
こ
れ
は
、
「
研
究
ノ
ー
ト
」
な
ど
と
呼
び
得
る
か
ど
う
か
知
ら

な
い
が
、
か
っ
て
発
表
し
た
卑
見
に
関
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
方
か

ら
教
示
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
当
初
の
見
解
を
修
正
し
た

り
、
再
考
さ
せ
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
、
メ
モ
と
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。

能
持
自
相
「
自
相
を
持
す
る
か
ら
法
で
あ
る
」
と
い
う
有
名
な

「
法
」
の
定
義
は
雑
心
論
（
巻
一
）
や
倶
舎
論
（
”
且
冒
旨
＆
．
や
巴

に
見
え
る
。
そ
の
中
の
「
自
相
」
と
い
う
語
に
こ
そ
注
意
す
、
へ
き

で
あ
っ
て
、
法
の
相
に
は
自
相
と
共
相
と
が
あ
る
の
に
「
法
を
定

義
し
て
の
ぐ
ゅ
３
日
目
制
‐
巨
賜
農
騨
立
圃
Ｈ
眉
副
と
言
わ
ず
に
ｍ
く
い
‐

巨
肉
の
四
国
四
邑
目
昌
口
弾
と
し
た
所
に
は
そ
れ
だ
け
の
意
味
を
認
め

ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
尋
へ
た
も
の
が
、
活
字
に
な
っ
て
（
『
倶
舎
論
の

研
究
』
七
八
。
ヘ
ー
ジ
）
の
ち
、
玉
井
威
氏
ら
に
よ
っ
て
「
自
相
・
共

研
究
ノ
ー
ト

四
■
■
■
■
・
■
■
■
■
虹
。
■
■
”
■
ｌ
・
・
■
■
・
・
日
■
・
ヰ
・
’
ご
・
・
■
口
哺
■
■ぼ

ろ
つ
く
る
い

相
を
持
す
る
か
ら
法
で
あ
る
」
と
い
う
句
が
チ
ャ
ン
と
出
典
角
鼠

壱
届
怠
．
旨
）
を
示
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
を
知
っ
て
、
参
っ
て

し
ま
っ
た
。
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
疏
の
そ
の
箇
処
を
読
ま
な
か
っ
た

筈
は
な
い
の
に
、
全
く
そ
れ
に
注
意
を
怠
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

念
の
た
め
ヤ
シ
日
－
ミ
ト
ラ
疏
の
チ
。
ヘ
ッ
ト
語
訳
を
検
し
て
見
た

が
、
や
は
り
「
自
・
共
相
」
と
な
っ
て
い
る
。

本
論
の
定
義
に
お
い
て
た
だ
「
自
相
」
と
だ
け
あ
る
の
を
、
な

ぜ
こ
こ
で
ヤ
シ
ョ
ー
ミ
ト
ラ
が
こ
と
さ
ら
に
「
自
・
共
相
」
と
い

っ
て
い
る
の
か
、
い
ま
な
お
そ
れ
を
明
快
に
説
明
で
き
な
い
が
、

定
義
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
こ
の
自
相
の
語
は
、
共
相
と
相

対
せ
し
め
ら
れ
る
語
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
さ
う
い

ふ
自
相
・
共
相
を
ひ
っ
く
る
め
て
、
広
い
意
味
で
そ
れ
を
自
相
と

い
ふ
の
で
あ
る
」
と
か
つ
て
述
べ
（
印
度
学
佛
教
学
研
究
一
Ｔ
二
）
、
こ

櫻

部

建
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の
定
義
は
、
法
が
そ
れ
自
身
の
在
り
方
を
も
っ
て
⑳
ぐ
号
厨
ぐ
騨
冨
⑳

に
存
在
す
る
こ
と
、
仮
と
し
て
で
な
く
実
と
し
て
（
日
画
ぐ
制
言
い
）

存
在
す
る
こ
と
を
、
示
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
理
解
し
た
点
は
、

今
も
、
誤
っ
て
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

シ
ャ
マ
タ
デ
ー
ヴ
ァ
シ
ャ
マ
タ
デ
ー
ヴ
ァ
の
倶
舎
論
註
（
「
註
」

と
い
う
べ
き
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
が
）
ウ
パ
ー
イ
カ
の
存
在
を

知
っ
た
の
は
寺
本
椀
雅
・
山
口
益
「
西
蔵
文
倶
舎
論
破
我
品
訳
」

（
佛
教
研
究
二
’
一
、
二
）
の
諸
言
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
う
ど

そ
の
項
、
法
瞳
の
『
倶
舎
論
稽
古
』
や
天
海
の
『
聡
明
論
至
要
篇
』

を
読
ん
で
（
『
稽
古
』
の
「
題
言
八
則
」
の
中
で
若
き
天
才
が
揚

げ
る
万
丈
の
気
炎
に
感
銘
し
た
り
し
て
）
い
た
か
ら
、
そ
れ
ら
よ

り
遠
き
以
前
す
で
に
イ
ン
ド
に
お
い
て
、
同
工
異
曲
の
疏
が
、
し

か
も
量
的
に
も
質
的
に
も
遙
か
に
勝
る
も
の
が
、
作
ら
れ
て
い
た

こ
と
に
、
ま
た
、
感
激
し
て
、
い
つ
と
き
一
所
懸
命
に
な
っ
て
そ

れ
を
読
ん
だ
。

し
か
し
、
山
口
先
生
の
記
念
論
集
（
昭
和
三
十
年
）
に
「
シ
ャ
マ

タ
デ
ー
ヴ
ァ
の
依
用
す
る
中
阿
含
に
つ
い
て
」
を
書
い
た
の
み
で
、

そ
れ
以
後
の
ほ
と
ん
ど
こ
の
疏
に
つ
い
て
の
勉
強
を
放
棄
し
て
い

た
の
に
、
近
年
、
本
庄
良
文
氏
が
あ
い
つ
い
で
同
疏
に
つ
い
て
の

研
究
成
果
を
発
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
、
し
ば
し
ば
私
の
説
の
短
を

補
い
、
誤
り
を
訂
し
て
下
さ
れ
て
い
る
の
を
、
実
に
あ
り
が
た
い

こ
と
に
思
一
つ
。

私
が
上
記
の
論
文
に
「
現
存
漢
訳
中
阿
含
の
組
織
の
上
に
直
ち

に
そ
の
対
応
を
見
出
し
難
い
も
の
も
あ
る
」
と
し
て
三
経
を
例
示

し
た
の
は
、
私
の
考
察
の
不
行
届
き
で
あ
っ
て
、
本
庄
氏
（
佛
教

論
叢
第
妬
号
）
に
よ
っ
て
、
実
は
そ
の
対
応
経
を
見
出
し
得
る
こ

と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
『
倶
舎
論
の
研
究
』
二
五
五
。
ヘ
ー
ジ

第
一
五
行
の
前
半
は
、
シ
ャ
マ
タ
デ
ー
ヴ
ァ
疏
に
基
づ
い
て
本
庄

氏
（
佛
教
論
叢
第
型
号
）
が
注
意
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
ま
た
、
〔
世
尊

は
比
丘
ら
に
向
っ
て
〕
」
と
訂
正
す
尋
へ
き
も
の
で
あ
る
。
同
三
一

二
・
ヘ
ー
ジ
の
註
（
２
）
に
挙
げ
る
経
名
も
、
本
庄
氏
の
教
示
に
よ

っ
て
、
「
切
凹
眉
目
昌
冨
経
」
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
中
一

一
九
擬
慧
地
経
に
相
当
す
る
。

如
歸
餌
員
冨
冨
や
入
阿
毘
達
磨
論
の
著
者
を
塞
建
地
（
陀
）
羅
Ｉ

の
冨
且
巨
匿
と
す
る
（
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
）
説
に
、

か
っ
て
疑
問
を
呈
し
た
（
缶
冒
己
冒
門
目
習
い
菌
３
９
四
画
ロ
ロ
国
①
目
‐

津
①
Ｑ
炉
口
守
屋
○
批
ｚ
Ｐ
ぐ
ゅ
ｚ
巴
四
ｐ
Ｑ
ｐ
旨
四
声
画
く
旨
四
門
ｐ
詞
朋
①
胃
○
面
も
ロ
ず
ぽ
‐

○
四
丘
○
口
ぐ
○
］
．
ｐ
〕
岳
ｇ
自
佛
教
語
の
研
究
』
一
二
一
’
二
。
ヘ
ー
ジ
）
。

陽
画
目
ご
訂
と
い
う
よ
う
な
名
は
他
に
全
く
知
ら
れ
て
い
ず
、
そ

れ
は
Ｓ
・
ビ
ー
ル
の
西
域
記
訳
に
初
め
て
出
る
（
Ｔ
・
ワ
ッ
タ
ー
ス

訳
も
そ
れ
を
踏
襲
）
に
過
ぎ
な
い
（
南
条
目
録
で
は
塞
建
陀
羅
Ⅱ

普
盟
目
冨
愚
と
す
る
）
、
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
入
阿
毘
達
磨
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論
の
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
は
著
者
名
を
記
し
て
い
な
い
し
、
『
光
記
』

や
『
宝
疏
』
が
塞
建
地
羅
に
註
し
て
「
唐
言
悟
入
」
と
し
て
い
る

の
も
不
審
を
強
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

↑
・
旨
．
く
酋
昌
ぐ
の
］
普
①
日
の
入
阿
毘
達
磨
論
フ
ラ
ン
ス
語
訳
（
冒

茸
農
威
Ｑ
ロ
』
Ｐ
。
①
、
ｏ
①
口
蔚
口
四
〕
扇
旨
◆
己
Ｈ
ｏ
甘
口
Ｑ
①
胃
ｇ
Ｑ
①
』
》
シ
Ｈ
ロ
四
計

留
日
ロ
＆
］
建
四
》
刷
厘
巨
旨
四
武
○
早
口
ｏ
』
寓
口
黒
拝
冒
佇
○
国
①
ロ
庁
巳
射
蔚
。
①
Ｆ
ｏ
ｐ
‐

く
ぃ
冒
忌
）
↑
の
序
論
は
、
右
に
記
し
た
す
零
へ
て
の
事
情
に
言
及
し
な

が
ら
へ
・
論
の
著
者
名
と
し
て
曾
畠
目
巨
置
を
採
る
に
蹟
路
し
て
い

な
い
が
、
濤
踏
し
な
い
こ
と
に
別
段
の
理
由
を
挙
げ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
・
《

《
百
済
康
義
氏
の
「
入
阿
毘
達
磨
論
の
註
釈
書
に
つ
い
て
」
（
印
度

学
佛
教
学
研
究
二
九
’
一
）
は
、
ウ
ィ
グ
ル
佛
典
中
に
存
す
る
入
阿

毘
達
磨
論
の
註
釈
の
断
片
七
葉
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
報
告
で
あ

る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
断
片
中
に
見
え
る
論
の
著
者

名
に
は
「
〔
漢
訳
〕
『
入
阿
毘
達
磨
論
』
の
著
者
〔
名
〕
塞
建
地

訓
〔
陀
〕
、
羅
か
ら
一
・
般
に
推
定
さ
れ
て
い
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
形

四
ｓ
目
冨
旨
を
支
持
す
る
も
の
」
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え

ら
れ
た
や
も
っ
と
も
、
イ
ン
ド
名
を
ウ
ィ
グ
ル
文
字
で
写
し
た
そ

れ
が
（
例
え
ば
習
盟
且
富
国
と
い
う
形
よ
り
も
）
際
Ｐ
且
言
函

と
い
う
形
に
近
い
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
入
阿
毘
達
磨

論
の
著
者
名
が
ま
さ
し
く
堕
自
且
巨
旨
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ら
、
私
の
疑
問
は
、
百
済
氏
の
教
示
に
よ

っ
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
撤
回
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

諭
書
の
原
形
と
現
形
坂
本
幸
男
論
文
集
第
一
『
阿
毘
達
磨
の
研

究
』
（
昭
和
五
十
六
年
、
大
東
出
版
社
）
に
収
め
ら
れ
る
「
『
大
毘
婆
沙

論
』
に
引
用
さ
れ
た
『
品
類
足
論
』
に
つ
い
て
」
は
、
早
く
昭
和

十
年
「
宗
教
研
究
」
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
か
つ
て
（
今
は
取

り
壊
さ
れ
た
古
い
大
谷
大
学
佛
教
学
研
究
室
の
片
隅
で
）
一
読
し
理

た
記
憶
が
あ
る
が
、
ず
い
ぶ
ん
綿
密
な
論
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

婆
沙
諭
に
見
え
る
品
類
論
か
ら
の
引
用
が
い
ち
い
ち
精
査
さ
れ
、

そ
の
結
果
、
品
類
論
に
種
々
の
異
本
が
あ
っ
た
こ
と
、
品
類
論
の

本
文
に
は
そ
の
成
立
以
後
に
数
今
の
訂
正
の
手
が
加
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
そ
の
修
正
が
な
さ
れ
た
の
は
婆
沙
論
の
編
墓
よ
り
の
ち

倶
舎
論
の
製
作
よ
り
前
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
見
事
に
論
証
さ
れ

て
い
る
。

一
旦
成
立
し
た
論
害
が
、
そ
の
後
の
教
義
学
の
発
達
に
よ
っ
て

訂
正
あ
る
い
は
加
筆
さ
れ
る
結
果
、
幾
種
か
の
テ
ク
ス
ト
を
あ
る

い
は
Ｈ
①
８
易
５
口
を
生
む
と
い
う
こ
と
は
、
稀
で
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
当
然
、
六
足
論
の
よ
う
な
初
期
の
諭
書

の
場
合
に
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
倶
舎
論
の
よ
う
な
高
度
に
完

成
の
域
に
達
し
た
論
書
の
上
に
、
も
ず
い
ぶ
ん
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
麺
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
痕
を
、
現
存
す
る
梵
・
蔵
・
漢
の
四
種
の
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倶
舎
論
本
文
の
上
に
、
あ
る
い
は
現
存
す
る
三
種
の
倶
舎
論
註
の

中
に
引
用
さ
れ
た
本
文
の
上
に
、
間
々
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
こ
で
諭
吉
の
原
形
と
現
形
と
の
間
の
問
題
が
生
ず
る
。
そ
れ

は
諭
書
の
成
立
の
先
後
を
考
え
る
場
合
、
当
然
、
は
な
は
だ
重
要

な
こ
と
と
な
る
・
ゞ
現
形
に
重
き
を
お
い
て
論
ず
る
か
、
想
察
さ
れ

る
原
形
の
方
に
重
き
を
お
く
か
、
に
よ
っ
て
見
方
は
大
い
に
異
っ

て
来
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

，
田
中
教
照
氏
の
「
集
異
門
足
論
に
お
け
る
修
行
の
問
題
」
（
佛

教
学
７
）
は
、
集
異
門
足
論
に
説
か
れ
る
修
行
道
に
つ
い
て
、

、
「
古
い
時
代
か
ら
受
け
継
い
だ
、
佛
教
徒
と
し
て
の
基
本
的
な
修

行
道
」
と
「
新
し
い
解
釈
か
ら
派
生
し
た
」
有
部
独
特
の
「
見
道

論
」
と
の
二
つ
を
、
弁
別
し
得
る
こ
と
を
論
ず
る
。
氏
は
も
と
よ

り
「
諭
書
が
一
時
に
現
形
を
成
立
さ
せ
た
も
の
で
な
い
こ
と
」
を

認
め
る
が
、
そ
こ
に
新
、
、
旧
段
階
を
異
に
す
る
内
容
が
見
出
さ
れ

る
と
き
新
し
い
段
階
の
も
の
を
「
後
世
の
者
の
改
編
だ
と
か
編
入

・
附
加
だ
と
か
い
っ
て
無
視
す
る
必
要
性
」
は
な
く
「
現
存
の
衆

異
門
足
論
は
現
存
の
ま
ま
で
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
必

要
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
集
異
門
論
の
よ
う
な
「
後
代
の
発
達

ク
藍
Ｉ

し
た
概
念
を
と
り
入
れ
易
い
」
論
書
に
新
し
い
要
素
が
見
ら
れ
て

も
そ
れ
を
重
要
視
す
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
山
田
竜
城
博
士
の
見

解
と
対
立
す
る
。

説
一
切
有
部
独
特
の
法
の
体
系
で
あ
る
五
位
の
説
が
品
類
論
に

お
い
て
「
創
唱
」
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
三
世
に
実
有
な
る
法
の

観
念
が
識
身
論
に
お
い
て
初
め
て
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
い

ず
れ
も
す
で
に
集
異
門
論
（
や
法
溌
論
）
の
上
に
見
出
さ
れ
る
（
「
倶

舎
論
の
研
究
』
五
二
、
六
六
、
一
○
八
・
ヘ
ー
ジ
）
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て

も
、
有
部
独
特
の
見
道
論
が
集
異
門
論
の
中
に
見
出
さ
れ
る
こ
と

は
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
（
発
達
し
た
）
有
部
学
説

を
含
む
も
の
が
、
論
耆
の
原
形
と
し
て
あ
っ
た
か
否
か
は
難
し
い

問
題
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
れ
が
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
《
「
諸
論

書
を
通
観
し
て
そ
の
上
に
ざ
四
ｍ
目
に
発
達
の
段
階
を
認
め
る
」

と
こ
ろ
に
集
異
門
論
を
有
部
の
「
第
一
期
の
諭
書
」
の
一
と
見
る

考
え
方
は
、
そ
れ
を
改
め
る
必
要
が
な
い
と
私
は
思
う
。

極
微
説
坂
本
博
士
の
『
阿
毘
達
磨
の
研
究
』
の
巻
頭
に
は
、
極

徴
説
に
つ
い
て
の
二
篇
の
論
文
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
博

士
は
、
説
一
切
有
部
の
極
微
説
の
難
点
に
触
れ
て
「
こ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
何
ら
理
論
的
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
」
「
さ
ら
に

吟
味
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
」
「
こ
の
問
題
の
解
決
は
未
だ
な
さ
れ

て
い
な
い
」
「
説
明
は
い
よ
い
よ
困
難
と
な
る
壱
免
れ
な
い
」
な

ど
の
言
葉
を
列
ね
て
お
ら
れ
る
。

実
際
、
極
微
論
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
つ
い
て
、
有
部
の
論
害

は
し
ば
し
ば
答
え
る
所
が
な
い
か
、
、
あ
る
い
は
極
め
て
あ
い
ま
い
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に
答
え
る
か
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
極
微
説
は
、
「
も

と
も
と
他
の
思
想
体
系
か
ら
借
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ

れ
自
体
単
純
未
発
達
な
も
の
で
、
佛
教
に
お
け
る
色
法
の
観
念
に

ほ
と
ん
ど
何
物
を
も
加
え
る
と
こ
ろ
が
無
い
。
か
え
っ
て
、
そ
れ

は
法
の
理
論
と
も
四
大
お
よ
び
四
大
所
造
と
い
う
観
念
と
も
本
来

あ
い
容
れ
な
い
点
で
、
こ
の
学
派
に
お
け
る
色
法
に
つ
い
て
の
考

え
方
を
混
乱
さ
せ
た
と
い
う
尋
へ
き
で
あ
ろ
う
」
（
『
講
座
佛
教
思
想
」

第
一
巻
、
四
二
。
ヘ
ー
ジ
）
と
い
う
の
が
私
の
結
論
で
あ
る
。

念
仏
と
称
仏
の
ち
の
浄
土
教
念
佛
門
の
展
開
を
念
頭
に
お
い
て
、

初
期
佛
教
経
典
の
中
に
そ
れ
に
関
連
す
る
事
項
を
さ
ぐ
る
と
、
念

佛
す
な
わ
ち
佛
を
随
念
す
る
こ
と
と
（
ｇ
目
冒
日
鯉
口
屋
“
の
閏
鼻
身

冒
＆
園
ご
ロ
の
３
は
）
、
称
佛
す
な
わ
ち
「
南
無
佛
（
ロ
塑
昌
。
〔
国
朋
四

ｇ
凹
鴨
ぐ
胃
。
胃
：
鼻
○
の
四
日
目
爵
騨
日
‐
〕
盲
目
菌
の
、
騨
一
）
」
と
い
う
帰

依
表
白
の
ウ
ダ
ー
ナ
を
唱
え
る
こ
と
と
、
の
二
つ
の
要
素
が
見
出

さ
れ
る
こ
と
に
か
っ
て
注
意
し
、
そ
の
念
佛
と
称
佛
と
が
一
つ
に

結
び
つ
く
こ
と
に
つ
い
て
は
「
な
お
種
々
の
究
明
と
考
察
を
必
要

と
す
る
」
と
述
令
へ
た
（
「
念
佛
と
三
昧
」
、
『
佛
教
思
想
論
集
』
八
九
六
。
ヘ

ー
ジ
）
。
念
佛
は
称
佛
と
本
来
は
関
係
な
く
、
そ
れ
が
称
佛
と
分

か
ち
難
く
結
ば
れ
る
の
は
、
後
代
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
浄
土
教
が

発
展
し
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
、
と
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
、
あ
る

い
は
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
、
そ
れ
は
唐
代
の
善
導
以
後
の
こ
と
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
感
を
か
ね
て
抱
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

梵
文
無
量
寿
経
に
お
い
て
、
「
称
名
」
と
は
、
（
諸
佛
が
阿
弥

陀
）
佛
の
名
を
ほ
め
讃
え
る
意
で
あ
っ
て
、
名
を
唱
え
る
意
で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
た
畝
部
俊
英
氏
の
論
文
（
同

朋
佛
教
第
皿
号
）
を
読
ん
で
も
、
右
の
感
じ
は
去
ら
な
か
っ
た
。

冨
凰
‐
く
罰
詳
な
ど
の
語
が
そ
の
よ
う
な
意
で
あ
る
こ
と
は
、
「
南

無
佛
／
」
と
い
う
ゥ
ダ
ー
ナ
を
唱
え
る
（
且
習
秒
白
目
目
の
蔀
）
こ
と

や
そ
れ
と
「
念
佛
」
が
結
び
つ
く
こ
と
と
、
別
な
問
題
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
ご
ろ
抜
刷
の
恵
送
を
恭
う
し
た
奈
良
康
明
博
士
の
一
論
文

（
「
餓
鬼
観
変
遷
の
一
過
程
と
そ
の
意
味
」
、
『
大
乗
佛
教
か
ら
密
教
へ
」
所

収
）
に
は
、
罰
四
目
四
目
留
留
自
習
四
な
ど
の
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
文
献
に

お
い
て
「
世
尊
に
浄
信
を
発
す
（
ｇ
品
騨
ぐ
３
．
詳
冨
日
号
巨
冒
騨
鼠
‐

目
冒
は
）
」
と
か
「
三
宝
を
念
ず
る
（
３
日
目
３
着
目
、
日
胃
島
）
」
と

か
い
う
句
と
「
南
無
佛
・
法
・
僧
と
唱
え
る
（
目
四
日
○
盲
目
冨
冒

号
自
日
葛
四
ｍ
騨
冒
唱
母
の
陣
く
昌
島
）
」
と
い
う
句
と
が
結
び
つ
い
て

用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
博
士
は
そ
こ
に
、

民
間
信
仰
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
要
素
と
、
佛
教
本
来
の
出
世
間
的

悟
り
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
あ
る
観
念
や
行
法
と
の
融
合
を
見
よ
う
と
し

て
お
ら
れ
る
が
、
私
に
は
、
右
の
浄
信
や
称
南
無
佛
（
法
僧
）
は
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本
来
在
家
佛
教
的
な
実
践
で
、
出
家
僧
団
の
出
世
間
的
理
念
と
は

む
し
ろ
別
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

出
家
僧
団
の
佛
教
と
在
家
信
者
層
の
佛
教
と
の
別
は
、
最
も
初

期
の
佛
教
社
会
に
お
い
て
す
で
に
明
ら
か
に
存
在
し
て
お
り
、
在

家
佛
教
の
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
初
期
か
ら
「
南
無
佛
／
」
と
ウ

ダ
ー
ナ
す
る
「
称
佛
」
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
何
の
不
審

も
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
と
、
必
ず
し
も
在
家
佛
教
的
要
素
と
は
い

え
な
い
（
広
義
の
三
昧
の
一
形
態
で
あ
る
）
「
念
佛
（
佛
随
念
）
」

あ
い
は
「
念
三
宝
」
と
、
の
明
ら
か
な
結
び
つ
き
の
跡
を
、
ど
こ

ま
で
遡
っ
て
確
認
し
得
る
か
、
が
課
題
で
あ
る
。

如
実
修
行
世
親
造
の
釈
経
論
と
し
て
現
存
す
る
も
の
の
多
く
は

北
魏
の
菩
提
流
支
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら

を
通
じ
て
「
如
実
修
行
」
と
い
う
こ
と
ば
遣
い
が
三
十
数
回
も
見

出
さ
れ
、
そ
れ
は
「
や
や
目
に
つ
く
程
度
」
の
「
慣
用
句
」
と
な

っ
て
い
る
か
ら
「
そ
こ
に
一
定
の
意
味
内
容
を
考
え
、
特
定
原
語

を
想
定
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
」
と
考
え
た
（
『
佛
教
語

の
研
究
』
所
収
「
世
親
の
「
浄
土
論
』
に
見
え
る
「
如
実
修
行
」
の
句
に

つ
い
て
」
）
。
そ
し
て
、
チ
ベ
ッ
ト
語
訳
の
存
す
る
『
文
殊
師
利
問

経
論
」
『
十
地
経
論
』
の
上
で
、
そ
の
原
語
の
探
求
を
試
み
、
そ

れ
が
（
ｅ
〕
胃
白
山
‐
）
四
目
ロ
呂
胃
自
画
官
昇
君
沙
昏
で
あ
る
こ
と
を
確
か

め
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
こ
と
を
小
論
に
纒
め
て
横

超
博
士
編
『
北
魏
佛
教
の
研
究
』
に
寄
稿
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
と
き
は
内
心
に
い
さ
さ
か
得
意
な
気
持
が
あ
っ
た
。
単
な
る

「
如
実
修
行
」
と
い
う
漢
語
の
字
面
か
ら
し
て
は
、
そ
れ
の
原
語

が
昌
旨
目
胃
冒
名
目
茸
冨
昏
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
多

分
、
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
、
と
思
い
、
チ
今
ヘ
ッ
ト
語
訳

の
上
に
そ
の
よ
う
な
原
語
を
発
見
し
得
た
こ
と
に
か
な
り
満
足
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

近
頃
、
島
津
現
淳
氏
の
「
『
深
密
解
脱
経
』
の
如
実
修
行
に
つ

い
て
」
（
印
度
学
佛
教
学
研
究
三
○
’
二
）
を
読
ん
で
驚
い
た
こ
と
に
、

菩
提
流
支
は
そ
の
訳
業
の
中
で
「
如
実
修
行
」
を
、
実
に
さ
ま
ざ

ま
な
原
語
の
訳
語
と
し
て
、
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
島
津
氏
は

そ
れ
を
、
留
日
目
白
時
日
○
８
口
四
‐
の
員
昌
の
漢
・
蔵
諸
訳
を
対
照
し

つ
つ
流
支
訳
『
深
密
解
脱
経
』
の
上
に
確
か
め
て
お
ら
れ
る
の
で

あ
る
が
、
そ
こ
で
、
訳
語
「
如
実
修
行
」
は
、
号
胃
目
圓
口
号
胃
目
四
‐

買
四
は
冨
昌
に
対
応
す
る
ほ
か
、
冒
盟
」
冒
昌
蟹
の
冒
四
武
冒
註
〕

８
昌
冒
ど
ゅ
ご
妙
。
胃
薗
》
９
割
巴
届
く
〕
胃
昌
○
悪
等
々
の
語
に
も
対

応
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
如
実
修
行
」
に
「
特
定
の
原
語
」
の
存
在
を
考
え
、
粗
漏
な

探
索
に
よ
っ
て
そ
れ
を
見
定
め
得
た
よ
う
に
思
っ
て
い
た
短
見
を

恥
じ
る
と
共
に
、
い
ま
さ
ら
に
す
ぐ
れ
た
佛
典
漢
訳
者
の
自
在
な

用
語
法
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
の
必
要
な
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
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た
。
こ
こ
に
は
、
か
つ
て
鳩
摩
羅
什
の
用
い
た
「
功
徳
」
と
い
う

漢
訳
語
に
つ
い
て
考
察
し
て
小
論
（
「
功
徳
と
い
う
語
に
つ
い
て
」
大

谷
学
報
五
六
’
四
）
に
載
せ
た
の
と
同
様
な
事
情
が
見
出
さ
れ
る
よ

う
で
あ
り
、
そ
の
と
き
に
も
記
し
た
こ
と
で
あ
る
が
「
な
お
ひ
ろ

く
諸
佛
典
に
亘
っ
て
精
査
し
、
考
察
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。
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