
編
者
の
ま
え
が
き

井
上
円
了
は
明
治
三
十
七
︵
一
九
〇
四
︶
年
に
︑
現
在
の
四
聖
堂
を
建
立
し
︑
そ
の
後
︑
明
治
四
十
︵
一
九
〇
七
︶
年
か
ら
本
格

的
に
建
物
や
庭
園
を
整
備
し
て
︑
哲
学
堂
の
創
立
に
尽
力
し
た
︒
こ
の
公
園
は
現
在
︑
中
野
区
立
哲
学
堂
公
園
と
呼
ば
れ
て
い
て
︑

百
年
以
上
の
歴
史
を
刻
み
︑
区
民
や
都
民
に
親
し
ま
れ
て
い
る
︒

現
在
の
哲
学
堂
︵
野
球
場
や
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
を
除
い
た
部
分
︶
の
景
況
は
︑
大
正
四
︵
一
九
一
五
︶
年
に
ほ
ぼ
出
来
上
が
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
︒
円
了
は
同
年
十
二
月
十
五
日
に
︑﹃
哲
学
堂
独
案
内
﹄
を
出
版
し
︑
哲
学
堂
内
の
哲
学
に
関
係
す
る
名
称
を
付
け
た

七
十
七
場
の
歩
き
方
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
本
に
つ
い
て
︑
現
代
の
哲
学
者
で
あ
る
柴
田
隆
行
氏
は
︑﹁
井
上
円
了
は
生
前
︑﹃
哲
学

堂
案
内
﹄
と
い
う
口
述
筆
記
の
著
書
を
出
し
て
い
る
⁝
⁝
園
内
の
諸
施
設
の
由
来
が
こ
こ
に
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
が
︑
漢
字
や

表
現
を
現
代
風
に
改
め
れ
ば
︑
い
ま
で
も
そ
の
ま
ま
使
え
る
ほ
ど
﹂
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒

本
稿
は
︑
こ
の
提
案
を
受
け
て
︑
円
了
の
﹃
哲
学
堂
案
内
﹄
を
現
代
語
訳
な
ど
に
直
し
て
︑
現
代
の
読
者
に
提
供
し
よ
う
と
試
み

た
も
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
編
集
方
針
を
も
っ
て
︑
現
代
版
を
作
成
し
た
︒

一

原
著
は
︑
大
正
四
年
の
﹃
哲
学
堂
独
案
内
﹄
で
あ
る
が
︑
こ
の
本
の
初
版
は
現
在
︑
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
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が
わ
か
っ
た
︒
ま
た
︑
大
正
六
︵
一
九
一
七
︶
年
の
再
版
本
も
見
つ
か
っ
て
い
な

い
︒
現
在
存
在
し
て
い
る
本
は
︑
井
上
円
了
口
述
﹃
哲
学
堂
案
内
﹄
と
題
し
た
大

正
九
︵
一
九
二
〇
︶
年
の
増
補
改
訂
三
版
以
降
の
も
の
で
あ
る
︒
増
補
し
た
の
は
︑

円
了
の
長
男
で
︑
財
団
法
人
哲
学
堂
の
理
事
の
一
人
で
あ
っ
た
玄
一
氏
で
あ
る
︒

今
回
の
現
代
版
の
原
本
は
︑
大
正
十
五
︵
一
九
二
六
︶
年
の
五
版
で
あ
る
︒
現
代

語
訳
す
る
に
あ
た
り
︑
玄
一
氏
が
増
補
し
た
文
章
は
取
り
除
い
た
︒

二

円
了
の
原
文
に
つ
い
て
は
︑
文
意
を
損
な
わ
な
い
範
囲
で
︑
漢
字
や
文
章
を
現

代
語
に
訳
し
た
︒

三

原
文
の
漢
字
に
は
読
み
仮
名
が
な
い
が
︑
読
者
の
便
を
考
え
て
︑
適
宜
読
み
仮

名
を
つ
け
た
︒
ま
た
漢
字
の
意
味
が
難
し
い
も
の
︑
文
意
が
理
解
し
に
く
い
も
の

は
︑
編
者
が
︹

︺
の
中
で
説
明
し
た
︒

四

漢
文
は
︑
原
文
に
続
い
て
︑︹

︺
の
中
に
︑
現
代
語
訳
を
掲
載
し
た
︒

五

冒
頭
の
﹁
道
順
の
案
内
図
と
文
章
﹂︑
文
中
の
﹁
哲
学
堂
庭
内
略
図
﹂
は
︑
作
り

替
え
た
︒
ま
た
最
後
に
︑
原
本
に
は
な
い
哲
学
堂
公
園
略
年
表
を
新
た
に
付
け
た
︒

本
稿
を
編
集
す
る
に
あ
た
り
︑
文
章
の
現
代
語
訳
は
﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
の
編
集
を
担
当
さ
れ
た
大
橋
秀
明
氏
︑
漢
文
の
現
代
語

訳
は
﹃
甫
水
井
上
円
了
漢
詩
集
﹄
の
編
訳
を
担
当
さ
れ
た
玉
川
大
学
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
学
部
教
授
の
中
村
聡
氏
︑
そ
の
他
に
つ
い
て

は
現
在
の
哲
学
堂
公
園
を
管
理
し
て
い
る
日
本
体
育
施
設
グ
ル
ー
プ
の
高
橋
一
平
氏
・
植
竹
薫
氏
︑
以
上
の
方
々
か
ら
ご
協
力
を
得

た
︒
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒
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新
宿

中
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東
京
メ
ト
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東
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線
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総
武
線

京
成
線

Ｊ
Ｒ
山
手
線

西
武
新
宿
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Ｊ
Ｒ
中
央
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東
京
モ
ノ
レ
ー
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哲
学
堂
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哲
学
堂
公
園
へ
の
ア
ク
セ
ス

所
在
地
〒
165-0024

東
京
都
中
野
区
松
が
丘
1-
34-28

電
話
T
E
L
03-3951-2515

F
A
X
03-3951-2280

交
通
○
西
武
新
宿
線
「
新
井
薬
師
前
駅
」

か
ら
徒
歩
12
分
。

○
都
営
大
江
戸
線「
落
合
南
長
崎
駅
」

か
ら
徒
歩
13
分
。

○
JR
中
央
線
「
中
野
駅
」（
北
口
）

か
ら
バ
ス
。

○
JR
山
手
線
「
池
袋
駅
」「
目
白
駅
」

か
ら
バ
ス
。

JR
中
央
線

中
野

落
合
南
長
崎

新
江
古
田

新
青
梅
街
道

ＪＲ山手
線

目
白
通
り

哲
学
堂
公
園

新宿

高田馬場

目白

池袋

新
井
薬
師
前

西
武
新
宿
線

東
京
メ
ト
ロ
東
西
線

都
営
大
江
戸

線

中野通り

交
通
図
２
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は
し
が
き

本
書
の
﹁
は
し
が
き
﹂
と
し
て
︑
哲
学
堂
の
由
来
を
述
べ
る
と
︑
明
治
三
十
一
︵
一
八
九
八
︶
年
に
哲
学
館
︹
現
・
東
洋
大
学
︺
の

敷
地
内
に
京
北
中
学
校
︹
現
・
東
洋
大
学
京
北
中
学
高
等
学
校
︺
を
併
設
し
て
以
後
︑
両
校
を
別
置
す
る
急
な
必
要
を
感
じ
︑
将
来
哲
学

館
を
郡
部
に
移
す
と
い
う
意
見
を
起
こ
し
た
の
だ
が
︑
幸
い
に
豊
多
摩
郡
野
方
村
大
字
江
古
田
小
字
和
田
山
︹
現
・
中
野
区
松
が
丘
︺

に
売
り
地
が
あ
る
こ
と
を
聞
き
︑
そ
の
う
え
︑
そ
の
地
は
和わ

田だ

義よ
し

盛も
り

の
遺
跡
で
あ
り
︑
東
京
都
下
の
名
所
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
も

知
り
︑
早
速
購
入
の
う
え
︑
こ
れ
を
哲
学
館
将
来
の
敷
地
と
予
定
し
︑
そ
の
標
ひ
ょ
う

木ぼ
く

︹
目
印
と
す
る
木
︺
を
立
て
た
︒
そ
の
後
︑
哲
学
館

が
文
部
大
臣
よ
り
大
学
公
称
を
許
可
さ
れ
た
の
で
︑
そ
の
記
念
と
し
て
明
治
三
十
七
︵
一
九
〇
四
︶
年
に
︑
三
間
四
面
の
一
小
堂
を

こ
こ
に
建
築
し
た
の
が
︑
今
日
の
い
わ
ゆ
る
四し

聖せ
い

堂ど
う

で
あ
り
︑
実
に
哲
学
堂
の
起
源
で
あ
る
︒

そ
の
後
︑
自
分
が
神
経
衰
弱
症
に
か
か
っ
た
た
め
に
︑
明
治
三
十
九
︵
一
九
〇
六
︶
年
一
月
︑
哲
学
館
大
学
︵
今
の
東
洋
大
学
︶

を
退
隠
す
る
に
あ
た
り
︑
種
々
の
都
合
上
︑
学
校
移
転
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
︑
後
継
者
と
相
談
の
結
果
︑
こ
れ
を
自
分
の
退

隠
所
と
す
る
と
い
う
名
義
に
よ
っ
て
︑
自
ら
そ
の
経
営
だ
け
を
引
き
受
け
る
こ
と
を
約
束
し
た
︒

い
よ
い
よ
こ
れ
を
引
き
受
け
た
以
上
は
︑
将
来
永
く
世
道
人
心
︹
世
の
中
の
道
徳
と
︑
そ
れ
を
守
る
べ
き
人
の
心
︺
を
裨ひ

補ほ

す
る
︹
た

す
け
る
︺
も
の
に
し
よ
う
と
の
計
画
を
起
こ
し
︑
つ
い
に
精
神
修
養
的
公
園
と
す
る
こ
と
に
決
め
︑
そ
の
建
築
費
お
よ
び
維
持
費
と
し

て
七
万
五
千
円
を
積
み
立
て
る
予
算
を
た
て
た
︒
そ
し
て
︑
こ
の
金
額
を
集
め
る
方
法
と
し
て
は
︑
有
志
者
の
寄
付
を
仰
ぐ
こ
と
は

本
意
で
は
な
い
か
ら
︑
別
に
工
夫
す
る
こ
と
に
取
り
決
め
た
︒

以
前
︑
国
民
道
徳
の
大
本
で
あ
る
教
育
勅
語
の
御ご

聖せ
い

旨し

︹
天
皇
の
お
考
え
︺
を
普
及
徹
底
さ
せ
る
に
は
︑
学
校
教
育
以
外
に
社
会
教

育
・
民
間
教
育
を
各
町
村
に
起
こ
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
は
︑
自
分
の
年
来
の
持
論
で
あ
り
︑
学
校
退
隠
後
は
も
っ
ぱ
ら
そ

の
方
に
力
を
尽
く
そ
う
と
思
い
︑
神
経
衰
弱
を
治
す
良
法
は
田
舎
の
旅
行
に
あ
る
と
聞
き
︑
療
養
の
か
た
わ
ら
日
本
全
国
の
各
郡
各
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郷
を
周
遊
し
て
︑
そ
の
趣
旨
を
演
説
す
る
こ
と
に
決
め
た
の
だ
が
︑
開
会
の
経
費
を
支
弁
︹
支
払
い
︺
す
る
方
法
を
案
出
す
る
必
要
が

起
こ
っ
て
き
た
︒

こ
の
時
に
あ
た
っ
て
︑
自
分
は
生
来
悪
筆
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
︑
数
十
年
間
全
く
禁
筆
し
て
い
た
の
だ
が
︑
近
年
や
む
を
え
ず

そ
の
禁
を
解
き
︑
地
方
巡
遊
中
︑
町
村
有
志
の
所
望
に
応
じ
て
︑
額
や
掛
け
物
の
揮き

毫ご
う

︹
毛
筆
で
書
画
を
書
く
こ
と
︺
を
す
る
こ
と
に

決
め
て
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
受
け
た
謝
儀
︹
謝
礼
︺
の
半
額
は
開
会
経
費
に
充
用
し
︑
あ
る
い
は
町
村
の
公
共
事
業
・
慈
善
事
業
に
寄
付

す
る
こ
と
と
し
︑
他
の
半
額
は
哲
学
堂
の
建
築
費
・
維
持
費
に
充
用
す
る
こ
と
と
し
て
︑
明
治
三
十
九
︵
一
九
〇
六
︶
年
か
ら
全
国

行あ
ん

脚ぎ
ゃ

の
途
に
就
い
た
次
第
で
あ
る
︒

以
上
の
方
法
に
よ
り
集
ま
っ
た
金
は
︑
こ
れ
を
支
出
し
て
年
々
哲
学
堂
の
建
設
を
進
行
し
︑
今
日
ま
で
に
六
賢
台
・
三
学
亭
・
唯

物
園
・
唯
心
庭
等
を
竣
工
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
詳
細
は
︑
年
々
発
行
の
﹃
南
船
北
馬
集
﹄
の
中
に
報
告
し
て
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
悪
筆
を
ふ
る
っ
て
謝
儀
を
拝
受
し
て
は
︑
世
間
に
対
し
て
鉄て

つ

面め
ん

皮ぴ

︹
ず
う
ず
う
し
い
︺
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は

も
と
か
ら
自
分
の
快
し
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
く
︑
万
や
む
を
え
ず
案
出
し
た
方
法
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
う
い
う
わ
け
で
︑
そ
の
金
は

決
し
て
一
家
の
た
め
︑
子
孫
の
た
め
に
消
費
ま
た
は
保
存
す
る
の
で
は
な
く
て
︑
す
べ
て
国
家
社
会
に
対
し
て
そ
の
恩
に
報
答
す
る

︹
こ
た
え
る
︺
た
め
で
あ
る
こ
と
は
︑
広
く
世
間
の
方
々
に
記
憶
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
︒

自
分
は
︑
幼
少
か
ら
学
校
教
育
を
受
け
た
年
月
は
満
二
十
年
で
あ
り
︑
自
ら
学
校
を
つ
く
っ
て
人
を
教
育
し
た
年
月
も
や
は
り
二

十
年
間
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
数
理
に
お
い
て
年
月
の
差
し
引
き
が
で
き
る
か
ら
︑
教
育
か
ら
受
け
た
恩
債
︹
恩
義
と
債
務
︺

の
返
却
が
で
き
た
と
言
っ
て
よ
い
︒

い
よ
い
よ
学
校
を
退
隠
す
る
に
あ
た
り
︑
自
分
か
ら
従
来
の
財
産
全
部
︑
す
な
わ
ち
十
三
万
五
千
九
百
三
十
五
円
六
十
一
銭
七
厘

を
寄
付
し
て
︑
東
洋
大
学
財
団
お
よ
び
京
北
財
団
を
組
織
し
て
︑
明
治
三
十
九
︵
一
九
〇
六
︶
年
に
文
部
大
臣
に
申
請
し
た
次
第
で
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あ
る
︹
こ
の
と
き
か
ら
︑
東
洋
大
学
と
改
称
し
た
︺
︒
こ
れ
︑
ま
さ
し
く
自
分
が
教
育
か
ら
受
け
た
恩
義
に
報
答
し
た
も
の
と
思
う
︒
し

か
し
︑
国
家
社
会
か
ら
受
け
た
恩
に
対
し
て
は
︑
ま
だ
報
答
し
て
い
な
い
︒

そ
こ
で
︑
そ
の
報
答
と
し
て
哲
学
堂
の
公
園
を
完
成
し
︑
こ
れ
を
国
家
社
会
に
貢
献
す
る
考
え
を
起
こ
し
た
︒
そ
れ
故
に
後
日
完

成
の
暁
に
は
︑
さ
ら
に
こ
れ
を
財
団
法
人
と
す
る
か
︑
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
の
全
部
を
残
ら
ず
政
府
に
献
上
す
る
赤せ

き

心し
ん

︹
ま
ご
こ
ろ
︺

で
あ
る
︒
と
い
う
わ
け
で
︑
そ
の
経
営
は
決
し
て
子
孫
の
た
め
に
す
る
私
情
で
な
い
こ
と
だ
け
は
︑
天
下
の
公
衆
に
告
白
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

今
か
ら
数
年
後
︑
全
国
の
巡
遊
が
終
わ
っ
た
と
き
に
は
︑
自
分
の
余
命
が
あ
る
限
り
は
︑
自
ら
哲
学
堂
の
門
番
と
な
り
︑
毎
朝
灑さ

い

掃そ
う

︹
掃
除
︺
の
余
暇
に
︑
来
観
の
諸
氏
に
対
し
て
座
談
説
法
を
し
て
︑
そ
れ
と
同
時
に
学
生
の
監
督
を
し
た
い
と
思
う
︒
近
頃
は
地
方

旅
行
の
お
か
げ
で
︑
神
経
衰
弱
の
方
は
全
快
し
た
の
で
︑
東
洋
大
学
学
長
に
復
帰
せ
よ
と
︑
内
外
か
ら
の
勧
告
を
受
け
て
い
て
も
︑

固
辞
し
て
応
じ
な
い
の
は
︑
こ
の
将
来
の
望
み
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

以
前
︑
学
校
を
退
隠
す
る
と
き
に
︑
今
後
の
半
生
は
学
校
教
育
に
従
事
し
な
い
で
︑
も
っ
ぱ
ら
社
会
教
育
・
民
間
教
育
に
尽じ
ん

瘁す
い

す

る
︹
力
を
尽
く
し
て
苦
労
す
る
︺
こ
と
と
公
言
し
︑
学
校
に
永え
い

訣け
つ

︹
な
が
の
別
れ
︺
を
告
げ
て
去
っ
た
こ
と
な
の
で
︑
再
び
学
校
に
戻
る

と
き
は
︑
死
者
の
復
活
か
ま
た
は
幽
霊
の
現
出
と
同
様
で
あ
る
か
ら
と
申
し
て
固
く
断
り
︑
引
き
続
い
て
一
方
で
は
全
国
の
巡
講
︹
巡

回
講
演
の
略
︺
に
東
奔
西
走
し
︑
他
方
で
は
哲
学
堂
内
の
経
営
を
進
行
す
る
つ
も
り
な
の
で
︑
非
常
に
多
忙
で
あ
り
︑
と
て
も
そ
れ
と

同
時
に
学
校
の
監
督
経
営
を
兼
務
す
る
余
暇
は
な
い
︒

こ
う
し
て
︑
自
分
の
学
校
退
隠
後
の
残
生
は
す
べ
て
国
家
社
会
の
た
め
に
尽
く
し
︑
世
の
中
か
ら
受
け
た
大
恩
に
報
謝
す
る
決
心

に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
古
人
は
﹁
児
孫
の
た
め
に
美
田
を
買
わ
ず
﹂
︹
西
郷
隆
盛
の
漢
詩
︒﹁
子
孫
に
財
産
を
残
す
と
︑
子
孫
は
自
分
で
努
力

せ
ず
と
も
豊
か
な
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
︑
遊
び
暮
ら
し
て
結
局
は
身
を
亡ほ
ろ

ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
︑
子
孫
に
は
財
産
な
ど
残
さ
な
い
ほ
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う
が
良
い
﹂︺
と
申
し
た
が
︑
自
分
は
﹁
私
財
を
残
し
て
公
衆
に
分
与
せ
よ
﹂
と
の
主
義
を
唱
え
て
い
る
︒
そ
の
詩
は
左
に
掲
げ
て
お

く
︒

人
生
如
夢
而
非
夢

我
食
我
衣
誰
所
貢

与
為
児
孫
買
美
田

寧
遺
私
産
分
公
衆

︹
人
生
は
夢
の
よ
う
で
あ
っ
て
夢
で
は
な
い
︒
私
が
食
べ
て
い
る
食
べ
物
︑
私
が
着
て
い
る
服
は
︑
こ
の
社
会
の
中
の
ど
こ
か
の
誰
か

が
私
に
恵
ん
で
く
れ
た
も
の
だ
︒
私
は
自
分
の
子
孫
の
た
め
に
財
産
を
残
す
よ
り
も
む
し
ろ
社
会
の
た
め
に
財
産
を
残
し
︑
社
会
の

人
々
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
い
る
︒︺

右
の
主
義
で
あ
る
か
ら
︑
自
分
の
一
身
は
で
き
る
限
り
︑
質
素
を
守
り
節
倹
を
行
い
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
残
し
た
も
の
は
︑
公
衆
に

分
与
す
る
精
神
で
︑
哲
学
堂
の
方
に
あ
て
は
め
る
心
得
で
あ
る
︒
世
間
が
も
し
か
し
て
自
分
の
本
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
誤
解
す
る
こ

と
を
恐
れ
て
︑
こ
の
よ
う
に
贅ぜ

い

言げ
ん

︹
余
計
な
言
葉
︺
を
書
い
て
︑
本
書
の
巻
初
に
題
し
た
次
第
で
あ
る
︒

大
正
四
︵
一
九
一
五
︶
年
十
一
月

哲
学
堂
主

井
上
円
了
記
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①
哲
学
関

②
哲
理
門
（
妖
怪
門
）

③
時
空
岡

④
四
聖
堂

⑤
六
賢
台

⑥
髑
髏
庵

⑦
万
象
庫
（
無
尽
蔵
）

⑧
絶
対
城

⑨
宇
宙
館

⑩
三
学
亭

⑪
唯
物
園

⑫
唯
心
庭

⑬
筆
塚

⑭
硯
塚

⑮
懐
疑
巷

⑯
三
祖
苑

⑰
三
字
壇

⑱
万
有
林

⑲
経
験
坂

⑳
感
覚
巒

㉑
物
字
壇

㉒
進
化
溝

㉓
博
物
堤

㉔
後
天
沼

㉕
狸
灯

㉖
神
秘
洞

㉗
星
海
洲

㉘
観
象
梁
（
富
士
桟
・
望
遠
橋
）

㉙
二
元
衢

㉚
自
然
井

㉛
学
界
津

㉜
人
生
必
須
之
処
在
此

㉝
心
字
池

㉞
鬼
灯

㉟
先
天
泉

㊱
菖
蒲
池

㊲
認
識
路

㊳
意
識
駅

㊴
演
繹
観

㊵
理
想
橋

㊶
凡
天
台

㊷
皇
国
殿



哲
学
堂
庭
内
七
十
七
場
名
称

哲て
つ

学が
く

関か
ん

真し
ん

理り

界か
い

鑽さ
ん

仰
ぎ
ょ
う

軒け
ん

哲て
つ

理り

門も
ん

一い
ち

元げ
ん

牆
し
ょ
う

常
じ
ょ
う

識し
き

門も
ん

髑ど
く

髏ろ

庵あ
ん

復ふ
っ

活か
つ

廊ろ
う

鬼き

神し
ん

窟く
つ

接せ
っ

神し
ん

室し
つ

霊れ
い

明め
い

閣か
く

天て
ん

狗ぐ

松ま
つ

時じ

空く
う

岡こ
う

百
ひ
ゃ
っ

科か

叢そ
う

四し

聖せ
い

堂ど
う

唱
し
ょ
う

念ね
ん

塔と
う

六ろ
っ

賢け
ん

台だ
い

筆ふ
で

塚づ
か

懐か
い

疑ぎ

êこ
う

経け
い

験け
ん

坂ざ
か

感か
ん

覚か
く

巒ら
ん

万ば
ん

有ゆ
う

林り
ん

三さ
ん

祖そ

苑え
ん

三さ
ん

字じ

壇だ
ん

三さ
ん

祖そ

碑ひ

哲て
っ

史し

蹊け
い

〔哲て
っ

史し

塀べ
い

〕

唯ゆ
い

物ぶ
つ

園え
ん

物ぶ
つ

字じ

壇だ
ん

客
き
ゃ
っ

観か
ん

廬ろ

進し
ん

化か

溝こ
う

理り

化か

潭た
ん

博は
く

物ぶ
つ

堤て
い

数す
う

理り

江こ
う

観か
ん

象
し
ょ
う

梁
り
ょ
う

望ぼ
う

遠え
ん

橋
き
ょ
う

星せ
い

界か
い

洲す

半は
ん

月げ
つ

台だ
い

神し
ん

秘ぴ

洞ど
う

狸り

灯と
う

後こ
う

天て
ん

沼ぬ
ま

原げ
ん

子し

橋
き
ょ
う

自し

然ぜ
ん

井せ
い

造ぞ
う

化か

か
ん

二に

元げ
ん

衢く

学が
っ

界か
い

津つ

独ど
く

断だ
ん

峡
き
ょ
う

唯ゆ
い

心し
ん

庭て
い

心し
ん

字じ

池い
け

倫り
ん

理り

淵え
ん

心し
ん

理り

崖が
い

理り

性せ
い

島じ
ま

鬼き

灯と
う

概が
い

念ね
ん

橋
き
ょ
う

先せ
ん

天て
ん

泉せ
ん

主し
ゅ

観か
ん

亭て
い

直
ち
ょ
っ

覚か
く

径け
い

認に
ん

識し
き

路ろ

論ろ
ん

理り

域い
き

演え
ん

繹え
き

観か
ん

帰き

納の
う

場
じ
ょ
う

意い

識し
き

駅え
き

絶ぜ
っ

対た
い

城
じ
ょ
う

聖せ
い

哲て
つ

碑ひ

観か
ん

念ね
ん

脚
き
ゃ
く

観か
ん

察さ
つ

境
き
ょ
う

記き

念ね
ん

碑ひ

相そ
う

対た
い

渓け
い

理り

想そ
う

橋
き
ょ
う

理り

外が
い

門も
ん

幽ゆ
う

霊れ
い

梅ば
い

宇う

宙
ち
ゅ
う

館か
ん

皇こ
う

国こ
く

殿で
ん

三さ
ん

学が
く

亭て
い

硯
す
ず
り

塚づ
か

無む

尽じ
ん

蔵ぞ
う

向こ
う

上
じ
ょ
う

楼ろ
う

万ば
ん

象
し
ょ
う

庫こ
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一
、
哲
学
堂

哲
学
堂
の
由
来
は
﹁
は
し
が
き
﹂
の
中
に
書
い
て
お
い
た
の
で
︑
そ
の
文
を
一
読
し
て
ほ
し
い
︒
さ
き
に
自
分
が
哲
学
館
大
学
す

な
わ
ち
東
洋
大
学
を
退
隠
し
た
と
き
に
︑
一
時
は
哲
学
堂
を
退
隠
所
と
決
め
た
け
れ
ど
︑
そ
の
土
地
は
奥
深
く
︑
そ
の
空
気
は
清
く

て
︑
自
然
に
精
神
修
養
に
適
す
る
地
な
の
で
︑
東
京
都
下
に
お
け
る
青
年
・
学
生
等
の
修
養
的
公
園
に
し
た
い
と
思
っ
て
︑
さ
ら
に

敷
地
を
拡
大
し
︑
堂
宇
を
増
築
し
︑
明
治
三
十
九
︵
一
九
〇
六
︶
年
以
来
︑
一
意
専
心
そ
の
経
営
に
従
事
し
︑
形
の
方
は
ほ
ぼ
出
来

上
が
っ
た
︒

こ
れ
よ
り
後
は
︑
日
曜
講
演
と
夏
期
講
習
と
を
開
設
し
て
︑
な
お
そ
の
ほ
か
に
学
生
監
督
所
を
置
い
て
︑
市
内
の
各
学
校
に
在
学

す
る
生
徒
の
止
宿
を
許
し
︑
朝
夕
自
ら
監
督
の
任
に
当
た
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒

今
日
世
間
の
学
生
を
見
渡
す
と
︑
各
学
校
に
お
い
て
斐ひ

然ぜ
ん

と
し
て
章
を
な
し
て
い
て
も
︹
ま
る
で
美
し
い
錦
を
織
り
上
げ
て
い
る
よ

う
な
才
徳
が
あ
り
な
が
ら
︺
︑
こ
れ
を
裁
す
る
︹
物
事
を
処
理
す
る
︺
い
わ
れ
を
知
ら
な
い
も
の
が
多
い
あ
り
さ
ま
な
の
で
︑
自
分
の
今

後
の
残
生
は
ひ
た
す
ら
こ
れ
を
引
き
受
け
て
︑
天
下
の
英
才
を
指
導
し
て
み
た
い
と
思
う
︒

こ
う
し
て
本
堂
を
完
成
し
︑
同
時
に
維
持
法
を
確
立
し
た
上
は
︑
も
と
よ
り
こ
れ
を
子
孫
に
譲
与
す
る
念
な
ど
は
毛
頭
も
な
く
︑

全
く
国
家
に
貢
献
す
る
本
意
な
の
で
︑
後
日
永
眠
に
就
く
場
合
に
は
︑
全
部
を
ま
と
め
て
財
団
法
人
に
す
る
か
︑
ま
た
は
政
府
に
献

納
す
る
決
心
で
あ
る
︒
今
か
ら
こ
の
こ
と
を
唯
一
の
楽
し
み
と
し
て
︑
自
分
を
忘
れ
︑
老
い
の
ま
さ
に
こ
よ
う
と
す
る
の
を
忘
れ
て
︑

休
む
間
も
な
く
働
い
て
い
る
次
第
で
あ
る
︒
こ
れ
よ
り
︑
哲
学
堂
庭
内
の
七
十
七
か
所
の
名
称
に
つ
い
て
︑
い
ち
い
ち
説
明
し
な
が

ら
順
路
を
案
内
し
ま
し
ょ
う
︒
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二
、
哲
理
門
お
よ
び
常
識
門

本
堂
の
入
り
口
に
は
石
柱
が
二
個
あ
っ
て
︑
右
の
柱
に
は
哲て
つ

学が
く

関か
ん

と
刻
し
︑
左
の
柱
に
は
真し
ん

理り

界か
い

と
刻
し
︑
こ
の
境け
い

内だ
い

は
哲
学
上
︑

宇
宙
の
真
理
を
味
わ
い
︑
同
時
に
人
生
の
妙
趣
を
楽
し
む
所
で
あ
る
こ
と
を
標
示
し
て
お
く
︒
そ
の
内
側
の
右
の
方
に
あ
る
一
棟
は

鑽さ
ん

仰
ぎ
ょ
う

軒け
ん

︹
現
・
事
務
所
︑
鑽
仰
は
︑
聖
人
・
偉
人
な
ど
の
徳
を
仰
ぎ
尊
ぶ
︺
と
名
づ
け
て
︑
門
戸
を
監
守
す
る
た
め
に
設
け
た
の
で
あ
る
︒

つ
ぎ
に
︑
左
の
方
の
一
門
は
四し

聖せ
い

堂ど
う

の
正
門
で
あ
り
︑
こ
れ
を
哲て
つ

理り

門も
ん

と
名
づ
け
︑
そ
の
門
柱
に
は
﹁
棹
論
理
舟
溯
物
心
之
源

鞕

理
想
馬
登
絶
対
之
峰
︹
論
理
学
を
上
達
さ
せ
て
物
の
核
心
︵
コ
ア
︶
を
突
き
止
め
︑
あ
く
ま
で
も
理
想
を
追
い
求
め
て
絶
対
と
い
う
世
界
に
登

り
つ
め
よ
う
︺
﹂
と
題
し
て
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
両
側
に
は
仁に

王お
う

尊そ
ん

の
代
わ
り
に
︑
天
狗
と
幽
霊
と
の
彫
刻
物
を
入
れ
て
お
く
︒
こ

れ
は
あ
ま
り
に
も
物
好
き
の
よ
う
な
の
だ
が
︑
こ
の
地
に
以
前
か
ら
天て
ん

狗ぐ

松ま
つ

と
幽ゆ
う

霊れ
い

梅う
め

が
あ
っ
た
の
に
つ
な
が
る
意
匠
︹
デ
ザ
イ
ン
︺

で
あ
る
︵
彫
刻
者
は
田
中
良
雄
氏
︶︒

世
間
一
般
が
信
じ
る
よ
う
な
天
狗
や
幽
霊
は
も
と
よ
り
迷
信
な
の
だ
が
︑
そ
の
中
に
は
一
分
の
真
理
を
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
︒
す
べ
て
物
質
界
に
も
精
神
界
に
も
︑
そ
の
根
底
に
は
﹁
理
外
の
理
﹂
す
な
わ
ち
不
可
思
議
を
備
え
て
い
る
︒
も
し
人
が
︑
物
質

界
に
お
い
て
不
可
思
議
の
一
端
に
接
触
し
た
と
き
に
思
い
浮
か
べ
る
も
の
が
天
狗
に
な
り
︑
精
神
界
に
お
い
て
同
様
の
感
を
浮
か
べ

た
も
の
が
幽
霊
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
︒

天
狗
は
物
的
で
あ
る
と
同
時
に
陽
性
で
あ
り
︑
幽
霊
は
心
的
で
あ
る
と
同
時
に
陰
性
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
方
は
男
相
で
あ

り
︑
他
方
は
女
相
で
あ
る
と
決
ま
っ
て
い
る
︒
こ
う
い
う
哲
学
的
意
味
か
ら
さ
ら
に
標
示
し
て
﹁
物
質
精
気
凝
為
天
狗

心
姓
妙
用

発
為
幽
霊
︹
物
質
の
純
粋
な
エ
キ
ス
が
凝
り
固
ま
っ
て
天
狗
と
な
っ
た
の
で
あ
り
︑
心
の
本
質
の
不
思
議
な
は
た
ら
き
が
人
体
を
飛
び
出
し
て

幽
霊
と
な
る
の
だ
︺
﹂
と
掲
げ
て
お
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
世
間
で
は
こ
れ
を
妖よ
う

怪か
い

門も
ん

と
申
し
て
い
る
︒
こ
の
門
か
ら
一
直
線
に
連
な
っ

て
い
る
垣
根
は
︑
世
間
の
多
元
的
見
解
と
哲
学
の
一
元
的
見
解
と
を
区
分
す
る
境
界
な
の
で
︑
こ
れ
を
一い

ち

元げ
ん

牆
し
ょ
う

︹
牆
は
垣
根
︺
と
名
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づ
け
た
︒

そ
し
て
︑
多
元
的
と
は
事
々
物
々
の
差
別
す
る
方
面
を
い
い
︑
一
元
的
と
は
そ
の
深
底
に
潜
在
す
る
一
大
原
理
を
指
し
た
語
と
見

て
よ
い
︒
そ
の
垣
根
の
他
端
に
あ
る
門
は
普
通
の
出
入
り
口
な
の
で
︑
こ
れ
を
常

じ
ょ
う

識し
き

門も
ん

と
題
し
て
お
く
︒
ま
た
︑
そ
の
柱
に
は
﹁
四

聖
堂
前
月
白
風
清

六
賢
台
上
山
紫
水
明
︹
四
聖
堂
の
前
に
立
て
ば
︑
月
は
煌こ
う

々こ
う

と
し
て
照
り
輝
き
︑
清
ら
か
な
風
が
吹
き
渡
っ
て
い
る
︒

六
賢
台
の
上
に
立
つ
と
︑
山
川
の
景
色
は
清
ら
か
で
な
ん
と
美
し
い
こ
と
だ
︺
﹂
と
標
し
て
あ
る
︒
こ
の
門
の
右
側
に
来
観
者
の
入
り
口
が

あ
る
か
ら
︑
何な

ん

人ぴ
と

を
問
わ
ず
堂
庭
内
を
参
観
し
よ
う
と
す
る
方
々
は
︑
こ
の
入
り
口
か
ら
出
入
り
す
る
よ
う
に
願
い
ま
す
︒

三
、
髑
髏
庵
、
鬼
神
窟
お
よ
び
天
狗
松

常
識
門
に
隣
接
す
る
一
棟
は
髑ど
く

髏ろ

庵あ
ん

と
名
づ
け
︑
骸
骨
を
掛
け
て
標
示
し
て
あ
る
が
︑
決
し
て
肉
体
の
死
を
意
味
す
る
の
で
は
な

く
︑
精
神
上
の
死
を
形
容
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
精
神
上
の
死
と
は
︑
世
間
に
い
て
俗
塵
に
汚
さ
れ
た
心
が
︑
ひ
と
た
び
こ
の
庵

に
入
っ
て
消
滅
す
る
と
い
う
意
味
で
︑
塵じ

ん

心し
ん

俗ぞ
く

情
じ
ょ
う

︹
俗
界
の
情
欲
に
け
が
れ
た
心
︺
の
死
を
骸
骨
に
例
え
た
の
で
あ
る
︒
来
観
者
は
必

ず
こ
こ
で
休
憩
し
て
︑
帳
簿
に
住
所
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
を
願
い
上
げ
ま
す
︒
そ
の
と
き
に
は
粗
茶
を
進
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
る
か
ら
︑
遠
慮
な
く
番
人
に
命
じ
て
ほ
し
い
︒

髑
髏
庵
に
連
な
っ
て
小
廊
下
が
あ
る
が
︑
こ
れ
を
復ふ

っ

活か
つ

廊ろ
う

と
名
づ
け
た
の
は
︑
ひ
と
た
び
死
ん
だ
塵
心
が
再
び
蘇そ

生せ
い

し
て
︹
生
き

返
っ
て
︺
︑
新
し
く
哲
学
的
心
眼
を
開
く
は
ず
の
意
味
を
寓
し
た
︹
例
え
た
︺
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
禅
宗
で
︑
ひ
と
た
び
己
の
心
を
殺
し

て
再
び
生
か
す
こ
と
を
教
え
る
の
と
同
様
で
あ
る
︒
こ
れ
よ
り
後
は
精
神
界
が
俗
的
を
離
れ
て
霊
的
に
化
す
る
か
ら
︑
復
活
廊
に
結

び
建
て
た
二
階
造
り
の
一
棟
を
鬼き

神し
ん

窟く
つ

と
名
づ
け
︑
そ
の
内
室
を
接せ
っ

神し
ん

室し
つ

と
称
し
︑
そ
の
楼
上
を
霊れ
い

明め
い

閣か
く

と
題
し
て
お
く
︒
従
来
の

休
憩
所
が
す
で
に
狭
く
な
っ
た
の
で
︑
特
別
の
珍
客
を
こ
こ
で
歓
迎
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒
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こ
の
迎
賓
室
の
そ
ば
に
相
連
な
る
松
林
の
中
︑
一
株
屹き
つ

立り
つ

す
る
︹
高
く
そ
び
え
立
っ
て
い
る
︺
長
松
が
あ
る
︒
そ
の
名
を
天
狗
と
言
っ

て
き
て
︑
遠
く
か
ら
望
む
と
き
は
哲
学
堂
の
目
標
と
な
っ
て
︑
人
は
﹁
和
田
山
や
一
本
高
し
天て
ん

狗ぐ

松ま
つ

﹂
と
呼
ん
で
い
る
ほ
ど
で
あ
る
︒

村
内
の
者
の
伝
説
に
は
︑
昔
こ
の
松
を
切
ろ
う
と
試
み
た
こ
と
が
数
回
あ
っ
た
の
だ
が
︑
そ
の
つ
ど
天
狗
が
邪
魔
を
し
て
果
た
す
こ

と
が
で
き
ず
︑
は
な
は
だ
し
い
と
き
に
は
︑
木
か
ら
血
が
流
れ
出
た
な
ど
と
申
し
て
い
る
︒
も
し
︑
そ
の
松
を
天
狗
と
す
れ
ば
︑
他

の
数
百
株
の
小
松
は
木こ

の
葉は

天
狗
と
名
づ
け
て
よ
い
︒

こ
れ
よ
り
︑
庭
内
巡
覧
の
順
序
に
基
づ
い
て
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
︒

四
、
四
聖
堂
の
内
容

髑
髏
庵
の
休
憩
所
か
ら
出
て
第
一
に
参
観
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
根
本
中
堂
︹
中
心
に
な
る
堂
︺
と
も
い
わ
れ
る
四
聖
堂
で

あ
る
︒
そ
の
周
囲
の
平
坦
を
︑
哲
学
の
時
間
・
空
間
を
表
示
す
る
も
の
と
決
め
て
時じ

空く
う

岡こ
う

と
名
づ
け
︑
そ
の
一
方
の
林り
ん

叢そ
う

︹
林
と
草
む

ら
︺
は
百
ひ
ゃ
っ

科か

叢そ
う

と
名
づ
け
た
︒
と
こ
ろ
で
︑
四
聖
堂
は
四
方
正
面
の
建
築
で
あ
り
︑
中
央
に
本
尊
を
安
置
し
て
あ
る
が
︑
そ
の
本
尊

は
宗
教
的
偶
像
で
は
な
く
て
哲
学
的
理
想
で
あ
る
︒

さ
て
︑
哲
学
の
起
点
と
な
り
基
礎
と
な
り
骨
目
と
な
る
も
の
は
︑
物
と
心
と
の
ほ
か
に
あ
る
べ
き
は
ず
は
な
い
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず

こ
の
二
者
を
形
に
示
す
こ
と
に
た
い
そ
う
工
夫
を
凝
ら
し
︑
心
す
な
わ
ち
精
神
は
円
形
・
赤
色
・
透
明
で
あ
り
︑
同
時
に
光
が
あ
る

は
ず
の
も
の
な
の
で
︑
球
灯
を
中
央
に
掛
け
る
こ
と
に
決
め
た
︒
そ
の
周
辺
に
ハ
ー
ト
の
形
を
あ
ら
わ
し
た
の
は
︑
そ
の
た
め
で
あ

る
︒
つ
ぎ
に
︑
物
す
な
わ
ち
物
質
は
そ
の
正
反
対
な
の
で
︑
方
形
︹
四
角
形
︺
・
黒
色
・
不
透
明
で
あ
り
︑
し
か
も
心
を
汚
す
は
ず
の

も
の
な
の
で
︑
方
形
の
香
炉
を
灯
下
に
置
く
こ
と
に
決
め
た
︒

そ
の
周
辺
に
﹁
マ
ッ
タ
ー
﹂
お
よ
び
﹁
物
﹂
の
字
を
入
れ
た
の
は
︑
そ
の
た
め
で
あ
る
︒
我
々
の
本
心
は
清せ

い

浄
じ
ょ
う

無む

垢く

︹
清
ら
か
で
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汚
れ
な
く
︑
混
じ
り
け
が
な
い
︺
で
あ
っ
て
も
︑
わ
が
感
覚
が
外
界
の
物
質
に
誘
い
起
こ
さ
れ
て
︑
い
ろ
い
ろ
の
欲
情
・
妄
念
を
引
き

起
こ
す
点
は
︑
透
明
の
球
灯
が
香
炉
の
煙
に
よ
っ
て
曇
ら
さ
れ
る
の
に
例
え
て
︑
ひ
と
た
び
曇
っ
た
球
灯
も
時
々
ふ
い
て
み
が
け
ば
︑

本
来
の
透
明
を
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
︑
わ
が
心
が
ひ
と
た
び
物
欲
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
よ
う
と
し
て
も
︑
絶
え
間
な
く
修

養
の
功
を
積
め
ば
︑
決
し
て
そ
の
清
浄
性
を
失
う
こ
と
な
し
と
い
う
こ
と
に
比
較
し
た
意
匠
で
あ
る
︒

五
、
四
聖
堂
の
天
井

つ
ぎ
に
︑
物
心
以
上
の
装
置
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
工
夫
を
凝
ら
し
︑
哲
学
は
物
心
を
起
点
と
す
る
が
︑
も
し
そ
の
本
源
・
実
体
を

究
め
て
く
れ
ば
︑
必
ず
こ
れ
よ
り
以
上
の
実
在
を
考
定
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
り
︑
そ
の
体
を
名
づ
け
て
絶
対
と
も
無
限
と

も
不
可
知
的
と
も
︑
種
々
の
名
称
を
与
え
て
お
く
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
本
体
は
無
形
・
無
色
で
あ
り
︑
と
う
て
い
形
容
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
か
り
に
形
相
あ
る
方
面
に
つ
い
て
物
心
の
本
源
を
考
え
る
と
︑
こ
の
漠
然
と
し
た
宇
宙
︑
こ
の
森
然
と
し
た
世
界
が
︑

太た
い

初し
ょ

混こ
ん

沌と
ん

未み

分ぶ
ん

︹
天
地
が
開
け
た
初
め
の
時
︑
天
地
が
ま
だ
は
っ
き
り
と
分
か
れ
て
い
な
か
っ
た
状
態
︺
の
時
に
︑
物
心
を
胚は
い

胎た
い

し
た
︹
み

ご
も
っ
た
︺
と
決
め
て
差
し
支
え
な
い
︒

こ
こ
で
︑
世
界
開か

い

闢
び
ゃ
く

︹
世
界
の
始
ま
り
︺
の
状
態
を
表
示
す
る
こ
と
を
思
い
つ
き
︑
こ
れ
を
古
史
と
見
比
べ
て
確
か
め
る
と
︑
天
地

が
ま
だ
分
か
れ
な
い
時
は
鶏
の
卵
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
説
が
あ
る
︒
日
本
お
よ
び
中
国
で
は
鶏
子
に
例
え
て
い
る
が
︑
イ
ン
ド
に

も
大
卵
化
成
説
︹﹃
外げ

道ど
う

小
し
ょ
う

乗
じ
ょ
う

涅ね

槃は
ん

論ろ
ん

﹄
に
︑
も
と
日
月
星
辰
︑
虚
空
お
よ
び
地
な
く
︑
た
だ
大
水
あ
り
︑
時
に
大
安ア
ン

荼ダ

を
生
ず
る
︒
鶏
子
の

よ
う
に
︑
周
囲
は
金
色
な
り
︑
時
が
熟
し
て
破
れ
て
二
段
と
な
る
︒
一
段
は
上
に
あ
っ
て
天
と
な
り
︑
一
段
は
下
に
あ
っ
て
地
と
な
る
︒
こ
の

二
つ
の
中
間
に
梵
ブ
ラ
フ

天マ
ー

を
生
ず
︒
一
切
衆
生
の
祖
公
と
名
づ
け
︑
一
切
有
命
無
命
の
物
を
作
る
と
あ
る
︺
が
あ
る
か
ら
︑
物
心
を
代
表
す
る
灯
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明
と
香
炉
と
の
上
に
︑
銀
色
ガ
ラ
ス
の
天
井
を
張
り
︑
そ
の
中
央
に
半
球
の
金
色
ガ
ラ
ス
を
挿
入
し
た
︒
そ
う
し
て
︑
そ
の
銀
色
は

鶏
卵
の
シ
ロ
ミ
に
あ
た
り
︑
そ
の
金
色
は
キ
ミ
に
あ
た
り
︑
前
者
は
宇
宙
の
神
髄
で
あ
り
︑
生
元
を
含
む
も
の
と
し
︑
後
者
は
宇
宙

の
体
質
で
あ
り
︑
養
料
を
有
す
る
も
の
と
し
︑
そ
の
生
元
が
化
醇
し
て
︹
ま
じ
り
気
が
な
く
純
粋
に
す
る
︺
心
元
を
開
発
す
る
に
至
り
︑

そ
の
養
料
が
凝
結
し
て
物
元
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
を
表
示
し
て
︑
球
灯
は
金
球
か
ら
直
下
し
︑
角
炉
は
銀
色
ガ
ラ
ス
の
周

辺
か
ら
垂
下
す
る
意
匠
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に
決
め
た
︒

そ
し
て
そ
の
周
辺
の
四
脚
は
︑
い
わ
ゆ
る
天
の
四
極
︹
中
国
の
神
話
に
︑
四
極
が
廃
れ
土
地
が
裂
け
て
天
が
崩
れ
て
き
た
の
で
︑
鼈
︵
ス
ッ

ポ
ン
︶
の
足
を
切
っ
て
四
極
に
立
て
て
︑
五
色
の
石
を
練
っ
て
天
を
補
っ
た
︺
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
︑
物
心
の
本
体
で
あ
る
絶
対

の
有
形
的
方
面
を
形
容
し
た
意
匠
で
あ
る
︒
あ
る
い
は
ま
た
天
・
地
・
人
に
配
当
し
て
︑
天
井
を
天
と
し
︑
香
炉
を
地
と
し
︑
球
灯

を
人
と
し
て
も
よ
い
と
思
う
︒

つ
ぎ
に
︑
周
囲
の
天
井
に
丸
木
の
タ
ル
キ
を
用
い
た
の
は
︑
宇
宙
の
神
髄
よ
り
放
射
す
る
光
線
の
形
容
な
の
で
︑
つ
ま
り
絶
対
の

本
体
か
ら
放
た
れ
て
い
る
真
・
善
・
美
の
光
と
解
釈
し
て
よ
い
︒
す
で
に
心
は
円
形
と
決
め
︑
物
は
方
形
と
決
め
た
た
め
に
︑
本
堂

そ
の
も
の
も
︑
柱
は
円
く
堂
は
角
で
あ
る
よ
う
に
建
築
す
る
こ
と
に
決
め
た
︒

そ
う
し
た
理
想
を
建
築
上
に
現
示
す
る
に
つ
い
て
は
︑
武
田
吾
一
氏
︑
大
沢
三
之
助
氏
︑
古
宇
田
実
氏
を
顧
問
と
し
︑
実
際
の
設

計
は
山
尾
新
三
郎
氏
の
手
に
成
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
な
に
ぶ
ん
貧
し
い
わ
が
身
な
の
で
︑
最
少
の
費
用
で
建
築
す
る
方
針
を
と
っ
た

た
め
に
︑
理
想
の
十
分
の
一
も
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の
た
め
こ
れ
を
一
覧
す
る
諸
氏
は
︑
必
ず
児
戯
の
よ
う
だ
と
一
笑
す

る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
私
の
苦
心
の
一
端
を
推
察
し
て
く
れ
る
こ
と
を
望
む
次
第
で
あ
る
︒
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六
、
四
聖
の
選
定

堂
宇
の
設
計
に
つ
い
て
説
明
し
た
上
は
︑
四し

聖せ
い

の
由
来
を
述
べ
て
お
き
た
い
︒
四
聖
と
は
︑
孔
子
︑
釈
迦
︑
ソ
ク
ラ
テ
ス
︑
カ
ン

ト
の
四
聖
人
の
こ
と
で
あ
る
︒
す
で
に
哲
学
の
本
尊
は
︑
前
述
の
よ
う
に
物
心
お
よ
び
宇
宙
で
あ
る
と
し
て
も
︑
人
が
よ
く
道
を
広

め
︑
道
が
人
を
広
め
る
の
で
は
な
い
道
理
で
︑
そ
の
中
に
潜
在
す
る
真
理
を
︑
よ
く
世
間
に
紹
介
し
た
の
は
東
西
古
今
の
哲
学
者
で

あ
る
︒
そ
こ
で
︑
哲
学
堂
内
に
そ
の
人
々
を
奉
崇
︹
尊
び
︑
た
て
ま
つ
る
︺
し
た
い
と
思
っ
て
︑
な
に
ぶ
ん
数
が
多
い
哲
学
者
な
の
で
︑

代
表
者
を
選
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
︑
自
ら
そ
の
選
定
法
を
案
出
し
た
︒

つ
ま
り
︑
現
在
で
は
世
界
の
哲
学
が
東
洋
と
西
洋
と
に
分
か
れ
︑
東
洋
哲
学
は
中
国
と
イ
ン
ド
と
に
分
か
れ
︑
西
洋
哲
学
は
古
代

と
近
世
と
に
分
か
れ
て
い
る
か
ら
︑
そ
の
一
つ
一
つ
か
ら
一
人
ず
つ
の
代
表
者
を
選
出
す
る
新
案
で
あ
る
︒

ま
ず
中
国
哲
学
で
は
︑
老
子
と
孔
子
と
の
二
人
の
大お

お

立だ
て

者も
の

が
あ
る
け
れ
ど
も
︑
多
く
の
人
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
︑
老
子
よ
り
も
孔

子
を
選
挙
す
る
で
あ
ろ
う
︒

ま
た
イ
ン
ド
哲
学
で
は
︑
多
教
の
意
見
に
照
合
し
て
も
︑
釈
迦
を
特
に
選
ぶ
べ
き
で
あ
る
︒

つ
ぎ
に
西
洋
の
古
代
哲
学
で
は
︑
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
な
大
家
が
い
る
け
れ
ど
も
︑
そ
の
学
の
開
山
と
な
り
︑

そ
の
人
の
師
父
に
あ
た
る
の
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
︵
瑣
克
刺
底
︶
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

ま
た
近
世
哲
学
で
は
︑
群
雄
が
四
方
に
割
拠
す
る
あ
り
さ
ま
な
の
だ
が
︑
今
か
ら
百
余
年
前
に
︑
欧
州
の
哲
学
界
を
統
一
し
た
ド

イ
ツ
の
カ
ン
ト
︵
韓
図
︶
を
除
い
て
ほ
か
に
︑
当
選
す
べ
き
人
は
な
か
ろ
う
と
思
う
︒

こ
れ
ら
の
四
大
哲
学
者
は
︑
実
に
学
徳
と
も
に
備
わ
り
︑
哲
学
界
に
お
け
る
聖
人
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
を
四
聖
と
称
し
て
︑
堂
内

に
奉
崇
す
る
こ
と
に
決
め
た
︒
も
し
表
を
も
っ
て
示
せ
ば
︑
左
の
と
お
り
で
あ
る
︒
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中
国
哲
学

孔
聖
︹
孔
子
︺

東
洋
哲
学

イ
ン
ド
哲
学

釈
聖
︹
釈
迦
︺

哲
学

西
洋
哲
学

古
代
哲
学

瑣
聖
︹
ソ
ク
ラ
テ
ス
︺

近
世
哲
学

韓
聖
︹
カ
ン
ト
︺

こ
う
し
た
理
由
で
︑
堂
内
の
宇
宙
天
体
を
表
出
す
る
装
置
の
四
面
に
︑
こ
の
四
聖
の
扁
額
を
高
く
掛
け
る
に
至
っ
た
次
第
で
あ
る
︒

七
、
南
無
絶
対
無
限
尊

従
来
哲
学
堂
の
四
聖
堂
内
に
は
︑
宇
宙
と
物
心
と
を
対
向
さ
せ
た
意
匠
を
物
象
に
あ
ら
わ
し
た
物
だ
け
を
用
い
て
い
た
の
だ
が
︑

こ
れ
は
理
想
的
本
尊
に
過
ぎ
な
い
︒
つ
ま
り
︑
向
上
的
本
尊
と
い
う
は
ず
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
実
際
的
本
尊
す
な
わ
ち

向
下
的
本
尊
を
設
け
る
必
要
を
感
じ
︑
四
聖
堂
内
に
﹁
南
無
絶
対
無
限
尊
﹂
と
刻
し
た
石
柱
︵
唱

し
ょ
う

念ね
ん

塔と
う

︶
を
併
置
す
る
こ
と
に
し
た
︒

そ
の
説
明
は
左
の
と
お
り
で
あ
る
︒

自
分
が
思
う
に
は
︑
哲
学
の
極
意
は
︑
理
論
上
は
宇
宙
真
源
の
実
在
を
究
明
し
︑
実
際
上
は
そ
の
本
体
に
わ
が
心
を
通
じ
合
わ
せ

て
︑
人
生
に
楽
天
の
一
道
を
開
か
せ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
こ
こ
に
︑
そ
の
体
を
名
づ
け
て
絶
対
無
限
尊
と
い
う
︒
空
間
を
究
め
て

果
て
の
な
い
の
を
絶
対
と
し
︑
時
間
を
尽
く
し
て
限
り
の
な
い
の
を
無
限
と
し
︑
高
く
時
空
を
超
越
し
て
し
か
も
威
徳
広
大
無
量
で

あ
る
の
を
尊
と
す
る
︒
こ
れ
に
わ
が
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
捷

し
ょ
う

径け
い

︹
近
道
︺
は
︑
た
だ
一
心
に
﹁
南
無
絶
対
無
限
尊
﹂
と
反
復
唱
念
す

る
こ
と
に
あ
る
︒

人
ひ
と
た
び
こ
れ
を
唱
念
す
る
と
き
は
︑
た
ち
ま
ち
憂ゆ

う

鬱う
つ

は
な
く
な
り
︑
苦
悩
は
減
り
︑
不
平
は
去
り
︑
病
患
は
減
り
︑
多
く
の

悪
い
波
は
自
然
に
静
ま
り
︑
無
数
の
い
つ
わ
り
の
雲
は
自
然
に
収
ま
り
︑
す
ぐ
に
心
の
中
に
は
楽ら

く

乾け
ん

坤こ
ん

︹
楽
天
地
︺
を
開
き
︑
精
神
に
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は
喜
び
を
あ
ら
わ
し
︑
胸
中
に
は
真
・
善
・
美
の
美
し
い
光
を
感
得
す
る
に
至
る
︒
こ
れ
と
同
時
に
︑
宇
宙
の
真
源
か
ら
煥か
ん

発ぱ
つ

︹
火
が

燃
え
る
よ
う
に
︑
外
に
輝
き
現
れ
る
こ
と
︺
す
る
偉
大
な
霊
気
が
︑
わ
が
心
の
底
に
勃ぼ
つ

然ぜ
ん

と
し
て
︹
急
に
勢
い
よ
く
︺
湧
き
出
る
に
至
る
︒

そ
の
功
徳
は
実
に
不
可
思
議
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
を
唱
念
す
る
方
法
に
三
つ
の
手
段
が
あ
る
︒

誦じ
ゅ

唱
＝
声
を
出
し
て
﹁
南
無
絶
対
無
限
尊
﹂
を
唱
え
る
︒

黙
唱
＝
口
を
ふ
さ
い
で
﹁
南
無
絶
対
無
限
尊
﹂
を
唱
え
る
︒

黙
念
＝
目
を
閉
じ
て
﹁
南
無
絶
対
無
限
尊
﹂
を
念
じ
る
︒

こ
の
唱
念
法
に
よ
っ
て
︑
わ
が
心
の
中
に
安
楽
城
を
築
き
︑
進
ん
で
国
家
社
会
の
た
め
に
献
身
的
に
奮
闘
活
躍
す
る
こ
と
を
︑
哲

学
堂
︵
自
称
﹁
道
徳
山
哲
学
寺
﹂︶
に
お
い
て
唱
道
す
る
教

き
ょ
う

外げ

別べ
つ

伝で
ん

︹
禅
宗
で
︑
文
字
や
教
説
の
ほ
か
に
︑
体
験
︵
禅
︶
に
よ
っ
て
別
に

伝
え
ら
れ
る
も
の
︺
の
哲
学
と
す
る
︒

八
、
六
賢
台

来
観
者
は
四
聖
堂
を
一
覧
し
終
わ
っ
て
︑
七
︑
八
間け
ん

︹
一
間
は
約
一
・
八
二
メ
ー
ト
ル
︺
後
方
へ
戻
り
︑
赤
く
塗
っ
て
あ
る
三
層
六
角

の
台
上
に
登
る
は
ず
の
順
序
で
あ
る
︒
そ
の
台
上
に
は
六
人
の
大
賢
を
奉
崇
し
て
あ
る
か
ら
︑
六ろ
っ

賢け
ん

台だ
い

と
命
名
し
た
︒
建
築
物
の
周

囲
は
六
間
あ
る
点
か
ら
見
れ
ば
︑
六
間
台
と
い
っ
て
も
よ
い
︒
前
の
四
聖
は
世
界
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
こ
の
六
賢
は
東
洋
的
と

し
︑
日
本
・
中
国
・
イ
ン
ド
の
三
国
の
学
界
か
ら
二
人
ず
つ
を
選
抜
し
て
︑
こ
こ
に
奉
崇
す
る
こ
と
に
決
め
た
︒

つ
ま
り
︑
日
本
で
は
聖
徳
太
子
・
菅
公
︹
菅
原
道
真
︺
︑
中
国
で
は
荘
子
・
朱
子
︑
イ
ン
ド
で
は
竜
り
ゅ
う

樹じ
ゅ

・
迦か

毘び

羅ら

の
六
賢
で
あ
る
︒

そ
し
て
中
国
で
は
︑
荘
子
は
道
教
の
代
表
者
︑
朱
子
は
宋そ
う

儒じ
ゅ

︹
宋
代
の
儒
者
︺
の
代
表
者
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒

ま
た
イ
ン
ド
で
は
︑
釈
迦
の
哲
学
と
婆バ

羅ラ

門モ
ン

︹
教
︺
の
哲
学
と
が
互
い
に
対
抗
し
て
︑
大
い
に
議
論
を
闘
わ
せ
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
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の
当
時
︑
仏
教
の
方
で
は
竜
樹
が
出
て
イ
ン
ド
の
学
界
を
風ふ
う

靡び

す
る
︹
な
び
き
従
わ
せ
る
︺
こ
と
に
な
っ
た
の
で
︑
こ
れ
を
中
興
と

称
し
︑
ま
た
八
宗
の
祖
師
と
崇あ
が

め
ら
れ
て
い
る
︒
つ
ぎ
に
婆
羅
門
︹
教
︺
哲
学
は
数
派
に
分
か
れ
て
九
十
五
種
以
上
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
︑
そ
の
中
で
最
も
理
論
の
高
尚
な
の
は
数
論
哲
学
︹
サ
ー
ン
キ
ャ
︺
で
あ
る
︒
釈
迦
も
最
初
は
︑
そ
の
派
の
仙
人
に
つ

い
て
学
ば
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
数
論
の
開
山
が
迦
毘
羅
仙
で
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
を
代
表
者
と
決
め
た
︒

さ
ら
に
表
を
挙
げ
て
示
し
て
お
く
︒

日
本

上
古

聖
徳
太
子

中
古

菅
公

東
洋

中
国

周
代

荘
子

宋
代

朱
子

イ
ン
ド

仏
道

竜
樹
大
士

外
道

迦
毘
羅
仙

こ
の
六
賢
の
肖
像
を
扁
額
と
し
て
台
上
に
掛
け
︑
そ
の
中
間
に
小
鐘
を
つ
る
し
︑
各
面
の
六
賢
の
名
称
を
鋳
刻
し
て
あ
る
︒
そ
の

画
工
は
中
沢
弘
光
氏
︑
鋳
造
者
は
津
田
信
夫
氏
︑
建
築
者
は
山
尾
新
三
郎
氏
で
あ
る
︒
こ
の
鐘
を
打
つ
の
に
つ
い
て
規
則
が
出
来
て

い
る
︒﹁
登
り
来
て
鐘
を
打
つ
な
ら
ガ
ン
ガ
ン
を
︑
三
度
つ
づ
け
て
六
ガ
ン
と
せ
よ
﹂︑﹁
ガ
ン
ガ
ン
を
六
と
す
る
の
は
六
賢
の
︑
ひ
と

り
ひ
と
り
に
告
ぐ
る
心
得
﹂
と
承
知
し
て
ほ
し
い
︒

つ
ぎ
に
︑
二
階
の
壁
間
に
は
自
分
の
旅
行
の
記
念
物
中
︑
石
器
・
陶
器
を
陳
列
し
︑
ま
た
明
治
二
十
三
︵
一
八
九
〇
︶
年
以
来
収

集
し
た
︑
神
社
仏
閣
の
守
り
札
数
百
種
と
︑
汽
車
の
中
の
茶
飲
み
茶
碗
百
数
十
個
を
陳
列
し
て
お
い
た
︒

さ
ら
に
外
部
か
ら
屋
根
を
望
め
ば
︑
煉れ

ん

瓦が

の
一
端
に
天
狗
が
付
い
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
天
狗
松
の
下
に
建
て
た
た
め
で
あ
る
︒
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九
、
唯
物
園
行
路

六
賢
台
を
出
て
天
狗
松
の
下
の
小
坂
を
下
っ
て
右
手
に
と
れ
ば
︑
筆ふ
で

塚づ
か

が
あ
る
の
を
見
る
︒
こ
の
筆
塚
は
自
分
が
全
国
巡
遊
中
︑

国
民
道
徳
講
演
の
余
暇
に
︑
人
の
求
め
に
応
じ
て
悪
筆
を
ふ
る
い
︑
こ
れ
よ
り
得
た
謝
儀
を
積
ん
で
︑
哲
学
堂
を
開
設
す
る
に
至
っ

た
記
念
碑
で
あ
る
︒
そ
れ
で
あ
る
か
ら
︑﹁
字
を
か
き
て
恥
を
か
く
の
も
今
暫し

ば

し
哲
学
堂
の
出
来
る
ま
で
﹂
と
の
歌
を
よ
ん
で
お
き
︑

ま
た
台
の
前
面
に
は
︑

余
欲
建
設
哲
学
堂
使
人
修
養
身
心

荷
筆
歴
遊
諸
州
応
需
揮
毫

積
其
謝
報
充
此
資
大
半
既
成

於
是
築
筆
塚
以
記
其
由
云

︹
私
は
哲
学
堂
を
建
設
し
人
々
に
身
心
を
修
養
し
て
も
ら
お
う
と
願
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
筆
を
持
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
所
に
漫
遊
し
て
︑
求

め
に
応
じ
て
書
を
し
た
た
め
て
き
た
︒
そ
の
謝
礼
金
を
貯
め
て
お
い
て
建
設
費
に
充
て
よ
う
と
し
た
の
だ
︒
大
半
が
す
で
に
出
来
上

が
っ
た
の
で
︑
こ
こ
に
筆
塚
を
建
立
し
て
そ
の
由
来
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒︺

と
彫
り
付
け
て
あ
る
が
︑
そ
の
本
意
は
︑
人
の
厚
志
を
謝
し
︑
あ
わ
せ
て
悪
筆
の
謝
罪
を
も
含
め
た
つ
も
り
で
あ
る
︒
そ
の
前
を
過

ぎ
去
る
と
︑
道
が
前
後
に
分
か
れ
て
い
る
︒
こ
の
点
を
懐か
い

疑ぎ

êこ
う

︹
ê
は
小
道
や
路
地
︺
と
名
づ
け
て
お
く
︒
こ
れ
よ
り
先
方
に
進
め
ば

唯ゆ
い

物ぶ
つ

園え
ん

に
至
り
︑
後
方
に
下
が
れ
ば
唯ゆ
い

心し
ん

庭て
い

に
達
す
る
辻
で
あ
り
︑﹁
行
こ
う
か
唯
物
︑
帰
ろ
う
か
唯
心
︑
こ
こ
が
思
案
の
懐
疑
ê
﹂

と
い
う
は
ず
の
場
所
で
あ
る
︒

さ
て
哲
学
は
昔
か
ら
︑
心
を
本
拠
と
す
る
か
︑
物
を
根
基
と
す
る
か
︑
必
ず
こ
の
二
つ
の
道
の
一
つ
を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒

そ
し
て
そ
の
極
端
が
︑
一
方
は
唯
心
論
に
走
り
︑
他
方
は
唯
物
論
に
陥
る
か
ら
︑
庭
内
の
東
西
両
極
端
に
︑
唯
心
・
唯
物
の
庭
園
を

設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

つ
ぎ
に
︑
唯
物
論
は
経
験
を
階
段
と
し
︑
理
化
・
博
物
な
ど
の
実
験
学
を
考
証
と
し
て
立
論
す
る
も
の
な
の
で
︑
唯
物
園
に
達
す

る
道
を
経け

い

験け
ん

坂ざ
か

と
名
づ
け
︑
そ
の
他
の
名
称
は
み
な
実
験
学
か
ら
取
っ
て
つ
け
て
あ
る
︒
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そ
の
坂
の
途
中
に
︑
感か
ん

覚か
く

巒ら
ん

︹
巒
は
小
さ
な
山
︺
と
名
づ
け
た
所
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
我
々
が
経
験
す
る
に
は
︑
耳
や
目
な
ど
の
感

覚
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
を
示
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
下
を
望
め
ば
︑
小
池
が
扇
の
面
と
な
り
︑
小
橋
が
扇

の
柄
と
な
っ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
れ
よ
り
さ
ら
に
右
の
方
を
と
り
︑
松
林
︵
こ
れ
を
万ば

ん

有ゆ
う

林り
ん

と
い
う
︶
の
中
に
入
れ
ば
︑
大
理
石
で
造
っ
た
﹁
三
﹂
の
字
形
の
腰

掛
け
壇
︹
三さ
ん

字じ

壇だ
ん

︺
に
達
す
る
︒
こ
こ
に
哲
学
の
元
祖
三
人
を
祭
る
庭
園
を
別
置
し
︑
そ
れ
を
三さ
ん

祖そ

苑え
ん

と
命
名
し
︑
三さ
ん

祖そ

碑ひ

を
建
て

た
︒
そ
し
て
そ
の
祖
と
は
︑
中
国
で
は
黄
帝
︑
イ
ン
ド
で
は
足
目
仙
人
︹
ア
ク
シ
ャ
・
パ
ー
ダ
︺
︑
西
洋
で
は
タ
レ
ス
氏
で
あ
る
︒

そ
の
ほ
か
︑
松
林
の
中
に
哲て
っ

史し

蹊け
い

︹
蹊
は
小
さ
い
路
︺
を
設
け
︑
こ
こ
に
哲
学
者
の
年
表
を
掲
示
し
て
あ
る
︒

十
、
唯
物
園
内
の
設
備

三
祖
苑
の
三
字
壇
を
去
り
︑
万
有
林
碑
の
そ
ば
を
過
ぎ
て
石
段
を
下
れ
ば
︑
唯
物
園
に
入
る
︒
こ
こ
に
あ
る
︑
大
文
字
で
﹁
物
﹂

と
い
う
字
を
描
い
た
芝
壇
︹
物ぶ
つ

字じ

壇だ
ん

︺
が
︑
ま
さ
し
く
そ
の
目
標
で
あ
る
︒
こ
こ
を
一
過
し
て
︑
そ
の
そ
ば
に
あ
る
客
き
ゃ
っ

観か
ん

廬ろ

と
名
づ

け
た
草
亭
︹

草
く
さ
ぶ
き
の

亭
あ
ず
ま
や

︺
で
ひ
と
休
み
す
る
の
が
よ
い
︒
客
観
と
は
哲
学
的
術
語
で
あ
り
︑
わ
が
耳
や
目
に
触
れ
る
物
界
の
方
面
を

客
観
と
呼
び
︑
こ
れ
に
対
し
て
心
の
方
を
主
観
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
周
囲
に
は
進し

ん

化か

溝こ
う

・
理り

化か

潭た
ん

︹
潭
は
水
辺
や
岸
︺・
博は
く

物ぶ
つ

堤て
い

︹
堤
は
土
手
︺
の
名
称
を
つ
け
て
あ
る
か
ら
︑
い
ち
い
ち
石
標
に
つ

い
て
見
て
ほ
し
い
︒

そ
し
て
︑
こ
の
庭
園
に
沿
っ
て
流
れ
る
水
は
︑
神
田
上
水
の
分
流
で
あ
り
︑
学
界
を
一
貫
す
る
川
な
の
で
︑
自
分
は
そ
の
名
を
数す

う

理り

江こ
う

と
命
じ
て
お
く
︒
こ
の
江
上
に
︑
望ぼ
う

遠え
ん

橋
き
ょ
う

と
観か
ん

象
し
ょ
う

梁
り
ょ
う

︹
梁
は
橋
︺︵
形
状
か
ら
富ふ

士じ

桟せ
ん

と
名
づ
け
た
︶
と
を
架
け
た
︒
そ
し
て

対
岸
を
星せ

い

界か
い

洲す

と
呼
び
︑
こ
れ
に
半は
ん

月げ
つ

台だ
い

を
建
て
た
︒
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進
化
溝
を
隔
て
て
石
窟
が
あ
る
︒
そ
の
暗
黒
な
点
は
造
化
の
幽
玄
神
秘
を
示
す
つ
も
り
で
あ
り
︑
こ
れ
を
神し
ん

秘ぴ

洞ど
う

と
命
名
し
た
︒

こ
こ
か
ら
流
れ
出
る
水
が
進
化
溝
を
つ
く
り
あ
げ
る
点
は
︑
進
化
の
根
源
を
究
め
尽
く
せ
ば
︑
結
局
は
神
秘
に
な
っ
て
し
ま
う
︒
唯

物
論
の
究
極
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
例
え
た
の
で
あ
る
︒

つ
ぎ
に
目
を
移
せ
ば
︑
園
内
に
狸
の
灯と

う

籠ろ
う

︹
狸り

灯と
う

︺
が
立
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
人
生
の
真
情
を
写
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒
狸
は
よ

く
人
を
誑
き
ょ
う

惑わ
く

す
る
︹
人
を
だ
ま
し
て
惑
わ
す
︺
が
︑
人
間
も
詐さ

偽ぎ

虚き
ょ

喝か
つ

︹
い
つ
わ
り
・
か
ら
お
ど
し
︺
︑
驕
き
ょ
う

慢ま
ん

阿あ

諛ゆ

︹
高
慢
・
へ
つ
ら
い
︺
︑

妄も
う

語ご

︹
う
そ
︺
な
ど
の
術
に
熟
達
し
て
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
種
々
の
悪
徳
の
中
に
︑
時
々
は
光
り
輝
く
霊
性
を
発
揮

す
る
こ
と
を
例
え
て
︑
狸
の
腹
の
中
に
灯
籠
を
仕
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒

つ
ぎ
に
︑
そ
の
そ
ば
に
あ
る
小
池
は
︑
後こ

う

天て
ん

沼ぬ
ま

と
名
づ
け
た
け
れ
ど
も
︑
そ
の
形
は
扇
の
面
を
見
立
て
た
も
の
な
の
で
︑
通
称
は

扇せ
ん

状
じ
ょ
う

沼ぬ
ま

と
い
う
︒
だ
か
ら
︑
こ
こ
に
架
け
た
橋
は
原げ
ん

子し

橋
き
ょ
う

と
い
う
の
が
本
名
な
の
だ
が
︑
扇せ
ん

骨こ
つ

橋
き
ょ
う

と
名
づ
け
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

万
物
の
原
子
が
造
化
力
に
よ
り
︑
次
第
に
集
合
発
展
し
て
︑
末
広
く
世
界
人
文
を
開
発
す
る
点
を
︑
扇
の
面
を
も
っ
て
暗
示
し
た
の

で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
後
天
の
名
称
は
哲
学
の
用
語
で
あ
り
︑
人
が
生
ま
れ
た
後
に
︑
経
験
を
積
み
教
育
を
重
ね
て
発
展
す
る
意
味
で

あ
る
︒

つ
ぎ
に
扇
骨
橋
を
渡
っ
た
所
に
噴ふ

ん

泉せ
ん

が
あ
る
︒
こ
れ
を
自し

然ぜ
ん

井せ
い

︹
井
は
井
戸
︺
と
名
づ
け
た
の
だ
が
︑
そ
の
名
の
よ
う
に
地
底
か
ら

自
然
に
噴
出
す
る
天
然
泉
で
あ
っ
て
︑
極
め
て
清
冷
な
の
で
︑
試
し
に
一
口
飲
ん
で
み
て
も
ら
い
た
い
︒
こ
れ
︑
天
地
自
然
か
ら
世

界
の
原
動
力
が
︑
絶
え
間
な
く
発
揚
す
る
︹
さ
か
ん
に
高
ま
る
︺
こ
と
に
例
え
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

十
一
、
唯
心
庭
行
路

自
然
井
か
ら
数
理
江
に
沿
っ
て
︑
唯ゆ
い

心し
ん

庭て
い

の
方
に
一
歩
を
進
め
れ
ば
︑
造ぞ
う

化か

か
ん

︹

は
山
あ
い
の
川
︺
と
題
す
る
石
柱
が
左
の
方
に
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立
っ
て
い
る
︒
そ
の
名
は
断
崖
一
帯
の
総
称
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
巌が
ん

石せ
き

の
間
か
ら
混こ
ん

々こ
ん

と
し
て
小
さ
な
流
れ
が
湧
き
出
し
て
い
る
の

は
︑
や
は
り
造
化
の
妙
用
︹
不
思
議
な
作
用
︺
を
例
え
る
も
の
と
見
て
よ
い
︒

こ
こ
か
ら
さ
ら
に
進
め
ば
二に

元げ
ん

衢く

︹
衢
は
分
か
れ
道
︺
に
達
す
る
︒
二
元
も
哲
学
の
用
語
で
あ
り
︑
物
心
の
二
者
対
立
の
名
称
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
辻
が
唯
物
園
と
唯
心
庭
と
の
間
に
あ
た
り
︑
物
心
二
者
に
関
す
る
岐
路
な
の
で
︑
二
元
衢
と
命
名
し
た
の
で
あ

る
︒こ

こ
か
ら
上
の
方
に
向
か
え
ば
︑
赤
い
字
で
﹁
人
生
必
須
之
処
在
此
︹
人
生
必
須
の
と
こ
ろ
︑
こ
こ
に
あ
り
︺
﹂
と
表
示
し
て
あ
る
の

を
見
る
︒
こ
れ
は
便
所
で
あ
る
︒
も
し
下
の
方
に
向
か
っ
て
水
際
に
下
り
れ
ば
︑
学が
っ

界か
い

津つ

に
達
す
る
︒
そ
こ
で
︑
来
観
の
人
々
の
中

に
︑
も
し
便
所
で
大
用
小
用
を
済
ま
し
た
と
き
は
︑
こ
の
水
辺
に
下
り
て
手
を
洗
う
よ
う
に
す
る
の
が
よ
い
︒
つ
ま
り
︑
人
生
の
不

浄
を
学
界
で
清
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
こ
か
ら
唯
心
庭
に
至
る
間
は
︑
断
崖
を
開
削
し
て
︹
切
り
開
い
て
︺
道
路
を
通
じ
た
所
な
の
で
︑
こ
れ
を
独ど
く

断だ
ん

峡
き
ょ
う

︹
峡
は
細
長
く

せ
ま
い
所
︺
と
名
づ
け
た
︒
独
断
と
は
︑
哲
学
上
で
経
験
に
相
対
す
る
語
で
あ
っ
て
︑
物
質
上
の
学
理
を
根
拠
と
す
る
方
を
経
験
派
と

い
い
︑
精
神
上
の
思
想
を
基
礎
と
す
る
方
を
独
断
派
と
い
う
か
ら
︑
経
験
は
唯
物
に
関
係
し
︑
独
断
は
唯
心
に
関
係
し
て
い
る
︒
唯

物
園
に
至
る
道
に
経
験
坂
を
設
け
︑
唯
心
庭
に
達
す
る
所
に
独
断
峡
を
置
い
た
の
は
︑
そ
の
た
め
で
あ
る
︒
さ
ら
に
数
歩
を
移
せ
ば
︑

唯
心
庭
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
︒

十
二
、
唯
心
庭
内
の
設
備

唯
心
庭
の
主
眼
︹
大
切
な
所
︺
は
心し
ん

字じ

池い
け

で
あ
り
︑
中
央
に
﹁
心
﹂
の
字
の
形
に
掘
っ
た
池
が
そ
の
目
標
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
川
に

臨
ん
だ
所
に
倫り

ん

理り

淵え
ん

を
置
き
︑
山
に
近
い
方
に
心し
ん

理り

崖が
い

を
置
き
︑
倫
理
と
心
理
と
は
池
の
両
側
に
置
い
た
︒
も
し
心
を
王
と
見
れ
ば
︑
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倫
理
と
心
理
と
は
︑
左
大
臣
と
右
大
臣
の
位
置
に
あ
た
る
︒

ま
た
︑
そ
の
中
心
の
小
島
を
理り

性せ
い

島と
う

と
名
づ
け
︑
理
性
は
わ
が
心
の
奥
底
に
あ
る
本
性
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
そ
の
中
に
鬼き

灯と
う

が
立
っ
て
い
る
の
は
︑
人
心
の
実
情
を
例
え
た
意
匠
で
あ
る
︒
も
し
︑
さ
き
の
狸
灯
を
人
生
観
と
す
れ
ば
︑

こ
の
鬼
灯
は
人
心
観
に
あ
た
る
︒
つ
ま
り
︑
我
々
の
心
中
に
悪
念
妄
情
が
宿
っ
て
い
る
の
は
心
の
鬼
に
し
て
︑
そ
の
内
部
に
良
心
の

光
明
が
存
す
る
の
は
灯
明
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
こ
で
︑心
の
鬼
が
良
心
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
形
に
あ
ら
わ
し
︑

鬼
が
灯と
う

籠ろ
う

を
い
た
だ
き
つ
つ
︑
し
か
も
そ
の
灯
籠
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
︑
苦
し
そ
う
に
し
て
い
る
状
態
を
示
し
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

す
べ
て
世
間
の
人
々
は
︑
こ
の
と
お
り
の
良
心
の
重
量
が
︑
鬼
を
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
に
し
て
も
ら
い
た
い
︒

そ
の
か
た
わ
ら
に
架
け
た
橋
を
概が

い

念ね
ん

橋
き
ょ
う

と
い
う
が
︑
概
念
は
心
の
一
種
の
作
用
で
あ
り
︑
外
界
に
関
連
す
る
方
な
の
で
︑
理
性
に

達
す
る
前
置
き
の
作
用
に
過
ぎ
な
い
︒

つ
ぎ
に
︑
そ
の
左
の
方
で
噴
き
出
し
て
い
る
天
然
泉
を
先せ

ん

天て
ん

泉せ
ん

と
名
づ
け
て
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
我
々
が
時
に
よ
っ
て
心
の
最
も
深

い
所
か
ら
︑
な
ん
と
な
く
高
妙
尊
厳
の
消
息
に
接
す
る
感
じ
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
︒
こ
れ
を
倫
理
学
で
先
天
の
命
令
と
い
う
が
︑

実
に
教
育
や
経
験
を
超
越
す
る
最
高
の
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
噴
泉
に
あ
わ
せ
て
先
天
の
名
を
下
し
て
︑
そ
し
て
そ
の
純
良
な
水
が

心
字
池
に
流
れ
入
る
点
は
︑
先
天
の
命
令
が
我
々
の
心
の
中
に
伝
わ
っ
て
く
る
の
に
例
え
た
も
の
と
見
て
よ
い
︒

そ
の
つ
ぎ
に
︑
池
の
ほ
と
り
の
高
い
所
に
立
っ
て
い
る
茅か

や

ぶ
き
の
あ
ず
ま
や
は
︑
主し
ゅ

観か
ん

亭て
い

と
名
づ
け
て
あ
っ
て
︑
心
界
の
休
息
所

の
意
味
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
唯
物
園
の
客
観
廬
に
対
立
す
る
名
目
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
こ
の
小
亭
︹
小
さ
な
あ
ず
ま
や
︺
に
ひ
と
休
み
し

て
︑
心
界
の
風
光
を
観
察
し
て
も
ら
い
た
い
︒
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十
三
、
論
理
域

理
学
の
研
究
が
数
学
に
基
づ
く
よ
う
に
︑
哲
学
の
研
究
は
論
理
に
よ
る
︒
そ
こ
で
︑
哲
学
庭
園
と
し
て
は
︑
必
ず
論
理
の
一
区
域

を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
論
理
に
関
す
る
心
の
作
用
を
哲
学
上
で
は
認
識
の
作
用
と
名
づ
け
︑
す
べ
て
の
事
物
を
知

覚
し
思
考
し
推
理
す
る
の
は
︑
す
べ
て
認
識
の
作
用
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
思
考
推
理
を
待
た
ず
︑
す
ば
や
く
覚
知
す
る
方
を
直
覚

と
い
う
︒
も
し
︑
こ
の
二
者
を
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
︑
い
ず
れ
も
意
識
作
用
と
な
る
︒

今
こ
こ
に
︑
そ
の
関
係
を
示
す
た
め
に
︑
唯
心
庭
と
丘
の
上
と
の
間
に
︑
二
通
り
の
坂
道
を
設
け
て
お
く
︒
一
方
は
直
接
に
し
て

近
く
︑
他
方
は
迂
回
し
て
遠
い
︒
そ
の
直
接
で
あ
る
方
を

直
ち
ょ
っ

覚か
く

径け
い

︹
径
は
細
道
︺
と
名
づ
け
︑
迂
回
す
る
方
を
認に
ん

識し
き

路ろ

と
名
づ
け
︑

そ
し
て
認
識
路
の
方
面
に
論ろ
ん

理り

域い
き

を
設
け
て
あ
る
︒

ま
ず
心
字
池
か
ら
右
の
方
の
坂
道
︑
つ
ま
り
認
識
路
を
登
れ
ば
︑
途
中
に
傘
の
形
を
し
た
小
亭
が
あ
る
︒
こ
れ
を
演え
ん

繹え
き

観か
ん

と
名
づ

け
た
︒
さ
ら
に
登
っ
て
丘
の
上
に
達
す
る
と
︑
三さ

ん

脚
き
ゃ
く

鼎て
い

立り
つ

︹
三
本
の
脚
で
立
っ
て
い
る
︺
の
休
息
台
が
あ
る
︒
こ
れ
を
帰き

納の
う

場
じ
ょ
う

と
名

づ
け
て
お
く
︒

こ
の
演
繹
と
帰
納
と
は
論
理
の
二
大
部
門
で
あ
り
︑
す
べ
て
の
事
実
を
取
り
集
め
て
立
論
す
る
方
を
帰
納
と
い
い
︑
思
想
の
原
則

に
よ
っ
て
推
論
す
る
方
を
演
繹
と
い
う
︒
も
し
通
俗
の
語
で
い
え
ば
︑
論
よ
り
も
証
拠
を
先
に
す
る
方
は
帰
納
に
し
て
︑
証
拠
よ
り

も
論
を
先
に
す
る
方
を
演
繹
と
い
う
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
︒

今
︑
こ
と
さ
ら
に
演
繹
観
を
渓
頭
︹
水
辺
︺
に
置
き
︑
帰
納
場
を
丘
の
上
に
置
い
た
の
は
︑
演
繹
は
心
の
内
で
道
理
に
当
て
は
め
て

断
定
す
る
方
︑
帰
納
は
広
く
目
を
外
界
に
放
っ
て
引
証
す
る
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
来
観
者
は
よ
ろ
し
く
演
繹
観
で
休
ん
で
内
省

し
︑
帰
納
場
で
座
っ
て
外
望
す
る
よ
う
に
願
い
ま
す
︒
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十
四
、
絶
対
城
す
な
わ
ち
読
書
堂

す
で
に
論
理
域
を
過
ぎ
て
丘
の
上
に
進
め
ば
︑
認
識
路
と
直
覚
径
の
間
に
意い

識し
き

駅え
き

の
腰
掛
け
が
二
脚
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
で
も
ひ
と

休
み
し
て
︑
種
々
の
観
想
を
す
る
が
よ
い
︒
こ
の
丘
の
上
は
宇
宙
を
表
示
す
る
つ
も
り
で
︑
前
に
述
べ
た
よ
う
に
時じ

空く
う

岡こ
う

と
名
づ
け

て
お
く
︒
そ
の
時
間
も
空
間
も
宇
宙
も
︑
結
局
は
絶
対
と
な
る
︒

す
べ
て
何
物
で
も
︑
こ
れ
と
対
立
す
る
も
の
が
あ
る
と
き
に
は
︑
こ
れ
を
相
対
と
名
づ
け
︑
対
立
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
︑
こ
れ

を
絶
対
と
名
づ
け
る
の
が
︑
哲
学
上
の
決
ま
り
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
物
は
心
に
対
し
︑
心
は
物
に
対
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
相

対
で
あ
る
が
︑
も
し
物
心
二
者
の
本
源
実
体
を
究
め
て
︑
物
に
も
あ
ら
ず
心
に
も
あ
ら
ず
︑
何
と
も
名
状
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

こ
ろ
に
達
す
れ
ば
︑
こ
れ
を
絶
対
と
い
う
よ
り
ほ
か
に
名
づ
け
よ
う
が
な
い
︒

そ
こ
で
︑
哲
学
堂
内
に
絶
対
の
一
境
を
置
く
必
要
が
起
こ
っ
て
く
る
︒
つ
ま
り
︑
帰
納
場
と
四
聖
堂
の
間
に
あ
る
建
築
物
は
︑
読

書
堂
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
そ
の
い
う
と
こ
ろ
の
絶
対
を
表
示
し
て
︑
絶ぜ

っ

対た
い

城
じ
ょ
う

と
命
名
す
る
こ
と
に
決
め
た
︒
も
し
宇
宙
そ
の
も
の
を

総
括
す
れ
ば
︑
も
と
よ
り
絶
対
の
一
つ
に
帰
着
す
る
は
ず
だ
が
︑
そ
の
中
に
森
羅
万
象
を
網
羅
す
る
道
理
な
の
で
︑
ち
ょ
う
ど
絶
対

城
の
中
に
数
万
冊
の
書
籍
を
網
羅
す
る
の
に
比
べ
ら
れ
︑
ま
た
そ
の
万
象
に
つ
い
て
深
く
調
べ
れ
ば
︑
絶
対
の
本
体
を
思
い
出
す
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
︑
万
巻
の
書
を
読
み
尽
く
せ
ば
︑
や
は
り
絶
対
の
妙
境
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
理
で
あ
る
︒

要
す
る
に
︑
書
籍
は
哲
学
界
の
万
象
に
あ
た
る
と
見
た
意
匠
で
あ
る
︒
そ
の
書
籍
は
︑
自
分
が
明
治
十
九
︵
一
八
八
六
︶
年
か
ら

約
三
十
年
間
に
︑
貧ひ

ん

嚢の
う

︹
貧
し
い
財
布
︺
を
傾
け
て
買
い
集
め
た
国
書
・
漢
書
・
仏
書
の
中
︑
特
に
明
治
維
新
以
前
の
著
作
で
あ
る
も

の
が
数
万
冊
あ
る
が
︑
こ
れ
を
公
衆
の
閲
覧
に
提
供
し
て
い
る
︒
堂
内
の
右
の
方
は
国
書
・
漢
書
で
あ
り
︑
左
の
方
は
仏
書
で
あ
る
︒

そ
し
て
︑
そ
の
ず
っ
と
奥
に
は
聖せ

い

哲て
つ

碑ひ

を
安
置
し
て
あ
る
︒
四
聖
堂
の
中
に
は
肖
像
を
置
か
な
い
代
わ
り
に
︑
こ
こ
に
肖
像
を
刻

し
て
︑
さ
ら
に
台
石
に
は
拙
文
︹
自
分
の
つ
た
な
い
文
章
︺
を
添
え
て
あ
る
︒
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凡
哲
学
東
西
相
分

在
東
洋
支
那
哲
学
以
孔
聖
為
宗

印
度
哲
学
以
釈
聖
為
首

西
洋
則
古
代
以
瑣
聖
為
宗

近
世
以
韓
聖
為

首

故
本
堂
欲
合
祀
斯
四
聖
而
代
表
古
今
東
西
之
諸
哲

玆
刻
影
像
以
致
鑚
仰
之
誠

如
其
位
次
則
従
年
代
前
後

非
有
所
軒

載
也

︹
そ
も
そ
も
哲
学
は
東
西
に
分
け
ら
れ
る
︒
東
洋
に
お
い
て
は
中
国
哲
学
は
孔
子
を
宗
と
し
︑
イ
ン
ド
哲
学
は
釈
迦
を
そ
の
始
め
と
す

る
︒
西
洋
に
お
い
て
は
古
代
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
宗
と
し
︑
近
世
は
カ
ン
ト
を
そ
の
始
め
と
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
こ
の
四
人
の

哲
学
者
を
合
わ
せ
て
祀
り
︑
古
今
東
西
の
さ
ま
ざ
ま
な
哲
学
者
の
代
表
と
し
︑
そ
し
て
四
聖
の
姿
を
彫
刻
し
て
彼
ら
の
学
徳
を
真
心
を

も
っ
て
仰
ぎ
慕
お
う
︒
四
人
を
偉
い
順
に
並
べ
る
と
ち
ょ
う
ど
年
代
順
に
な
る
︒
軒
先
に
簡
単
に
掲
げ
る
よ
う
な
軽
い
も
の
で
は
な

い
︒︺

こ
の
肖
像
は
田
中
百
嶺
氏
が
︑
故
橋
本
雅
邦
翁
の
図
に
基
づ
い
て
描
い
た
も
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
わ
け
で
︑
書し
ょ

函か
ん

︹
本
箱
︺

の
あ
る
場
所
は
聖せ
い

哲て
つ

院い
ん

と
名
づ
け
て
も
差
し
支
え
な
い
︒

つ
ぎ
に
︑
階
上
は
閲
覧
室
に
当
て
は
め
て
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
を
観か
ん

念ね
ん

脚
き
ゃ
く

と
名
づ
け
た
い
︒
そ
の
わ
け
は
︑
書
を
読
ん
で
種
々
の
観

念
を
凝こ

ら
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
屋
上
に
は
観か

ん

望ぼ
う

台だ
い

を
置
き
︑
書
を
読
ん
で
飽
き
た
と
き
の
休
息
所
に
当
て
は
め
て
あ
る
︒
そ
の
台
は
四
方
を
一
望
す
る

の
に
よ
い
か
ら
︑
こ
れ
を
観か

ん

察さ
つ

境
き
ょ
う

︑
一
名
大
観
台
と
名
づ
け
て
お
く
︒
つ
ま
り
︑
観
念
脚
に
座
っ
て
観
念
を
凝
ら
し
︑
観
察
境
に
登
っ

て
観
察
を
広
げ
る
よ
う
に
す
る
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

そ
し
て
︑
こ
の
図
書
館
は
大
正
四
︵
一
九
一
五
︶
年
十
一
月
に
︑
御
大
典
記
念
︹
大
正
天
皇
の
即
位
礼
記
念
︺
と
し
て
開
設
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
は
︑
永
く
忘
れ
ぬ
よ
う
に
し
た
い
︒
そ
こ
で
︑
図
書
館
の
前
に
記き

念ね
ん

碑ひ

を
建
て
た
︒
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十
五
、
理
想
橋
、
理
外
門
お
よ
び
幽
霊
梅

以
上
の
聖
哲
院
︑
観
念
脚
︑
観
察
境
を
総
称
し
て
絶
対
城
と
名
づ
け
た
の
に
対
し
て
︑
こ
れ
の
隣
に
あ
る
無
水
溝
を
相そ
う

対た
い

渓け
い

と
名

づ
け
︑
そ
の
渓
に
架
け
た
石
橋
を
理り

想そ
う

橋
き
ょ
う

と
い
い
︑
橋
の
外
の
小
門
を
理り

外が
い

門も
ん

と
名
づ
け
る
こ
と
に
決
め
た
︒

本
堂
に
は
三
か
所
に
関
門
を
設
け
て
あ
る
が
︑
正
面
の
哲
理
門
は
世
間
の
い
わ
ゆ
る
表
門
に
あ
た
り
︑
常
識
門
は
通
用
門
に
あ
た

り
︑
こ
の
理
外
門
は
裏
門
に
あ
た
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
を
理
外
と
名
づ
け
た
の
は
︑
宇
宙
間
に
は
哲
学
上
の
論
究
を
尽
く
し
た
上
は
︑

必
ず
﹁
理
外
の
理
﹂
が
存
在
す
る
の
を
知
る
か
ら
で
あ
る
︒
な
お
ま
た
︑
そ
の
門
の
上
扉
を
解
い
て
外
に
開
き
︑
下
扉
を
上
げ
て
内

に
支
え
る
よ
う
に
す
れ
ば
︑
た
だ
ち
に
屋
根
を
形
作
る
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
︑
実
に
理
外
の
理
外
た
る
理
由
で
あ
る
︒

つ
ぎ
に
︑
理
想
橋
の
左
の
方
に
痩や

せ
た
梅
の
木
が
あ
る
︒
こ
れ
を
幽ゆ
う

霊れ
い

梅う
め

と
名
づ
け
た
の
は
︑
最
初
自
分
が
駒
込
の
住
宅
に
い
た

と
き
︑
あ
る
夜
︑
そ
の
木
の
下
に
幽
霊
が
出
て
い
る
と
言
っ
て
騒
い
だ
こ
と
が
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
よ
く
よ
く
調
べ
て
み
る
と
︑

室
内
の
ラ
ン
プ
の
光
線
が
漏
れ
て
︑そ
れ
が
枝
に
映
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
︑﹁
幽
霊
の
正
体
見
れ
ば
ラ
ン
プ
な
り
﹂と
言
っ
て
笑
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
︒

そ
の
後
︑
こ
の
梅
を
幽
霊
梅
と
名
づ
け
た
が
︑
哲
学
堂
に
天
狗
松
が
あ
る
か
ら
︑
こ
れ
と
夫
婦
に
す
る
よ
う
に
と
思
い
︑
こ
こ
に

移
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
後
自
分
が
︑
あ
る
暗
夜
十
二
時
頃
に
︑
戸
を
開
い
て
庭
内
の
様
子
を
見
て
い
る
と
︑
こ
の
梅
の
木
の
下
に

蕭
し
ょ
う

々
し
ょ
う

と
し
た
︹
も
の
さ
び
し
い
︺
陰い
ん

火か

︹
ゆ
う
れ
い
火
︺
が
燃
え
た
り
消
え
た
り
す
る
の
が
見
え
た
の
で
︑
こ
れ
は
世
間
で
い
う
幽ゆ
う

霊れ
い

火び

だ
ろ
う
と
思
い
︑
そ
の
火
の
方
に
近
づ
い
て
行
っ
て
見
れ
ば
︑
昼
間
に
掃
除
人
が
地
に
穴
を
掘
り
︑
そ
の
中
で
枯
れ
葉
を
集
め
て

焼
き
︑
そ
の
上
に
土
を
載
せ
て
置
い
た
の
だ
が
︑
夜
半
ま
で
そ
の
火
が
消
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
二
度
ま
で
も
幽

霊
を
現
出
し
た
こ
と
が
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
哲
理
門
の
両
側
に
天
狗
と
幽
霊
と
を
入
れ
た
の
は
︑
こ
の
梅
と
︑
か
の
松
と
に
よ
っ
て
︑
呼
び
起
こ
し
た
意
匠
で
あ
る
︒
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十
六
、
宇
宙
館
お
よ
び
皇
国
殿

幽
霊
梅
の
隣
に
あ
る
一
棟
は
宇う

宙
ち
ゅ
う

館か
ん

で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
中
に
特
別
に
置
い
た
一
室
は
皇こ
う

国こ
く

殿で
ん

で
あ
る
︒
哲
学
は
宇
宙
の

真
理
を
研
究
す
る
学
な
の
で
︑
宇
宙
館
を
建
て
る
必
要
を
感
じ
︑
時
々
哲
学
の
講
話
を
し
た
り
︑
ま
た
は
講
習
を
開
く
た
め
に
設
け

た
講
義
室
で
あ
る
︒
こ
れ
と
同
時
に
︑
哲
学
は
社
会
・
国
家
の
原
理
を
も
講
究
す
る
学
な
の
で
︑
世
界
万
国
中
の
最
も
美
し
い
皇
国

殿
を
設
け
る
必
要
を
認
め
︑
こ
と
さ
ら
に
宇
宙
館
内
に
一
室
を
設
け
︑
そ
の
壇
上
に
︹
教
き
ょ
う

育い
く

︺
勅
ち
ょ
く

語ご

を
掲
げ
る
こ
と
に
決
め
た
︒
つ

ま
り
︑
前
の
柱
の
上
に
﹁
宇
宙
万
類
中
人
類
為
最
尊

世
界
万
邦
中
皇
国
為
最
芙
︹
宇
宙
万
類
の
生
物
の
中
で
一
番
尊
い
の
は
人
類
で
あ

り
︑
世
界
の
国
々
の
中
で
一
番
美
し
い
の
は
皇
国
︵
日
本
︶
で
あ
る
︺
﹂
と
い
う
二
つ
の
聯れ
ん

︹
聯
は
律
詩
の
一
対
の
句
︺
を
掛
け
た
の
は
︑
こ

の
わ
け
を
示
す
た
め
で
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
皇
国
殿
は
勅
語
奉ほ
う

崇す
う

室
と
名
づ
け
て
よ
い
︒

そ
の
建
築
は
四
角
の
居
室
の
中
に
︑
さ
ら
に
横
斜
す
る
一
室
を
入
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
世
界
無
類
の
構
造
だ
ろ
う
と
思
う
︒
こ
れ

は
私
の
考
案
で
あ
り
︑
山
尾
氏
の
設
計
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
棟
の
上
に
烏え

帽ぼ

子し

を
載
せ
た
の
は
︑
皇
国
殿
が
あ
る
こ
と
を
表
示
す

る
た
め
で
あ
る
が
︑
こ
れ
も
他
に
比
類
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
宇
宙
館
の
そ
ば
に
三
角
形
の
一
つ
の
小
さ
な
丘
が
あ
り
︑
そ
の
頂
に
三
角
形
の
一
つ
の
小
さ
な
あ
ず
ま
や
が
あ
る
が
︑
こ
れ

は
三さ
ん

学が
く

亭て
い

と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

十
七
、
三
学
亭
お
よ
び
陳
列
所

四
聖
堂
は
世
界
的
で
あ
り
︑
六
賢
台
は
東
洋
的
で
あ
る
か
ら
︑
今
一
つ
日
本
的
な
も
の
を
設
け
る
必
要
が
起
こ
っ
て
き
た
︒
そ
こ

で
︑
さ
ら
に
三
学
亭
を
建
て
る
こ
と
を
工
夫
し
た
︒
そ
し
て
︑
三
学
は
三
角
と
音お

ん

が
相
通
じ
る
の
で
︑
す
べ
て
三
角
づ
く
し
の
意
匠

を
用
い
た
︒
ま
ず
︑
三
学
の
意
味
は
何
か
と
い
う
と
︑
わ
が
国
に
は
古
来
︑
神
・
儒
・
仏
の
三
道
が
な
ら
ん
で
行
わ
れ
︑
そ
の
三
道
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と
も
に
碩せ
き

学が
く

︹
学
問
の
深
い
人
︺
大た
い

家か

を
輩
出
し
て
い
る
︒
も
し
︑
そ
の
大
家
の
中
の
代
表
者
を
三
道
の
中
に
求
め
る
に
つ
い
て
は
︑

十
人
十
色
の
意
見
が
起
こ
る
に
相
違
な
い
︒

と
こ
ろ
が
︑
私
は
碩
学
と
い
う
点
に
重
き
を
置
き
︑
三
道
の
中
で
も
最
も
著
述
の
多
い
人
物
を
選
抜
す
る
こ
と
に
決
め
︑
著
書
目

録
を
調
べ
る
と
︑
神
道
で
は
平
田
篤あ

つ

胤た
ね

︑
儒
道
で
は
林
信
勝
︵
羅ら

山ざ
ん

︶︑
仏
道
で
は
釈
凝
ぎ
ょ
う

然ね
ん

で
あ
る
こ
と
を
見
つ
け
出
し
︑
こ
れ
を

奉
崇
す
る
こ
と
に
決
め
た
︒
三
学
亭
の
天
井
に
掛
け
た
石
額
の
彫
刻
は
︑
や
は
り
田
中
良
雄
氏
の
作
で
あ
る
︒

こ
こ
か
ら
三
角
形
の
丘
を
下
り
た
所
の
左
の
方
に
﹁
尾
無
毛
泉
不
白
︹﹁
尾
﹂
と
い
う
字
に
毛
が
無
け
れ
ば
﹁
尸
﹂
と
な
り
︑﹁
泉
﹂
に

白
が
無
か
っ
た
ら
﹁
水
﹂
に
な
る
︒﹁
尸
﹂
と
﹁
水
﹂
が
合
わ
さ
れ
ば
﹁
尿
﹂
と
な
る
︺
﹂
の
石
柱
が
あ
る
が
︑
そ
の
句
は
尿
所
︹
便
所
︺
を

示
す
判
じ
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
尾
﹂
の
字
か
ら
﹁
毛
﹂
を
取
り
︑﹁
泉
﹂
か
ら
﹁
白
﹂
を
除
い
て
︑
二
つ
の
字
を
合
体
さ
せ
れ

ば
﹁
尿
﹂
の
字
と
な
る
︒
そ
の
奥
に
硯

す
ず
り

塚づ
か

を
設
け
︑
筆
塚
に
対
立
さ
せ
た
︒

つ
ぎ
に
︑
哲
理
門
の
裏
面
に
掛
け
た
二
つ
の
聯
は
︑
哲
学
の
意
味
を
詠
ん
だ
拙
句
で
あ
り
︑﹁
一
心
大
海
起
智
情
意
之
波

絶
対
古

月
放
真
善
美
之
光
︹
心
を
一
つ
に
す
る
か
の
よ
う
な
大
海
は
智
・
情
・
意
の
波
を
起
こ
し
︑
古
く
か
ら
変
わ
ら
ぬ
月
は
真
・
善
・
美
の
光
を
放
っ

て
い
る
︺
﹂
の
︹
原
文
で
︺
二
十
字
で
あ
る
︒
も
し
︑
そ
の
意
味
を
理
解
し
な
い
人
が
あ
れ
ば
︑
哲
学
に
入
っ
て
味
わ
う
よ
う
に
願
い
た

い
︒こ

こ
か
ら
数
歩
を
進
め
れ
ば
︑
一
つ
の
倉
庫
が
孤
立
し
て
い
る
を
見
る
︒
こ
の
一
棟
は
陳
列
所
︵
無む

尽じ
ん

蔵ぞ
う

︶
で
あ
り
︑
階
上
を
向こ
う

上
じ
ょ
う

楼ろ
う

︑
階
下
を
万ば
ん

象
し
ょ
う

庫こ

と
名
づ
け
た
︒
こ
こ
に
は
内
外
周
遊
︹
国
内
や
海
外
の
旅
行
︺
の
記
念
物
を
陳
列
す
る
こ
と
に
決
め
︑
そ

の
中
に
陶
器
・
石
器
︵
六
賢
台
の
階
上
に
あ
り
︶
を
除
く
ほ
か
︑
種
々
雑
多
の
も
の
を
玉
石
同
架
式
に
配
列
し
て
あ
る
︒
ま
た
︑
妖

怪
棚
︑
珍
奇
棚
も
あ
る
︒
と
り
わ
け
貴
重
な
の
は
︑
文も

ん

殊じ
ゅ

菩ぼ

薩さ
つ

の
木
翁
︹
木
彫
り
の
翁
お
き
な

像ぞ
う

︺︵
勝
海
舟
翁
寄
贈
︶︹
現
在
︑
東
洋
大
学
に

所
蔵
︺
︑
不ふ

動ど
う

明
み
ょ
う

王お
う

の
画
像
︑
閻え
ん

魔ま

大だ
い

王お
う

の
彫
刻
物
︹
現
在
︑
中
野
区
立
歴
史
民
俗
資
料
館
に
所
蔵
︺
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
哲
学
堂
の
国
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宝
的
宝
物
と
言
っ
て
い
る
︒

十
八
、
哲
学
堂
の
風
光

陳
列
所
を
出
て
再
び
髑
髏
庵
に
帰
れ
ば
︑
堂
内
の
庭
裏
を
一
巡
し
終
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
庭
外
の
風
景
に
つ
い
て

は
八
景
を
設
け
て
あ
る
︹
近
江
八
景
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
︺
︒

富
士
暮
雪
︱
︱
哲
学
堂
の
西
側
妙
正
寺
川
を
隔
て
た
向
こ
う
側
は
旧
片
山
村
で
雑
木
が
茂
り
︑
疎
林
︹
疎
林
は
落
葉
し
て
奥
ま
で

見
す
か
せ
る
林
︺
の
上
に
富
士
山
が
眺
め
ら
れ
た
︒

御
霊
帰
鴉
︱
︱
御み

霊た
ま

神
社
は
道
路
を
隔
て
て
園
地
の
東
側
に
あ
り
︑
昭
和
十
二
︑
三
年
頃
ま
で
は
老
杉
が
そ
び
え
︑
ね
ぐ
ら
を

求
め
る
鴉
が
集
ま
っ
た
︒

玉
橋
秋
月
︱
︱
妙
正
寺
川
は
玉
川
の
分
水
と
考
え
て
い
た
円
了
博
士
は
こ
れ
を
玉
渓
と
称
し
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
そ
の
川
に

架
か
る
四
村
橋
︵
園
の
東
南
端
︶
を
﹁
玉
橋
﹂
と
よ
ん
だ
の
で
あ
り
︑
こ
こ
で
の
名
月
は
美
し
か
っ
た
︒

氷
川
夕
照
︱
︱
夕
陽
は
氷
川
神
社
︵
江
古
田
の
総
鎮
守
︑
今
の
江
古
田
二
丁
目
︶
の
杜
に
し
ず
み
︑

薬
師
晩
鐘
︱
︱
名
高
い
新
井
薬
師
梅
照
院
︵
新
井
五
丁
目
︶
の
夕
暮
の
鐘
が
き
こ
え
る
︒

古
田
落
雁
︱
︱
﹁
古
田
﹂
は
江
古
田
の
田た

ん

圃ぼ

の
略
で
︑
旧
江
古
田
村
の
田
圃
に
は
秋
に
な
る
と
雁
が
わ
た
り
︑

鼓
岡
晴
風
︱
︱
旧
片
山
村
の
丘
陵
を
鼓
ヶ
丘
と
よ
ん
だ
が
︑
そ
の
晴
風
は
颯さ
つ

々さ
つ

︹
颯
々
は
風
が
さ
っ
と
吹
く
︺
と
し
て
快
く
︑

魔
松
夜
雨
︱
︱
そ
し
て
園
内
に
あ
っ
た
﹁
魔
松
﹂︵
天
狗
松
︶
に
は
静
か
に
夜
の
雨
が
そ
そ
ぐ
︒

右
の
説
明
は
あ
ま
り
に
煩
わ
し
い
の
で
略
し
て
お
く
︒
た
だ
し
︑
庭
内
の
風
致
に
つ
い
て
は
︑
私
の
所
吟
が
数
十
首
あ
る
︒
こ
こ

に
拙
劣
な
が
ら
五
︑
六
首
を
掲
げ
て
︑
跋
文
︹
あ
と
が
き
︺
に
代
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
︒
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清
風
一
過
万
松
鳴

自
作
唯
心
唯
物
声

聴
到
門
前
有
知
己

幽
霊
天
狗
笑
相
迎

︹
清
ら
か
な
風
が
一
陣
吹
き
す
ぎ
て
辺
り
一
面
の
松
が
葉
擦
れ
の
音
を
立
て
る
と
︑
そ
の
音
が
自
然
と
唯
心
唯
物
の
音
と
な
っ
て
聞
こ

え
て
く
る
︑
そ
の
音
を
聞
き
な
が
ら
門
の
前
ま
で
や
っ
て
来
る
と
そ
こ
に
は
知
人
が
い
た
で
は
な
い
か
︑
幽
霊
や
天
狗
が
笑
い
な
が
ら

私
を
出
迎
え
て
く
れ
る
こ
と
だ
︒︺

哲
学
堂
成
已
十
秋

友
賢
師
聖
復
何
求

一
箪
蔬
食
吾
生
足

身
不
自
由
心
自
由

︹
哲
学
堂
が
完
成
し
て
も
う
十
年
経
っ
た
︑
人
徳
あ
る
人
を
友
と
し
聖
人
を
師
と
仰
い
で
更
に
何
を
求
め
よ
う
と
い
う
の
だ
︒
飯め
し

櫃び
つ

に

入
っ
た
米
の
飯
と
粗
末
な
副
菜
が
あ
れ
ば
私
は
十
分
に
生
き
て
い
け
る
︑
体
は
不
自
由
だ
が
心
は
な
ん
と
自
由
な
こ
と
だ
︒︺

哲
学
堂
前
過
者
誰

出
門
相
見
是
吾
師

嚢
無
一
物
難
賖
酒

笑
使
幽
霊
陳
謝
辞

︹
哲
学
堂
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
の
は
誰
だ
ろ
う
︑
門
を
出
て
見
て
み
る
と
︑
な
ん
と
吾
が
師
で
は
な
い
か
︒
財
布
の
中
が
空
っ
ぽ
で
先

生
に
酒
を
ご
馳
走
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
︑
愛
想
笑
い
を
し
な
が
ら
幽
霊
に
陳
謝
の
挨
拶
を
述
べ
さ
せ
た
︒︺

野
方
村
尽
処

丘
上
設
仙
荘

天
狗
松
陰
路

幽
霊
梅
畔
堂

汲
泉
朝
煮
茗

掃
席
晩
焚
香

入
夜
裁
詩
句

閑
中
自
有
忙

︹
野
方
村
が
尽
き
る
所
︑
丘
の
上
に
俗
世
か
ら
離
れ
た
別
荘
を
建
て
た
︒
天
狗
を
松
し
ょ
う

陰い
ん

路ろ

に
潜
ま
せ
︑
幽
霊
を
梅ば
い

畦け
い

堂ど
う

に
住
ま
わ
せ
た
︒

朝
は
泉
を
汲
ん
で
茶
を
た
て
︑
部
屋
を
掃
除
し
て
晩
に
は
香
を
焚た

く
と
い
う
優
雅
な
生
活
だ
︒
し
か
し
夜
に
な
る
と
詩
作
に
ふ
け
る
の

で
︑
閑ひ
ま

そ
う
に
見
え
て
な
か
な
か
忙
し
い
の
だ
︒︺

無
客
門
常
鎖

菜
畦
路
稍
通

洗
心
玉
渓
水

養
気
鼓
岡
風

醉
処
吾
忘
我

吟
辺
色
即
空

俗
塵
渾
不
到

静
坐
守
仙
宮

︹
客
も
無
い
の
で
い
つ
も
門
を
閉
ざ
し
︑
菜
園
の
畦あ
ぜ

道
は
︹
人
が
通
る
こ
と
も
な
い
の
で
︺
よ
う
や
く
通
れ
る
ほ
ど
に
狭
く
な
っ
て
い
る
︒

玉
渓
の
水
が
心
を
洗
っ
て
く
れ
︑
鼓
ヶ
丘
の
風
が
気
を
養
っ
て
く
れ
る
︒
酒
に
酔
っ
て
は
忘
我
の
心
地
と
な
り
︑
詩
を
吟
ず
れ
ば
色
即

空
︵
こ
の
世
の
物
質
的
な
も
の
は
︑
そ
の
ま
ま
空
で
あ
る
︶
と
い
う
心
地
に
な
る
︒
俗
世
間
の
煩
わ
し
い
事
柄
は
こ
こ
に
は
全
く
押
し
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寄
せ
る
こ
と
も
な
く
︑
静
か
に
座
っ
て
こ
の
別
世
界
の
住
ま
い
に
居
続
け
る
の
だ
︒︺

聖
堂
深
処
座

兀
々
似
禅
僧

守
黙
疲
凭
几

読
書
倦
曲
肱

屈
伸
身
自
在

迷
悟
意
全
能

終
日
無
塵
累

我
居
是
武
陵

︹
聖
堂
の
奥
ま
っ
た
場
所
に
座
り
︑
一
心
不
乱
に
な
っ
て
読
書
し
︑
あ
た
か
も
禅
僧
の
よ
う
だ
︒
沈
黙
を
守
っ
て
机
に
凭も
た

れ
か
か
っ
て

書
に
挑
み
︑
読
書
に
倦あ

き
た
ら
肘ひ
じ

を
曲
げ
て
み
る
︒
疲
れ
た
体
を
屈
伸
さ
せ
て
み
る
と
︑
体
は
自
在
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
︑
頭
も
迷
っ

た
り
悟
っ
た
り
と
全
能
の
働
き
を
し
て
い
る
︒
一
日
中
俗
世
間
の
煩
わ
し
さ
も
無
く
︑
私
の
住
処

す

み

か

は
武
蔵
野
の
丘
陵
に
あ
る
︒︺

髑
髏
庵
独
座

詩
書
作
良
媒

雖
設
門
常
鎖

不
招
客
自
来

雨
声
涵
瘦
竹

月
影
宿
疎
梅

醉
後
漫
敲
句

呼
童
掃
硯
埃

︹
髑
髏
庵
に
一
人
で
座
っ
て
い
る
と
︑
詩
や
書
が
良
い
仲
間
と
な
っ
て
く
れ
る
︒
門
は
設
け
て
あ
る
が
常
に
閉
ざ
し
た
ま
ま
で
︑
そ
れ

で
も
呼
ん
で
も
い
な
い
客
︹
雨
や
月
︺
が
自
然
と
や
っ
て
来
る
︒
雨
が
瘦や

せ
た
竹
を
打
つ
音
が
聞
こ
え
︑
月
が
ま
ば
ら
な
梅
の
枝
に
か

か
っ
て
い
る
︒
酒
に
酔
っ
た
後
に
自
作
の
詩
の
句
を
推す
い

敲こ
う

し
︑
書
き
直
そ
う
と
決
心
し
て
︑
僕
し
も
べ

を
呼
ん
で
硯
す
ず
り

の
埃
ほ
こ
り

を
掃
除
さ
せ
た
︒︺

天
国
繞
吾
屋

六
塵
悉
福
音

聞
雷
知
夏
到

見
雪
覚
冬
深

秋
月
浮
禅
味

春
花
映
道
心

四
時
佳
興
足

朝
夕
枕
肱
吟

︹
天
国
は
我
が
家
を
囲
み
︑
六
塵
︹
六
塵
は
六
根
つ
ま
り
目
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
・
意
に
触
れ
て
心
を
動
か
す
も
の
︺
は
す
べ
て
私
に
福ふ
く

音い
ん

を
伝

え
て
く
れ
る
︒
雷
を
聞
い
て
は
夏
が
来
た
こ
と
を
知
り
︑
降
る
雪
を
見
て
は
冬
の
深
ま
り
を
知
る
︒
秋
の
月
は
禅
︹
俗
気
の
な
い
︺
趣

が
あ
り
︑
春
の
花
々
の
色
彩
は
慈
悲
の
心
を
映
し
だ
し
て
い
る
︒
四
季
の
風
流
な
興
趣
に
満
足
し
︑
朝
に
夕
に
肘
を
枕
に
し
て
詩
を
吟

じ
て
い
る
︒︺

哲
学
堂
深
世
事
疎

清
閑
最
好
閲
仙
書

風
青
天
狗
松
陰
路

月
白
幽
霊
梅
畔
盧

欲
究
六
塵
悉
文
字

静
観
万
法
即
其
如

更
鞭
理
想
遊
方
外

裾
物
繙
心
読
大
虚

︹
哲
学
堂
の
奥
深
く
に
生
活
し
て
世
事
に
は
疎
く
な
り
︑
静
ま
り
返
っ
た
環
境
の
中
で
俗
世
間
か
ら
か
け
離
れ
た
書
物
を
最
も
好
ん
で

読
ん
で
い
る
︒
青
々
と
し
た
風
が
吹
き
渡
っ
て
天
狗
は
松
陰
路
に
潜
み
︑
幽
霊
は
梅ば
い

畦け
い

の
蘆あ
し

に
引
っ
込
ん
で
い
る
︒
哲
学
を
究
め
よ
う
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と
す
る
と
六
塵
が
す
べ
て
文
字
に
な
っ
て
は
っ
き
り
と
表
れ
︑
静
か
に
眺
め
て
い
れ
ば
す
べ
て
の
法
則
が
自
然
と
向
こ
う
か
ら
や
っ
て

来
て
分
か
る
よ
う
に
な
る
︒
夜
更
け
に
な
っ
た
ら
理
想
と
い
う
馬
に
跨
ま
た
が

っ
て
こ
の
世
の
外
に
飛
び
出
し
て
遊
び
︑
物
︹
形
而
下
︺
に
従
っ

て
そ
の
心
︹
形
而
上
︺
を
解
釈
し
て
み
た
が
た
だ
虚
し
い
だ
け
で
あ
っ
た
︹
枯
淡
虚
勢
の
域
に
達
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
︺
︺
︒
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９月1878明治11

東本願寺にて得度４月２日1871明治４

創立者・井上円了、越後国三島郡浦村（現新潟県

長岡市浦）、真宗大谷派慈光寺の長男として誕生

３月18日1858安政５

事 項月 日西暦年

10月27日

東京大学文学部哲学科を卒業７月10日1885明治18

哲学会（現日本哲学会）を創立１月26日1884明治17

東京大学文学部哲学科に入学９月1881明治14

東本願寺留学生となり、東京大学予備門に入学

11月２日1890明治23

本郷区駒込蓬萊町に新校舎を建設して移転式を挙

行

11月13日1889明治22

第１回欧米視察に出発。翌年６月に帰国６月８日1888明治21

哲学館（現東洋大学）を創立。東京・湯島の麟祥

院で開館式を挙行

９月16日1887明治20

第１回哲学祭（現哲学堂祭の起源）を挙行

２月26日1899明治32

宮内省より恩賜金300円を受ける８月25日

哲学館、原町（現文京区白山）に移転７月17日1897明治30

哲学館、類焼により全焼12月13日1896明治29

第１回全国巡回講演に出発。哲学館専門科設立の

基金募集を行う。明治26年まで継続

12月13日

第２回欧米・印度の海外視察に出発。翌年７月27

日に帰国

11月15日

和田山の土地の売買契約を結び、第１回の支払い

を行う

１月1902明治35

東京府豊多摩郡野方村大字江古田字東和田、通称

和田山の土地の購入交渉を行う

1901明治34

恩賜金を基礎に、京北中学校を開校。式典を挙行

文部省、哲学館の中等教員無試験検定の特典を剥

奪。いわゆる哲学館事件が発生

哲学堂公園略年譜

４月１日1904明治37

同日付けで、「哲学館紀念堂設計図」（現四聖堂）

が『東洋哲学』に発表される

哲学館が専門学校令により「私立哲学館大学」と

して認可される

10月１日1903明治36

哲学堂（現四聖堂）の開堂式を挙行。和田山の土

地を哲学館大学の移転予定地とする
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事 項月 日西暦年

12月11日1907明治40

哲学館大学を「東洋大学」と改称し、７月４日に

私立東洋大学財団を設立

６月29日

井上円了、修身教会運動と哲学堂の建設のために、

第３回の全国巡講を開始

４月２日

井上円了、哲学館大学長、京北中学校長の辞職を

発表し、財団法人へ寄付行為を行う。そして、哲

学堂に退隠する。哲学館大学の移転は中止とな

り、哲学堂の土地は井上円了が東洋大学から買い

戻すことになる

１月1906明治39

井上円了、野方村江古田の蓮華寺前住職・加藤海

誓氏と、墓地の件を約定する

１月28日1910明治43

哲学堂の哲理門、六賢台、三学亭が落成11月1909明治42

六賢台と三学亭の外部建築が竣工1908明治41

井上円了、「哲学堂拡張予告」を発表

７月31日以前に、哲学堂庭園に命名する。総名、

各名にわかれ、哲学堂公園の骨格ができる

海外視察から帰国１月22日1912明治45

第３回の南半球と欧米の海外視察に出発４月１日1911明治44

今後の計画として、庭園、四聖の銅像、図書館の

ために、概算で５万円が必要と計画する

井上円了、『哲界一瞥』を出版。小講堂（宇宙館、

皇国殿）を建築。石門を新設

６月1913大正２

修身教会を「国民道徳普及会」と改称８月

７月31日以降に、哲学堂の物字園が完成。講堂お

よび図書館の建設を計画

1912大正１

12月15日

哲学堂の図書館の落成披露会を開催（24日まで）。

以後、哲学堂が公開される

10月23日1915大正４

図書館の新築、大半が竣工。洪水のために、唯物

園が破壊され復旧工事。論理関に傘亭を新設し、

その周辺に小庭を築造

1914大正３

哲学堂の宇宙館が落成12月３日

哲学堂図書館の日曜公開はじまる６月４日

哲学堂において日曜講演を開催５月14日1916大正５

図書館の完成。図書館に四聖の石像、筆塚を新設。

霊明閣を創建、陳列所を開設、帰納場と三祖壇を

築造

井上円了、『哲学堂独案内』を刊行
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６月５日

井上円了、中国巡講に出発５月５日

事 項月 日西暦年

井上円了、中国・大連にて講演中に倒れる

７月16日1916大正５

井上円了、「哲学の教外別伝」を『東洋哲学』に発

表

７月10日1917大正６

川向うに星界洲を開設し、望遠轎と観象梁を架す

井上円了、『哲学堂図書館図書目録』を刊行７月20日

哲学堂において夏期講習会を開催。井上円了、「活

仏教」を講演（23日まで）

６月６日

井上円了、「哲学上に於ける余の使命」を『東洋哲

学』に発表

２月10日1919大正８

硯塚、史垣を設置。四聖堂内に唱念塔を置く

最後の遺言状を起草１月22日1918大正７

星界洲に半月台を建築。図書館前に紀念碑を設置

東洋大学学葬が挙行され、和田山の蓮華寺に埋葬

される。法名甫水院釈円了

６月22日

井上円了、午前２時40分、中国・大連にて逝去す

る。61歳

12月９日

第１回四聖祭を挙行11月23日

東京区裁判所により井上円了の遺言の検認を受け

る

６月25日1919大正８

６月1930昭和５

井上玄一、「哲学堂拡張私案」を発表６月６日1926大正15

庭球場を新設1921大正10

法会・四聖祭（現在の学祖祭、哲学堂祭）挙行11月７日1920大正９

井上円了の遺言による財団法人哲学堂が認可され

る

１月24日1933昭和８

報知新聞社主催の「新東京名勝 選外十六景」の

うち、第11位となり、記念碑が建立される

12月1932昭和７

星界洲に接した鏡花園と梅林が完成

野球場を新設。庭球場も六面に拡張春1931昭和６

井上円了の妻・敬から財団法人哲学堂へ日本銀行

などの株券が寄付される

四聖堂に釈迦涅槃像を安置し、入仏式を挙行３月23日1940昭和15

妙正寺川が氾濫し、哲学堂の石段の中段まで浸水。

不二橋が流出。その後、護岸工事などの復旧工事

７月10日1938昭和13

天狗松が枯死、伐採する

都市計画法により、哲学堂を中心とする周辺が「野

方風致地区」に指定される
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10月15日

出水により唯物園に甚大な被害。望遠橋が流出。

川岸も大被害を受ける

７月1941昭和16

事 項月 日西暦年

この年？、幽霊梅が枯死、伐採する

財団法人哲学堂事務所より『哲学堂』を刊行。井

上玄一、「哲学堂外苑計画」を発表

11月17日1940昭和15

東京緑地計画により都市計画野方緑地となる１月31日1942昭和17

宇宙館内の皇国殿に聖徳太子尊像を安置し、除幕

式を挙行

４月１日

東京都、東洋大学より約5800平方メートルの土地

を買収

２月１日1975昭和50

３月31日

防空地帯に指定される1943昭和18

陸軍から哲学堂に対して、「グランドを貯木場に」

「松林に高射砲陣地を」などの要請あり

年末

哲学堂の図書が、東洋大学へ無償譲与される７月10日

東京都から中野区へ移管され、「中野区立哲学堂

公園」となる

早春1947昭和22

開園に先立ち、東洋大学財団・財団法人哲学堂か

ら哲学堂宣揚会設立の申し出あり

「東京都立哲学堂公園」が、都立公園で戦後の２

番目に開園される

10月26日1946昭和21

都議会の議決を経て、哲学堂は正式に東京都へ寄

付される

３月25日1944昭和19

財団法人哲学堂理事・井上玄一等、創立者の遺言

に従って、東京都へ哲学堂の寄付を申し出る

10月20日

「哲学堂公園のプール設置に関する請願」提出。

不採択となる

４月15日1968昭和43

東京都、８月15日に東洋大学名義の土地（約5000

坪）に対して地上権を設定。その運動施設部分を

追加開園

10月25日

哲学堂宣揚会が実質的に設立される８月19日

哲学堂にも農地改革問題が発生。畑地として貸し

ていた運動場を、強硬手段でもとの野球場に復活

させる

東洋大学、東京都と土地の売買契約を結ぶ11月20日1974昭和49

井上玄一、85歳で逝去する12月19日1972昭和47

井上玄一、哲学堂宣揚会から『哲学堂案内』を刊

行
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事 項月 日西暦年

公園管理事務所・運動施設事務所を建築1978昭和53

財団法人中野区文化・スポーツ公社が設立され、

哲学堂公園の施設が受託事業となり、哲学堂公園

運営協議会が設置される〔後に変更される〕。

７月１日

「哲学の庭」が開設される12月４日

1985昭和60

古建築物６棟を区有形文化財として指定・登録1984昭和59

中野区教育委員会により哲理門、四聖堂などの古

建築物６棟の調査開始

1982昭和57

中野区教育委員会から『哲学堂公園内古建築物調

査報告書』『哲学堂公園内石造物及び聯・扁額類調

査報告書』刊行

３月31日1988昭和63

哲学堂公園ルネッサンス構想が策定される1987昭和62

古建築物６棟の調査報告ならびに修復工事実施

10月1989平成１

常識門、髑髏庵などの古建築物６棟および公園を

区有形文化財として指定・登録

２月20日1995平成７

哲学堂ルネッサンス整備事業の完成を記念して、

古建築物の公開、講演会が開催される（18日まで）

４月10日1993平成５

「四阿」他の整備工事。古建築物修復工事（３棟）1992平成４

古建築物修復工事（３棟）。便所、売店建築工事1991平成３

中野区歴史民俗資料館開館。哲学堂公園所蔵の陳

列物が移管される

東京都名勝公園に指定される３月16日2009平成21

梅園が再開される３月2000平成12

井上円了没後80周年記念として、東洋大学から石

碑が寄贈される

６月６日1999平成11

哲学堂弓道場が開設される


