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植

田

寿

蔵

　
　
　
宗
峰
妙
超
、
即
ち
大
婚
国
師
は
、
大
徳
寺
の
開
山
で
あ
る
。
若
く
京
都
の
万
寿
寺
か
ら
、
鎌
倉
の
建
長
寺
へ
か
け
て
、
南
浦
紹
明
、
即

　
　
ち
響
応
国
師
の
指
導
を
仰
ぎ
、
刻
苦
精
励
の
年
月
を
重
ね
た
が
、
延
慶
元
年
妙
超
二
十
五
歳
の
煎
る
日
、
机
の
上
へ
落
ち
た
鍵
の
音
を
聴

　
　
い
て
大
悟
し
た
。
（
源
豊
宗
氏
「
大
徳
専
」
朝
日
新
聞
社
、
四
…
五
頁
。
伊
東
卓
治
氏
、
大
門
国
師
「
投
機
偶
」
解
説
、
国
立
博
物
館
墨
跡
資
料
集
、
一
）

　
　
妙
超
が
南
浦
へ
書
を
捧
げ
、

　
　
　
　
雲
門
云
関
也
幾
乎
岡
路
一
回
腰
髄
雲
関
了
南
北
東
西
活
路
通
隠
処
朝
事
無
賓
主
脚
頭
総
藻
起
清
風
。
透
過
雲
関
無
要
路
青
天

　
　
　
白
日
是
家
山
機
輪
通
変
難
人
到
金
色
頭
陀
供
手
還

　
　
　
　
妙
超
胸
懐
如
是
　
若
不
等
負
師
葱
　
業
事
賜
一
言
　
近
筆
墨
故
都
　
莫
惜
尊
意
以
為
大
幸
耳
　
妙
超
九
拝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
か

　
　
と
述
べ
た
。
　
（
雲
門
云
く
関
也
。
同
路
に
給
し
。
一
回
に
詩
序
を
透
得
し
了
る
。
南
北
東
西
活
路
通
ず
。
タ
横
撃
遊
君
主
無
く
、
脚
頭
脚

　
　
底
に
清
風
を
起
こ
す
。
業
平
を
透
過
す
れ
ば
旧
藩
無
し
、
青
天
白
話
得
れ
家
山
。
機
素
通
変
人
の
到
り
難
く
、
金
色
の
頭
陀
撲
諾
し
て
還

　
　
る
。
妙
超
の
胸
懐
是
の
如
し
。
若
し
節
の
意
に
孤
負
せ
ざ
れ
ば
、
伏
し
て
望
む
ら
く
は
一
言
を
賜
わ
ら
ん
こ
と
を
。
近
く
故
都
に
帰
ら
ん

　
　
と
擬
す
。
尊
意
を
惜
し
む
こ
と
莫
く
ば
以
っ
て
大
幸
と
為
す
耳
）

838　
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そ
の
紙
の
左
の
余
白
に
、
南
浦
が

鰹
明
投
暗
婁
呆
駕
吾
宗
到
禰
大
毒
只
是
二
＋
年
長
養
鯉
入
知
此
証
果
為
妙
超
軍
人
書
巨
善
南
繕
明
椛

と
印
可
の
証
を
書
き
与
え
た
。
　
（
汝
既
に
明
投
暗
合
す
。
吾
は
汝
に
如
か
ず
。
吾
が
宗
汝
に
劉
り
て
大
い
に
立
ち
去
ら
ん
。
只
だ
是
れ
二

十
年
長
養
し
て
、
人
を
し
て
此
の
証
明
を
知
ら
し
め
よ
。
妙
超
禅
人
の
為
め
に
書
す
。
一
伊
東
灘
、
前
出
に
依
る
）

　
こ
の
書
が
「
投
機
偶
」
と
呼
ば
れ
て
大
徳
寺
に
蔵
せ
ら
れ
る
。
こ
の
潮
汐
の
書
が
強
く
私
の
関
心
を
呼
ぶ
。
濃
い
墨
に
ひ
た
し
た
筆
が

し
っ
か
り
紙
を
抑
え
、
太
い
字
劃
の
折
れ
る
角
に
丸
み
を
も
た
す
、
柔
か
い
、
し
か
し
カ
に
み
ち
た
堂
々
た
る
書
風
を
も
っ
て
い
る
。
私

は
こ
れ
に
一
瞬
「
御
家
流
」
の
書
風
を
思
わ
ず
も
の
を
晃
た
が
、
も
ち
ろ
ん
尊
円
親
王
に
創
め
ら
れ
た
御
家
流
は
、
当
時
は
ま
だ
無
か
っ

た
。
こ
こ
に
は
小
野
道
風
の
書
風
が
、
藤
原
行
成
の
「
世
尊
寺
流
」
を
媒
介
し
て
か
、
も
し
く
は
直
接
に
、
深
く
学
ば
れ
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。

　
南
浦
の
書
風
も
個
性
の
明
ら
か
な
、
一
家
の
風
格
を
具
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
宋
の
虚
堂
智
愚
の
書
風
が
加
わ
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
っ
た
と
し
て
も
別
に
驚
く
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
南
浦
は
宋
に
入
り
、
親
し
く
虚
妄
の
指
導
を
受

け
て
、
そ
の
法
を
わ
が
国
に
伝
え
た
入
で
あ
る
。
師
の
書
を
学
ぶ
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
驚
く
べ
き
は
、
妙
超
が
そ
の
師
南
浦
を

深
く
崇
敬
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
特
に
そ
の
書
風
を
学
ぼ
う
と
し
た
形
跡
が
見
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
遠
い
昔
の
、
禅
と
は
お
そ
ら
く
関
係

の
な
い
道
風
の
書
風
に
深
い
心
を
引
か
れ
た
よ
う
に
晃
え
る
の
で
あ
る
。

　
大
毒
国
師
の
書
風
は
そ
の
後
大
き
く
変
わ
る
。
僑
濃
の
人
慧
玄
が
、
鎌
倉
の
建
長
寺
に
修
業
中
、
大
燈
の
宗
風
が
厳
し
く
て
、
近
寄
る

者
が
少
い
と
聞
き
、
京
都
へ
上
っ
て
そ
の
会
下
に
入
る
。
嘉
暦
三
年
、
慧
玄
五
十
三
歳
、
大
典
四
十
八
歳
の
仲
春
、
慧
玄
は
遂
に
雲
門
の

関
字
を
透
過
し
た
。
大
野
が
彼
に
「
関
山
の
道
号
を
与
え
、
そ
の
頒
偶
を
書
い
た
。
こ
の
書
は
現
に
妙
心
寺
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
。
関
山

慧
玄
は
妙
心
寺
の
開
山
で
あ
る
。
こ
の
関
山
」
の
書
風
が
宋
、
の
蘇
東
披
の
書
風
に
似
て
い
る
と
云
う
。
東
披
の
「
震
甕
閣
碑
銘
」
の
拓
本

を
、
東
福
寺
の
開
山
、
聖
一
国
師
が
将
来
し
た
。
そ
れ
を
大
燈
が
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
重
心
の
書
に
は
東
披
の
書
が
根
抵
を
な
す
よ
う
に



見
え
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
　
（
俘
東
残
、
前
出
、
墨
跡
資
料
集
、
｝
、
「
関
山
号
」
解
説
）

「
墨
跡
資
料
集
」
三
冊
に
は
、
大
徳
寺
所
蔵
の
「
転
読
真
詮
榜
」
、
「
遺
偶
」
、
書
腰
な
ど
…
数
点
、
大
燈
国
師
の
書
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
は
明
ら
か
に
東
被
の
書
風
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
そ
こ
に
も
道
風
の
書
風
が
残
さ
れ
て
い
る
。
虚
堂
の

i
南
浦
に
認
る
の
と
は
携
の
f
機
鋒
の
鋭
い
書
風
も
加
え
ち
れ
て
い
る
か
。
伊
東
氏
も
注
意
し
た
よ
う
に
、
元
僧
、
中
点
送
本
の
き
わ
め

て
特
異
な
書
風
の
痕
跡
も
晃
え
る
。
中
に
も
著
る
し
く
見
え
る
の
は
、
道
風
と
東
坂
の
書
風
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
種
々
の
書
風
を
単
に
模

倣
す
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
を
要
素
と
し
て
統
一
し
つ
つ
、
大
鷲
国
師
自
身
の
特
徴
の
著
る
し
い
書
風
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ

を
云
い
か
え
る
と
、
道
風
、
東
披
ら
の
書
風
が
、
大
燈
国
師
に
影
響
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
美
術
史
の
一
つ
の
縮
図
も
し
く
は
康
形
で

あ
る
。
美
術
家
は
常
に
歴
史
の
う
ち
に
在
る
。
先
人
の
作
風
に
影
響
を
受
け
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
自
分
の
作
風
を
形
成
す
る
。
そ
れ
が

後
人
に
影
響
す
る
。
姜
術
史
は
影
響
の
連
鎖
で
あ
る
。
禅
は
わ
が
国
の
美
術
に
、
た
と
え
ば
絵
画
に
、
こ
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
で
あ

ろ
う
か
。
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禅
と
は
何
か
。
こ
の
問
い
に
正
し
く
答
え
る
こ
と
は
、
私
に
は
お
そ
ら
く
不
可
能
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
思
い
と
ど
ま
る
ほ
か
は
な
い
。

た
だ
禅
が
何
ご
と
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
必
ず
何
か
の
形
で
顧
問
に
諒
解
せ
ら
れ
る
こ
と
を
予
想
す
る
は
ず
で
あ
る
。
い
か
な
る
意
味

で
で
も
、
人
聞
に
分
か
ら
な
い
も
の
な
ら
、
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
は
無
き
も
同
然
で
あ
る
。
心
を
労
す
る
に
は
当
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
諒
解
せ
ら
れ
得
る
も
の
は
、
根
源
的
に
そ
の
諒
解
が
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
要
求
せ
ら
れ
る
の
は
、
人
間
に
諒
解

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
が
人
間
と
し
て
あ
る
べ
き
よ
う
に
存
在
し
う
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
な
ら
禅
も
ま
た
入
間
が
実
存
す
る
た
め
の
予
想
を
な
す
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
が
実
存
す
る
た
め
の
予
想
は
他
に
も
あ

る
。
学
問
も
道
徳
も
み
な
そ
の
意
味
を
も
っ
て
存
在
す
る
。
禅
は
そ
れ
ら
の
知
識
と
は
ど
う
違
う
の
で
あ
る
か
。

　
学
問
は
知
識
の
体
系
で
あ
る
。
知
識
の
対
象
は
無
数
に
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
学
問
が
知
ろ
う
と
す
る
も
の
は
、
外
界
に
存
在
す
る
も

　
　
　
　
禅
は
美
術
に
影
響
し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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の
、
も
し
く
は
そ
こ
に
成
立
す
る
事
件
で
あ
る
。
客
観
的
な
対
象
で
あ
る
。
学
問
に
も
単
に
客
観
の
知
識
の
み
に
は
止
ま
ら
な
い
も
の
が

あ
る
。
哲
学
、
倫
理
学
、
美
学
な
ど
は
そ
れ
で
あ
る
。

　
美
学
は
芸
術
の
根
源
的
な
構
造
、
即
ち
芸
術
の
論
理
を
研
究
す
る
。
そ
れ
は
客
観
的
な
知
識
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
知
識
は
、
自
分
の

主
観
か
ら
全
く
離
れ
、
単
に
外
界
に
あ
る
事
実
の
み
に
関
す
る
も
の
で
は
な
い
。
芸
術
は
人
間
が
製
作
し
、
人
問
が
観
照
す
る
対
象
で
あ

る
。
ど
ち
ら
も
個
人
の
経
験
で
あ
る
。
芸
術
の
知
識
は
そ
れ
を
反
省
す
る
こ
と
を
予
想
す
る
。

　
人
間
は
成
長
す
る
。
芸
術
に
つ
い
て
も
次
第
に
嬉
し
い
経
験
を
加
え
て
ゆ
く
。
き
の
う
の
も
の
に
き
ょ
う
の
も
の
が
加
え
ら
れ
る
。
雑

然
と
で
は
な
い
、
統
一
せ
ら
れ
、
進
展
す
る
の
で
あ
る
。
行
く
べ
き
も
の
が
行
く
べ
き
方
向
へ
動
く
の
で
あ
る
。
芸
術
の
知
識
は
そ
の
経

験
の
進
展
を
、
根
源
的
に
要
求
す
る
。
芸
術
を
知
ら
ん
と
す
る
者
に
は
、
芸
術
の
進
展
を
自
分
の
う
ち
に
、
わ
が
も
の
と
し
て
経
験
す
る

こ
と
が
予
想
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
芸
術
的
実
存
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
芸
術
家
で
は
な
い
。
芸
術
の
創
作
は
し
な
い
。
し
か
し
芸

術
家
が
芸
術
を
創
作
す
る
の
は
、
徒
ら
に
わ
が
家
に
死
蔵
す
る
た
め
で
な
く
、
そ
れ
を
公
表
す
る
た
め
で
あ
る
。
観
照
の
対
象
で
あ
る
こ

と
が
、
芸
術
の
真
の
存
在
で
あ
る
。

　
一
つ
の
作
晶
の
観
照
は
他
の
作
品
の
観
照
を
予
想
す
る
。
そ
れ
は
画
か
れ
て
兇
ら
る
べ
き
も
の
が
、
一
そ
う
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
を
、

即
ち
観
照
の
進
展
を
予
想
す
る
。
そ
れ
が
人
閣
の
絵
画
に
お
け
る
実
存
の
要
求
で
あ
る
。

　
同
じ
こ
と
が
倫
理
学
に
も
考
え
ら
れ
る
。
朝
に
は
道
を
説
き
、
暮
に
は
人
の
も
の
を
盗
む
倫
理
学
者
が
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
が
知

識
で
あ
っ
て
、
岡
時
に
実
存
で
あ
る
こ
と
も
、
す
で
に
入
の
説
く
と
お
り
で
あ
る
。

　
実
存
を
要
求
す
る
た
め
の
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
禅
も
ま
た
こ
れ
ら
の
学
問
と
同
一
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ

そ
の
方
法
が
大
き
く
違
う
よ
う
で
あ
る
。
禅
の
修
行
の
最
も
重
要
な
方
法
は
坐
禅
で
あ
る
と
云
う
。
公
案
と
呼
ば
れ
る
問
題
が
与
え
ら
れ
、

心
を
潜
め
て
そ
の
意
味
を
解
く
こ
と
に
努
力
す
る
。
大
燈
国
師
の
修
行
に
そ
の
一
例
を
見
た
。

　
公
案
の
意
味
は
ど
う
分
か
る
の
か
。
昔
、
黄
田
富
運
が
説
い
た
。
達
摩
が
西
天
か
ら
中
国
へ
来
て
、
一
切
の
衆
生
は
本
来
仏
で
あ
る
と



説
い
た
。
仏
と
は
心
の
こ
と
で
あ
る
。
汝
の
心
、
即
ち
仏
で
あ
る
。
そ
れ
が
ま
た
道
で
あ
る
。
こ
の
心
は
無
始
以
来
生
ぜ
ず
、
滅
し
な
い
。

清
浄
な
る
こ
と
一
点
の
相
貌
も
な
い
虚
空
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
衆
生
は
さ
ま
ざ
ま
の
心
を
生
じ
、
念
を
動
か
し
、
有
無
、
彼
我
、

そ
の
ほ
か
一
切
の
相
と
境
を
区
別
し
て
そ
れ
に
執
着
す
る
。
こ
れ
は
妄
念
で
あ
る
。
求
め
な
け
れ
ば
心
の
生
滅
は
な
い
。
妄
想
分
別
を
生

じ
な
け
れ
ば
、
我
も
な
く
人
も
な
く
、
食
瞑
も
憎
愛
も
な
く
、
身
心
と
も
に
自
由
で
あ
る
。
た
と
い
妄
念
を
生
じ
て
も
、
そ
れ
を
妄
念
と

自
覚
し
、
本
心
は
仏
で
あ
る
こ
と
を
惚
れ
ば
、
そ
の
自
覚
が
ま
さ
に
仏
で
あ
る
。
す
べ
て
境
を
離
れ
、
相
を
離
れ
れ
ば
、
在
る
も
の
は
本

心
、
即
ち
仏
の
み
で
あ
る
。
（
黄
奨
断
際
禅
師
「
伝
心
油
墨
」
、
「
宛
陵
録
」
、
宇
井
伯
寿
氏
訳
註
…
岩
波
文
庫
。
九
、
一
九
、
二
一
、
一
一
三
、
二
五
、
四

一
、
五
五
、
六
九
、
七
五
、
七
七
、
七
九
頁
参
晃
）
人
間
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
具
っ
て
い
る
、
不
生
不
滅
の
本
心
を
守
り
、
妄
想
分
別
に
執
着

し
な
け
れ
ば
、
入
間
は
そ
の
ま
ま
仏
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
遵
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
た
だ
客
観
的
な
知
識
と
し
て
、
自

分
の
外
に
知
る
の
で
は
な
く
、
今
後
の
実
存
を
規
定
す
る
主
体
性
と
し
て
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
悟
り
」
と
は
そ
れ
を
云
う
の
で
あ
る
。

「
道
は
心
に
悟
る
に
在
り
。
（
略
）
言
説
は
祇
だ
是
れ
童
蒙
を
化
す
る
の
み
」
　
（
五
五
頁
）
い
か
な
る
も
の
に
も
偏
し
な
い
、
云
い
か
え
る

と
、
最
も
確
実
な
、
根
源
的
な
予
想
の
上
に
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
無
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。

　
　
　
臨
朝
影
玄
は
臨
済
宗
の
開
祖
で
あ
る
。
そ
の
言
行
を
伝
え
る
「
臨
済
録
」
に
、
次
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
述
べ
て
あ
る
。
（
臨
済
録
、
朝
比

　
　
奈
宗
源
氏
訳
註
、
岩
波
文
庫
に
よ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
に
　
　
　
せ

　
　
　
　
締
、
徳
山
に
侍
立
す
る
次
で
、
山
云
く
、
今
日
困
す
。
師
云
く
、
遽
の
老
漢
照
語
し
て
什
籔
か
作
ん
。
懸
濁
ち
写
す
。
軍
糧
林
を
撒

　
　
　
倒
す
。
山
便
ち
休
す
。
　
（
行
録
三
、
＝
五
頁
）

　
　
師
と
は
臨
済
。
徳
山
の
禅
は
、
臨
済
と
と
も
に
激
し
か
っ
た
と
云
う
。
　
「
臨
済
の
喝
、
徳
山
の
棒
」
と
あ
る
。
き
ょ
う
は
疲
れ
た
と
徳
山

　
　
が
云
う
。
老
僧
、
弱
音
は
や
め
な
さ
い
、
何
に
も
な
ら
な
い
と
臨
済
が
云
う
。
激
し
い
徳
山
の
一
撃
が
来
る
。
間
髪
を
容
れ
ず
、
臨
済
が

　
　
腰
掛
を
蹴
り
倒
す
。
火
花
の
散
る
よ
う
な
機
鋒
の
鋭
さ
で
あ
る
。
千
蕎
役
者
と
声
を
あ
げ
た
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
干
両
役
者
に
は
こ
の
芸

878　
　
　
　
　
　
禅
は
美
術
に
影
響
し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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は
で
き
な
い
。
こ
の
光
景
を
絵
に
画
く
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
も
で
き
な
い
。
機
鋒
の
鋭
さ
を
画
く
こ
と
が
む
つ
か
し
い
か
ら
で
は
な

い
。
絵
画
の
論
理
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
両
高
僧
の
禅
の
体
得
を
示
す
動
き
が
、
い
か
に
短
か
い
時
間
に
現
れ
た
に
し
て
も
、
兎
も
角
も
時
閥
の
経
過
が
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か

し
絵
画
は
そ
う
い
う
動
き
の
、
一
般
に
事
件
の
進
行
を
画
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
絵
画
の
世
界
に
は
時
間
は
な
い
。
絵
画
の
画
き
得
る
も

の
は
、
事
件
の
進
行
の
一
瞬
聞
の
光
景
だ
け
で
あ
る
。
映
画
の
畏
い
フ
ィ
ル
ム
の
中
の
一
と
こ
ま
の
光
景
だ
け
で
あ
る
。
絵
画
の
世
界
に

は
空
間
だ
け
が
あ
る
。
根
源
的
に
時
間
は
否
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
人
が
絵
画
に
事
件
を
画
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
思
い
、
そ
れ
を
疑
わ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
お
そ

ら
く
そ
こ
に
画
か
れ
て
い
る
一
瞬
間
の
光
景
に
、
そ
れ
に
先
き
立
つ
過
程
と
続
く
過
程
を
自
分
の
胸
中
に
思
い
浮
べ
て
、
事
件
の
経
過
が

画
か
れ
た
よ
う
な
錯
誤
に
よ
っ
て
、
自
分
を
納
得
さ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
彼
ら
が
補
う
も
の
は
、
前
後
に
つ
づ
く
光
景
の

精
密
な
色
で
も
形
で
も
な
い
。
む
し
ろ
殆
ど
表
象
と
云
う
に
は
遠
い
、
曖
昧
な
暗
い
表
象
の
片
影
に
過
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
絵
画

で
は
あ
り
得
な
い
。
絵
画
と
は
紙
、
絹
、
画
庸
な
ど
の
も
し
く
は
壁
の
表
面
に
、
墨
、
絵
具
な
ど
を
も
っ
て
固
定
せ
ら
れ
た
視
覚
表
象
で

あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
は
じ
め
て
絵
画
は
万
人
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
個
人
の
胸
中
に
去
来
す
る
朦
朧
た
る
表
象
の
破
片
が
誰
に
見

え
る
の
か
。
見
え
な
い
絵
画
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
異
論
が
あ
る
か
。
な
る
ほ
ど
前
後
の
光
景
は
明
白
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
絵
画
を
見
る
こ
と
は
、
普
通
に
、
そ
う
し
て
人
間
の
自
然

な
心
理
と
し
て
、
そ
う
い
う
補
遺
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
「
絵
を
見
る
こ
と
」
の
う
ち
に
諒
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
云
う

人
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
う
い
う
補
遺
を
必
要
と
し
な
い
絵
画
は
な
い
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
十
分
な
絵
画
で
は
な
い
と
云
わ
れ
る
の
か
。
し
か
し
絵
画
は
見

る
も
の
で
あ
る
。
現
に
そ
の
よ
う
な
補
遺
も
、
見
ら
れ
た
も
の
に
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
本
来
の
絵
鋤
は
見
る
こ
と
の
み
で
函
か
れ
る

意
図
が
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
絵
画
で
も
な
い
余
分
の
も
の
の
追
加
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
画
こ
う
と
し
た
も
の
が
画
か
れ
て
い
な
い



か
、
絵
爾
を
捨
て
て
以
外
の
も
の
へ
走
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
幽
家
と
は
「
画
く
入
」
の
こ
と
で
あ
る
。
絵
具
に
よ
っ
て
語
る
べ
き

も
の
を
語
り
う
る
人
で
あ
る
。

　
絵
画
の
前
に
立
ち
、
そ
こ
に
画
か
れ
て
い
な
い
「
何
か
し
を
摸
索
す
る
の
は
、
彼
が
そ
の
絵
画
を
見
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

彼
の
関
心
を
引
く
も
の
を
そ
こ
に
暴
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
彼
は
そ
の
絵
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
人
で

あ
る
。
そ
れ
は
不
幸
な
事
実
で
あ
る
。
絵
画
は
触
る
た
め
に
そ
こ
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
真
に
絵
面
を
見
る
目
に
は
、
い
か
な
る
補

遺
も
要
求
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
纐
か
れ
て
い
な
い
も
の
を
絵
画
に
強
要
せ
ん
と
す
る
弊
は
他
の
形
態
で
も
現
れ
る
。
雪
舟
の
「
破
墨
山
水
図
篇
（
東
京
国
立
博
物
館
）
が

そ
の
一
例
で
あ
る
よ
う
に
、
深
い
霧
、
欝
な
ど
の
水
気
が
画
か
れ
て
、
細
面
の
紙
の
地
が
白
く
残
さ
れ
る
。
人
は
し
ば
し
ば
そ
の
無
地
の

紙
面
に
、
無
限
の
対
象
が
包
ま
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
い
込
む
。
現
実
の
自
然
で
あ
れ
ば
、
深
い
霧
の
底
に
、
種
々
の
自
然
が
隠
れ

て
い
る
。
し
か
し
画
面
の
白
い
紙
の
地
に
は
、
い
か
な
る
対
象
も
隠
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
無
用
な
誤
れ
る
附
会
の
一

例
で
あ
る
、
絵
画
を
見
る
こ
と
と
何
の
関
係
も
な
く
、
徒
ら
に
そ
の
周
辺
を
砂
越
す
る
の
み
で
あ
る
。

　
臨
済
、
徳
山
両
高
僧
に
体
験
せ
ら
れ
た
禅
の
、
鋭
い
機
鋒
と
し
て
の
現
れ
も
、
絵
画
の
世
界
へ
は
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
画
家
の
才

能
が
足
ら
な
い
た
め
に
、
禅
の
精
神
を
伝
え
得
な
い
と
い
う
よ
う
な
、
偶
然
的
な
事
情
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
い
か
に
猛
れ
た
画
家
で
あ

っ
て
も
、
風
霜
に
は
そ
れ
が
不
可
能
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
雪
舟
が
画
い
た
「
血
合
断
腎
図
」
も
（
斉
年
半
蔵
）
そ
の
一
例
を
示
し
て
い

る
。
偉
大
な
る
禅
僧
の
悲
壮
な
行
動
も
、
そ
こ
に
は
一
絵
画
の
大
き
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
全
く
画
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
二
人
の

僧
が
岩
窟
の
前
に
坐
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
慧
可
の
雄
大
な
風
貌
が
画
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
絵
画
が
画
き
う
る
も
の
は
、
事
件
の
う
ち
の
一
瞬
の
状
況
の
み
か
。
　
一
瞬
の
光
景
だ
け
が
孤
立
す
る
の
で
は
な
い
、
そ
の
前
と
後
が
あ

　
　
る
。
そ
れ
が
一
瞬
に
絡
み
合
う
、
即
ち
含
ま
れ
る
と
云
わ
れ
る
か
。
前
は
過
ぎ
た
、
後
は
ま
だ
来
た
ら
な
い
。
ど
ち
ら
も
存
在
し
な
い
の

898　
　
　
　
　
　
禅
は
美
術
に
影
響
し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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90
8
　
で
あ
る
。
存
在
し
な
い
も
の
が
現
在
に
含
ま
れ
よ
う
は
な
い
。
含
ま
れ
る
と
は
内
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
記
億
と
し
て
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
と
云
う
入
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
そ
の
記
憶
が
そ
の
絵
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
。
画
か
れ
て

　
　
い
る
も
の
は
一
瞬
閥
の
状
況
で
あ
る
。
記
憶
が
そ
こ
に
含
ま
れ
よ
う
は
な
い
。
記
憶
は
見
る
人
の
主
観
に
宿
る
ほ
か
は
な
い
。
も
と
よ
り

　
　
そ
れ
は
絵
画
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
一
瞬
闘
の
前
後
を
軽
々
し
く
云
う
こ
と
は
疑
し
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
後
が
あ
る
こ
と
は
知
れ
て
い
る
。
画
家
が
晃
た
。
記
録
に
も

　
　
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
画
か
れ
て
い
る
光
景
に
、
ど
の
よ
う
な
光
景
が
幽
き
立
っ
て
い
る
か
を
、
精
確
に
語
り
う
る
人
が
い
る
で
あ

　
　
ろ
う
か
。
そ
れ
に
驚
き
立
つ
フ
ィ
ル
ム
が
思
い
浮
べ
ら
れ
る
も
の
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
誰
に
も
不
可
能
な
希
望
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
写

　
　
真
に
写
さ
れ
て
い
る
状
況
の
一
瞬
間
以
前
を
思
い
出
し
得
る
人
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
た
だ
漠
然
と
し
た
言
葉
の
片
々

　
　
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
そ
の
よ
う
な
書
葉
の
補
遺
が
な
け
れ
ば
、
絵
画
は
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
画
か
れ
て
い
る
光
景
が
、
ど
う
い
う
事
件
の
ど

　
　
の
場
面
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
諒
解
せ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
絵
画
は
歴
史
の
教
科
書
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
の
絵
を
は
じ
め
か
ら
知
識
の
対
象
と
し
て
見
ん
と
す
る
人
に
は
、
事
件
の
意
味
が
諒
解
せ
ら
れ
ね
ば
、
そ
の
絵
の
前
に
立
つ
目
的
は

　
　
達
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
説
教
の
手
段
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
僧
た
ち
は
そ
の
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
そ

　
　
れ
は
知
識
の
方
便
に
止
ま
り
、
絵
画
の
意
味
は
諒
解
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
絵
画
は
見
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
見
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
古
る
と
は
そ
の
色
と
形
の
統
一
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ

　
　
を
晃
る
だ
け
で
は
、
そ
こ
に
画
か
れ
た
こ
と
が
ら
の
意
味
は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
多
く
の
人
に
不
満
を
感
ぜ
し
め
る
で
あ
ろ

　
　
う
。
分
か
ら
な
く
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
。
絵
画
は
知
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
見
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
彼
は
絵
画

　
　
を
見
る
人
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
真
に
絵
画
を
見
る
人
に
は
、
そ
こ
に
画
か
れ
て
い
る
形
、
色
よ
り
ほ
か
の
何
も
の
も
す
べ
て
無
用

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
は
絵
画
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。



　
そ
こ
に
人
が
い
る
。
家
が
あ
る
。
後
ろ
に
山
が
あ
る
。
種
々
の
対
象
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
色
と
形
を
も
つ
、
一
つ
の
も
の
と
し
て
統
一

せ
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
ま
た
さ
ま
ざ
ま
の
段
階
を
な
す
統
一
を
形
成
し
、
｝
枚
の
絵
画
が
成
立
す
る
。
画
家
の
目
が
そ
れ
を
見
出
し

た
、
即
ち
産
出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
絵
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
画
家
が
そ
の
一
瞬
間
の
光
景
と
し
て
見
出
す
色
と
形
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
色
と
形
が
そ
こ
に
成
立
す
る
理
由
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
理
由
な
き
事
実
は
な
い
。
そ
の
事
実
と
し
て
の
色
と
形
の
統
一
が
、

ど
う
い
う
生
命
も
し
く
は
精
神
を
、
即
ち
美
を
表
わ
す
か
が
、
画
家
に
と
っ
て
は
唯
一
の
関
心
で
あ
る
。
彼
が
そ
の
光
景
を
画
い
た
の
は
、

た
だ
そ
の
美
の
た
め
の
み
で
あ
る
。
事
件
の
意
味
の
た
め
に
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
絵
画
は
芸
術
で
あ
る
。
歴
史
で
も
宗
教
で
も
な
い
の

で
あ
る
。

　
禅
の
思
想
を
表
わ
す
た
め
に
、
鳥
獣
そ
の
他
の
対
象
が
画
か
れ
た
と
も
人
が
云
う
。
そ
れ
が
事
実
な
ら
、
そ
こ
に
も
絵
画
の
意
味
が
無

視
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
見
る
た
め
に
で
は
な
く
知
る
た
め
に
画
か
れ
た
。
植
物
教
科
書
の
花
の
「
説
明
図
」
と
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な

い
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
私
は
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
禅
の
事
鑛
を
画
こ
う
と
す
る
画
家
は
、
白
紙
を
前
に
し
て
勝
手
な
空
想
に
耽
る
の
で
は
な
い
。

　
　
明
白
に
臨
済
、
徳
山
の
動
き
を
想
像
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
自
分
の
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
禅
の
影
響
で
は
な
い

　
　
か
。
そ
こ
に
機
鋒
の
鋭
さ
を
冤
た
の
も
、
そ
れ
を
諒
解
す
る
能
力
を
画
家
が
す
で
に
も
っ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
禅
の
影
響
を
受
け

　
　
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
私
は
は
っ
き
り
云
う
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
両
高
僧
に
よ
る
禅
の
現
れ
で
あ
り
、
単
な
る
立
廻
り
で
は
な
い
と
云
う

　
　
た
め
に
は
、
そ
の
行
動
に
体
験
せ
ら
る
べ
き
禅
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
も
し
雷
葉
で
説
こ
う
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら

　
　
く
長
い
説
明
を
必
要
と
す
る
、
し
か
も
十
分
に
は
説
き
つ
く
せ
な
い
意
味
が
、
そ
の
行
動
の
う
ち
に
端
的
に
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
し
か
し
画
家
に
は
そ
れ
は
捉
え
ら
れ
ず
、
諒
解
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
が
難
解
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
画
家
が
諒
解
し
得
な
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8
　
い
と
云
う
の
で
は
な
い
。
画
家
に
は
そ
れ
が
根
源
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
も
し
く
は
そ
れ
が
、
画
家
に
と
っ
て
は
無
用

　
　
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
廟
家
に
と
っ
て
は
、
世
界
の
存
在
は
色
と
形
に
限
ら
れ
て
い
た
。
色
と
形
を
見
る
こ
と
だ
け
が
、
彼
の
任
務
の
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
れ

　
　
だ
け
が
彼
に
可
能
な
在
り
方
で
あ
る
。
画
家
と
い
え
ど
も
人
聞
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
在
り
方
を
も
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
の
ど
れ
も

　
　
「
画
家
の
在
り
方
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
画
家
が
画
家
と
し
て
存
在
す
る
限
り
、
即
ち
真
実
の
爵
家
で
あ
る
限
り
、
禅
は
諒
解
せ
ら
れ

　
　
な
い
の
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
、
絵
画
の
世
界
に
は
禅
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
云
う
が
、
絵
画
は
芸
術
で
あ
る
。
宗
教

　
　
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
絵
画
は
事
件
の
経
過
を
画
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
経
過
の
一
瞬
即
ち
フ
ィ
ル
ム
の
一
と
こ
ま
の
光
景
は
画
く
こ
と
が
で
き

　
　
る
。
雪
舟
の
「
慧
謬
論
譜
図
」
も
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
瞬
が
禅
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
禅
が
絵
画
に
影
響
し
た
と
人
が
無

　
　
造
作
に
考
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
臨
済
、
徳
山
の
火
花
が
散
る
よ
う
な
激
し
い
対
決
を
誰
か
が
見
た
。
見
た
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
が
「
臨
済
録
篇
に
記
述
せ
ら
れ
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
。
後
世
の
人
も
そ
れ
を
想
像
の
穏
に
よ
っ
て
見
る
。
禅
の
体
験
が
一
つ
の
歴
史
的
現
実
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
根
源
的
に

　
　
そ
れ
が
「
現
れ
」
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
れ
る
と
は
世
の
人
に
見
ら
れ
も
し
く
は
聞
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
地
中
に
埋
も
れ
て
い
る
宝
石
も
、

　
　
永
久
に
発
見
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
は
、
存
在
し
な
い
の
も
断
然
で
あ
る
。

　
　
　
両
高
僧
の
激
し
い
行
動
と
し
て
禅
が
「
現
れ
た
」
。
現
れ
て
し
ま
っ
た
後
に
、
傍
の
人
が
そ
れ
を
見
た
、
そ
れ
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
た

　
　
と
人
が
考
え
や
す
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
両
高
僧
は
激
し
く
動
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ど
ち
ら
も
相
手
の
書
聖
を
聞

　
　
く
ま
で
は
、
自
分
が
何
を
云
う
か
を
前
も
っ
て
予
想
せ
ず
、
相
手
が
動
く
ま
で
は
自
分
の
動
き
も
予
期
し
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
そ
の

　
轡
動
は
全
く
臨
機
応
変
に
発
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。
ど
ち
ら
も
間
髪
を
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
予
定
せ
ら
れ
た
、
即
ち
前
も
っ
て
跳

　
　
め
ら
れ
た
、
演
劇
の
よ
う
な
動
き
で
は
な
い
。
そ
の
瞬
間
の
霊
夢
の
姿
な
ど
は
、
両
僧
と
も
全
く
意
識
せ
ず
、
も
ち
ろ
ん
関
心
し
て
い
な



い
。
瞬
間
的
に
相
手
の
動
作
を
目
に
入
れ
た
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
ど
ち
ら
だ
け
に
も
そ
の
禅
は
現
れ
な
い
。
両
僧
の
互
の
言
葉
と

行
動
の
統
一
と
し
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
傍
の
人
だ
け
が
、
そ
れ
を
聞
き
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
よ

り
そ
の
禅
が
は
じ
め
て
こ
の
世
に
現
れ
た
。
そ
う
し
て
畏
く
記
録
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
禅
の
現
れ
を
完
成
し
た
の
は
両
高
僧

の
書
動
の
み
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
他
の
傍
観
者
の
躍
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
も
し
深
康
幽
谷
の
間
に
行
わ
れ
、
誰
一
人

そ
れ
を
晃
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
永
久
に
現
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
れ
る
と
は
人
の
世
に
現
れ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
人
が
見
た
。
そ
れ
に
よ
り
は
じ
め
て
禅
の
現
れ
が
完
成
し
た
。
怠
る
こ
と
は
絵
顧
の
発
端
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
進
行
す
る
製
作
の
全
過

程
を
そ
れ
が
支
配
す
る
。
見
る
こ
と
を
離
れ
て
絵
画
は
な
い
。
そ
れ
が
絵
爾
の
根
源
で
あ
り
、
製
作
で
あ
る
。
両
高
僧
の
禅
を
留
る
患
家

が
見
る
こ
と
で
あ
る
。
画
家
が
一
十
分
の
意
味
で
－
見
る
と
は
画
く
こ
と
で
あ
る
。
彼
を
通
し
て
千
僧
の
禅
が
現
れ
る
と
は
、
彼
れ

の
絵
画
と
し
て
そ
れ
が
こ
の
徴
に
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
禅
が
絵
画
に
影
響
し
た
か
否
か
が
問
わ
れ
る
前
に
そ
の
禅
は
、
根
源
的
に
絵
画

の
協
力
を
得
て
、
は
じ
め
て
世
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
特
に
諸
鱈
の
蝋
顧
を
憶
う
。

　
行
動
と
し
て
の
み
禅
が
現
れ
た
の
で
は
な
い
。
多
く
の
掲
も
ま
た
そ
の
た
め
に
残
さ
れ
た
。
　
「
寒
雲
長
帯
翠
繕
蜂
」
の
一
句
は
、
大
燈

国
師
の
墨
蹟
「
関
山
号
」
（
妙
心
寺
蔵
）
に
附
記
せ
ら
れ
た
豊
里
の
う
ち
に
あ
る
。
或
は
春
雪
が
1
私
と
と
も
に
i
寒
む
ざ
む
と
し
た

雲
が
翠
攣
の
峰
の
辺
り
に
曳
く
光
景
を
想
望
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
一
句
が
単
な
る
詩
と
し
て
の
み
で
な
く
、
関
山
無
銘
の
成

道
を
頚
す
る
偶
の
一
句
で
あ
る
た
め
に
は
、
単
に
そ
の
詩
の
光
景
に
停
滞
す
る
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
背
後
へ
超
え
て
、
そ
の

光
景
と
し
て
現
れ
る
、
形
な
く
色
な
き
も
の
の
力
が
直
接
に
わ
が
う
ち
に
体
験
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
詩
で
は
な
く
禅
で
あ
る
は
ず
で

あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
画
家
に
は
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
ま
た
用
の
な
い
心
境
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
一
片
の
小
下
絵
も
見
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
璽
要
な
の
は
、
た
だ
寒
雲
の
た
な
び
く
翠
攣
の
光
景
そ
の
も
の
で
あ
る
。
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「
見
る
こ
と
」
即
ち
視
覚
が
絵
画
の
起
原
で
あ
る
。
そ
れ
が
は
た
ら
い
て
、
目
と
手
の
一
致
し
た
動
き
と
し
て
成
長
す
る
時
が
絵
画
の

製
作
で
あ
る
。
見
る
こ
と
は
騒
の
は
た
ら
き
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
が
外
界
に
在
る
も
の
の
色
と
形
を
、
我
々
の
意
識
に
産
出
す
る
。
目

は
身
体
の
一
部
で
あ
る
。
他
の
種
々
の
部
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
部
分
も
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
の
た
め
の
器
官
で
あ
る
。

身
体
は
種
々
の
器
官
の
統
一
で
あ
る
。
孤
立
す
る
部
分
即
ち
器
官
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ら
の
器
官
の
う
ち
、
目
は
世
界
の
色
と
形
を
見
る
は
た
ら
き
の
た
め
に
在
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
世
界
に
存
在
す
る
も
の
を
知
る
。

存
在
す
る
も
の
を
知
る
と
は
、
そ
れ
を
晃
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
と
関
聯
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
器
官
が
外
界
に

存
在
す
る
も
の
と
関
聯
し
、
同
時
に
身
体
の
一
部
と
し
て
、
他
の
器
官
に
結
び
付
く
。
そ
れ
な
ら
目
と
手
と
も
当
然
に
結
び
付
き
得
る
は

ず
で
あ
る
。
手
は
「
持
つ
は
た
ら
き
」
を
す
る
。
そ
の
対
象
は
固
体
で
あ
る
。
色
と
形
を
見
る
目
の
は
た
ら
き
が
手
の
は
た
ら
き
に
結
び

付
く
と
は
、
手
が
色
と
形
を
も
つ
固
体
を
持
つ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絵
具
を
持
つ
こ
と
と
、
そ
れ
を
云
い
か
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
目
が
外
界
に
捉
え
得
る
も
の
は
、
根
源
的
に
目
が
関
わ
る
も
の
、
即
ち
予
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
目
が
予
想
す
る
存
在
は
色
と
形
と

の
み
で
あ
る
。
他
の
侮
も
の
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
味
で
も
香
で
も
な
い
。
目
に
結
び
つ
く
手
の
持
つ
も
の
は
、
色
と
形

の
固
体
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
絵
具
の
物
質
は
種
々
の
属
性
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
目
の
関
聯
す
る
も
の
は
、
た
だ
そ
の
色

と
形
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
ぜ
目
が
手
に
結
び
つ
く
の
か
と
問
わ
れ
る
か
。
当
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
圏
が
兇
る
も
の
は
、
一
つ
の
も
の
の
色
と
形

の
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
永
久
に
そ
の
色
と
形
で
あ
る
こ
と
を
、
根
源
的
に
要
求
せ
ら
れ
て
い
る
。
青
色
は
永
久
に
青
色
で
あ
る
。
赤
色

に
成
る
べ
き
青
色
は
な
い
。
目
が
外
界
に
見
出
し
た
色
と
形
の
一
つ
の
構
造
は
、
根
源
的
に
そ
の
無
限
の
持
続
を
要
求
す
る
。
持
続
と
は

固
定
で
あ
る
。
色
と
形
の
固
定
し
た
在
り
方
は
そ
の
固
体
で
あ
る
。
そ
れ
が
為
る
色
の
絵
具
で
あ
る
。
絵
具
は
色
と
形
を
も
っ
て
い
る
。

露
は
そ
れ
を
漁
る
。
そ
れ
を
見
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
固
体
で
あ
る
絵
具
を
捉
え
る
こ
と
は
、
固
体
を
対
象
と
す
る
手
に
よ
る
ほ

か
は
な
い
。
目
は
手
の
協
力
に
よ
っ
て
色
と
形
の
永
久
化
を
溜
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
が
絵
画
の
製
作
で
あ
る
。



　
　
　
慢
言
は
す
べ
て
彼
に
固
有
の
顔
立
を
も
っ
て
い
る
。
一
つ
の
山
は
そ
の
山
に
、
果
物
は
そ
の
果
物
に
、
す
べ
て
固
有
の
形
態
を
も
っ
て

　
　
い
る
。
他
の
も
の
と
取
り
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
そ
う
で
あ
る
か
は
誰
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
形
に
は
無
数
の
段
階
を
な
す
統
一
が
あ
る
。
そ
れ
は
見
る
経
験
を
積
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
十
分
確
め
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
。
し
か
し
そ
の
理
由
を
確
恋
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
わ
ず
か
に
種
々
の
推
測
が
試
み
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
は
、
そ
れ
が
視
覚
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
色
と
形
の
統
一
が
存
在

　
　
す
る
の
は
、
そ
れ
が
あ
り
う
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
り
え
な
い
こ
と
は
あ
る
は
ず
が
な
い
。
視
覚
は
毘
る

　
　
こ
と
、
及
び
見
ら
れ
る
こ
と
の
可
能
性
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
見
る
こ
と
即
ち
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
見
る
こ
と
が
存
在
す

　
　
る
か
ぎ
り
、
見
ら
れ
る
も
の
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
そ
れ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
。
当
然
で
あ
ろ
う
。
見
る
と
い

　
　
う
言
葉
は
意
味
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
意
味
を
も
た
な
い
下
葉
は
な
い
。
そ
の
意
味
の
語
る
は
た
ら
き
は
そ
の
対
象
を
予
想
す
る
。
そ

　
　
れ
が
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
見
る
こ
と
が
そ
こ
に
実
現
す
る
客
体
で
あ
る
。

　
　
　
客
体
が
前
も
っ
て
存
在
す
る
か
ら
見
る
の
で
あ
る
か
。
見
る
か
ら
客
体
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
。
見
る
こ
と
は
目
の
は
た
ら
き
と
し

　
　
て
現
れ
る
。
目
が
見
る
ま
で
は
、
何
が
存
在
す
る
と
云
わ
れ
て
も
、
そ
れ
は
目
の
対
象
と
し
て
は
存
在
し
な
い
。
他
の
感
官
の
ど
れ
か
に

　
　
は
そ
れ
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
知
覚
に
よ
っ
て
そ
の
視
覚
構
造
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
前
に
見
た
こ
と
が
あ
る

　
　
も
の
は
、
記
憶
を
媒
介
と
し
て
結
び
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
さ
え
精
密
に
一
致
す
る
色
と
形
を
見
る
の
で
は
な
い
。
単
に
曖
昧
な

　
　
視
覚
心
象
が
結
び
付
く
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
一
つ
の
も
の
の
色
と
形
が
そ
の
他
の
知
覚
と
必
然
的
に
結
び
付
か
な
い
と
は
、
そ
れ
ら
の
知
覚
が
起
原
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

　
　
る
。
五
つ
の
感
官
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
機
能
を
も
っ
て
い
る
。
耳
に
よ
っ
て
は
色
を
実
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
耳
に
聴
く
音
の
理
由
と
し

　
　
て
予
想
せ
ら
れ
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
耳
に
と
っ
て
は
色
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
欝
に
は
そ
の
色
を

　
　
も
つ
対
象
が
ど
う
い
う
音
を
立
て
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
目
の
世
界
に
は
音
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

958　
　
　
　
　
　
禅
は
美
術
に
影
響
し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
漁
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人
は
わ
が
圏
の
見
る
も
の
を
、
わ
が
目
が
産
出
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
思
わ
な
い
。
す
で
に
外
界
に
存
在
す
る
も
の
を
、
す
べ
て
の
入

が
見
る
だ
け
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
見
る
も
の
、
即
ち
一
つ
の
も
の
の
表
象
は
、
彼
れ
の

目
が
は
た
ら
い
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
瞬
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の
は
、
彼
の
意
識
を
超
え
た
先
験
的
な
能
力
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

っ
て
一
つ
の
も
の
の
色
と
形
の
表
象
が
成
立
す
る
。
表
象
は
表
象
す
る
主
観
に
対
し
て
成
立
す
る
。
即
ち
外
界
に
在
る
も
の
と
し
て
意
識

せ
ら
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
自
分
が
盛
る
前
に
す
で
に
外
界
に
存
在
す
る
も
の
と
見
え
る
の
で
あ
る
。
彼
が
見
る
以
前
に
予
想
せ
ら
れ
る
も

の
は
、
た
だ
彼
の
厨
を
存
在
せ
し
め
る
視
覚
の
主
体
性
の
み
で
あ
る
。

　
視
覚
は
参
入
の
目
を
規
定
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
個
人
の
目
に
、
す
で
に
外
界
に
在
る
も
の
と
し
て
の
色
と
形
を
見
る
は
た
ら
き
を
課
す
る
。

個
人
の
顔
立
も
果
物
も
山
も
、
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
背
後
を
も
っ
て
見
え
る
の
で
あ
る
。

　
一
つ
の
も
の
は
福
と
高
さ
を
も
っ
て
い
る
。
云
い
か
え
る
と
、
二
つ
の
方
向
へ
長
さ
を
も
っ
て
い
る
。
長
さ
と
は
一
つ
の
点
と
他
の
点

の
距
離
で
あ
る
。
距
た
る
こ
と
は
動
く
こ
と
で
あ
る
。
輪
郭
の
線
は
動
き
を
予
想
す
る
。
そ
れ
な
ら
絵
画
は
時
聞
の
予
想
を
敏
い
て
は
成

立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
絵
画
は
「
え
が
か
れ
る
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
程
を
予
想
す
る
。
製
作
の
始
め
か
ら
完
成
ま
で
、
長
短
さ
ま
ざ
ま
の
時
間
を
経
過

し
て
、
は
じ
め
て
叢
雲
が
成
立
す
る
。
ま
だ
画
き
始
め
ら
れ
な
い
も
の
は
絵
画
で
は
な
い
。
製
作
の
過
程
に
在
る
も
の
も
ま
だ
絵
爾
で
は

な
い
。
画
家
の
志
し
た
も
の
が
画
か
れ
て
、
即
ち
作
品
が
完
成
し
た
と
認
め
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
そ
こ
に
一
枚
の
絵
が
存
在
す
る
。
絵
画

は
常
に
「
爾
か
れ
た
絵
画
」
で
あ
る
。

　
画
か
れ
た
絵
薩
は
双
脚
す
る
。
そ
こ
に
は
状
況
の
変
化
は
な
い
。
吋
つ
の
箏
件
の
状
況
の
動
き
の
中
の
、
一
瞬
閤
の
状
況
だ
け
が
そ
こ

に
固
定
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。



　
そ
の
よ
う
な
フ
ィ
ル
ム
の
一
と
こ
ま
に
当
る
光
景
を
画
く
た
め
に
も
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
多
く
の
画
家
た
ち
が
、
驚
く
ほ
ど
長
い
時

間
を
そ
の
た
め
に
費
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
彼
が
画
こ
う
と
す
る
も
の
は
、
ひ
と
り
の
入
物
か
、
一
つ
の
風
景
か
、
す
べ
て
コ
っ
の
も
の
」
で
あ
る
。
一
つ
の
も
の
は
そ
の
も
の

と
し
て
統
一
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
云
い
か
え
る
と
、
同
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
瞬
間
の
光
景
と
は
そ
の
よ
う
な
視
覚

構
造
を
云
う
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
構
造
が
他
の
も
の
と
岡
時
に
存
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
統
一
と
し
て
の
一
つ
の
も
の
に

属
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
の
状
況
と
し
て
の
統
一
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
そ
の
一
部
分
と
し
て
存
在
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
同
時
存
在
と
し
て
の
一
つ
の
も
の
は
、
無
隈
の
段
晒
に
お
い
て
そ
の
部
分
を
統
一
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
一
つ
の
風
景
は
、

国
前
の
草
の
一
枚
の
葉
か
ら
、
遠
く
空
を
飛
ぶ
雲
に
到
る
ま
で
、
無
数
の
も
の
の
無
数
の
段
階
が
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
一
つ
の
部
分
は
、
そ
の
名
に
か
け
る
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
一
つ
の
も
の
は
そ
の
も
の
と
し
て
他
の
も
の
か
ら
区
満
せ
ら
れ
て
い
る
。

区
別
は
他
の
も
の
の
存
在
を
予
想
す
る
。
一
つ
の
も
の
の
一
つ
の
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
そ
の
他
の
部
分
の
岡
時
存
在
を
予
想
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
が
絵
画
の
す
べ
て
の
対
象
の
構
造
で
あ
る
。
そ
こ
に
画
か
れ
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
が
、
同
時
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
統
一
せ

ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
の
間
に
は
時
の
流
れ
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
時
周
の
経
過
を
も
た
な
い
一
瞬
の
状
況
を
画
く
こ
と
が
長
い

時
間
を
必
要
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
兇
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
根
源
的
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。
見
る
こ
と
に
発
す
る
画
く
こ
と

は
、
一
つ
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
は
た
ら
き
は
す
べ
て
、
一
つ
の
状
況
か
ら
他
の
状
況
へ
、
囲
的
を
遭
っ
て
動
く
の
で
あ
る
。
根
源
的
に

そ
れ
は
時
間
を
予
想
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
画
家
が
そ
の
生
活
を
進
め
る
た
め
に
、
禅
の
修
行
を
す
る
こ
と
は
、
或
る
有
益
な
効
果
を
生
む
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
に
は
、
ど

　
　
う
い
う
答
え
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
禅
の
修
行
が
求
め
る
も
の
は
、
人
間
が
実
存
し
得
る
た
め
の
自
己
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
画
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8
　
家
の
実
存
と
は
、
画
家
が
真
に
画
家
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
絵
を
画
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
自
己

　
　
と
は
、
彼
の
扇
家
と
し
て
の
才
能
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
彼
の
作
風
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
彼
は
目
を
開
い
て
そ
こ
に

　
　
存
在
す
る
も
の
、
即
ち
世
界
の
色
と
形
を
晃
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
人
が
そ
れ
を
要
求
す
る
の
で
は
な
い
。
彼
の
目
が
深
く
要
求
す
る

　
　
の
で
あ
る
。
目
は
見
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。
見
る
は
た
ら
き
は
永
久
に
も
の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
、

　
　
根
源
的
に
他
の
も
の
を
見
る
こ
と
を
予
想
す
る
。
永
久
に
見
る
と
は
新
た
な
も
の
を
見
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
目
が
成
長
す
る
と

　
　
云
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
画
家
の
視
力
は
新
た
な
も
の
を
見
る
こ
と
と
し
て
成
長
す
る
。
薪
た
な
も
の
も
ま
た
そ
の
も
の
と
し
て
、
形
と
色
の
一
つ
の
統
一
で
あ

　
　
る
。
統
一
は
無
数
の
段
階
に
区
甥
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
の
対
象
と
そ
の
部
分
と
の
、
も
し
く
は
多
く
の
対
象
の
結
含
が
そ
こ

　
　
に
成
立
す
る
。
視
力
の
成
長
は
、
そ
の
さ
ま
ざ
ま
の
統
」
を
新
た
に
見
出
す
こ
と
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
画
家
は
絵
画
の
世
界
に
生
き
る
。
絵
画
の
世
界
は
二
つ
の
形
態
に
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
画
か
れ
る
べ
き
形
態
」
即
ち
自
然

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
が
当
然
に
予
想
す
る
「
画
か
れ
た
形
態
」
が
絵
画
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
が
画
家
の
罷
る
世
界
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
視
覚

　
　
の
対
象
と
し
て
、
根
源
的
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
同
時
に
そ
れ
が
画
家
の
目
の
要
求
で
あ
る
。
画
家
の
目
は
画
か
ん
と
す
る
。

　
　
自
然
が
そ
の
対
象
で
あ
る
よ
う
に
、
先
人
の
作
品
も
ま
た
根
源
的
に
彼
れ
の
圏
が
見
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
自
然
と
先
人
の
作
晶
を
見
る

　
　
こ
と
に
お
い
て
、
画
家
の
視
力
が
成
長
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
画
家
の
目
が
成
長
す
る
こ
と
は
、
視
力
が
進
む
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
画
く
力
が
進
む
こ
と
で
あ
る
。
視
力
が
進
む
と
は
、
そ
れ
ま

　
　
で
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
、
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
つ
の
果
物
の
絵
に
高
い
気
品
を
彼
が
見
た
。
一
年
前
の
彼

　
　
に
は
そ
れ
が
晃
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
見
え
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
を
画
い
て
い
る
線
と
色
と
の
構
成
の
或
る
関
係
に
注
意
し
な
か
っ
た

　
　
の
で
あ
る
。
今
日
そ
れ
が
見
え
た
の
は
注
意
を
広
く
、
細
か
く
は
た
ら
か
し
得
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
目
の
修
練
の
結
果
で
あ

　
　
つ
た
。
時
を
重
ね
て
彼
は
次
第
に
多
く
晃
た
。
誉
れ
た
作
品
を
見
た
。
そ
れ
は
彼
の
目
に
は
た
ら
く
視
覚
の
要
求
に
よ
る
の
で
あ
る
。
視



　
　
覚
は
見
る
こ
と
で
あ
る
。
無
限
に
多
く
見
る
こ
と
が
、
視
覚
の
根
源
的
な
要
求
で
あ
る
。
汚
れ
た
も
の
を
見
る
こ
と
も
ま
た
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
傑
れ
た
も
の
と
は
、
見
る
べ
き
も
の
を
、
即
ち
見
ら
る
べ
き
も
の
を
、
一
そ
う
多
く
も
つ
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
に
製
作
の

　
　
必
備
が
進
む
こ
と
を
予
想
す
る
。
視
力
が
成
長
す
る
と
は
、
扇
く
べ
き
も
の
を
よ
り
多
く
重
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
画
家
の
目
が
そ
れ

　
　
を
見
る
と
は
、
手
を
驚
い
て
漫
然
と
眺
め
て
い
る
こ
と
を
云
う
の
で
は
な
く
、
画
く
作
用
に
お
い
て
兜
る
こ
と
で
あ
る
。
画
家
が
見
る
も

　
　
の
は
彼
が
画
く
も
の
で
あ
る
。
き
の
う
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
、
き
ょ
う
は
掛
る
こ
と
が
で
き
た
。
新
た
な
発
見
を
喜
び

　
　
な
が
ら
彼
が
そ
れ
を
画
く
。
き
の
う
は
画
け
な
か
っ
た
も
の
を
、
き
ょ
う
は
画
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
技
儒
の
進
歩
と
そ
れ
を
云

　
　
い
か
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
禅
の
修
行
が
⑳
家
の
人
問
を
新
た
に
形
成
し
、
そ
こ
か
ら
彼
の
新
し
い
作
風
が
形
成
せ
ら
れ
る
と
、
手
軽
に
人
が
考
え
る
の
で
は
な
い

　
　
か
。
そ
う
い
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
め
る
た
め
に
、
彼
は
絵
画
の
論
理
を
少
し
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
な
る
ほ
ど
禅
の
修
行
に
よ
っ
て
、
鋤
家
の
心
の
も
ち
方
、
人
生
の
種
々
の
事
件
の
受
け
取
り
方
が
変
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ど
う
そ
れ

　
　
が
彼
の
絵
画
の
作
風
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
事
件
は
彼
が
ひ
と
り
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
製
造
す
る
の
で
は
な
い
。
外
か
ら
入

　
　
が
、
も
し
く
は
社
会
の
状
勢
が
、
彼
の
目
前
へ
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
彼
が
感
じ
、
考
え
、
ま
た
動
く
の
で
あ
る
。
そ

　
　
れ
が
人
問
の
現
実
の
生
活
で
あ
る
。
そ
れ
を
ど
う
感
じ
、
ど
う
判
断
し
、
ど
う
答
え
、
ど
う
行
う
か
。
即
ち
彼
の
生
活
の
前
進
の
た
め
に
、

　
　
禅
の
修
行
に
よ
っ
て
得
た
彼
の
「
用
意
」
が
、
確
か
に
有
益
な
は
た
ら
き
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
は
た
ら
か
な
け
れ
ば
永
い
修
行
も
無
意
義

　
　
に
近
い
。
そ
の
は
た
ら
き
が
予
想
せ
ら
れ
る
の
は
、
常
に
世
の
中
の
現
実
の
存
在
の
た
め
で
あ
る
。
荘
漠
と
心
の
手
を
憶
い
て
い
る
た
め

　
　
に
で
は
な
い
。
常
に
眼
前
に
自
分
に
向
っ
て
何
も
の
か
を
要
求
す
る
人
が
立
つ
。
も
し
く
は
世
の
中
が
黒
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
画
家
も
ま
た
入
間
で
あ
る
。
確
か
に
世
の
中
に
立
っ
て
い
る
。
彼
の
前
に
は
彼
の
絵
薩
に
関
心
し
、
そ
れ
を
要
求
す
る
人
が
立
っ
て
い

　
　
る
。
彼
に
絵
画
の
製
作
を
依
頼
し
、
主
題
を
希
望
し
、
期
限
を
定
め
、
価
を
払
う
。
時
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
争
い
も
起
き
る
。
そ
う
い
う

　
　
場
合
に
禅
の
修
行
が
彼
に
与
え
た
人
闘
が
、
有
益
な
は
た
ら
き
を
す
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
種
々
の
事
実
は
、
画
家
と
し
て

998　
　
　
　
　
　
禅
は
美
術
に
影
響
し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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の
彼
を
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
世
事
が
彼
に
一
事
に
一
人
の
市
民
と
し
て
の
み
で
な
く
一
画
家
と
し
て
交
渉
す
る
隈
り
、
彼

　
　
は
世
説
へ
立
ち
向
う
前
に
ま
ず
薩
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
そ
れ
を
規
定
し
、
成
長
せ
し
め
る
も
の
は
、
画
家
と
し
て
の
才

　
　
能
、
即
ち
彼
に
は
た
ら
く
絵
爾
の
論
理
の
み
で
あ
る
。
他
の
何
も
の
で
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
禅
の
悟
り
が
彼
に
与
え
た
薪
た
な
心
境
が
、
彼
の
作
風
を
薪
た
な
方
向
へ
導
く
と
云
わ
れ
る
か
。
し
か
し
新
た
な
心
境
と
い
う
も
の
が
、

　
　
身
体
の
器
宮
の
よ
う
に
も
し
く
は
箱
の
よ
う
に
、
彼
の
胸
中
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
悟
り
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
明
る
い
心
境

　
　
を
得
た
。
彼
は
そ
れ
以
後
甚
だ
明
朗
な
人
と
な
っ
た
。
彼
の
絵
画
も
明
る
い
色
彩
の
も
の
と
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
お
そ
ら
く
悟
り
と
は
そ
の
よ
う
な
固
定
し
た
一
つ
の
心
境
に
停
止
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
に
臨
ん
で
正
し
い
実
存
に
向
う

　
　
べ
き
、
お
の
ず
か
ら
な
る
主
体
性
が
用
意
せ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
外
に
は
常
に
立
ち
向
う
べ
き
人
が
い
る
。
世
の
中
が
あ
る
。

　
　
そ
れ
に
肉
っ
て
動
く
の
は
、
単
な
る
心
の
状
態
で
は
な
い
。
深
く
潜
在
す
る
力
で
あ
る
。
睡
る
い
心
境
と
い
う
も
の
が
、
ど
こ
へ
ど
う
入

　
　
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
彼
も
明
る
い
心
境
を
も
つ
時
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
漠
然
と
明
る
い
心
境
と
い
う
も
の
は
な
い
。
何
か
に
つ
い
・
て
の

　
　
1
彼
の
前
に
在
る
事
件
か
、
彼
が
見
る
風
景
か
…
何
か
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
を
画
家
と
し
て
彼
が
見
る
の
は
、
そ
の
も

　
　
の
の
色
と
形
で
あ
る
。
彼
の
目
と
し
て
視
覚
が
そ
こ
に
は
た
ら
い
た
の
で
あ
る
。
根
源
的
な
目
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
現
実
の
世
…
界
に
立

　
　
ち
向
う
こ
と
と
は
、
全
く
別
の
方
向
を
取
る
は
た
ら
き
で
あ
る
。

　
　
　
南
宋
の
巨
匠
、
粟
楷
が
画
い
た
「
踊
霧
島
図
」
と
呼
ば
れ
る
絵
に
は
（
村
山
長
腰
迷
界
）
大
き
い
袋
を
背
負
う
布
袋
が
、
左
の
肩
に
担
っ

　
　
て
い
る
釣
檸
に
肘
を
掛
け
て
支
え
、
右
の
腕
は
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
し
て
、
指
…
を
開
き
、
両
袖
を
肘
ま
で
た
く
し
上
げ
、
腹
も
あ
ら
わ
に
は

　
　
だ
け
た
衣
の
か
げ
の
腰
衣
に
包
む
両
足
は
軽
く
地
を
踏
ん
で
い
る
。
両
眼
も
鼻
も
小
さ
く
一
気
を
付
け
な
い
と
見
分
け
に
く
い
ほ
ど

　
　
一
引
き
審
せ
て
、
そ
れ
だ
け
が
大
き
い
口
を
上
弦
の
月
の
よ
う
に
開
い
て
笑
っ
て
い
る
。

　
　
　
口
も
笑
い
目
も
笑
っ
て
い
る
。
檸
に
掛
け
た
手
の
親
指
も
動
き
、
人
差
指
も
伸
び
て
い
る
。
右
の
手
の
開
い
た
指
も
は
た
ら
い
て
い
る
。



　
　
土
を
踏
む
右
足
は
前
へ
、
左
の
足
は
後
ろ
へ
引
い
て
拍
子
を
取
っ
て
い
る
。

　
　
　
そ
れ
に
は
明
白
な
理
露
が
あ
る
。
布
袋
の
顔
と
身
体
の
種
々
の
部
分
が
、
中
に
も
手
と
足
が
、
細
く
軽
快
に
引
か
れ
た
輪
郭
の
線
に
、

　
　
そ
う
い
う
踊
り
の
瞬
間
の
形
と
動
作
の
真
実
が
鋭
敏
に
照
輝
け
ら
れ
、
そ
れ
が
精
確
に
画
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
肥
満
し
た
身
体
の
衣
を
は
だ
け
、
笑
い
な
が
ら
踊
る
布
袋
図
が
表
わ
す
も
の
は
、
明
白
に
洒
脱
な
精
神
で
あ
る
。
こ
の
絵
に
は
布
袋
の

　
　
ほ
か
に
何
も
の
も
画
か
れ
て
い
な
い
。
立
っ
て
い
る
地
面
も
な
く
、
後
ろ
を
守
る
風
景
も
な
い
。
構
一
つ
な
い
空
間
に
布
袋
は
何
の
屈
托

　
　
も
な
く
、
笑
い
さ
ざ
め
い
て
踊
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
見
る
か
ら
に
庫
袋
の
胴
は
幅
広
く
長
く
、
そ
れ
に
比
べ
て
両
脚
は
著
る
し
く
短
か
い
。
そ
の
不
釣
合
な
脚
の
短
か
さ
は
、
そ
れ
を
見
る

　
　
露
に
笑
い
を
呼
び
起
こ
す
。
こ
れ
に
反
し
て
広
く
長
い
胴
に
は
早
る
大
き
さ
が
包
ま
れ
て
い
る
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
身
体
と
顔
と
、
背
に

　
　
負
う
長
い
袋
を
画
く
線
に
は
、
す
が
す
が
し
い
精
神
が
緊
張
す
る
。
樹
心
の
「
踊
布
袋
図
」
は
、
明
朗
な
笑
い
と
大
き
さ
と
気
品
の
あ
る

　
　
精
神
の
統
一
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
洒
脱
」
と
呼
ば
れ
る
美
の
類
型
の
、
一
つ
の
明
白
な
現
れ
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
梁
楷
は
も
と
よ
り
そ
れ
を
目
ざ
し
て
画
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
そ
こ
に
こ
の
画
家
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
界
を
晃
ん
と
し
た
傾
向
、

　
　
即
ち
彼
の
作
風
の
一
つ
の
形
態
を
見
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
彼
は
こ
の
よ
う
な
作
風
を
も
つ
に
到
っ
た
か
。
試
み
に
座
右
の
書
架
を
探
っ
て

　
　
彼
の
伝
詑
を
求
め
、

　
　
　
　
染
楷
は
善
く
人
物
山
水
道
釈
鬼
神
を
播
く
。
欝
詩
古
を
師
と
す
。
描
写
瓢
逸
。
青
、
藍
に
過
ぐ
。
嘉
泰
の
年
に
画
院
の
待
詔
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
　
黒
帯
を
給
う
。
皆
受
け
ず
。
院
内
に
佳
く
。
酒
を
嗜
み
て
自
ら
楽
し
み
、
号
し
て
梁
風
子
と
田
う
。
院
人
心
の
精
妙
の
筆
を
見
て
、
驚

　
　
　
伏
せ
ざ
る
な
し
。
燈
し
世
に
伝
う
る
者
は
、
皆
草
々
た
り
、
罷
れ
を
滅
筆
と
担
う
。

　
　
と
あ
る
一
書
を
見
曝
し
た
。
（
霊
剣
野
壷
、
中
国
絵
画
史
、
上
、
二
〇
六
頁
）
こ
れ
に
よ
る
と
、
梁
楷
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
通
常
人
の
心
境
を
超

　
　
え
た
、
瓢
逸
な
性
格
の
人
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
　
「
踊
布
袋
図
」
の
洒
脱
な
精
神
は
、
ま
さ
に
こ
の
性
格
が
そ
の
作
風
と
し
て
現
れ
た
の

　
　
で
あ
ろ
う
。
梁
楷
は
、
或
は
人
が
誤
っ
て
想
像
す
る
か
も
知
れ
な
い
よ
う
な
、
禅
僧
な
ど
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
名
声
の
高
い
宮
廷
画

蹴　
　
　
　
　
　
禅
は
爽
術
に
影
響
し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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家
で
あ
っ
た
。
こ
の
布
袋
図
の
よ
う
な
単
寧
の
、
対
象
の
細
部
を
捨
て
た
、
基
礎
的
な
構
造
の
み
を
画
く
作
晶
の
み
で
な
く
、
却
っ
て
対

象
の
細
部
を
見
究
め
た
精
妙
な
作
風
も
示
し
た
画
家
で
あ
っ
た
。

　
渠
楷
の
目
の
世
界
は
広
か
っ
た
。
洒
脱
な
踊
布
袋
の
ほ
か
に
、
ひ
と
し
く
そ
の
筆
に
成
る
「
出
山
釈
迦
図
」
は
（
酒
共
氏
）
こ
れ
と
は

著
る
し
く
違
う
世
界
で
あ
る
。
対
角
線
の
方
向
に
斜
に
引
か
れ
た
、
直
線
に
近
い
輪
郭
を
も
つ
巨
岩
の
崖
と
、
地
面
に
近
く
わ
ず
か
な
筆

触
を
も
つ
だ
け
の
岩
壁
と
の
間
の
道
を
、
頬
か
ら
顎
へ
黒
々
と
髪
の
覆
う
釈
迦
が
、
弊
衣
を
寒
風
に
吹
か
せ
て
、
寂
然
と
し
て
成
道
の
身

を
運
ん
で
い
る
。
畏
い
修
行
に
や
つ
れ
た
顔
に
は
、
成
道
を
悦
ぶ
面
影
な
ど
は
な
い
。
却
っ
て
麗
筆
な
沈
思
が
見
え
る
。

　
こ
の
出
山
の
釈
迦
も
ま
た
確
か
に
梁
楷
が
画
い
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
を
爾
こ
う
と
思
い
、
そ
の
意
図
を
達
し
た
の
で
あ
る
。

心
逸
な
布
袋
の
よ
う
な
釈
迦
を
懸
こ
う
と
し
て
、
誤
っ
て
こ
の
よ
う
な
結
果
を
得
た
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
厳
し
い
世
界
で
も
あ
っ
た
。

壁
の
よ
う
な
岩
も
、
路
傍
の
石
も
、
わ
だ
か
ま
る
木
の
根
も
、
鰯
零
す
る
幹
も
、
す
べ
て
鉄
線
の
よ
う
に
強
い
輪
郭
が
画
い
て
い
る
。
屈

折
す
る
木
の
枝
は
針
の
よ
う
に
鋭
い
線
が
入
り
交
る
の
で
あ
る
。
厳
粛
の
気
が
張
り
詰
め
て
い
る
。
踊
布
袋
が
表
わ
す
も
の
と
は
全
く
別

の
精
神
が
画
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
梁
楷
の
一
面
で
あ
る
。

　
望
楼
の
名
で
伝
え
ら
れ
る
「
雪
景
山
水
図
」
が
二
点
あ
る
。
少
し
だ
け
構
図
の
違
う
絵
の
一
点
は
（
国
立
博
物
館
蔵
）
白
く
雪
の
埋
め
る

山
々
と
前
の
平
地
と
、
そ
こ
に
幹
の
傾
く
三
本
の
木
と
、
薄
墨
の
塗
り
こ
め
る
空
を
も
つ
、
幽
玄
な
風
景
で
あ
る
。
雪
の
平
地
に
小
さ
く

蕊
馬
に
乗
る
入
が
行
く
。

　
洒
脱
と
幽
欝
と
幽
玄
と
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
精
神
が
、
　
一
人
の
醐
家
に
よ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
画
家
の
囲
が
進
歩
す
る
の
は
、
玉
傷
の
深
い
意
味
に
よ
る
根
源
的
な
箏
実
で
あ
る
。
絵
画
の
内
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
他
の
何
も
の
も

そ
れ
に
干
渉
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
怠
り
勝
ち
で
あ
っ
た
繭
家
が
、
よ
う
や
く
自
分
を
反
省
し
て
、
画
業
に
励
も
う
と
発
心
す
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
彼
の
技
備
が
進
む
か
も
知
れ
な
い
。
彼
の
反
省
は
一
つ
の
倫
理
的
な
事
実
で
あ
る
。
そ
の
反
省
は
一
人
の
禅
僧



　
　
の
訓
戒
が
、
彼
の
画
業
の
修
練
を
妨
げ
て
い
た
欝
積
を
雲
散
せ
し
め
た
結
果
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
こ
そ
禅
の
影
響
で
あ
る
と

　
　
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
彼
は
禅
僧
の
言
葉
を
聞
い
た
。
禅
僧
は
そ
れ
を
多
年
の
修
行
に
よ
っ
て
得
た
悟
り
の
結
果
と
し
て
、
画
家
に
語
る
こ
と
が
で
き
た
。
彼

　
　
に
は
そ
れ
は
確
か
に
禅
が
言
葉
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
語
っ
た
彼
に
は
禅
の
体
験
の
裏
付
け
が
あ
る
。
し
か
し
画
家
に
は

　
　
そ
れ
が
鮫
け
て
い
る
。
禅
僧
の
書
葉
は
、
彼
に
は
単
に
一
つ
の
倫
理
的
思
想
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
僧
の
書
葉
は
、
或
は
…
そ
の
例
が
少
く
な
い
よ
う
に
一
意
表
に
出
で
た
、
機
智
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
人
に
そ

　
　
の
憂
欝
を
忘
れ
し
め
る
ほ
ど
洒
脱
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
酒
脱
も
機
智
も
、
僧
そ
の
人
の
「
人
閥
」
で
あ
り
、

　
　
画
家
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
僧
の
悟
り
に
裏
付
け
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
人
閥
的
意
味
を
も
つ
。
そ
の
境
に
到
ら
な
い
一
そ
の
画

　
　
家
を
含
め
た
…
衆
人
に
と
っ
て
は
、
単
に
快
活
な
響
き
を
も
っ
た
警
句
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
画
家
が
そ
の
書
葉
に
よ
っ
て
、
欝
積

　
　
し
た
気
分
か
ら
解
放
せ
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
斑
葉
そ
の
も
の
の
効
果
で
あ
ろ
う
。
禅
の
体
験
に
結
び
付
く
に
は
到
ら
な
い
の

　
　
で
あ
る
。
禅
が
影
響
し
た
と
云
わ
れ
る
に
は
、
禅
の
悟
り
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
体
験
が
、
後
ろ
に
活
き
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
ろ

　
　
に
潜
む
主
体
性
で
あ
る
。
こ
の
主
体
性
の
現
れ
で
あ
る
言
葉
は
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
主
体
性
そ
の
も
の
を
向
う
に
置
い
て
聞
く
こ
と
は

　
　
で
き
な
い
。
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
　
　
禅
と
絵
画
の
交
渉
が
全
く
な
い
と
書
う
の
で
は
な
い
。
禅
僧
た
ち
の
種
々
の
事
蹟
も
一
も
ち
ろ
ん
一
瞬
の
光
景
だ
け
は
－
画
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
そ
う

　
　
た
。
そ
の
尚
像
も
、
頂
桐
と
特
に
名
付
け
て
画
か
れ
た
。
痴
る
作
品
に
画
か
れ
た
鳥
獣
、
山
水
に
は
、
禅
の
思
想
が
寓
せ
ら
れ
て
い
る
と

　
　
も
伝
え
ら
れ
る
。
大
徳
寺
、
終
古
の
鶴
は
、
そ
の
種
の
絵
画
の
最
も
傑
れ
た
一
例
で
あ
る
。
そ
れ
を
黙
れ
た
絵
画
で
あ
る
と
云
う
の
は
、

　
　
し
か
し
、
そ
れ
を
純
然
た
る
花
鳥
画
と
し
て
の
み
で
あ
る
。
思
想
な
ど
は
ど
こ
に
も
画
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
牧
難
に
そ
の
意

　
　
図
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
事
志
に
反
し
て
函
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
或
る
知
識
を
も
つ
筋
々
の
み
が
、
そ
の
絵
の
前
で
、

　
　
曖
昧
な
届
書
を
咳
い
て
み
る
だ
け
で
あ
る
。
画
家
は
挽
く
べ
く
、
語
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
真
に
自
己
を
知
る
画
家
に
は
、
禅
に

螂　
　
　
　
　
　
禅
は
美
術
に
影
響
し
た
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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二
二

関
係
す
る
種
々
の
対
象
も
、
路
傍
の
石
も
、
肖
像
画
の
依
頼
も
、
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
画
家
が
見
る
も
の
は
、
こ
と
ご
と
く

彼
の
目
と
し
て
は
た
ら
く
視
覚
が
産
出
す
る
の
で
あ
る
。
根
源
的
に
視
覚
の
論
理
に
従
っ
て
、
そ
れ
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
禅
の
事
蹟

を
画
く
た
め
に
画
家
が
何
か
を
借
り
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
路
傍
の
石
を
写
す
た
め
に
石
か
ら
借
り
た
も
の
と
ひ
と
し
く
、
単
に
そ
れ
ら

の
色
と
形
と
の
み
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は
画
家
が
自
分
の
目
に
よ
っ
て
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
云
い
か
え
る
と
、
彼
の
召
に
は
た
ら

く
絵
画
の
論
理
が
、
根
源
的
な
主
体
性
に
よ
り
そ
れ
を
産
出
し
た
の
で
あ
る
。
禅
の
介
入
す
る
余
地
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
禅
の
悟
り
が
い
か
に
深
か
ろ
う
と
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
一
本
の
線
も
、
一
片
の
色
も
産
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
絵

画
の
論
理
の
み
に
可
能
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
絵
画
の
外
に
絵
画
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
絵
画
の
自
由
が
あ
る
。
同
時
に
不

自
由
が
あ
る
。
云
い
換
え
る
と
、
そ
れ
が
絵
画
の
宿
命
で
あ
る
。

　
禅
が
美
術
に
影
響
し
た
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　T｝1｛IS　ISSUE

Tlte　otttline　of　such　an　article　as　aPPears　in　more　tltan　one　ntember　of　thtls

m・9磁π8is　toろe　given　together励彦ん’ゐ81ast　ilzs彦abnentげtゐθarticle．

Kat　gberhaupt　das　，Zen‘　EiRfiuts　auf　ctie　seh6nen

　　　　　　　　　　　　　　　K薩難ste　ausge臆bt？

von　Jyuz6　Ueda

　　Einige　｝｛［istoriker　behaupten，　daB　sich　die　japanischen　sch6nen　Kimste　seit

der　Muromachi－Zeit，　insbesondere　die’　Tuschmalerei　（，　Bokuga‘）　unter　einem

kul加relle且EinfluB．　des，Zen‘entwickelt　hatten．　Der　Verfasser　aber　hat　in　den

vorliegenden　Abhandlung　den　Nachweis　erbracht，　daB　die　genannte　Behaup－

tung　nicht　nur　durch　keine　geschichtliche　Tatsache　bewahrt　wird，　sondern

auch　nach　der　inneren　Logil〈　der　Sache　unm6giich　bleibt．

Problem　des　lck　und　Paradexie　des　inneren　Sinnes　bei　Kant

von　Kiyoshi　Ashida

　　Kants　Lehre　von　der　Erl〈enntnis，　die　als　transzendentaler　ldealismus　zu

bezeichnen　ist，　beruht　letzten　Endes，　wie　mir　scheint，　ac　uf　einer　Formalisie－

rung　des　erkennenden　leh．　Die　，，transzendentale　Apperzeption”　besagt　nichts

Anderes　als　die　formale　Einheit　des　BewuStseins．　Das　Motiv　zu　dergleichefi

Formalisierung　durchzieht　seine　Gedankengange　in　der　，，Dedul〈tion　der　Ka－

tegorien”　wie　auch　in　der　，，Widerlegung　des　ldealismus”　uRd　auch　in　seiner

Kxitik　der　rationalen　Psychologie．　Wenn　Kant　aber　das　Sein　solch　eines

formalisierten　lch　zur　ontologischen　Bestimmtheit　zu　bringqn　versucht，　so

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ


