
▽
は
し
が
き
Ｉ
大
崎
学
報
第
盲
一
三
号
、
望
月
歓
厚
教
授
追
悼
号
（
昭
和
鯛
年
６
月
）
の
、
巻
頭
に
遺
稿
が
戦
り
、
「
宗
学
各
論
」

の
緒
論
と
し
て
「
宗
学
と
は
何
ぞ
や
」
を
と
り
あ
げ
ら
れ
る
。
私
も
多
少
の
御
縁
に
よ
っ
て
、
先
生
へ
の
追
憶
の
一
文
を
の
せ
て
も
ろ
う

た
。
偶
然
、
「
宗
学
論
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
、
先
生
の
い
わ
ゆ
る
創
造
宗
学
の
一
端
に
ふ
れ
て
述
べ
た
が
、
そ
の
号
に
適
柵
の
載
る
こ

と
を
知
っ
て
、
そ
れ
を
よ
ん
で
か
ら
さ
ら
に
、
自
ら
反
省
し
た
い
と
予
記
し
て
お
い
た
の
で
、
今
こ
典
に
そ
れ
を
果
し
た
い
。

（
ご
く
肢
近
刊
の
も
の
、
大
方
の
お
手
も
と
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
く
わ
し
く
は
つ
い
て
み
ら
れ
た
い
。
）

今
は
、
先
生
の
宗
学
論
、
こ
と
に
創
造
宗
学
の
概
念
に
つ
い
て
の
理
解
を
新
た
に
し
て
、
問
題
点
を
考
え
た
い
。
紀
念
論
文
と
い
う
よ

り
も
、
他
見
不
許
の
織
義
草
稿
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
広
博
な
知
識
と
織
密
な
思
索
の
筋
の
感
ぜ
ら
れ
る
。
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
よ

ほ
ど
重
大
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
定
義
で
あ
る
。
ま
さ
に
望
月
宗
学
、
ま
た
創
造
宗
学
で
あ
ろ
う
。

今
便
宜
上
、
そ
の
序
言
と
結
論
的
な
提
示
そ
の
限
界
と
を
う
か
が
い
、
そ
の
リ
カ
ィ
を
、
問
題
的
に
補
充
し
つ
Ｌ
、
考
え
よ
う
。

Ｈ
序
言
に
あ
た
る
部
分
、
そ
の
ま
Ｌ
を
次
に

「
本
年
（
昭
和
二
十
五
年
）
度
に
溝
ぜ
ん
と
す
る
宗
学
各
論
は
、
宗
学
の
全
組
織
を
系
統
的
に
論
述
す
る
の
で
は
な
く
、
又
、
宗
学
中
の

宗
学
諭
私
議

Ｉ
創
造
宗
学
へ
の
理
解
Ｉ室

住
妙

（48）



或
る
特
殊
の
間
脳
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
徹
底
的
に
究
明
す
る
と
い
う
の
で
も
な
く
、
家
学
の
概
説
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
各
部
門
中
に
随

伴
生
起
す
る
問
題
、
言
い
か
え
れ
ば
、
古
来
よ
り
宗
学
の
論
目
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
を
随
処
に
取
上
げ
て
、
そ
の
問
題
の
意
義
や
内

容
若
く
は
、
こ
の
論
題
が
言
わ
ん
と
す
る
求
学
的
葱
義
等
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
従
っ
て
論
述
の
態
庇
は
粗
述
で
も
解
説
で

も
な
く
、
時
に
は
批
判
的
な
立
場
か
ら
も
こ
れ
を
眺
め
て
見
る
。
そ
の
狙
い
は
、
宗
学
上
の
古
き
問
題
か
ら
、
そ
れ
が
持
つ
新
し
い
意
義

即
ち
現
代
的
な
も
の
を
見
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
取
扱
う
問
題
は
大
な
る
あ
り
小
な
る
あ
り
、
疎
な
る
あ
り
細
な
る
あ

り
、
戎
は
教
義
学
的
な
る
あ
り
氷
学
的
な
る
あ
り
、
内
容
は
蚊
る
雑
多
不
整
で
あ
る
。
結
局
は
識
者
の
「
宗
学
随
想
」
と
も
名
づ
く
べ
き

も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
、
緒
論
と
し
て
宗
学
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
問
題
を
取
上
げ
て
見
る
。
こ
れ
本
よ
り
繊
者
の
一
家
言
に
し
て

研
究
の
徹
底
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
辞
っ
て
お
く
。
」

「
第
一
識
宗
学
に
つ
い
て
」
Ｉ
（
筆
者
云
く
、
三
項
を
開
く
）

「
第
一
識
宗
学
に
つ
い
て
」
Ｉ
（

三
、
宗
学
と
は
何
ぞ
や
」

そ
の
結
論
と
し
て

自
己
に
感
得
射
照
さ
れ
た
仏
祖
の
真
精
神
（
全
人
全
教
）
を
対
象
と
し
て
、
時
代
に
立
脚
し
た
自
己
の
信
仰
的
体
験
の
方
法
に
よ
っ

て
、
宗
教
価
値
の
世
界
を
作
り
出
す
方
法
と
規
範
と
を
学
ぶ
学
で
あ
る
。
Ｉ
こ
れ
を
以
て
一
往
宗
学
と
は
何
ぞ
や
の
結
論
と
す
る
。
」

○
な
を
、
注
佃
に
は
、
「
宗
学
の
限
界
」
と
し
て
、

．
、
宗
学
の
名
が
要
請
す
る
も
の

ユ
、
咋
侭
峰
子
か
測
側

宗
学
の
顛
型

一
試
案

（49）



「
こ
の
要
請
の
半
面
に
、
各
宗
祖
対
立
の
現
家
と
一
仏
宗
学
へ
の
理
想
と
の
矛
盾
に
対
す
る
宗
学
的
努
力
が
附
随
す
る
。
こ
れ
を
解
決

す
る
途
は
、
仏
祖
へ
の
根
元
同
一
、
絶
対
同
一
の
信
仰
に
あ
る
と
思
う
。
即
ち
仏
祖
の
直
参
し
た
世
界
へ
我
々
自
ら
を
直
参
せ
し
め
る
こ

と
で
、
仏
祖
に
直
参
す
る
意
味
で
は
な
い
（
本
仏
と
仏
と
は
ち
が
う
。
）
日
蓮
の
宗
学
し
た
宗
学
が
、
我
等
の
宗
学
対
象
で
あ
る
と
の
意

△

義
に
於
て
、
氷
（
そ
の
ま
Ｌ
）
と
は
絶
対
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
あ
る
を
以
て
考
え
る
と
、
「
仏
祖
に
直
参
す
る
意
味
」
の

が
、
セ
ク
ト
的
各
宗
学
で
、
我
等
の
宗
学
対
象
で
は
な
い
。
我
等
の
宗
学
対
象
は
、
「
日
蓮
の
宗
学
し
た
宗
学
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
宗

「
各
宗
学
は
仏
教
宗
学
を
岐
後
の
限
界
と
す
る
、
基
督
教
等
ま
で
は
拡
大
さ
れ
な
い
。
本
質
の
相
違
か
ら
で
あ
る
。
」

口
今
さ
し
当
り
、
順
不
同
に
亜
要
と
思
え
る
点
を
あ
げ
て
み
る
。

、
、
、

、
、
、
、

、
、

①
各
宗
学
と
い
典
、
仏
教
宗
学
と
い
Ｌ
、
宗
学
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
全
文
童
よ
ん
で
み
て
の
判
断
で
は
各
宗
学
と

は
、
宗
派
的
セ
ク
ト
的
な
い
わ
ゆ
る
各
宗
の
宗
学
の
こ
と
ら
し
い
。
そ
れ
に
対
置
さ
れ
て
い
る
仏
教
宗
学
と
は
、
き
上
な
れ
な
い
よ
う
だ

が
、
妓
後
の
限
界
と
す
る
と
い
う
以
上
、
仏
教
々
祖
の
「
釈
尊
の
宗
学
」
の
こ
と
ら
し
い
。

「
宗
学
の
名
が
要
請
す
る
も
の
」
の
現
下

、
、

、
、

、
、
、
、

「
宗
学
は
、
各
宗
派
の
学
道
の
方
法
、
立
場
の
相
異
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
目
的
と
対
象
と
は
一
つ
で
あ
る
。
宗
学
と
は
、
結
局
、
方
法

論
に
あ
ら
ず
し
て
体
験
で
あ
り
、
反
省
で
あ
る
点
に
、
宗
学
の
名
と
本
賀
が
あ
る
。
具
体
的
に
い
う
な
ら
ば
、
日
蓮
の
宗
学
（
日
蓮
の
仏

の
真
意
へ
の
要
請
）
、
釈
尊
の
宗
学
、
親
鴬
の
宗
学
（
親
驚
の
仏
の
真
意
へ
の
要
諦
）
と
い
う
も
、
そ
の
宗
学
は
、
仏
祖
の
体
験
し
た
世

界
に
一
如
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
点
に
於
て
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
請
を
以
て
、
宗
学
の
名
は
呼
ば
れ
て
い
る
と
信
ず
る
。
」

、
、
、
、

こ
れ
で
み
る
と
、
宗
学
と
い
う
の
は
各
宗
学
（
セ
ク
ト
的
な
）
に
お
け
る
要
請
体
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
仏
教
宗
学
に
当
る
と
み
ら
れ
よ

う
か
。
つ
ｒ
い
て
、

（”）



と
は
絶
対
川
一
、
（
仏
祖
へ
の
）
根
元
同
一
、
そ
の
信
仰
こ
そ
「
各
宗
祖
対
立
の
現
実
と
一
仏
宗
学
へ
の
理
想
」
と
を
解
決
す
る
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
こ
＄
に
妙
密
抄
（
二
六
五
）
の
「
日
蓮
は
何
れ
の
宗
の
」
の
文
を
引
い
て
、
宗
派
学
的
性
格
を
超
え
た
宣
言
で
あ
る
。

…
…
「
恐
く
は
天
台
伝
教
…
老
子
孔
子
を
も
下
し
ぬ
べ
し
」
と
い
う
伝
統
を
排
し
、
仏
の
根
元
に
直
参
し
自
ら
は
自
解
仏
乗
し
て
仏
我
同

一
の
境
地
に
あ
る
も
の
で
。
…
・
・
「
我
も
し
ら
ず
人
も
わ
き
ま
え
が
た
さ
か
」
と
い
い
て
絶
対
帰
依
の
純
信
に
住
し
…
本
仏
が
自
己
に
顕
現

○

し
、
自
己
が
本
仏
に
如
何
す
る
姿
、
…
…
「
当
知
、
仏
の
御
心
（
仏
の
御
心
と
は
仏
の
証
の
世
界
で
あ
る
）
の
我
等
が
身
に
入
ら
せ
給
は

ず
ば
唱
へ
が
た
き
か
」
と
い
う
如
く
、
日
蓮
聖
人
の
宗
学
は
即
ち
本
仏
へ
の
同
一
で
あ
っ
て
、
仏
の
宗
学
の
世
界
が
日
蓮
の
宗
学
の
世
界

で
あ
り
、
又
我
等
の
宗
学
も
亦
根
元
に
同
一
す
る
と
こ
ろ
に
基
盤
が
あ
る
。
か
よ
う
に
考
え
て
見
る
と
各
々
の
宗
学
は
各
々
が
派
閥
的
に

あ
る
の
で
は
な
く
、
根
元
へ
同
一
せ
ん
と
す
る
宗
教
的
努
力
に
つ
け
た
名
で
あ
る
。
即
ち
、
宗
派
学
を
包
摂
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
宗
学
の

５

名
が
あ
る
の
で
あ
る
。
」
（
こ
Ｌ
の
引
文
の
終
に
㈲
の
注
印
が
、
さ
き
に
掲
げ
た
「
宗
学
の
限
界
」
の
注
記
を
指
す
。
）
次
の
文
が
っ
ぽ

く
・
「
然
ら
ば
宗
学
は
、
各
々
の
宗
祖
を
超
え
て
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
如
く
、
宗
学
は
包

摂
し
、
超
越
し
た
と
こ
ろ
に
在
る
と
い
っ
た
が
、
こ
れ
は
言
を
換
え
て
云
え
ば
、
能
統
一
の
宗
学
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
能
統
一

の
宗
学
は
、
仏
祖
の
真
糒
神
の
把
握
と
同
時
に
生
ず
る
の
で
あ
り
、
仏
祖
を
超
え
て
存
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
事
は
後
に
再
び
触
れ
た

さ
て
、
「
能
統
一
の
宗
学
」
が
、
「
日
蓮
の
宗
学
の
世
界
」
と
い
え
る
と
す
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
「
釈
尊
の
宗
学
」
の
世
界
で
あ
り
、

包
摂
超
越
の
宗
学
だ
と
い
上
な
が
ら
、
ど
う
し
て
そ
こ
に
限
界
が
あ
る
の
か
、
ま
た
「
基
督
教
等
ま
で
は
拡
大
さ
れ
な
い
一
と
い
う
の

か
。
現
に
十
方
仏
土
中
唯
有
一
乗
法
無
二
亦
無
三
と
い
Ｌ
、
「
諸
乗
一
仏
乗
と
な
っ
て
妙
法
ひ
と
り
」
と
あ
る
で
は
な
い
か
。
儒
外
内
と

い
Ｌ
、
現
に
「
老
子
・
孔
子
を
も
下
し
ぬ
く
し
」
と
あ
る
で
は
な
い
か
。
㈱
の
注
の
文
は
、
明
ら
か
に
矛
屑
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う

い
◎
」

(5I)



か
。

、
、

②
つ
ぎ
の
問
題
点
は
、
こ
の
広
大
な
宗
学
、
包
摂
超
越
の
世
界
に
対
し
て
、
我
々
こ
れ
ま
で
親
し
か
っ
た
日
蓮
宗
学
は
一
体
、
ど
こ
に

位
侭
し
て
い
た
の
か
、
ど
ん
な
役
目
が
あ
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
は
役
目
が
な
く
な
る
の
か
。
日
蓮
外
の
他
の
各
宗
学
は
消
え
て
し
ま
う
も

い
Ｌ
と
し
て
、
各
宗
学
と
も
い
え
る
よ
う
な
日
蓮
学
は
や
は
り
同
様
に
消
え
て
し
ま
う
の
か
。
い
腿
か
え
れ
ば
、
現
在
し
て
き
て
い
る
各

宗
学
は
す
べ
て
放
捨
し
去
っ
て
、
「
仏
祖
の
真
精
神
の
把
握
」
と
同
時
に
「
能
統
一
宗
学
」
に
入
る
の
か
。
「
仏
祖
の
真
精
神
の
把
握
」

は
「
仏
祖
に
直
参
す
る
意
味
で
は
な
い
。
」
④
「
仏
祖
の
頂
参
し
た
世
界
へ
我
々
自
ら
を
直
参
せ
し
め
る
こ
と
」
⑧
で
あ
る
と
い
う
。
④

が
必
ず
⑧
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
に
、
先
生
の
い
う
宗
学
が
あ
る
の
か
。

私
た
ち
は
、
こ
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
の
宗
学
で
教
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
「
仏
祖
に
直
参
す
る
限
り
、
仏
祖
の
直
参
さ
れ
た
世
界

へ
、
我
々
自
ら
を
も
滴
参
せ
し
め
ら
れ
る
」
と
信
じ
て
き
て
い
る
。
し
か
る
に
今
や
、
仏
祖
に
直
参
せ
ず
に
、
仏
祖
の
直
参
し
た
世
界

へ
、
我
々
自
ら
を
直
参
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
す
で
に
我
々
に
と
っ
て
仏
祖
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
仏
祖
の

真
精
神
の
把
握
が
条
件
だ
と
い
う
な
ら
、
そ
れ
が
仏
柵
へ
の
直
参
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
「
日
蓮
大
聖
人
と
倶
に
」
と
い
う
こ
と
が
、
決

定
的
条
件
で
は
な
い
の
か
。
そ
れ
を
薄
め
た
り
、
消
し
去
っ
て
は
、
ど
う
し
て
、
「
仏
祖
へ
の
根
元
同
こ
「
絶
対
同
一
の
信
仰
」
と
い

え
よ
う
か
。
む
し
ろ
、
宗
の
日
遮
の
精
神
に
随
順
し
よ
う
と
す
る
学
も
行
も
信
も
す
べ
て
こ
れ
日
蓮
宗
学
で
あ
り
、
能
統
一
の
一
仏
乗
、

釈
尊
の
宗
学
に
還
帰
で
き
る
と
思
う
。
そ
う
で
な
い
の
か
Ｕ
私
が
敢
え
て
名
づ
け
て
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
「
純
枠
宗
学
」
と
は
そ
の
た
め

で
あ
る
。
先
生
の
文
章
中
の
④
と
⑧
と
の
関
係
が
わ
か
ら
な
い
。

③
定
義
（
試
案
）
の
文
章
榊
造
に
つ
い
て
、
よ
う
や
く
私
な
り
会
得
し
た
も
の
を
掲
げ
て
大
方
の
批
正
を
乞
う
。

定
義
（
試
案
）
の
文
章

－
１
対
象
Ｉ
自
己
に
射
照

●
●
●
■
●
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－
１
目
的
ｌ
宗
教
的
価
値
．
：
…

と
し
て
み
れ
ば
、
形
式
的
に
は
何
宗
に
も
通
用
で
き
る
宗
学
定
義
で
あ
る
。
ま
た
「
釈
尊
の
宗
学
」
に
も
、
当
て
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
れ
ほ
ど
抽
象
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
的
や
方
法
等
は
し
ば
ら
く
措
い
て
、
重
要
な
点
は
対
象
で
あ
る
。
即
ち
、

「
自
己
に
感
得
射
照
さ
れ
た
仏
祖
の
真
精
神
」
と
い
う
の
は
一
体
、
ど
ん
な
手
続
き
で
縛
ら
れ
た
の
か
、
感
得
と
い
う
か
ら
偶
然
か
、

射
照
と
い
う
か
ら
他
力
か
、
自
己
は
現
実
の
自
己
で
之
は
事
実
と
し
て
は
絶
対
的
対
象
で
あ
る
。
が
、
そ
れ
を
ど
ん
な
吟
味
を
紙
て
、

「
真
」
と
保
証
で
き
た
の
か
．
当
然
、
独
断
で
な
く
他
人
に
も
公
認
さ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

之
に
つ
い
て
、
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。

「
宗
学
存
立
の
根
本
条
件
は
、
『
宗
学
を
有
す
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
信
仰
を
有
す
る
者
の
み
可
能
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

信
仰
な
さ
者
も
宗
教
学
者
と
は
な
り
得
、
打
人
た
ら
ず
と
も
哲
学
の
研
究
者
た
り
得
る
が
、
宗
学
は
、
信
仰
者
の
み
が
有
す
る
特
椎
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
宗
学
は
、
自
己
の
信
仰
を
対
象
と
す
る
学
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
己
が
自
己
を
宗
学
す
る
こ
と
で
、
創

造
の
辞
以
外
に
は
こ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
能
き
な
い
。
」

之
に
よ
る
と
、
信
仰
絶
対
条
件
は
宗
学
者
の
資
格
と
し
て
誠
に
当
然
だ
が
、
そ
の
信
仰
の
在
り
方
（
純
雑
正
邪
厚
薄
浅
深
等
）
、
そ
の
結

果
の
吟
味
は
当
然
、
末
代
凡
愚
の
我
等
に
は
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
「
自
己
が
自
己
を
宗
学
す
る
こ
と
」
の
独
断
的
操
作
を
、
ど
こ
ま
で
も

強
調
せ
ん
と
せ
ば
、
正
に
「
刺
造
の
辞
以
外
に
は
こ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
は
能
さ
な
い
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
い
わ
れ
る
。

「
人
或
は
か
く
の
如
き
は
宗
学
で
は
な
い
。
単
な
る
宗
教
信
仰
で
あ
る
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
然
り
宗
学
は
自
己
の
宗
教
生
活
の
学

的
記
録
で
あ
り
、
ま
た
宗
学
生
活
の
規
範
の
学
で
も
あ
り
、
求
道
の
日
記
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
こ
Ｌ
に
時
代
に
立
脚
せ
よ
と

－

ｌ
方
法
ｌ
時
代
に
立
脚
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自
己
の
信
仰
体
証
し
た
絶
対
境
に
立
っ
て
、
時
代
社
会
に
於
け
る
語
録
だ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
の
ま
上
、
そ
の
通
り
古
来

の
宗
学
者
た
ち
の
等
し
く
そ
う
叫
ん
で
き
た
宣
言
で
は
あ
る
ま
い
か
。

「
た
唾
将
来
の
宗
学
は
、
純
偏
的
な
る
と
同
時
に
時
代
的
に
、
科
学
的
な
る
と
共
に
反
省
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
、
根

本
的
生
命
で
あ
る
信
仰
に
、
時
代
的
客
観
性
を
附
与
す
る
の
が
、
今
後
の
宗
学
の
要
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
」

こ
れ
は
将
来
に
限
ら
ず
、
永
い
宗
学
史
を
大
観
せ
ば
や
は
り
、
そ
の
人
な
り
に
時
代
に
生
き
て
、
信
仰
に
本
い
て
、
而
も
時
代
的
社
会
的

に
大
い
に
客
観
性
を
附
与
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
私
の
憂
え
る
の
は
あ
ま
り
に
時
代
的
社
会
的
に
流
れ
解
消
し
て
い
く
点
で

あ
る
。
純
信
的
根
本
生
命
そ
の
も
の
が
、
何
ら
か
の
反
省
や
自
己
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に
独
善
的
独
断
的
で
あ
る
と
き
、

附
与
さ
れ
た
時
代
的
客
観
性
も
一
種
の
偽
装
に
過
ぎ
ま
い
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
に
方
法
論
的
確
保
を
要
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
ぎ
は
こ
の
方
法
論
に
当
る
と
こ
ろ
を
し
ら
べ
て
み
よ
う
。

④
「
時
代
に
立
脚
し
た
自
己
の
儒
仰
的
体
験
の
方
法
に
よ
っ
て
」
と
あ
る
。

も
と
よ
り
自
己
は
時
代
の
個
人
で
あ
り
、
信
仰
的
体
験
に
根
ざ
す
よ
り
外
は
な
い
が
、
之
で
は
学
的
方
法
と
し
て
は
甚
だ
漠
然
と
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。

ず
る
も
の
に
は
、
氷
学
（

り
と
答
え
る
外
は
な
い
。

い
う
の
は
宗
学
の
瞥
逓
性
を
要
求
し
、
学
的
方
法
に
よ
る
の
は
、
そ
の
妥
当
性
を
保
持
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
仏
祖
に
一
如
し
た

自
己
の
信
仰
を
対
象
と
し
た
の
は
、
そ
の
独
自
性
か
ら
で
あ
る
。
若
し
こ
れ
を
以
て
宗
学
の
個
人
化
を
非
難
し
、
客
観
性
の
欠
除
を
論

ず
る
も
の
に
は
、
氷
学
の
本
質
目
的
は
一
に
宇
宙
の
本
体
に
直
達
し
、
天
地
の
説
格
に
如
同
す
る
に
あ
り
て
、
主
客
淡
亡
の
境
地
を
党

「
哲
学
的
な
社
会
学
的
な
、
文
献
学
的
な
、
ま
た
教
義
学
等
の
方
法
を
捨
つ
く
き
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
諸
種
の
方
法
態
度
を
総
合
推

L一
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進
す
る
に
、
体
験
的
方
法
を
中
軸
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
時
代
精
神
に
立
脚
し
、
学
的
方
法
を
駆
使
し
て
、
仏
祖
の
全
精

神
に
根
元
的
に
一
如
し
た
自
己
の
信
仰
を
批
判
し
、
反
省
し
て
樹
立
し
た
宗
学
を
、
反
っ
て
規
範
と
し
て
習
修
す
る
生
活
で
あ
る
。
」

こ
れ
で
み
る
と
、
時
代
精
神
を
体
し
た
個
性
が
、
時
代
に
お
く
れ
な
い
学
的
方
法
態
庇
を
総
合
駆
使
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
典
に
添

え
お
く
べ
き
は
、
古
来
宗
学
者
の
態
度
や
方
法
を
列
挙
し
て
評
論
さ
れ
て
い
る
。

一
、
伝
統
宗
学
、
対
象
宗
書
、
注
釈
的
方
法
、
謹
教
的
態
度
、
（
盲
目
的
失
）

二
、
教
義
宗
学
、
対
象
宗
旨
、
論
議
的
方
法
、
祖
述
的
態
度
（
根
元
を
忘
）

三
、
根
本
宗
学
、
対
象
文
献
、
文
献
学
、
本
文
批
判
的
方
法
、
復
古
的
態
度
（
歴
史
無
視
）

四
、
理
論
宗
学
、
対
象
客
観
宗
義
比
較
宗
教
的
宗
教
社
会
学
的
方
法
組
織
的
態
度
（
生
命
無
）

五
、
観
念
宗
学
、
懐
疑
宗
学
、
対
象
自
己
偏
仰
、
批
判
反
省
的
態
度
（
自
主
欠
乏
）

六
、
生
命
宗
学
、
対
象
自
主
大
我
、
仏
我
一
如
、
体
験
的
方
法
、
刺
造
的
態
度
（
客
観
性
欠
如
）

こ
れ
ら
列
挙
表
示
か
ら
し
て
も
、
生
命
宗
学
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
し
い
名
で
あ
り
銭
で
あ
る
。
対
象
と
し
て
、
自
主
大
我
と
い
Ｌ
仏
我

一
如
と
い
う
。
創
造
的
態
度
で
体
験
的
方
法
で
、
客
観
性
欠
如
と
い
う
。
明
か
に
学
で
な
く
て
芸
術
に
類
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

０
０

⑤
「
宗
教
価
値
の
世
界
を
作
り
出
す
方
法
と
規
範
と
を
学
ぶ
学
で
あ
る
。
」
之
を
私
の
便
宜
と
し
て
、
仮
り
に
目
的
と
世
い
て
み
る
。

さ
き
に
引
用
し
た
文
の
末
に
、
「
…
：
．
樹
立
し
た
宗
学
を
反
っ
て
規
範
と
し
て
習
修
す
る
生
活
で
あ
る
。
」
と
は
、
今
の
「
宗
教
価
値
の

世
界
」
の
小
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
を
私
が
少
し
恋
に
ひ
ろ
げ
て
み
れ
ば
、
仏
我
一
如
・
自
主
大
我
の
観
念
的
表
現
の
宗
学
も

芸
術
も
、
生
活
も
社
会
も
剛
家
・
世
界
に
ま
で
及
ぶ
、
と
そ
う
解
し
て
も
い
上
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
而
し
て
こ
の
世
界
を
刺
造
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
主
知
の
学
で
は
な
く
、
求
道
と
体
験
即
人
間
の
全
能
を
総
合
止
揚
し
た
も
の
で
な
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論
文
は
結
ば
れ
て
い
る
。

今
こ
の
点
か
ら
逆
に
論
文
の
大
旨
を
考
え
て
み
る
に
、
時
代
と
い
う
も
の
に
非
常
の
重
点
が
か
か
っ
て
い
る
。
国
よ
り
も
序
よ
り
も
、

単
の
機
が
重
い
、
時
と
機
と
が
中
心
中
核
を
な
し
て
、
教
は
批
判
を
う
け
る
よ
う
な
位
地
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
自
己
に
射
照
さ
れ
た
真

精
神
は
教
か
ら
脱
け
出
た
観
と
い
え
よ
う
か
。
そ
れ
が
生
き
た
流
れ
に
、
前
向
き
に
、
ロ
・
カ
ィ
・
エ
ン
ジ
ン
等
の
そ
れ
に
ま
か
せ
て
進

む
と
い
Ｌ
得
よ
う
か
。
「
家
学
の
類
型
」
を
論
じ
ら
れ
た
中
、
第
一
の
護
教
的
態
度
の
伝
統
宗
学
、
第
二
の
祖
述
的
態
度
の
教
義
宗
学
を

論
評
し
て
、
っ
堂
い
て
第
三
の
復
古
的
態
度
の
根
本
宗
学
に
つ
い
て
、
こ
う
い
わ
れ
て
い
る
。

⑥
「
仏
祖
の
根
本
に
復
帰
す
る
を
真
実
な
り
と
す
る
考
え
方
で
、
大
概
は
文
献
学
的
本
文
批
評
的
方
法
に
よ
り
、
経
典
祖
文
を
唯
一
の

研
究
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
。
仏
祖
の
真
精
神
と
い
い
、
又
は
仏
祖
の
求
め
た
真
境
界
と
い
い
、
何
れ
も
仏
祖
の
残
さ
れ
た
文
献
を
通

し
て
、
こ
れ
を
研
究
す
る
以
外
に
学
的
な
方
法
は
無
い
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
非
議
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
根
本
が
真
実
で
あ
る
と
す

る
態
度
は
、
必
し
も
全
面
的
に
肯
定
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
少
く
と
も
、
史
的
に
遡
源
し
て
反
っ
て
歴
史
の
進
展
を
無
視
す
る
点

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
ら
の
体
験
を
体
系
づ
け
る
記
述
と
、
自
ら
の
体
験
を
更
に
具
成
す
る
規
範
と
は
、
常
に
求
め
ら
れ
、
常
に
造
ら

れ
つ
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
学
と
は
行
な
り
と
い
う
辞
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
宗
学
は
不
断
の
宗
教
行
で
あ
る
と
も
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
か
ら
は
宗
学
は
科
学
で
は
な
い
。
単
な
る
系
統
と
組
織
と
を
も
つ
意
味
に
於
て
の
み
、
学
の
名
が
許
さ
れ
る
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
体
験
的
創
造
的
と
い
う
の
は
、
現
代
的
科
学
的
な
る
も
の
を
襲
附
と
す
る
人
を
基
準
と
す
る
点
に
於
て

は
、
他
の
科
学
と
異
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
元
来
、
宗
教
は
個
人
を
媒
介
と
し
て
大
我
に
具
成
す
る
。
そ
の
間
の
進
歩
と
過
程
と
は
、
他

の
科
学
と
そ
の
時
代
を
一
に
す
る
。
従
っ
て
、
宗
学
に
は
時
代
が
あ
る
。
時
代
に
遅
れ
た
点
を
指
捕
し
て
、
非
科
学
的
だ
と
す
る
の
は

拒
む
べ
き
理
由
は
な
い
が
、
体
験
的
方
法
は
学
で
は
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
甘
ん
じ
享
受
す
べ
き
非
雌
で
あ
る
。
」
と
先
生
の
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に
、
根
本
的
な
欠
陥
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
我
等
が
握
み
僻
る
も
の
は
過
去
の
現
在
で
な
く
て
、
現
在
の
過
去
で
あ
る
こ
と
に

気
附
く
な
ら
ば
、
根
本
は
必
し
も
根
本
で
は
な
く
、
又
過
去
の
真
実
が
必
し
も
現
在
の
典
実
で
あ
る
か
も
疑
わ
し
い
。
過
去
が
現
在
を

規
定
す
る
の
で
は
な
く
、
現
在
が
現
庄
を
規
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
復
古
的
態
度
か
ら
す
る
根
本
宗
学
は
、
蚊
も
真
実
性
に
富
め

、
、

る
宗
学
で
あ
り
、
学
的
価
値
の
高
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
方
法
だ
け
で
真
実
は
握
め
な
い
と
思
う
。
案
外
、
根
本
宗
学
を
求
め
て
、

岐
新
宗
学
の
結
果
が
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
”
こ
の
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
が
、
寧
ろ
こ
の
態
度
に
望
ま
る
べ
さ
も
の
で
あ
ろ
う
。
」

ど
う
も
変
に
思
え
る
。
そ
も
ノ
ー
、
仏
祖
と
い
う
限
り
、
復
古
的
態
度
は
当
然
で
あ
ろ
う
し
、
経
典
等
を
根
本
と
し
て
研
鑛
し
祖
述
し
護

教
し
乃
至
論
議
す
る
の
も
当
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
を
か
く
ま
で
に
半
信
半
疑
し
て
は
、
そ
の
い
わ
れ
る
「
自
己
に
感
得
射
照
さ
れ

た
仏
棚
の
真
精
神
」
と
は
、
ど
こ
か
ら
、
い
か
に
し
て
放
射
し
応
現
し
た
の
か
。
何
を
以
て
証
明
で
き
る
か
。

ま
た
根
本
聖
教
に
対
す
る
半
疑
判
へ
の
論
法
は
果
し
て
正
当
で
あ
ろ
う
か
轡
な
ぜ
な
ら
、
「
過
去
が
現
在
を
さ
ら
に
未
来
を
ま
で
規
定

し
得
る
」
と
信
す
れ
ば
こ
そ
仏
祖
と
仰
ぎ
、
聖
教
と
し
根
本
と
す
る
の
で
は
な
い
か
。

と
も
か
く
押
さ
れ
た
半
疑
判
は
、
何
を
以
て
解
消
で
き
る
の
が
。
そ
れ
を
、
「
案
外
、
根
本
求
学
を
求
め
て
、
蚊
新
宗
学
の
絲
果
が
生

ず
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
が
、
寧
ろ
こ
の
態
度
に
望
ま
る
ぺ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
は
、
残
さ
れ
た
半
僧
判

に
期
待
し
た
だ
け
で
、
肝
心
に
そ
れ
へ
の
助
言
忠
言
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
半
疑
判
の
解
消
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
生
命
宗
学
即
創
造
宗
学
な
の

で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
そ
れ
に
し
て
も
、
過
去
・
現
在
の
規
定
の
仕
方
が
怪
し
く
な
る
と
、
す
な
わ
ち
、
「
現
在
が
現
在
を
規
定
す
る
ｌ
過
去
が
現
在
を

規
定
す
る
の
で
は
な
い
。
」
か
ぎ
り
、
た
し
か
に
宗
学
は
時
代
に
お
く
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

「
宗
学
に
は
時
代
が
あ
る
。
時
代
に
遅
れ
た
点
を
指
摘
し
て
、
非
科
学
的
だ
と
す
る
の
は
拒
む
べ
き
理
由
は
な
い
が
、
体
験
的
方
法
は
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、
、

『
自
ら
の
体
験
を
体
系
づ
け
る
記
述
と
自
ら
の
体
験
を
さ
ら
に
具
成
す
る
規
範
と
は
、
常
に
求
め
ら
れ
常
に
造
ら
れ
つ
づ
け
ら
れ
ね
ば

、
、
、
、
、

な
ら
な
い
Ｐ
一
と
い
わ
れ
た
が
、
そ
の
自
ら
を
宗
祖
に
お
き
か
え
て
、
宗
祖
の
法
華
経
の
行
者
的
体
験
を
、
体
系
づ
け
る
こ
と
よ
り
も

体
験
し
た
当
体
の
体
系
を
観
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
を
核
と
し
て
経
典
を
み
る
、
全
仏
教
を
み
る
、
仏
教
史
・
世
界
史
を
み
る
。
過
去
現
在
未
来
永
遠
を
み
る
。
見
得
る
た
め
に
と
る

附
言
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
点
は
、

も
い
え
よ
う
か
。
さ
き
に
先
生
は

学
で
は
な
い
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
は
甘
ん
じ
亨
受
す
べ
き
非
難
で
あ
る
。
」
と
は
そ
の
ま
上
、
浮
草
の
よ
う
な
存
在
と
は
な
ら
な
い
か
ど

▽
む
す
び
、
以
上
、
非
礼
を
か
え
り
み
ず
、
発
表
さ
れ
た
論
説
だ
け
で
、
五
つ
の
問
題
点
を
あ
げ
て
み
た
。

と
も
か
く
、
教
え
ら
れ
、
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
七
十
年
に
余
る
先
生
の
い
わ
ゆ
る
宗
学
生
活
で
あ
る
。
明
治
中
期
以
後
の
文
化
と
思
想

と
自
他
の
大
学
の
織
義
思
索
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
定
義
は
奥
が
ふ
か
い
。
そ
れ
を
、
私
な
り
に
う
け
と
め
て
み
る
と
、

㈲
宗
学
は
よ
ろ
し
く
、
セ
ク
ト
を
超
え
た
、
少
く
と
も
全
仏
教
的
で
あ
る
べ
し
と
い
う
。

口
そ
の
宗
学
の
キ
ソ
、
立
脚
、
対
象
は
全
仏
・
全
教
的
な
信
仰
体
験
で
あ
る
。
之
を
素
材
と
し
て

日
時
代
に
生
き
て
い
る
個
性
の
全
能
力
を
動
員
し
て
宗
教
価
値
の
世
界
を
作
る
。

四
右
の
方
法
と
規
範
と
を
学
ぶ
学
、

迎
え
て
解
せ
ば
宗
教
価
値
の
世
界
を
作
る
と
は
、
体
験
よ
り
観
念
化
へ
、
観
念
よ
り
概
念
化
へ
、
表
現
・
実
現
と
し
て
の
生
活
化
へ
社

会
化
へ
国
家
化
へ
と
絶
え
ざ
る
宗
教
的
努
力
を
要
す
る
。

附
言
さ
せ
て
も
ら
い
た
い
点
は
、
「
純
粋
宗
学
」
と
い
う
の
は
、
先
生
の
「
根
本
宗
学
」
の
中
の
一
科
に
あ
ろ
う
。
祖
典
の
解
釈
学
と

う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

（”）



方
法
を
純
粋
と
い
う
。
と
せ
ば
、
血

「
案
外
」
に
当
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

先

っ
典
し
ん
で
、
神
応
院
日
電
上
人
の
増
円
妙
道
を
祈
る
。
ま
た
、
私
議
と
題
し
て
お
れ
ば
こ
そ
、
非
礼
を
お
詑
び
し
、
大
方
の
御
教
叱

を
願
う
も
の
で
あ
る
。
合
掌
（
娼
・
８
・
錘
）

生
の
創
造
宗
学
と
は
あ
る
い
は
、
ま
つ
向
か
ら
対
遮
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
先
生
の
所
調

（”）


