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研
究
テ
ー
マ

椎
尾
辨
匡
師
（
以
下
、
敬
称
略
）
は
、
明
治
に
生
ま
れ
、
大
正
、
昭
和
期
に
「
共
生
」
の
思
想
を
掲
げ
、
広
く
活
躍
し
た
人
物
で
あ
る
。

こ
の
「
共
生
」
の
思
想
は
、
単
に
概
念
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
実
践
と
し
て
「
共
生
運
動
」
が
展
開
さ
れ
た
。
大
正
七
年
の
国
民
覚
醒
運
動
、

大
正
十
一
年
に
鎌
倉
光
明
寺
に
て
第
一
回
共
生
結
集
を
皮
切
り
に
全
国
で
展
開
さ
れ
て
い
っ
た

椎
尾
は
、「
信
仰
」
と
は
、
人
生
、
生
活
を
正
し
い
方
向
へ
推
し
進
め
る
力
で
あ
り
、
固
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
常
に
進
歩
・
発
展
を
伴

う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
「
進
行
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
椎
尾
の
「
共
生
」
の
思
想
に
お
い
て
も
進
歩
や

変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
本
研
究
の
問
題
意
識
で
あ
る
。

前
田
恵
学
氏
は
、「
共
生
思
想
は
、「
共
生
会
運
動
」
の
中
で
、
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
i」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
形
成
さ
れ
た

内
容
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
研
究
で
は
、
椎
尾
の
「
共
生
」
思
想
形
成
に
つ
い
て
、
考
察
を
加
え
る
こ
と
と
す

る
。研

究
の
観
点
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椎
尾
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
、
仏
教
学
者
、
宗
教
者
、
共
生
会
の
師
表
、
政
治
家
、
教
育
者
等
、
多
方
面
に
お
け
る
活
躍
が
見
ら
れ
る
。

椎
尾
が
年
齢
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
ま
た
活
躍
の
場
面
が
変
わ
る
に
つ
れ
、
伝
え
る
内
容
や
そ
の
重
点
の
置
き
方
、
伝
え
方
に
も
変
化
が
み
ら

れ
る
は
ず
で
あ
り
、そ
こ
に
思
想
の
変
化
を
う
か
が
い
知
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
た
。
ま
た
、職
責
以
外
に
椎
尾
の
生
き
た
時
代
に
は「
戦

争
」
と
い
う
大
き
な
時
代
の
制
約
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
思
想
に
変
化
が
み
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
た
。

そ
こ
で
本
研
究
で
は
椎
尾
の
生
涯
を
以
下
の
六
つ
の
ス
テ
ー
ジ
に
分
け
、
そ
の
ス
テ
ー
ジ
毎
に
、
椎
尾
の
著
作
(主
に
『
椎
尾
辨
匡
選
集
』)

か
ら
思
想
の
進
歩
、
変
化
を
抽
出
す
る
こ
と
と
す
る
。『
日
本
語
大
辞
典
』
(講
談
社
)に
よ
れ
ば
、「
思
想
」
と
は
、「
人
生
、
社
会
、
政
治
な

ど
に
対
す
る
一
定
の
見
解
。
統
一
的
、
全
体
的
な
判
断
体
系
」
と
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
研
究
に
お
け
る
「
思
想
の

形
成
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
主
張
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
以
降
も
引
き
続
き
同
様
の
主
張
が
な
さ
れ
て

い
る
点
を
「
思
想
の
進
歩
」、「
思
想
の
変
化
」
と
捉
え
る
こ
と
に
し
た
。

ス
テ
ー
ジ
設
定

Ⅰ
．
出
生
、
学
道

明
治
九
年

〜

大
正
四
年

Ⅱ
．
国
民
覚
醒
運
動
の
決
意
〜

大
正
五
年

〜

大
正
一
〇
年

Ⅲ
．
第
一
回
共
生
結
集
〜

大
正
一
一
年

〜

昭
和
二
年

Ⅳ
．
衆
議
院
議
員
当
選
〜

昭
和
三
年

〜

昭
和
五
年

Ⅴ
．
戦
時
下
(満
州
事
変
)〜

昭
和
六
年

〜

昭
和
一
九
年

Ⅵ
．
増
上
寺
御
法
主
、
終
戦
〜

昭
和
二
〇
年

〜

昭
和
四
六
年
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ス
テ
ー
ジ
Ⅰ
．
出
生
、
学
童

（
明
治
九
年
〜
大
正
四
年
）

椎
尾
は
明
治
九
年
、
愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
の
真
宗
高
田
派
円
福
寺
に
生
ま
れ
る
。
浄
土
宗
本
校
(現
、
大
正
大
学
)在
学
中
に
古
事
記
、

宗
教
学
、
哲
学
、
日
本
史
の
研
究
を
開
始
す
る
。
二
六
歳
で
東
京
帝
国
大
学
哲
学
科
入
学
。
梵
語
、
巴
利
語
の
研
究
。
卒
業
後
東
京
帝
国
大

学
大
学
院
入
学
。
卒
論
は
「
梵
天
と
仏
陀
」。
卒
業
に
あ
た
り
、
成
績
優
秀
に
つ
き
明
治
天
皇
よ
り
恩
賜
銀
時
計
を
拝
受
。
引
き
続
き
シ
ャ
ム

蔵
の
経
典
部
を
研
究
。
ま
た
、
イ
ン
ド
へ
の
洋
行
を
予
定
し
て
い
た
が
母
の
逝
去
に
つ
き
中
止
し
て
い
る
。
明
治
四
三
年
、
博
士
論
文
「
釈

尊
よ
り
シ
ャ
ン
カ
ラ
・
ア
ー
チ
ャ
リ
ヤ
に
至
る
印
度
哲
学
」
を
提
出
。

ま
た
明
治
四
〇
年
に
結
婚
し
、
長
男
が
産
ま
れ
る
が
明
治
四
二
年
に
亡
く
し
て
い
る
。
母
、
そ
し
て
子
ど
も
の
死
を
経
験
し
た
こ
と
が
、

浄
土
教
へ
の
深
い
信
仰
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
が
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。

こ
の
期
間
に
書
か
れ
た
啓
蒙
書
と
し
て
大
正
六
年
発
行
の
『
安
心
生
活
』
が
あ
る
。
こ
の
書
物
を
読
ん
だ
福
原
俊
丸
男
爵
が
「
家
庭
に
お

け
る
宗
教
々
育
の
一
項
に
到
っ
て
、
真
に
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
あ
り
ii」
と
し
て
椎
尾
に
教
え
を
乞
い
、
そ
の
際
に
大
正
天
皇
が
国
民
の
生
活
を

憂
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
た
椎
尾
が
国
民
覚
醒
運
動
を
決
意
し
後
に「
共
生
運
動
」を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
椎
尾
が「
共

生
」
と
い
う
語
を
使
用
す
る
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
ど
の
よ
う
な
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
た
か
注
目
し
た
い
。

〈
信
仰
に
つ
い
て
〉

大
丈
夫
の
確
固
た
る
生
活
は
偏
に
宗
教
的
生
活
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
iii

と
し
、そ
れ
に
は「
信
」を
も
っ
て
自
ら
の
生
活
を
つ
か
み
、自
ら
の
生
活
を
徹
底
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て「
信
」、

す
な
わ
ち
「
信
仰
」
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
の
が
浄
土
教
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
信
仰
」
は
、
共
生
思
想
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
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る
が
そ
の
位
置
づ
け
は
こ
の
当
時
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。

〈
念
仏
に
つ
い
て
〉

『
浄
土
宗
要
十
講
』
に
以
下
の
よ
う
に
示
し
て
い
る
。

我
等
の
心
の
儘
に
念
仏
し
助
け
玉
へ
と
説
く
浄
土
の
憶
念
称
念
は
、
陰
妄
の
一
念
に
し
て
仏
教
中
の
完
全
な
る
も
の
な
れ
ど
も
、
然
か

も
手
近
の
対
境
に
手
近
の
行
事
を
以
て
せ
り
大
玄
十
念
辨
に
憶
念
称
念
を
分
別
す
。
之
は
云
何
な
る
も
の
な
り
や
、
事
実
は
異
れ
り
。

こ
れ
一
往
の
別
に
し
て
、
吾
人
の
憶
念
称
念
は
心
の
上
に
一
致
せ
り
iv

と
し
て
、
称
念
と
憶
念
と
は
一
応
の
区
別
で
あ
っ
て
同
じ
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
期
間
は
、
博
士
論
文
を
は
じ
め
、『
十
二
因
縁
論
』、『
曇
鸞
当
時
の
浄
土
教
』、『
六
足
論
の
研
究
』、『
頼
耶
縁
起
論
の
研
究
』
な
ど
学

術
的
な
論
文
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
原
始
経
典
、
縁
起
経
典
、
ア
ビ
ダ
ル
マ
、
大
乗
仏
教
、
浄
土
教
の
研
究
内
容
が
後
の
「
共
生
」
思
想
の
基

礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
こ
れ
以
降
の
主
張
の
ほ
と
ん
ど
に
お
い
て
仏
教
教
義
を
基
準
と
し
て
主
張
が
展
開
さ
れ
お

り
、
ま
た
『
優
陀
那
講
義
』
の
よ
う
な
最
古
の
経
典
に
関
す
る
研
究
は
引
き
続
き
行
わ
れ
、『
釈
迦
に
仏
を
見
る
』
に
あ
る
よ
う
に
戦
後
に
行

わ
れ
た
法
話
で
も
こ
の
期
間
の
学
術
的
な
も
の
を
基
礎
と
し
て
い
る
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
仏
教
者
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
椎
尾
の
仏
教
の
基
準
は
あ
く
ま
で
「
釈
尊
の
生
き
方
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
時
期
の
浄
土
教
関
連
の
著
作
と
し
て
、「
曇
鸞
当
時
の
浄
土
教
」、「
選
択
本
願
念
仏
」、『
往
生
浄
土
に
つ
い
て
』
な
ど
が
あ
る
。
釈
尊

の
示
し
た
仏
教
が
地
域
を
超
え
て
浄
土
教
に
そ
の
真
髄
が
現
れ
て
お
り
、
凡
夫
で
あ
る
我
ら
の
生
活
信
仰
は
こ
の
浄
土
教
に
頼
れ
ば
よ
い
と

い
う
説
示
は
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
著
作
に
お
い
て
も
浄
土
教
が
信
仰
に
結
び
付
く
観
点
と
し
て
具
体
的
な
説
明
が
施
さ
れ
て
い
な
い
。
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文
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研
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ス
テ
ー
ジ
Ⅱ

国
民
覚
醒
運
動
の
決
意
〜

（
大
正
五
年
〜
一
〇
年
）

こ
の
頃
、
修
養
団
、
一
燈
団
、
希
望
社
等
別
の
修
養
団
体
に
よ
る
運
動
が
起
こ
っ
て
き
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
感
動
、
感
激
に
重

き
を
置
い
た
も
の
、
持
続
的
で
な
い
変
態
作
業
に
重
き
を
置
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
椎
尾
は
持
続
的
、
規
律

的
で
あ
る
生
活
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
宗
教
的
信
念
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
様
々
な
修
養
団
体
の
会
合
に
出
席
し
主
張
し
た
。
ま
た

釜
山
、
満
州
各
地
に
お
い
て
も
講
演
を
行
い
、
各
地
の
国
内
工
場
に
赴
き
教
化
に
努
め
た
。
運
動
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
当
初
は
教
育
界
、

政
治
界
、
諸
宗
連
合
の
方
面
に
お
い
て
は
時
機
が
適
し
て
い
な
い
と
し
て
、
ま
ず
は
浄
土
宗
一
宗
を
挙
げ
た
時
局
覚
醒
運
動
に
着
手
し
た
。

そ
の
際
の
指
導
内
容
は
、
正
義
、
業
務
、
時
間
、
節
約
等
の
項
目
を
掲
げ
、
仏
教
信
仰
に
基
づ
く
国
民
生
活
の
覚
醒
改
善
に
努
力
し
た
。

こ
の
頃
の
著
作
で
あ
る
『
人
間
の
宗
教
』、『
社
会
の
宗
教
』
か
ら
そ
の
主
張
を
見
て
い
き
た
い
。『
人
間
の
宗
教
』
は
大
正
一
一
年
十
一
月

発
行
で
二
灯
会
で
の
機
縁
に
つ
づ
い
て
講
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
社
会
の
宗
教
』
は
『
人
間
の
宗
教
』
の
姉
妹
編
で
あ
り
、
本
来

大
正
一
二
年
に
出
版
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
関
東
大
震
災
の
影
響
で
遅
れ
た
も
の
で
あ
り
、
第
四
章
、
第
五
章
、
第
六
章
は
こ
の
ス
テ
ー
ジ
の

主
張
と
み
な
し
て
よ
い

〈
人
間
の
宗
教
、
社
会
の
宗
教
に
つ
い
て
〉

こ
れ
ら
の
著
作
で
は
、
著
書
名
の
通
り
、

宗
教
は
人
間
の
も
の
で
、
人
生
の
中
に
求
め
ら
れ
る
べ
く
、
人
生
一
日
真
な
る
能
わ
ず
ば
永
劫
も
ま
た
真
な
る
を
得
な
い
。
仏
教
は
こ

の
見
地
に
お
い
て
こ
と
に
知
恩
報
恩
に
発
し
て
研
磨
改
善
不
断
向
上
の
一
路
に
真
人
間
を
認
め
、
個
人
に
非
ず
社
会
人
に
非
ず
、
小
に

も
大
に
も
常
に
真
実
た
ら
ん
こ
と
を
求
め
、
労
働
に
非
ず
資
本
に
非
ず
、
貧
に
も
富
に
も
つ
ね
に
真
生
命
に
住
せ
ん
こ
と
を
主
張
す
る
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も
の
で
あ
る
v

つ
ま
り
は
宗
教
は
神
や
天
の
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
今
を
生
き
る
我
々
人
間
の
生
活
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

宗
教
は
人
間
の
も
の
な
れ
ば
個
性
に
偏
局
す
る
よ
り
は
通
達
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
自
己
一
人
の
栄
枯
浮
沈
に
没
頭
せ
ん
よ
り
祖
孫
衆

生
に
偕
暢
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
宗
教
は
孤
独
の
所
有
や
解
脱
で
な
く
し
て
社
会
の
宗
教
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
vi

つ
ま
り
は
宗
教
は
個
人
が
山
に
籠
っ
て
解
脱
を
目
指
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
関
わ
る
衆
生
す
べ
て
、
子
孫
末
代
に
わ
た
る
す
べ
て
が

伸
び
て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
社
会
の
宗
教
な
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

〈
浄
土
教
に
つ
い
て
〉

こ
の
中
で
は
椎
尾
が
理
解
し
た
「
浄
土
教
の
特
色
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
自
身
の
述
べ
た
内
容
が
「
一
般
の
考
え
方
と
こ
と

に
食
い
違
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
は
、
浄
土
教
に
つ
い
て
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
椎
尾
自
身
も
「
新
た
な
解
釈
」
を
試
み
て

い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

浄
土
教
で
は
わ
が
身
を
い
か
に
社
会
的
に
見
る
か
、
浄
土
教
で
は
つ
ね
に
自
分
を
顧
み
て
「
罪
悪
の
凡
夫
」
な
り
と
自
覚
し
て
い
る
。

個
人
主
義
よ
り
い
え
ば
つ
ま
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
個
人
主
義
に
お
い
て
は
個
人
の
尊
重
自
我
の
尊
厳
を
主
張
す
。
罪
悪
の
か
た
ま
り
と

は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
ぬ
。
と
こ
ろ
が
社
会
的
に
こ
れ
を
眺
め
る
と
特
別
に
何
に
も
で
き
ぬ
つ
ま
ら
ぬ
も
の
と
ハ
ッ
キ
リ
わ
か
っ
て

く
る
。vii

浄
土
教
の
個
人
的
方
面
は
従
来
多
く
考
察
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
封
建
時
代
の
畸
形
的
社
会
に
し
ば
ら
れ
た
偏
見
で
あ
る
。
浄
土
教
の
特

色
は
む
し
ろ
社
会
方
面
に
あ
る
。
我
。
人
。
仏
。
救
。
浄
土
。
同
行
。
往
生
。
成
仏
。
み
な
社
会
共
存
の
上
に
お
い
て
始
め
て
そ
の
意
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義
を
全
う
す
る
も
の
で
あ
る
。viii

こ
れ
ら
は
「
社
会
の
宗
教
」
の
見
地
か
ら
見
た
浄
土
教
で
あ
る
が
、
椎
尾
の
主
張
の
通
り
社
会
的
観
点
か
ら
み
る
と
理
解
し
や
す
く
な
る

も
の
が
あ
る
の
も
事
実
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

椎
尾
が
仏
教
を
「
人
間
の
」、
そ
し
て
「
社
会
の
」
宗
教
と
捉
え
、
そ
の
拠
り
所
と
な
る
善
導
浄
土
教
、
殊
に
凡
夫
観
を
研
究
し
た
こ
と
に

よ
り
、
覚
醒
運
動
の
名
を
「
共
生
」
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
共
生
」
の
名
前
は
共
生
結
集
が
開
か
れ
る
た
め
の
準
備
会
合
に
お

い
て
椎
尾
自
身
が
決
め
た
も
の
で
あ
る
。

〈
念
仏
に
つ
い
て
〉

念
仏
生
活
に
は
尋
常
、
別
時
、
臨
終
の
三
種
の
行
儀
が
あ
る
が
、
浄
土
の
詮
要
と
す
る
念
仏
生
活
は
尋
常
念
仏
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上

で
、

尋
常
念
仏
の
生
活
は
、「
た
だ
、
往
生
極
楽
の
た
め
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
と
申
す
」
生
活
で
あ
る
。
心
行
具
足
の
念
仏
で
あ
る
。
一
念
で

も
な
く
、
多
念
で
も
な
く
、
別
行
で
も
な
い
。
た
だ
信
心
に
も
あ
ら
ず
、
た
だ
称
名
に
も
あ
ら
ず
、
心
行
具
足
に
な
れ
る
渾
一
生
活
で

あ
る
。
信
行
の
前
後
は
各
人
修
養
の
意
楽
に
よ
る
。
往
生
極
楽
の
た
め
、
す
な
わ
ち
、
永
遠
に
真
実
の
生
命
が
客
観
化
せ
ざ
れ
ば
止
ま

ず
と
す
る
の
で
あ
る
。
死
ん
で
も
止
ま
な
い
永
遠
で
あ
る
。
(中
略
)三
業
四
威
儀
の
所
作
の
全
体
が
尊
き
念
仏
の
生
活
で
あ
り
、
真
人

生
で
あ
る
。ix

と
し
て
、
称
名
の
み
に
捕
わ
れ
ず
、
信
仰
と
そ
の
所
作
が
本
当
に
生
き
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
が
尊
い
念
仏
生
活
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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〈
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
〉

『
人
間
の
宗
教
』
に
お
い
て
浄
土
教
の
阿
弥
陀
仏
の
存
在
に
つ
い
て
明
確
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

頼
ま
れ
て
な
す
の
で
も
な
く
、
な
し
て
誇
る
の
で
も
な
く
、
な
し
て
な
お
な
せ
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
底
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
す
な
わ

ち
浄
土
教
の
絶
対
救
済
力
で
あ
り
、
本
願
力
で
あ
り
、
強
増
上
縁
で
あ
る
。
攝
受
衆
生
の
力
で
あ
り
弥
陀
仏
で
あ
る
。x

浄
土
教
の
立
場
か
ら
眺
め
て
、
彌
陀
を
信
ず
る
と
い
い
極
楽
に
生
ず
る
と
い
う
も
、
畢
竟
ず
る
に
真
の
永
遠
の
生
命
を
信
ず
る
こ
と
で

あ
る
。
い
ま
の
一
瞬
間
に
も
す
べ
て
の
人
の
心
に
も
一
切
の
仕
事
に
も
生
活
に
も
、
つ
ね
に
輝
く
か
ぎ
り
な
き
光
明
で
あ
り
か
ぎ
り
な

き
生
命
で
あ
る
の
が
真
の
永
遠
の
生
命
で
あ
り
、
こ
れ
す
な
わ
ち
無
量
と
よ
ば
れ
給
う
阿
弥
陀
仏
で
あ
る
。

〈
教
育
に
つ
い
て
〉

『
社
会
の
宗
教
』xiに
お
い
て
日
本
の
一
般
教
育
に
つ
い
て
、
長
所
と
短
所
を
指
摘
し
て
い
る
。

長
所
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

一
．
教
育
の
基
礎
が
大
変
古
く
、
だ
ん
だ
ん
と
民
衆
に
浸
潤
し
て
い
っ
た
こ
と

二
．
学
問
を
尊
重
す
る
思
想
が
あ
る
こ
と
。

三
．
師
範
教
育
が
発
達
し
て
い
る
こ
と
。

の
三
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
短
所
で
あ
り
覚
醒
が
求
め
ら
れ
る
点
と
し
て
は
、

一
．
教
育
内
容
に
公
正
な
自
由
が
保
障
さ
れ
発
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

二
．
学
校
の
み
で
な
く
、
一
生
を
通
じ
家
庭
よ
り
社
会
ま
で
、
店
舗
も
工
場
も
こ
と
ご
と
く
教
場
で
あ
る
全
生
教
育
を
充
実
さ
せ
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

三
．
長
所
の
半
面
を
伴
え
る
短
所
の
補
充
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
学
問
の
尊
重
が
偶
像
崇
拝
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
師
範
教
育
の
発
達
が

画
一
形
式
と
な
り
自
由
思
索
が
す
く
な
く
な
り
生
気
が
乏
し
く
な
ら
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
．
信
仰
教
育
を
徹
底
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

以
上
、
こ
の
時
点
に
お
い
て
は
多
少
の
説
明
が
施
さ
れ
て
い
る
が
項
目
を
あ
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

〈
婦
人
の
覚
醒
に
つ
い
て
〉

婦
人
の
覚
醒
す
べ
き
点
に
つ
い
て
も
項
目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

一
．
国
防
の
大
任
は
傭
兵
や
一
部
軍
籍
者
の
任
務
で
な
く
て
全
国
民
の
負
担
で
あ
る
と
す
る
と
き
、
婦
人
が
そ
の
責
任
を
覚
醒
し
一
層
剛
健

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
．
殊
に
婦
人
が
妻
で
あ
り
母
で
あ
る
こ
と
を
本
性
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
家
庭
の
整
理
、
静
察
修
養
、
子
女
教
養
が
重
要
で
あ
る
。
仏
母
、

す
な
わ
ち
自
ら
が
覚
醒
者
と
し
て
子
女
の
人
間
た
る
発
育
を
開
導
す
る
存
在
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

三
．
婦
人
が
忍
耐
、
堅
実
、
貞
操
、
賢
明
の
徳
を
具
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
は
信
仰
生
活
の
教
養
が
必
要
で
あ
る
。

四
．
婦
人
向
け
の
大
学
教
育
等
の
教
育
の
向
上
と
、
職
業
の
増
加
が
必
要
で
あ
る

ス
テ
ー
ジ
Ⅲ

第
一
回
共
生
結
衆
〜

（
大
正
一
一
年
〜
昭
和
二
年
）

大
正
一
一
年
、
第
一
回
共
生
結
衆
を
鎌
倉
光
明
寺
で
開
き
、
そ
の
後
も
各
地
か
ら
結
衆
開
催
の
要
求
が
あ
り
、
釜
山
、
大
阪
、
高
崎
、
増

上
寺
に
て
結
集
を
開
催
す
る
。
そ
の
後
も
年
を
追
う
ご
と
に
開
催
は
増
加
の
一
途
を
た
ど
り
、
開
催
場
所
も
当
初
は
大
都
市
で
行
わ
れ
て
い
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た
が
次
第
に
地
方
に
も
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
結
集
に
お
け
る
生
活
は
朝
五
時
半
の
起
床
に
始
ま
り
、
掃
除
、
体
操
、
お
つ
と
め
、
講
義
、

食
事
、
入
浴
、
唱
歌
遊
戯
を
行
い
夜
十
時
の
就
寝
ま
で
十
七
時
間
の
緊
張
生
活
を
五
日
間
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
平
常
の
生
活
を
中
心
と
し
、

目
標
と
す
る
「
共
生
」
に
お
い
て
は
、
結
集
中
の
時
間
割
も
平
常
生
活
を
標
準
と
し
て
作
成
し
、
結
集
を
「
共
同
生
活
の
実
際
訓
練
」
と
位

置
づ
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
大
正
一
二
年
五
月
、
共
生
会
よ
り
雑
誌
『
共
生
』
が
創
刊
さ
れ
、
以
降
通
常
毎
月
発
行
さ
れ
た
。

こ
の
『
共
生
』
発
行
初
期
で
あ
る
大
正
一
三
年
一
月
〜
一
二
月
に
連
載
さ
れ
た
の
が
、
共
生
思
想
の
根
本
精
神
が
表
さ
れ
た
と
も
い
え
る

『
共
生
講
壇
』
で
あ
る
。
構
成
は
、
序
講
の
「
共
生
の
主
張
」
か
ら
に
始
ま
り
、「
帰
敬
三
宝
章
」、「
人
生
章
」、「
真
生
章
」、「
慚
愧
章
」、「
如

来
章
」、「
白
道
章
」、「
極
楽
章
」
の
全
八
章
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
各
章
の
は
じ
め
に
は
椎
尾
が
経
典
か
ら
抽
出
、
も
し
く
は
独
自
に
作

成
し
、『
共
生
の
つ
と
め
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
朗
読
文
が
配
さ
れ
、
講
述
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

一
．
人
間
は
ど
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
の
か

二
．
正
し
く
生
き
、
真
に
生
き
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

三
．
慚
愧
と
懺
悔

四
．
如
来
と
は
い
か
な
る
も
の
か

五
．
真
生
を
実
現
す
る
に
は

に
つ
い
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
宗
教
は
非
天
教
で
は
な
く
人
間
教
で
あ
る
」
と
し
た
椎
尾
ら
し
く
多
く
の
仏
教
教
義
を
用
い
な
が

ら
、
す
べ
て
我
々
の
生
活
に
結
び
付
い
た
も
の
と
し
て
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
六
道
」
は
苦
辺
行
と
楽
辺
行
を
細
分
し
た
も
の

と
捉
え
、「
天
上
道
」
は

知
足
の
楽
辺
者
は
金
持
ち
の
楽
隠
居
か
乞
食
を
代
表
と
し
ま
す
。
一
方
は
有
っ
て
満
足
、
他
方
は
な
く
て
満
足
両
者
と
も
ブ
ラ
ブ
ラ
と
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し
て
働
く
こ
と
を
知
ら
な
い
、
有
る
は
有
る
で
か
か
え
込
ん
だ
ま
ま
ノ
ン
キ
に
座
り
込
ん
で
い
る
、
無
い
は
無
い
で
安
心
し
て
い
る
。

無
い
が
ま
し
か
や
気
が
ら
く
な
で
三
日
す
れ
ば
生
涯
そ
の
味
を
忘
れ
ら
れ
ぬ
と
云
う
、
是
れ
天
国
で
あ
り
ま
す

と
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
五
戒
」
は
、
仏
教
が
正
命
と
し
て
正
し
き
生
活
の
標
準
と
し
、「
不
邪
淫
戒
」
は

男
女
の
道
正
し
か
ら
ざ
る
を
誡
め
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
け
だ
し
、
能
率
を
妨
げ
る
も
の
は
男
女
の
不
貞
不
倫
に
越
す
な
き
ゆ
え
ん
で
あ

り
ま
す
。
夫
不
倫
に
婦
不
貞
に
、
お
の
お
の
勝
手
気
ま
ま
な
振
舞
い
を
し
て
お
っ
て
ど
う
し
て
能
率
が
あ
が
り
ま
し
ょ
う
。
八
万
四
千

の
法
門
は
皆
こ
と
ご
と
く
能
率
の
増
進
を
教
う
。
最
高
能
率
の
無
駄
な
き
生
活
は
仏
教
の
終
始
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
仏
教
教
義
に
関
す
る
説
明
は
こ
れ
ま
で
の
著
作
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
生
活
に
近
い
も
の
と
し

て
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

〈
阿
弥
陀
仏
に
つ
い
て
〉

我
が
今
日
の
生
活
は
一
切
共
同
力
の
上
の
も
の
で
あ
る
と
気
付
く
こ
と
が
即
ち
「
四
十
八
願

摂
受
衆
生

乗
彼
願
力

定
得
往
生
」

の
要
領
で
あ
り
ま
す
。
宇
宙
の
発
展
が
覚
醒
意
思
と
な
り
、意
思
の
選
択
決
定
が
願
力
と
な
り
、願
力
の
選
択
が
四
十
八
願
意
思
と
な
っ

た
。
そ
の
願
意
思
に
は
一
点
も
自
己
の
た
め
に
し
給
へ
る
も
の
な
く
、
そ
の
身
も
そ
の
浄
土
も
挙
げ
て
衆
生
の
為
で
あ
り
私
共
の
為
で

あ
っ
た
。xii

こ
こ
で
「
宇
宙
の
発
展
が
覚
醒
意
思
と
な
り
、
意
思
の
選
択
決
定
が
願
力
と
な
り
、
願
力
の
選
択
が
四
十
八
願
意
思
と
な
っ
た
」
と
い
う

説
明
は
、
前
ス
テ
ー
ジ
の
『
人
間
の
宗
教
』
に
は
表
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。

全
体
を
通
し
て
こ
れ
だ
け
体
系
的
に
説
明
が
な
さ
れ
た
の
は
こ
の
『
共
生
講
壇
』
が
初
め
て
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
共
生
運
動
を
展
開
し
て

い
く
に
あ
た
り
椎
尾
自
身
の
教
義
の
体
系
化
と
再
整
理
が
行
わ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
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次
に
こ
の
時
期
に
「
浄
土
宗
内
に
投
ぜ
ら
れ
た
爆
弾
的
な
著
書
xiii」
と
も
言
わ
れ
た
『
開
か
る
ゝ
は
死
か
生
か
』
と
い
う
著
書
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
の
著
書
は
大
正
一
三
年
、京
都
市
岡
崎
公
会
堂
に
て
法
然
上
人
開
宗
七
五
〇
年
記
念
講
演
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
の
腹
案
で
あ
り
、

雑
誌
『
共
生
』
に
お
い
て
も
同
年
三
月
、
四
月
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
時
行
わ
れ
て
い
た
念
仏
が
法
然
上
人
(以
下
、「
法
然
」)の

精
神
か
ら
離
れ
て
、
形
式
の
み
に
捕
ら
わ
れ
て
い
な
い
か
、
極
楽
を
物
質
的
結
構
と
し
て
固
定
化
し
て
は
い
な
い
か
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
内

容
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
中
で
椎
尾
は
、

（
法
然
）
上
人
の
い
け
る
人
格
は
実
に
そ
の
人
間
愛
と
研
究
力
と
の
結
晶
で
あ
り
。
一
代
不
息
の
進
歩
た
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
。
こ
れ

こ
そ
儀
表
た
る
べ
き
真
の
人
格
で
あ
る
。
か
か
る
人
間
愛
と
研
究
力
と
の
体
現
は
い
き
た
る
念
仏
者
で
あ
り
、
そ
の
生
活
は
念
仏
生
活

で
、
順
彼
仏
願
の
南
無
阿
弥
陀
仏
の
中
に
、
常
に
人
間
愛
と
研
究
力
と
に
よ
る
向
上
体
現
が
完
了
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
生

活
な
き
念
仏
の
声
の
相
続
は
、
蓄
音
機
の
称
名
相
続
に
過
ぎ
な
い
xiv

と
し
、
法
然
の
一
代
は
父
へ
の
思
い
、
そ
し
て
平
等
往
生
を
願
う
「
人
間
愛
」
と
、
選
択
本
願
念
仏
を
確
立
し
た
「
求
道
心
」
の
賜
物
で
あ

り
、
そ
の
生
け
る
人
格
と
活
き
た
る
念
仏
を
明
ら
か
に
す
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、（

法
然
が
）
山
学
の
空
虚
僧
兵
の
横
暴
に
望
み
を
絶
ち
て
隠
遁
し
た
も
の
た
る
こ
と
を
し
る
も
、
こ
れ
青
僧
の
胸
に
燃
ゆ
る
青
春
の
血

の
叫
び
で
あ
り
、
知
ら
ぬ
恋
路
に
妄
信
す
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
摧
破
し
一
物
を
得
ず
は
已
ま
ざ
ら
ん
と
す
る
全
人
的
勢
力
の

表
現
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
隠
遁
の
み
が
法
然
で
は
な
く
て
彼
に
は
身
心
の
典
型
的
発
達
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
遡
っ
て

夭
々
た
る
少
年
、
東
西
も
明
ら
か
で
な
い
孩
嬰
か
ら
察
し
き
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
xv
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と
あ
り
、
真
人
生
に
は
信
仰
、
即
ち
真
実
の
進
化
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
椎
尾
が
法
然
の
人
格
の
中
に
真
実
の
進
化
を
見
出
そ
う
と

す
る
姿
と
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
具
体
的
主
張
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
時
期
『
優
陀
那
講
義
』、『
授
戒
講
話
』、『
共
生
の
基
調
』
等
趣
深
い
研
究
、
講
述
が
い
く
つ
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
と
「
共
生
思

想
」
に
一
番
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
が
『
善
導
大
師
の
研
究
』
で
あ
る
。
本
著
作
は
雑
誌
『
共
生
』
に
お
い
て
昭
和
二
年
一
一
月
〜

翌
年
七
月
迄
連
載
さ
れ
、
昭
和
三
年
の
大
正
大
学
学
報
第
四
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
善
導
教
義
の
特
色
」
を
加
え
た
も
の
が
『
椎
尾
辨
匡
選
集
』

第
四
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
椎
尾
は
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
善
導
を
「
釈
尊
以
後
の
釈
尊
、
仏
の
な
か
に
唯
一
の
仏
と
し
て
仏
教
を
明
ら

か
に
し
た
人
」
と
捉
え
て
お
り
、
仏
教
を
釈
尊
の
生
き
た
道
と
捉
え
て
い
る
椎
尾
に
は
善
導
の
有
難
さ
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
善
導
に
対
す
る
椎
尾
の
捉
え
方
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

〈
当
時
の
仏
教
に
対
す
る
善
導
の
改
善
点
に
つ
い
て
〉

当
時
の
中
国
に
お
い
て
経
典
を
読
む
こ
と
が
利
益
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
善
導
は

『
般
舟
讃
』
で
は
経
典
を
た
だ
読
む
の
で
は
な
く
、
そ
の
経
が
懺
悔
・
発
願
と
な
り
、
い
ろ
い
ろ
な
讃
美
歌
に
も
な
る
よ
う
に
し
、『
往

生
礼
讃
』
で
は
礼
讃
を
取
り
入
れ
行
者
が
一
向
し
や
す
い
よ
う
に
し
、『
法
事
讃
』
で
は
立
派
な
仏
、
道
場
の
中
に
香
華
の
荘
厳
供
養
を

整
え
、
そ
こ
に
音
楽
と
舞
踏
と
取
り
入
れ
、
そ
こ
に
仏
を
勧
請
し
、
そ
の
仏
菩
薩
の
集
ま
れ
る
御
前
で
一
切
懺
悔
し
礼
拝
供
養
し
、
一

切
善
根
を
随
喜
し
今
ま
で
成
し
得
た
善
き
こ
と
を
回
向
す
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
こ
と
を
す
べ
て
母
国
語
で
行
え
る
よ
う

に
し
た
こ
と
は
民
衆
に
対
し
仏
教
へ
の
親
し
み
や
す
さ
を
仏
教
が
生
活
と
一
体
と
な
る
力
を
与
え
た
。

と
し
て
い
る
。
当
時
形
式
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
感
の
あ
っ
た
仏
教
を
、
善
導
は
生
活
の
中
に
組
み
込
み
、
民
衆
が
信
仰
し
や
す
い
よ
う
に
研
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究
、
改
善
を
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
形
骸
化
を
嫌
い
、「
真
人
生
は
信
仰
で
あ
る
」
と
す
る
椎
尾
の
思
想
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
共
生

運
動
を
展
開
す
る
に
あ
た
り
、
信
仰
に
生
き
る
釈
尊
に
続
く
実
例
を
得
た
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

〈
経
典
の
読
み
方
に
つ
い
て
〉

善
導
は
経
典
を
独
特
の
読
み
方
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
本
願
念
仏
」、「
凡
入
報
土
」、「
九
品
皆
凡
」
と
い
っ

た
思
想
は
当
時
の
仏
教
界
で
は
常
識
を
覆
す
程
の
全
く
独
特
な
思
想
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
椎
尾
は
、

今
ま
で
の
経
文
は
ヨ
ソ
の
こ
と
で
、
人
間
界
の
こ
と
で
な
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
イ
ン
ド
の
古
い
時
代
の
こ
と
で
あ
る
か
天
国
の
書

が
隔
世
の
古
文
書
を
見
る
よ
う
な
考
え
で
扱
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
る
に
善
導
大
師
は
こ
れ
ら
の
経
典
は
自
己
信
仰
の
指
南
書
で
あ

る
、
こ
の
な
か
で
何
事
を
わ
た
し
に
教
え
て
あ
る
か
、
そ
の
書
が
ど
ん
な
話
か
と
遠
方
の
こ
と
に
せ
ず
し
て
わ
た
し
の
も
の
と
せ
ん
と

せ
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
大
体
古
今
に
お
い
て
思
想
の
水
平
線
に
似
よ
っ
た
も
の
で
共
通
点
が
あ
り
、
自
分
に
対
す
る
教
え
が
そ
の
な

か
に
あ
る
と
み
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
経
典
に
親
し
み
を
も
っ
て
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
シ
ナ
の
訳
経
者
講
経
者
が
み
な
失
敗

さ
れ
た
な
か
に
善
導
大
師
ひ
と
り
成
功
し
た
所
以
で
あ
り
ま
す
xvi

と
あ
る
。
す
な
わ
ち
善
導
は
自
ら
の
信
仰
を
も
と
に
仏
教
を
捉
え
、
一
切
経
と
向
き
合
い
そ
の
結
果
と
し
て
凡
入
報
土
を
説
く
三
部
経
に
行

き
あ
た
っ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
椎
尾
は
自
身
の
仏
教
の
見
方
に
つ
い
て
、

わ
た
し
が
今
日
仏
教
の
み
か
た
に
お
い
て
ほ
か
の
ひ
と
び
と
と
ち
が
う
の
は
、
文
字
の
上
の
み
で
な
く
信
仰
の
上
か
ら
み
る
の
か
ら
で

あ
り
ま
す
xvii

と
も
語
っ
て
お
り
、
善
導
が
ど
こ
ま
で
自
ら
の
信
仰
で
経
典
を
見
た
か
に
つ
い
て
は
客
観
的
な
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
椎
尾
の
目
に
は

ま
さ
に
信
仰
に
生
き
る
善
導
の
姿
が
釈
尊
亡
き
後
の
釈
尊
と
見
受
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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〈
縁
起
に
つ
い
て
〉

椎
尾
は
縁
起
の
見
方
に
つ
い
て
、
大
乗
経
が
三
種
に
分
か
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

一
．
縁
起
の
ゆ
え
に
空
な
り
、
無
自
性
な
り
、
平
等
一
如
な
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
般
若
経
が
主
で
、
楞
厳
、
維
摩
等
に
み
る

二
．
縁
起
は
心
な
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
色
法
、
物
的
諸
法
は
因
果
的
連
鎖
で
あ
る
が
、
心
は
重
々
の
相
応
関
係
に
あ
る
。
空
と
云
い
平

等
と
い
う
に
差
し
支
え
な
い
が
、
空
平
等
の
よ
く
現
わ
れ
た
る
は
心
で
あ
る
と
す
る
。
心
真
如
と
し
清
浄
心
と
す
る
も
の
と
、
唯
識
随

縁
と
す
る
二
つ
が
あ
り
、
華
厳
と
楞
伽
深
密
と
は
そ
の
両
面
を
示
し
て
い
る
。

三
．
縁
起
を
願
と
す
る
も
の
。
い
ず
れ
を
真
の
縁
起
相
と
す
る
か
に
つ
い
て
清
浄
心
、
仏
心
大
慈
悲
心
の
諸
衆
生
を
摂
取
す
る
と
こ
ろ
を

も
っ
て
完
全
な
る
縁
起
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
願
で
あ
る
。
執
持
と
向
上
と
を
完
う
す
る
と
こ
ろ
に
信
と
し
、
淨
化
向
上
し
て
ゆ

く
も
の
で
あ
る
が
、
自
我
執
を
否
定
し
て
真
如
実
相
に
相
応
し
、
無
常
に
進
展
止
ま
ざ
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
仏
果
無
上
菩
提
を
求
め

る
と
こ
ろ
に
願
と
な
る
。

無
論
椎
尾
の
見
方
は
「
縁
起
を
願
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
前
ス
テ
ー
ジ
の
「
願
力
の
選
択
が
四
十
八
願
意
思
と
な
っ
た
」

の
部
分
の
説
明
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

ス
テ
ー
ジ
Ⅳ

衆
議
院
議
員
当
選
〜

（
昭
和
三
年
〜
五
年
）

昭
和
三
年
、
初
め
て
僧
侶
に
被
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
た
第
一
回
普
通
選
挙
に
当
選
し
衆
議
院
議
員
と
な
る
。
昭
和
五
年
の
選
挙
に
立
候
補

し
た
が
落
選
。
昭
和
一
二
年
の
選
挙
に
立
候
補
し
当
選
を
果
た
し
昭
和
一
七
年
に
議
員
辞
職
す
る
ま
で
務
め
る
。
衆
議
院
議
員
と
な
り
新
た

な
活
躍
の
場
が
椎
尾
の
思
想
に
影
響
を
与
え
た
か
を
見
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
こ
の
期
間
中
、
議
員
で
な
い
期
間
が
存
在
し
、
ま
た
戦
争
が
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本
格
化
す
る
な
ど
他
に
も
大
き
な
の
影
響
が
あ
る
た
め
、
衆
議
院
議
員
と
し
て
の
活
動
と
そ
れ
に
関
連
す
る
と
み
ら
れ
る
著
作
か
ら
思
想
を

と
ら
え
て
い
き
た
い
。

〈
立
候
補
の
背
景
と
趣
旨
に
つ
い
て
〉

そ
も
そ
も
椎
尾
自
身
、
自
ら
の
意
思
で
立
候
補
し
た
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。『
椎
尾
辨
匡
選
集
』
第
十
巻
「
昭
和
維
新
に
際
し
て
政
界

へ
の
進
出
」
に
立
候
補
に
到
っ
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
椎
尾
は
僧
侶
の
被
選
挙
権
問
題
に
対
し
、
大
乗
仏
教
の
精
神
、

立
法
の
公
平
の
観
点
か
ら
被
選
挙
権
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
と
こ
ろ
浄
土
宗
か
ら
仏
教
連
合
会
候
補
と
し
て
公
認
さ
れ

た
。
当
初
は
断
る
つ
も
り
で
い
た
が
、
地
盤
開
拓
や
思
想
上
の
準
備
の
な
い
も
の
が
立
候
補
し
て
も
仏
教
教
勢
の
失
墜
に
な
る
と
感
じ
た
こ

と
、
各
階
級
に
関
係
し
て
調
和
の
安
全
弁
の
役
割
を
果
た
し
民
衆
運
動
の
指
導
が
で
き
る
者
が
立
候
補
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
立
候

補
に
到
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
立
候
補
に
伴
う
政
見
は
以
下
の
五
項
目
で
あ
る
。

四
．
昭
和
維
新
の
実
現
(官
民
更
始
一
新
し
て
真
人
生
に
よ
る
活
日
本
の
建
設
)

五
．
同
胞
生
活
の
達
成
(同
胞
間
の
差
別
を
打
破
し
分
業
協
調
に
よ
る
共
生
共
栄
の
社
会
政
策
)

六
．
国
策
の
確
立
(精
工
業
の
分
化
に
よ
る
国
力
の
充
実
と
正
義
の
実
現
に
よ
る
国
際
的
発
展
)

七
．
分
権
と
統
一
(交
通
、
教
育
、
警
察
、
司
法
、
国
防
の
統
一
と
産
業
的
分
権
)

八
．
剛
健
精
神
の
涵
養
(教
育
宗
教
の
振
作
、
実
務
人
格
の
陶
冶
、
無
産
者
教
育
の
施
設
)

当
時
政
友
会
と
民
政
党
の
二
大
政
党
が
対
立
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
が
、
椎
尾
は
中
立
の
立
場
に
身
を
置
き
「
共
生
」
の
精
神
で
政
治
を

行
う
主
張
を
す
る
。
そ
し
て
新
人
議
員
な
が
ら
、
母
子
保
護
、
未
成
年
者
禁
酒
な
ど
に
つ
い
て
尽
力
す
る
。
中
で
も
注
力
し
た
の
は
教
育
に

つ
い
て
で
あ
る
。
義
務
教
育
の
制
度
に
つ
い
て
、
そ
し
て
教
育
自
体
を
「
有
信
有
業
」
の
教
育
に
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
く
。
そ
の
主
張
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が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
が
一
九
二
八
年
(昭
和
六
)に
発
行
さ
れ
た
『
有
信
有
業
の
教
育
』
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
教
育
に
関
し
て
は
、
信

仰
に
基
い
た
教
育
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
全
生
教
育
、
師
範
教
育
、
女
子
教
育
の
覚
醒
充
実
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
主
張
が
な
さ
れ
て
き
た

が
、
本
書
に
お
い
て
は
教
育
と
宗
教
が
両
輪
と
な
っ
て
そ
れ
ら
を
論
理
的
、
体
系
的
に
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
当
時
の
普
通
教
育
に
関
す

る
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
各
教
科
の
指
導
方
針
に
つ
い
て
も
「
共
生
」
の
精
神
の
も
と
、
信
仰
を
持
ち
前
に
進
む
よ
う
に
伸
び
る
よ
う
に
主

張
し
て
い
る
。

椎
尾
の
政
治
家
と
し
て
の
活
動
は
、
政
党
に
属
さ
ず
、
戦
況
も
逼
迫
し
自
分
の
思
い
通
り
の
活
躍
が
で
き
た
わ
け
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
椎

尾
自
身
、

無
駄
道
を
歩
ん
だ
よ
う
で
は
あ
る
が
、
産
業
、
教
育
の
中
に
も
信
仰
を
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
よ
う
に
、
政
治
の
な
か

に
も
信
仰
を
も
っ
て
実
際
や
っ
て
ゆ
け
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
、
か
つ
実
世
界
の
赤
裸
々
の
姿
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
地
に
つ
い
た

信
仰
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
(中
略
)私
が
も
し
十
五
年
間
ま
ご
つ
か
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
観
念
の
遊
戯
た
る
信
仰
に
終
わ
っ
た

か
も
知
れ
ぬ
が
、
本
当
の
生
活
の
な
か
に
宗
教
あ
り
と
の
意
を
強
く
し
た
の
で
あ
る
。xviii

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
確
か
に
全
て
上
手
く
や
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
思
想
信
仰
の
み
に
と
ら
わ
れ
ず
、
政
治
、
産
業
、

教
育
と
い
う
実
世
界
を
手
掛
け
る
立
場
に
身
を
置
い
た
こ
と
は
以
降
の
活
動
に
大
き
な
力
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ス
テ
ー
ジ
Ⅴ

戦
時
下
（
満
州
事
変
）
〜

（
昭
和
六
年
〜
一
九
年
）

昭
和
六
年
、
満
州
事
変
が
勃
発
。
椎
尾
は
「
満
州
を
取
っ
て
は
な
ら
ぬ
共
生
せ
よ
」
と
の
主
張
を
展
開
し
軍
部
か
ら
種
々
の
圧
迫
を
う
け

る
xix。
昭
和
一
一
年
、
衆
議
院
議
員
当
選
。
二
・
二
六
事
件
が
起
こ
る
。
こ
の
種
の
動
き
を
阻
止
す
べ
く
努
力
す
る
が
防
止
に
失
敗
。
昭
和

一
三
年
、
議
会
が
解
散
し
、
選
挙
に
立
候
補
。
当
選
。
教
育
審
議
委
員
と
な
り
審
議
会
で
成
案
し
た
が
、
支
那
事
変
が
勃
発
し
た
為
空
文
と
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な
っ
た
。
昭
和
一
六
年
、
腸
ね
ん
転
に
よ
り
開
腹
手
術
を
行
う
。
八
月
の
開
戦
に
よ
り
、
自
分
が
議
員
で
あ
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
自
覚
し
、

次
の
選
挙
に
出
な
い
こ
と
を
表
明
す
る
。
こ
の
期
間
は
、
満
州
事
変
に
始
ま
り
、
二
・
二
六
事
件
、
さ
ら
に
は
太
平
洋
戦
争
開
戦
と
日
本
自

体
が
大
き
く
混
乱
す
る
中
、
仏
教
者
と
し
て
、
政
治
家
と
し
て
指
導
力
を
発
揮
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
混
乱
を
極
め
る
中
、
椎
尾
は
お

か
れ
た
立
場
の
中
で
大
い
に
苦
悶
し
た
期
間
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

こ
の
期
間
の
思
想
に
は
大
き
な
、
ま
た
複
雑
な
要
因
が
存
在
す
る
た
め
、
資
料
収
集
の
上
、
時
を
改
め
て
論
述
し
た
い
。

ス
テ
ー
ジ
Ⅵ

増
上
寺
御
法
主
、
終
戦
〜

（
昭
和
二
〇
年
〜
四
六
年
）

昭
和
二
〇
年
三
月
大
本
山
増
上
寺
法
主
就
任
す
る
が
、
五
月
増
上
寺
焼
失
。
就
任
後
五
か
月
足
ら
ず
の
八
月
終
戦
。
戦
後
は
英
霊
慰
霊
と

共
に
遺
族
の
法
要
法
話
慰
問
激
励
に
あ
た
る
。
昭
和
二
三
年
、
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
教
育
刷
新
審
議
会
の
臨
時
委
員
を
受
け
る
。
こ
れ
は
帝

大
時
代
の
学
友
で
あ
っ
た
首
相
の
吉
田
茂
か
ら
の
打
診
に
よ
り
実
現
し
た
。
昭
和
二
四
年
、
着
実
、
勤
勉
、
正
直
、
正
心
を
全
国
に
説
く
。

昭
和
四
六
年
、
九
五
歳
で
遷
化
。
こ
の
期
間
雑
誌
『
共
生
』
へ
の
執
筆
を
重
ね
る
傍
ら
、
多
く
の
著
作
を
手
掛
け
て
い
る
。
こ
の
期
間
に
注

目
す
べ
き
点
は
、『
日
本
浄
土
教
の
中
核
』、『
法
然
上
人
の
こ
え
』
と
い
う
法
然
に
関
す
る
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
、
法
然
の
思
想
史
、『
勅
修
御
伝
』
二
一
の
上
人
つ
ね
に
仰
せ
ら
れ
け
る
お
こ
と
ば
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
大
本
山
増
上
寺

に
お
け
る
加
行
に
お
け
る
法
話
を
ま
と
め
た
『
信
行
の
歩
み
』、『
法
然
上
人
の
影
』
で
も
法
然
に
つ
い
て
多
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

明
ら
か
に
椎
尾
が
こ
の
時
期
に
法
然
の
再
研
究
を
行
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
中
か
ら
新
た
な
思
想
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を

挙
げ
る
。
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〈
戒
に
つ
い
て
〉

率
直
の
反
省
に
南
無
阿
弥
陀
仏
す
る
な
か
に
、
真
の
受
戒
の
喜
び
も
深
く
、
仏
祖
の
恵
み
経
戒
の
あ
り
が
た
さ
を
感
謝
し
、
如
何
に
も

他
力
念
仏
の
中
に
如
来
大
戒
を
頂
い
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
xx

と
説
い
て
い
る
が
、
大
正
六
年
発
行
の
『
安
心
生
活
』
で
は
、

法
然
上
人
が
三
学
無
分
と
し
て
長
時
の
念
仏
生
活
を
事
と
し
す
る
所
に
却
っ
て
真
の
戒
増
長
の
生
活
あ
り
と
信
ず
る
xxi

と
説
く
に
と
ど
ま
り
、
昭
和
七
年
発
行
の
『
授
戒
講
話
』
に
お
い
て
は
、
戒
と
律
と
の
違
い
、
念
仏
は
戒
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
法
然
の
念
仏
の
中
に
戒
を
見
出
し
て
い
る
。

〈
大
法
然
義
に
つ
い
て
〉

相
応
部
と
雑
阿
含
に
あ
る
経
典
中
に
釈
尊
の
成
道
の
と
き
に
宣
誓
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
「
法
と
し
て
然
り
」
が
語
源
で
あ
る
と
し
た
上
で

そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、

私
た
ち
の
一
息
一
息
を
完
全
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
絶
対
に
大
き
な
力
に
打
ち
委
せ
、
た
だ
い
ま
を
一
番
真
実
に
生
き
る
の
で
あ
る
。

ど
う
す
れ
ば
そ
れ
が
で
き
る
の
か
。
そ
れ
は
絶
対
の
生
き
る
力
、
生
か
す
力
の
ま
ま
で
あ
る
。
お
育
て
の
ま
ま
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
そ
の
と
き
に
、
一
つ
の
生
き
た
姿
が
あ
る
か
ら
で
す
。
当
面
し
た
そ
の
こ
と
に
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
し
て
邁
進
す
る
の
み
で
す
。

と
説
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
「
本
当
に
生
き
る
こ
と
」
と
い
う
説
明
は
何
度
も
出
て
き
て
い
た
が
、
そ
れ
を
「
大
法
然
義
」
と
名
付
け

た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
法
然
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
言
葉
で
あ
り
、
こ
の
ス
テ
ー
ジ
に
お
け
る
研
究
を
通
し
て
椎
尾
が
法
然
の
生
き
方
の
中
に

「
本
当
に
生
き
る
」
姿
を
み
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
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〈
椎
尾
の
回
心
に
つ
い
て
〉

『
法
然
上
人
の
影
』
に
お
い
て
、
法
然
が
「
一
心
専
念
の
文
」
を
見
た
こ
と
に
つ
い
て
、

私
は
そ
の
三
四
文
字
が
星
の
ご
と
く
輝
い
た
と
い
う
見
方
は
た
だ
し
い
と
お
も
っ
て
い
る
。
私
は
三
三
の
年
に
初
め
て
強
く
そ
れ
を
見

た
。
そ
の
前
に
三
〇
歳
の
二
月
か
ら
三
月
の
間
に
そ
う
い
う
体
験
を
た
く
さ
ん
も
っ
た
xxii

と
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
長
男
と
母
を
亡
く
し
た
時
期
で
あ
る
。
椎
尾
の
「
回
心
」
に
お
い
て
「
一
心
専
念
の
文
」
が
浮
か
び
上

が
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
阿
弥
陀
仏
、
念
仏
を
深
く
感
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
法
然
の
研
究
を
通
し
、
椎
尾
は
法
然
の
生
き
方
の
中
に
釈
尊
、
善
導
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
大
法
然
義
の
思
想

に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め

以
上
椎
尾
の
思
想
を
ス
テ
ー
ジ
に
分
け
見
て
き
た
が
、
大
き
く
「
共
生
」
思
想
と
し
て
ま
と
め
る
と
、

ス
テ
ー
ジ
Ⅱ

共
生
の
基
礎

ス
テ
ー
ジ
Ⅲ

共
生
の
テ
キ
ス
ト
、
思
想
の
確
立

ス
テ
ー
ジ
Ⅳ
〜

理
論
的
な
も
の
よ
り
感
覚
的
、
経
験
的
な
も
の
へ

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ス
テ
ー
ジ
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
る
こ
と
は
、
椎
尾
は
「
信
仰
」
を
基
幹
に
す
え
て
お
り
、
自
ら
の
信
仰
を
通
し
て
生
活
、
研
究
、

共
生
運
動
を
含
む
布
教
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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