
に
富
た
る
｝
」
と
か
ら
、
こ
れ
を
『
拾
玉
得
花
』
の
「
一
黙
付
る
は
面
白
き
也
」
と
い
う
思
想
の
圖
式
化
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
伊

藤
氏
の
説
は
、
先
に
言
う
よ
う
に
、
「
上
一
一
一
輪
」
の
名
穆
の
由
來
や
、
そ
れ
と
「
妙
」
「
花
」
「
面
白
」
と
の
閥
係
に
つ
い
て
の
考
察
を
峡
い

て
お
り
、
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
、
両
者
間
で
關
係
が
認
め
ら
れ
る
の
が
、
賞
は
、
こ
の
「
面
白
」
と
「
住
輪
」

の
説
明
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
新
説
を
唱
え
出
し
た
き
っ
か
け
が
賞
は
こ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
の
ご
と
く

で
あ
る
。

「
像
輪
」
に
つ
い
て
は
、
小
西
氏
が
、
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と
言
わ
れ
る
通
り
で
あ
り
、
議
論
の
餘
地
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
破
輪
」
に
つ
い
て
も
、
恐
ら
く
、
能
勢
氏
の
、

「
破
輪
と
い
う
名
榊
は
、
幽
玄
と
い
う
圓
相
を
突
き
破
っ
て
、
回
相
外
に
出
て
い
る
固
形
か
ら
の
名
稻
で
あ
る
が
、
そ
の
突
破
し
て
圓

相
外
に
出
て
い
る
八
つ
の
線
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
圓
相
の
中
心
か
ら
發
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
假
り
に
圓
相
を
破
し
て
心
の
ま
ま
に

（
耐
）

振
舞
っ
て
も
、
幽
玄
の
根
底
に
し
っ
か
り
と
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
不
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

（
ね
）

と
い
う
解
鐸
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
小
西
氏
の
説
も
、
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
承
け
て
い
る
。

世
阿
彌
と
蝉
竹
を
較
べ
た
場
合
、
も
う
一
つ
、
非
常
に
大
き
く
違
う
黙
と
し
て
、
世
阿
彌
に
お
い
て
究
極
の
境
地
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
空

輸
」
Ⅱ
「
無
心
の
感
」
を
超
え
る
も
の
と
し
て
「
一
露
」
と
い
う
も
の
を
置
き
、
し
か
も
、
そ
れ
を
一
振
り
の
剣
（
二
剣
」
と
呼
ば
れ
る
）
に

よ
っ
て
形
象
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
能
勢
氏
は
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
の
「
一
露
ハ
、
此
六
輪
ヲ
ツ
ナ
グ
精
心
ナ
リ
」
な
ど
の
文

章
を
引
き
つ
つ
、
こ
の
二
露
」
を
、

「
形
と
し
て
能
藝
に
は
發
現
し
な
い
が
、
壽
輪
以
下
の
六
輪
を
、
生
じ
、
存
在
せ
し
め
、
發
展
せ
し
め
、
か
つ
こ
れ
ら
を
統
合
す
る
所

の
、
蕊
妙
な
る
は
た
ら
き
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の
妙
用
を
名
づ
け
て
、
精
神
と
い
い
精
魂
と
い
い
一
露
と
い
い
一
剣
と
い

う
の
は
、
こ
れ
が
「
尋
思
モ
道
絶
エ
、
名
言
道
断
」
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
妙
用
の
一
端
を
捕
え
て
名
づ
け
た
も
の
で
あ

（
抑
）

る
。
六
輪
存
立
の
根
本
原
理
で
あ
り
根
本
原
動
力
で
あ
る
か
ら
、
外
國
で
い
う
ロ
ゴ
ス
的
な
る
も
の
と
も
一
一
一
日
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
」

と
説
明
し
、
更
に
「
世
阿
彌
は
か
よ
う
な
形
而
上
的
な
根
源
と
い
う
ご
と
き
も
の
を
説
か
な
か
っ
た
か
ら
」
、
「
世
阿
彌
の
能
樂
論
に
は
こ

「
圓
形
の
な
か
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
日
月
・
北
斗
・
海
・
山
・
原
・
鳥
獣
な
ど
、
つ
ま
り
森
羅
萬
象
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
わ
ざ
」

（
方
）

の
象
徴
で
あ
ろ
う
。
」

ｂ
，
。
露
」
の
由
來
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し
か
し
、
．
露
」
が
「
六
輪
ヲ
ツ
ナ
グ
精
心
」
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
「
私
詞
」
に

は
、
そ
う
し
た
意
味
は
全
く
窺
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
「
六
輪
」
を
「
水
輪
」
と
し
て
説
明
す
る
の
が
、
ず
っ
と
後
の
『
五
音
三
曲

集
」
に
初
め
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
先
述
の
ご
と
く
で
あ
る
し
、
「
私
詞
」
の
中
に
は
．
露
」
の
「
露
」
が
「
水
」
を
意
味
す
る

こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
述
も
皆
無
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
。
露
」
を
「
水
」
と
結
び
付
け
た
の
は
、
志
玉
の
注
に
、

（
肌
）

（
舵
）

れ
に
富
る
も
の
は
な
い
」
と
断
一
一
一
一
口
‐
し
て
い
る
。
小
西
氏
の
「
六
輪
の
は
た
ら
き
を
生
む
根
源
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
説
明
や
、
竹
本

（
師
）

幹
夫
氏
の
「
六
輪
の
そ
れ
ぞ
れ
を
あ
ら
し
め
て
い
る
根
源
的
な
力
」
だ
と
す
る
説
明
も
、
こ
の
繼
承
と
見
ら
れ
る
か
ら
、
能
勢
氏
の
説
は
、

そ
の
後
も
そ
の
ま
ま
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
能
勢
氏
に
は
、
な
ぜ
そ
れ
が
。
露
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
議
論
が
見
ら
れ
な
い
が
、
小
西
氏
は
、

「
六
輪
は
そ
れ
ぞ
れ
鏡
の
如
き
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
鏡
と
し
て
見
る
と
き
は
、
六
輪
そ
れ
ぞ
れ
は
等

し
く
湛
然
無
象
の
水
性
で
あ
る
。
そ
れ
に
或
は
歌
が
映
じ
舞
が
う
つ
り
萬
曲
が
あ
ら
は
れ
る
に
従
っ
て
、
或
は
賢
輪
と
な
り
或
は
住

輪
と
な
り
或
は
像
輪
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
影
現
す
る
も
の
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
貫
ぬ
い
て
影
現
の
地
罷
と
な
っ
て
ゐ

（
Ｍ
）

る
Ｊ
Ｃ
の
は
「
鏡
」
の
水
性
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
｜
露
」
と
名
づ
け
た
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
」

（
鯛
）

と
一
一
一
一
口
う
か
ら
、
騨
竹
が
「
六
輪
」
を
「
水
輪
」
に
よ
っ
て
説
明
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
「
露
」
Ⅱ
「
水
」
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
更
に
伊
藤
氏
は
、
こ
の
理
解
を
前
提
と
し
て
、
『
類
聚
神
祇
本
源
』
の
、

（
柵
）

「
聖
神
日
。
内
外
不
一
一
常
一
篭
。
天
神
地
神
皆
一
露
突
。
」

な
ど
の
記
述
に
よ
っ
て
、
「
｜
水
」
の
み
な
ら
ず
、
「
｜
露
と
い
う
こ
と
ば
も
、
む
し
ろ
神
道
の
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
」
と
言

（
師
）

』
っ
の
で
あ
る
。
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（
棚
）

「
奥
書
ノ
ー
露
ハ
、
至
極
甚
深
ノ
位
ナ
リ
。
雨
露
霜
奉
ヨ
ハ
皆
消
、
只
一
露
ニ
マ
ト
マ
ル
ガ
如
シ
・
」

と
言
う
の
に
始
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
『
五
音
三
曲
集
』
の
記
述
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
承
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
思

想
は
志
玉
の
注
に
も
關
わ
ら
ず
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
に
は
採
用
さ
れ
て
お
ら
ず
（
そ
の
後
の
六
輪
一
露
系
の
博
書
に
お
い
て
も
同
様
で
ぁ

（
閉
）

る
）
、
Ｊ
も
と
も
と
「
水
」
と
の
關
聯
で
「
露
」
が
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
賞
は
極
め
て
疑
わ
し
い
の
で
あ
る
。

更
に
問
題
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
誰
も
．
露
」
が
な
ぜ
「
｜
剣
」
と
し
て
形
象
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
か
を
説
明
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
「
｜
露
」
が
。
水
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
「
｜
剣
」
と
の
關
係
を
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
「
水
」

と
「
剣
」
と
の
間
に
は
、
ほ
と
ん
ど
共
通
黙
が
な
い
か
ら
、
説
明
に
窮
す
る
の
も
當
然
で
あ
る
。

「
も
の
ご
と
の
現
象
面
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
、
迷
妄
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
役
者
と
し
て
の
悟
り
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
剣

（
卯
）

の
形
を
と
る
の
も
、
迷
い
を
断
ち
切
る
た
め
の
利
剣
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
」

と
説
明
す
る
。
確
か
に
「
私
詞
」
に
基
づ
く
限
り
、
略
ぼ
そ
う
し
た
理
解
に
至
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
で
は
、
そ
れ
が

な
ぜ
。
露
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
ど
う
し
て
そ
う
し
た
も
の
が
置
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
こ
の

と
こ
ろ
が
解
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

前
節
に
お
い
て
、
輝
竹
に
濁
目
な
思
想
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
、
そ
の
由
來
に
つ
い
て
の
先
學
の
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
が
、
そ

の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
十
分
と
は
言
い
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
具
艦
的
に
い
え
ば
、

竹
本
氏
は
、
こ
の
「
剣
」
を
、

四
、
輝
竹
と
輝
と
の
關
係
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と
す
る
の
が
、
む
し
ろ
一
般
飴

用
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
に
着
目
し
、

１
．
圖
式
化
や
圖
様
が
基
づ
い
た
も
の
が
何
で
あ
っ
た
の
か
。

２
．
な
ぜ
。
露
」
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

３
．
な
ぜ
．
露
」
は
「
剣
」
と
し
て
形
象
化
さ
れ
た
の
か
。

と
い
っ
た
重
要
な
問
題
が
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

賞
は
私
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
對
し
て
は
、
緯
思
想
に
よ
る
理
解
が
非
常
に
有
益
な
示
唆
を
輿
え
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
私
見
を
述
べ
る
前
に
、
こ
の
節
で
は
輝
竹
と
趣
と
の
關
わ
り
を
歴
史
的
に
概
観
し
、
そ
の
關
係
の
麓
か
ら
ざ
る
こ
と
を
確
認
し

て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
先
ず
、
研
究
史
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
時
代
に
よ
っ
て

研
究
者
の
認
識
に
非
常
に
大
き
な
鍵
化
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

實
は
、
一
九
六
○
年
代
ま
で
は
、
輝
竹
に
お
け
る
鰯
の
影
響
を
極
度
に
強
調
し
、
そ
の
能
樂
論
も
蝉
思
想
を
基
調
と
し
て
理
解
し
よ
う

す
る
の
が
、
む
し
ろ
一
般
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
『
六
輪
一
露
之
記
』
冒
頭
の
「
私
詞
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
本
来
無
主
無
物
之
妙

「
騨
竹
の
場
合
、
彼
は
極
の
修
行
で
佛
と
不
二
な
本
來
の
面
目
を
わ
が
も
の
と
し
た
上
か
ら
、
そ
の
絶
對
面
、
即
ち
見
る
主
も
な
く
、

見
ら
れ
る
物
も
な
い
面
に
着
目
し
て
、
假
り
に
こ
れ
を
「
本
來
無
主
無
物
」
と
字
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
し
て
種
の
立
場
か

ら
み
れ
ば
、
見
性
し
た
後
で
は
、
眞
の
騨
者
の
場
合
に
は
着
衣
喫
飯
、
語
獣
動
靜
、
そ
の
他
一
撃
手
一
投
足
、
歌
ふ
も
舞
ふ
も
悉
く

本
來
の
面
目
の
妙
な
る
働
き
な
ら
い
は
な
い
。
本
來
の
面
目
が
あ
た
か
も
名
優
の
や
う
に
、
時
と
場
所
に
應
じ
、
相
手
次
第
に
無
擬

自
在
に
鱒
身
し
て
躍
跡
を
と
ど
め
な
い
、
そ
こ
に
こ
そ
縄
の
至
妙
の
働
き
は
あ
る
。
樟
竹
が
能
藝
の
多
様
を
「
本
來
無
主
無
物
之
妙

ａ
，
輝
竹
と
種
の
關
係
に
つ
い
て
の
認
識
の
塞
化
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と
い
う
主
張
は
、
着
賞
な
文
献
批
判
に
立
っ
て
從
來
の
見
方
を
百
八
十
度
輔
換
さ
せ
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
、
喧
傳
さ
れ
た
た
め
、
そ

の
後
、
蝉
竹
と
輝
と
の
關
係
を
極
め
て
限
定
的
に
捉
え
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
誤
り
を
正
し
、
嚴
密
な
校
訂
に
よ
っ
て
正
確
な
テ
キ
ス
ト
を
提
供
し
た
の
が
、
表
章
・
伊
藤
正
義
両
氏
の
校
注
に
よ
る
『
金

春
古
傳
書
集
成
』
（
わ
ん
や
書
店
、
一
九
六
九
年
）
で
あ
り
、
歴
史
的
な
観
黙
か
ら
一
体
が
騨
竹
に
影
響
を
輿
え
た
可
能
性
を
否
定
す
る
と
と

も
に
、
揮
竹
の
思
想
的
素
養
を
根
本
か
ら
洗
い
直
し
た
の
が
、
翌
年
に
出
版
さ
れ
た
伊
藤
正
義
氏
の
『
金
春
輝
竹
之
研
究
』
（
赤
尾
照
文
堂
、

’
九
七
○
年
）
で
あ
る
。
特
に
、
後
者
に
お
い
て
結
論
と
し
て
提
起
さ
れ
た
、

「
輝
竹
が
歸
依
し
た
の
は
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
輝
竹
の
所
説
の
中
か
ら
、
た
と
え
ば
趣
的
な
も
の
を
抽
出
し
て
、
彼
の

歸
依
に
關
聯
づ
け
る
の
は
正
當
で
な
い
。
何
故
な
ら
、
ひ
ろ
く
彼
の
所
説
に
あ
た
っ
て
み
る
と
き
、
輝
的
な
も
の
は
い
わ
ず
も
が
な
、

天
台
教
説
か
ら
淨
土
教
説
ま
で
賞
に
幅
廣
い
面
を
み
せ
て
お
り
、
そ
れ
に
神
道
論
ま
で
加
わ
る
の
を
み
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
ま
さ
に

混
沌
と
し
た
當
時
の
思
想
界
の
反
映
と
も
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
特
定
の
歸
依
に
基
づ
く
特
定
の
思
想
の
表
現
で
は
決
し
て
な
か
つ

助
長
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

用
」
と
考
へ
た
こ
と
が
、
蝉
の
か
う
し
た
論
理
と
全
く
摸
を
一
に
す
る
も
の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
か
う
み
て
く
る
と
、

（
別
）

輝
竹
の
本
來
無
主
無
物
は
蝉
の
本
來
の
面
目
の
一
つ
の
字
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ら
』
っ
か
。
」

と
説
い
た
芳
賀
幸
四
郎
氏
の
「
輝
竹
の
能
樂
論
と
美
的
理
念
」
な
ど
は
そ
の
代
表
と
言
え
る
が
、
こ
う
し
た
傾
向
が
生
ま
れ
た
の
は
、
揮

竹
の
能
樂
論
を
初
め
て
紹
介
し
た
吉
田
東
伍
氏
の
『
輝
竹
集
』
（
能
樂
會
、
’
九
一
五
年
）
に
起
因
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
『
輝
竹
集
』

が
『
六
輪
一
露
之
記
』
の
題
頌
（
敗
文
）
を
書
い
た
五
山
の
禅
僧
、
「
魚
庵
宗
玩
」
を
「
臘
庵
宗
純
」
（
一
体
宗
純
、
一
三
九
四
’
一
四
八
一
）
と

誤
認
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
一
体
が
當
時
の
文
化
全
般
に
輿
え
た
大
き
な
影
響
と
關
聯
さ
せ
て
輝
竹
を
論
じ
よ
う
と
す
る
傾
向
が

（
鯉
）

た
か
ら
で
あ
る
。
」
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と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
關
係
は
賞
は
逆
で
、
當
時
、
し
ば
し
ば
酬
恩
庵
を
訪
れ
て
い
た
一
体
宗
純
に
師
事
し
た
い
が
た
め
に
揮
竹
は
山

城
の
薪
に
移
り
住
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
「
輝
竹
」
と
い
う
法
名
や
、
蝉
竹
が
住
ん
だ
「
多
福
庵
」
と
い
う
庵
名
も
一
体
と
關
係
す
る
と
い
う

（
則
）

（
鮪
）

説
が
提
出
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
伊
藤
氏
に
よ
っ
て
「
そ
の
存
在
自
鰹
が
疑
一
え
ば
疑
わ
し
い
と
い
い
得
よ
う
」
と
さ
れ
た
、
一
体
が
極

（
鮎
）

竹
に
輿
え
た
と
い
う
墨
蹟
も
、
近
年
は
、
「
こ
れ
が
一
体
自
身
の
所
爲
で
あ
る
と
す
る
の
に
支
障
は
な
い
」
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

（
師
）

更
に
、
『
狂
雲
集
』
の
「
金
春
座
者
歌
」
と
題
さ
れ
る
詩
が
輝
竹
を
詠
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
輝
竹
の
子
、
宗
湾
（
一
四
一
一
一
一
一
’
一

四
八
○
）
、
そ
の
子
、
輝
鳳
（
一
四
五
四
’
一
五
三
二
？
）
と
一
体
と
の
交
際
が
輝
竹
と
の
關
係
を
繼
承
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ

（
洲
）

と
な
ど
か
ら
見
て
も
、
輝
竹
と
一
体
の
間
に
非
常
に
親
密
な
關
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ
》
っ
で
あ
る
。

一
体
と
輝
竹
の
間
に
親
密
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
賞
と
し
て
も
、
そ
の
關
係
が
生
じ
た
の
が
、
文
正
元
年
（
一
四
六
六
）
頃
と
い
う

蝉
竹
最
晩
年
の
こ
と
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
れ
以
前
に
一
應
の
完
成
を
見
て
い
た
彼
の
能
樂
論
に
一
体
の
影
響
を
認
め
る
こ
と
は
確
か
に

不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
体
に
師
事
し
た
い
と
い
う
願
望
を
持
っ
た
の
は
、
そ
れ
以
前
に
蝉
に
對
し
て
深
い
理
解
を
得
て
い
た
か
ら

に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
現
に
「
六
輪
一
露
之
記
』
に
見
る
よ
う
に
、
騨
竹
が
康
正
元
年
（
一
四
五
五
）
以
前
に
南
江
宗
況
と
交
際
閥

よ
っ
て
、

し
か
し
、
近
年
、
こ
う
し
た
見
方
に
對
し
て
、
一
部
に
見
直
し
の
機
運
が
出
て
來
た
。
即
ち
、
輝
竹
と
一
体
と
の
關
係
は
、
伊
藤
氏
に

「
輝
竹
は
文
正
元
年
の
六
月
頃
に
は
薪
に
隠
居
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
一
体
が
剛
を
避
け
て
薪
の
酬
恩
庵
に
入
っ
た
の
は
、
そ
の

翌
年
の
應
仁
元
年
九
月
の
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
薪
の
里
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
両
者
を
近
付
け
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像

（
川
）

さ
れ
る
。
」

ｂ
・
緯
僧
と
の
交
流
と
六
輪
一
露
説
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（
Ⅲ
）

世
阿
彌
は
東
福
寺
の
岐
陽
方
秀
（
’
一
一
一
六
三
’
一
四
一
一
四
）
に
参
蝉
し
た
が
、
そ
の
岐
陽
が
残
し
た
の
は
、
こ
の
年
の
一
一
月
一
一
一
日
、
即
ち
、

正
徹
が
『
西
行
上
人
談
抄
』
を
輝
竹
に
輿
え
た
三
日
前
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
既
に
世
阿
彌
と
輝
竹
の
交
流
は
始
ま
っ
て
い
た
の
で

あ
る
か
ら
、
輝
竹
が
東
福
寺
に
赴
い
た
の
は
、
恐
ら
く
、
岐
陽
方
秀
の
死
と
関
係
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
揮
竹
は

世
阿
彌
の
名
代
な
ど
と
し
て
、
方
秀
を
見
舞
う
、
あ
る
い
は
そ
の
葬
儀
に
参
加
す
る
た
め
に
東
福
寺
に
赴
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
な

（
腿
）

お
、
岬
竹
は
同
じ
年
の
一
一
一
月
に
も
京
都
で
勧
請
猿
樂
を
行
っ
て
お
り
、
こ
の
頃
、
正
徹
と
し
ば
し
ば
接
鯛
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
川
）

世
阿
彌
は
、
し
ば
し
ば
能
樂
に
お
け
る
和
歌
修
業
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
が
、
『
五
音
一
二
曲
集
』
な
ど
に
和
歌
が
頻
繁
に
引
か
れ
て
い

（
川
）

る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
輝
竹
が
早
く
か
ら
和
歌
に
親
し
ん
で
い
た
一
」
と
は
事
質
で
あ
り
、
従
っ
て
、
輝
竹
が
正
徹
と
關
係
を
結
ん
だ
の
は
、

受
け
て
い
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

即
ち
、
高
松
宮
家
蔵
本
『
西
行
上
人
談
抄
』
の
奥
書
に
よ
っ
て
、
そ
の
祖
本
が
應
永
一
一
一
十
一
年
（
’
四
二
四
）
年
二
月
六
日
に
正
徹
が
金

春
輝
竹
（
當
時
、
二
十
歳
）
に
輿
え
た
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
（
寳
際
に
、
騨
竹
の
『
歌
舞
髄
臘
記
』
に
は
『
西
行
上
人
談
抄
』
か
ら
の
引
用
が
見

（
鮒
）

ら
れ
る
）
、
ま
た
、
陽
明
文
庫
所
蔵
の
正
徹
の
歌
集
『
月
草
』
に
も
、
翁
面
の
本
尊
へ
の
着
賛
を
所
望
し
た
輝
竹
に
與
一
え
た
和
歌
が
載
せ
ら

（
剛
）

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
輝
竹
が
六
輪
一
露
説
の
「
原
案
」
を
纏
め
る
以
前
に
お
い
て
、
既
に
正
徹
と
相
い
知
り
、
そ
の
影
響
を

係
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
實
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
輝
竹
の
能
樂
論
の
核
心
を
成
す
「
六
輪
一
露
」
説
の
骨
格
は
、
晋
一
國
師
志
玉
が
注
を
書
い
た
文
安
元
年
二
四
四
四
）
の

時
黙
で
既
に
出
來
あ
が
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
も
し
、
そ
の
時
鮎
で
南
江
と
相
い
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
當
然
、
そ
の
意
見
を
求
め

た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
關
係
を
そ
こ
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
別
に
、
東
福
寺
の
僧
で
、

歌
壇
の
大
御
所
で
も
あ
っ
た
招
月
庵
正
徹
（
一
三
八
一
－
’
四
五
九
）
と
の
間
で
早
く
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
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和
歌
修
業
が
主
な
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
正
徹
は
輝
僧
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
當
然
の
こ
と
な
が
ら
彼
を
介
し
て
蝉
に
關
す

る
知
識
も
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
和
歌
を
重
ん
じ
た
世
阿
彌
は
、
同
時
に
蝉
思
想
に
よ
っ
て
自
ら
の
思
想
を
研
ぎ
澄
ま
せ
て
い
っ
た
思
想

家
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
世
阿
彌
を
「
師
」
、
あ
る
い
は
「
師
家
」
と
し
て
心
か
ら
尊
敬
し
て
い
た
櫛
竹
が
、
師
の
傾
倒
す
る
繩
に

無
關
心
で
あ
っ
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
翻
っ
て
『
六
輪
一
露
之
記
」
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
伊
藤
氏
は
、
こ
れ
が
纏
め
ら
れ
た
の
が
、
志
玉
の
注
を
得
て

十
二
年
も
経
過
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
次
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
る
。

「
『
志
玉
注
』
を
得
た
時
黙
で
は
、
騨
竹
に
は
六
輪
一
露
の
説
は
形
を
成
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
兼
良
、
宗
況
へ
加
注
を
乞
う
て
、
『
六

輪
一
露
之
記
』
の
如
き
か
た
ち
に
作
り
上
げ
る
こ
と
は
念
頭
に
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
、
『
志
玉
注
』
を
得
る
こ
と
で

ひ
と
ま
ず
満
足
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
や
が
て
兼
良
と
の
交
誼
を
得
、
『
兼
良
性
』
を
得
る
に
お
よ
ん

（
川
）

で
、
現
在
み
ら
れ
る
よ
う
な
『
六
輪
一
露
之
記
』
に
ま
と
め
る
一
」
と
が
出
來
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」

し
か
し
、
『
六
輪
一
露
之
記
』
を
纏
め
る
に
富
っ
て
決
定
的
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
兼
良
の
注
を
得
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
輝
竹
は
、

そ
れ
を
得
た
後
に
も
宗
況
に
加
注
を
頼
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
宗
況
の
「
題
頌
」
に
、

「
金
春
大
夫
氏
信
、
家
蔵
二
六
輪
一
剣
圖
一
。
著
論
甚
移
。
南
都
戒
壇
院
々
司
、
入
し
顯
、
入
し
密
、
騨
辮
鞠
々
、
口
若
二
紡
車
之
不
ｐ
遇
。

又
、
當
朝
關
白
一
條
殿
、
探
二
蹟
儒
書
一
、
一
々
合
論
。
輪
剣
之
説
、
於
レ
是
乎
霊
し
美
蓋
し
善
。
如
二
余
輩
一
、
舍
レ
此
何
從
而
措
一
一
一
辞
一

（
旧
）

哉
。
然
、
大
夫
氏
信
爲
二
無
隻
名
人
一
。
就
レ
余
屡
需
レ
説
。
。
：
…
因
不
レ
獲
二
獣
拒
一
、
揮
二
大
夫
歌
舞
之
尤
者
一
、
作
二
一
頌
一
而
還
焉
。
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗
玩
が
「
も
は
や
、
付
け
加
え
る
も
の
が
な
い
」
と
い
っ
て
践
文
を
書
い
て
よ
こ

し
た
こ
と
が
、
禰
竹
に
一
書
に
纏
め
る
決
心
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
自
説
に
對
す
る
揮
僧
の
見
解
を
心
か
ら
欲
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
當
然
、
師
の
世
阿
彌
が
輝
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上
に
見
た
よ
う
に
、
輝
竹
と
陣
と
の
關
係
に
は
、
か
な
り
密
接
な
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
視
黙
か

ら
六
輪
一
露
説
を
見
た
場
合
、
先
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
と
『
十
牛
圖
』
と
に
見
ら
れ
る
圖
様
の
類
似
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
問

題
の
検
討
か
ら
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
川
）

廓
庵
師
遠
（
生
没
年
未
詳
）
撰
の
『
十
牛
圖
』
（
一
一
世
紀
半
）
は
、
「
牧
牛
圏
」
と
呼
ば
れ
る
一
連
の
文
献
の
中
で
も
最
も
代
表
的
な
Ｉ
Ｄ
の

（
川
）

の
一
つ
で
あ
る
。
『
十
牛
圖
』
に
は
、
こ
の
外
に
Ｊ
も
普
明
輝
師
（
生
没
年
未
詳
）
撰
の
も
の
（
’
一
世
紀
末
？
）
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
流

に
傾
倒
し
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
し
、
師
説
を
自
分
な
り
に
組
織
し
直
し
て
新
た
に
六
輪
一
露
説
を
創
造
し
た
輝
竹
に
し
て
み
れ
ば
、
な

お
、
自
説
に
對
し
て
一
抹
の
不
安
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
輝
竹
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
蝉
に
深
い
關
心
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
關
心
が
、
や

が
て
南
江
宗
玩
と
の
交
流
と
な
り
、
そ
の
南
江
と
の
關
係
が
遂
に
は
一
体
宗
純
へ
の
接
近
に
つ
な
が
っ
た
と
考
え
る
の
が
妥
當
で
あ
る

（
Ｍ
）

う
。
南
江
に
關
し
て
は
、
永
享
四
年
（
一
四
一
二
一
）
頃
、
｜
体
と
と
も
に
泉
州
に
遊
ん
だ
と
い
う
史
賞
が
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
疑
問
と
し
て
残
る
の
は
、
禅
へ
の
關
心
が
早
い
時
期
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
輝
竹
は
世
阿
彌
ゆ
か
り
の

（
川
）

（
Ｍ
）

寺
院
で
あ
る
楠
殿
寺
（
曹
洞
宗
）
と
關
係
を
結
ば
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
い
は
、
そ
こ
に
は
師
檀
關
係
な
ど
の
問
題
が
緒

ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
、
輝
思
想
か
ら
見
た
六
輪
一
露
説

ａ
．
『
十
牛
圖
』
と
の
類
似
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「
十
固
』

回
暦
館
所
蔵
五

第二見跡第三見牛 第一尋牛

布
は
、
日
本
で
は
江
戸
時
代
以
降
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
輝
竹
へ
の
影
響
は
無

視
し
て
よ
い
。

廓
庵
の
『
十
牛
圖
』
は
、
「
第
一
尋
牛
」
「
第
二
見
跡
」
「
第
三
見
牛
」
「
第
四
得
牛
」
「
第

五
牧
牛
」
「
第
六
騎
牛
歸
家
」
「
第
七
忘
牛
存
人
」
「
第
八
人
牛
倶
忘
」
「
第
九
返
本
還
源
」

「
第
十
入
邸
垂
手
」
の
十
章
か
ら
成
り
、
職
修
行
を
逃
げ
出
し
た
牛
を
捕
獲
し
、
飼
い
な
ら

し
、
家
に
連
れ
戻
す
過
程
と
し
て
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
牛
」
と
は
、

「
本
來
の
自
己
」
「
佛
性
」
「
悟
り
」
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。

十
枚
の
圏
は
「
圓
相
」
の
中
に
蜜
か
れ
（
固
相
の
外
側
は
、
「
第
十
人
邸
垂
手
」
を
除
い
て
黒

く
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
）
、
第
一
章
は
牛
を
探
し
求
め
る
牧
童
の
み
で
、
牛
は
第
二
章
か
ら

第
六
章
ま
で
に
登
場
す
る
（
第
一
章
で
も
當
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
）
。
第
七
章
で
は
家
の

外
で
寛
ぐ
牧
童
、
第
八
章
で
は
圓
相
の
み
が
描
か
れ
、
第
九
章
は
自
然
描
写
、
第
十
章
は

人
々
を
導
く
布
袋
和
尚
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。

全
膿
は
、
構
造
上
、
「
第
一
尋
牛
」
か
ら
「
第
八
人
牛
倶
忘
」
に
至
る
前
半
と
、
「
第
八

人
牛
倶
忘
」
か
ら
「
第
十
入
卿
垂
手
」
に
至
る
後
半
の
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
前
半
は
「
本
來
の
自
己
」
の
喪
失
に
氣
づ
く
と
こ
ろ
（
第
一
尋
牛
）
か
ら
始
ま
り
、

次
い
で
經
典
や
祖
録
に
よ
っ
て
そ
の
手
が
か
り
を
掴
む
段
階
（
第
二
見
跡
）
を
經
て
、
本
來

の
自
己
を
發
見
し
（
第
三
見
牛
）
、
手
に
入
れ
（
第
四
得
牛
）
、
そ
れ
を
次
第
に
自
ら
の
も
の
と

し
（
第
五
牧
牛
・
第
六
騎
牛
歸
家
）
、
や
が
て
、
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
す
ら
な
く
な
り
（
第
七
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忘
牛
存
人
）
、
遂
に
は
自
己
す
ら
忘
れ
た
絶
對
無
の
状
態
（
第
八
人
牛
倶
忘
）
に
至
る
こ
と
を

説
く
。

『
十
牛
圖
』
の
序
文
に
よ
れ
ば
、
廓
庵
以
前
の
「
牧
牛
圏
」
の
多
く
は
、
こ
の
境
地
を
説

（
順
）

く
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
廓
庵
は
そ
の
不
備
を
慮
り
、
後
に
第
九
と

第
十
の
二
つ
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
半
の
眼
目
は
、
前
半
が
「
迷
い
」
か
ら
「
悟

り
」
へ
の
道
程
を
説
く
も
の
で
あ
っ
た
の
に
對
し
て
、
「
悟
り
」
か
ら
「
迷
い
」
へ
の
廻
歸

に
あ
る
。
即
ち
、
「
第
九
返
本
還
源
」
は
、
絶
對
無
の
状
態
か
ら
現
賞
へ
の
迺
歸
を
表
現
し
、

更
に
「
第
十
人
邸
垂
手
」
を
置
く
こ
と
で
、
無
功
用
の
働
き
と
し
て
の
衆
生
濟
度
の
必
要

性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
『
十
牛
圖
』
の
圖
と
六
輪
一
露
説
「
原
案
」
の
圖
を
比
較
し
た
時
、
先
ず
氣
づ
く

の
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
園
」
を
基
調
に
し
た
圖
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
六
輪
一
露
説
の
「
輪
相
」
に
つ
い
て
は
、
密
教
に
お
け
る
「
水
輪
」
の
三

摩
耶
形
に
由
來
す
る
と
い
う
説
が
強
い
が
、
そ
れ
が
確
固
と
し
た
根
擴
を
持
つ
も
の
で
な

い
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
確
か
に
「
輪
相
」
と
言
え
ば
、
密
教
的
な
雰
園
氣

が
漂
う
が
、
實
は
「
私
詞
」
で
は
、

（
Ⅲ
）

「
炊
く
共
、
假
以
下
破
二
圓
相
一
之
儀
上
故
、
破
輪
卜
名
付
也
。
」

と
、
そ
れ
を
蝉
宗
風
に
「
圓
相
」
と
も
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

蝿
宗
に
お
け
る
「
圓
相
」
の
起
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
既
に
馬
祖
道
一
（
七
○
九
Ｉ
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七
八
八
）
が
盛
ん
に
こ
れ
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
も
輝
宗
で
は
、

「
圓
相
」
は
、
そ
の
形
か
ら
完
全
無
峡
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
「
悟
り
」
そ
の
も
の
を

示
す
も
の
と
し
て
廣
く
用
い
ら
れ
、
や
が
て
、
工
夫
を
凝
ら
し
た
様
々
な
圓
相
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
り
、
宋
代
に
は
、
そ
の
起
源
が
漏
仰
宗
の
祖
と
さ
れ
る
仰
山
本
寂
（
八
四
○
Ｉ

（
川
）

九
○
｜
）
に
歸
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
廓
庵
が
圖
を
圓
相
の
な
か
に
描
い
た
の
も
、

當
然
、
そ
う
し
た
意
味
を
含
ま
せ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し

て
、
輝
竹
が
「
圓
相
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
蝉
宗
に
お
い
て

そ
れ
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。輝
竹
に
お
け
る
圓
相
は
、
「
壽
輪
」
に
し
て
も
「
空
輸
」
に
し
て
も
、
至
高
の
償
値
を
有

す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
密
教
に
お
け
る
「
水
輪
」
（
水
大
）
は
、

軍
に
「
五
輪
」
（
五
大
）
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
「
五
輪
」
の
一
角
を
成
す
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
債
値
を
婚
い
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
み
が
絶
對
的
な
債
値
を
持
つ
も

（
川
）

の
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
「
一
水
が
五
二
日
を
生
む
」
、
あ
る
い

は
「
水
は
鏡
を
象
徴
す
る
」
と
い
っ
た
特
殊
な
意
義
づ
け
を
導
入
す
れ
ば
、
そ
れ
も
可
能

と
な
る
が
、
「
私
詞
」
の
段
階
で
は
、
そ
う
し
た
思
考
を
窺
わ
せ
る
も
の
は
皆
無
な
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
も
、
輝
竹
の
「
輪
相
」
の
由
來
は
、
密
教
よ
り
も
む
し
ろ
蝉
に
求

め
る
く
き
ょ
う
に
思
わ
れ
る
。
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輪
」
「
破
輪
」

（
川
）

に
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
六
輪
一
露
説
で
は
、
「
空
輸
」
以
外
に
も
「
壽
輪
」
と
い
う
形
で
、
も
う
一

つ
．
圓
相
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
騨
宗
に
お
い
て
は
圓
相
は
「
悟
り
」
の
象
徴
な
の
で
あ
る
か
ら
、

『
十
牛
圖
』
の
圏
が
全
て
画
相
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
自
鵠
が
、
種
修
行
を
始
め
た
當
初
よ
り
、
修
行
者
が
「
悟
り
」
の
中
に
あ
る
こ

と
、
即
ち
「
本
覺
」
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
（
こ
れ
と
對
照
し
て
言
え
ば
、
回
相
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
「
牛
」
は
「
始
覺
」
に
富
た
る
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
）
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
画
相
そ
の
も
の
が
「
壽
輪
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
「
空
輸
」
が
「
壽
輪
」
へ
の
廻
歸
で
あ
る
と
い
う
輝
竹
の
説
明
は
、
そ
の
ま
ま
『
十
牛
圖
』
に
つ
い
て
も
言
い
得
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
十
牛
圖
』
に
お
け
る
圓
相
は
、
修
行
者
の
本
當
の
姿
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
悟
り
」
へ
と
導
く
内
在
的
な
力
で
あ
り
、

ま
た
、
修
行
者
に
と
っ
て
の
目
標
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
正
し
く
、
六
輪
一
露
説
に
お
け
る
「
壽
輪
」
を
初
め
と
す
る
「
上

三
輪
」
の
位
置
づ
け
に
相
富
す
る
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
六
輪
一
露
説
に
お
い
て
能
樂
の
習
道
の
次
第
を
表
す
、
「
像

輪
」
「
破
輪
」
「
空
輸
」
の
三
つ
は
、
『
十
牛
圖
』
に
お
い
て
は
、
「
第
一
尋
牛
」
よ
り
「
第
八
人
牛
倶
忘
」
に
至
る
八
つ
に
相
富
す
る
こ
と

こ
の
よ
う
に
、
「
十
牛
圖
』
に
は
種
修
行
の
理
論
と
實
践
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
六
輪
一
露
説
と
の
共
通
性

１
１
１
檮

ｑ

、
け

手
外
に
何
も
描
か
れ
な
い
「
｜
圓
相
」
の
み
の
圏
（
六
輪
一
露
説
で
は
「
空
輸
」
、
『
十
牛
興
で

（
川
）

罐
は
「
人
牛
倶
忘
」
）
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
置
か
れ
て
い
る
位
置
も
、
比
較
的
末
尾
に

杁
近
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
黙
で
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

第
も
、
そ
の
後
に
來
る
圖
が
、
そ
れ
以
前
の
圏
と
は
大
い
に
性
格
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う

鮎
で
も
両
者
は
一
致
し
て
い
る
。

こ
れ
と
閥
係
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
六
輪
一
露
説
と
『
十
牛
圖
』
の
い
ず
れ
に
も
、
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上
に
見
た
よ
う
に
、
六
輪
一
露
説
と
『
十
牛
圖
』
の
間
に
は
様
々
な
共
通
鮎
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
で
は
、
果
し
て
輝
竹
は
『
十

牛
圖
』
を
閲
覧
し
得
る
よ
う
な
環
境
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
に
初
め
て
『
十
牛
圖
』
が
流
入
し
た
の
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
が
、
蟻
兀
大
慧
（
一
一
一
一
一
九
’
一
一
一
二
二
）
に
『
十
牛
決
』

の
著
作
が
あ
り
、
｜
山
一
寧
（
一
一
一
四
七
’
’
三
一
七
）
や
雪
村
友
梅
（
一
二
九
○
’
’
三
四
六
）
に
も
「
和
頌
」
が
傳
わ
っ
て
お
り
、
早
く
か

（
川
）

ら
五
山
を
中
心
に
贋
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
た
め
『
四
部
録
』
や
『
五
味
輝
』
の
一
部
と
し
て
、
し
ば
し
ば
開
板

さ
れ
た
よ
う
で
、
川
瀬
一
馬
氏
に
依
れ
ば
、
今
日
に
鱒
わ
る
「
五
山
版
」
は
、
鎌
倉
時
代
末
期
の
刊
本
（
天
理
圃
書
館
所
蔵
）
を
初
め
と
し

て
、
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
至
る
ま
で
八
種
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
一
狐

し
か
も
、
『
＋
牛
圖
』
の
流
布
は
叢
林
内
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
夢
窓
疎
石
（
一
一
一
七
五
’
一
一
一
一
五
一
）
は
観
應
一
一
年
（
一
一
一
一
五
一
）

に
光
明
院
（
一
三
一
一
一
’
一
三
八
○
）
に
『
十
牛
圃
』
を
贈
っ
て
お
り
、
光
明
院
か
ら
そ
れ
を
譲
り
受
け
た
崇
光
院
（
一
一
一
一
三
四
’
一
三
九
八
）

は
、
永
徳
一
一
年
（
一
一
一
一
八
二
）
に
春
屋
妙
亜
（
一
三
一
一
’
’
一
一
一
八
八
）
に
そ
の
由
來
を
題
記
せ
し
め
て
い
る
。
ま
た
、
足
利
義
滿
（
’
一
一
一
五
八

’
一
四
○
八
）
も
絶
海
中
津
（
一
一
一
一
三
六
－
一
四
○
五
）
の
『
十
牛
圖
』
の
講
義
を
聞
く
と
と
も
に
、
自
ら
の
部
屋
の
壁
に
そ
の
繪
を
描
か
せ
、

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
六
輪
一
露
説
の
も
つ
修
道
論
的
な
側
面
は
、
密
教
の
教
説
に
基
づ
く
と
す
る
解
輝
で
は
、

説
明
で
き
な
い
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
「
像
輪
」
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
「
牛
」
が
特
別
の
意
味
を
侍
っ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
從
來
は
、
軍
に

「
森
羅
萬
象
」
の
一
環
を
成
す
「
鳥
獣
」
と
し
て
し
か
見
ら
れ
て
い
な
い
が
、
賞
は
こ
れ
は
、
禰
竹
が
『
十
牛
圖
』
か
ら
多
く
の
も
の
を
得
、

そ
れ
を
六
輪
一
露
説
に
反
映
さ
せ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ｂ
，
世
阿
彌
・
輝
竹
と
「
牧
牛
圖
」
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と
言
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
少
し
前
に
も
『
十
牛
圖
』
を
含
む
『
四
部
録
』
の
刊
行
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
既
に
道
歌
が
附

さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
古
活
字
版
に
そ
れ
が
見
え
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

従
っ
て
、
當
時
の
流
布
状
況
か
ら
い
っ
て
、
輝
竹
が
『
＋
牛
圖
』
を
見
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
閥

（
Ⅲ
）

聯
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
『
十
牛
圖
』
に
は
、
輝
竹
が
交
流
を
持
っ
た
正
徹
作
と
い
う
道
歌
が
傳
わ
っ
て
い
る
と
い
う
｝
」
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
江
戸
時
代
以
降
に
流
布
し
た
町
版
の
『
十
牛
圖
』
に
附
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
各
章
に
二
首
づ
っ
の
道
歌
が
富
て
ら
れ
て
い
る
。
例

え
ば
、
「
尋
牛
」
の
も
の
を
掲
げ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
尋
ね
ゆ
く
や
ま
の
牛
は
見
へ
ず
し
て
空
し
き
蝉
の
聾
の
み
ぞ
す
る

尋
ね
入
る
牛
こ
そ
見
え
ね
夏
山
の
梢
に
蝉
の
聾
ば
か
り
し
て
」

（
唾
）

こ
れ
ら
は
五
山
版
は
も
と
よ
り
、
近
世
初
頭
の
古
活
字
版
に
も
見
る
｝
」
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
が
何

（
囮
）

で
あ
っ
た
か
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
私
が
確
認
し
た
と
一
」
ろ
で
は
、
寛
永
八
年
（
一
六
一
一
一
一
）
の
時
心
堂
刊
本
『
四
部
録
』
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
の
が
最
も
古
い
よ
う
で
、
天
理
圖
書
館
所
蔵
の
古
活
字
本
な
ど
で
は
、
こ
の
刊
本
に
よ
っ
て
返
り
黙
や
送
り
假
名
が
附
さ
れ
、
ま

（
川
）

た
、
道
歌
が
補
寓
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
｝
」
の
刊
本
の
刊
記
に
、

「
此
四
部
書
近
來
錐
有
板
行
字
蛮

不
正
倭
黙
多
誤
方
今
求
善
本
以

（
即
）

修
職
の
資
１
と
し
た
と
い
う
。

鍵
干
梓
請
見
者
識
之
曽

（
暇
）

時
、
し
堂
新
刊
」

辛
未
歳
夏
五
吉
旦
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桃
山
時
代
以
前
に
ま
で
遡
り
得
る
か
は
疑
問
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
全
く
別
個
に
傳
え
ら
れ
て
い
た
道
歌
が
、
江
戸
初
期
に
至
っ
て
見
出
さ
れ
、
『
十
牛
圖
』
の
テ
キ
ス
ト
の
中
に
合
楳
さ
れ
た

と
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
刊
本
に
は
作
者
の
名
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
こ
れ
ら
を
正
徹
に
錦
す
る
理
由
そ

の
も
の
が
賞
は
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
今
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
根
櫨
と
し
て
輝
竹
と
『
十
牛
圖
』
の
關
係
を
論
ず
る
こ
と

は
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
も
し
、
假
り
に
こ
れ
ら
が
正
徹
の
も
の
で
あ
る
一
」
と
を
確
認
で
き
れ
ば
、
彼
を
通
し
て

輝
竹
に
『
十
牛
圖
』
に
關
す
る
知
識
が
傳
わ
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
極
め
て
大
き
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
、
輝
竹
と
『
十
牛
圖
』
を
結
び
付
け
る
も
の
と
し
て
無
視
で
き
な
い
の
は
、
師
、
世
阿
彌
の
存
在
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先

に
引
用
し
た
『
拾
玉
得
花
』
の
文
章
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
世
阿
彌
自
身
、
輝
竹
に
相
傳
し
た
傳
書
に
お
い
て
、
「
牧
牛
圏
」
の
一
つ
で

（
⑭
）

あ
る
自
得
慧
暉
（
一
○
九
七
’
一
一
八
一
一
一
）
撰
の
『
六
牛
圖
』
（
一
一
一
世
紀
後
半
）
に
一
一
一
一
口
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
牧
牛
圏
」
の
日
本
に
お
け
る
流
布
状
況
に
つ
い
て
は
、
義
堂
周
信
の
日
記
、
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
』
の
永
徳
二
年
（
一
三

い
わ
ゆ
る
「
牧
牛
圏
」
の
旦

八
二
）
’
’
一
月
二
十
八
日
の
條
に
、

「
周
信
嘗
窺
考
輝
書
、
古
シ（
卿
）

者
、
濁
此
十
牛
圖
是
也
、
」

と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
廓
庵
の
『
十
牛
圖
」
が
廣
く
行
わ
れ
て
お
り
、
外
に
『
四
牛
圖
』
や
『
六
牛
圖
』
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
世
阿
彌
の
在
世
中
の
記
録
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
六
牛
圖
」
が
自
得
慧
暉
の
も
の
を
指
す
こ
と
は
間
違
い

と
が
分
か
る
。
一

な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
『
六
牛
圖
』
が
濁
立
し
て
開
版
さ
れ
た
り
、
書
寓
さ
れ
た
と
す
る
記
録
は
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
、
當
時
の
人
々

は
『
輝
門
諸
祖
師
偶
頌
』
や
『
五
家
正
宗
賛
』
の
引
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
を
知
っ
た
よ
う
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
文
章
の
み
で
岡
は
附
さ
れ

古
之
宿
徳
、
一
期
方
便
、
誘
引
初
機
、
作
牧
牛
以
爲
圏
。
有
四
牛
者
、
有
六
牛
者
、
有
十
牛
者
。
今
見
行
千
世
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（
剛
）

て
い
な
い
）
。
現
に
早
稻
田
大
學
圖
書
館
に
『
輝
門
諸
祖
師
偶
頌
』
の
南
北
朝
期
頃
の
五
山
版
が
蔵
さ
れ
て
お
り
、
『
五
家
正
宗
賛
』
に
４
℃
春

（
順
）

屋
妙
飽
が
貞
和
五
年
（
一
一
二
四
九
）
に
開
板
し
た
五
山
版
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
四
牛
圃
」
も
、
當
時
、
そ
の
存
在
が
注
目
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
佛
印
了
元
（
一
○
三
二
－
一
○
九
八
、
雲
門

（
川
）

宗
）
撰
の
も
の
と
、
雪
庭
一
兀
淨
（
一
○
六
一
一
一
’
一
一
一
一
一
五
）
撰
の
も
の
の
二
種
が
あ
っ
た
。
前
者
は
『
請
益
録
』
の
引
用
に
よ
っ
て
、
ほ
ん
の

一
部
を
知
り
う
る
の
み
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
後
者
は
『
嘉
泰
普
燈
録
』
に
「
序
」
と
「
頌
」
の
全
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
（
圏
は
掲

げ
ら
れ
て
い
な
い
）
、
恐
ら
く
、
義
堂
が
指
し
た
の
は
、
こ
ち
ら
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
嘉
泰
普
燈
録
』
に
つ
い
て
も
靜
嘉
堂
文
庫
に
鎌
倉
末
期
や
南
北
朝
期
の
五
山
版
が
現
存
し
、
義
堂
や
世
阿
彌
以
前
に
既
に
日
本
で
流
布

（
川
）

し
て
い
た
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
「
四
牛
圖
』
が
そ
れ
ほ
ど
廣
く
流
布
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
世
阿
彌
も
鯛
れ
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
蝉
と
能
樂
の
關
係
を
考
え
る
場
合
、
『
四
牛
圖
』
の
存
在
は
無
視
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

『
六
牛
圖
』
に
つ
い
て
も
、
流
布
の
状
況
は
「
四
牛
圖
』
と
愛
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
う
し
た
中
で
世
阿
彌
が
わ
ざ

わ
ざ
そ
れ
に
言
及
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
注
目
さ
れ
る
黙
で
あ
る
。
し
か
も
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
『
六
牛
圖
』
と
『
十
牛
圖
』

（
蝿
）

は
、
そ
の
構
想
に
お
い
て
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
う
Ｃ
・

も
と
も
と
『
六
牛
圖
』
に
は
章
題
が
な
い
の
で
、
假
り
に
文
中
の
言
葉
を
章
題
と
し
、
私
見
に
基
づ
い
て
各
章
の
テ
ー
マ
を
附
記
す
れ

ま
、

と
も
と
『
六
牛
圖
』
』

以
下
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
「
信
心
既
萌
砦

第
二
「
忽
爾
發
明
」
“

第
三
「
智
慧
明
淨
」
》

第
四
「
更
無
妄
念
臣

善
知
識
の
教
え
に
よ
っ
て
信
心
を
起
す
。

初
め
て
悟
り
の
艦
験
を
得
る
。

次
第
に
悟
り
の
鵠
験
に
習
熟
す
る
。

完
全
に
悟
り
を
も
の
に
す
る
。
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ま
た
、
「
序
」
や
「
頌
」
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
『
六
牛
圖
』
の
圖
様
も
『
十
牛
圖
』
に
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
第
一
か

ら
第
五
ま
で
は
、
や
は
り
逃
げ
出
し
た
牛
を
求
め
、
掴
ま
え
、
飼
い
馴
ら
す
過
程
に
擬
え
た
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
（
廓
庵
の
『
十
牛
圖
」

で
は
牛
の
色
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
六
牛
圖
』
で
は
、
煩
悩
の
減
少
を
黒
牛
が
次
第
に
白
く
な
っ
て
い
く
過
程
で
示
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
）
。
第

五
章
と
第
六
章
の
圖
様
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
が
、
第
五
章
は
「
人
牛
倶
浪
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
、

『
十
牛
圖
』
の
「
人
牛
倶
忘
」
と
同
様
、
｜
圃
相
の
み
が
益
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
第
六
章
に
つ
い
て
は
、
全
く
不

明
で
あ
る
が
、
『
十
牛
圖
』
の
「
入
騨
垂
手
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
ご
と
く
で
あ
る
。
従
っ
て
、
圖
様
の
黙

で
も
『
六
牛
圖
』
は
『
十
牛
圖
』
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

『
六
牛
圖
』
に
す
ら
關
心
を
抱
い
た
世
阿
彌
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
同
様
の
構
想
の
下
に
成
立
し
、
し
か
も
、
當
時
、
非
常
に
流
布
し
て
い

た
『
十
牛
圖
』
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
「
拾
玉
得
花
』
に
お
い
て
『
六
牛
圖
」
の
言
葉
を
用
い
た
の
は
、
た
ま
た
ま
必
要
と
す
る

言
葉
が
、
そ
ち
ら
に
載
っ
て
い
た
か
ら
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
世
阿
彌
を
通
じ
て
輝
竹
に
『
十
牛
圖
』
に
閥
す

る
知
識
が
傳
わ
っ
た
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
假
り
に
そ
う
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
世
阿
彌
が
言
及
し
て

い
た
『
六
牛
圏
』
へ
の
關
心
か
ら
、
輝
竹
が
自
發
的
に
『
十
牛
圖
』
の
閲
覧
に
及
び
、
そ
の
圖
様
や
思
想
を
自
ら
の
六
輪
一
露
説
に
取
り

を
得
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。

第
五
「
心
法
隻
忘
」
》
悟
る
主
艦
も
失
わ
れ
た
絶
對
無
の
状
態
に
入
る
。

第
六
「
絶
後
再
甦
」
無
功
用
の
働
き
で
衆
生
教
化
を
行
な
う
。

こ
こ
で
も
第
五
の
「
心
法
隻
忘
」
ま
で
の
前
半
と
そ
れ
以
降
の
後
半
と
に
大
き
く
二
分
さ
れ
、
前
半
が
「
迷
い
」
か
ら
「
悟
り
」
へ
の

道
程
を
説
く
も
の
で
あ
る
の
に
對
し
て
、
後
半
が
「
悟
り
」
か
ら
「
迷
い
」
へ
の
廻
歸
を
説
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
傳
え
ら
れ
る
よ
う

に
、
こ
の
後
半
部
が
廓
庵
の
創
案
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
『
六
牛
圖
』
は
廓
庵
の
『
十
牛
圖
』
の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
見
ざ
る
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す
ご
玄
（
川
）

「
金
鎚
影
動
き
て
、
賓
劒
光
寒
ト
レ
。
」

と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
み
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
「
強
細
風
」
は
、
世
阿
彌
に
お
い
て
は
、
幽
玄
た
る
「
上
三

花
」
（
妙
花
風
・
寵
深
花
風
・
閑
花
風
）
を
極
め
た
も
の
が
、
そ
の
品
格
を
保
っ
た
ま
ま
、
元
來
、
幽
玄
な
ら
ざ
る
「
下
三
位
」
（
強
細
風
・
強
魔

風
・
魔
鉛
風
）
の
蕊
を
行
な
う
こ
と
、
即
ち
、
「
向
去
却
來
」
の
蕊
を
表
現
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に
小
西
甚
一
氏
が
、

上
に
見
た
よ
う
に
豆

實
際
、
世
阿
彌
の
博
書
（

録
』
の
言
葉
を
引
い
て
、

「
金
鎚
影
動
き
て
、

込
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
『
六
牛
圖
』
の
圏
は
日
本
に
は
傳
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
圖
が
直
接
に
輝
竹
の
六
輪
一
露
説
に
影
響
を
輿
え
た

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
輝
竹
が
『
拾
玉
得
花
』
の
意
味
を
十
分
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
、
『
六
牛
圖
』
そ
の

も
の
に
も
注
意
を
向
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
文
章
が
輝
竹
に
影
響
を
輿
え
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
先
に

鯛
れ
た
よ
う
に
、
六
輪
一
露
説
の
「
原
案
」
で
は
、
「
像
輪
」
の
圖
様
の
中
に
「
牛
」
と
と
も
に
「
釣
り
人
」
の
繪
が
描
か
れ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
『
六
牛
圖
』
の
第
五
「
心
法
相
忘
」
の
頌
に
、

「
人
牛
消
息
壷
古
路
絶
知
音
霧
巻
千
嘉
靜
苔
生
三
径
深（
川
）

心
空
無
所
有
情
壼
不
吉
田
今
把
釣
翁
何
在
砺
溪
鎖
緑
陰
」

と
言
う
の
に
由
來
す
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

見
た
よ
う
に
「
輪
相
」
を
輝
で
解
す
べ
き
と
す
れ
ば
、
「
｜
露
」
の
形
象
化
で
あ
る
。
剣
」
も
蔵
で
解
す
る
の
が
當
然
で
あ
る
。

世
阿
彌
の
博
書
の
中
で
「
剣
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
恐
ら
く
、
『
九
位
』
で
「
強
細
風
」
を
説
明
す
る
に
富
っ
て
、
『
碧
巌

ｃ
，
緯
思
想
か
ら
見
た
。
露
」
の
意
味
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（
似
）

無
一
一
一
己
。
僧
職
拝
。
」

と
言
い
、
ま
た
、
『
密
應

「
師
乃
云
。
蕊
源
了

塵
塵
刹
刹
。
普
現

大
法
輪
。
高
而
無

と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
賓
剣
」
は
、
「
下
三
位
」
で
あ
っ
て
も
「
下
三
位
」
に
非
ざ
る
藝
の
象
徴
な
の
で
あ
る
。
後
に
輝
竹
が

「
下
三
位
」
を
「
破
輪
」
、
即
ち
「
闘
位
」
に
富
て
た
の
は
、
こ
の
意
味
に
外
な
ら
な
い
。

世
阿
彌
に
お
い
て
、
既
に
「
剣
」
は
、
却
來
後
の
藝
の
象
徴
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
輝
竹
は
「
空
輸
」
に
「
向
去
却
來
」
を
富
て
る

の
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
却
來
後
の
藝
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
黙
か
ら
も
、
輝
竹
の
．
剣
」
が
世
阿
彌
の
『
九

位
』
の
絞
述
を
承
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
世
阿
彌
は
却
來
後
の
藝
を
「
剣
」
で
表
現
し
た
の
か
。
小
西
氏
は
「
本
来
が
「
強
き
」
の
系
列
な
の
で
」
、
即
ち
、
非
幽
玄

な
藝
だ
か
ら
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
『
圓
悟
佛
果
輝
師
語
録
』
巻
十
一
に
、

「
僧
問
。
無
修
無
證
。
乃
是
本
覺
妙
明
。
爲
求
佛
果
菩
提
。
正
是
有
作
之
因
。
去
此
二
途
。
講
師
直
指
。
師
云
。
吹
毛
費
剣
逼
人
寒
。

進
云
。
｜
黙
露
光
異
。
萬
古
照
人
間
。
師
云
。
用
一
黙
霞
光
作
塵
。
進
云
。
可
調
。
言
言
合
聖
道
。
法
法
自
圓
成
。
師
云
。
他
亦
本

（
慨
）

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
」

「
雪
の
イ
メ
イ
ジ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
閑
花
風
も
寵
深
花
風
も
「
冷
え
」
の
藝
だ
が
、
闘
位
と
し
て
の
強
細
風
も
「
冷
え
」

に
風
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
來
が
「
強
き
」
の
系
列
な
の
で
、
イ
メ
イ
ジ
も
「
寶
剣
光
寒
し
」
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
強
細
風
の
な
か
で
も
、
お
そ
ら
く
「
金
鎚
影
動
き
て
」
の
方
が
、
軍
な
る
下
三
位
の
砕
動
風
を
あ
ら
わ
し
た
イ
メ
イ
ジ

、
『
密
庵
和
尚
語
録
』
に
、

蕊
源
不
味
。
萬
古
徽
猷
。
入
此
門
來
。
莫
存
知
解
。
知
解
既
不
生
。
如
王
寶
剣
。
殺
活
臨
時
。
畢
一
明
三
。
目
機
蛛
雨
。

。
普
現
威
權
。
物
物
頭
頭
。
全
彰
正
眼
。
便
見
一
塵
含
法
界
。
一
句
裁
千
差
。
於
一
毫
端
。
現
寶
王
刹
。
坐
微
塵
裏
。
韓

（
、
）

吉
同
而
無
上
。
仰
不
可
及
。
淵
而
無
下
。
深
不
可
測
。
自
然
風
行
草
便
。
水
到
渠
成
。
不
是
神
通
妙
用
。
亦
非
法
爾
如
然
。
」
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「
問
。
殺
父
殺
母
。
佛
前
儀
悔
。
殺
佛
殺
祖
。
向
什
歴
虚
憐
悔
。
師
云
。
露
。
」

と
言
う
よ
う
に
、
輝
宗
で
「
悟
り
」
が
本
か
ら
眼
前
に
あ
る
と
し
て
「
露
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
も
關
聯
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
世
阿
彌
は
と
も
か
く
と
し
て
、
果
し
て
輝
竹
が
、
そ
こ
ま
で
の
種
の
知
識
を
得
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
疑

問
も
無
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
蝉
竹
が
六
輪
一
露
説
を
構
想
し
た
當
初
に
お
い
て
、
こ
の
．
露
」
「
一
剣
」
を
、
趣
に
お
け
る
用
法
と
同

じ
く
活
動
性
に
重
黙
を
置
い
て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
雫
え
な
い
事
賞
で
あ
る
。

先
ず
、
職
竹
が
「
私
詞
」
に
お
い
て
、
「
一
露
」
を
「
自
在
無
碍
一
一
シ
テ
」
と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
活
動
で
あ
る
こ
と
を
明
示

す
る
も
の
で
あ
る
し
、
六
輪
一
露
説
の
原
案
の
。
露
」
の
剣
の
園
が
、
後
の
も
の
と
は
異
な
り
、
雲
の
よ
う
な
も
の
に
乘
っ
た
形
で
萱

師
廣
録
』
巻
上
に
、

（
畑
）

「
甑
面
相
□
王
、
不
在
多
端
。
龍
蛇
易
辨
、
衲
子
難
臓
。
金
鎚
影
動
、
寳
劒
光
寒
。
直
下
來
也
、
急
著
眼
看
。
」

の
よ
う
に
、
そ
う
し
た
文
脈
の
も
と
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
視
鮎
か
ら
見
れ
ば
、
「
一
剣
」
を
「
｜
露
」
と
呼
ぶ
理
由
も
容
易
に
説
明
が
つ
く
。
な
ぜ
な
ら
、
緯
で
は
、
悟
後
の
働
き

を
示
す
「
剣
」
の
形
容
と
し
て
、
例
え
ば
、
『
碧
巌
録
』
に
、

（
旧
）

「
『
魑
鋒
寶
剣
常
露
現
前
。
亦
能
殺
人
。
亦
能
活
人
。
在
彼
在
此
。
同
得
同
失
。
若
要
提
持
。
｜
任
提
持
。
若
要
平
展
。
一
任
平
展
。
」

と
い
う
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
「
露
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
露
」
と
は
、
「
露
刃
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う

に
、
「
剥
き
出
し
の
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
働
き
の
絶
對
性
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
、
例
え
ば
『
雲
門
匡
眞
輝

と
い
う
よ
う
に
、
緯
一

世
阿
彌
は
、
當
然
、
二

て
も
、
こ
の
言
葉
は
、

輝
宗
で
は
「
剣
」
は
悟
っ
た
者
の
絶
對
的
活
動
を
示
す
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

、
そ
う
し
た
こ
と
を
知
っ
た
上
で
先
の
言
葉
を
用
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
『
碧
巌
録
』
に
あ
っ

3５



か
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
活
動
性
を
強
調
す
る
も
の
に
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
騨
竹
は
「
空
輸
」
を
「
無
主
無
色
之
位
」
と
表
現
す
る
が
、
。
露
」
が
「
却
來
」
た
る
「
空
輸
」
後
の
活
動
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
無
主
無
物
」
Ⅱ
「
無
主
無
色
」
で
あ
ろ
う
か
ら
、
「
私
詞
」
の
冒
頭
で
「
豈
非
二
本
來
無
主
無
物
之
妙
用
一
哉
」
と
言
う
の
は
、
正
し
く
「
一

露
」
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
。
。
露
」
が
最
も
肝
要
な
も
の
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
一
」
と
を
思
え
ば
、
そ
う
し
た
理
解
は
十

分
に
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
だ
と
す
る
と
、
一
」
｝
」
で
も
「
｜
露
」
は
「
妙
用
」
、
即
ち
、
「
無
功
用
の
自
在
の
働
き
」
と
い
う
意
味
で
捉
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
剣
」
の
理
解
は
、
や
は
り
、
蝉
に
由
來
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
こ
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
世
阿
彌
と
輝
竹
の
「
剣
」
が
、
同
じ
く
「
却
來
後
の
妙
用
」
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、

二
人
の
間
で
「
却
來
」
の
内
容
そ
の
も
の
が
、
既
に
全
く
異
な
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
六
輪
一
露
説
に

即
し
て
言
え
ば
、
世
阿
彌
で
は
、
「
像
輪
」
か
ら
「
破
輪
」
へ
の
移
行
が
「
却
來
」
で
あ
っ
た
も
の
が
、
種
竹
で
は
「
破
輪
」
か
ら
「
空
輸
」

へ
の
移
行
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
原
因
は
、
先
に
論
じ
た
ご
と
く
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
輝
竹
は
「
像
輪
」
と
「
破
輪
」
と
の
間
に
決
定
的
な
對
立
を
認
め
得
な
か
っ

た
か
ら
、
「
破
輪
」
に
「
却
來
」
を
富
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
能
の
「
目
標
」
「
理
想
」
と
し
て
措
定
さ
れ
た
「
無
心
の

感
」
を
「
能
の
償
値
が
由
來
す
る
根
源
」
で
あ
る
と
捉
え
、
藝
が
そ
こ
に
達
す
る
、
即
ち
、
「
空
輸
」
に
至
る
こ
と
を
「
根
源
へ
の
歸
還
」

で
あ
る
と
し
て
「
向
去
却
來
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
「
空
輸
」
は
能
に
お
け
る
「
悟
り
」
の
ご
と
き
も
の
で
あ
り
、
世
阿
彌
で
は
究
極
の
境
地
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ

れ
を
超
え
る
も
の
と
し
て
の
。
露
」
の
起
源
は
、
世
阿
彌
と
は
別
に
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
『
＋
牛
圖
』
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
能
の
「
悟
り
」
を
意
味
す
る
「
空
輸
」
と
、
種
の
「
悟
り
」
を
示
す
「
人
牛
倶
忘
」

は
、
と
も
に
。
圓
相
」
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
六
輪
一
露
説
と
『
＋
牛
圖
』
に
お
い
て
占
め
る
位
置
に
共
通
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従
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
世
阿
彌
の
傳
書
に
よ
っ
て
、
「
空
輸
」
の
「
悟
り
」
を
一
應
の
極
黙
と
位
置

付
け
た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
『
十
牛
圖
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
鰯
で
は
そ
の
「
悟
り
」
を
も
究
極
と
せ
ず
、
そ
の
後
の
働
き
こ
そ
が
重
要
だ

と
考
え
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
境
地
と
し
て
．
露
」
を
新
た
に
置
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
、
と
。

極
本
來
の
考
え
方
で
は
、
「
人
牛
倶
忘
」
Ⅱ
「
空
輸
」
で
は
な
く
、
「
返
本
還
源
」
や
「
入
騨
垂
手
」
、
即
ち
、
二
露
」
こ
そ
が
「
却
來
」

な
の
で
あ
る
が
、
輝
竹
に
お
い
て
も
結
果
的
に
は
、
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
輝
竹
は
、
世
阿
彌
の
「
却
來
」
の
思

想
を
極
め
て
重
視
し
、
そ
れ
を
生
か
そ
う
と
努
め
た
。
そ
の
結
果
、
世
阿
彌
が
「
闘
位
」
Ⅱ
「
破
輪
」
を
表
現
す
る
た
め
に
使
っ
て
い
た

そ
の
言
葉
を
、
「
無
心
の
感
」
Ⅱ
「
空
輸
」
に
移
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
資
質
的
に
は
、
更
に
「
無
心
の
感
」
Ⅱ
「
空
輸
」
に
お
け
る
「
妙

用
」
を
示
す
．
露
」
へ
と
移
行
さ
せ
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
師
、
世
阿
彌
の
説
を
承
け
っ
っ
も
、
能
に
お
け
る

究
極
の
境
地
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
常
に
自
分
な
り
に
極
め
ん
と
す
る
輝
竹
の
思
考
の
深
ま
り
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

性
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一

に
あ
っ
て
も
「
人
牛
倶
忘
」
の
後
、

か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
外
見
Ｌ

か
の
ご
と
く
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

六
、
六
輪
一
露
説
の
成
立
と
愛
質

ａ
，
六
輪
一
露
説
「
原
案
」
の
意
味
と
形
成
過
程

る
。
六
輪
一
露
説
で
は
、
「
空
輸
」
の
後
、
そ
の
「
妙
用
」
を
示
す
．
露
」
が
置
か
れ
る
が
、
『
十
牛
圖
』

の
後
、
現
賓
世
界
へ
の
迺
歸
を
説
く
「
返
本
還
源
」
と
、
無
功
用
の
教
化
活
動
を
示
す
「
入
騨
垂
手
」
が
置

外
見
上
、
六
輪
一
露
説
の
．
露
」
が
、
あ
た
か
も
『
十
牛
圖
』
の
「
返
本
還
源
」
「
入
郷
垂
手
」
に
富
た
る
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「
上
三
輪
」
は
、
世
阿
彌
の
能
樂
理
論
に
お
い
て
最
高
の
藝
境
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
三
つ
の
概
念
を
抽
象
化
・
理
念
化
し
た

も
の
で
、
能
樂
の
「
目
標
」
、
あ
る
い
は
「
理
想
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
（
後
に
『
二
花
一
輪
」
で
「
性
花
」
と
呼
ば
れ
る
の
は
そ
の
た
め

で
あ
る
）
。
そ
れ
は
能
樂
そ
の
も
の
の
目
標
で
あ
る
か
ら
、
爲
手
の
境
地
の
み
に
閥
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
観
手
と
の
間
で
成
立
す
る
「
場
」

そ
の
も
の
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
成
立
す
る
か
否
か
は
偏
に
爲
手
の
伎
価
に
依
存
す
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
資
質
的
に

こ
と
に
な
ろ
う
。

上
に
論
じ
て
来
た
こ
と
を
纏
め
れ
ば
、
臓
竹
が
最
初
に
六
輪
一
露
説
を
構
想
し
た
際
の
内
容
は
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

破
輪
恥
「
非
幽
玄
」
な
藝
も
自
在
に
行
な
い
う
る
「
闘
位
」
。
．
圓
相
」
の
破
壊
に
よ
っ
て
象
徴
さ
せ
る
。

空
輸
》
究
寛
の
境
地
で
あ
る
「
無
心
の
感
」
Ⅱ
「
壽
輪
」
を
成
就
し
た
境
位
。
「
壽
輪
」
と
同
じ
く
二
圓
相
」
で
示
す
。

一
露
》
「
空
輸
」
に
お
い
て
「
無
心
の
感
」
Ⅱ
「
壽
輪
」
を
實
現
す
る
爲
手
の
「
妙
用
」
の
當
艦
。
そ
の
活
動
性
を
雲
に
乘
る
。
剣
」

像
輪
麺
自
由
自
在
に
「
幽
玄
」
を
演
じ
き
る
藝
境
。
．
圓
相
」
の
中
に
多
彩
な
幽
玄
な
藝
を
象
徴
す
る
森
羅
萬
象
を
描
く
こ
と
で
表
針

Ｉ
１
１

３

謙
輪
》
世
阿
彌
の
い
う
「
無
心
の
感
」
で
、
爲
手
の
至
り
得
る
鹸
高
の
境
地
。
．
圓
相
」
で
象
徴
さ
せ
る
。

主
輪
諏
世
阿
彌
の
「
有
主
風
」
を
理
念
化
し
た
も
の
で
、
長
年
に
亙
る
習
學
の
末
に
爲
手
が
到
達
す
る
絶
對
的
主
髄
性
。
．
回
相
」

の
中
に
「
主
」
を
象
徴
す
る
一
本
の
縦
線
を
引
く
こ
と
で
表
現
す
る
。

住
輪
四
世
阿
彌
の
「
安
位
」
を
理
念
化
し
た
も
の
で
、
學
ぶ
べ
き
も
の
を
全
て
學
ん
だ
爲
手
が
到
達
す
る
「
安
心
」
の
境
地
で
あ
り
、

あ
ら
ゆ
る
藝
の
基
礎
と
な
る
も
の
。
．
圓
相
」
内
の
下
方
に
、
安
定
と
根
源
的
生
成
力
を
象
徴
す
る
短
い
線
を
縦
に
引
く
こ

現
す
る
。

と
で
表
現
す
る
。

で
象
徴
さ
せ
る
。



は
、
爲
手
が
目
指
し
、
到
達
す
べ
き
最
高
の
境
地
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
對
し
て
、
「
像
輪
」
「
破
輪
」
「
空
輸
」
は
、
爲
手
が
實
際
に
能
の
習
道
を
行
な
う
過
程
で
辿
る
各
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、

特
に
「
空
輸
」
は
、
究
極
の
境
地
で
あ
り
、
「
壽
輪
」
で
示
さ
れ
た
能
樂
の
目
標
の
成
就
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
空
輸
」
に
お
け
る

爲
手
の
「
妙
用
」
を
特
に
取
り
出
し
た
も
の
が
。
露
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
｜
露
」
は
「
空
輸
」
と
表
裏
一
鵠
の
關
係
に
あ
る
こ
と
に

な
る
（
後
に
「
二
花
一
輪
」
に
お
い
て
、
「
上
三
輪
」
の
「
性
花
」
に
封
す
る
「
用
花
」
を
「
像
輪
」
「
破
輪
」
の
二
つ
に
止
め
、
「
空
輸
」
を
「
一
露
」
と

一
つ
に
扱
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
）
。

こ
の
六
輪
一
露
説
の
「
原
案
」
に
は
起
源
を
異
に
す
る
二
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
無
心
の
感
」
「
有
主
風
」
「
安
位
」

「
向
去
却
來
」
な
ど
の
世
阿
彌
の
能
樂
論
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
．
同
相
」
「
｜
露
」
Ⅱ
「
｜
剣
」
な
ど
の
樟
思
想
に
由

來
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
が
、
古
來
、
樟
に
お
い
て
．
圓
相
」
で
表
現
さ
れ
て
き
た
「
悟
り
」
（
『
十
牛
圏
』
で
は
「
人

牛
倶
忘
」
）
と
、
輝
竹
に
よ
っ
て
．
圓
相
」
で
表
現
さ
れ
た
能
に
お
け
る
「
無
心
の
感
」
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
い
て
、
輝
竹
が
六
輪
一
露
説
を
構
想
す
る
に
至
っ
た
過
程
を
推
測
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

し
『
拾
玉
得
花
』
な
ど
に
よ
っ
て
理
解
し
た
世
阿
彌
の
思
想
を
基
礎
と
し
て
、
能
の
習
道
段
階
（
藝
位
）
を
示
す
も
の
と
し
て
、
「
像

輪
」
「
破
輪
」
「
空
輸
」
の
三
つ
を
設
け
た
。

２
．
司
じ
く
、
世
阿
彌
に
お
い
て
最
も
高
い
藝
位
と
さ
れ
る
「
無
心
の
感
」
「
有
主
風
」
「
安
位
」
の
三
つ
を
能
樂
が
追
求
す
べ
き
「
目

標
」
「
理
想
」
と
し
て
抽
象
化
し
、
「
壽
輪
」
「
主
輪
」
「
住
輪
」
の
「
上
三
輪
」
を
設
け
た
。

３
．
そ
の
際
、
習
道
過
程
の
極
は
、
當
然
、
能
の
最
高
の
理
想
と
一
致
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
両
者
に
「
無
心
の
感
」
を
示

す
も
の
と
し
て
、
「
空
輸
」
と
「
壽
輪
」
が
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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る
。

４
．
『
十
牛
圖
』
な
ど
か
ら
得
た
蝉
思
想
に
基
づ
い
て
、
「
上
三
輪
」
、
中
で
も
特
に
「
涛
輪
」
を
輝
に
お
け
る
「
目
標
」
「
理
想
」
で

あ
る
「
本
覺
」
「
佛
性
」
の
ご
と
き
も
の
と
考
え
た
。

５
．
糠
に
お
け
る
「
悟
り
」
（
始
蝿
）
が
、
も
と
も
と
存
在
す
る
そ
れ
（
本
礎
、
佛
性
）
に
氣
づ
く
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
こ
と
か

、
ら
、
習
道
の
極
で
あ
る
「
空
輸
」
を
能
の
理
想
で
あ
る
「
壽
輪
」
へ
の
歸
還
と
理
解
し
て
、
世
阿
彌
以
來
の
重
要
な
概
念
で
あ

る
「
向
去
却
來
」
を
、
そ
れ
を
示
す
も
の
と
位
置
付
け
た
。

６
．
輝
の
「
悟
り
」
が
．
圓
相
」
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
を
参
考
に
し
て
、
「
壽
輪
」
「
空
輸
」
を
「
一
回
相
」
で
表
現
す
る
こ
と
と

し
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
「
主
輪
」
「
住
輪
」
「
像
輪
」
「
破
輪
」
の
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
、
特
に
「
像
輪
」
に
關
し
て
は
『
十
牛

圖
』
の
圖
様
や
『
六
牛
圖
』
の
文
章
を
考
慮
に
入
れ
て
、
「
牛
」
や
「
釣
り
人
」
の
圖
柄
を
入
れ
た
。

７
．
種
で
は
「
悟
り
」
（
人
牛
倶
忘
）
を
究
極
と
は
し
な
い
こ
と
か
ら
、
「
空
輸
」
を
超
え
る
も
の
の
必
要
性
を
感
じ
、
「
無
心
の
感
」
を

資
現
す
る
中
で
、
そ
こ
に
活
溌
溌
地
に
活
動
す
る
當
艫
を
特
に
取
り
上
げ
、
『
九
位
』
の
文
章
な
ど
を
参
考
に
し
つ
つ
、
．
剣
」

と
し
て
形
象
化
し
、
．
露
」
と
呼
ん
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
輝
竹
が
實
際
に
構
想
を
練
っ
た
時
に
は
、
世
阿
彌
の
能
樂
理
論
と
輝
思
想
が
同
時
に
動
員
さ
れ
、
徐
々
に
形
を
成
し
て
い

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
上
に
示
し
た
過
程
は
、
時
間
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
構
造
的
な
も
の
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
概
略

は
上
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
て
み
る
と
、
六
輪
一
露
説
の
成
立
自
鵠
が
既
に
緯
思
想
の
強
い
影
響
を
被
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
後
期
の
世
阿
彌
に
お
い
て
見
ら
れ
た
も
の
の
直
接
的
な
繼
承
な
の
で
あ

だ
と
す
れ
ば
、
輝
竹
が
志
玉
や
一
條
兼
良
に
注
を
求
め
た
の
も
、
軍
に
當
時
を
代
表
す
る
碩
學
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
輝
竹
の
求
め
に
對
し
て
、
志
玉
は
如
來
蔵
縁
起
説
に
よ
り
、
ま
た
、
一
條
兼
良
は
朱
子
學
に
よ
っ
て
注
を
附
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私
見
に
よ
れ
ば
、
六
輪
一
露
説
の
元
來
の
意
味
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
思
想
は
、
世
阿
彌
の
場
合

と
同
じ
く
、
蝉
思
想
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
當
時
、
世
阿
彌
の
絶
對
的
な
影
響
下
に
あ
っ
た
蝉
竹
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

そ
こ
に
稗
の
影
響
が
強
く
窺
わ
れ
る
の
は
、
む
し
ろ
、
當
然
の
こ
と
と
言
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
輝
竹
に
と
っ
て
は
出
發
黙
で
あ
っ
た
。
輝
竹
は
、
そ
の
後
も
新
た
な
思
想
に
鯛
れ
る
度
に
、
そ
の
影
響
を
受
け
、
ま

た
自
ら
の
思
想
を
練
り
直
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
後
も
六
輪
一
露
説
は
、
そ
の
骨
格
を
維
持
し

た
ま
ま
、
輝
竹
の
能
樂
論
の
中
心
を
占
め
續
け
た
か
ら
、
そ
こ
に
新
た
な
思
想
が
次
々
に
書
き
込
ま
れ
、
そ
れ
を
構
成
す
る
個
々
の
要
素

に
對
し
て
も
、
か
っ
て
と
は
異
な
る
意
義
づ
け
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

六
輪
一
露
説
の
愛
化
は
、
早
く
も
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
に
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
り
戊
立
は
「
原
案
」
よ
り
十
二
年
以
上
遅
れ
る
も
の

の
、
輝
竹
の
思
想
的
展
開
を
示
す
も
の
と
し
て
は
最
古
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
愛
化
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
そ
の
後
の
展
開

を
決
定
づ
け
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
。

先
ず
、
「
原
案
」
自
艦
が
、
｜
部
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
即
ち
、
「
主
輪
」
が
「
賢
輪
」
に
改
め
ら
れ
、
．
露
」
の
圖
様
が
、
剣

が
雲
に
乗
っ
た
形
か
ら
蓮
華
に
乘
っ
た
形
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

「
主
輪
」
が
「
豐
輪
」
と
改
め
ら
れ
た
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
主
輪
」
が
由
來
す
る
「
有
主
風
」
と
「
住
輪
」
が
由
來
す
る
「
安

位
」
の
間
に
明
確
な
厘
別
を
付
け
に
く
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
韓
換
は
、
「
主
輪
」
の
圖
様
に
お
い
て
、
「
無
上
秘

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
歴
史
的
に
も
思
想
的
に
も
蝉
と
密
接
な
關
係
に
あ
る
か
ら
、
輝
竹
が
助
言
者
と
し
て
彼
ら
を
選
ん
だ
の

は
、
そ
れ
な
り
の
見
識
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ｂ
，
六
輪
一
露
説
の
愛
遷
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つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
｜
露
」
は
、
「
原
案
」
の
段
階
で
は
そ
う
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
、
「
次
第
」
す
る
、
即
ち
、
至
り
得
る
境
地
の
よ

う
な
も
の
を
指
す
の
で
は
な
く
、
「
六
輪
」
全
て
を
貫
く
一
種
の
超
越
的
な
「
理
念
」
、
能
勢
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
ロ
ゴ
ス
的
な
る
も

の
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
｜
露
」
は
．
鏡
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
「
六
輪
」
は
そ
の
中
に
現
わ
れ
る
像
の
ど

（
、
是
ヲ
次
第
セ
ザ
ル
所
山

と
も
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
に
鰯
れ
た
よ
う
に
、
六
輪
一
露
説
の
「
原
案
」
で
は
、
「
空
輸
」
の
重
鮎
は
飽
く
ま
で
「
無
心
の
感
」
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に

對
し
て
、
『
六
輪
一
露
之
記
庄
』
で
は
「
空
輸
」
が
主
と
し
て
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
藝
」
を
示
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
「
空
輸
」
は
具
禮
的
な
藝
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
黙
で
、
「
像
輪
」
や
「
破
輪
」
と
全
く
同
等
の

も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
「
原
案
」
の
時
黙
で
「
空
輸
」
に
見
ら
れ
た
、
「
｜
露
」
に
も
通
ず
る
よ
う
な
超
越
性
は
、
こ
こ
で
は
全
く
認

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
｜
露
」
の
み
が
「
六
輪
」
に
對
し
て
至
高
の
償
値
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
事
寳
、
「
一

露
」
は
「
天
地
の
精
主
、
萬
物
出
生
ノ
精
魂
也
」
、
或
い
は
「
此
六
輪
ヲ
ツ
ナ
グ
精
心
ナ
リ
」
な
ど
と
さ
れ
、
更
に
は
、

「
コ
レ
ハ
是
、
七
段
各
々
ノ
儀
ヲ
傭
ユ
レ
ド
モ
、
一
心
二
歸
ス
ル
性
剣
、
一
モ
ッ
テ
貫
ズ
ル
意
重
ノ
位
ヲ
、
一
鏡
ト
ア
ラ
ワ
ス
形
ナ
レ

（
Ⅲ
）

（
、
国
電
ヲ
次
第
セ
ザ
ル
所
也
」

梨
ノ
感
主
」
で
あ
る
「
精
神
」
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
た
「
立
上
鮎
」
が
、
そ
の
形
の
ゆ
え
に
、
「
ス
ミ
ノ
ポ
リ
、
キ
ョ
ク
ヒ
イ
ヅ
ル
感
心
」

と
解
檸
し
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
改
め
て
も
、
依
然
と
し
て
「
能
樂
が
目
指
す
目
標
」
で
あ
る
鮎

に
は
鍵
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
が
、
世
阿
彌
の
説
か
ら
一
歩
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
。
露
」
の
圖
様
の
鍵
化
が
活
動
性
・
力
動
性
の
否
定
を
意
圖
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
そ
の

よ
う
な
必
要
性
が
生
じ
た
の
か
。
そ
れ
に
は
「
空
輸
」
と
つ
露
」
の
性
格
が
以
前
と
は
異
な
る
も
の
に
な
っ
た
こ
と
が
關
係
し
て
い
る

よ
・
っ
に
思
わ
れ
る
。
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爵

こ
こ
に
お
い
て
「
一
露
」
は
極
め
て
抽
象
的
な
も
の
に
化
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
輝
竹
の
哲
學
的
思
考
は
、
そ
こ
に
留
ま
ら
ず
、
更
に

次
の
よ
う
に
、
六
輪
一
露
説
自
艦
を
も
抽
象
化
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

（
順
）

「
凡
ソ
、
コ
ノ
セ
ヶ
條
、
一
心
・
－
曲
。
｜
字
・
一
風
ニ
モ
、
コ
ト
錫
コ
ト
ク
傭
ワ
ル
ト
コ
ロ
ヲ
智
ペ
ン
智
ベ
シ
、
」

六
輪
一
露
の
そ
れ
ぞ
れ
が
能
を
構
成
す
る
全
て
に
宿
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
神
秘
主
義
的
思
考
が
、
後
の
汎
幽
玄

論
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

以
上
の
ご
と
き
思
想
は
「
原
案
」
か
ら
は
窺
い
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
『
六
輪
一
露
之
記
庄
』
の
成
立
に
至
る
十
数
年
間

に
お
い
て
、
揮
竹
が
新
た
に
到
達
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

騨
竹
が
こ
の
よ
う
な
思
想
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
志
玉
や
一
條
兼
良
か
ら
得
た
知
識
が
大
き
な
役
割
を
果
し
た
で

あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
現
に
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
に
は
、
志
玉
に
肌
來
す
る
阿
字
説
恒
如
來
藏
縁
起
説
、
一
條
兼
良
よ
り

得
た
易
説
な
ど
が
大
幅
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
最
大
限
に
尊
重
し
よ
う
と
す
る
禰
竹
の
姿
勢
を
窺
う
こ
と
が
出
來
る
の
で

あ
る
。
恐
ら
く
、
そ
れ
ら
の
思
想
が
揮
竹
に
も
と
も
と
存
在
し
た
本
賎
論
的
思
考
と
結
び
付
き
、
六
輪
一
露
説
本
來
の
「
習
道
の
段
階
」

と
い
う
始
覺
門
的
性
格
を
弱
め
、
全
て
を
等
質
化
し
て
静
的
に
眺
め
る
本
覺
門
的
性
格
を
強
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
こ
う
し
た
思
想
が
生
ま

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
原
案
」
が
櫨
っ
て
立
っ
て
い
た
基
本
的
立
場
の
愛
更
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、
こ
こ
で
現
わ
れ
た
新
た
な

思
想
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
後
代
の
著
作
に
引
き
繼
が
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

そ
の
後
の
六
輪
一
露
説
の
展
開
は
、
次
の
二
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
『
二
花
一
輪
』
『
幽
玄
三
輪
』
『
六
輪
一
露
大

￣●

つつ
ＣＯ

と
く
に
見
倣
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
こ
こ
で
は
「
露
」
は
「
鏡
が
像
を
映
し
出
す
こ
と
」
の
意
味
に
解
鐸
し
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
「
理
念
」
で
あ
れ
ば
靜
的
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
恐
ら
く
、
そ
れ
が
．
露
」
の
圖
様
が
改
め
ら
れ
た
理
由
で
あ
る
の
だ
ろ
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意
」
が
著
わ
さ
れ
た
五
十
上

た
六
十
代
前
半
と
で
あ
る
。

即
ち
、

「
先
、
七
段
共
に
、
皆
一
輪
に
そ
な
ハ
る
所
を
可
し
知
。
是
を
判
ズ
ル
ニ
至
テ
コ
ソ
、
次
第
ス
ル
所
ハ
出
來
ス
レ
。
只
、
上
輪
一
輪
一
一
、

（
四
）

位
ノ
重
々
備
事
ヲ
可
し
知
。
然
者
、
萬
事
、
｜
物
一
物
ノ
上
二
此
儀
調
ヲ
以
一
ナ
、
習
道
治
ル
位
卜
成
ル
也
。
」

の
よ
う
に
、
略
ぼ
同
様
の
主
張
を
述
べ
る
と
と
も
に
（
た
だ
し
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
で
は
、
。
剣
」
Ⅱ
「
一
露
」
が
「
｜
鏡
」
と
さ
れ
て
い
た
の

『
二
花
一
輪
』
に
お
い
て
先
ず
試
み
ら
れ
た
の
は
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
で
表
明
さ
れ
た
神
秘
的
思
考
を
よ
り
進
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

が
著
わ
さ
れ
た
五
十
代
の
半
ば
と
『
六
輪
一
露
秘
注
』
の
寛
正
本
や
文
正
本
、
『
六
輪
灌
頂
秘
記
」
『
至
道
要
抄
』
な
ど
が
箸
わ
さ
れ

其
一
輪
二
顕
ル
形

七
段
之
一
輪
之
各
々
一
一
顕
テ
、
ソ
レ
ヲ
一
輪
二
治
顯
形

～￣
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に
對
し
て
、
「
上
輪
」
、
即
ち
「
涛
輪
」
が
そ
れ
に
代
わ
る
役
割
を
櫓
わ
さ
れ
て
い
る
）
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
な
二
つ
の
圏
に
表
し
て
い
る
の

で
あ
る
（
翻
竹
自
筆
本
に
よ
っ
て
掲
げ
る
）
。

こ
の
よ
う
に
『
二
花
一
輪
』
で
は
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
」
で
顯
著
と
な
っ
た
傾
向
を
一
層
推
し
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
一
方
で
、

六
輪
一
露
説
を
本
來
の
も
の
に
戻
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
黙
も
見
ら
れ
る
。
即
ち
、

「
此
道
奥
藏
、
｜
期
長
久
ノ
ミ
ニ
ア
ラ
ズ
、
賢
一
一
一
一
一
世
ニ
ワ
タ
リ
、
横
二
十
方
二
通
ズ
ル
性
花
ハ
、
上
三
輪
。
用
花
は
、
像
・
破
、
二

（
川
）

輪
。
空
・
露
二
位
ハ
、
日
月
精
神
、
佛
果
圓
滿
之
覺
位
、
サ
ラ
ニ
イ
カ
ン
ト
シ
ナ
キ
所
歎
。
」

（
Ⅲ
）

に
見
る
よ
う
に
、
「
空
輸
」
を
「
｜
露
」
と
結
合
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
。
こ
｝
」
で
輝
竹
が
意
圏
し
た
の
は
、
「
空
輸
」
の
意
味
を
「
冷

え
寂
び
た
枯
淡
な
藝
」
か
ら
、
再
び
「
無
心
の
感
」
に
引
き
戻
す
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
空
輸
」
と
．
露
」
が
結
合
さ
れ
た
結
果
と
し
て
、
「
｜
露
」
の
み
を
絶
對
化
し
た
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
と
は
異
な
り
、

「
壽
輪
」
が
復
權
を
遂
げ
、
先
の
文
に
六
輪
一
露
の
全
て
が
「
壽
輪
」
に
收
ま
る
と
言
う
よ
う
に
、
む
し
ろ
「
一
露
」
以
上
に
高
い
地
位
に

置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
「
上
三
輪
」
、
特
に
「
露
輪
」
と
。
露
」
と
の
い
ず
れ
を
重
視
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
後
も
、
な
か
な
か
解
決
を

見
な
か
っ
た
よ
う
で
、
『
六
輪
一
露
大
意
』
で
は
、
再
び
「
空
輸
」
が
「
物
は
か
な
く
お
さ
な
き
位
」
、
即
ち
「
藝
」
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
、

（
噺
）

「
｜
露
」
は
「
六
輪
之
精
神
」
と
し
て
「
六
輪
」
か
ら
分
離
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
が
、
後
の
『
六
輪
灌
頂
秘
記
』
で
は
、
再
び
「
上
三
輪
」
、

（
、
）

と
り
わ
け
「
塞
狩
輪
」
が
絶
對
視
さ
れ
、
「
像
輪
」
「
破
輪
」
「
空
輸
」
「
｜
露
」
は
「
タ
グ
位
ヲ
夕
、
ム
次
第
也
」
と
さ
れ
て
い
る
。

續
く
『
幽
玄
三
輪
』
で
は
、
『
二
花
一
輪
』
の
思
想
の
大
綱
を
略
ぼ
そ
の
ま
ま
承
け
繼
ぎ
っ
っ
も
、
新
た
に
六
輪
一
露
説
に
對
し
て
世
阿

（
棚
）

彌
の
「
九
位
」
を
配
當
す
る
試
み
や
、
「
六
輪
一
露
の
習
道
」
を
「
化
度
利
生
の
明
道
」
と
位
置
付
け
る
思
想
、
天
台
、
眞
一
一
一
三
、
淨
土
の
教

説
へ
の
一
一
一
一
口
及
な
ど
が
新
た
に
現
わ
れ
て
お
り
、
更
に
『
六
輪
一
露
大
意
』
で
は
、
「
上
三
輪
」
に
、
天
台
宗
の
「
三
諦
」
、
浄
土
教
の
「
三
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（
Ⅲ
）

心
」
、
序
破
急
な
ど
を
配
し
、
「
一
露
」
を
「
空
假
中
之
一
二
謡
」
「
安
心
決
定
錦
入
之
一
心
」
な
ど
と
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
多
彩
な
思
想
へ
の
關
心
も
、
志
玉
や
兼
良
に
従
っ
て
如
來
蔵
縁
起
説
や
易
説
を
導
入
し
た
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
の
發
展

と
見
倣
し
う
る
が
、
こ
う
し
た
發
想
の
基
礎
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
『
幽
玄
三
輪
』
の
、

「
是
に
よ
っ
て
、
私
に
稽
古
の
道
を
案
ず
る
に
、
天
地
・
陰
陽
、
日
月
・
星
宿
、
神
祇
・
佛
法
、
人
王
の
道
、
一
切
の
人
の
し
わ
ざ
に

至
る
ま
で
、
佛
性
そ
な
わ
ら
ざ
る
事
な
け
れ
ば
、
是
又
幽
玄
の
堺
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
佛
性
を
知
ら
ざ
れ
ば
凡
夫
と
な
り
、
幽
玄
の

（
剛
）

堺
を
わ
き
ま
へ
ざ
れ
ば
、
俗
に
卑
し
く
な
り
て
、
高
位
に
上
事
な
し
。
」

な
ど
の
文
章
に
見
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
汎
幽
玄
論
」
で
あ
る
。
確
か
に
全
て
が
「
佛
性
」
で
あ
り
、
「
幽
玄
」
で
あ
る
と
し
て
肯
定
さ
れ

る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
教
説
は
融
通
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
能
樂
も
「
化
度
利
生
の
明
道
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
汎
幽
玄
論
」

は
、
こ
の
後
も
繼
承
さ
れ
、
し
か
も
次
第
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

晩
年
の
寛
正
本
『
秘
注
』
で
は
、
和
歌
の
「
十
躰
」
や
『
法
華
經
』
『
金
剛
經
』
『
般
舟
讃
』
『
菩
提
心
論
』
な
ど
の
教
説
が
新
た
に
六
輪

一
露
説
に
配
當
さ
れ
、
ま
た
、
．
『
観
經
』
や
『
教
行
信
證
』
、
神
道
説
な
ど
の
引
用
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
『
幽
玄
三
輪
』
や

『
六
輪
一
露
大
意
』
に
見
ら
れ
た
思
想
の
展
開
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
櫛
竹
の
傾
向
が
時
と
と
も
に
強
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る

も
の
で
あ
る
。
輝
竹
が
「
上
三
輪
」
を
「
佛
性
」
に
擬
え
て
、
「
タ
ト
ヒ
、
俗
ナ
ル
態
、
異
風
ヲ
作
ト
モ
、
此
位
ヲ
不
し
忘
（
、
人
々
佛
性

（
側
）

「
プ
傭
ル
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
」
と
い
う
の
も
、
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
寛
正
本
『
秘
注
』
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
六
輪
一
露
説
が
成
立
し
た
富
初
よ
り
、
「
空
輸
」
を
説
明
す
る
た
め
に
用

（
腿
）

い
ら
れ
て
き
た
「
向
去
却
來
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
が
、
世
阿
彌
と
同
じ
く
「
破
輪
」
に
移
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
理
由
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
一
つ
に
は
、

（
Ⅲ
）

「
タ
グ
徒
二
立
リ
ト
云
エ
ド
モ
、
：
：
：
舞
寄
曲
態
ヲ
ナ
サ
ザ
レ
ド
モ
、
面
白
シ
ト
ミ
ュ
ル
感
情
也
。
」

４６



（
Ｍ
）

「
此
等
ノ
精
神
一
心
ナ
ル
ヲ
性
剣
卜
一
五
。
」

と
言
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
上
一
一
一
輪
」
と
「
一
剣
」
は
同
一
視
さ
れ
て
い
る
ご
と
く
で
あ
り
、
「
上
一
一
一
輪
」
と
「
一
露
」
と
の
關
係
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
同
一
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
つ
い
た
よ
う
で
あ
る
。

富
す
る
な
ど
、
『

「
是
ヲ
、
壽

と
、
二
剣
」
を

「
サ
テ
、
此

と
言
い
、
ま
た
、

（
Ⅲ
）

「
五
十
餘
ヨ
リ
以
後
ノ
員
曲
也
。
」

（
脳
）

な
ど
の
説
明
に
見
る
よ
う
に
、
「
空
輸
」
が
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
藝
」
を
意
味
す
る
４
℃
の
と
確
定
し
た
た
め
、
「
破
輪
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
一
つ
の
よ
う
に
見
倣
さ
れ
、
「
破
輪
」
と
「
空
輸
」
の
間
の
断
絶
が
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
、
そ
れ
を
前
提
と
す
る
「
向
去
却
來
」

と
い
う
言
葉
の
使
用
が
不
適
富
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。

汎
幽
玄
論
的
な
思
考
は
全
て
を
等
債
値
の
も
の
と
見
倣
す
よ
う
促
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
思
想
が
先
に
は
「
像
輪
」
と
「
破
輪
」
と

を
等
質
化
し
、
「
向
去
却
來
」
を
「
空
輸
」
に
移
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
更
に
進
展
し
た
結
果
、
「
空
輸
」
を
も
等
質
の

も
の
と
見
る
よ
う
に
な
り
、
「
向
去
却
來
」
の
置
き
所
が
な
く
な
っ
て
、
「
破
輪
」
に
移
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

な
お
、
文
正
本
『
秘
注
』
で
は
、
寛
正
本
に
見
ら
れ
た
佛
典
な
ど
の
附
會
や
引
用
の
多
く
が
除
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
思
想
は
基
本
的

に
は
同
じ
と
見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。

最
晩
年
の
著
作
で
あ
る
『
至
道
要
抄
』
で
も
、
「
上
三
輪
」
に
「
身
口
意
」
「
戒
定
慧
」
「
色
香
味
」
「
賎
音
舞
」
「
三
諦
」
「
一
一
一
曲
」
を
配

富
す
る
な
ど
、
種
竹
の
附
會
的
な
立
場
に
愛
化
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
、

（
臓
）

「
是
「
ブ
、
壽
・
豊
・
住
・
像
・
破
・
空
ノ
六
輪
ト
イ
ェ
ド
モ
、
ロ
ハ
｜
輪
ノ
位
、
明
鏡
ノ
精
力
、
剣
位
卜
成
ル
。
」

と
、
二
剣
」
を
「
六
輪
」
以
上
の
も
の
と
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
「
空
輸
」
を
説
明
し
た
後
に
、

（
仰
）

「
サ
テ
、
此
上
二
舞
歌
一
プ
成
ス
。
此
道
ノ
肝
要
、
中
道
也
。
上
一
一
一
輪
者
、
只
是
也
。
」
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祗
竹
の
「
原
案
」
は
、
「
上
三
輪
」
を
目
標
と
し
つ
つ
も
、
實
際
の
習
道
に
お
い
て
辿
る
べ
き
、
「
像
輪
」
（
幽
玄
な
藝
）
、
「
破
輪
」
闘
位

に
お
け
る
非
幽
玄
な
蔓
）
、
「
空
輸
」
（
無
心
の
感
）
と
い
う
藝
境
を
提
示
し
、
「
空
輸
」
に
お
け
る
活
動
で
あ
る
二
露
」
の
意
義
を
強
調
す
る

も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
れ
は
飽
く
ま
で
も
初
心
者
が
能
藝
を
極
め
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
佛
教
に
お
い
て
、

迷
え
る
も
の
が
「
佛
性
」
の
存
在
、
即
ち
、
「
悟
り
」
の
可
能
性
を
信
じ
つ
つ
、
修
行
の
旅
に
出
る
こ
と
に
善
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
る

以
上
、
「
原
案
」
が
成
立
し
た
後
の
六
輪
一
露
説
の
愛
化
を
簡
軍
に
辿
っ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
愛
化
が
意
味
す
る
も
の
は
、
い
っ
た
い

何
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

と
こ
ろ
が
、
後
に
、
「
空
輸
」
が
「
像
輪
」
や
「
破
輪
」
と
同
様
、
あ
る
特
定
の
蕊
を
念
頭
に
置
い
た
概
念
と
な
る
と
、
．
露
」
が
他

に
封
し
て
超
越
的
な
地
位
を
與
え
ら
れ
、
抽
象
的
な
理
念
の
よ
う
に
見
倣
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
も
と
も
と
理
念
的
な
存
在
で
あ
っ
た

「
上
三
輪
」
、
中
で
も
最
も
根
源
的
な
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
「
壽
輪
」
と
同
一
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
六
輪
一

露
の
本
篭
で
あ
り
、
他
は
そ
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
思
考
に
進
み
、
更
に
、
そ
れ
に
森
羅
萬
象
を
「
佛
性
」
Ⅱ
「
幽
玄
」
と
見
る

思
想
（
い
わ
ゆ
る
「
汎
幽
玄
論
」
）
が
加
わ
っ
て
、
佛
教
を
中
心
と
す
る
様
々
な
教
説
が
附
會
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
原
案
」
と

は
逆
に
、
佛
教
の
「
悟
り
」
の
ご
と
き
、
究
極
の
境
地
に
立
っ
て
習
道
の
全
髄
系
が
眺
め
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
見
方
は
正
し
く
本
覺
論
的
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

》
つ
。

う
に
田
営
え
る
。

臓
竹
が
六
輪
一
露
説
に
お
い
て
辿
っ
た
思
想
遍
歴
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
「
始
覺
門
」
か
ら
「
本
覺
門
」
へ
と
い
う
道
行
き
で
あ
っ
た
よ

ｃ
，
六
輪
一
露
説
の
愛
化
が
意
味
す
る
も
の
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或
い
は
、
こ
の
よ
う
な
愛
化
は
、
騨
竹
の
能
藝
へ
の
習
熟
を
反
映
す
る
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
若
年
の
時
に
書
か
れ
た
「
原
案
」

で
は
、
自
ら
が
こ
れ
か
ら
辿
る
べ
き
習
道
の
道
標
と
し
て
六
輪
一
露
説
を
措
定
し
た
の
に
對
し
て
、
晩
年
に
お
い
て
は
、
そ
の
全
罷
が
自

身
の
辿
っ
た
道
程
と
し
て
、
振
り
返
り
眺
め
ら
れ
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
當
然
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る
「
汎
幽
玄
論
」
や
種
々
の
教
説
の
附
會
な
ど
は
、
や
は
り
、
そ
れ
の
み
で
は
理
解
し
き
れ
な
い

も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
も
の
が
出
現
し
た
理
由
は
、
一
つ
に
は
輝
竹
の
個
人
的
な
性
向
に
擦
る
も
の
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
。
六
輪
一
露
説
の
「
原
案
」
に
お
い
て
、
輝
竹
が
「
向
去
却
來
」
を
「
空
輸
」
に
配
置
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
既
に
そ
の
傾
向

を
看
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
に
お
い
て
、
こ
の
説
が
師
の
世
阿
彌
の
思
想
の
繼
承
で
あ
る
と
と
も
に
、
観
音
の

啓
示
で
も
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
黙
や
、
『
明
宿
集
』
に
顕
著
な
神
秘
的
な
性
格
な
ど
は
、
輝
竹
に
見
ら
れ
る
本
覺
論
的
な
發
想
が
、
そ
の

人
間
的
な
素
質
に
深
く
根
差
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
。

確
か
に
そ
れ
は
、
伊
藤
氏
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
揮
竹
個
人
と
い
う
よ
り
も
、
當
時
の
人
々
の
一
般
的
な
思
考
方
法
で
あ
り
、
む
し
ろ

世
阿
彌
の
方
が
特
殊
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
世
阿
彌
か
ら
出
發
し
た
輝
竹
が
こ
う
し
た
思
想
に
至
っ

た
こ
と
の
意
味
は
輕
視
で
き
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

樟
竹
が
關
心
を
侍
っ
た
哲
學
思
想
は
、
輝
、
密
教
、
天
台
、
浄
土
、
神
道
、
易
と
極
め
て
多
彩
で
あ
る
が
、
晩
年
の
二
本
の
『
秘
注
』

で
は
天
台
や
淨
土
、
神
道
の
影
響
が
著
し
く
、
最
晩
年
の
『
至
道
要
抄
」
で
は
天
台
の
教
義
が
、
ま
た
、
『
明
宿
集
』
で
は
神
道
が
中
心
と

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
輝
竹
の
思
想
は
最
終
的
に
は
天
台
と
神
道
に
行
き
着
い
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
も
こ
の
「
汎

幽
玄
論
」
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
『
幽
玄
三
輪
』
に
お
い
て
天
台
の
「
十
界
互
具
」
の
思
想
が
、

「
十
界
に
も
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
は
、
こ
と
に
荒
く
強
く
し
て
、
卑
し
く
恐
ろ
し
き
に
よ
り
、
三
悪
道
と
て
、
恐
る
べ
き
道
な
り
と

い
へ
ど
も
、
十
界
悉
具
の
鵲
性
な
れ
ば
、
佛
界
そ
な
わ
る
所
な
り
。
た
と
ひ
、
地
獄
の
鬼
神
鵠
、
餓
鬼
の
鵠
に
比
し
て
、
亡
魂
・
碑
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動
風
鬼
ま
で
も
、
又
、
畜
生
の
獅
子
・
野
干
の
形
を
な
す
と
も
、
根
元
、
幽
玄
よ
り
そ
だ
ち
た
る
色
心
に
於
き
て
、
ふ
っ
と
、
卑
し

く
、
荒
く
、
強
き
筋
あ
る
べ
か
ら
ず
。
人
々
具
足
せ
る
佛
性
な
る
べ
し
。
同
じ
く
、
音
聲
、
皆
そ
の
艦
。
其
艘
性
よ
り
五
臓
通
用
な

（
噸
）

れ
ば
、
聾
の
位
、
等
し
か
る
べ
し
。
」

の
よ
う
に
「
汎
幽
玄
論
」
の
根
擦
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
神
道
に
つ
い
て
も
、
『
明
宿
集
』
に
、

本
地
垂
通
説
に
基
づ
い
て
神
道
こ
そ
が
凡
愚
の
我
ら
を
救
う
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
坂
士
佛
の
『
太
神
宮
参
詣
記
』
の
文
章
、

「
諸
宗
ノ
教
法
ハ
マ
チ
マ
チ
ナ
レ
ド
モ
、
己
心
ヲ
磨
キ
テ
佛
性
ノ
玉
ヲ
ア
ラ
ワ
ス
。
所
詮
ワ
｜
理
也
。
此
己
心
ヲ
、
尺
教
一
一
置
ク
時
ハ

佛
心
卜
號
、
神
書
一
一
置
ク
時
ハ
冥
慮
卜
稻
ス
。
此
冥
慮
ハ
、
我
等
ガ
愚
カ
ナ
ル
心
ナ
レ
ド
モ
、
暫
モ
ス
ナ
ヲ
ナ
ル
時
ハ
同
ジ
給
フ
頼

ミ
ア
リ
。
サ
レ
バ
、
内
證
ノ
佛
ハ
、
｜
心
空
寂
ノ
観
一
一
ア
ラ
ワ
レ
テ
、
癖
迷
ノ
生
ヲ
（
度
ス
ル
コ
ト
難
シ
。
外
用
ノ
神
ハ
、
七
識
執

（
Ｍ
）

我
ノ
機
ニ
モ
同
ジ
テ
、
蒙
昧
ノ
輩
ヲ
モ
利
ス
ル
事
易
シ
。
御
柱
ノ
上
二
心
ノ
字
ヲ
戴
力
セ
ル
理
、
誠
二
深
シ
」

を
引
い
て
お
り
、
こ
こ
に
も
全
て
を
等
債
値
な
も
の
と
す
る
「
汎
幽
玄
」
の
思
想
と
通
ず
る
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
思
想
は
、
恐
ら
く
、
中
古
天
台
に
お
け
る
本
覺
思
想
と
密
接
な
關
係
を
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
實
際
、
揮
竹
は
天
台
宗
の
僧

（
側
）

侶
と
交
渉
を
持
っ
て
お
り
、
天
《
ロ
本
覺
思
想
を
代
表
す
る
著
作
と
も
見
倣
さ
れ
て
い
る
『
眞
如
観
』
を
自
著
の
中
に
引
用
し
て
も
い
る
の

（
川
）

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
日
本
佛
教
の
傳
統
が
、
志
玉
や
一
條
兼
良
ら
の
碩
學
に
教
え
を
請
う
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
輝
竹
に
流
れ
込

み
、
も
と
も
と
哲
學
的
・
神
秘
的
傾
向
の
強
か
っ
た
輝
竹
の
進
む
方
向
を
決
定
づ
け
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

輝
竹
は
、
晩
年
、
｜
休
宗
純
に
接
近
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
意
圖
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
｜
体
と
交
渉
を
持
っ

た
の
は
、
文
正
本
『
秘
注
』
の
成
立
前
後
と
見
ら
れ
る
が
、
文
正
本
『
秘
注
』
や
、
そ
の
後
の
『
至
道
要
抄
』
に
種
の
強
い
影
響
が
現
れ

て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
の
意
圖
を
窺
わ
せ
る
も
の
も
見
當
た
ら
な
い
。
た
だ
、
『
明
宿
集
』
に
、
他
宗
の
祖
師
と
と
も
に
達
摩
が
掲
げ

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
緯
も
他
宗
と
同
様
、
「
汎
幽
玄
論
」
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
る
に
止
ま
っ
た
の
で
あ
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六
輪
一
露
説
は
、
若
く
し
て
世
阿
彌
の
思
想
に
鯛
れ
た
輝
竹
が
、
そ
の
能
樂
論
の
墜
倒
的
な
影
響
下
に
組
織
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
後
の
祗
竹
の
思
想
的
な
展
開
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
大
綱
は
維
持
さ
れ
續
け
た
。
そ
こ
に
は
繩
竹
の
世
阿
彌
に
對
す
る
終
生
愛
ら
ぬ

尊
敬
の
念
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
濁
自
の
歩
み
を
始
め
た
輝
竹
は
、
い
つ
ま
で
も
世
阿
彌
の
地
熱
に
留
ま
る
こ

こ
の
よ
う
な
汎
幽
玄
論
的
思
考
は
、
同
時
期
の
心
敬
（
一
四
○
六
’
一
四
七
五
）
の
連
歌
論
な
ど
で
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
中
世
的
思
考
の

（
旧
）

一
つ
の
傾
向
を
一
不
す
も
の
と
も
一
一
一
一
口
わ
れ
る
が
、
心
敬
に
お
い
て
も
緯
の
影
響
が
強
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
或
い
は
そ
こ
に
、
騨
自
髄

の
愛
質
を
認
め
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

現
賓
に
悟
る
こ
と
を
目
指
す
蝉
は
、
も
と
も
と
始
覺
門
的
性
格
を
多
分
に
有
す
る
か
ら
、
そ
の
日
本
へ
の
流
入
は
中
古
天
台
に
お
け
る

本
覺
門
的
立
場
に
風
穴
を
開
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
蝉
も
流
布
す
る
過
程
で
、
次
第
に
天
台
や
密
教
の
教
説
と
混

清
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
蝉
自
膿
が
次
第
に
本
覺
門
的
な
立
場
に
愛
化
し
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。
輝
竹
の
思
想
的
遍
歴
は
、
そ
う
し
た
日
本
禰
宗
の
愛
質
を
は
か
ら
ず
も
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
揮
竹
の
能
錘

と
も
に
、
そ
れ
が
後
』

っ
た
も
の
が
、
後
に
陸

か
と
の
結
論
を
得
た
。

ろ
う
か
。

揮
竹
の
能
樂
論
の
中
核
を
成
す
六
輪
一
露
説
を
取
り
上
げ
て
、
「
原
案
」
の
段
階
で
そ
れ
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
を
探
る
と

そ
れ
が
後
に
辿
っ
た
愛
遷
を
一
瞥
し
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
當
初
は
輝
的
な
性
格
が
非
常
に
強
か

が
、
後
に
様
々
な
思
想
に
燭
れ
る
こ
と
で
内
容
を
鍵
え
て
行
き
、
當
初
の
性
格
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
は
な
い

む
す
び
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と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
同
じ
枠
組
み
の
中
に
新
た
な
思
想
を
導
入
す
る
こ
と
で
前
進
を
縞
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、

輝
竹
に
と
っ
て
六
輪
一
露
説
の
改
訂
は
、
古
い
皮
袋
に
新
し
い
酒
を
盛
る
よ
う
な
行
爲
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
輝
竹
の
歩
み
と
は
、
私
見
に
擦
れ
ば
、
輝
宗
の
始
畳
門
的
な
立
場
か
ら
天
台
宗
の
本
覺
門
的
な
立
場
へ
の
移
行
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
だ
が
、
そ
の
當
否
は
と
も
か
く
と
し
て
、
そ
の
思
想
遍
歴
が
意
味
す
る
も
の
は
、
輝
竹
個
人
の
思
想
や
藝
道
論
に
留
ま
ら
ず
、
日

本
の
佛
教
史
、
更
に
は
、
神
道
や
儒
教
を
も
含
め
た
思
想
史
全
罷
の
動
き
と
の
關
わ
り
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

注

（
岨
）
前
掲
「
世
阿
彌
翻

（
㈹
）
同
上
、
三
三
八
頁
。

戸、グー、〆自、

４７４６４５
、－’、－'、－グ

（
狐
）
能
勢
朝
次
「
六
輪
一
露
」
（
昭
和
一
八
年
初
出
、
前
掲
『
能
勢
朝
次
著
作
集
」
第
五
巻
）
三
七
八
’
一
一
一
七
九
頁
。
ま
た
、
前
掲
『
能
樂
研
究
」
二

四
一
’
二
四
二
頁
、
「
『
至
道
要
抄
」
の
藝
論
的
位
置
」
（
昭
和
一
四
年
初
出
、
前
掲
『
能
勢
朝
次
著
作
集
」
第
五
巻
）
三
五
四
頁
な
ど
も
参
照
。
芳

賀
氏
の
理
解
も
、
こ
れ
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
前
掲
『
東
山
文
化
の
研
究
」
六
○
四
頁
参
照
。

（
妬
）
前
掲
『
世
阿
彌
騨
竹
』
三
六
四
頁
。

前
掲
『
能
樂
論
研
究
』
二
一
一
一
二
’
二
一
一
一
四
頁
。
因
み
に
、
『
花
鏡
』
「
奥
段
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
り
、
こ
う
し
た
説
が
、
禰
竹
が
「
空

輸
」
を
考
え
る
際
の
参
考
と
な
っ
た
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

「
秘
義
云
、
能
は
、
若
年
よ
り
老
後
迄
習
徹
る
べ
し
。
老
後
ま
で
習
と
は
、
初
心
よ
り
、
盛
り
に
至
り
て
、
其
比
の
時
分
時
分
を
習
て
、
又
四

十
以
来
よ
り
は
、
能
を
少
な
少
な
と
、
次
第
次
第
に
惜
し
む
風
髄
を
な
す
。
是
、
四
十
以
來
の
風
膿
を
習
な
る
べ
し
。
五
十
有
餘
よ
り
は
、
犬

か
た
、
せ
ぬ
を
以
て
手
立
と
す
る
也
。
大
事
の
際
な
り
。
此
時
分
の
習
事
と
者
、
ま
づ
、
物
數
を
少
な
く
す
べ
し
。
音
曲
を
本
と
し
て
、
風
髄

前
掲
『
世
阿
彌
騨
竹
』
三
六

同
上
、
一
○
八
’
一
○
九
頁
。

前
掲
「
世
阿
彌
翻
竹
』
五
二
一
頁
。
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を
腱
く
、
舞
な
ど
を
も
手
を
少
な
く
、
古
風
の
名
残
を
見
す
べ
し
。
凡
、
音
曲
は
、
年
寄
の
一
手
取
る
曲
也
。
老
聲
は
、
生
聲
蓋
き
て
、
あ
る

ひ
は
横
、
あ
る
ひ
は
主
、
又
は
相
音
な
ど
の
残
聾
に
て
、
曲
よ
け
れ
ば
、
面
白
き
感
聞
あ
り
。
是
、
｜
の
便
り
な
り
。
か
や
う
の
色
々
を
心
得

て
、
此
風
髄
に
て
一
手
取
ら
ん
ず
る
事
を
た
し
な
む
を
、
老
後
に
習
う
風
髄
と
は
申
也
。
」
（
前
掲
『
世
阿
彌
轍
竹
』
一
○
六
－
一
○
七
頁
）

（
帆
）
能
勢
氏
の
言
葉
。
前
掲
『
能
樂
研
究
』
二
三
六
頁
を
参
照
。

（
粗
）
前
掲
『
金
春
騨
竹
の
研
究
』
一
六
七
頁
。

（
印
）
な
お
、
竹
本
幹
夫
は
「
空
輸
」
を
、
世
阿
彌
の
「
無
心
無
風
の
位
」
（
『
花
鏡
』
）
や
「
無
心
の
感
」
ｓ
花
鏡
」
『
拾
玉
得
花
』
）
な
ど
の
發
想
に
由

來
す
る
も
の
だ
と
す
る
一
方
、
「
世
阿
彌
式
に
い
え
ば
、
「
せ
ぬ
な
ら
で
は
手
立
て
な
し
」
と
い
う
老
幾
の
境
地
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
も
と
の
涛

輪
に
廻
歸
す
る
と
い
う
發
想
は
か
な
り
観
念
的
で
あ
る
が
、
「
枯
れ
鑑
き
た
」
老
髄
の
清
淨
さ
が
幼
兒
の
純
眞
無
垢
に
似
る
と
い
う
日
常
的
感
覺
か

ら
の
お
も
い
つ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
言
う
が
（
前
掲
「
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅱ
ｌ
能
樂
の
博
書
と
藝
論
』
二
○
一
’
一
一
○
二
頁
）
、
「
無
心

の
感
」
と
「
枯
れ
蓋
き
た
藝
」
と
の
間
の
關
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
則
）
「
向
去
」
が
「
行
く
」
、
「
却
來
」
が
「
戻
る
」
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
「
向
去
却
來
」
は
「
行
っ
て
戻
る
」
、
即
ち
、
い
っ
た
ん
「
悟
り
」
の
世
界

に
行
っ
た
後
、
そ
こ
か
ら
「
迷
い
」
の
世
界
に
戻
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
却
來
」
に
は
「
向
去
」
が
前
提
と
な
る
か
ら
、
軍
に
「
却
來
」

と
の
み
言
わ
れ
る
場
合
も
多
い
。
世
阿
彌
の
「
却
來
」
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
注
（
虹
）
を
参
照
。

（
皿
）
前
掲
『
世
阿
彌
祁
竹
」
三
三
七
頁
。

（
兜
）
同
上
、
三
三
四
頁
。

（
別
）
同
上
、
三
三
八
頁
。

（
閲
）
こ
れ
ま
で
、
こ
の
「
向
去
却
來
」
の
意
味
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
能
勢
朝
次
『
能
樂
研
究
』

同
上
、
三
三
八
頁
。

こ
れ
ま
で
、
こ
の
「
向
去
却
來
」
の
意
味
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
能
勢
朝
次
『
能
樂
研
究
』

で
は
、
「
次
に
空
輸
は
、
生
住
異
滅
よ
り
見
れ
ば
滅
位
で
あ
る
。
世
阿
彌
の
向
去
却
來
よ
り
い
へ
ば
、
却
來
の
究
境
で
あ
る
。
五
音
曲
條
々
に
於
て

の
べ
て
居
る
「
悟
り
悟
り
て
は
未
悟
に
同
じ
」
と
い
っ
た
、
元
の
壽
輪
仁
か
へ
る
位
で
あ
る
」
と
い
う
の
み
で
あ
る
（
二
四
一
頁
）
《
〉
こ
れ
は
、
顧

竹
の
「
空
輸
」
を
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
聾
」
の
意
味
と
解
し
、
世
阿
彌
の
「
却
來
花
一
の
繼
承
と
見
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
竹
本
氏
は
、
先
に
第
二
節
の
ｂ
で
引
い
た
「
拾
玉
得
花
』
の
文
に
「
悟
々
同
未
悟
」
と
い
う
言
葉
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
世

阿
彌
の
本
文
の
眞
意
は
、
稽
古
習
道
を
し
蓋
し
て
「
心
中
に
一
物
も
な
し
」
と
い
う
絶
對
的
な
境
地
に
至
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
れ
を
「
無
心
」
と
い
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う
の
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
（
前
掲
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅱ
ｌ
能
樂
の
傅
書
と
藝
論
』
二
○
二
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
解
輝
す
れ
ば
、
世
阿
彌

の
段
階
に
お
い
て
、
既
に
「
悟
々
同
未
悟
」
と
い
う
「
向
去
却
來
」
を
示
す
言
葉
を
「
無
心
の
感
」
の
表
現
と
し
て
使
っ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
別

の
意
味
で
騨
竹
の
用
法
と
相
違
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
文
章
で
「
悟
々
同
未
悟
」
と
さ
れ
る
の
は
、
「
心
中
に
一
物
も
な
し
」
と
い
う
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
「
此
藝
如

此
。
中
三
位
よ
り
、
上
三
花
を
極
め
ぬ
れ
ば
、
下
三
位
に
ま
じ
は
る
も
…
…
其
爲
手
の
位
、
上
三
花
の
定
位
の
ま
Ｌ
な
る
べ
し
」
を
指
す
も
の
と
見

る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
竹
本
氏
の
理
解
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
文
章
が
六
輪
一
露
説
の
基
礎
と
な
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
以
上
、
灘
竹

も
同
様
の
理
解
を
侍
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
る
べ
き
か
ら
知
れ
な
い
。

（
師
）
例
え
ば
、
能
勢
氏
は
「
幽
玄
論
』
（
昭
和
一
九
年
初
出
、
『
能
勢
朝
次
著
作
巣
」
第
二
巻
く
思
文
闇
、
昭
和
五
六
年
〉
）
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述

グー、グー、グー、〆■、

６０５９５８５７
、－〆、－〆、－"、－〆

例
え
ば
、

べ
て
い
る
。

「
こ
の
書
に
お
い
て
、
穏
竹
燭
自
の
境
と
見
る
べ
き
は
、
壽
輪
と
い
う
も
の
を
立
て
、
ま
た
一
露
と
い
う
根
元
的
作
用
を
考
え
て
い
る
黙
に
あ

る
。
毒
輪
は
、
將
來
に
お
い
て
發
現
し
展
開
し
て
ゆ
く
べ
き
幽
玄
美
が
未
顕
現
の
状
態
に
お
い
て
潜
在
す
る
境
地
で
あ
っ
て
、
舞
歌
幽
玄
の
根

元
で
あ
る
と
総
す
る
。
こ
こ
に
、
世
阿
彌
の
考
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
幽
玄
の
神
秘
化
が
見
ら
れ
る
。
世
阿
彌
の
幽
玄
は
、
す
べ
て
發
現
し
た

る
美
し
さ
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
本
船
的
な
る
も
の
を
想
定
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
露
は
更
に
神
秘
的
な
る
も
の
の

想
定
で
あ
る
。
六
輪
を
し
て
六
輪
た
ら
し
め
る
根
元
的
な
る
は
た
ら
き
で
あ
る
か
ら
、
涛
輪
の
中
に
潜
在
的
に
孕
ま
れ
て
い
る
と
い
う
幽
玄

も
、
こ
の
一
露
の
は
た
ら
き
と
し
て
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
」
（
三
九
七
頁
）

前
掲
『
世
阿
彌
揮
竹
」
八
七
頁
。

前
掲
「
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅱ
ｌ
能
樂
の
傅
瞥
と
藝
論
』
九
七
－
九
八
頁
な
ど
を
参
照
。

「
汎
幽
玄
論
」
と
は
、
『
至
道
要
抄
」
の
、

「
お
よ
そ
幽
玄
之
事
は
、
佛
法
・
王
法
・
神
道
に
つ
き
、
更
に
私
あ
る
べ
か
ら
ず
、
只
肝
要
は
、
強
き
儀
、
至
而
深
く
、
遠
く
、
和
ら
ぎ
て
、

し
か
も
物
に
負
け
ず
、
徹
り
た
る
儀
也
。
金
性
も
幽
玄
也
。
明
鏡
も
幽
玄
也
。
剣
勢
も
幽
玄
也
。
石
岩
も
幽
玄
な
り
。
鬼
神
も
幽
玄
也
。
：
…
・

夫
、
幽
玄
の
敷
く
天
地
末
分
は
幽
玄
之
根
本
。
然
ば
、
天
地
も
幽
玄
な
り
。
日
月
・
星
宿
、
山
海
・
草
木
も
幽
玄
也
。
」
（
前
掲
『
世
阿
彌
揮

同
上
、
一
九
二
頁
。
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竹
』
四
一
九
頁
）

な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
全
て
の
も
の
に
「
幽
玄
」
を
認
め
よ
う
と
す
る
翻
竹
の
思
想
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
掲
『
能

樂
研
究
』
二
八
九
’
二
九
一
頁
、
前
掲
「
幽
玄
論
』
三
九
九
’
四
○
三
頁
、
前
掲
『
能
樂
論
研
究
』
一
一
六
七
’
一
一
六
八
頁
、
前
掲
『
金
春
翻
竹
の
研

究
』
八
一
’
八
四
頁
な
ど
を
参
照
。

な
お
、
「
汎
幽
玄
論
」
の
萌
芽
も
世
阿
彌
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
上
に
引
い
た
「
拾
玉
得
花
』
と
同
じ
箇
所
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
能
々
安
見
す
る
に
、
萬
像
・
森
羅
、
是
非
・
大
小
、
有
生
・
非
生
、
こ
と
ご
と
く
、
お
の
お
の
序
破
急
を
そ
な
へ
た
り
。
鳥
の
さ
へ
づ
り
、

鍵
の
鳴
く
音
に
至
る
ま
で
、
其
分
其
分
の
理
を
嶋
く
は
、
序
破
急
也
。
し
か
れ
ば
、
面
白
き
音
感
も
あ
り
、
あ
は
れ
を
催
す
心
も
有
。
是
、
成

就
な
く
ば
、
「
面
白
し
」
と
「
あ
は
れ
さ
」
と
も
恩
ふ
く
か
ら
ず
。
」
（
前
掲
『
世
阿
彌
劔
竹
』
’
九
一
頁
）

（
Ⅲ
）
前
掲
『
能
樂
研
究
」
二
六
○
’
二
六
五
頁
。

（
腿
）
前
掲
『
世
阿
彌
禰
竹
』
三
七
二
頁
。

（
岡
）
そ
の
後
、
小
西
甚
一
氏
は
、
空
海
撰
と
い
う
『
無
蓋
荘
嚴
蔵
次
第
」
を
引
い
て
、
密
教
で
は
「
無
色
無
形
の
な
か
に
あ
ら
ゆ
る
色
と
形
の
含
ま
れ

る
筋
あ
い
を
、
水
の
イ
メ
イ
ジ
で
示
す
」
が
故
に
、
「
騨
竹
の
「
無
味
智
水
」
が
密
教
の
五
智
説
か
ら
出
て
い
る
こ
と
を
知
る
」
と
論
じ
ら
れ
た
。

そ
し
て
更
に
、
そ
の
圃
相
は
「
大
圃
鏡
智
」
の
回
と
も
一
致
し
、
「
鏡
が
そ
れ
自
身
は
無
色
無
相
で
あ
る
の
に
、
森
羅
萬
象
を
さ
ま
ざ
ま
に
映
し
出

す
は
た
ら
き
は
、
涛
輪
以
下
の
各
輪
が
共
有
す
る
圃
相
と
同
じ
意
味
あ
い
を
も
つ
」
と
し
て
、
「
五
智
」
を
「
六
輪
一
露
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
嘗
て
、

「
こ
の
よ
う
に
観
て
く
る
と
、
六
輪
一
露
説
は
、
世
阿
彌
の
性
花
・
用
花
お
よ
び
却
來
の
思
想
が
、
音
律
論
を
媒
介
と
し
て
密
教
の
五
智
説
に
つ
ら

な
り
、
主
に
そ
の
密
教
的
パ
タ
ー
ン
を
契
機
と
し
て
膿
系
化
さ
れ
た
も
の
だ
」
と
も
言
う
（
前
掲
「
能
樂
論
研
究
」
二
五
一
’
二
五
三
頁
）
。

し
か
し
、
そ
の
説
は
、
ほ
と
ん
ど
想
像
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
能
勢
氏
の
説
を
補
強
す
る
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
氏
は
、
こ
れ
と
は
別
に
米
代
の
易
説
（
具
艦
的
に
は
『
太
極
圏
説
」
に
基
づ
く
儒
教
思
想
を
指
す
）
に
も
言
及
し
、
そ
の
思
想
に
よ
っ
て

六
輪
一
露
説
を
解
樺
し
て
み
せ
て
も
い
る
が
（
同
上
、
二
五
六
－
二
六
○
頁
）
、
こ
れ
も
ほ
と
ん
ど
推
測
の
域
を
出
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
伊
藤
氏
の
次
の
批
判
は
も
っ
と
も
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
た
し
か
に
、
髄
竹
が
六
輪
一
露
説
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
基
盤
と
な
る
と
こ
ろ
で
世
阿
彌
に
多
く
を
負
う
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
既
に
考
察
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
か
ら
六
輪
一
露
説
が
生
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
艦
系
化
に
、
い
わ
ば
闇
媒
の
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『
類
聚
神
祇
本
源
」
巻
八
「
形
文
篇
」
の
引
用
文
。
『
績
々
群
書
類
聚
」
第
一
（
明
治
三
九
年
、
國
書
刊
行
會
）
、
五
二
頁
。

前
掲
「
金
春
揮
竹
の
研
究
』
一
八
六
’
一
八
七
頁
。

「
末
代
易
説
」
に
お
け
る
圃
式
化
を
六
輪
一
露
説
の
擦
り
所
の
一
つ
と
す
る
の
は
、
小
西
氏
の
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
注
（
岡
）
を
参
照
。

小
西
氏
は
、
顧
竹
の
「
輪
相
」
の
起
源
に
つ
い
て
、
「
も
ち
ろ
ん
、
六
輪
の
回
相
は
水
の
三
摩
耶
形
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
密
教
に
お

い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
図
形
で
表
現
す
る
と
い
う
思
想
が
無
い
」
（
前
掲
『
能
樂
論
研
究
』
二
六
○
頁
）
た
め
、
そ
れ
の
み
で
は
十
分
で
は
な

い
と
し
て
、
當
時
流
布
し
て
お
り
、
か
つ
、
圓
相
を
基
調
と
し
て
作
ら
れ
た
「
太
極
圏
」
や
「
曹
山
五
位
園
」
と
の
関
聯
を
探
ろ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
前
者
を
根
櫨
の
一
つ
と
認
定
し
た
も
の
の
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
「
志
玉
・
兼
良
・
南
江
宗
玩
の
誰
も
が
言
及
し
て
い
な
い
と
こ

ろ
か
ら
見
る
と
、
慰
竹
は
問
題
に
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
同
上
、
三
○
八
頁
）
と
し
て
否
認
し
て
い
る
。

前
掲
『
金
春
揮
竹
の
研
究
』
一
八
九
頁
。

同
上
、
一
八
○
頁
。

前
掲
『
能
樂
論
研
究
」
二
四
三
頁
。

前
掲
『
金
春
禰
竹
の
研
究
』
一
六
四
頁
。

前
掲
『
能
樂
論
研
究
』
二
四
四
頁
。

同同前
上上褐
、、

同
上
、
一
五
四
頁
。

前
掲
『
金
春
古
傳
》

前
掲
『
世
阿
彌
禰

同
上
、
三
六
五
頁
。

如
き
役
割
を
果
し
た
も
の
が
、
最
初
か
ら
密
教
的
パ
タ
ー
ン
と
そ
の
踏
襲
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
六
輪
一
露
説
の
出
發
鮎
に
お

い
て
、
既
に
阿
字
本
不
生
説
、
如
來
綾
縁
起
説
、
末
代
易
説
と
い
う
理
論
的
認
識
が
前
提
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

（
前
掲
『
金
春
揮
竹
の
研
究
』
一
八
○
頁
）

前
掲
『
金
春
蝉
竹
の
研
究
』
’
五
三
’
一
五
四
頁
。

『
金
春
古
傳
書
集
成
」
二
五
二
頁
。

『
世
阿
彌
櫛
竹
』
三
七
二
頁
。

一
五
二
頁
。
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「
六
輪
一
露
の
一
露
は
、
各
輪
の
蕊
の
多
様
も
畢
寛
本
来
無
主
無
物
を
離
れ
な
い
と
い
ふ
立
場
か
ら
、
こ
れ
を
「
玉
を
な
し
て
假
の
草
葉
に
の

ぼ
り
お
つ
る
花
も
散
り
な
ば
本
の
白
露
」
と
い
ふ
意
味
で
露
と
孵
し
た
の
で
、
眞
如
縁
起
説
の
立
場
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
（
前
掲
「
東

山
文
化
の
研
究
」
六
一
二
頁
）

と
い
う
が
、
こ
の
歌
の
由
來
や
顧
竹
と
の
關
係
な
ど
に
は
鯛
れ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
根
櫨
は
明
確
で
は
な
い
。

前
掲
「
綱
々
群
書
類
従
」
第
一
、
五
二
頁
。

前
掲
「
金
春
騨
竹
の
研
究
』
一
八
四
頁
。

前
掲
『
世
阿
彌
禰
竹
』
三
二
七
頁
。

因
み
に
、
阿
字
説
に
つ
い
て
も
「
涛
輪
」
に
封
す
る
志
玉
注
に
、

「
第
一
は
、
無
相
空
寂
之
位
分
、
動
静
｜
源
之
妙
躰
ナ
リ
。
法
性
本
空
寂
。
無
し
取
、
亦
無
レ
見
ノ
華
嚴
經
ノ
文
、
阿
字
第
一
命
、
通
一
一
於
情
非
情
一

ノ
大
日
經
ノ
説
、
佛
法
ノ
露
命
、
只
此
ノ
ー
位
ナ
リ
。
」
（
前
掲
「
世
阿
彌
揮
竹
」
一
一
一
一
一
四
’
三
一
一
五
頁
）

と
い
う
の
が
初
出
で
あ
る
（
こ
の
説
は
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
）
。
小
西
甚
一
氏
に
櫨
る
と
、
先
に
引
い
た
『
五
音
三
曲
集
』

の
、
「
三
曲
」
が
「
一
水
」
よ
り
起
り
、
「
｜
水
」
が
「
阿
字
」
よ
り
起
る
と
い
う
思
想
は
、
密
教
の
所
説
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
（
前
掲

「
六
輪
一
露
私
考
」
）
、
そ
う
し
た
知
識
を
得
る
き
っ
か
け
が
志
玉
の
注
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
當
然
、
そ
れ
以
前
の
「
原
案
」
の
段
階
で
は
、
こ
の

思
想
も
存
在
し
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

小
西
甚
一

芳
賀
氏
は
、

前
掲
「
六
輪
一
露
」
三
七
八
頁
。

前
掲
『
能
樂
論
研
究
』
二
四
五
’
二
四
六
頁
。

前
掲
「
六
輪
一
露
」
三
八
○
頁
。

能
勢
朝
次
「
『
六
輪
一
露
』
評
鐸
」
（
昭
和
二
五
年
初
出
、
前
掲
『
能
勢
朝
次
著
作
集
』
第
五
巻
）
四
○
六
頁
。

前
掲
「
能
樂
論
研
究
』
二
四
七
頁
。

前
掲
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅲ
ｌ
能
樂
の
博
書
と
藝
論
」
二
○
三
頁
。

小
西
甚
一
「
禰
竹
の
六
輪
一
露
」
（
「
文
學
」
昭
和
一
七
年
一
○
月
雛
、
岩
波
轡
店
）
八
二
’
八
三
頁
。
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（
川
）
同
上
、
二
七
’
二
九
頁
。

（
Ⅲ
）
前
掲
「
桃
源
瑞
仙
の
「
史
記
抄
」
に
み
る
世
阿
彌
」
を
参
照
。

（
Ｍ
）
前
掲
「
世
阿
彌
の
軌
跡
」
を
参
照
。

（
川
）
前
掲
『
能
樂
研
究
』
二
四
二
’
一
一
四
四
頁
。

（
川
）
騨
竹
の
「
五
音
三
曲
集
」
に
は
、
正
徹
や
師
の
今
川
了
俊
が
定
家
の
著
作
と
し
て
言
及
す
る
『
三
五
記
』
か
ら
の
引
用
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（
前
掲
『
能
樂
研
究
』
二
五
一
－
二
五
九
頁
、
ま
た
、
前
掲
『
東
山
文
化
の
研
究
』
五
八
九
’
五
九
一
頁
も
参
照
）
、
そ
こ

に
も
正
徹
の
影
響
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

（
順
）
前
掲
『
金
春
顧
竹
の
研
究
』
一
一
一
一
一
’
二
四
頁
。
な
お
、
同
誓
の
一
一
三
頁
に
も
ほ
ぼ
同
様
の
記
述
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
や
が
て
兼
良
と
の
交
誼

松
岡
心
平
「
騨
竹
と
一
体
Ｉ
騨
竹
の
名
の
由
來
に
つ
い
て
」
（
「
東
京
大
學
教
養
學
部
人
文
科
學
科
紀
要
」
九
七
、
平
成
五
年
）
、
同
「
幽
玄
が
回

寂
す
る
と
き
’
一
体
・
禰
竹
の
世
界
」
（
「
文
學
」
平
成
八
年
四
月
號
）
を
参
照
。

前
掲
『
金
春
櫛
竹
之
研
究
』
三
五
頁
。

田
口
和
夫
『
能
・
狂
言
研
究
ｌ
中
世
文
藝
論
考
」
（
三
彌
井
書
店
、
平
成
九
年
）
二
七
七
頁
。

も
っ
と
も
、
小
西
氏
は
、
輝
竹
が
も
と
も
と
密
教
説
に
由
來
す
る
樂
家
の
説
を
知
っ
て
お
り
、
志
玉
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
説
明
を
行
っ
た
と
理

解
す
る
の
で
あ
る
が
、
志
玉
に
「
原
案
」
を
呈
し
た
の
は
、
『
五
音
三
曲
集
」
の
成
立
よ
り
十
六
年
も
前
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
う

し
た
保
證
は
な
い
と
一
一
一
一
口
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
掲
『
岩
波
講
座
能
・
狂
言
Ⅱ
ｌ
能
樂
の
傳
薔
と
蕊
論
』
二
○
三
頁
。

前
掲
『
東
山
文
化
の
研
究
』
五
三
七
頁
。

前
掲
『
金
春
輝
竹
之
研
究
』
三
九
頁
。

前
掲
「
金
春
顧
竹
の
研
究
』
三
九
頁
。

同
上
、
二
七
七
頁
。

同
上
、
三
二
頁
。

同
上
、
二
八
’
二
九
頁
。
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を
得
、
儒
教
的
立
場
か
ら
の
加
注
を
乞
う
に
及
び
、
あ
る
い
は
『
宗
況
題
頌
」
を
得
た
あ
た
り
か
ら
、
よ
う
や
く
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
を
意
圃
し

た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
」
と
宗
玩
に
も
言
及
す
る
が
、
や
は
り
、
そ
の
扱
い
は
非
常
に
輕
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
川
）
前
掲
『
世
阿
彌
鰯
竹
』
三
三
二
頁
。

（
Ⅷ
）
前
掲
「
金
春
琿
竹
の
研
究
」
三
一
頁
。

（
川
）
香
西
補
「
ふ
か
ん
寺
二
代
－
竹
窓
智
殿
の
こ
と
」
、
同
「
「
ふ
か
ん
寺
二
代
」
餘
考
」
、
同
「
世
阿
彌
の
出
家
と
歸
依
Ｉ
補
殿
寺
文
書
に
照
ら
し
て
」

（
い
ず
れ
も
前
掲
「
世
阿
彌
新
考
』
所
收
）
を
参
照
。

（
川
）
前
掲
「
金
春
古
傳
書
集
成
』
に
「
な
お
、
騨
竹
の
歸
依
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
確
か
め
得
な
い
が
、
『
明
宿
集
』
に
補
巌
寺
六
世
太
容
梵
清
の

詞
を
引
い
て
お
り
、
か
つ
そ
れ
が
語
録
に
も
見
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
思
う
に
、
岳
父
世
阿
彌
の
場
合
の
曹
洞
宗
の
補
巌
寺
が
何
ら
か
の
か
た
ち
で

閲
連
す
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
（
八
四
頁
、
ま
た
、
前
掲
『
金
春
輝
竹
の
研
究
』
四
○
頁
も
参
照
）
、
今
後
、
そ
の
關
係
が
明
ら

か
に
な
る
可
能
性
も
残
さ
れ
て
い
る
。

（
川
）
「
牧
牛
圏
」
と
は
、
繩
修
行
を
牛
を
飼
い
な
ら
す
過
程
な
ど
に
擬
え
、
修
行
段
階
を
表
わ
す
章
ご
と
に
、
牧
牛
を
テ
ー
マ
と
し
た
笹
と
説
明
文

（
序
）
、
詩
（
頌
）
を
配
し
、
全
髄
と
し
て
稗
修
行
の
全
行
程
を
僻
戯
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
末
代
以
降
、
非
常
に
流
行
し
、
十
章
か
ら
な
る

「
十
牛
圖
』
以
外
に
も
、
『
四
牛
圖
」
『
六
牛
圏
」
「
八
牛
圃
』
『
十
二
牛
圖
」
な
ど
様
々
な
も
の
が
出
現
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
柴
山
全
慶
『
十

牛
圃
増
補
版
』
（
其
中
堂
、
昭
和
三
八
年
）
を
参
照
。

（
川
）
普
明
の
も
の
は
、
「
圏
」
「
序
」
「
頌
」
の
全
て
が
僻
わ
っ
て
い
る
。
極
修
行
を
牛
を
飼
し
な
ら
す
過
程
と
し
て
表
現
し
た
も
の
で
、
「
未
收
」
「
初

調
」
「
受
制
」
「
廻
首
」
「
馴
伏
」
「
無
磯
」
「
任
運
」
「
相
忘
」
「
濁
照
」
「
饗
眠
」
の
十
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
「
圏
」
に
お
い
て
は
、
第
一
章
か
ら
第

八
章
ま
で
に
牛
が
登
場
し
、
そ
の
色
は
黒
か
ら
次
第
に
白
に
鍵
わ
っ
て
ゆ
く
。
第
九
章
で
は
自
然
の
中
に
佇
む
人
が
描
か
れ
、
第
十
章
で
は
圓
相
の

み
が
描
か
れ
る
（
た
だ
し
、
普
明
の
も
の
で
は
、
圃
相
は
こ
こ
に
現
わ
れ
る
の
み
で
、
廓
庵
の
よ
う
に
回
相
の
中
に
圃
が
遜
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
）
。
「
鶴
照
」
の
園
が
、
北
斗
や
月
、
自
然
物
な
ど
を
描
き
、
「
像
輪
」
と
や
や
類
似
し
て
い
る
黙
は
注
意
さ
れ
る
が
、
顧
竹
の
時
代
に
日
本
に

僻
わ
っ
て
い
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
偶
然
の
一
致
と
見
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
伽
）
『
十
牛
圖
」
の
序
文
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
間
有
情
居
祁
師
、
観
衆
生
之
根
器
、
鰹
病
施
方
、
作
牧
牛
以
爲
岡
、
随
機
投
教
。
初
從
漸
白
、
顯
力
圃
之
未
充
、
次
至
純
眞
、
表
根
機
之
漸
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熟
。
乃
至
人
牛
不
見
、
故
標
心
法
墜
亡
。
其
理
也
已
鑑
根
源
、
其
法
也
尚
存
莎
笠
。
遂
使
淺
根
疑
俣
、
中
下
紛
紙
。
或
疑
之
落
空
亡
、
或
喚
作

堕
常
見
。
今
見
則
公
鰯
師
、
擬
前
賢
之
模
範
、
出
自
己
之
胸
襟
、
十
頌
佳
篇
、
交
光
相
映
。
初
從
失
慮
、
終
至
還
源
、
善
應
群
機
、
如
救
飢
渇
。
」

（
上
田
閑
照
・
柳
田
聖
山
『
十
牛
圖
ｌ
自
己
の
現
象
學
』
〈
ち
く
ま
學
藝
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
平
成
四
年
〉
一
七
七
頁
）
。

（
川
）
前
掲
「
世
阿
彌
劔
竹
』
三
二
六
頁
。

（
川
）
前
掲
「
十
牛
圖
ｌ
自
己
の
現
象
學
』
二
八
九
’
二
九
四
頁
。

（
畑
）
古
く
小
西
甚
一
氏
が
「
密
教
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
圃
形
で
表
現
す
る
と
い
う
思
想
が
無
い
」
言
わ
れ
た
の
も
、
こ
の
意
味
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注
（
、
）
を
参
照
。

（
川
）
騨
竹
は
「
私
詞
」
で
「
空
輸
」
を
「
無
主
無
色
之
位
」
と
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
「
人
牛
倶
忘
」
と
い
う
「
十
牛
圖
』
の
言
葉
と
も
よ

（
Ⅶ
）
芳
賀
氏
は
、
「
彼
の
六
輪
一
露
は
眞
如
縁
起
説
の
論
理
を
か
り
て
、
能
樂
の
藝
位
を
論
理
的
に
展
開
し
た
も
の
で
習
道
の
階
梯
論
に
つ
き
る
も
の

で
は
な
い
か
ら
、
本
來
習
道
の
階
梯
論
で
あ
る
十
牛
圃
の
櫛
想
と
全
く
一
致
す
べ
き
性
格
の
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
両
者
の
類
似
を
指

摘
し
、
「
第
六
騎
牛
歸
家
」
を
「
像
輪
」
に
、
「
第
七
忘
牛
存
人
」
を
「
破
輪
」
に
、
「
第
八
人
牛
倶
忘
」
を
「
空
輸
」
に
富
て
て
い
る
（
前
掲
『
東

山
文
化
の
研
究
』
六
一
六
頁
）
。
六
輪
一
露
説
は
必
ず
し
も
眞
如
縁
起
説
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
し
、
『
十
牛
圃
』
も
軍
な
る
習
道
の
階
梯
論
に
止

ま
ら
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
も
し
両
者
を
配
富
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
お
よ
そ
氏
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
に
な
る
で
あ

（
川
）
前
掲
『
十
牛
圖
ｌ
自
己
の
現
象
學
』
二
九
四
’
二
九
六
頁
。

（
川
）
川
瀬
一
馬
『
五
山
版
の
研
究
』
（
日
本
古
書
籍
商
協
會
、
昭
和
四
五
年
）
二
一
七
’
一
一
二
七
頁
。

（
伽
）
黒
田
正
男
『
世
阿
彌
能
樂
論
の
研
究
』
（
櫻
楓
社
、
昭
和
五
四
年
）
三
一
一
九
’
三
三
○
頁
、
’
一
一
九
四
頁
。

（
皿
）
前
掲
「
十
牛
圖
Ｉ
自
己
の
現
象
學
」
二
九
七
頁
。

（
皿
）
『
十
牛
圃
」
の
古
活
字
版
に
は
、
内
閣
文
庫
や
高
木
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
元
和
寛
永
年
間
（
一
六
一
五
’
一
六
四
三
）
の
刊
本
と
、
天
理
圃
瞥
館
所

蔵
の
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
’
一
六
四
三
）
の
刊
本
、
更
に
、
同
じ
く
寛
永
年
間
の
刊
本
と
い
う
成
賛
堂
文
庫
蔵
本
の
三
種
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
川
瀬
一
馬
『
古
活
字
版
之
研
究
」
（
日
本
古
書
籍
商
協
會
、
昭
和
四
二
年
）
上
巻
三
四
八
頁
、
中
巻
七
八
九
頁
、
下
巻
二
六
七

く
一
致
す
る
。

芳
賀
氏
は
、

ろ
う
。
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（
Ⅲ
）
自
得
慧
暉
（
’
○
九
七
－
一
一
八
三
）
は
宏
智
正
覺
の
弟
子
で
曹
洞
宗
に
風
す
る
。
「
六
牛
圖
』
は
『
輝
門
諸
祖
師
偶
頌
』
巻
四
、
並
び
に
『
五

家
正
宗
賛
」
巻
四
に
「
序
」
と
「
頌
」
の
全
文
を
僻
え
て
い
る
。
両
者
に
は
、
｜
部
、
文
字
の
相
違
が
認
め
ら
れ
、
世
阿
彌
の
引
用
箇
所
に
限
っ
て

も
、
前
者
が
「
命
根
断
虚
。
絶
後
再
甦
」
と
す
る
「
再
」
を
、
後
者
は
「
遠
」
と
し
て
い
る
が
、
世
阿
彌
の
引
用
は
前
者
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
世

阿
彌
は
『
揮
門
諸
祖
師
偶
頌
』
に
篠
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
〃
）
辻
善
之
助
編
『
空
華
日
用
工
夫
略
集
」
（
大
洋
社
、
昭
和
一
四
年
）
一
六
四
頁
。

（
川
）
椎
名
宏
雄
『
未
元
版
騨
籍
の
研
究
』
（
大
東
出
版
社
、
平
成
五
年
）
九
七
頁
、
一
○
二
頁
。

（
剛
）
前
掲
『
五
山
版
の
研
究
』
上
巻
、
三
七
六
頁
。

（
伽
）
参
考
の
た
め
、
二
極
の
「
四
牛
圃
」
の
概
要
を
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。

１
．
佛
印
了
元
（
’
○
三
二
’
一
○
九
八
、
雲
門
宗
）
撰

『
請
益
録
』
巻
二
の
引
用
に
よ
っ
て
、
第
四
章
の
「
頌
」
の
み
が
僻
わ
る
。
『
請
益
録
』
の
記
述
に
よ
っ
て
、
黒
牛
が
白
牛
に
鍵
わ
り
、
黒

牛
に
戻
る
形
を
取
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

２
．
雪
庭
元
淨
（
一
○
六
三
’
一
一
三
五
、
臨
濟
宗
）
撰

『
嘉
泰
普
燈
録
』
巻
二
十
九
に
「
龍
圃
王
以
寧
」
の
總
序
と
、
全
四
章
の
「
序
」
と
「
噸
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
「
圏
」
は
傅
わ
ら
な

い
。
全
て
の
章
に
「
法
身
」
を
示
す
白
牛
が
描
か
れ
て
お
り
、
第
一
章
は
露
地
に
安
眠
す
る
白
牛
で
「
父
母
未
生
」
を
示
し
、
第
二
章
は

グー、ゲー、グー、

１２６１２５１２４
、ご〆、－〆出一ソ

番
自駒前號
得澤掲、
慧大ヨー
暉學古○
へ藏活三
一本字’
○、本八
九三目一
七張録で
｜裏一あ
。一→

頁
、
な
ら
び
に
川
瀬
一
馬
『
新
修
成
費
堂
文
庫
善
本
書
目
」
（
お
茶
の
水
図
書
館
、
平
成
四
年
）
六
九
三
－
六
九
四
頁
を
参
照
。
な
お
、
天
理
圖
書

館
編
『
古
活
字
本
目
録
」
（
天
理
大
學
出
版
部
、
昭
和
三
六
年
）
三
四
頁
で
は
、
天
理
圖
書
館
蔵
本
を
慶
長
年
間
（
一
五
九
六
－
一
六
一
四
）
の
刊

行
と
す
る
か
ら
、
そ
の
刊
行
が
桃
山
時
代
に
ま
で
遡
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
剛
）
こ
の
刊
本
は
、
駒
澤
大
學
圖
書
館
編
「
新
纂
輝
籍
目
録
』
（
駒
澤
大
學
圖
書
館
、
昭
和
三
七
年
）
’
五
五
頁
に
擦
れ
ば
、
駒
澤
大
學
圖
書
館
、
國

會
圖
書
館
、
大
谷
大
學
圖
書
館
、
松
ヶ
岡
文
庫
な
ど
に
蔵
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
が
實
際
に
閲
曄
し
た
の
は
駒
澤
大
學
圖
書
館
蔵
本
（
館
蔵

で
あ
る
。

三
四
頁
、
竝
び
に
、
前
掲
「
古
活
字
版
之
研
究
」
下
巻
二
六
七
頁
を
参
照
。
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グー、

138
、－ノ

（
剛
）
大
正
藏
四

グー、／－，

１３６１３５
閏-プ、－グ

グー、〆－，

'３４１３３
、－'、_〆

〆へ〆■、

１１２１:)１
、－ゴ塁＝'

人
矢
義
高
ほ
か
讓
注
「
碧
巌
録
（
上
）
』
（
岩
波
文
庫
、
平
成
四
年
）

『
十
牛
圃
」

稗一一一需辨ⅣⅣⅣⅡ！
：
鱸
ｌ

識》稚》歸家Ⅲｗｗｗ，
…
仏
ｌ

…
蘆
ｌ

舞枕痙辨錘辨ⅥⅥⅥⅥ１
「
蝉
門
諸
祖
師
偶
頌
』
巻
四
に
よ
る
。
績
藏

前
掲
『
世
阿
彌
揮
竹
』
一
七
五
頁
。

前
掲
『
能
樂
論
研
究
』
二
二
一
頁
。

大
正
蔵
四
七
、
七
六
一
中
－
下
。

大
正
蔵
四
七
、
九
七
○
下
。

白
牛
に
騎
り
や
み
く
も
に
進
む
姿
で
「
迷
」
を
、
第
三
章
は
白
牛
に
任
せ
て
家
に
歸
る
姿
を
描
き
、
「
悟
」
を
表
す
。
「
浬
樂
」
を
表
す
と

い
う
第
四
章
の
圃
様
は
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
「
異
類
中
に
向
か
っ
て
行
ず
」
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
恐
ら
く
、

白
牛
が
選
緋
な
ど
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
姿
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
掲
『
五
山
版
の
研
究
」
上
巻
、
八
一
一
一
’
八
五
頁
、
三
六
○
’
三
六
一
頁
。

雨
音
の
對
鰹
關
係
を
園
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

『
十
牛
圃
」

「
六
牛
圃
』

七
○
下

第
四
「
更
無
妄
念
」

第
五
「
心
法
饗
忘
」

第
六
「
絶
後
再
甦
」

第第第

「
智
慧
明
淨
」

「
忽
爾
發
明
」

信
心
既
萌
」

五
、

四
八
九
張
左
下
。

一
八
七
’
一
八
八
頁
。
第
十
二
則
の
頌
に
封
す
る
評
唱
の
言
葉
。
た
だ
し
、
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〆￣、￣、ゲー、〆戸へ〆■へグー、グー、￣、グー、￣、
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〆￣、グー、グー、〆杢、〆■､グー、グー、
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「
空
輸
」
が
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
蕊
」
を
指
す
と
い
う
こ
と
は
、
『
六
輪
一
露
之
記
注
』
以
降
、
『
二
花
一
輪
』
や
『
幽
玄
三
輪
」
を
除
い
て
、

ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
に
騨
竹
に
燭
特
な
概
念
で
あ
る
「
閑
曲
」
を
富
て
よ
う
と
す
る
税
は
、
少
な
く
と
も
騨
竹
の

記
述
を
そ
の
ま
ま
辿
る
限
り
は
、
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。

同
上
、
三
一
一
一
四
頁
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
八
嵐
氏
は
前
掲
の
『
世
阿
彌
の
能
と
藝
論
』
で
「
「
六
輪
一
露
」
系
は
一
貫
し
て
お
り
、
常
に
、
空
・
露
を
最
上
級
と
見
て
い

る
」
と
い
う
が
（
七
六
六
頁
）
、
こ
れ
は
、
「
幽
玄
三
輪
』
を
伊
藤
正
義
氏
の
説
に
従
っ
て
後
期
の
著
作
と
考
え
た
た
め
、
「
二
花
一
輪
」
以
降
、
『
幽

玄
三
輪
』
に
至
る
ま
で
立
場
に
愛
化
が
な
か
っ
た
と
錯
覺
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
正
し
く
な
い
。

前
掲
『
金
春
古
傅
瞥
集
成
」
二
二
五
頁
。

こ
れ
は
、
元
來
、
雪
商
重
顯
の
『
祖
英
集
」
巻
上
に
見
え
る
も
の
の
引
用
で
あ
る
。

人
矢
義
高
ほ
か
讓
注
「
碧
巌
録
（
下
）
』
（
岩
波
文
庫
、
平
成
八
年
）
三
六
頁
。
第
七
十
五
則
の
垂
示
の
言
葉
。

大
正
蔵
四
七
、
五
四
七
中
Ｉ
下
。

前
掲
『
世
阿
彌
騨
竹
」
三
三
八
頁
。

同同同同前
上上上上褐
。、、、

前
掲
「
世
阿
彌
騨
竹
」
三
七
六
頁
。

前
掲
『
金
春
古
傅
瞥
集
成
』
二
一
一
四
‐
一
一
二
五
頁
。

前
掲
『
世
阿
彌
柳
竹
』
三
七
六
頁
。

同
上
、
一
一
三
○
頁
。

同
上
、
三
三
八
頁
。

同
上
、
三
一
一
一
三
頁
。

三
八
七
頁
。

三
九
一
頁
。

三
九
三
頁
。
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の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
い
わ
ゆ
る
「
枯
れ

小
西
氏
は
、
『
歌
舞
髄
臘
記
』
（
一
四
五
六
年
）
に
初
出
で
、
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
五
音
系
博
書
に
用
い
ら
れ
た
「
閑
」
と
い
う
概
念
が
、
晩
年

の
『
至
道
要
抄
』
に
お
い
て
、
「
八
曲
」
中
に
「
閑
曲
」
と
し
て
、
「
關
曲
」
な
ど
と
と
も
に
濁
立
の
曲
名
と
し
て
立
て
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
次

「
い
わ
ゆ
る
「
枯
れ
て
荒
れ
た
る
」
蕊
を
關
位
す
な
わ
ち
破
輪
に
あ
て
る
と
き
、
空
輸
に
あ
た
る
も
の
が
無
い
と
ぐ
あ
い
が
わ
る
い
か
ら
だ
ろ

う
と
思
わ
れ
る
」
（
前
掲
『
能
樂
論
研
究
』
一
一
七
○
頁
）

し
か
し
、
六
輪
一
露
系
の
博
書
に
お
い
て
は
、
「
閑
」
と
い
う
概
念
は
、
常
に
「
破
輪
」
に
富
て
ら
れ
て
お
り
、
「
空
輸
」
に
お
い
て
言
及
す
る

例
は
、
文
正
本
『
秘
注
』
を
除
い
て
他
に
は
存
在
し
な
い
（
文
正
本
で
は
「
破
輪
」
と
「
空
輸
」
の
饗
方
で
「
閑
」
に
言
及
し
て
い
る
）
。
「
破
輪
」

は
「
闘
位
」
に
富
た
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
「
五
音
十
躰
」
（
一
四
五
六
年
）
や
『
五
音
一
一
一
曲
集
』
（
一
四
六
○
年
）
に
お
い
て
、
「
闘
曲
」
を
「
閾
」
と

「
閑
」
に
分
け
て
い
る
の
と
對
應
す
る
も
の
で
あ
る
。
文
正
本
が
「
閑
」
を
「
空
輸
」
に
も
用
い
て
い
る
の
は
、
晩
年
に
至
っ
て
、
「
閑
」
を
「
空
論
」

に
お
け
る
蕊
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
思
想
が
出
て
來
た
こ
と
を
示
す
も
の
の
ご
と
く
で
あ
り
、
最
晩
年
の
「
至
道
要
抄
愈
一
に
、
「
閑
曲
」
を
「
闘

曲
」
の
上
位
に
置
こ
う
と
す
る
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
證
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
『
至
道
要
抄
』
に
お
い
て
も
、
結
局
は
、

す
ぐ
も
，
、
な
る

「
閲
・
閑
如
意
ナ
ル
ヲ
破
卜
云
。
少
成
ヲ
空
卜
云
。
」

の
よ
う
に
、
「
閑
」
を
「
破
輪
」
Ⅱ
「
闘
位
」
に
お
い
て
捉
え
る
立
場
は
愛
更
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
「
空

論
」
に
お
け
る
「
少
な
く
成
る
」
Ⅱ
「
冷
え
寂
び
た
枯
淡
な
嚢
」
と
、
「
破
輪
」
に
お
け
る
「
閑
」
と
は
、
最
終
的
に
は
か
な
り
接
近
し
て
い
っ
た
も

の
の
、
基
本
的
に
は
性
格
を
異
に
す
る
概
念
で
あ
っ
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
恐
ら
く
こ
れ
は
、
言
葉
の
上
だ
け
で
の
こ
と
で
、
寳
際
に
は
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
、
こ
の
二
つ
は
同
じ
も
の
と
見
倣
さ

れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
五
音
三
曲
集
』
は
、
「
闘
曲
」
を
二
つ
に
分
け
、
そ
の
内
の
「
若
聲
躰
曲
味
」
に
お
い
て
、
紀
貫
之

の
娘
が
九
歳
で
作
っ
た
歌
と
さ
れ
る
も
の
を
掲
げ
た
上
で
、
「
閾
け
た
る
は
老
の
字
也
。
此
心
、
雅
び
閑
か
な
る
よ
し
か
Ｌ
り
、
可
レ
然
心
鍬
」
と
い

う
が
（
前
掲
『
世
阿
彌
揮
竹
」
三
六
五
頁
）
、
こ
れ
は
、
「
六
輪
一
露
之
記
注
』
の
「
空
輸
」
の
説
明
で
「
物
ミ
ナ
柚
し
菱
キ
テ
、
カ
ス
カ
ー
ー
幼
ナ

ク
」
と
い
う
の
と
（
同
上
、
三
一
一
一
七
頁
）
、
内
容
的
に
正
し
く
對
應
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
恐
ら
く
、
博
書
の
中
で
「
空
輸
」
と
「
閑
」
が
な
か
な
か
結
び
付
か
な
か
っ
た
の
は
、
「
建
て
前
」
を
崩
し
に
く
か
っ
た
か
ら
に
過
ぎ

な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
五
音
系
の
傅
誓
で
は
、
か
な
り
自
由
に
思
考
を
展
開
し
た
の
で
、
「
闘
曲
」
の
中
の
「
閥
」
と
「
閑
」
の
違
い
が
次
第
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【
附
記
】
本
拙
稿
に
お
い
て
用
い
た
園
は
、
以
下
の
諸
文
献
よ
り
轍
戦
さ
せ
て
頂
い
た
。

『
六
輪
一
露
之
記
」
餌
國
文
學
研
究
資
料
館
『
金
春
翻
竹
自
筆
能
樂
博
書
」
（
國
文
學
研
究
資
料
館
影
印
叢
瞥
二
、
汲
古
書
院
、
平
成
九
年
）

天
理
圏
書
館
所
鐵
五
山
版
『
＋
牛
圃
」
上
田
閑
照
・
柳
田
聖
山
『
十
牛
圖
Ｉ
自
己
の
現
象
學
」
（
ち
く
ま
學
藝
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
平
成
四
年
）

（
剛
）
同
上
、
三
七
六
頁
。

（
Ⅷ
）
同
上
、
四
一
六
頁
。

（
川
）
前
掲
「
金
春
諏
竹
の
研
究
」
四
一
’
四
三
頁
、
三
崎
義
泉
「
史
観
的
美
意
識
の
展
開
Ｉ
中
世
藝
道
と
本
覺
思
想
と
の
關
連
」
（
ペ
リ
か
ん
社
、
平

成
二
年
）
九
八
頁
、
七
八
○
頁
な
ど
を
参
照
。

（
伽
）
前
掲
『
史
観
的
美
意
識
の
展
開
ｌ
中
世
藝
道
と
本
覺
思
想
と
の
関
連
』
九
七
頁
、
八
三
○
’
八
三
一
頁
。

（
脳
）
前
掲
『
能
樂
論
研
究
』
二
六
九
頁
、
前
掲
『
金
春
騨
竹
の
研
究
』
八
四
頁
を
参
照
。

〆戸、〆~、〆へデー､￣、グー、

'６１１６０１５９１５８１５１１５６
ﾐープ、－ノ、－〆、二、_二、－

に
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
ゆ
き
、
「
閑
」
は
六
輪
一
露
系
の
博
書
で
「
空
輸
」
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
と
次
第
に
厘
別
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
と

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
習
道
の
次
第
が
中
心
課
題
で
あ
る
六
輪
一
露
系
の
傳
誓
で
は
、
ど
う
し
て
も
「
破
輪
」
Ⅱ
「
闘
位
」
と
い
う
原
則
を

守
り
通
そ
う
と
し
た
か
ら
、
そ
の
内
容
が
ど
う
で
あ
れ
、
「
閑
」
も
「
閥
位
」
の
枠
内
に
收
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
寳
際
に

は
、
「
破
輪
」
に
お
け
る
「
閑
」
と
「
空
輸
」
と
は
、
ほ
と
ん
ど
内
容
を
等
し
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
矛
盾
が
文
章
上
に
綻
び
と
し
て

現
わ
れ
た
の
が
、
文
正
本
の
記
述
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

な
お
、
「
閲
」
と
「
閑
」
に
つ
い
て
は
、
樹
下
文
隆
「
顧
竹
の
能
樂
論
Ｉ
五
音
説
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
國
文
學
Ｉ
解
鐸
と
鑑
賞
」
五
九
’
二
、
平

成
六
年
）
、
小
澤
良
術
「
「
閑
」
と
「
空
」
に
つ
い
て
」
（
「
文
學
研
究
」
三
七
、
昭
和
四
八
年
）
な
ど
も
参
照
。

前
掲
『
世
阿
彌
劔
竹
』
四
二
二
頁
。

同
上
、

同
上
。

四
二
三
頁
。
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