
々
図
も
〃
ｒ
ｂ
Ｊ
Ｆ
ｏ
ｏ
Ｒ
ｒ
や
？
〃
Ｌ
や
ｂ
グ
６
守
小
台
や
Ｊ
〃
＆
、
〃

「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
の
中
に
、
一
貫
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
も
の
は
、
佐
々
木
先
生
が
、
今
や
佛
教
学
の
解
放
の
時
到
っ
た
と
い
う

歓
喜
の
気
配
が
脹
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
学
校
の
開
放
は
、
先
ず
以
て
佛
教
の
解
放
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
わ
れ
た
こ
と
は
、

こ
こ
に
至
る
先
生
の
学
行
の
歩
み
が
想
像
を
絶
す
る
苦
闘
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

昭
和
四
十
一
年
十
月
十
三
日
大
谷
大
学
開
学
記
念
日
に
、
時
の
学
長
曾
我
量
深
先
生
は
、
講
堂
に
お
い
て
の
祝
い
の
講
演
の
中
に
、
「
佐

倉
木
学
長
の
『
本
学
樹
立
の
精
神
』
を
教
職
員
も
学
生
も
よ
く
味
っ
て
欲
し
い
」
と
重
ね
て
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
若
き

日
、
浩
之
洞
に
お
い
て
、
共
に
研
讃
に
い
そ
し
ん
だ
学
友
の
心
を
よ
く
知
り
、
四
十
年
の
時
の
距
り
を
越
え
て
、
老
熟
せ
る
曾
我
学
長
が

感
慨
深
く
諭
さ
れ
た
時
、
歴
史
を
貫
く
大
学
精
神
が
脈
を
と
し
て
今
生
き
て
い
る
こ
と
を
痛
感
せ
し
め
ら
れ
た
。
清
沢
満
之
先
生
膝
下
の

、
、
、
、

同
門
の
両
先
生
が
、
四
十
年
の
歳
月
の
推
移
あ
る
に
拘
ら
ず
、
何
ら
の
批
判
の
言
葉
も
な
く
、
よ
く
味
え
と
言
わ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
学
長

の
座
に
あ
る
両
先
生
の
感
応
の
世
界
が
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
開
学
記
念
日
は
、
曾
我
量
深
先
生
の
学
長
職
に
お
け
る
最
後
の
開

人
と
業
績

ｒ
Ｇ
ｊ
ｒ
、
１
〃
８
心
・
Ｐ
や
◆
〃
ク
Ｌ
Ｊ
〃
，
４
◆
Ｔ
凸
ひ
〃
Ｋ続

・
佐
々
木
月
樵
先
生

ｆ
Ｌ
Ｊ

Ｉ
近
代
の
教
学
を
荷
負
し
た
情
熱
の
人
Ｉ

｜
佛
教
学
の
解
放

山

田
亮
賢
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更
に
そ
の
二
年
前
、
昭
和
三
十
九
年
十
二
月
に
発
行
さ
れ
た
「
大
谷
大
学
の
あ
ゆ
み
」
は
、
同
じ
く
曾
我
量
深
学
長
の
開
学
記
念
日
の

講
演
録
で
あ
る
。
曾
我
学
長
は
こ
の
中
で
「
当
時
の
佐
為
木
月
樵
学
長
が
「
本
学
樹
立
の
精
神
」
と
い
う
講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。
私
は
、

そ
の
時
、
は
じ
め
て
こ
の
学
校
へ
就
任
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
佐
々
木
学
長
の
「
本
学
樹
立
の
精
神
」
の
講
演
を
聴
聞
し
た
こ
と
は
、

忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
（
一
九
頁
）
と
、
佐
々
木
学
長
の
「
本
学
樹
立
の
精
神
」
を
直
接
聞
か
れ
た
因
縁
が
述
慧
へ
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
後
に
続
い
て
、
曾
我
量
深
学
長
が
佐
々
木
先
生
に
同
感
し
て
宗
門
大
学
に
関
す
る
所
見
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
特
に

、
、
、
、
℃

注
目
に
価
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
大
谷
大
学
は
宗
門
大
学
で
は
な
い
。
超
宗
門
大
学
で
あ
る
と
、
佐
々
木
学
長
は
考
え
ら
れ
て

お
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
大
谷
大
学
は
宗
門
が
経
営
す
る
大
学
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
宗
門
大
学
で
は

な
い
。
日
本
の
国
の
大
学
制
度
と
い
う
も
の
に
従
っ
て
、
宗
門
が
経
営
し
て
お
る
大
学
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
佛
教
の
学
問
を
す
る
け
れ
ど

も
、
宗
門
か
ら
佛
教
の
学
問
を
一
般
の
社
会
に
解
放
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
を
、
佐
々
木
学
長
が
い
っ
て
お

ら
れ
る
。
佐
々
木
学
長
は
、
お
と
な
し
い
遠
慮
深
い
方
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
ス
・
〈
ス
・
〈
と
も
の
を
い
っ
て
お
ら
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
こ

の
大
谷
大
学
は
宗
門
大
学
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
は
、
は
っ
き
り
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
宗
門
が
経
営
し
て
お
る
か
ら
、
宗
門
大
学
と
い

う
て
も
差
支
え
な
い
か
も
知
ら
ぬ
が
、
宗
門
が
経
営
す
る
方
針
と
い
う
も
の
は
、
た
だ
宗
門
大
学
と
し
て
経
営
し
て
お
る
わ
け
で
は
な
い
。

今
ま
で
長
い
間
、
閉
鎖
さ
れ
て
お
っ
た
宗
門
を
開
放
し
て
い
こ
う
。
宗
門
自
ら
を
開
放
し
て
い
く
道
を
開
く
た
め
に
は
、
ま
ず
大
学
を

開
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
い
う
方
針
で
大
谷
大
学
を
樹
立
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
、
佐
々
木
学
長
は
「
本
学
樹
立
の
精
神
」
の

中
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
よ
く
読
め
ば
は
っ
き
り
し
て
お
る
。
長
い
間
、
宗
門
は
閉
鎖
的
で
あ
っ
た
。
何
も
か
も
閉
鎖
的
で
あ
る
。

そ
の
閉
鎖
的
な
宗
門
が
、
大
谷
大
学
を
経
営
し
て
お
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
頭
の
切
り
換
え
が
十
分
で
な
い
。
そ
れ
で
、
大
谷
大
学
を
経
営

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
門
自
身
が
頭
の
切
り
換
え
を
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。
こ
こ
に
曾
我
学
長
は
佐
灸
木
先
生
の

も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

更
に
そ
の
二
年
前
、

講
演
録
で
あ
る
。
侭
呈

学
記
念
日
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
聞
い
て
い
た
私
に
と
っ
て
は
、
特
別
に
感
銘
深
い
も
の
が
あ
り
、
忘
れ
得
ぬ
思
い
出
と
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内
心
に
一
貫
し
て
動
い
て
い
る
念
願
を
明
快
に
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
性
格
の
違
い
と
も
言
い
得
よ
う
が
、
佐
々
木
先
生
が
ス
パ
ス
。
〈
言

、
、
、
、
、

い
表
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
曾
我
学
長
は
、
そ
の
心
を
う
け
て
、
鮮
か
に
超
宗
門
大
学
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
大
学
樹
立
の
精
神
を
明

確
に
し
て
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
大
谷
大
学
の
あ
ゆ
み
」
の
後
半
に
は
、
曾
我
学
長
が
現
在
背
負
っ
て
い
ら
れ
る
大
谷
大
学
の
現

状
に
触
れ
て
、
鋭
い
着
眼
を
も
っ
て
、
「
宗
門
の
内
外
転
換
」
と
い
う
こ
と
を
理
路
整
然
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
に
「
私
は
、

宗
門
の
内
だ
の
外
だ
の
と
い
う
よ
う
な
距
て
を
も
っ
た
考
え
は
間
違
っ
て
お
る
と
思
い
ま
す
。
宗
門
は
、
国
家
や
社
会
か
ら
、
い
ろ
い
ろ

、
、

と
恩
恵
を
受
け
て
お
る
。
恩
恵
を
受
け
て
お
る
か
ら
、
学
校
な
ど
を
経
営
す
る
と
き
に
は
、
こ
れ
は
国
家
な
り
社
会
な
り
に
対
す
る
報
恩

、行
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
宗
門
立
大
学
を
自
ら
荷
負
し
て
い
る
学
長
と
し
て
の
深
い
信
念
を
吐
露
さ
れ
た
も
の
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
。
現
代
の
わ
が
国
の
大
学
が
挙
っ
て
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
素
晴
ら
し
い
確
信
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
大
谷

大
学
の
あ
ゆ
み
」
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
大
学
の
あ
り
か
た
を
説
か
れ
た
曾
我
学
長
は
、
先
に
述
令
へ
た
二
年
後
の
開
学
記
念
日
に
は
、

改
め
て
佐
煮
木
学
長
の
「
本
学
樹
立
の
精
神
」
を
よ
く
味
え
と
繰
り
返
さ
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。
既
に
二
年
前
の
「
大
谷
大
学
の
あ
ゆ
み
」

に
お
い
て
根
本
的
な
こ
と
は
言
い
尽
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
あ
く
ま
で
佐
々
木
先
生
の
精
神
に
同
感
し
て
い
ら
れ
た

た
め
で
も
あ
ろ
う
。
私
は
先
輩
か
ら
も
何
度
も
佐
為
木
精
神
と
い
う
言
葉
を
聞
か
さ
れ
た
。
ま
た
大
学
の
理
念
と
い
う
こ
と
を
折
り
折
り

に
聞
か
さ
れ
、
教
え
ら
れ
も
し
て
来
た
。
し
か
し
、
佐
倉
木
学
長
か
ら
曾
我
学
長
に
至
る
四
十
年
間
の
時
の
流
れ
は
、
実
に
波
澗
に
満
ち

た
大
学
の
変
遷
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
を
最
も
根
元
的
な
面
で
新
た
に
明
ら
か
に
し
て
下

さ
っ
た
も
の
は
、
曾
我
学
長
の
「
大
谷
大
学
の
あ
ゆ
み
」
の
み
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。
従
っ
て
私
に
と
っ
て
は
、

佐
々
木
先
生
の
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
は
、
今
新
た
に
思
い
を
潜
め
て
、
曾
我
学
長
の
「
大
谷
大
学
の
あ
ゆ
み
」
と
合
せ
て
再
認
識

す
尋
へ
き
こ
と
を
深
く
感
ぜ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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、
℃
、
、
箔

「
本
学
は
、
寛
文
の
創
立
と
は
申
し
な
が
ら
、
そ
の
実
よ
う
や
く
五
年
前
即
ち
大
正
九
年
に
初
め
て
、
最
後
の
受
難
に
打
ち
勝
つ
こ
と

が
出
来
、
そ
の
時
、
初
め
て
本
学
樹
立
の
精
神
を
究
明
し
、
爾
来
そ
の
使
命
を
果
す
＄
へ
く
出
立
し
た
り
し
所
の
最
も
古
く
、
然
も
ま
た
最

も
新
し
い
所
の
大
学
で
あ
る
事
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。
私
は
今
日
ま
た
若
き
多
数
の
諸
子
を
こ
の
古
く
し
て
而
も
最
も
新
し
い
我
が

大
学
に
迎
え
た
事
を
、
先
輩
諸
師
と
共
に
心
か
ら
悦
ぶ
次
第
で
あ
る
。
」

こ
の
佐
々
木
先
生
の
悦
び
の
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
的
に
の
み
見
れ
ば
、
時
代
に
即
応
し
た
大

学
が
、
新
た
な
出
発
を
し
た
と
い
う
、
所
謂
再
出
発
し
た
新
制
度
の
単
科
大
学
の
編
成
完
了
の
喜
び
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
歴
史
は
二

、
、
、
、
も

百
五
十
九
年
も
古
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
実
際
に
は
、
五
年
前
、
即
ち
大
正
九
年
に
最
後
の
受
難
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ

と
は
、
見
逃
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
最
後
の
受
難
と
は
如
何
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
の
受
難
と
言
わ
れ
る
以
上
～
こ
こ
に
至
る

ま
で
に
幾
度
か
種
々
の
受
難
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
う
。
思
う
に
、
殉
教
者
閲
彰
院
東
臓
（
と
う
え
い
）
・
清
沢
満
之
・

南
条
文
雄
の
諸
先
生
が
相
次
い
で
、
「
古
き
修
道
院
の
門
戸
の
扉
を
開
く
」
こ
と
に
努
力
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
決
し
て
坦
々
た
る
道
を
歩

ま
れ
た
こ
と
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
佐
々
木
先
生
は
こ
れ
ら
先
師
の
苦
闘
を
背
景
と
し
て
、
殊
に
宗
門
内
の
様
々
な
る
障
碍
に

遭
っ
て
逃
避
す
る
こ
と
な
く
、
忍
苦
の
歩
み
を
一
貫
し
て
続
け
ら
れ
＄
最
後
の
障
碍
を
突
破
さ
れ
た
こ
と
と
思
う
。
障
碍
が
受
難
と
い
う

言
葉
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
推
し
て
も
、
容
易
な
ら
ざ
る
古
き
因
襲
の
壁
が
厚
か
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
最
後
の
受

難
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
出
来
た
翌
年
即
ち
大
正
十
年
八
月
に
佐
々
木
先
生
は
欧
米
諸
国
に
視
察
の
た
め
出
発
す
る
こ
と
の
機
縁
を
得
ら
れ

た
。
こ
の
視
察
旅
行
が
佐
々
木
先
生
の
視
野
を
拡
大
せ
し
め
、
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
を
豊
か
な
も
の
た
ら
し
め
た
こ
と
は
否
め
な

い
。
ま
た
大
谷
大
学
が
一
大
飛
躍
す
る
に
相
応
し
い
機
を
得
し
め
た
も
の
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

二
古
く
し
て
新
し
き
大
学
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こ
の
俳
句
は
、
句
佛
上
人
の
名
句
で
あ
る
が
、
雄
潭
な
御
染
筆
の
半
切
軸
が
、
佐
々
木
家
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
佐
々
木
先
生
が
渡
欧
記

念
に
十
葉
の
記
念
写
真
は
が
き
を
知
友
に
頒
た
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
佐
々
木
先
生
の
関
心
と
好
み
と
を
よ
く
表
わ
し

た
写
真
で
あ
る
。
そ
の
中
の
一
葉
が
、
こ
の
句
佛
上
人
の
俳
句
で
あ
る
。
佐
々
木
先
生
が
ど
の
よ
う
な
因
縁
で
こ
の
御
染
筆
を
得
ら
れ
た

か
は
、
私
に
は
不
明
で
あ
る
が
、
こ
の
名
句
は
、
佐
為
木
先
生
の
当
時
の
心
境
に
最
も
適
切
な
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
渡
欧
記
念
に
こ
の
名
句
が
、
佐
を
木
先
生
を
感
激
せ
し
め
て
い
る
こ
と
は
申
す
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古
い
因
襲
的
閉
鎖
的

な
佛
教
学
は
、
先
生
の
学
行
に
暗
く
重
い
笠
と
な
っ
て
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
笠
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
、
大
正
へ

と
永
く
覆
い
か
ぶ
さ
っ
て
容
易
に
取
り
除
く
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
教
学
の
上
か
ら
言
え
ば
、
闘
彰
院
・
清
沢
満
之
・
南

条
文
雄
の
諸
先
生
が
そ
の
笠
を
脱
ぎ
捨
て
る
た
め
に
、
身
を
以
て
障
碍
を
打
破
し
、
受
難
に
打
ち
勝
た
ん
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
新
た
な
伝
統
精
神
が
徐
々
に
切
り
開
か
れ
、
遂
に
佐
々
木
先
生
は
所
謂
「
天
下
の
青
葉
若
葉
」
を
現
実
に
見
聞
し
、
体
現
し
た
人
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
古
く
＄
し
か
も
新
た
な
広
い
視
野
が
開
け
て
‐
「
初
め
て
本
学
樹
立
の
精
神
を
究
明
し
、
爾
来
そ
の
使
命
を
果

す
零
へ
く
出
立
し
た
り
し
所
の
最
も
古
く
、
然
か
も
ま
た
最
も
新
し
い
所
の
大
学
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
」
と
い
う
「
本
学

樹
立
の
精
神
」
の
中
の
表
現
と
な
っ
た
こ
と
が
察
知
出
来
る
の
で
あ
る
。

佐
々
木
先
生
は
、
若
き
本
大
学
は
何
で
あ
る
か
。
実
に
自
信
と
誇
り
と
を
以
て
「
「
本
学
は
、
佛
教
学
、
哲
学
及
び
人
文
に
須
要
な
る

学
術
を
教
授
し
、
並
び
に
そ
の
悪
奥
を
攻
究
す
る
」
所
の
学
府
で
あ
る
。
即
ち
諸
学
中
、
先
ず
公
然
と
佛
教
を
諸
学
の
首
位
に
か
か
げ
る

事
を
唯
一
の
誇
り
と
す
る
所
の
大
学
で
あ
り
ま
す
。
」
と
言
い
切
っ
て
「
綱
領
第
一
条
」
に
新
た
な
大
学
の
根
本
的
立
場
を
明
示
さ
れ
た
。

こ
の
立
場
に
立
っ
て
、
予
科
、
学
部
の
学
科
編
成
が
成
り
立
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
編
成
さ
れ
た
具
体
的
な
新
構
想
は
、
衆
智
を
集
め

て
の
熟
議
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
予
科
に
英
、
独
、
佛
の
基
本
語
学
を
履
修
せ
し
め
、
そ
れ
以
外
に

笠
脱
い
て
見
よ
や
天
下
の
青
葉
若
葉
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学
部
に
お
い
て
は
、
佛
教
科
、
哲
学
科
、
人
文
科
の
三
科
が
鼎
立
し
つ
つ
、
相
関
連
せ
し
め
て
あ
る
。

佐
々
木
先
生
は
「
要
す
る
に
三
科
と
は
い
え
ど
、
三
科
は
研
究
の
方
法
に
重
き
を
置
い
て
分
科
さ
れ
て
い
る
が
、
殊
に
佛
教
学
は
哲
学

的
に
人
文
的
に
学
部
通
修
の
学
と
な
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
樹
立
の
精
神
」
が
、
三
科
を
貫
い
て
佛
教
学
に
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
佛
教
学
を
首
位
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
佛
教
学
が
哲
学
及
び
人
文
と
内
面
的
に
交
流
し
つ
つ
、
広
く
且
つ
深
め
ら

随
意
に
梵
、
巴
、
西
語
を
教
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
先
ず
新
た
な
構
想
と
い
え
る
。
し
か
し
特
に
佐
倉
木
先
生
の
特
別
な
着
想
と
言
い
得

る
も
の
は
、
予
科
に
ド
イ
ツ
語
専
攻
の
ク
ラ
ス
を
作
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
、
わ
が
国
の
他
の
私
立
大
学
に
殆
ん
ど
見
当
ら
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
図
は
ド
イ
ツ
語
に
よ
っ
て
、
や
が
て
哲
学
を
学
ぶ
基
礎
を
作
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
佛
教
学
を
学
と

し
て
究
明
す
る
道
を
こ
こ
に
見
出
さ
ん
と
す
る
発
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
更
に
予
科
に
佛
典
基
礎
学
を
課
し
た
こ
と
で
あ
る
。

佛
典
基
礎
学
と
い
う
用
語
は
、
こ
の
時
は
じ
め
て
用
い
ら
れ
た
と
思
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
、
佛
教
を
学
ぶ
伝
統
的
な
入
門
書
は
永
く

「
八
宗
綱
要
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
意
義
は
あ
る
が
、
そ
の
伝
統
の
中
か
ら
新
た
に
佛
典
基
礎
学
と
い
う
斬
新
な
名
を
以
て
、

佛
教
研
究
の
基
礎
学
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
佐
灸
木
先
生
の
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
佛
教
研
究
の
課
題
を
実
行
に
移
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

教
主
釈
尊
と
宗
祖
親
鶯
聖
人
と
の
二
大
人
格
に
親
炎
し
、
そ
こ
か
ら
特
に
「
経
典
」
に
直
参
す
る
の
意
図
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

阿
含
、
華
厳
、
般
若
、
法
華
、
裡
藥
等
の
各
種
経
典
の
特
性
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
経
文
を
選
び
～
他
方
、
親
鶯
聖
人
の
根
本
所
依
の
経

典
、
即
ち
大
無
量
寿
経
、
観
無
量
寿
経
‐
阿
弥
陀
経
と
を
合
せ
学
ば
し
め
る
と
い
う
学
科
編
成
は
～
と
も
す
れ
ば
末
註
教
理
の
み
に
陥
っ

て
、
経
典
の
生
き
た
生
命
を
見
失
い
勝
ち
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
「
経
典
」
そ
の
も
の
に
直
接
参
入
し
て
、
若
き
学
徒
が
佛
教
に
魅
力

を
感
ぜ
し
め
る
よ
う
に
と
い
う
深
い
配
慮
が
払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
‘
佐
を
木
先
生
の
求
道
学
行
の
経
験
を
通
し
て
具
現
し

た
も
の
と
し
て
、
基
礎
学
の
意
味
が
そ
の
よ
う
な
意
図
か
ら
用
い
ら
れ
た
と
見
る
》
へ
き
で
あ
る
。
予
科
三
ヶ
年
に
お
い
て
の
基
礎
的
な
地

盤
に
よ
っ
て
、
自
ら
学
部
の
佛
教
科
、
哲
学
科
、
人
文
科
の
三
科
の
何
れ
か
へ
自
然
に
専
門
的
に
進
む
こ
と
が
出
来
る
仕
組
み
に
な
っ
て

い
づ

Q
O
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れ
て
行
く
こ
と
が
期
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
更
に
ま
た
「
真
宗
学
と
人
文
科
の
名
は
、
数
年
前
本
学
に
て
学
科
編
制
の
際
、

初
め
て
使
用
し
た
所
の
名
称
で
あ
る
。
そ
の
中
、
殊
に
当
時
非
難
の
的
と
な
り
し
所
の
真
宗
学
の
名
が
、
予
は
い
つ
と
は
な
し
に
今
日
既

に
一
般
の
学
用
語
と
な
っ
た
事
を
悦
ぶ
と
共
に
、
今
後
益
々
学
と
し
て
、
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
益
々
宗
教
と
し
て
、
学
内

学
外
に
論
な
く
世
間
一
般
の
宗
教
的
人
格
教
養
の
源
泉
と
な
る
事
を
ぱ
、
殊
に
切
望
し
て
止
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ

こ
に
、
真
宗
学
、
人
文
科
の
名
が
初
め
て
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。
今
で
は
何
ら
支
障
を
来
す
用
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

、
、
、
、
、

お
そ
ら
く
こ
の
用
語
な
ど
も
、
最
後
の
受
難
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
伝
統
的
に
は
久
し
く
宗
乗
、
余
乗
の
名
が
用
い
ら

れ
て
来
た
も
の
を
、
特
に
学
の
名
を
附
し
て
、
真
宗
学
の
用
語
を
用
い
た
こ
と
は
、
強
い
抵
抗
の
あ
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
人

文
科
の
名
を
以
て
三
科
の
一
科
と
し
て
独
立
せ
し
め
た
こ
と
に
も
、
内
典
、
外
典
と
区
別
し
て
き
た
古
き
大
学
の
伝
統
か
ら
す
れ
ば
、
異

論
の
生
じ
た
こ
と
も
当
然
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
用
語
の
上
か
ら
も
、
そ
こ
に
新
た
な
息
吹
が
感
じ
と
ら
れ
、
深
い
配
慮
の
中

か
ら
、
敢
然
と
踏
み
切
ら
れ
た
新
た
な
大
学
樹
立
の
精
神
が
汲
み
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

新
学
科
編
成
に
つ
い
て
、
特
に
異
色
あ
る
も
の
は
、
真
宗
学
の
み
が
、
佛
教
学
科
以
外
に
別
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
「
諸
子
は
唯
一

つ
、
そ
こ
に
多
く
の
科
目
中
、
宗
名
を
有
す
る
所
の
佛
教
学
の
存
す
る
こ
と
に
気
附
く
で
あ
ろ
う
。
そ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
真
宗
学
で

あ
る
。
真
宗
は
、
大
乗
佛
教
の
極
致
で
あ
る
以
上
は
、
一
方
に
は
学
と
し
て
、
今
後
諸
学
と
同
じ
く
益
々
そ
の
研
究
を
深
め
行
く
熱
へ
き
で

あ
る
と
同
時
に
、
本
学
に
お
い
て
之
を
佛
教
学
以
外
に
別
出
し
た
の
は
、
ま
た
宗
教
と
し
て
之
を
学
生
一
般
の
宗
教
的
人
格
の
陶
冶
に
資

せ
ん
が
為
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
」
と
、
こ
こ
に
真
宗
学
が
佛
教
学
以
外
に
別
出
さ
れ
て
い
る
理
由
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
説

明
は
一
見
奇
異
な
感
が
す
る
。
真
宗
学
は
本
来
的
に
は
佛
教
学
の
外
に
あ
る
《
へ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
特
に
真
宗
学
を
佛
教
学

の
外
に
別
出
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
大
谷
大
学
の
根
本
の
立
場
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
如
何
に
新
た
な
大
学
と
し
て
発
足
し
た
と

言
っ
て
も
、
真
宗
学
を
根
幹
と
す
る
大
学
の
伝
統
精
神
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
真
宗
学
が
根
幹
で
あ
る
こ
と
は
佐
灸
木
先
生

の
信
念
で
あ
る
と
共
に
、
更
に
益
々
学
と
し
て
の
究
明
と
全
学
学
生
の
宗
教
的
人
格
の
陶
冶
に
資
す
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

「
真
宗
は
、
大
乗
佛
教
の
極
致
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
必
ら
ず
し
も
十
全
な
表
現
と
は
言
え
な
い
。
私
の
学
生
時
代
に
は
、
こ
の
よ
う

な
表
現
が
他
の
人
々
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
記
憶
す
る
。
思
う
に
佐
々
木
先
生
の
こ
の
表
現
は
教
理
史
的
な
発
展
の
極
致
と

い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
く
、
内
心
は
如
来
出
世
の
本
懐
で
あ
る
こ
と
を
か
か
る
表
現
を
以
て
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
真

宗
学
が
学
と
し
て
の
権
威
を
保
持
し
、
そ
の
究
明
が
続
け
ら
れ
る
と
共
に
、
全
学
に
そ
の
根
本
精
神
が
浸
透
し
て
、
他
に
類
例
を
見
な
い

学
風
が
生
ず
る
こ
と
を
願
わ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
こ
に
佐
々
木
先
生
の
甚
深
の
配
意
と
願
い
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
と

佐
々
木
先
生
は
～
現
制
度
は
大
約
三
条
の
精
神
に
基
い
て
改
正
さ
れ
た
と
言
わ
れ
、
そ
の
第
一
は
佛
教
を
学
界
に
解
放
す
る
こ
と
、
第

二
は
佛
教
を
教
育
か
ら
し
て
之
を
国
民
に
普
及
す
る
こ
と
、
第
三
は
宗
教
的
人
格
の
陶
冶
に
留
意
す
る
こ
と
で
あ
る
と
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
三
条
の
精
神
は
、
ま
た
皆
各
々
関
連
し
て
＄
佛
教
精
神
の
三
面
の
具
現
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
佛
教
学
の
解
放
は
、

固
定
化
し
た
学
を
、
真
実
の
佛
教
精
神
を
自
由
に
追
究
し
て
、
源
泉
に
立
ち
還
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
所
謂
宗
門
と
か
教
団
人
と

い
う
一
部
の
人
々
の
独
占
物
で
は
な
い
。
直
接
的
に
は
国
民
、
広
く
は
人
類
全
体
の
も
の
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。
「
学
の
解
放
は
、

や
が
て
ま
た
人
の
解
放
を
要
求
し
、
そ
の
必
然
の
結
果
と
し
て
、
本
学
は
、
改
正
以
来
僧
俗
共
学
を
ぱ
断
行
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
さ
れ

ば
非
僧
非
俗
の
真
宗
は
、
宗
教
上
の
み
な
ら
ず
、
現
制
度
に
よ
っ
て
初
め
て
今
年
よ
り
教
育
的
に
も
、
自
然
そ
の
意
義
を
確
か
め
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
、
学
の
解
放
が
人
の
解
放
で
あ
る
と
い
う
佐
倉
木
先
生
の
信
念
は
、
佛
教
精
神
、
特
に
真
宗
精
神
の
現
実

に
具
体
化
し
た
実
践
精
神
で
あ
っ
た
。
当
時
の
所
謂
宗
門
立
大
学
と
し
て
は
一
大
飛
躍
で
あ
り
、
再
考
す
れ
ば
当
然
な
こ
と
で
も
あ
る
が
、

実
際
に
は
極
め
て
至
難
な
こ
と
で
あ
る
。
佐
々
木
先
生
の
生
涯
を
賭
け
て
の
課
題
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
よ
い
よ
実
現
の
緒
に
着
い
た
と
言

え
る
。
既
に
初
代
学
長
（
当
時
学
監
）
清
沢
満
之
先
生
が
、
東
京
巣
鴨
の
真
宗
大
学
新
築
移
転
式
の
際
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
開
校
の
辞
「
本

三
宗
教
的
人
格
の
陶
冶

65



学
は
他
の
学
校
と
は
異
な
り
ま
し
て
池
宗
教
学
校
な
る
こ
と
膨
殊
に
佛
教
の
中
に
お
い
て
秘
浄
土
真
宗
の
学
場
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
、
我

々
が
信
奉
す
る
本
願
他
力
の
宗
義
に
基
ず
き
ま
し
て
、
我
々
に
お
い
て
最
大
事
件
な
る
自
己
の
信
念
の
確
立
の
上
に
、
そ
の
信
仰
を
他
に

伝
え
る
、
即
ち
自
信
教
入
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
の
が
、
本
学
の
特
質
で
あ
り
ま
す
。
：
・
・
：
」
と
建
学
の
精
神
が
明
確
に

宣
言
さ
れ
た
こ
と
は
有
名
な
こ
と
で
あ
る
が
～
佐
々
木
先
生
が
、
今
や
学
の
解
放
が
人
の
解
放
へ
と
新
た
な
大
学
の
展
開
を
示
さ
れ
た
こ

と
は
、
そ
の
源
は
何
と
し
て
も
、
清
沢
先
生
の
信
念
の
上
に
立
脚
し
て
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
本
願
他
力
の
宗
教
に
基

い
て
の
自
己
の
信
念
の
確
立
、
そ
こ
か
ら
自
信
教
入
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
を
養
成
す
る
こ
と
、
こ
こ
か
ら
学
の
解
放
と
人
の
解
放
が

花
開
い
て
佐
為
木
先
生
の
新
た
な
実
践
と
な
っ
た
こ
と
は
、
真
の
伝
統
の
生
成
発
展
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
人
の
解
放
が
佐
々
木
先

生
に
よ
っ
て
広
く
門
戸
開
放
と
な
っ
て
も
～
ま
た
清
沢
先
生
の
自
信
教
入
信
の
誠
を
尽
す
べ
き
人
物
養
成
が
等
閑
に
附
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、

徒
ら
に
大
学
が
拡
大
さ
れ
た
だ
け
で
、
建
学
の
精
神
は
消
え
失
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
佐
々
木
先
生
は
、
学
の
解
放
と
共
に
人
の
解
放

に
重
点
を
置
か
れ
た
こ
と
を
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
人
間
が
人
間
と
し
て
の
社
会
的
資
格
は
、
い
つ
何
れ
に
あ
っ
て
も
常
に
そ
の
人
の
人
格
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
っ
て
、
資
格
の

取
得
に
対
し
て
の
誠
め
と
し
て
、
人
格
尊
重
を
強
調
し
て
い
ら
れ
る
。
門
戸
開
放
に
つ
い
て
は
、
自
ら
危
険
性
の
伴
う
こ
と
を
見
抜
い
て

の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
「
本
学
は
一
般
に
哲
学
及
び
人
文
に
関
す
る
諸
学
に
関
す
る
研
究
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
今
後
益
を
佛
教
の
学
問

及
び
そ
れ
に
基
く
所
の
宗
教
的
人
格
の
修
養
と
を
以
て
、
予
は
之
を
本
大
学
の
特
性
と
致
し
度
思
う
所
の
も
の
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
、

宗
教
的
人
格
の
修
養
と
い
う
こ
と
に
、
人
の
解
放
の
目
標
を
置
い
て
い
ら
れ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
で
あ
る
。
佛
教
の
学
問
と
、
宗
教
的
人

格
の
修
養
は
切
り
離
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
人
法
一
如
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
佛
教
そ
の
も
の
が
、
学
と
し
て
究
明
さ
る
れ
ば
、
そ
の
人

が
自
ら
宗
教
的
人
格
を
形
成
し
て
行
く
筈
で
あ
る
。
佛
教
学
と
は
本
来
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
学
と
人
格
と
の
乖
離
は
佛
教
精
神
に

背
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
人
が
大
切
で
あ
る
。
学
は
厳
し
い
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
宗
教
的
人
格
の
修
養
と
い
う
こ
と
は
、
更

に
困
難
な
こ
と
と
も
言
え
る
。
こ
こ
に
佐
々
木
先
生
の
宗
教
的
人
格
か
ら
流
露
し
た
具
体
的
人
材
養
成
の
実
際
的
企
画
を
取
り
上
げ
る
必
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前
稿
に
も
述
兼
へ
た
よ
う
に
、
佐
を
木
先
生
は
大
正
十
年
八
月
、
宗
教
及
び
教
育
視
察
の
た
め
、
沢
柳
政
太
郎
、
小
西
重
直
、
長
田
新

等
の
諸
先
生
と
共
に
、
第
一
時
欧
州
大
戦
後
の
欧
米
諸
国
を
歴
訪
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
既
に
学
問
的
に
も
人
間
的
に
も
出
来
上
っ
て
い

た
先
生
に
は
、
欧
米
諸
国
に
お
け
る
宗
教
及
び
教
育
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
そ
の
視
察
の
着
眼
点
が
異
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
多
く
の
宗
教

者
の
中
に
お
い
て
も
、
佐
を
木
先
生
の
よ
う
な
広
い
視
野
に
立
っ
て
、
見
る
べ
き
も
の
を
見
、
聞
く
、
へ
き
も
の
を
聞
い
て
、
そ
の
生
き
た

材
料
を
直
ち
に
新
た
な
大
谷
大
学
に
生
か
し
て
行
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
到
底
類
例
を
見
な
い
こ
と
で
あ
る
。
「
佐
煮
木
月
樵
全
集
」

第
六
巻
「
思
索
及
雑
華
」
の
最
後
に
見
ら
れ
る
「
欧
米
雑
感
」
は
、
実
に
広
い
視
野
に
立
っ
て
の
見
聞
の
成
果
と
言
え
る
。
「
欧
米
の
教

学
に
就
て
」
「
聖
保
羅
寺
に
詣
ず
る
の
記
」
「
音
響
忍
」
「
学
校
と
寄
宿
舎
」
「
最
近
独
逸
の
宗
教
界
」
「
宗
教
と
教
育
家
」
「
ル
イ
ゼ
嬢
と
天

目
女
」
「
宗
教
と
政
党
」
「
海
外
に
て
あ
へ
る
三
婦
人
」
等
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
佛
教
学
者
と
し
て
、
そ
の
見
聞
の
広
さ
は
、
こ
の
題

名
を
以
て
し
て
の
み
で
も
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
宗
教
、
教
育
、
音
楽
等
一
連
の
関
連
あ
る
も
の
を
限
ら
れ
た
る
時
間
の
中
、
諸
国
遍
歴

の
慌
し
い
旅
行
に
お
い
て
吸
収
出
来
る
も
の
を
、
最
大
限
に
摂
取
し
て
帰
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
絶
え
ず
大
谷
大
学
へ
の
新
た
な

構
想
が
、
脳
裏
に
往
来
し
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

こ
の
中
、
特
に
人
材
養
成
に
関
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
「
学
校
と
寄
宿
舎
」
の
視
察
が
、
佐
を
木
先
生
の
新
た
な
企
画
と
し
て
、
大

学
の
学
寮
建
設
の
実
現
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
学
校
と
寄
宿
舎
」
の
中
で
は
、
英
、
独
、
米
の
三
国
の
国
民
性
の
特
徴
を
見
ら
れ
、
人

材
の
養
成
に
関
し
て
は
、
特
に
英
国
に
関
心
を
向
け
て
お
ら
れ
る
。
先
生
は
英
国
の
有
名
大
学
か
ら
、
女
学
校
、
小
学
校
、
幼
稚
園
等
ま

で
を
入
念
に
参
観
せ
ら
れ
、
英
国
の
各
大
学
が
、
寄
宿
舎
を
持
ち
、
そ
の
寄
宿
舎
が
各
を
長
い
歴
史
を
持
ち
、
そ
こ
に
育
成
さ
れ
た
先
輩

の
人
物
に
、
学
生
が
誇
り
を
持
っ
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
に
着
眼
し
て
お
ら
れ
る
。
「
唯
、
独
逸
式
に
学
問
研
究
と
い
う
だ
け
で
人
間
が

要
が
あ
る
。

四
人
材
の
養
成
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よ
い
な
ら
ば
、
そ
れ
で
結
構
で
あ
り
ま
す
が
、
若
し
教
育
が
人
間
を
造
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
教
育
上
、
最
も
心
す
や
へ
き
点

で
は
な
か
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
。
私
は
次
表
の
如
き
英
国
の
寄
宿
舎
中
心
の
学
校
制
度
は
、
今
後
我
が
教
育
上
参
考
す
べ
き
こ
と
で
は
な

か
ろ
う
か
と
存
じ
ま
す
」
と
述
べ
て
、
図
表
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
図
表
を
見
る
に
、
寄
宿
舎
を
中
心
と
し
て
円
が
画
か
れ
、
そ
の
外

円
に
、
教
会
堂
、
教
室
、
運
動
場
と
い
う
風
に
三
種
の
教
育
上
必
要
な
設
備
が
記
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
人
材
養
成
の
直
接
的
機
関
は

教
室
よ
り
も
、
寄
宿
舎
中
心
で
あ
る
。
こ
の
寄
宿
舎
の
必
要
性
を
佐
為
木
先
生
は
直
ち
に
実
行
に
移
さ
れ
た
。
大
谷
大
学
は
そ
の
当
時
、

大
学
構
内
に
南
北
二
つ
の
大
き
な
寮
が
出
来
て
お
り
、
百
名
以
上
の
学
生
を
十
分
に
収
容
出
来
た
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
佐
倉

木
先
生
は
先
ず
手
始
め
に
、
英
国
の
二
十
名
か
三
十
名
程
度
を
収
容
し
て
い
る
寄
宿
舎
に
倣
っ
て
、
小
規
模
の
分
散
寮
を
建
設
す
る
こ
と

に
踏
み
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
若
し
こ
の
よ
う
な
寮
が
次
々
に
出
来
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
寮
に
お
い
て
特
色
が
生
じ
、
生
き
た
人
材
の
豊

か
な
教
育
が
出
来
る
と
確
信
さ
れ
て
い
た
。
現
在
存
在
す
る
「
大
谷
大
学
育
英
学
寮
」
は
↑
そ
の
前
身
は
、
「
三
河
育
英
学
寮
」
で
あ
っ

た
。
佐
々
木
先
生
は
三
河
の
国
の
出
身
で
あ
る
か
ら
、
先
ず
手
近
か
な
郷
里
の
三
河
の
国
に
働
き
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
寮
の
実
現
の

た
め
に
は
郷
里
の
人
々
に
賛
成
を
求
め
、
建
築
の
資
材
等
も
郷
里
の
物
を
使
用
す
る
と
い
う
方
針
で
寄
附
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
企
画
が

賛
同
を
得
て
、
可
成
り
進
捗
し
た
時
、
不
運
に
も
、
先
生
は
急
逝
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
先
生
の
計
画
は
、
三
河
育
英
学
寮
が
手
始
め
で
あ

っ
て
、
更
に
数
多
く
の
相
似
た
小
寄
宿
舎
の
実
現
を
願
っ
て
い
ら
れ
た
。
三
河
育
英
学
寮
は
、
一
時
建
設
が
挫
折
し
た
が
、
や
が
て
迂
余

曲
折
を
経
て
、
一
応
、
佐
々
木
先
生
の
念
願
に
応
え
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
佐
々
木
先
生
の
計
画
せ
ら
れ
た
寮
と
は
程
遠
い
も
の
と

し
て
出
来
上
っ
た
。
今
は
そ
の
後
の
変
遷
が
あ
っ
て
「
大
谷
大
学
育
英
学
寮
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
佐
々
木
先
生
の
「
生
い
立
ち
の
周

辺
」
の
中
で
触
れ
た
「
三
河
育
英
教
校
」
は
早
く
廃
校
と
な
っ
て
、
そ
の
代
り
に
三
河
育
英
財
団
が
生
ま
れ
、
こ
の
財
団
が
「
三
河
育
英

学
寮
」
の
運
営
に
当
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
育
英
学
寮
の
名
は
、
源
を
尋
ぬ
れ
ば
、
三
河
育
英
教
校
で
あ
り
、
佐
倉
木
先
生
が
少
年
の
日

に
学
ん
だ
地
方
宗
門
子
弟
の
教
育
機
関
で
あ
っ
た
。
大
谷
大
学
の
関
係
寮
と
し
て
は
、
三
河
育
英
学
寮
に
次
い
で
、
現
存
の
「
尾
張
学
寮
」

が
生
れ
た
。
そ
れ
は
佐
々
木
先
生
の
直
接
に
関
与
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
結
果
的
に
は
必
要
性
を
生
じ
て
相
似
た
理
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由
で
建
設
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
更
に
佐
を
木
先
生
没
後
、
先
生
の
念
願
に
随
喜
し
た
東
京
松
谷
元
三
氏
の
特
別
の
好
意
に
よ
っ
て
、
植

物
園
の
北
隣
に
「
自
灯
寮
」
が
建
て
ら
れ
、
大
谷
大
学
の
学
生
を
容
れ
、
宗
教
的
雰
囲
気
の
豊
か
な
異
色
あ
る
寮
と
し
て
、
学
生
が
そ
の

恩
恵
に
浴
し
た
の
で
あ
る
が
、
戦
後
廃
止
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
寮
に
関
し
て
種
為
変
遷
は
あ
っ
た
が
、
佐
々
木
先
生
の
大
き
な
念
願
が

何
ら
か
の
形
で
実
現
の
緒
に
つ
い
た
の
で
は
あ
る
が
、
実
際
に
実
を
結
ぶ
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
人
材
養
成
の
具
体
的
方
途

を
示
し
、
そ
の
実
現
に
直
接
当
ら
れ
た
こ
と
は
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
あ
の
よ
う
な
学
匠
が
、
こ
う
し
た
人
材
養
成
の
実
際
的

事
業
に
心
を
砕
か
れ
た
こ
と
は
、
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
の
中
に
見
ら
れ
る
宗
教
的
人
格
の
陶
冶
を
、
日
々
の
学
生
の
生
活
そ
の
も

の
の
中
か
ら
実
行
に
移
そ
う
と
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

佐
々
木
先
生
は
人
格
陶
冶
の
一
二
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
、
本
務
遂
行
、
相
互
敬
愛
、
人
格
純
真
の
三
綱
を
示
さ
れ
た
。
記
憶
を
た
ど
れ
ば
、

私
の
予
科
生
時
代
に
は
教
授
か
ら
時
折
こ
の
三
綱
に
関
し
て
の
説
明
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
今
は
内
容
に
つ
い
て
の
記
憶
は
忘
却
し
て

し
ま
っ
て
い
る
が
＄
佐
々
木
先
生
が
こ
の
三
綱
を
選
び
掲
げ
ら
れ
た
こ
と
に
は
～
実
に
練
り
上
げ
た
実
践
的
法
印
と
も
言
い
得
る
も
の
で

あ
る
。
一
応
は
誰
で
も
知
っ
て
い
る
単
純
そ
う
に
見
え
る
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
が
、
三
綱
は
切
り
離
し
得
な
い
人
格
形
成
の
主
要
な
要
素
を

為
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
若
き
学
徒
に
思
い
を
か
け
、
大
き
な
期
待
を
持
っ
て
掲
げ
ら
れ
た
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
が
、
そ
の
何
れ
を

と
っ
て
も
、
人
間
全
体
に
願
わ
れ
て
い
る
願
い
で
も
あ
る
。
佐
倉
木
先
生
の
最
も
関
心
の
深
か
っ
た
学
行
の
中
か
ら
こ
の
三
モ
ッ
ト
ー
の

生
れ
る
根
源
を
私
は
私
な
り
に
求
め
て
見
よ
う
。
勿
論
私
見
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

本
務
遂
行
は
実
践
的
な
面
か
ら
し
て
、
最
も
困
難
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
人
間
全
体
に
対
し
て
要
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

特
に
青
年
学
徒
に
そ
の
こ
と
が
強
く
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
人
間
形
成
の
途
上
に
あ
る
学
徒
が
、
学
徒
の
本
務
か
ら
逸
脱
す
る

こ
と
な
き
こ
と
が
特
に
願
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
学
生
は
学
生
と
し
て
「
あ
る
ゞ
へ
き
や
う
」
と
い
う
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る

五
人
格
陶
冶
の
三
モ
ッ
ト
ー
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と
思
わ
れ
る
。
佐
々
木
先
生
は
「
人
格
と
教
養
」
（
全
集
第
六
巻
）
の
中
で
、
明
慧
上
人
の
偉
大
さ
を
讃
え
て
、
特
に
「
あ
る
雫
へ
き
や
う
」

と
教
え
ら
れ
た
こ
と
に
関
し
、
「
『
教
師
は
教
師
の
あ
る
べ
き
や
う
』
、
「
学
生
は
学
生
の
あ
る
毒
へ
き
や
う
』
と
い
う
の
で
あ
る
。
然
し
実
際

と
な
る
と
、
こ
れ
が
、
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
の
で
あ
る
。
」
と
言
っ
て
い
ら
れ
る
。
こ
の
「
あ
る
《
へ
き
や
う
」
が
困
難
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
若
き
学
徒
に
お
い
て
は
、
強
く
願
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
・
本
務
遂
行
は
こ
の
よ
う
に
味
わ
わ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

相
互
敬
愛
は
、
直
ち
に
「
大
無
量
寿
経
」
の
「
当
相
敬
愛
」
に
思
い
合
す
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
人
間
相
互
の
敬
愛
も
ま
た
至
難

な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
特
に
同
朋
意
識
に
お
い
て
、
そ
れ
が
成
り
立
つ
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佐
々

木
先
生
は
「
実
験
の
宗
教
」
第
八
誌
「
宗
教
的
同
胞
」
（
全
集
第
六
巻
）
の
中
に
社
会
的
同
胞
と
か
、
宗
教
的
同
胞
と
い
う
こ
と
を
詳
細
に

説
明
し
て
い
ら
れ
る
。
特
に
「
一
文
不
知
の
尼
入
道
に
対
し
て
も
、
御
同
朋
御
同
行
と
か
し
づ
き
給
い
し
親
鶯
聖
人
の
同
胞
主
義
は
、
こ

の
他
力
の
信
仰
の
上
に
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
同
胞
主
義
で
あ
り
ま
す
」
と
言
っ
て
あ
る
こ
と
な
ど
、
こ
の
宗
教
的
精
神
を
根
底
と
し
て
の

相
互
敬
愛
が
、
宗
教
的
人
格
を
形
成
す
る
最
も
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
特
に
真
理
探
究
の
学
徒
の
相
互
敬
愛
が
如
何
に
重
要

な
こ
と
で
あ
る
か
は
、
こ
の
点
か
ら
首
肯
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

人
格
純
真
は
、
佐
々
木
先
生
が
、
特
に
研
究
せ
ら
れ
た
「
華
厳
経
」
（
入
法
界
品
）
の
善
財
童
子
の
求
道
精
神
を
思
い
合
す
こ
と
が
出

来
る
。
限
り
無
く
道
を
求
め
て
、
数
多
く
の
善
知
識
を
歴
訪
し
、
た
だ
一
つ
の
問
い
を
貫
い
た
童
子
の
純
真
な
姿
勢
は
、
宗
教
的
人
格
形

成
の
典
型
で
あ
る
。
か
の
華
厳
宗
の
祖
、
法
蔵
が
「
離
染
貞
潔
は
道
器
と
な
る
こ
と
を
表
わ
す
」
と
童
子
の
説
明
を
し
て
い
る
が
、
正
し

く
人
格
純
真
そ
の
も
の
の
意
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
言
え
る
。
佐
々
木
先
生
の
脳
裏
に
は
、
必
ら
ず
や
善
財
童
子
の
求
道
の
姿
が
、
人

格
純
真
そ
の
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
は
青
年
学
徒
に
、
そ
の
姿
勢
を
願
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
三
モ
ッ
ト
ー
に
関
し
て
私
見
を
交
え
た
の
で
あ
る
が
、
三
者
が
一
人
格
に
融
合
し
て
、
真
理
探
究
の
宗
教
的
人
格
の
形
成
が
出

来
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
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学
生
に
か
け
ら
れ
た
佐
々
木
先
生
の
期
待
は
、
た
だ
学
生
に
の
み
多
く
を
負
わ
そ
う
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
学
生
へ
の
期
待
は
ま
た

学
生
に
応
え
る
も
の
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
先
生
自
ら
の
学
行
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
前
稿
に
お
い
て
、
先
生
の
「
佛
教

研
究
の
成
果
」
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
先
生
は
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
そ
の
も
の
を
自
ら
実
践
し
て
お
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
。

佛
教
研
究
の
方
法
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
が
よ
く
理
解
出
来
る
。
「
実
験
の
宗
教
」
や
「
親
鴬
聖
人
伝
」
に
見
ら
れ
る
宗
教
的
求
道
の

情
熱
が
貫
か
れ
て
、
し
か
も
最
後
に
は
「
摂
大
乗
論
」
の
四
訳
対
照
研
究
と
い
う
よ
う
な
級
密
な
現
代
佛
教
学
の
一
方
法
を
切
り
開
か
れ

た
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
心
に
銘
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
如
何
に
専
門
的
な
究
明
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
の
学
問
が
宗
教
的
情
熱
を
欠
い

て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
佐
々
木
先
生
の
願
い
に
応
え
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
佐
々
木
先
生
の
佛
教
学
研
究
の
経
過
と

そ
の
方
法
は
、
現
在
の
わ
れ
わ
れ
に
改
め
て
再
考
さ
せ
ら
れ
る
極
め
て
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
更
に
佛
教
学
の
解
放
に
つ

い
て
思
う
こ
と
は
、
佐
々
木
先
生
の
並
を
な
ら
ぬ
懇
請
に
よ
っ
て
、
鈴
木
大
拙
先
生
を
大
谷
大
学
に
迎
え
る
こ
と
が
出
来
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
間
の
詳
し
い
事
情
に
つ
い
て
は
知
悉
し
得
な
い
が
、
あ
ま
り
に
有
名
な
こ
と
で
あ
り
、
・
今
日
で
は
色
々
な
語
り
草
と
ま
で

な
っ
て
い
る
。
ま
た
佐
々
木
先
生
が
自
ら
西
田
幾
多
郎
先
生
を
大
谷
大
学
の
講
義
に
招
か
れ
た
こ
と
も
、
先
生
自
ら
佛
教
学
の
学
の
形
成

に
哲
学
を
重
視
さ
れ
た
こ
と
の
一
証
拠
で
あ
る
。
先
生
が
学
長
職
に
在
り
な
が
ら
、
自
ら
京
都
大
学
に
足
を
歩
ん
で
、
西
田
先
生
の
講
義

を
聴
か
れ
た
こ
と
も
、
先
生
の
内
に
求
め
て
い
ら
れ
る
も
の
が
際
限
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
さ
れ
る
。
こ
の
学
問
と
教
育
と
の

一
体
と
な
っ
た
大
志
願
は
無
窮
の
も
の
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

佐
々
木
先
生
御
在
世
の
頃
か
ら
、
幾
十
年
、
大
谷
大
学
に
在
職
し
て
下
さ
っ
た
大
庭
米
治
郎
先
生
の
「
遺
稿
集
」
の
中
に
「
大
谷
大
学

三
十
年
」
と
い
う
回
顧
録
が
載
っ
て
い
る
。
こ
の
中
に
見
ら
れ
る
各
学
科
の
教
授
陣
は
、
佐
々
木
先
生
の
学
長
の
当
時
、
「
そ
れ
ぞ
れ
色

合
を
異
に
し
て
、
百
花
瞭
乱
ま
こ
と
に
壮
観
で
あ
る
」
と
そ
の
多
く
の
教
授
名
を
挙
げ
、
詳
細
な
実
情
が
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、

六
無
窮
の
志
願
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到
来
し
て
い
る
と
信
ず
る
。

こ
の
よ
う
に
佐
々
木
先
生
の
知
友
が
、
既
に
そ
の
志
願
の
大
な
る
こ
と
に
瞠
目
し
て
い
ら
れ
た
こ
と
を
知
る
。

こ
の
巨
星
地
に
墜
ち
て
と
い
お
う
か
、
巨
木
倒
れ
て
と
い
お
う
か
、
先
生
逝
い
て
既
に
半
世
紀
、
世
相
は
目
ま
ぐ
る
し
く
激
変
し
、
大

学
も
幾
多
の
曲
折
を
た
ど
り
、
当
時
と
は
、
著
し
く
変
貌
し
た
。
佐
々
木
先
生
の
無
窮
の
大
志
願
に
今
何
と
応
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

時
代
が
変
っ
た
と
言
う
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
今
に
お
い
て
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
を
深
く
省
み
る
時
が
新
た
に

佐
々
木
先
生
の
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
に
見
ら
れ
る
構
想
は
あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
。
赤
沼
智
善
先
生
の
佐
々
木
先
生
の
追
悼

文
の
中
に
は
、
「
故
学
長
の
愛
と
熱
情
と
は
、
宗
門
の
中
核
を
動
か
し
て
、
そ
こ
か
ら
更
生
の
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
い
う
に
あ
っ
た
。

、
、

そ
れ
は
は
た
か
ら
見
る
と
殆
ん
ど
空
想
に
も
近
い
程
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
故
学
長
の
愛
に
そ
の
空
想
を
も
現
実
化
せ
ず
に
措
か
な

い
と
い
う
熱
情
を
持
っ
て
い
た
。
」
と
述
令
へ
ら
れ
て
お
り
、
金
子
大
栄
先
生
が
当
時
の
雑
誌
「
佛
座
」
に
「
佐
々
木
月
樵
師
を
憶
う
」
と

題
し
て
、
佐
々
木
先
生
と
の
深
い
交
流
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ら
れ
る
中
に
、
曾
我
先
生
の
感
想
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
佐
々
木
君
は
、

そ
の
学
問
に
お
い
て
も
、
何
か
大
き
な
系
統
が
立
と
う
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
余
り
に
も
大
き
い
た
め
に
自
分
で
も

容
易
に
纒
り
も
つ
か
ず
に
困
っ
て
い
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
自
分
の
が
纒
り
が
つ
か
ぬ
に
し
て
も
、
と
に
か
く
見
当
が
つ
け
ら
れ

て
い
た
か
ら
、
誰
の
を
見
て
も
、
そ
れ
で
満
足
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
あ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
」
と
言
わ
れ
た
そ
う
で
あ
る
。

金
子
先
生
は
佐
々
木
先
生
の
生
前
に
時
々
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
が
、
こ
れ
か
ら
師
の
志
願
が
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
時
の
来
ら
ん
こ

と
を
期
待
す
る
と
言
っ
て
い
ら
れ
る
。

れ
る
。
こ
う
し
た
教
授
陣
を
↓

た
こ
と
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
佐
々
木
先
生
の
構
想
と
志
願
に
応
じ
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
大
庭
先
生
は
讃
歎
の
言
葉
を
以
て
述
令
へ
て
い
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
教
授
陣
を
整
え
ら
れ
た
こ
と
も
、
佐
々
木
先
生
が
学
生
を
愛
し
、
未
来
に
願
い
を
か
け
て
、
第
一
に
学
生
に
応
え
ら
れ

ワワ
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朝
日
新
聞
昭
和
四
十
一
年
七
月
二
十
一
日
⑧
「
折
り
折
り
の
人
」
谷
川
徹
三

「
私
が
京
都
に
い
た
の
は
大
正
七
年
か
ら
昭
和
三
年
ま
で
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
の
京
都
大
学
に
お
け
る
毎
週
土
曜
日
午
後
の
西
田
幾
多
郎
先
生
の

哲
学
特
殊
講
義
は
今
も
っ
て
多
く
の
人
び
と
の
語
り
草
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
講
義
に
は
学
生
ば
か
り
で
な
く
、
卒
業
し
て
す
で
に
何
か
の
職
業
に
つ

い
て
い
る
者
、
他
学
部
、
他
大
学
の
教
授
、
助
教
授
な
ど
雑
多
な
人
が
、
そ
れ
も
京
都
在
住
者
だ
け
で
な
く
、
大
阪
、
神
戸
あ
た
り
か
ら
も
聴
講
に
来

て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
大
谷
大
学
の
学
長
を
し
て
い
た
佐
々
木
月
樵
氏
が
よ
く
顔
を
見
せ
て
い
た
の
を
私
は
今
も
覚
え
て
い
る
。
」

佐
々
木
先
生
の
自
筆
草
稿
は
、
大
谷
大
学
図
書
館
に
貴
重
本
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
佐
有
木
先
生
の
令
息
佐
倉
木
真
祐
氏
が
、
山
口
益
先
生

に
贈
呈
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
山
口
先
生
が
更
に
大
谷
大
学
図
書
館
に
収
め
ら
れ
た
も
の
と
聞
い
て
い
る
。
こ
の
自
筆
草
稿
は
、
全
文
一
見
判
読
し
難

い
程
、
添
削
、
訂
正
が
さ
れ
て
お
り
、
青
イ
ン
ク
の
原
文
に
ま
た
赤
イ
ン
ク
が
多
く
一
訂
正
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

、
、

、
、
、
、

最
初
は
「
本
学
樹
立
の
精
神
」
と
な
っ
て
い
た
の
を
消
し
て
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。

此
の
自
筆
草
稿
本
と
同
じ
も
の
が
、
佐
灸
木
月
樵
全
集
に
用
い
ら
れ
、
全
集
第
六
巻
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
大
谷
大
学
要
覧
」
に
第
一
回
掲
載
さ
れ
た
の
は
大
正
十
四
年
十
月
一
日
で
あ
る
。
佐
を
木
先
生
の
生
前
の
こ
と
で
あ
り
、
病
没
せ
ら
れ
た
半
ヶ
年

前
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
要
覧
」
の
中
に
は
、
自
筆
草
稿
本
と
は
一
致
し
な
い
箇
所
が
数
ヶ
所
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
誤
植
で
は
な
く
し
て
、
明
ら

か
に
文
章
、
語
句
の
訂
正
で
あ
る
。
佐
食
木
先
生
自
身
が
訂
正
さ
れ
た
の
か
、
誰
か
大
学
当
局
の
代
表
者
が
訂
正
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。
こ
の
訂

正
は
「
大
学
要
覧
」
と
し
て
の
公
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
顧
慮
し
て
、
慎
重
入
念
に
し
て
あ
る
。

「
調
和
の
饗
宴
」
の
最
初
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
自
筆
草
稿
本
、
佐
之
木
全
集
所
載
本
が
底
本
で
あ
る
が
、
当
時
、
多
田
鼎
先
生
が
入
念

に
語
句
や
仮
名
使
い
の
訂
正
を
私
に
申
し
出
ら
れ
、
多
田
先
生
の
お
言
葉
に
従
っ
て
、
約
十
ヶ
所
程
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

主
な
参
考
資
料

大
谷
大
学
の
歩
み

観
照
第
六
号

佛
座
第
四
号

訂
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」

佐
々
木
月
樵
全
集

大
庭
米
治
郎
遺
稿
集
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