
暉
の
構
造
鷲

鎌
倉
武
士

坂
　
・
田

士潟

雄

　
武
士
道
は
武
士
階
級
の
彊
生
と
共
に
生
れ
て
み
た
。
武
士
道
と
は
武
士
の
武
士
と
し
て
の
生
き
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
武
士
に
よ
っ
て

膚
鶴
覚
さ
れ
た
武
士
の
生
並
ざ
臨
力
が
現
賢
的
な
腿
…
史
的
山
な
武
十
皿
道
で
あ
っ
た
。
武
士
の
靴
肌
・
曾
的
形
能
…
が
歴
史
性
を
具
へ
て
居
・
り
、
｝
更
に
又
ζ
の

臨
畳
が
歴
輿
的
な
磯
展
過
程
を
辿
る
以
上
、
武
士
道
に
歴
－
災
的
な
駿
展
が
あ
っ
た
の
は
重
罪
の
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
武
士
道
は
此

の
意
味
に
於
い
て
正
に
武
士
道
輿
に
一
新
時
期
を
劃
し
允
も
の
で
あ
っ
允
。
そ
れ
は
武
士
が
爲
政
者
・
支
配
者
と
し
て
の
地
位
を
完
金
に

獲
得
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
規
定
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
が
、
併
し
又
そ
の
外
に
、
そ
れ
は
武
士
這
が
こ
の
時
代
に
時
の
新
興
宗
敏
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
の
縄
宗
か
ら
積
極
、
的
な
要
素
を
探
り
入
れ
だ
こ
と
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
る
る
の
で
あ
る
と
、
多
く
の
島
々
に
よ
っ
て
論
か
れ

て
る
る
。
だ
が
併
し
、
木
棚
立
漱
で
あ
る
筈
の
、
從
っ
て
魚
燈
聞
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
縄
が
、
世
閥
的
な
闘
宰
に
身
を
委
ね
て
み
る
と
こ

ろ
の
武
士
の
精
血
生
活
に
賑
し
て
ど
の
様
な
積
極
的
要
素
を
附
擁
へ
允
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。
縄
は
一
盤
宗
敏
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う

か
。
こ
の
問
題
を
解
く
た
め
に
は
、
八
代
は
先
づ
縄
の
構
造
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

騨
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現
世
を
苦
と
槻
る
と
こ
ろ
に
佛
敏
が
始
ま
る
。
佛
敷
を
根
本
的
に
特
色
附
け
る
と
こ
ろ
の
基
本
納
な
槻
念
は
苦
集
滅
道
の
四
諦
で
あ
る
。

　
　
　
　
謙
騨
の
瀟
簿
甑
罵
と
辮
伽
倉
漁
門
士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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ご
○

　
苦
の
世
界
か
ら
解
淫
せ
ん
が
た
め
に
は
先
づ
苦
の
世
界
が
如
何
に
し
て
現
れ
て
量
る
か
が
っ
き
と
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
グ
た
。

先
づ
愚
物
は
人
閣
の
業
凶
に
よ
っ
て
感
生
せ
し
め
ら
れ
る
と
懐
く
業
感
縁
起
論
が
生
み
出
　
さ
れ
、
こ
の
業
感
縁
起
論
は
頼
耶
縁
起
論
を
通

っ
て
、
無
常
に
し
て
差
窮
的
な
現
象
の
背
後
に
常
住
且
つ
無
差
別
的
な
本
燈
を
考
へ
こ
の
本
髄
か
ら
の
現
象
の
余
生
の
仕
方
を
論
明
す
る

翼
如
厩
豚
起
論
を
呼
び
翻
粗
し
、
　
翼
斎
燈
豚
起
㎎
説
は
｝
更
に
一
葉
W
し
て
、
　
現
飼
銀
帥
太
つ
六
百
と
考
へ
て
曲
譜
法
瞥
畳
獺
を
嘔
へ
、
事
汝
概
川
碍
「
、
　
六
頻
罎
一
瞬
を
論

く
法
界
縁
起
設
を
生
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
人
生
槻
の
領
域
を
乗
り
こ
え
て
、
存
在
一
般
に
關
す
る
理
論
で
あ
る
と
こ
ろ
の
糠

界
槻
の
領
域
に
ま
で
進
ん
だ
の
で
あ
る
◎

　
鴬
唇
が
宗
敏
で
あ
る
限
り
、
面
心
理
論
は
宗
激
若
盛
践
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
理
論
は
實
騰
を
正
し
い
方
向
に

導
く
た
め
の
理
論
で
あ
る
。
理
論
が
費
践
か
ら
遊
離
し
て
は
な
ら
な
い
と
共
に
、
費
践
は
理
論
に
よ
っ
て
因
島
付
け
ら
れ
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
少
く
と
も
、
賢
跨
は
自
己
の
正
し
さ
に
勤
す
る
誰
明
を
持
っ
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
併
し
、
理
蒲
が
一
度
魑
求
さ

れ
始
め
る
や
、
そ
れ
は
無
限
に
進
展
し
て
止
ま
な
い
。
理
論
の
絡
結
は
畢
毒
し
て
望
ま
る
べ
く
も
な
い
。
業
感
縁
趨
論
は
頼
耶
縁
趨
論
を

維
て
］
颪
如
縁
起
論
を
呼
び
解
し
、
翼
如
縁
起
　
説
は
一
縛
し
て
法
界
縁
起
論
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
而
も
禽
ほ
法
鼻
縁
起
論
そ
の
も

の
さ
へ
解
決
さ
る
べ
き
幾
多
の
聞
題
を
内
に
含
ん
で
ゐ
売
。
か
く
て
佛
敏
敏
理
は
釜
、
論
理
的
に
緻
密
に
雛
系
付
け
ら
れ
て
行
っ
た
。

　
だ
が
併
し
、
そ
れ
と
書
劣
に
、
圃
じ
佛
敏
の
内
部
に
、
費
践
を
基
礎
付
け
る
に
論
理
的
な
理
論
を
以
て
す
る
こ
の
立
場
そ
の
も
の
に
謝

し
て
開
封
す
る
と
こ
ろ
の
立
場
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
不
立
文
字
、
野
外
別
訴
を
論
く
と
こ
ろ
の
灘
宗
が
即
ち
そ
れ
で
あ
る
。
騨
宗
は
佛

教
を
縄
家
と
敏
家
と
に
麗
広
し
た
。
縄
家
は
箪
に
所
謂
敏
師
論
師
が
宗
敏
的
賢
践
か
ら
遊
離
し
勝
ち
で
あ
る
と
い
ふ
勲
に
諭
し
て
敏
家
に

反
恕
し
た
だ
け
な
の
で
は
な
く
、
論
理
的
な
理
論
を
以
て
宗
敏
的
繋
駕
を
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
激
家
の
立
場
そ
の
も
の
に
反
論
し
た
の
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で
あ
る
。
佛
敏
の
冒
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
郎
…
ち
解
髪
を
得
る
た
め
に
、
彼
等
は
必
ず
し
も
敏
理
を
必
要
と
ば
し
な
か
っ
た
。
灘
宗
は

そ
の
費
幾
の
基
礎
付
け
を
佛
敏
敷
理
以
外
の
亀
の
、
と
い
ふ
よ
り
も
寧
ろ
敏
理
以
前
の
添
の
に
持
っ
て
る
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
の
盧

接
的
な
「
事
費
」
を
塞
礎
と
し
て
み
た
。
勿
論
こ
の
「
事
費
」
に
…
關
し
て
理
論
は
展
附
さ
れ
得
る
。
だ
が
併
し
、
騨
宗
の
立
場
は
こ
の
理

論
を
侯
っ
て
始
め
て
威
幽
す
る
と
い
ふ
様
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
縄
宗
の
理
論
は
こ
の
聖
賢
の
豊
明
に
懸
餐
な
い
。
灘
宗
が
あ
っ
て
縄

宗
の
理
論
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
連
詩
の
理
論
が
あ
っ
て
聖
業
が
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
敏
外
隅
傳
と
は
正
に
此
の
意
映
　
で
あ
る
。

　
騨
は
存
在
に
署
し
て
構
成
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
と
こ
ろ
の
敏
理
を
捨
て
て
佛
敏
の
出
穂
黙
へ
戻
っ
た
の
で
あ
る
。
佛
敏
の
出
駿
黙
は
囚

諦
で
あ
っ
た
。
境
、
即
ち
客
畳
的
存
在
に
繋
縛
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
煩
椴
が
加
起
り
、
煩
携
の
故
に
世
界
が
苦
で
あ
る
。
容
糊
…
的
封
帥
家
へ
の
勲
四

着
を
裁
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
難
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
父
こ
の
繋
駕
を
蔵
際
す
る
能
力
が
費
際
に
人
闇
に
興
へ
ら
れ
て
る

る
の
で
あ
る
、
と
い
ふ
の
が
灘
宗
に
輿
へ
ら
れ
て
る
る
唯
一
の
前
提
で
あ
る
。
勢
望
は
こ
の
前
提
の
下
に
直
ち
に
費
践
に
移
る
。

　
佛
敏
敏
理
は
存
在
の
存
在
性
の
究
明
の
方
向
に
展
開
さ
れ
、
途
に
猫
特
な
唯
心
論
的
教
界
槻
に
到
達
し
、
心
、
室
、
無
、
有
等
の
中
心

的
諸
概
念
を
獲
得
し
た
。
だ
が
併
し
、
騨
宗
に
と
っ
て
は
存
在
の
存
在
性
の
究
明
は
必
ず
し
も
重
要
な
闘
題
で
は
な
か
っ
た
。
存
在
の
本

驚
が
痩
と
へ
如
何
な
る
港
の
で
あ
ら
う
と
、
こ
の
存
在
に
封
ず
る
執
藩
が
苦
の
根
源
を
形
蓬
っ
て
み
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
苦
の
激
界
か

ら
異
志
す
る
た
め
に
は
こ
の
存
在
に
封
ず
る
執
着
を
戴
残
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
韓
宗
に
と
っ
て
は
、
存
在
の
本

禮
は
翔
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
存
在
の
存
在
性
に
曝
す
る
問
題
よ
り
亀
、
寧
ろ
、
四
望
に
存
在
に
製
す
る
執
藩
を
裁
漸
す
る
能
力

が
呉
っ
て
み
る
か
と
い
ふ
入
簡
の
賢
聖
性
に
關
す
る
詩
題
が
璽
要
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
、
從
來
存
在
の
存
在
性
へ
向
け
ら
れ
て
ゐ

四
五
を
人
問
の
賢
践
性
へ
向
け
か
へ
た
の
が
膵
宗
な
の
で
あ
っ
た
。
六
組
慧
能
が
風
動
旛
動
を
評
ふ
二
僧
に
向
っ
て
「
彫
れ
風
動
に
あ
ら

　
　
　
　
　
灘
の
構
勉
と
鎌
倉
武
士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
｝
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季
、
感
動
に
あ
集
、
仁
業
心
の
動
く
登
」
書
つ
た
　
・
暴
黛
輿
望
）
、
羅
薦
若
し
く
暮
窯
的
に
解
響
る
蓄
で
黛

い
。
そ
れ
は
、
「
風
動
∴
旛
動
は
存
在
の
存
在
性
に
關
す
る
議
論
で
あ
っ
て
、
佛
敏
の
核
心
に
滞
れ
る
臨
の
で
は
な
い
、
生
心
の
核
心
が
實

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
も

践
に
あ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
が
故
に
現
れ
る
議
論
…
で
あ
る
し
と
い
ふ
意
味
に
解
熱
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
心
の
動
く
な
り
」
は
書
灘
｛
の
あ
や

で
あ
っ
て
、
科
學
的
な
論
警
語
で
は
な
い
。
灘
宗
は
人
闇
に
鋤
象
へ
の
執
着
を
戴
慰
す
る
能
力
．
が
存
在
す
る
こ
と
を
事
費
と
し
て
認
め

た
。
後
は
ロ
バ
こ
の
能
力
を
農
揮
せ
し
め
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
は
敏
感
別
面
で
あ
り
薗
指
南
心
で
あ
る
。
こ
れ
が
純
膵
に
騨
宗

的
な
灘
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
こ
の
純
粋
に
騨
宗
的
な
灘
を
臨
濟
宗
の
磁
で
あ
る
と
こ
ろ
の
面
諭
嚢
玄
に
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
沖
縄
｛
示
は
血
思
旧
識
の
｛
直
接
的
纂
｛
質
の
上
に
塞
礎
付
け
ら
れ
て
み
た
↑
。
梱
醇
｛
示
の
鱒
質
践
そ
れ
自
身
が
欄
騨
｛
示
の
正
し
さ
に
蝿
す
る
諮
糖
駆
を
蹴
ハ
へ
乳
κ
。

縄
は
そ
れ
自
身
を
語
ら
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
　
そ
れ
は
純
粋
に
輝
輝
の
立
場
を
墨
守
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
　
不
立
文
宰
を
標
榜
し
て
み

た
。
膵
は
論
理
的
に
構
威
さ
れ
た
理
論
を
持
っ
て
は
み
な
い
。
從
っ
て
再
々
は
灘
の
理
論
に
就
い
て
語
る
こ
と
は
出
　
來
な
い
。
善
粛
は
只

騨
の
構
…
造
に
就
い
て
語
る
こ
と
が
酒
禺
來
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
三
々
は
縄
の
糠
…
輩
の
中
に
再
び
心
、
室
、
蕪
醗
暗
の
申
・
心
的
な
藷
…
糊
…
念
を

見
出
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
諸
観
念
を
明
か
に
す
る
こ
と
が
、
と
り
も
直
さ
す
騨
の
構
造
を
明
か
に
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
◎

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
諸
槻
念
を
明
か
に
す
る
に
當
っ
て
先
づ
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
騨
宗
で
言
は
れ
て
る
る
と
こ

ろ
の
、
心
、
釜
、
無
等
の
諸
翠
黛
は
、
佛
聡
敏
理
の
中
で
雷
は
れ
て
る
る
と
こ
ろ
の
、
邸
ち
、
存
在
の
存
在
性
に
解
し
て
嘗
は
れ
て
る
る
と

こ
ろ
の
、
心
、
室
、
無
二
の
諸
槻
念
と
は
差
當
り
全
く
別
な
内
寡
を
持
っ
て
る
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
軍
純
に
同
一
硯

さ
れ
る
場
合
に
は
、
親
念
の
魚
雷
が
引
起
さ
れ
て
、
膵
宗
が
紳
秘
主
義
に
縛
化
せ
し
め
ら
れ
る
か
若
し
く
は
不
可
解
な
汎
無
論
に
陥
れ
ら

れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
、
孟
宗
、
そ
し
て
落
々
の
場
合
特
に
臨
麿
裸
は
、
飽
く
ま
で
も
寳
践
で
あ
っ
て
理
論
で
は
な
い
。
そ
し
て
梁
こ
の
黙
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で
、
吾
粛
は
同
じ
く
鎌
倉
時
代
に
遽
元
に
よ
っ
て
唱
導
さ
れ
た
と
ご
ろ
の
、
道
元
そ
の
入
の
特
異
な
人
格
と
理
論
と
の
上
に
基
礎
付
け
ら

れ
て
み
る
曹
黒
熊
一
正
し
く
は
道
元
縄
i
を
愚
論
涛
の
こ
の
臨
濟
灘
か
ら
置
籍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
聯
帯
敏
理
の
中
で
言
は
れ
て
る
る
心
、
蔀
ち
封
象
的
存
在
の
存
在
性
に
製
し
て
君
は
れ
て
る
る
と
こ
ろ
の
心
は
、
現
蒙
と
し
て
槻
ら
れ

た
醤
象
的
全
存
在
の
本
…
麗
を
指
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
膵
宗
に
於
い
て
言
は
れ
て
る
る
と
こ
ろ
の
心
、
師
ち
、
主
槻
的
存
在
の
費
践
性
に

關
…
し
て
言
は
れ
て
る
る
と
こ
ろ
の
心
は
、
喬
圭
性
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
、
撃
ち
、
自
分
で
自
分
の
素
点
を
規
定
す
る
能
力
を
有
す
る
と
こ

ろ
の
、
圭
糊
…
的
存
在
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
心
こ
そ
が
雪
雲
に
於
け
る
、
最
も
根
・
本
的
な
親
念
な
の
で
あ
る
。
何
と
な

れ
ば
、
圭
槻
の
自
軍
性
な
し
に
は
一
般
に
貸
聖
な
る
も
の
は
威
録
し
得
な
い
か
ら
。
主
観
の
慮
主
性
、
自
警
性
、
自
由
性
は
實
鷹
を
鴛
六

す
る
場
合
に
於
け
る
第
［
の
要
請
で
あ
り
、
爾
も
そ
れ
は
意
識
に
直
接
に
典
へ
ら
れ
た
事
費
で
あ
る
、
事
賢
は
理
論
の
以
前
に
あ
る
。
從

っ
て
購
實
を
理
論
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
る
。
圭
槻
の
鵠
主
性
は
圭
犠
の
行
動
そ
．
の
も
の
に
依
っ
て
諮
明
さ

れ
る
。
そ
し
て
こ
の
主
親
の
贈
主
性
を
国
発
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
正
に
直
指
人
心
で
あ
る
。
墨
黒
が
黄
葉
に
佛
法
的
々
の
大
意
を
三
愛
聞

う
て
三
度
打
た
れ
て
大
愚
の
下
に
去
り
、
大
愚
の
示
敏
に
會
っ
て
忽
然
大
悟
し
て
「
元
三
年
歯
の
佛
法
多
予
無
し
」
と
叫
ん
だ
時
、
彼
は

正
に
こ
の
圭
擬
的
存
在
の
慮
圭
性
を
搭
畳
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
－

　
そ
し
て
ζ
の
主
槻
の
出
題
性
は
、
灘
宗
に
於
い
て
は
、
佛
敏
の
木
耳
的
な
性
格
に
慮
じ
て
、
何
よ
り
も
・
先
づ
否
定
す
る
能
力
と
し
て
捉

へ
ら
れ
允
。
賢
践
に
は
主
槻
的
存
在
が
客
糊
…
的
存
在
に
働
き
か
け
る
の
と
主
槻
的
存
在
が
緊
緊
陶
身
に
働
き
か
け
る
の
と
の
二
つ
の
方
向

が
あ
る
。
容
獅
的
存
在
、
の
繋
縛
を
饗
す
る
こ
と
、
蔀
ち
容
親
的
存
在
に
封
ず
る
執
着
を
戴
諭
す
る
こ
と
に
眼
臼
を
置
い
て
み
る
佛
敏
の
一

つ
の
流
れ
と
し
て
の
灘
宗
に
あ
っ
て
は
、
容
槻
的
存
在
に
働
き
か
け
る
意
味
の
實
躍
は
瞬
恋
陶
題
の
外
に
置
か
れ
た
。
客
擬
的
存
在
に
働

　
　
　
　
　
調
舞
の
灘
郷
撫
鳩
と
轍
猟
｛
肩
瀦
士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
＝
謡
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暫
畢
研
究
　
錦
二
翼
八
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
照

き
か
け
る
飛
め
に
は
熟
蕃
的
存
在
そ
れ
霞
身
に
呉
っ
て
み
る
と
こ
ろ
の
法
期
性
を
究
明
す
る
必
．
要
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
叉
こ
の
方
向

へ
編
ん
だ
の
が
自
然
科
斜
な
の
で
あ
っ
た
が
、
塩
瀬
の
…
進
路
は
こ
の
方
向
に
は
な
か
っ
た
。
笹
森
数
理
も
容
槻
的
な
偶
別
葡
存
在
を
問
題

と
し
、
諸
u
法
幽
貫
浦
…
を
論
蕊
ざ
｛
議
無
恥
…
碍
六
粗
圓
期
融
を
説
い
た
が
、
　
そ
れ
は
柵
旧
物
と
金
岩
山
、
　
競
物
と
姻
旧
物
と
の
論
一
埋
的
認
關
係
を
岨
説
い
な
に
渦
…
ぎ

な
い
竜
の
で
あ
り
、
從
っ
て
、
個
斑
的
存
在
を
個
別
的
存
在
一
般
と
し
て
取
扱
っ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
個
拠
的
存
在
を
し
て
個
別
的
存

在
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
、
客
槻
的
存
在
そ
の
も
の
に
県
っ
て
み
る
法
則
を
問
題
と
し
た
も
の
で
は
な
か
つ
允
。
そ
れ
と
い
ふ
の
も
、
畢

寛
す
る
に
、
群
言
的
存
在
に
働
き
か
け
ん
が
た
め
に
客
轟
轟
存
在
を
究
明
し
た
の
で
は
な
く
、
正
に
そ
の
反
謝
に
、
容
観
酌
存
在
か
ら
身

を
退
か
ん
が
元
め
に
客
概
的
存
在
を
究
明
し
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
允
。
佛
教
の
核
心
は
常
に
縁
超
門
に
な
く
て
還
馬
射
に
あ
っ
た
．
．
佛
敏

は
客
擬
的
存
在
に
翻
し
て
は
凱
照
的
態
度
を
採
る
も
の
で
あ
り
、
感
激
の
費
幾
は
專
ら
‡
　
観
的
存
在
が
麹
己
演
身
に
働
き
か
け
る
意
味
の

費
践
な
の
で
あ
っ
な
。
そ
し
て
こ
の
主
観
的
存
在
が
癬
已
虜
身
へ
働
き
か
け
る
と
こ
ろ
の
賢
賎
は
否
定
作
用
に
よ
っ
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
。

轟
宗
に
於
け
る
無
な
る
親
念
は
こ
の
否
定
作
薦
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
、
こ
の
否
定
作
用
に
食
ま
れ
て
み
る
無
は
、
客

槻
的
存
在
の
存
在
性
に
關
す
る
も
の
で
は
な
い
。
客
概
的
存
在
に
勤
す
る
心
立
を
裁
話
す
る
の
が
否
定
作
用
で
あ
り
、
こ
の
執
藩
を
澱
騎

さ
れ
た
客
観
的
載
量
が
容
疑
的
存
在
に
湿
し
て
無
と
雷
は
れ
る
の
で
あ
る
。
　
「
若
し
境
を
薦
み
せ
ん
と
歓
せ
ば
當
に
共
心
を
忘
す
べ
し
、

心
忘
ず
れ
ば
即
ち
境
は
室
な
り
、
境
璽
な
ら
ば
勘
ち
心
滅
す
、
若
し
心
を
忘
ぜ
す
し
て
但
境
の
み
を
除
か
む
と
せ
ば
、
境
は
除
く
べ
か
ら

牽
、
馨
、
紛
擾
善
。
整
萬
三
無
亦
壽
黙
り
、
復
禦
か
求
め
む
や
」
（
糠
遡
。
か
5
、
醒
立
華
ら
竺
謬

容
槻
的
存
在
が
無
と
犠
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
．
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
併
し
、
　
一
切
の
客
鞭
的
存
在
を
無
と
題
す
る
こ
と
は
主
観
●
的
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
繹
は
決
し
て
絶
甥
的
な
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禁
欲
主
義
で
は
な
か
っ
た
。
油
壷
的
存
在
を
無
と
槻
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
容
観
的
存
在
が
二
親
的
存
在
を
束
縛
す
る
限
り
に
於
い
て

な
の
で
あ
る
。
主
犠
的
存
在
を
束
縛
す
る
限
の
に
於
い
て
客
槻
的
存
在
が
無
と
槻
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
　
一
切
の
客

槻
的
存
在
を
無
と
犠
ず
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
。
灘
宗
に
於
い
て
は
、
客
観
的
存
在
の
有
無
は
理
論
の
立
場
に
於
い
て

語
ら
れ
て
み
る
の
で
は
な
く
、
常
に
實
践
の
立
場
に
於
い
て
語
ら
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
史
観
的
野
象
は
費
践
の
鋤
象
と
し
て
、
主
親
的

存
在
に
…
縦
し
て
先
づ
有
と
し
て
漁
耀
葎
す
・
葛
ρ
・
こ
の
有
が
圭
槻
的
存
在
を
束
縛
す
る
蒔
、
主
概
定
存
在
は
自
己
を
反
省
す
る
。
有
に
よ
っ
て

束
縛
さ
れ
る
圭
槻
的
存
在
は
叉
同
時
に
肖
已
を
反
省
す
る
と
こ
ろ
の
存
在
で
あ
る
。
反
省
は
圭
算
の
薗
主
…
性
に
遺
す
る
。
こ
の
自
圭
性
に

よ
っ
て
客
槻
的
存
在
は
次
に
無
と
親
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
即
ち
そ
れ
は
費
践
の
封
象
で
は
な
い
と
こ
ろ
の
斧
在
と
な
る
の
で
あ
る
。
だ

が
又
、
無
に
執
着
す
る
場
合
に
は
主
計
的
存
在
の
自
由
は
こ
の
無
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
る
。
部
ち
法
執
で
あ
る
。
か
く
て
こ
の
無
庵
亦
否

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
縫
法
事
に
無
と
擬
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
境
は
一
度
否
定
さ
れ
、
γ
あ
否
定
が
更
に
否

定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
肯
定
さ
れ
る
。
膚
は
無
を
経
て
轟
ぴ
有
に
戻
る
。
併
し
こ
の
度
の
有
は
、
始
め
の
有
ど
周
一
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
　
も

そ
れ
は
随
時
に
無
と
な
り
得
る
有
で
あ
る
。
そ
れ
は
室
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
察
が
叉
否
定
の
否
定
で
あ
る
限
夢
、

　
　
も
　
　
　
も

こ
の
否
定
帥
ち
無
こ
そ
が
騨
宗
の
中
心
的
な
親
念
で
む
る
。
論
理
的
に
は
否
定
の
蒼
定
を
更
に
否
定
す
る
こ
と
が
出
　
來
、
こ
の
否
定
は
無

限
に
継
げ
ら
れ
得
る
。
だ
が
そ
れ
は
同
じ
こ
と
の
繰
返
し
に
過
響
な
い
。
そ
れ
は
境
と
法
と
を
含
め
た
意
識
の
封
象
一
般
を
否
定
す
る
こ

と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
否
定
作
用
ぼ
否
定
作
用
と
し
て
意
識
の
謝
象
と
な
り
、
こ
の
意
識
の
蜀
象
が
暮
ぴ
否
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、
意
識
の
勤
象
一
般
の
背
後
に
は
常
に
意
識
す
る
主
髄
が
謝
る
。
理
論
的
に
は
意
識
の
封
象
一
般
を
意
識
す
る

圭
骸
、
實
践
的
に
は
意
識
の
勤
象
一
般
を
否
定
す
る
圭
驚
、
こ
の
主
　
盤
が
即
ち
心
で
あ
り
、
臨
濟
の
所
謂
「
一
無
位
の
貫
入
」
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
山
江
の
灘
蕪
渇
と
礁
糊
心
屑
弐
十
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



獲
　
　
　
　
醤
攣
蘇
究
笙
青
八
＋
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ハ

ー　
　
佛
で
あ
る
。
こ
の
圭
髄
に
封
し
た
時
萬
法
は
室
と
謂
は
れ
る
の
で
あ
る
・

　
　
　
か
く
て
細
註
脳
か
ら
｛
育
へ
ば
「
心
」
、
作
用
か
ら
曇
ロ
へ
ば
「
蟄
描
」
、
～
塊
精
聯
か
ら
紫
粥
へ
一
ほ
「
自
密
」
一
か
欄
牌
｛
示
の
申
心
霊
ツ
な
懸
脚
へ
芯
と
な
る
。
㎜
碑
の
〃
翼

　
　
髄
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
う
、
緯
宗
に
影
壁
な
表
現
形
態
で
あ
る
と
こ
ろ
の
公
案
、
語
録
は
侮
れ
も
こ
れ
ら
の
観
念
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て

　
　
み
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
古
巣
千
七
百
則
の
公
案
が
あ
る
と
雷
は
れ
て
居
り
、
．
そ
の
申
百
則
の
公
案
が
、
臨
濟
宗
に
於
い
て
宗
門
第
一
の
書
ど
認
め
ら
れ
て
み
る

　
　
「
碧
巌
録
し
の
申
に
牧
め
ら
れ
た
。
郡
の
翼
臆
を
表
現
す
る
語
句
に
敢
て
限
り
が
あ
る
わ
け
は
な
い
。
霞
ら
不
立
片
字
を
標
榜
す
る
灘
宗
が

　
　
活
字
の
垂
簾
に
ふ
け
っ
た
こ
と
は
大
斑
を
し
て
碧
詳
録
を
焼
却
す
る
に
至
ら
し
め
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
、
灘
宗
に
於
け
る
公
案
、
語
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
ひ

　
　
は
元
畜
理
論
で
は
な
く
、
從
っ
て
不
立
題
意
な
る
　
包
葉
の
中
に
雲
叢
　
さ
れ
て
み
る
尊
霊
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
何
れ
も
形
容
語
で
は
あ
つ

　
　
て
竜
説
明
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
若
し
そ
れ
ら
の
中
に
蓮
べ
ら
れ
て
る
る
需
句
が
論
調
語
と
し
て
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
灘
宗
は
奇
怪
な

　
　
融
秘
主
義
乃
至
は
汎
榊
論
に
憂
ぜ
し
め
ら
れ
る
他
は
な
い
。
灘
宗
は
榊
秘
圭
義
乃
至
汎
詮
議
で
は
な
い
。
そ
れ
は
鈎
象
的
存
在
の
存
在
性

　
　
に
關
し
て
は
些
か
も
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
灘
の
中
心
的
槻
念
が
無
で
あ
塔
限
り
、
郡
｛
示
の
公
案
、
語
録
は
何
れ
竜
こ
の
無
の
槻
念
を
以
て
貫
か
れ
て
み
る
。
　
「
門
門
蘭
」
第
一
則

　
　
「
趙
州
狗
子
」
に
封
ず
る
評
語
の
中
で
無
門
は
「
如
侮
な
る
か
是
れ
磁
師
叫
の
關
、
ロ
ハ
こ
の
一
箇
の
無
の
字
、
乃
ち
｛
照
門
の
一
關
な
の
」
と

　
　
述
べ
て
み
る
。
「
狗
子
に
還
っ
て
佛
性
あ
り
ゃ
ま
た
無
し
や
」
と
の
問
に
封
し
て
趙
州
は
「
無
」
と
答
へ
た
の
で
あ
る
。
「
狗
子
に
佛
性
無

　
　
し
」
と
は
鍬
蒙
的
存
在
と
し
て
の
調
子
の
存
在
性
に
溢
し
て
語
ら
れ
允
雷
葉
で
は
な
い
。
狗
予
に
佛
性
あ
ゆ
と
考
へ
る
考
へ
方
、
即
ち
佛

　
　
性
に
労
す
る
執
薔
が
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
封
象
的
存
在
一
般
を
否
定
す
る
灘
の
立
場
．
に
あ
っ
て
、
封
象
と
し
て
惜
…
定
さ
れ
た
佛
性
が
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否
定
さ
れ
る
の
は
無
益
の
こ
と
で
あ
る
。
佛
を
否
定
す
る
の
は
墾
象
一
毅
を
否
定
す
る
と
い
ふ
意
味
に
他
な
ら
な
い
。
「
佛
に
逢
ふ
て
は
佛

護
七
、
軽
逢
ふ
！
し
縫
を
殺
芝
の
で
あ
る
。
雲
門
舞
隠
る
か
・
湿
れ
箪
、
の
間
墨
し
げ
、
「
蓬
餐
、
、
答
へ
た
（
醗
前
第
二
則
）
。

佛
が
糞
滅
べ
ら
で
あ
る
わ
け
で
な
く
、
糞
拭
べ
ら
が
佛
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
「
乾
簾
鰍
し
の
語
に
よ
っ
て
佛
に
勢
す
る
執
藩
を
裁
断
し

た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
纐
若
し
佛
を
求
め
ば
則
ち
佛
魔
に
雛
せ
ら
れ
ん
。
彌
若
し
閥
を
求
め
ば
離
ち
鰻
魔
に
縛
せ
ら
れ
ん
。
備
若
し

求
む
る
こ
と
あ
れ
ば
黒
髪
な
夢
。
如
か
じ
無
事
な
ら
ん
に
は
、
」
と
臨
…
濟
は
語
っ
て
み
る
。
佛
は
…
昏
蒙
の
鯛
に
存
在
す
る
の
で
な
く
、
主
槻

の
鮒
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
併
し
、
佛
の
否
定
は
毒
び
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
佛
の
否
定
が
「
乾
廉
鰍
」
と
雷
ふ
言
葉
で
表
は
さ
れ
て
み
る
の
に
甥

し
て
、
佛
の
否
答
否
定
は
扉
三
斤
」
（
寺
前
欝
【
八
期
）
必
一
夏
纂
で
至
巧
髪
干
れ
る
。
甕
敢
て
鷹
は
讐
登
、
三
斤
は
敢

て
一
二
斤
に
限
ら
な
い
。
　
「
癖
三
斤
」
の
中
に
佛
の
否
定
の
否
定
の
氣
持
が
う
か
が
は
れ
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
佛
の
否
定
を
否
定

す
る
主
観
的
存
在
が
佛
な
の
で
あ
り
、
佛
を
「
麻
三
斤
し
と
観
す
る
主
業
的
存
在
が
佛
な
の
で
あ
る
。
こ
の
主
糊
的
存
在
が
心
と
㎝
冨
は
れ

る
も
の
な
の
で
あ
り
、
從
っ
て
麟
心
是
佛
な
の
で
あ
る
。

　
主
峯
鳳
雛
荘
は
境
に
繋
縛
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
存
在
で
あ
る
と
共
に
叉
境
を
否
定
し
得
る
存
在
で
あ
る
。
境
に
繋
縛
さ
れ
る
繭
か
ら
槻
ら

れ
掩
主
観
的
存
在
が
凡
夫
で
あ
り
、
境
を
否
定
す
る
臨
か
ら
槻
ら
れ
允
空
槻
的
存
在
が
佛
で
あ
る
。
霊
鳥
に
於
け
る
佛
性
は
、
主
凱
的
存

在
の
聖
主
性
以
外
の
何
者
で
愁
な
い
。
哨
、
赤
螺
醐
上
に
一
無
位
の
眞
人
あ
り
、
常
に
汝
等
諮
…
入
の
面
円
よ
の
出
　
慰
す
。
　
未
だ
誰
擦
せ
ざ
ら

ん
者
薯
・
寮
」
（
臨
濟
）
で
あ
る
。
そ
れ
が
渥
指
念
、
発
転
置
で
あ
る
。
そ
し
渠
だ
見
芒
愁
毒
薬
豪
凡
夫
で

あ
る
。
「
無
位
の
雪
占
潜
れ
什
籔
の
乾
廉
概
ぞ
」
、
と
い
ふ
言
葉
が
威
立
す
る
既
以
で
あ
る
。
「
臨
濟
の
喝
」
「
徳
山
の
捧
」
も
畢
党
す
る
に
、

　
　
　
　
　
騨
の
纏
造
と
鎌
倉
武
患
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
セ
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三
脚
筋
究
・
第
二
葺
八
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

此
の
圭
観
的
存
在
の
霞
主
性
の
表
褒
に
外
な
ら
な
い
。

　
否
定
の
否
定
の
立
場
か
ら
観
ら
れ
た
…
封
蝋
的
存
在
は
穴
瓢
で
あ
る
。
　
室
と
は
主
槻
的
存
在
と
費
践
的
に
無
關
係
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
封
事
的
存
在
は
そ
れ
肖
禮
と
し
て
は
主
槻
的
存
在
と
は
幽
く
無
轟
轟
な
の
で
あ
る
。
こ
の
存
在
を
肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
は
登
く

主
槻
的
存
在
の
随
意
な
の
で
あ
る
。
騨
に
於
い
て
は
書
誌
的
存
在
を
察
と
嘗
ふ
の
は
幽
門
的
立
場
に
於
い
て
書
ふ
の
で
あ
っ
て
、
理
論
的

立
場
に
於
い
て
言
ふ
の
で
は
な
い
。
山
仔
在
論
的
に
は
、
縄
｛
泳
に
於
い
て
は
、
覇
象
的
存
在
は
現
實
に
七
輪
へ
ら
れ
て
る
る
と
い
ふ
意
味
で
の

現
費
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
充
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
本
盤
が
何
で
あ
る
か
と
嘗
ふ
こ
と
は
灘
の
賢
践
に
麗
し
て
は
何
の
關

係
正
日
い
。
現
送
的
存
在
を
強
磁
的
存
在
と
し
て
そ
の
ま
ま
に
鑑
定
し
つ
つ
、
こ
の
現
説
的
存
在
の
繋
縛
を
脆
し
て
懲
由
な
境
地
に
達
す

る
の
が
輝
の
理
想
な
の
で
あ
る
。
「
備
…
貫
く
転
宿
に
主
と
作
れ
ば
立
命
皆
貫
な
り
。
境
來
れ
ど
も
隅
話
す
る
こ
と
を
聾
す
。
縦
ぴ
從
來
の

難
、
五
無
簡
の
薫
る
識
ら
麗
突
海
・
毫
」
（
綱
）
の
で
脅
、
・
の
鑑
が
佛
の
境
齢
ち
管
に
捜
ら
琶
。
佛
は
凡

夫
と
醐
じ
前
町
的
存
在
に
朝
冠
す
る
、
只
こ
の
斎
言
的
存
在
に
よ
っ
て
繋
縛
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
だ
け
で
あ
る
。
郎
ち
こ
の
境
地
に
至
っ
て

は
冒
庚
是
れ
管
」
（
碧
羅
簸
錦
塗
則
）
で
あ
り
、
畢
常
心
．
蓮
（
講
縢
第
）
で
あ
る
。
「
繧
精
悪
言
無
し
、
祇
・
疋
れ
講
舞
、
属

屡
尿
、
嚢
喫
販
困
し
蓋
締
款
す
」
（
鱗
）
の
で
嚢
。

　
か
く
て
韓
は
金
く
「
直
指
人
心
、
見
性
成
佛
」
で
あ
る
。
た
だ
見
性
と
は
主
槻
的
存
在
の
中
に
倉
主
盤
を
認
得
す
る
だ
け
の
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
は
な
く
、
完
翌
に
こ
の
輿
主
婦
を
験
熱
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
り
、
從
っ
て
凡
夫
心
を
棄
て
託
る
こ
と
で
あ
る
。
緯
は
完
発
に

計
量
で
あ
2
、
、
聡
論
で
は
な
い
。
千
七
百
則
の
公
案
と
い
ぴ
、
無
数
の
熱
源
達
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
語
録
と
い
ひ
、
ユ
、
れ
ら
は
何
れ
も

上
記
の
意
味
に
於
け
る
「
心
」
「
無
」
な
る
観
念
に
濁
す
る
形
容
語
に
他
な
ら
な
い
。
　
吾
汝
は
そ
れ
ら
の
公
案
、
　
語
録
を
登
て
こ
れ
ら
の
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思
念
に
分
析
す
る
こ
と
が
出
置
る
で
あ
ら
う
。
師
ち
一
則
徹
れ
ば
萬
則
徹
る
の
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
ら
の
公
案
、
語
録
を
こ
れ
ら
の
槻

念
に
分
析
す
る
こ
と
が
騨
の
本
義
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
雷
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
み
る
と
こ
ろ
の
悟
り
の
境
地
に
達
す
る
こ
と
に
そ

の
考
慮
の
趣
旨
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
決
し
て
耀
く
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
境
地
に
達
す
る
に
は
絶
大
な
努
力

を
必
要
と
す
る
。
轟
警
笑
撃
蚕
嘉
饒
差
黒
鍵
膏
慧
ら
塾
」
、
背
面
欝
擁
」
と
答
へ
た
（
碧
巖
蝋
第
三
鮒
）
。
無
断

佛
」
「
月
面
佛
」
は
共
に
佛
の
名
で
あ
る
。
　
だ
が
こ
れ
ら
の
佛
の
名
に
殊
吏
な
意
昧
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
こ
の
嘗
葉
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
て
み
る
も
の
は
死
生
を
趨
脆
し
た
馬
祖
の
偉
大
な
境
地
で
あ
る
。
そ
し
て
灘
欝
は
霞
ら
こ
の
境
地
に
到
達
す
べ
く
絶
大
な
努
力
を
績

け
な
け
れ
ば
な
昏
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
聖
書
的
並
に
肉
雛
的
な
修
行
で
あ
り
、
こ
の
修
行
の
有
力
な
手
段
と
し
て
採
用
さ
れ
た

の
が
座
灘
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
に
武
家
の
聞
に
僑
仰
を
か
ち
え
允
と
ζ
ろ
の
輝
宗
の
構
造
は
正
に
以
上
の
檬
な
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。

　
か
く
て
、
灘
宗
は
佛
毅
の
中
に
生
れ
丸
も
の
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
健
勝
的
な
翌
翌
を
保
恕
し
て
ゐ
π
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
最

早
や
そ
の
本
質
に
於
い
て
は
宗
漱
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
ふ
の
は
、
そ
れ
は
僑
仰
の
立
場
に
立
っ
て
は
み
な
か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
信
仰
に
あ
っ
て
は
、
僧
聾
す
る
主
概
と
信
仰
さ
れ
る
容
槻
と
は
絶
…
封
的
に
差
別
さ
れ
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
の

無
力
さ
を
爵
謝
し
た
圭
槻
が
、
有
限
な
る
臨
己
に
封
し
て
無
限
な
る
客
槻
を
措
定
し
、
こ
の
超
越
に
麟
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
が
救

は
れ
る
と
考
へ
る
と
こ
ろ
に
宗
敏
が
成
立
す
る
。
縄
宗
に
は
か
か
る
意
昧
に
於
け
る
客
親
は
存
在
し
な
か
つ
允
。
露
已
が
部
ち
絶
聾
者
た

の
で
あ
る
。
　
「
、
慰
撫
し
佛
は
登
れ
聡
慧
な
り
と
道
は
ば
、
什
贋
に
縁
っ
て
か
八
十
年
後
、
掬
戸
羅
礎
盤
林
樹
の
闘
に
向
っ
て
側
臥
し
て
死

し
去
る
。
佛
今
織
く
に
か
あ
る
。
盟
に
知
叢
、
我
が
生
死
・
饗
・
ざ
を
と
を
、
」
と
臨
濟
は
語
っ
て
み
ゑ
鱗
済
）
。
禦
管
っ

て
は
佛
は
決
し
て
信
仰
の
封
象
と
な
る
と
こ
ろ
の
縄
聖
者
で
は
な
か
つ
允
。
そ
れ
は
從
來
鎌
倉
武
士
に
よ
っ
て
受
入
れ
ら
れ
て
み
た
天

　
　
　
　
　
灘
の
糠
櫨
と
鎌
癬
武
士
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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暫
畢
研
究
　
第
二
百
八
十
七
雛

台
、
翼
為
事
浮
土
の
諸
宗
と
同
じ
意
昧
に
於
け
る
｛
承
教
で
は
な
か
っ
た
。

騨
宗
を
、
鎌
倉
武
士
は
宗
敏
と
し
て
受
入
れ
允
④
で
あ
る
σ

そ

し

て

本
質
的
に

は
既
に

宗
敏
で
は
な

か
つ、

た
と

こ

ろ

の
こ

の

。

二

＼

　
正
治
二
年
に
榮
齎
が
幕
府
の
急
斜
を
得
て
鎌
倉
に
灘
幅
寺
を
創
め
、
建
仁
二
年
に
京
都
に
建
仁
寺
を
創
め
た
の
は
、
幕
府
が
榔
宗
を
灘

’
宗
と
し
て
受
入
れ
た
に
よ
る
竜
の
で
は
な
く
、
「
持
律
第
一
」
の
密
敏
僧
「
葉
上
坊
し
に
幕
府
が
露
焦
し
た
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
榮
西
の

後
を
襲
っ
て
轟
当
寺
に
住
し
た
行
勇
も
專
ら
密
激
僧
と
し
て
遇
せ
ら
れ
て
み
る
。
執
樫
北
條
義
時
は
臨
絡
に
駆
り
「
相
撃
被
シ
曝
二
彌
陀
賓

謹
言
・
難
之
期
・
煮
繭
・
緩
」
藻
で
あ
っ
空
簸
平
角
嫉
）
。
壽
は
奢
薩
罎
陽
誉
響
、
佛
敷
に
あ
っ
て
輩
・

栂
尾
の
明
恵
上
人
に
鶴
議
し
て
み
た
。
明
惑
上
人
は
華
嚴
筆
癖
の
樺
威
で
あ
る
と
共
に
、
　
「
な
つ
な
」
の
湿
熱
汁
に
殊
更
ほ
こ
り
を
入
れ

て
飲
み
、
松
茸
を
好
む
と
習
は
れ
る
こ
と
を
恥
ぢ
て
途
に
松
茸
を
絶
つ
允
と
い
ふ
人
柊
…
の
斯
有
者
で
あ
る
。
そ
の
棊
時
に
敏
示
し
お
の
亀

専
ら
「
欲
心
を
失
ふ
」
こ
と
で
あ
っ
允
。
這
元
は
費
治
元
年
時
顧
の
懇
暁
砲
に
よ
っ
て
鎌
倉
に
下
つ
允
が
幾
く
も
な
く
し
て
越
前
に
鎌
り
、

そ
の
後
幕
府
と
は
瞳
接
的
な
交
渉
は
持
た
な
か
っ
た
。
鎌
倉
武
士
の
灘
宗
へ
の
臨
蹄
依
は
費
治
二
年
時
頼
が
痴
漢
道
隆
を
招
い
て
常
樂
寺
を

主
宰
せ
し
め
疫
に
登
る
。
こ
こ
に
始
め
て
純
然
慮
る
宋
風
の
灘
林
が
鎌
倉
に
創
り
出
さ
れ
允
の
で
あ
る
。
建
長
元
年
に
は
建
長
寺
が
造
醤

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
併
し
、
鎌
倉
武
士
は
唖
兀
庵
点
寧
の
唐
朝
に
よ
っ
て
始
め
て
灘
宗
の
本
質
的
な
も
の
に
接
…
隅
し
た
と
い
ふ
こ

と
が
出
居
よ
う
。
正
嘉
二
年
・
立
山
の
悟
杢
敬
念
が
時
言
の
内
力
を
試
さ
う
と
し
て
鎌
倉
に
下
り
、
　
「
大
守
如
何
會
二
建
長
縄
一
」
と
問
う
た

の
毒
し
て
、
藁
薦
不
・
離
奮
所
・
常
蝶
」
・
答
へ
距
（
策
巌
安
輝
締
行
實
）
。
荷
不
・
難
撫
竺
・
の
書
籍
つ
言
言
馨
へ
る
こ
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と
が
磁
來
な
か
つ
允
が
、
兎
に
角
親
し
く
参
愛
し
て
騨
の
形
式
は
心
得
て
ゐ
拠
わ
け
で
あ
る
。
　
「
不
離
當
所
常
湛
然
」
と
い
ふ
の
は
永
嘉

の
「
誰
道
歌
」
中
の
丈
伺
で
あ
る
。
時
頼
は
こ
の
文
伺
を
敏
へ
ら
れ
て
る
た
が
未
だ
そ
れ
を
使
ふ
こ
と
は
出
　
切
な
か
っ
た
。
兀
庵
が
建
長

寺
へ
入
つ
喪
の
は
弘
長
元
年
で
あ
る
。
そ
の
時
頼
と
の
粗
見
の
時
の
檬
予
は
「
兀
庵
和
偉
語
録
し
に
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
み
る
。

　
　
掌
國
最
明
寺
殿
香
を
襖
に
し
て
先
づ
來
っ
て
参
駕
す
、
力
め
て
端
座
を
鋤
め
て
燵
揮
を
受
け
し
め
了
っ
て
復
讐
進
聾
し
て
覆
し
て
衰

　
く
、
「
弟
子
大
谷
に
在
っ
て
曾
て
和
爾
を
禮
拝
す
、
今
は
多
幸
に
し
て
再
び
慈
顔
を
離
す
、
」
師
即
ち
拳
を
提
起
し
て
云
く
、
「
限
れ
年

　
老
ゆ
と
難
も
拳
頭
硬
き
こ
と
あ
り
、
し
復
た
進
下
し
て
轟
く
、
「
弟
子
爾
年
の
前
、
曾
て
夢
に
和
樹
の
頂
相
を
見
る
、
参
灘
を
敏
訓
せ
ら

　
る
、
怪
め
て
後
親
し
く
絡
い
て
供
養
す
、
此
に
慈
母
を
拝
す
る
を
獲
、
夢
に
見
る
と
一
岡
、
喜
挽
の
至
り
な
り
、
し
師
云
く
、
「
且
く
夢

　
を
導
く
莫
れ
、
」
学
問
ふ
、
「
和
禽
，
漆
工
多
少
ぞ
、
し
師
云
く
、
「
穴
十
三
、
」
云
く
、
「
弟
子
這
箇
の
年
を
問
は
す
、
」
尊
卑
て
拳
を
竪
て

　
て
云
く
、
「
是
れ
這
簡
の
年
な
る
こ
と
莫
し
・
襲
、
し
擬
議
し
て
論
無
し
、
師
便
ち
塑
く
こ
と
三
拳
、
析
然
領
話
し
て
暑
く
、
「
学
術
の
敏

打
菱
っ
て
響
無
叢
り
、
し
曇
凶
暴
頭
の
婁
隼
こ
髪
響
れ
、
」
（
原
漢
文
）
。

　
兀
灘
は
捨
鞭
の
世
俗
的
乃
至
似
而
非
領
野
的
な
態
度
に
饗
し
て
些
も
容
赦
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
つ
旋
。
こ
の
峻
烈
な
態
度
が
や
が
て
は

時
頼
を
し
て
大
悟
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
弘
長
二
年
十
月
十
六
日
時
頼
は
途
に
兀
庵
の
印
可
を
耳
掻
。
翌
三
年
十
一
月

廿
日
、
彼
は
「
…
業
鏡
高
懸
、
三
十
七
年
、
　
一
撃
打
弊
、
大
遭
坦
然
し
の
一
偶
を
残
し
て
從
容
と
坐
業
し
允
。

　
だ
が
併
し
、
北
條
時
頼
は
鎌
倉
武
士
中
の
特
異
な
存
筏
な
の
で
あ
っ
た
。
從
っ
て
彼
の
一
綱
を
以
て
鎌
倉
武
士
一
般
を
推
す
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
彼
等
は
縄
を
そ
の
他
の
佛
敏
と
同
じ
く
「
儒
仰
」
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
時
鳥
を
除
く
諸
簸
の
大
名
は
「
蠕
敬
有
り
と
錐
竜

釜
の
人
有
る
・
と
警
な
の
で
あ
っ
た
（
京
巖
安
灘
師
行
貧
）
。
・
。
れ
黛
二
男
庵
緯
勢
覆
暫
を
泥
璽
．
灘
覧
る
可
薯
無

　
　
　
　
　
灘
脚
の
驚
群
撫
渇
と
纒
騨
A
職
武
土
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一二
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蟹
畢
研
究
　
簾
灘
欝
八
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

と
（
胴
）
・
轡
、
ユ
、
ρ
版
奮
聾
し
毒
れ
る
が
如
く
霰
華
車
允
の
で
あ
・
。

　
更
に
吾
汝
は
勝
頼
そ
の
入
の
灘
に
於
い
て
も
宗
教
的
な
も
の
を
感
ず
る
。
隣
頼
の
慧
偶
は
阿
育
王
山
笑
人
影
湛
の
偶
の
承
伺
、
七
＋
工
年

を
三
十
七
年
忌
…
鍵
へ
た
も
の
で
あ
る
が
、
灘
の
本
質
が
文
字
の
申
に
は
存
し
な
い
と
す
れ
ば
ふ
そ
れ
は
一
般
に
鎌
愈
武
士
が
文
學
案
配
養

に
乏
し
か
つ
允
と
い
ふ
こ
と
を
示
す
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
強
ち
に
誉
む
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
だ
が
併
し
、
近
親
の
脚
達

を
斥
け
て
衣
袈
裟
を
着
け
縄
床
に
上
σ
て
坐
灘
し
つ
つ
死
ん
だ
隠
頼
の
篭
絡
に
、
江
南
は
「
大
道
坦
然
」
と
い
ふ
量
的
な
も
の
よ
り
も
、

寧
ろ
著
し
く
宗
敷
的
紅
霞
的
な
も
の
を
感
ず
る
。
時
糧
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
武
士
が
縄
を
そ
の
生
活
の
中
に
採
り
入
れ
た
の
で
は
な

く
、
寧
ろ
、
武
士
が
宗
敢
生
活
の
中
に
は
い
り
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
弘
長
元
年
九
月
三
好
時
頼
が
「
顯
密
之
碩
通
し
辮
法
印
急
撃
の
病
床

を
訪
れ
、
「
及
・
鐙
・
欲
・
令
・
籍
乏
刻
、
豊
穰
・
饗
、
厳
初
蕪
籏
返
藷
毬
（
著
妻
鏡
）
孕
ん
で
ゐ
を
・
こ
肇
に
よ
っ

て
署
汝
は
時
糧
の
宗
敏
的
な
性
向
を
窺
ふ
こ
と
が
出
來
る
。

　
鎌
倉
武
士
と
し
て
時
頼
に
次
い
で
榔
糸
と
最
も
深
い
交
渉
を
持
つ
だ
蛤
の
は
時
宗
で
あ
る
。
時
宗
は
大
休
正
念
の
下
に
學
ん
だ
が
、
更

に
弘
安
二
年
天
童
山
の
雷
座
無
學
胆
元
を
招
き
、
次
い
で
そ
の
憎
め
に
暇
墨
寺
を
創
設
し
允
。
時
宗
に
は
時
世
の
様
な
宗
敏
的
惜
熱
は
見

ら
れ
な
い
が
、
　
叉
そ
れ
だ
け
に
灘
的
な
も
の
が
彼
の
口
常
生
活
の
中
に
採
夢
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
允
。
禮
元
は
彼
を
評
し
て
「
不
レ

鼻
有
・
慧
之
負
蔦
蔓
・
有
・
鈴
誇
簿
漿
こ
・
導
て
陰
（
佛
光
揮
内
語
銘
）
。
発
の
難
の
仕
方
も
亦
響
暴
無
に
於
い
て
活

用
せ
し
め
よ
う
と
す
る
に
あ
っ
癒
。
彼
は
殊
更
に
時
宗
を
し
て
公
案
を
放
下
せ
し
め
、
「
於
二
三
二
選
夜
風
前
月
下
↓
昏
睡
將
レ
熱
時
、
或

睡
將
レ
発
時
、
或
在
論
夢
中
柵
菓
去
西
膝
部
、
或
夢
野
レ
無
明
帯
説
交
接
時
、
或
男
児
二
勝
妙
境
界
臨
時
、
」
「
薫
れ
甚
野
物
の
悠
贋
に
攣
現
す
る

や
」
茜
ら
考
へ
・
婁
う
と
し
寒
瀾
）
。
百
萬
が
朗
元
房
肇
の
毒
競
買
・
兀
の
聖
書
て
灼
憂
し
め
薩
、
「
智
今
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臼
灸
治
す
る
に
慮
れ
法
身
に
混
せ
ん
と
す
る
耶
、
濡
れ
色
身
に
混
せ
ん
と
す
る
耶
、
若
し
色
身
に
灸
す
と
謂
は
ば
色
身
は
法
身
を
離
れ
ず
、

蓉
法
身
蔑
す
と
謂
は
ば
法
身
元
來
病
無
し
」
（
嚇
司
）
商
・
唐
る
が
、
・
の
問
ひ
に
よ
っ
て
、
葉
の
懸
繁
華
内
薦
雛

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
外
都
か
ら
興
へ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
時
宗
は
武
士
の
立
場
の
申
へ
縄
的
な

も
の
を
採
り
入
れ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
始
め
て
鎌
倉
武
士
の
精
紳
生
活
へ
の
縄
の
積
極
的
な
働
き
か
け
が
見
ら
れ
る

様
に
思
は
れ
る
。

　
曄
は
時
宗
に
あ
っ
て
は
こ
の
様
な
形
態
に
於
い
て
受
入
れ
ら
れ
禿
の
で
あ
る
が
、
併
し
こ
の
時
宗
も
亦
鎌
倉
武
士
中
の
特
異
な
存
在
な

の
で
あ
っ
物
。
そ
の
他
の
鎌
倉
武
士
が
野
駆
程
の
意
識
を
以
て
灘
に
上
し
た
か
、
叉
彼
等
が
時
宗
程
に
懇
切
な
提
糊
を
雪
渓
か
ら
受
け
得

だ
か
に
就
い
て
は
疑
聞
な
き
を
得
な
い
。
蔵
元
か
ら
法
譜
を
授
つ
た
武
士
は
如
何
に
も
十
数
名
に
及
ん
で
み
る
。
併
し
そ
の
大
部
分
が
、

「
今
研
巴
事
未
だ
明
か
な
ら
ざ
る
を
將
て
老
漢
を
豪
い
て
法
語
を
求
む
、
老
俗
筆
を
枯
起
す
、
　
守
圏
然
罵
り
、
　
吾
笑
っ
て
之
に
譜
っ
て
口

く
、
此
れ
は
是
、
三
文
に
羅
な
・
、
嶺
享
、
太
守
に
霧
す
、
等
し
浸
難
究
せ
・
」
（
同
前
示
纏
後
孫
，
二
軸
）
・
い
ふ
類
の
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
一
般
の
武
士
は
極
め
て
外
面
的
に
し
か
灘
に
慣
れ
て
み
な
か
つ
疫
と
結
論
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。
而
も
段
蓮
の

「
建
長
寺
道
隆
に
興
ふ
る
書
」
に
依
れ
ば
、
當
時
の
「
鍮
倉
申
の
上
下
萬
人
道
隆
聖
人
を
ば
佛
の
如
く
之
を
仰
」
い
で
る
た
の
で
あ
る
。

畢
寛
す
る
に
一
般
の
鎌
倉
武
士
に
と
っ
て
は
、
騨
宗
は
そ
の
他
の
黙
思
と
同
じ
く
「
宗
敏
」
だ
っ
允
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
弘
安
七
年
時

宗
の
死
に
遇
っ
て
頼
み
と
す
る
唯
一
の
俗
弟
子
を
央
ひ
、
簸
元
は
嵐
ら
を
悼
む
の
詩
を
賦
し
て
圏
灘
寺
を
退
か
ん
こ
と
を
決
意
し
た
。
翌

弘
安
八
年
彼
韓
土
の
請
ぴ
に
よ
つ
議
嘉
し
て
雨
を
瓶
っ
て
み
る
。
講
後
紐
、
肇
三
日
蓮
注
」
（
綱
）
と
あ
る
が
、
薯
降
る

降
ら
ぬ
は
本
臓
器
宗
と
侮
の
關
係
亀
な
か
つ
允
筈
で
あ
る
。
組
元
は
幕
府
か
ら
天
台
、
翼
雷
の
僧
侶
と
同
じ
く
所
濤
欝
と
し
て
遇
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
灘
騨
の
燃
岬
拙
隅
と
鎌
轟
脳
漁
咽
士
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哲
蟻
研
究
　
魏
二
百
八
十
七
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
撮

る
こ
と
と
な
つ
允
の
で
あ
る
。
だ
が
併
し
、
こ
の
傾
向
は
賢
は
既
に
時
宗
そ
の
入
の
と
こ
ろ
に
於
い
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
充
。
時
宗
は

「
弘
安
四
年
置
虜
兵
百
萬
博
多
に
在
る
」
時
も
、
毎
月
薩
元
に
請
う
て
諸
櫓
と
下
語
せ
し
め
、
法
喜
灘
挽
を
以
て
葭
ら
樂
ん
だ
の
で
あ
る

が
、
併
し
又
そ
の
一
方
に
於
い
て
、
榔
家
に
請
う
て
「
天
下
の
御
勝
り
の
允
め
に
臼
中
に
槻
音
経
を
よ
ま
」
し
め
て
み
る
「
の
で
あ
る
か
ら

（夢
¥
問
）
。

　
鎌
倉
時
代
の
画
工
宗
は
、
書
意
、
時
宗
の
時
代
を
金
盛
期
と
し
て
そ
の
後
は
守
勢
期
に
入
っ
て
み
る
。
そ
し
て
、
時
頼
、
時
宗
の
時
代
に

於
い
て
さ
へ
郡
宗
が
そ
の
他
の
佛
敏
と
陶
じ
く
「
宗
敏
し
と
し
て
受
入
れ
ら
れ
て
み
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
武
士
の
精
榊
生
活
に
輿
へ
た
影

響
な
る
も
の
も
、
そ
れ
程
積
極
的
な
竜
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
允
だ
、
意
志
的
な
も
の
を
重
ん
ず
る
武
士
の
生
活
が
灘
侮

の
意
志
的
生
活
と
相
鰯
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
武
士
は
個
λ
の
灘
．
櫓
の
入
格
…
の
中
に
自
分
等
の
採
っ
て
模
範
と
す
べ
ぎ
も
の
を

見
出
し
た
で
あ
ら
う
が
、
灘
俗
の
意
志
的
な
も
の
は
圭
槻
を
さ
へ
も
謝
象
化
し
て
勤
象
一
般
の
束
縛
を
記
す
る
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
り
、

從
っ
て
全
面
的
で
あ
っ
π
の
に
封
し
て
、
鎌
倉
武
士
の
意
志
的
な
も
の
は
豊
漁
闘
の
情
誼
、
近
親
者
に
封
ず
る
愛
、
名
立
心
な
ど
の
様
な

感
盤
…
的
な
“
も
の
の
上
に
塞
強
付
け
ら
れ
て
居
夢
、
…
從
っ
て
一
面
的
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
み
た
。
こ
の
感
情
的
な
も
の
が
純
化
さ
れ

て
行
動
に
表
れ
る
と
き
所
謂
武
士
の
美
談
な
る
・
も
の
が
出
　
解
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
感
情
酌
な
も
の
を
除
い
て
は
鎌
倉
武
士
の
精
…
紳
生
活

は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
併
し
、
却
っ
て
叉
そ
の
故
に
、
武
士
が
そ
の
精
勅
生
活
の
中
へ
灘
を
採
り
入
れ
る
こ
と
の
可
能
性

が
存
在
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
。
韓
は
そ
の
他
の
佛
敏
と
異
っ
て
、
封
蒙
的
存
在
　
般
を
箪
に
否
定
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
灘

の
本
質
は
寧
ろ
否
定
の
否
定
に
あ
っ
か
。
欲
心
を
離
れ
る
こ
と
は
周
じ
く
そ
の
他
の
佛
数
の
圭
劃
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
歓
心
を

離
れ
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
佛
敷
に
あ
っ
て
は
、
武
士
は
武
士
の
生
活
を
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
解
答
、
武
士
生
活
を
棄
て
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て
佛
門
に
入
っ
た
武
士
の
例
は
甚
だ
多
い
。
從
っ
て
こ
れ
ら
の
慧
敏
の
場
含
に
あ
っ
て
は
、
武
士
の
精
榊
生
活
に
封
ず
る
影
響
は
、
武
士

が
そ
れ
ら
を
着
膨
の
生
活
の
中
に
探
り
入
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
武
士
が
自
分
の
生
活
を
棄
て
て
そ
れ
ら
の
中
に
入
る
こ
と
に

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
積
極
的
な
も
の
で
あ
る
よ
り
も
寧
ろ
否
定
．
的
な
・
も
の
で
あ
る
。
縄
の
…
場
合
は
こ
れ
と
異
っ
て
み
る
。
そ
れ
は
現
費
的

存
在
を
現
實
的
存
在
と
し
て
肯
定
す
る
。
そ
れ
は
現
實
的
存
在
の
中
に
あ
っ
て
こ
れ
ら
の
現
賢
的
存
在
を
超
蔵
す
る
こ
と
を
敏
へ
る
。
從

っ
て
そ
れ
は
出
灘
闇
的
な
も
の
で
あ
る
よ
り
は
寧
ろ
世
開
的
な
も
の
で
あ
る
。
騨
は
武
士
に
武
士
の
生
活
を
葉
て
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し

は
し
な
い
。
武
士
は
武
士
の
立
場
に
あ
っ
て
縄
的
な
も
の
を
受
入
れ
る
こ
と
が
臓
解
る
の
で
あ
る
。
武
士
の
生
活
と
騨
の
生
活
と
の
差
異

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
立
場
の
廣
狭
に
係
っ
て
み
る
も
の
で
あ
っ
て
、
質
的
な
矛
盾
に
關
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
從
っ
て
、
武
士
は
灘
的
な
も
の
を
積
極

的
に
そ
の
世
説
生
活
の
中
に
採
入
れ
る
こ
と
が
出
雲
た
わ
け
で
あ
惹
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
畢
捜
す
る
に
、
縄
が
本
甲
宗
敏
で
は
な
か

っ
た
か
ら
に
依
る
も
の
で
あ
る
。

　
だ
が
併
し
、
費
際
に
於
、
い
て
は
、
心
耳
武
士
に
と
っ
て
は
灘
は
宗
…
敏
な
の
で
あ
っ
た
。
騨
は
既
に
一
定
の
宗
敏
的
儀
式
を
具
へ
て
る

た
。
渚
他
の
悟
り
の
程
渡
を
試
み
る
べ
き
手
段
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
問
答
さ
へ
一
定
の
型
を
得
て
儀
式
の
中
に
嵌
め
こ
ま
れ
て
ゐ
π
。
不

安
朝
の
公
家
の
宗
敏
た
美
台
・
眞
　
・
呂
魅
力
は
そ
の
榊
湿
熱
禦
る
謂
ぼ
藝
衛
的
な
儀
式
の
中
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
・
鎌
倉
時
代

の
武
家
の
宗
教
た
る
騨
宗
の
魅
力
は
そ
の
簡
素
に
し
て
姫
里
な
儀
式
の
中
に
あ
っ
た
。
傭
素
に
し
て
綾
嚴
と
い
ふ
黙
に
於
い
て
そ
れ
は
武

家
の
意
識
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
併
し
そ
れ
が
宗
敏
的
聯
秘
的
な
も
の
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
旋
こ
と
に
縫
銑
は
な
い
。
武
士
が
そ

の
精
聯
生
活
の
中
に
縄
を
と
り
入
れ
距
の
は
、
導
燈
時
代
を
経
て
徳
川
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
に
な
っ
て
始
め
て

武
士
は
欄
榔
の
中
に
宗
激
的
な
も
の
と
は
別
な
本
質
的
な
・
も
の
を
一
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
（
完
）
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