
本
書
は
舟
橋
尚
哉
氏
（
現
大
谷
大
学
専
任
講
師
）
が
、
こ
れ
ま
で
に
研

究
を
し
論
述
を
さ
れ
た
、
大
谷
大
学
『
修
士
論
文
』
真
宗
大
谷
派
『
擬
講

論
文
』
及
び
『
中
辺
分
別
論
』
や
『
入
携
伽
経
』
を
め
ぐ
る
各
の
諸
論
文

等
に
、
今
回
な
に
ほ
ど
か
の
加
筆
そ
の
他
を
ほ
ど
こ
し
て
一
本
に
ま
と
め

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
云
う
本
書
に
は
『
初
期
唯
識
思
想
の
研
究
』

と
す
る
タ
イ
ト
ル
と
『
そ
の
成
立
過
程
を
め
ぐ
っ
て
』
と
す
る
サ
ブ
タ
イ

ト
ル
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
「
初
期
唯
識
」
と
云
う
用
語
に
つ

い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
場
合
、
た
と
え
ば
唯
識
の
全
体
的
な
、
思

想
体
系
や
歴
史
的
時
代
区
分
の
考
究
を
目
的
の
主
体
と
し
て
の
、
初
期
中

期
後
期
と
か
第
何
期
第
何
期
と
か
云
う
よ
う
な
、
そ
う
云
う
区
分
を
特
に

対
象
と
し
た
意
味
で
の
言
葉
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
云
う
の
は
こ
こ

で
の
「
初
期
唯
識
」
と
さ
れ
て
い
る
意
味
は
、
弥
勒
・
無
著
・
世
親
の
唯

識
思
想
が
「
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
か
を
検
討
し
て
み
た
か
っ
た
」
と
云

う
著
者
（
序
文
）
の
関
心
の
あ
る
と
こ
ろ
に
基
準
を
お
い
た
言
葉
。
つ
ま

り
弥
勒
・
無
著
・
世
親
の
説
い
た
唯
識
の
用
語
及
び
そ
の
頃
の
唯
識
説
な

ど
を
対
象
と
し
た
、
と
云
う
よ
う
な
意
味
で
の
言
葉
と
見
ら
れ
る
わ
け
で

舟
橋
尚
哉
著

「
初
期
唯
識
思
想
の
研
究
」

ｌ
そ
の
成
立
過
程
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

-古今

I可

崎

正
芳

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
初
期
唯
識
」
と
し
た
い
い
方
に
、
今
の
場
合
特
に

多
面
的
な
意
味
あ
い
を
想
起
す
る
必
要
は
な
い
。

著
者
の
云
う
初
期
唯
識
思
想
に
関
し
て
は
、
そ
の
各
の
問
題
の
思
想
的

背
景
を
、
側
面
的
に
あ
る
い
は
主
体
的
に
関
連
の
あ
る
佛
典
に
求
め
、
唯

識
思
想
の
形
成
過
程
に
お
け
る
各
問
題
の
、
同
と
不
同
が
い
か
に
あ
る
か

を
考
察
し
な
が
ら
、
主
な
唯
識
思
想
の
解
明
に
及
ぶ
場
合
が
多
い
。
そ
う

云
う
こ
と
が
、
本
書
に
お
け
る
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
な

っ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
唯
識
の
諸
問
題
に
対
す
る
著
者
の

関
心
は
、
引
続
き
更
に
広
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。

、
本
書
の
記
述
内
容
の
大
綱
を
知
る
上
に
必
要
な
、
各
部
各
章
の
項
目
を

記
し
て
み
る
。

第
一
部
阿
頼
耶
識
思
想
の
成
立
と
そ
の
展
開

第
一
章
原
始
佛
教
に
お
け
る
阿
頼
耶

第
二
章
阿
毘
達
磨
に
お
け
る
阿
頼
耶

第
三
章
大
乗
に
お
け
る
阿
頼
耶
識

第
四
章
八
識
説
の
成
立
に
つ
い
て

第
二
部
唯
識
三
性
説
の
形
成

第
一
章
空
と
三
性

第
二
章
三
性
説
の
成
立

第
三
部
大
乗
に
お
け
る
無
我
説
の
研
究

第
一
章
釈
尊
に
お
け
る
無
我
説

第
二
章
阿
毘
達
磨
時
代
の
無
我
説

第
三
章
大
乗
に
お
け
る
無
我
説

第
四
章
『
成
実
論
』
の
無
我
説
と
そ
の
思
想
史
的
位
置
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第
四
部
『
中
辺
分
別
論
』
の
諸
問
題

第
一
章
『
中
辺
分
別
論
』
の
諸
問
題

第
二
章
『
中
辺
分
別
論
』
に
お
け
る
業
の
問
題

第
三
章
『
中
辺
分
別
論
』
（
障
品
）
の
和
訳

附
、
世
親
と
『
入
僻
伽
経
』
と
の
先
後
に
つ
い
て

上
記
の
他
、
更
に
各
章
が
多
く
の
節
に
分
か
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

な
お
本
書
の
各
論
述
の
あ
と
に
は
漢
・
邦
、
梵
・
巴
・
欧
各
語
の
索
引
も

附
し
て
あ
る
。

、
次
に
右
の
記
述
内
容
に
し
た
が
っ
て
、
所
説
の
大
要
を
簡
約
し
て
述
べ

て
み
る
。

第
一
部
で
は
、
阿
頼
耶
識
が
成
立
す
る
上
で
注
意
さ
れ
る
阿
頼
耶
の
語

な
ら
び
に
思
想
、
あ
る
い
は
阿
頓
耶
識
の
成
立
に
と
も
な
う
阿
陀
那
識
と

末
那
識
と
の
関
係
、
そ
し
て
末
那
識
の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題
及
び
八
識
思

想
の
成
立
時
期
等
の
考
究
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

著
者
に
よ
る
と
、
巴
四
百
画
司
引
（
阿
頼
耶
）
は
、
原
始
佛
教
佛
典
に

お
い
て
「
執
著
」
「
愛
著
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
時

と
し
て
「
在
処
」
「
避
難
の
処
」
な
ど
の
意
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

お
よ
び
非
常
に
稀
な
例
の
「
楪
窟
」
と
云
う
訳
語
の
あ
る
こ
と
な
ど
に
つ

い
て
論
じ
て
い
る
。

「
棋
窟
」
は
眺
秦
、
佛
陀
耶
舎
共
竺
佛
念
等
訳
の
『
四
分
律
』
の
用
語

で
あ
る
が
、
対
応
す
る
パ
ー
リ
『
律
大
品
』
と
の
対
比
か
ら
「
模
窟
」
が

巴
騨
冒
に
あ
た
る
こ
と
を
知
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
漢
字
の
楪
窟
に
は
、

こ
も
る
あ
な
、
巣
穴
と
云
う
よ
う
な
字
義
が
あ
り
、
そ
う
云
う
意
味
か
ら

す
る
と
漢
訳
者
は
、
原
語
の
《
《
塾
亀
Ｐ
、
》
を
、
執
著
の
在
処
の
意
に
と
つ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
『
五
分
律
』
で
は
大
体
が
簡
潔
な
訳
と
な

っ
て
い
る
た
め
に
、
『
四
分
律
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
訳
語
の
↓
豆
ア
ン

ス
は
よ
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。

原
始
佛
典
に
お
け
る
阿
頼
耶
の
考
察
に
続
い
て
、
阿
毘
達
磨
を
主
に
し

た
阿
頼
耶
を
め
ぐ
る
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
部
派
佛
教
が

説
い
た
教
義
、
た
と
え
ば
「
寿
」
と
か
「
窮
生
死
禰
」
と
か
「
細
心
」
そ

の
他
が
、
阿
頼
耶
識
の
先
駆
思
想
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。

そ
し
て
阿
毘
達
磨
佛
教
佛
典
の
阿
頼
耶
の
用
例
に
も
検
討
を
加
え
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
等
は
原
始
佛
典
的
な
用
語
用
法
を
取
る
も
の
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
。
た
だ
『
大
毘
婆
沙
論
』
巻
第
百
四
十
五
の
「
阿
頼
耶
所

蔵
」
の
文
句
は
、
阿
頼
耶
識
の
成
立
を
考
察
す
る
過
程
で
注
意
さ
れ
る
こ

と
を
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
心
意
識
に
関
す
る
ご
く
簡
単
な
記
述
も
あ
る
。

大
乗
に
お
け
る
阿
頼
耶
識
に
つ
い
て
は
、
『
解
深
密
経
』
の
考
察
に
始

ま
り
、
『
琉
伽
師
地
論
』
『
中
辺
分
別
論
』
『
大
乗
荘
厳
経
論
」
。
『
摂
大

乗
論
』
。
『
唯
識
三
十
頌
』
お
よ
び
『
入
楊
伽
経
』
と
云
う
諸
佛
典
に
わ

た
る
各
の
論
述
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
阿
頼
耶
」
「
阿
頼
耶
識
」
の
用
語

と
そ
の
意
味
用
法
を
め
ぐ
っ
て
、
各
の
経
論
に
お
け
る
所
説
の
過
程
を
追

究
し
て
い
る
。
と
く
に
古
来
「
阿
頼
耶
の
三
義
」
と
云
わ
れ
た
能
蔵
・
所

蔵
・
執
蔵
の
説
明
は
興
味
深
い
。
『
摂
大
乗
論
』
が
阿
頼
耶
識
を
果
の
体
、

因
の
体
、
自
我
自
体
と
の
関
係
で
説
く
頃
に
は
、
大
乗
の
阿
頼
耶
識
思
想

も
そ
の
体
系
上
の
定
着
を
見
せ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
『
唯
識
三
十
頌
』

に
な
る
と
阿
頼
耶
識
は
も
ち
論
、
末
那
識
の
所
説
も
明
確
に
な
っ
て
く
る
。

そ
し
て
唯
識
論
の
組
織
的
な
思
想
教
理
が
相
互
に
大
成
へ
と
導
か
れ
て
行

く
わ
け
で
あ
る
。
本
書
は
そ
れ
ら
の
ポ
イ
ン
小
を
と
ら
え
な
が
ら
、
他
方
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で
阿
頼
耶
識
思
想
が
「
如
来
蔵
」
や
「
清
浄
識
」
と
密
着
し
て
説
か
れ
て

い
る
点
を
も
『
入
拐
伽
経
』
『
大
乗
義
章
』
に
よ
っ
て
考
察
し
て
い
る
。

右
記
の
よ
う
な
内
容
記
述
に
続
い
て
、
八
識
説
の
成
立
に
関
す
る
考
究

が
あ
る
。
末
那
識
、
八
識
思
想
、
八
識
説
を
め
ぐ
っ
て
は
、
昭
和
初
期
に

宇
井
伯
寿
博
士
と
結
城
令
聞
博
士
と
の
間
で
論
議
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
の

後
今
日
ま
で
の
間
に
唯
識
部
門
の
新
し
い
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
テ
キ
ス
ト
や

内
外
諸
学
者
の
研
究
等
が
発
表
さ
れ
、
ま
た
研
究
方
法
の
分
野
も
梵
・
巴

・
漢
・
蔵
な
ど
に
わ
た
っ
て
広
め
ら
れ
深
め
ら
れ
る
方
向
に
進
ん
で
来
た
。

こ
の
時
点
に
お
い
て
本
書
の
著
者
は
八
識
説
の
成
立
問
題
を
と
ら
え
て
検

討
し
、
そ
の
結
果
独
自
の
見
解
を
示
す
に
到
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば

『
唯
識
三
十
頌
』
の
↑
《
日
餌
ロ
○
口
四
目
四
ぐ
言
習
四
日
』
ゞ
の
語
を
も
っ
て
、

末
那
識
の
完
成
し
た
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
末
那
識
の
明
確
な
認
識
を

、
や
、

得
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
八
識
説
の

、
、
、
、

成
立
を
世
親
以
後
に
お
こ
う
と
す
る
宇
井
説
。
八
識
思
想
の
（
末
那
識
の
）

成
立
を
弥
勒
の
論
耆
以
前
に
見
よ
う
と
す
る
結
城
説
。
そ
の
二
説
と
は
自

ず
か
ら
観
点
を
異
に
し
た
結
論
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
な
お

同
じ
よ
う
な
立
場
で
「
八
識
」
あ
る
い
は
「
八
つ
の
識
」
と
云
う
明
確
な

言
葉
を
基
本
と
し
た
概
念
が
、
『
入
榴
伽
経
』
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ

と
も
著
者
は
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
が
第

一
部
で
説
か
れ
て
い
る
。

＠
次
に
第
二
部
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
唯
識
三
性
説
の
形
成
を
、

空
と
三
性
、
三
性
説
の
成
立
に
わ
け
て
考
察
を
し
て
い
る
。
前
者
は
龍
樹

に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
空
の
教
学
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
唯
識
教
学

の
三
性
説
へ
展
開
し
て
行
っ
た
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
所
論
の

中
で
は
、
山
口
益
博
士
に
送
ら
れ
て
来
た
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ラ
ー
デ
ル
博
士
の

書
面
に
於
て
、
ラ
ー
デ
ル
博
士
が
述
今
へ
た
『
成
実
論
』
に
三
性
説
の
源
流

の
一
面
が
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
そ
う
い
う
よ
う
な
こ
と

に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
『
成
実
論
』
の
「
仮
名
心
・
法
心
・
空
心
」
あ
る
い

は
「
真
」
に
つ
い
て
説
き
進
め
た
記
述
が
あ
る
。
加
え
て
『
解
深
密
経
』

の
三
性
、
三
無
性
説
に
も
言
及
し
て
い
る
。
三
性
説
の
成
立
を
述
奪
へ
る
と

こ
ろ
で
は
、
虚
妄
分
別
、
五
法
と
三
性
、
三
性
の
成
立
及
び
そ
の
構
造
、

蛇
繩
麻
の
臂
え
等
に
わ
た
る
内
容
記
述
が
あ
る
。
そ
の
中
、
五
法
と
三
性

の
考
察
で
、
五
法
は
三
性
説
成
立
以
後
に
説
か
れ
た
と
し
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
を
受
け
た
三
性
説
の
成
立
の
考
察
で
は
、
『
成
実
論
』
の
説
く
「
仮
」

「
実
」
「
真
」
「
人
無
我
」
「
法
無
我
」
が
、
三
性
説
の
原
形
に
つ
な
が

る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
ぺ
て
い
る
。
内
容
が
前
節
の
「
空
と
三
性
」
の
所

論
と
重
複
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
と
も
か
く
そ
こ
で
、
三
性
の
原

形
『
成
実
論
』
、
三
性
『
解
深
密
経
」
、
五
法
『
入
榴
伽
経
』
と
い
う
順
序

で
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。

、
第
三
部
で
は
、
釈
尊
の
説
か
れ
た
無
我
の
教
え
が
佛
教
伝
承
展
開
の
過

程
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
く
み
立
て
ら
れ
て
行
っ
た
か
を
、

原
始
佛
教
の
無
我
・
部
派
佛
教
の
無
我
、
お
よ
び
大
乗
佛
教
の
無
我
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
る
。
原
始
佛
教
の
無
我
に
つ
い
て
は
、
本
書
は
釈
尊
に

お
け
る
無
我
と
云
う
こ
と
で
、
『
ス
ッ
タ
’
一
・
ハ
ー
タ
』
の
記
述
を
中
心
に

し
、
時
と
し
て
『
雑
阿
含
』
の
記
述
な
ど
も
用
い
て
、
我
、
我
執
、
名
色
、

五
癌
な
ど
の
考
究
を
し
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
舟
橋
一
哉
博
士
の
『
原
始

佛
教
思
想
の
研
究
』
第
一
佛
陀
の
根
本
思
想
の
所
論
を
合
せ
読
む
こ
と

も
有
意
義
で
あ
る
。
部
派
佛
教
に
つ
い
て
は
、
「
顕
宗
論
』
や
『
倶
舎
論
』

82



の
説
い
て
い
る
人
無
我
法
有
思
想
を
論
述
し
て
い
る
。
大
乗
に
関
し
て
は

先
づ
中
観
派
の
無
我
説
を
述
ぺ
て
い
る
。
そ
の
特
色
は
法
無
我
無
自
性
空

と
人
無
我
の
説
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
唯
識
派
の
無
我
説
に
つ

い
て
述
べ
て
い
る
。
も
ち
論
、
唯
識
派
も
ま
た
人
無
我
法
無
我
を
説
く
無

我
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
た
と
え
ば
煩
悩
障
の
減
が
人
無
我
に
、
所
知

障
の
減
が
法
無
我
に
と
云
う
よ
う
な
、
唯
識
教
理
の
特
色
が
加
味
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
注
意
し
て
い
る
。
更
に
『
成
実
論
』
の
無
我
思
想
、
無
我
観

を
め
ぐ
る
論
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
『
成
実
論
』
は
一
体
、
小
乗
系
の
諭

な
の
か
大
乗
系
の
論
な
の
か
と
云
う
よ
う
な
問
題
が
、
時
々
研
究
者
間
に

も
ち
あ
が
っ
て
来
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
『
成
実
論
』
が
空
観

（
人
空
）
無
我
観
（
法
空
）
を
説
い
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
空

が
析
空
観
を
採
用
し
て
い
る
点
に
問
題
の
原
因
が
あ
る
と
い
え
る
。
本
書

も
こ
の
面
に
観
察
の
対
象
を
求
め
、
い
く
つ
か
の
考
究
を
行
な
っ
て
い
る
。

そ
の
中
の
注
目
さ
れ
る
論
述
で
『
成
実
論
』
の
空
仙
、
無
我
観
（
二
無
我
）

の
解
釈
と
『
荘
厳
経
論
』
求
法
品
、
安
慧
釈
の
空
無
我
の
解
釈
と
が
類
同

し
て
い
る
こ
と
。
お
よ
び
求
法
品
、
安
慧
釈
で
は
、
五
悪
の
空
無
我
が
人

無
我
の
行
相
修
習
の
と
こ
ろ
で
説
か
れ
て
い
る
と
共
に
、
法
無
我
の
行
相

修
習
の
と
こ
ろ
で
は
、
菩
薩
の
勝
解
行
地
に
お
け
る
法
無
我
の
修
習
を
説

い
て
い
る
と
云
う
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
『
成
実
論
』
の
二
無
我
観

と
、
『
荘
厳
経
論
』
安
慧
釈
の
二
無
我
の
所
説
と
の
各
の
次
元
に
わ
れ
わ

れ
は
注
意
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
他
の
考
察
を
も
重

ね
た
結
果
、
本
書
の
著
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
『
成
実
論
』
は
空
観
無

我
観
を
説
き
は
す
る
が
、
大
乗
の
人
法
二
無
我
と
は
い
い
き
れ
な
い
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
『
成
実
論
」
に
は
「
四
百
論
』
の
引
用
が
見

ら
れ
た
り
、
『
中
論
』
の
論
述
法
が
用
い
ら
れ
た
り
す
る
場
合
も
あ
っ
て
、

当
然
そ
れ
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
み
て
著
者
は

ま
た
『
成
実
論
』
を
、
空
思
想
に
関
連
を
も
つ
点
の
多
い
経
量
部
系
の
論

吾
で
あ
る
と
述
尋
へ
て
い
る
。
そ
し
て
著
者
は
経
量
部
が
初
期
唯
識
思
想
の

形
成
に
影
響
を
も
つ
も
の
と
云
う
観
点
か
ら
、
初
期
唯
識
思
想
の
成
立
を

論
ず
る
に
当
っ
て
、
『
成
実
論
』
の
検
討
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
な
お
『
成
実
論
』
の
思
想
史
的
位
置
に
関
す
る
所
論
中
の
、

『
大
毘
婆
沙
論
』
や
『
舎
利
弗
阿
毘
曇
論
』
の
空
の
説
は
、
『
般
若
経
』

典
類
に
も
同
じ
よ
う
な
所
説
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
般
若
空
の
記
述

で
あ
る
が
、
そ
の
『
般
若
経
』
典
や
、
『
大
智
度
論
』
更
に
は
『
十
八
空

論
』
に
及
ぶ
考
究
も
ま
た
一
考
し
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
本
書
で

は
『
成
実
論
』
の
三
世
と
瀧
処
界
と
の
所
論
も
あ
る
。

、
第
四
部
は
『
中
辺
分
別
論
』
に
関
す
る
著
者
の
最
近
の
研
究
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
『
中
辺
分
別
論
釈
疏
』
に
つ
い
て
は
、
知
ら
れ
る
よ
う

に
山
口
益
博
士
の
諸
業
績
が
あ
る
。
近
年
に
な
っ
て
『
中
辺
分
別
論
』
の

バ
ー
シ
ャ
の
梵
本
一
、
ヌ
ス
ク
リ
プ
ト
が
見
出
さ
れ
、
そ
の
マ
ヌ
ス
ク
リ
プ

ト
の
写
真
を
用
い
て
研
究
校
訂
さ
れ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
本
が
、
長
尾
雅

人
博
士
や
己
叶
．
ｚ
・
目
鼻
繭
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
し
て
シ
ァ
ー
ス

ト
ラ
も
冒
局
，
嵐
．
ｐ
も
Ｐ
目
の
鼠
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
（
一
部
還

元
の
テ
キ
ス
ト
）
。
本
書
著
者
の
研
究
は
そ
れ
ら
の
資
料
を
用
い
て
『
中

辺
分
別
論
』
相
品
・
障
品
・
真
実
品
・
対
治
修
習
品
・
無
上
乗
品
の
各
に

わ
た
る
思
想
と
、
そ
の
思
想
が
他
の
唯
識
論
耆
と
、
ど
の
よ
う
な
関
連
・

相
異
を
も
つ
か
を
論
じ
て
い
る
。
も
ち
論
洪
訳
、
チ
・
ヘ
ッ
ト
訳
を
駆
使
し

て
の
考
究
で
あ
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
研
究
の
ま
と
め
で
、
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著
者
は
、
『
中
辺
分
別
論
』
真
実
品
第
十
三
偶
の
偶
文
と
『
入
傍
伽
経
』

中
の
偶
文
と
が
類
同
す
る
こ
と
、
及
び
『
中
辺
分
別
論
』
真
実
品
に
『
解

深
密
経
』
の
一
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
て
い
る
。
続
い
て
『
中
辺
分
別
論
』
の
業
の
問
題
を
め
ぐ
る

著
者
最
近
の
所
論
も
記
述
さ
れ
て
い
る
。
更
に
第
四
部
の
お
わ
り
に
は
、

『
中
辺
分
別
論
』
障
品
（
世
親
釈
、
梵
文
ゞ
ハ
ー
シ
ャ
）
の
全
和
訳
が
収
録

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
、
上
欄
に
長
尾
本
の
頁
数
、
下
欄
に

目
鼻
旨
本
の
頁
数
を
附
し
、
北
京
版
チ
ベ
ッ
ト
訳
の
頁
数
も
本
文
中
に
記

し
て
あ
っ
て
、
和
訳
と
各
テ
キ
ス
ト
と
の
照
合
の
上
で
大
変
便
利
な
も
の

と
な
っ
て
い
る
。

、
次
に
附
論
と
し
て
、
世
親
と
『
入
傍
伽
経
』
と
の
時
期
的
な
問
題
の
考

察
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
先
づ
世
親
の
『
釈
軌
論
』
（
山
口
益
博
士
『
世

親
の
釈
軌
論
』
日
本
佛
教
学
会
年
報
第
二
五
号
）
に
お
い
て
、
『
入
娚
伽

経
』
の
偶
文
が
九
偶
引
用
さ
れ
て
い
る
（
山
口
益
博
士
『
大
乗
非
佛
説
諭

に
対
す
る
世
親
の
論
破
」
東
方
学
創
立
十
五
周
年
記
念
、
「
東
方
学
論
集
」
）

こ
と
に
、
問
題
考
察
上
の
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
お
か
れ
て
い
る
。
従
来

『
入
拐
伽
経
』
は
世
親
以
後
の
経
典
と
さ
れ
て
い
た
（
た
と
え
ば
宇
井
伯

寿
博
士
『
印
度
哲
学
史
』
で
云
う
、
大
乗
佛
教
経
典
の
第
三
期
（
第
二
期

が
弥
勒
・
無
著
・
世
親
の
基
づ
く
も
の
、
若
し
く
は
そ
の
時
代
に
存
し
た

も
の
）
。
し
か
し
な
が
ら
『
釈
軌
論
』
中
に
『
入
籾
伽
経
』
の
偶
が
あ
る

こ
と
と
、
更
に
ま
た
近
時
、
そ
の
中
の
三
偶
は
『
入
拐
伽
経
』
無
常
品
の

偶
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
漢
訳
の
四
巻
『
傍
伽
経
』
、
七
巻
、
十
巻
の
各
に

も
類
同
す
る
偶
が
存
在
す
る
こ
と
と
の
関
連
を
、
あ
ら
た
に
本
書
の
著
者

が
み
き
わ
め
る
に
到
っ
た
。
そ
れ
ら
の
こ
と
に
よ
っ
て
著
者
は
、
「
世
親

は
『
入
傍
伽
経
』
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
と
云
っ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
考
察
に
よ
っ
て
『
入
携
伽
経
』
を
世
親
以
前
の
成

立
に
お
く
場
合
の
、
世
親
の
年
代
設
定
に
つ
い
て
と
、
世
親
と
徳
慧
の
年

代
関
係
に
つ
い
て
の
論
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
『
入
傍
伽
経
』

（
古
い
経
）
が
世
親
以
前
の
成
立
と
す
る
な
ら
ば
、
四
巻
『
枅
伽
経
』
や

梵
本
に
八
識
の
建
立
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
書
の
著
者

も
第
一
部
・
第
四
章
第
四
節
で
述
・
へ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
世
親
の

著
述
や
世
親
の
唯
識
説
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
、
い
さ
さ
か
疑
問

も
残
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
問
題
点
や
ま
た
そ
の
他
の
点
に
つ
い

て
の
論
究
は
、
本
書
の
著
者
に
よ
る
今
後
の
研
究
に
期
待
で
き
る
も
の
と

思
う
。

、
多
く
の
基
本
的
な
佛
典
文
献
や
新
ら
し
い
佛
典
文
献
資
料
を
用
い
、
唯

識
思
想
に
関
す
る
大
切
な
こ
と
が
ら
に
取
り
組
み
、
そ
の
成
果
を
収
録
し

て
い
る
本
書
は
、
唯
識
研
究
上
、
大
い
に
有
用
で
あ
り
必
読
さ
れ
る
ぺ
き

も
の
で
あ
る
。
ｌ
き
め
ら
れ
た
紙
数
が
一
杯
に
な
っ
た
の
で
私
の
所
論

に
不
十
分
な
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
こ
の
一
文
を
終
る
こ
と
に
す
る
。
ｌ

（
Ｓ
五
十
一
・
九
・
一
○
）

（
昭
和
五
十
一
年
三
月
、
国
害
刊
行
会
、

Ａ
５
版
四
○
八
頁
、
四
、
五
○
○
円
）
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