
。
④
？
企
Ｊ
ｒ
ｌ
、
〃
ダ
ム
も
牛
１
今
ノ
リ
Ｌ
も
ノ
ｆ
４
Ｑ
◆
■
も
Ｊ
ｆ
ト
ー

人
と
業
績

〃
ウ
ロ
、
１
◆
Ｌ
勺
合
ロ
ｔ
１
ｆ
。
、
１
◆
仏
ｃ
４
ｒ
凸
、
Ｊ
ｒ
、
＃
む
ひ
７
●

大
正
十
五
年
三
月
六
日
佐
友
木
学
長
は
突
然
逝
去
さ
れ
た
。
当
時
誰
も
予
想
し
な
か
っ
た
一
大
不
幸
事
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
あ
れ

か
ら
半
世
紀
近
い
歳
月
が
経
過
し
た
。
そ
の
頃
、
大
谷
大
学
予
科
二
年
に
在
学
し
て
い
た
私
は
、
丁
度
学
年
末
試
験
を
受
け
て
い
た
時
で

あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。
下
級
生
で
あ
っ
た
た
め
、
学
内
事
情
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
は
知
る
由
も
な
か
っ
た
が
、
夢
想
も
し

な
か
っ
た
学
長
の
計
報
に
学
内
全
体
が
樗
然
と
し
て
、
急
逝
の
真
偽
を
さ
え
疑
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
教
職
員
も
学
生
も
全
く
頼
り
切
っ
て

い
た
慈
父
を
喪
っ
た
よ
う
な
沈
痛
暗
濃
た
る
空
気
が
漂
っ
て
い
た
こ
と
を
感
ぜ
さ
せ
ら
れ
た
。
試
験
終
了
を
待
っ
て
、
三
月
十
一
日
に
大

学
講
堂
で
告
別
式
が
行
な
わ
れ
た
。
学
生
と
し
て
末
席
に
参
列
し
て
い
た
の
で
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
が
、
稲
葉
昌
丸
、
鈴

木
大
拙
、
西
田
幾
多
郎
等
の
諸
先
生
が
交
ミ
生
け
る
学
長
に
物
言
う
よ
う
に
哀
悼
の
辞
を
述
令
へ
ら
れ
た
こ
と
は
、
強
く
印
象
に
残
っ
て
い

る
。
ま
た
学
生
の
間
に
す
す
り
泣
き
の
声
が
起
こ
り
、
大
学
と
し
て
は
空
前
の
悲
嘆
の
日
で
も
あ
っ
た
。

宗
務
総
長
稲
葉
昌
丸
先
生
（
一
代
間
を
お
い
て
後
の
学
長
）
が
「
今
や
君
の
親
切
な
忠
告
を
聞
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
」
と
悲
し

◆
Ｊ
９
Ｌ
１
グ
ｆ
４
も
◆
■
も
、
〃
卜
も
■
８佐

々
木
月
樵
先
生

ｌ
近
代
の
教
学
を
荷
負
し
た
情
熱
の
人
Ｉ

一
急
逝
の
衝
撃

山

田
亮
賢
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ま
れ
た
こ
と
は
、
私
共
の
察
知
し
得
な
い
当
時
の
宗
門
事
情
に
つ
い
て
の
よ
く
よ
く
複
雑
な
問
題
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
鈴
木
大
拙
先
生
が
「
佐
倉
木
君
、
君
は
な
ぜ
逝
っ
た
の
だ
、
ま
だ
十
年
や
十
五
年
は
生
き
ら
れ
る
筈
で
あ
っ
た
の
に
、
教
授
代
表
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
、
個
人
的
な
こ
と
を
言
う
の
は
ど
う
か
と
思
う
が
、
君
を
失
っ
て
私
は
こ
れ
か
ら
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
」
と
い
う
意

味
の
愚
痴
に
等
し
い
よ
う
な
嘆
き
を
表
白
さ
れ
た
こ
と
が
耳
底
に
強
く
残
っ
て
い
る
。
更
に
ま
た
、
来
賓
と
し
て
参
列
さ
れ
た
西
田
幾
多

郎
先
生
が
「
佐
女
木
学
長
の
新
た
な
大
谷
大
学
の
構
想
は
、
帝
国
大
学
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
り
、
将
来
恐
る
兼
へ
き
も
の
が
あ

る
と
期
待
し
て
い
た
の
に
」
と
惜
し
ま
れ
た
。
列
席
の
諸
先
生
の
哀
惜
の
辞
は
次
之
に
続
い
て
、
こ
の
よ
う
な
悲
痛
な
言
葉
を
聞
い
て
い

た
私
共
に
と
っ
て
は
、
折
角
清
新
の
気
の
脹
っ
た
大
学
も
こ
れ
で
終
り
か
と
さ
え
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

私
が
入
学
し
た
当
時
、
学
生
寮
の
部
屋
の
ガ
ラ
ス
戸
に
、
誰
か
が
「
谷
大
は
眠
れ
る
獅
子
だ
」
と
落
書
し
て
い
た
こ
と
を
見
た
こ
と
が

あ
る
。
眠
れ
る
獅
子
が
今
や
起
き
上
っ
て
、
奮
迅
の
活
動
に
移
る
時
が
来
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
佐
女
木
学

長
の
大
理
想
の
下
に
＄
学
内
が
一
丸
と
な
っ
て
、
佛
教
研
究
で
は
世
界
の
中
心
学
府
と
す
る
と
い
う
気
塊
が
横
溢
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
た
誇
り
高
く
、
積
極
的
前
向
の
空
気
が
全
学
に
漂
う
て
い
た
時
、
佐
女
木
学
長
が
急
逝
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
学
の
最
大
不
幸

事
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
年
齢
五
十
一
年
に
な
お
満
た
な
い
身
で
早
く
も
こ
の
世
を
去
ら
れ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
考
え
て
も
見

な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
佐
友
木
学
長
の
死
は
、
年
齢
的
に
は
天
折
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
必
然
的
な
結
果
と
な
っ
て

起
っ
た
こ
と
と
言
い
得
る
。
そ
れ
は
あ
の
有
名
な
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
を
心
し
て
読
め
ば
、
自
ら
明
ら
か
に
な
る
と
思
う
。
そ
の

中
に
盛
ら
れ
て
い
る
学
長
の
大
願
と
、
企
画
構
想
は
並
を
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
り
、
こ
こ
ま
で
辿
り
来
た
っ
た
学
業
と
幾
多
の
障
害
と
の
苦

闘
を
思
う
時
、
そ
の
背
景
的
労
苦
は
、
先
生
の
全
生
涯
を
も
超
え
る
も
の
が
あ
る
。
新
発
足
の
大
学
を
一
身
に
荷
負
し
、
あ
ら
ゆ
る
困
難

を
克
服
し
て
、
世
界
的
な
佛
教
大
学
を
建
設
せ
ん
、
た
め
の
捨
身
の
行
を
実
践
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
身
心
の
燃
焼
が
、
遂
に
限
り
あ
る
肉
体

を
磨
滅
し
て
し
ま
っ
た
と
言
い
得
る
。

佐
友
木
学
長
は
郷
里
愛
知
県
安
城
町
（
現
安
城
市
）
国
鉄
安
城
駅
前
の
岡
本
医
院
の
二
階
の
間
で
逝
去
さ
れ
た
。
先
年
、
私
は
そ
の
最
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「
閨
彰
院
の
死
」
や
「
法
難
と
宗
難
と
に
つ
い
て
」
の
講
演
筆
録
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
真
宗
大
谷
派
三
河
教
団
の
中
に
培
わ
れ

た
護
法
精
神
が
、
特
に
佐
友
木
先
生
を
根
強
く
動
か
し
て
い
る
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。
先
生
は
明
治
八
年
四
月
十
三
日
三
河
国
安
城
町
大

後
を
診
ら
れ
た
岡
本
晃
医
師
に
臨
終
の
病
状
を
聞
く
機
会
を
得
た
。
直
接
の
病
名
は
急
性
肺
炎
で
あ
っ
た
が
、
既
に
そ
れ
に
抗
す
る
肉
体

が
使
い
果
さ
れ
、
恢
復
が
困
難
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
病
室
に
は
嘗
て
岡
本
医
師
が
佐
女
木
先
生
に
依
頼
し
、
言
葉
を
選

ん
で
い
た
だ
き
、
中
村
不
折
画
伯
に
揮
毫
し
て
も
ら
っ
た
「
無
根
信
」
の
額
が
掛
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
奇
し
く
も
佐
倉
木
先
生
が
好

ま
れ
た
「
浬
藥
経
」
の
文
の
下
で
往
生
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
佐
女
木
先
生
は
体
格
か
ら
推
し
て
蒲
柳
の
質
で
は
な
か
っ
た
。
外
見
肥
満
型

の
貫
録
あ
る
身
体
の
持
主
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
あ
の
風
羊
か
ら
し
て
早
逝
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
明
治
三
十
七
年
四
月
十
六

日
、
浩
々
洞
南
橡
で
撮
影
し
た
同
人
写
真
を
見
る
と
、
多
田
鼎
、
曾
我
量
深
、
安
藤
州
一
、
暁
烏
敏
等
の
諸
先
生
の
真
中
に
佐
女
木
月
樵

先
生
が
悠
然
と
腕
を
組
ん
で
柱
に
寄
り
か
か
っ
て
居
ら
れ
る
姿
を
見
る
。
そ
の
当
時
、
最
も
よ
き
体
格
に
恵
ま
れ
て
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
ら
同
人
の
中
、
真
先
に
あ
の
世
へ
旅
立
た
れ
た
の
が
、
佐
倉
木
先
生
で
あ
る
。
思
う
に
先
生
は
僥
み
な
き
学
究
生
活
を
続
け
つ

つ
あ
る
中
に
、
真
宗
大
谷
派
の
派
内
の
難
問
題
に
絶
え
ず
心
を
砕
き
、
宗
門
愛
に
情
熱
を
傾
け
ら
れ
た
。
殊
に
教
学
の
根
本
問
題
を
究
明

し
つ
つ
、
思
想
界
、
宗
教
界
、
教
育
界
全
般
に
眼
を
向
け
、
新
時
代
に
即
し
て
の
刷
新
に
意
を
注
ぎ
、
内
憂
、
外
患
を
逃
避
す
る
こ
と
な

く
、
矢
面
に
立
っ
て
受
け
と
め
る
こ
と
を
辞
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
何
か
先
生
に
宿
命
的
な
重
荷
が
負
わ
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
学
問
的
業
績
が
次
々
と
挙
げ
ら
れ
て
ゆ
く
中
に
、
単
な
る
専
門
的
学
究
に
止
る
こ
と
な
く
、
護
法
殉
教
の
宗
教
的
情
熱
を
燃
し
続
け
、

そ
れ
が
教
学
的
な
帰
結
と
し
て
は
、
新
た
に
大
谷
大
学
の
建
設
に
精
魂
を
打
ち
込
む
こ
と
と
な
っ
た
と
言
い
得
る
。
こ
の
よ
う
な
稀
有
の

偉
材
が
世
に
出
た
こ
と
の
背
景
は
何
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
本
来
の
資
質
の
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
生
い
立
ち
の
環
境
が
多
大
の

影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
。

二
生
い
立
ち
の
周
辺
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字
古
井
願
力
寺
山
田
家
に
生
ま
れ
た
。
殉
教
者
、
石
川
台
嶺
師
が
二
十
九
歳
の
若
さ
で
刑
場
の
露
と
消
え
た
明
治
四
年
か
ら
、
四
年
後
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
先
生
の
父
親
の
兄
も
亦
、
石
川
台
嶺
師
と
共
に
獄
屋
に
入
れ
ら
れ
、
牢
内
で
病
没
し
て
い
る
。
明
治
初
年
の
廃
佛
殿
釈

の
波
紋
は
全
国
各
地
に
拡
大
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
僧
徒
の
結
束
砺
起
と
な
り
、
三
河
に
お
い
て
は
所
謂
、
大
浜
騒
動
、
菊
間
藩

事
件
と
い
わ
れ
る
不
測
の
不
祥
事
件
に
ま
で
発
展
し
た
。
事
件
の
連
累
者
三
十
余
名
の
僧
侶
の
中
、
首
領
と
し
て
の
石
川
台
嶺
師
は
斬
罪

に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
三
十
余
名
の
同
志
は
投
獄
さ
れ
、
獄
中
に
病
没
す
る
者
も
生
じ
た
と
い
う
悲
惨
な
結
果
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
事
件
は
真
宗
大
谷
派
三
河
教
団
の
僧
侶
、
檀
信
徒
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
、
逆
に
護
法
の
精
神
を
か
り
立
て
、
永
く
教
団
内

の
語
り
草
と
し
て
、
深
く
心
底
に
銘
記
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
三
河
教
団
が
そ
の
頃
か
ら
特
に
結
束
の
堅
く
な
っ
た
こ
と
も
、
こ
う
し

た
こ
と
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
。
百
年
を
過
ぎ
た
今
も
な
お
年
々
殉
教
者
へ
の
追
悼
追
慕
の
営
み
も
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
事
件
の
中
心
人
物
は
、
多
く
京
都
の
「
護
法
場
」
に
学
ん
だ
青
年
僧
侶
で
あ
っ
た
。
「
護
法
場
」
に
学
ん
だ
青
年
僧
侶
が
郷

里
三
河
に
お
い
て
「
護
法
会
」
を
組
織
し
、
維
新
の
混
沌
た
る
世
相
の
中
に
護
法
運
動
を
起
こ
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
菊
間
藩
事
件
の
起

る
一
年
半
前
に
は
京
都
よ
り
香
山
院
龍
温
講
師
が
秋
安
居
に
出
講
さ
れ
、
明
治
二
年
八
月
十
八
日
よ
り
九
月
一
日
ま
で
半
ケ
月
に
わ
た
っ

て
「
佛
説
法
滅
尽
経
」
を
講
ぜ
ら
れ
た
。
三
河
三
ヶ
寺
の
一
で
あ
る
野
寺
の
本
証
寺
に
お
け
る
こ
の
秋
安
居
に
四
方
よ
り
来
会
し
た
僧
徒
四

百
有
余
人
と
い
う
記
録
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
当
時
の
雰
囲
気
が
異
常
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
香
山
院
講
師

を
迎
え
た
役
員
の
中
に
は
石
川
台
嶺
師
等
「
護
法
場
」
に
学
ん
だ
青
年
僧
侶
の
名
を
見
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
推
し
て
も
、

廃
佛
穀
釈
を
縁
と
し
て
、
護
法
の
動
き
が
一
段
と
強
く
拾
頭
し
て
来
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
護
法
場
」
に
学
ん
だ
「
護

法
会
」
の
青
年
僧
侶
は
京
都
に
お
い
て
關
彰
院
空
覚
の
薫
陶
を
受
け
た
人
灸
で
あ
る
。
伏
見
、
西
方
寺
の
閏
彰
院
師
は
明
治
元
年
八
月
九

日
に
時
代
の
趨
勢
に
鑑
み
て
宗
学
に
加
う
る
に
所
謂
、
外
学
研
究
の
端
を
開
い
た
。
そ
の
意
味
で
真
宗
大
谷
派
の
偉
大
な
先
覚
者
で
あ
る
。

佐
女
木
先
生
は
「
閨
彰
院
の
死
」
の
中
に
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
「
明
治
初
年
に
お
け
る
我
が
宗
門
の
元
勲
は
、
何
れ
も
皆
こ
の
門
よ
り

出
た
こ
と
で
あ
る
。
誠
に
、
我
が
護
法
場
は
、
我
が
宗
門
維
新
に
お
け
る
松
下
村
塾
に
し
て
、
明
治
元
年
八
月
九
日
は
、
恐
ら
く
は
、
宗
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門
教
育
史
上
、
予
は
特
記
す
べ
き
所
の
記
念
日
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
よ
り
、
我
が
閨
彰
院
に
は
、
正
し
く
そ
の
総
轄
と
な
り
、
日
々
漢

訳
の
聖
書
を
講
じ
、
ま
た
「
天
路
歴
程
」
を
も
↑
集
ま
り
来
る
青
年
僧
侶
に
授
け
て
、
以
て
そ
れ
ぞ
れ
時
勢
に
順
ず
る
の
教
育
を
施
さ
れ

た
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
佐
友
木
先
生
の
内
心
を
強
く
動
か
し
、
感
動
追
慕
し
、
随
喜

せ
し
め
た
明
治
の
先
覚
者
は
闘
彰
院
師
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
先
生
の
晩
年
の
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」
に
深
く
連
な
る
も
の

し
か
し
先
生
は
閏
彰
院
の
生
前
に
面
授
し
た
の
で
は
な
い
。
先
生
の
生
ま
れ
る
前
に
閏
彰
院
は
刺
客
の
為
に
非
業
の
最
後
を
遂
げ
ら
れ

て
い
る
。
明
治
四
年
十
月
三
日
↑
劔
先
の
嗣
講
寮
に
お
い
て
の
悲
し
む
べ
き
出
来
事
で
あ
っ
た
。
享
年
六
十
八
歳
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

実
は
こ
の
閏
彰
院
師
が
三
河
に
お
け
る
菊
間
藩
事
件
の
後
始
末
を
つ
け
る
た
め
、
山
命
に
よ
っ
て
三
河
に
出
張
さ
れ
、
各
地
を
巡
回
し
、

事
件
の
結
末
を
つ
け
た
人
で
あ
る
。
し
か
も
石
川
台
嶺
師
が
十
二
月
二
十
七
日
刑
場
に
消
え
る
に
先
立
っ
て
、
此
の
世
を
去
っ
て
し
ま
わ

れ
た
の
で
あ
る
。
明
治
四
年
に
真
宗
大
谷
派
は
＄
師
と
そ
の
門
弟
と
の
二
人
の
殉
教
者
を
出
し
た
。
そ
の
後
、
程
遠
か
ら
ぬ
時
に
生
ま
れ

た
佐
女
木
先
生
は
幼
少
の
頃
か
ら
、
家
庭
や
周
辺
の
人
食
か
ら
強
く
殉
教
者
の
影
響
を
受
け
た
に
違
い
な
い
。
先
生
の
周
辺
は
事
件
の
連

累
者
が
取
り
巻
い
て
い
る
程
の
環
境
で
あ
っ
た
。
先
生
は
生
家
願
力
寺
山
田
家
に
お
い
て
長
じ
、
後
‐
佐
倉
木
家
に
請
わ
れ
て
養
子
と
な

る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
山
田
月
樵
と
言
わ
れ
て
い
た
。
小
学
校
を
終
え
て
、
岡
崎
市
三
河
育
英
教
校
に
進
ん
だ
の
で
あ
る
が
↑
｝
」
こ
に
も

若
き
学
僧
の
護
法
的
空
気
が
張
っ
て
い
た
。
年
少
者
達
で
あ
っ
た
が
、
地
方
に
お
け
る
異
色
あ
る
雰
囲
気
の
宗
門
子
弟
の
養
成
学
校
で
あ

っ
た
。
身
近
か
に
石
川
台
嶺
師
の
殉
教
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
出
来
な
い
。
そ
の
後
の
三
河
に
お
け
る
真
宗
大
谷
派
僧
侶
の
護
法

的
団
結
の
教
育
的
母
胎
が
こ
の
教
校
に
あ
っ
た
と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
。
佐
友
木
先
生
の
同
学
の
学
僧
に
は
、
舟
橋
水
哉
、
多
田
鼎
、

そ
の
後
に
続
い
て
大
須
賀
秀
道
等
の
名
を
見
る
の
で
あ
る
。
後
年
何
れ
も
学
匠
と
し
て
一
家
を
な
し
た
入
倉
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
も
随

分
優
秀
な
人
材
が
こ
こ
か
ら
輩
出
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

三
河
育
英
教
校
に
お
い
て
寮
生
活
を
始
め
た
先
生
は
、
こ
の
時
か
ら
家
庭
を
離
れ
て
学
業
に
い
そ
し
ん
だ
。
家
庭
教
育
を
受
け
て
い
た

が
あ
る
。

58



佐
友
木
先
生
は
～
三
河
育
英
教
校
を
卒
業
し
、
明
治
二
十
六
年
一
月
、
京
都
に
出
で
府
立
尋
常
中
学
校
二
年
級
に
編
入
、
後
大
谷
尋
常

中
学
校
に
転
じ
、
二
十
七
年
九
月
に
は
、
東
本
願
寺
第
一
中
学
寮
第
四
年
級
に
編
入
、
そ
の
時
、
多
田
鼎
＄
暁
烏
敏
、
安
藤
州
一
等
の
俊

秀
と
同
級
生
と
な
り
、
後
に
清
沢
満
之
先
生
を
主
監
と
し
て
の
浩
均
洞
の
同
人
が
、
既
に
期
せ
ず
し
て
避
遁
し
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
時

の
第
一
中
学
寮
の
寮
長
は
沢
柳
政
太
郎
先
生
で
あ
り
、
教
師
に
は
、
清
沢
満
之
（
当
時
徳
永
姓
）
、
稲
葉
昌
丸
、
今
川
覚
神
等
の
鐸
々
た
る

人
々
が
顔
を
並
べ
て
い
た
。
佐
友
木
先
生
が
清
沢
満
之
先
生
に
め
ぐ
り
会
う
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
こ
の
時
で
あ
る
。
幸
運
な
邊
遁
と
い

う
こ
と
が
出
来
る
。
先
生
は
明
治
二
十
九
年
七
月
こ
の
第
一
中
学
寮
を
卒
業
し
て
、
真
宗
大
学
に
進
学
し
、
専
ら
佛
教
学
に
意
を
注
い
で

勉
学
し
た
。
大
学
在
学
時
代
か
ら
～
当
時
の
佛
教
学
研
究
の
方
法
に
疑
問
を
持
ち
、
後
の
研
究
課
題
「
一
乗
教
の
研
究
」
は
、
自
ら
の
佛

少
年
時
代
は
、
よ
く
両
親
に
仕
え
、
幼
少
に
し
て
寺
務
を
手
伝
う
と
い
う
温
順
素
直
な
性
質
の
人
で
あ
っ
た
。
三
男
三
女
の
中
、
次
男
で

あ
っ
た
が
、
両
親
の
信
頼
厚
く
、
長
兄
も
弟
妹
も
共
に
先
生
の
人
柄
に
敬
意
を
表
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
に
偏
し
な
い
円

満
な
性
格
は
少
年
期
の
学
業
成
績
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
ど
の
学
科
も
優
秀
で
何
か
劣
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
。
図

画
な
ど
も
巧
み
で
、
見
事
な
絵
を
画
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
三
河
育
英
教
校
の
学
僧
は
、
当
時
の
事
情
と
し
て
年
齢
的
に
は
差
が
あ
っ

て
、
可
成
り
年
長
者
も
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
或
る
先
輩
か
ら
耳
に
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
先
生
は
他
の
学
友
の
非
行
な
ど
も
答

め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
寮
の
同
室
の
学
友
が
、
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
夜
間
外
出
を
し
て
飲
酒
し
て
帰
っ
て
も
、
何
も
言
わ
ず
自
分
独
り

机
に
向
っ
て
お
り
、
そ
の
同
室
の
寮
生
が
目
醒
め
た
時
に
は
、
枕
頭
に
水
の
入
っ
た
コ
ッ
プ
が
置
い
て
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
頃
か
ら
既

に
生
徒
間
に
は
、
月
樵
は
将
来
、
大
学
の
学
長
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
噂
を
し
て
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
何
か
人
物
の
大
き
さ
が
友
人

の
間
に
も
感
じ
と
ら
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

三
清
沢
満
之
先
生
に
師
事
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教
研
究
の
疑
問
解
明
の
た
め
に
選
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
大
学
時
代
か
ら
生
じ
て
い
た
内
心
の
根
本
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
大
学
時
代
以
前

か
ら
在
学
中
に
か
け
て
起
こ
っ
た
の
が
、
清
沢
満
之
先
生
を
中
心
と
し
て
、
中
学
寮
時
代
か
ら
の
恩
師
達
が
顔
を
揃
え
て
服
起
し
た
宗
門

改
革
の
運
動
で
あ
る
。
従
っ
て
護
法
精
神
に
燃
え
た
佐
女
木
先
生
も
恩
師
達
の
傘
下
に
馳
せ
参
じ
、
地
方
遊
説
に
も
足
を
運
ん
で
い
る
。

所
謂
白
川
党
の
事
件
で
あ
る
。
佐
女
木
先
生
は
「
白
河
録
」
な
る
も
の
を
書
き
残
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
若
き
日
の
先
生
の
強
い
護
法

の
情
熱
が
奔
り
出
て
い
る
の
を
見
る
。
こ
の
よ
う
に
先
生
の
学
生
時
代
の
環
境
は
た
だ
平
穏
に
学
業
に
い
そ
し
む
の
み
の
事
態
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
謹
直
円
満
な
先
生
の
内
心
に
は
、
事
に
直
面
し
て
は
、
若
い
情
熱
の
血
を
た
ぎ
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
白
川
党
事
件
は
改

革
の
実
を
挙
げ
得
な
い
ま
ま
終
隠
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間
に
佐
女
木
先
生
は
真
宗
大
学
を
卒
業
し
た
。
明
治
三
十
三
年
七
月
の
こ
と

で
あ
る
。
大
学
卒
業
に
先
立
っ
て
、
在
学
中
に
即
ち
三
十
一
年
愛
知
県
碧
海
郡
矢
作
町
上
佐
女
木
（
現
岡
崎
市
）
の
上
宮
寺
へ
婿
養
子
に

入
り
、
山
田
姓
を
佐
女
木
姓
に
改
め
た
の
で
あ
る
。
上
宮
寺
は
三
河
三
ヶ
寺
の
一
で
あ
り
、
由
緒
深
い
大
坊
で
あ
る
。

明
治
三
十
三
年
七
月
末
、
三
河
安
城
の
碧
海
説
教
場
（
現
碧
海
教
会
）
に
お
い
て
三
為
会
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
三
為
会
は
今
も
な
お
大

谷
大
学
の
在
学
生
と
、
卒
業
生
と
の
同
窓
会
と
し
て
続
い
て
い
る
が
、
清
沢
満
之
先
生
が
こ
の
会
に
出
席
さ
れ
た
。
こ
の
機
会
に
多
田
鼎
↑

暁
烏
敏
の
両
先
生
が
落
ち
合
い
、
佐
女
木
先
生
を
も
そ
の
会
合
へ
参
ぜ
し
め
た
。
そ
の
夜
、
清
沢
先
生
を
囲
ん
で
談
合
し
た
結
果
が
、
師

弟
揃
っ
て
東
京
へ
出
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
佐
女
木
先
生
は
、
真
宗
大
学
研
究
院
の
入
学
願
書
を
一
旦
取
り
消
さ
れ
、
清
沢
先
生

を
主
監
と
し
て
共
に
相
携
え
て
雑
誌
を
出
す
こ
と
に
決
定
さ
れ
た
。
こ
こ
に
雑
誌
「
精
神
界
」
の
生
ま
れ
る
最
初
の
意
義
あ
る
出
発
が
あ

り
、
後
に
名
高
い
「
浩
々
洞
」
の
生
ま
れ
る
発
端
を
見
る
の
で
あ
る
。
佐
女
木
先
生
は
、
浩
々
洞
に
お
い
て
、
渭
沢
先
生
の
膝
下
で
、
そ

の
薫
陶
を
受
け
な
が
ら
、
．
乗
教
の
研
究
」
を
続
け
ら
れ
た
。
こ
の
「
浩
友
洞
」
の
生
活
に
よ
っ
て
、
清
沢
先
生
の
人
格
に
一
層
深
く

触
れ
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
後
の
佐
女
木
先
生
の
内
心
を
一
貫
し
て
動
か
し
た
も
の
は
、
こ
の
明
師
の
人
格
と
信
念
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

そ
の
信
念
と
念
願
を
継
承
発
揚
す
る
こ
と
が
、
恩
師
に
剛
ゆ
る
の
道
と
し
て
一
意
精
進
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
清
沢
先
生
の
膝
下
に
参

じ
た
門
弟
同
人
は
何
れ
も
異
な
る
性
格
の
中
に
独
自
の
道
を
切
り
拓
い
て
行
っ
た
。
兄
た
り
難
く
弟
た
り
難
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
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か
し
佐
友
木
先
生
は
人
間
的
な
豊
か
さ
＄
包
容
力
に
お
い
て
最
も
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
誰
し
も
認
め
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
佐
友
木
先
生
の
没
後
編
集
刊
行
さ
れ
た
「
全
集
」
の
序
文
に
沢
柳
政
太
郎
先
生
が
次
の
よ
う
な
称
讃
の
辞
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
「
洵

に
清
沢
師
こ
そ
は
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
上
に
清
泉
を
湛
え
た
る
無
熱
池
に
比
す
今
へ
く
、
而
し
て
そ
の
源
よ
り
流
れ
し
諸
の
川
流
の
中
に
佐
友
木

師
こ
そ
は
、
一
際
目
立
っ
た
大
河
で
あ
っ
た
。
そ
の
潤
す
と
こ
ろ
は
広
く
且
つ
大
で
あ
っ
た
」
と
。
こ
の
沢
柳
先
生
の
言
葉
は
、
そ
の
ま

ま
清
沢
、
佐
友
木
両
先
生
の
内
面
的
関
係
と
人
物
の
大
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

真
宗
大
学
は
京
都
よ
り
東
京
に
移
転
さ
れ
て
、
明
治
三
十
四
年
十
月
十
三
日
に
開
学
式
を
挙
げ
、
清
沢
満
之
先
生
が
学
監
（
学
長
）
と

な
ら
れ
た
。
新
た
な
大
学
の
出
発
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
、
い
つ
も
、
こ
の
日
を
大
谷
大
学
の
開
学
記
念
日
と
し
て
今
日
に
至
っ
て

い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。
佐
女
木
先
生
は
一
旦
は
大
学
の
研
究
院
入
学
を
断
念
さ
れ
た
が
、
改
め
て
研
究
院
に
在
籍
す
る
こ
と

と
な
り
、
東
京
に
お
い
て
研
究
院
生
活
が
続
い
た
。
清
沢
先
生
は
、
思
い
き
っ
て
若
い
門
弟
を
抜
擢
し
て
、
講
義
を
受
持
た
さ
れ
た
こ
と

が
あ
っ
た
が
、
佐
女
木
先
生
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。
佐
友
木
先
生
宛
の
清
沢
先
生
の
書
簡
に
「
佛
教
教
理
史
」
を
担
当
し
て
欲
し
い
と

い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の
を
見
る
。

清
沢
先
生
が
病
没
さ
れ
た
の
は
、
明
治
三
十
六
年
六
月
六
日
で
あ
る
が
、
そ
の
後
も
佐
友
木
先
生
は
、
師
の
後
を
う
け
て
守
り
、
明
治

三
十
九
年
七
月
に
研
究
院
を
卒
業
し
、
九
月
に
は
真
宗
大
学
の
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
浩
之
洞
内
に
も
色
女
問
題
が
生
じ
、
や
が
て
大
学

も
ま
た
、
再
度
京
都
へ
移
転
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
内
心
渭
沢
先
生
の
精
神
を
深
く
守
っ
て
い
た
佐
女
木
先
生
は
、
大
学
の
京
都
移
転
の

決
定
に
よ
っ
て
、
教
授
職
を
辞
し
て
郷
里
に
帰
り
、
し
ば
し
家
庭
生
活
に
入
ら
れ
た
。
し
か
し
大
正
元
年
九
月
に
は
再
び
大
学
に
迎
え
ら

れ
、
研
究
と
教
育
に
専
念
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
後
の
先
生
は
暹
ま
し
く
研
究
に
学
問
的
業
績
を
挙
げ
ら
れ
、
病
没
さ
れ
る
ま
で

の
短
い
年
月
の
間
に
三
十
有
余
の
著
述
を
物
さ
れ
て
い
る
。
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第
一
に
明
治
四
十
三
年
刊
行
の
「
親
鶯
聖
人
伝
」
と
「
親
鶯
伝
叢
書
」
と
は
佐
女
木
先
生
の
若
き
日
に
心
血
を
注
が
れ
た
と
思
わ
れ
る

名
著
で
あ
る
。
聖
人
の
歴
史
研
究
は
、
そ
の
後
、
史
家
に
よ
っ
て
今
日
ま
で
目
覚
ま
し
く
進
歩
し
て
い
る
が
、
こ
の
害
は
佐
女
木
先
生
が

身
を
以
て
聖
人
の
跡
を
訪
い
、
六
百
五
十
年
前
の
生
け
る
聖
人
の
真
実
に
直
参
し
よ
う
と
し
た
宗
教
的
情
熱
の
躍
如
た
る
も
の
が
あ
り
、

佐
友
木
先
生
の
学
問
的
業
績
の
大
半
は
没
後
早
く
刊
行
さ
れ
た
「
佐
倉
木
月
樵
全
集
」
六
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
刊
行
の
順
序
に
従

え
ば
、
第
一
巻
「
大
乗
佛
教
教
理
史
」
、
第
二
巻
「
親
鴬
聖
人
伝
」
、
第
三
巻
「
印
度
支
那
日
本
浄
土
教
史
」
、
第
四
巻
「
経
論
研
究
」
、
第

五
巻
「
佛
心
と
文
化
」
、
第
六
巻
「
思
索
及
雑
華
」
で
あ
る
。
こ
の
全
集
に
洩
れ
て
い
る
著
述
と
し
て
は
、
先
生
の
没
後
、
昭
和
六
年
一

月
刊
行
を
見
た
。
漢
訳
四
本
対
照
摂
大
乗
論
」
「
附
西
蔵
訳
摂
大
乗
論
」
「
無
著
の
摂
大
乗
論
と
そ
の
学
派
」
』
で
あ
る
。
ま
た
英
文
、
独

文
の
訳
書
、
著
書
は
「
全
集
」
外
の
物
で
あ
る
が
、
佐
女
木
先
生
の
学
問
的
業
績
と
し
て
は
、
真
宗
、
佛
教
の
海
外
へ
の
積
極
的
は
た
ら

き
か
け
が
大
き
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。
更
に
ま
た
佛
教
の
研
究
雑
誌
等
に
発
表
さ
れ
た
よ
き
業
績
の
↑
一
部
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の

が
あ
る
。
一
例
を
挙
ぐ
れ
ば
、
大
谷
大
学
「
佛
教
研
究
」
（
第
一
巻
、
第
二
号
）
に
載
せ
ら
れ
た
「
華
厳
経
第
三
部
の
模
型
及
び
其
素
材
に

関
す
る
研
究
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
佐
女
木
先
生
の
著
述
名
を
年
代
順
に
整
理
し
た
も
の
は
「
大
谷
大
学
歴
代
学
長
著
作
展
観
目
録
」

（
昭
和
十
五
年
編
）
で
あ
る
。
私
は
先
生
に
親
灸
す
る
機
会
は
僅
か
で
あ
り
、
先
生
が
著
々
と
学
問
研
究
の
業
績
を
挙
げ
ら
れ
た
過
程
に
つ

い
て
も
多
く
を
知
ら
な
い
。
た
だ
「
全
集
」
六
巻
を
通
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
学
問
の
広
さ
と
豊
か
さ
と
い
う
点
で
驚
歎
せ
し
め
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
旧
来
の
伝
統
的
学
解
か
ら
、
常
に
新
た
な
眼
を
以
っ
て
教
え
の
真
意
を
生
為
と
追
究
、
解
明
せ
ら
れ
た
こ
と
に
深
い
感
銘

を
受
け
る
。
著
述
は
大
部
の
物
、
小
部
の
物
も
そ
れ
ぞ
れ
先
生
の
求
道
の
跡
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
処
女
作
「
実
験
の
宗
教
」
か
ら
一
貫

し
て
宗
教
的
情
熱
の
発
露
と
も
見
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
中
、
特
に
代
表
作
と
思
わ
れ
る
二
、
三
の
著
述
に
眼
を
向
け
て
見

Ｆ
ぞ
う
《

四
佛
教
研
究
の
成
果
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所
謂
史
実
を
超
え
て
読
者
を
し
て
深
い
感
動
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
が
あ
る
。
親
鴬
聖
人
を
慕
っ
た
先
生
の
人
間
性
が
こ
こ
か
ら

も
深
く
窺
え
る
。
「
箱
根
権
現
参
籠
記
」
な
ど
は
、
そ
の
実
感
を
与
え
る
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
先
年
、
先
生
の
令
息
佐
女
木
真
祐
氏
が

大
谷
大
学
へ
寄
贈
さ
れ
た
西
田
幾
多
郎
先
生
の
書
簡
の
中
に
（
こ
の
書
簡
は
「
親
鶯
聖
人
伝
」
と
「
親
鶯
伝
叢
書
」
と
を
佐
友
木
先
生
が

西
田
先
生
に
贈
ら
れ
た
返
礼
の
言
で
あ
る
）
「
…
…
全
編
敬
戻
の
念
と
渇
仰
の
情
と
を
以
て
描
か
れ
、
親
鶯
其
人
の
人
格
に
接
す
る
如
き

心
地
し
て
、
難
有
感
ぜ
ら
れ
候
、
叢
書
の
方
も
是
非
通
読
致
し
度
と
楽
し
み
居
り
候
、
基
督
伝
を
読
め
ば
、
愛
の
中
に
も
い
か
に
も
凛
乎

と
し
て
一
剣
天
に
よ
っ
て
寒
き
趣
あ
り
、
何
処
か
近
き
難
く
も
か
ん
ぜ
ら
れ
候
が
、
親
鴬
聖
人
に
至
っ
て
は
、
小
春
の
日
和
の
如
く
、
静

に
温
く
、
何
事
も
打
明
け
相
談
の
で
き
る
わ
が
慈
父
に
接
す
る
如
き
心
地
い
た
し
候
・
．
．
…
」
と
強
い
感
銘
の
言
葉
を
見
る
の
で
あ
る
。
私

の
乏
し
い
経
験
の
中
に
お
い
て
も
、
佐
女
木
先
生
の
「
親
鶯
聖
人
伝
」
に
随
喜
し
た
数
多
く
の
声
を
聞
い
て
い
る
。
何
と
し
て
も
佐
女
木

先
生
の
不
朽
の
名
著
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
華
厳
研
究
の
諸
著
で
あ
る
。
「
佛
心
及
其
表
現
」
「
大
乗
佛
教
大
系
華
厳
教
学
」
「
夜
摩
天
宮
会
及
其
解
説
」

「
九
夜
神
と
佛
妃
」
「
華
厳
経
の
新
し
き
見
方
」
等
代
表
的
な
物
を
挙
げ
て
見
る
に
、
そ
の
何
れ
も
が
伝
統
の
華
厳
学
を
消
化
し
て
、
そ
こ

に
華
厳
精
神
を
把
握
せ
ん
と
す
る
斬
新
な
見
地
に
立
っ
て
の
研
究
で
あ
る
。
経
典
の
文
に
し
ろ
、
教
理
に
し
ろ
、
従
来
の
研
究
に
は
見
ら

れ
な
い
生
き
た
捕
え
方
が
し
て
あ
り
、
佐
女
木
先
生
の
み
が
見
開
か
れ
た
も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
先
生
の
後
に
華
厳
研
究
は
進
み
、

細
部
に
わ
た
っ
て
の
考
証
は
な
さ
れ
て
も
、
あ
の
よ
う
に
魅
力
あ
る
見
方
を
し
た
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
永
遠
に
新
ら
し
い
見
方
と
い
う

こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
佐
女
木
先
生
の
よ
う
な
人
間
性
の
豊
か
な
人
を
待
っ
て
、
は
じ
め
て
為
し
得
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
華
厳
に
関
し
て
の
私
の
思
い
出
は
、
佐
倉
木
先
生
の
晩
年
、
大
正
十
四
年
秋
に
、
相
国
寺
東
、
塔
の
段
の
仮
寓

に
招
い
て
い
た
だ
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
先
生
は
翌
日
、
東
京
へ
出
張
講
座
に
出
発
す
る
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
。
華
厳
に
関
し
て
何
ら

の
知
識
も
持
た
な
か
っ
た
私
に
講
座
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
作
ら
れ
た
印
刷
物
を
与
え
て
下
さ
っ
た
。
「
華
厳
文
化
と
真
宗
‐
一
と
い
う
講
題

に
な
っ
て
お
り
、
第
一
講
「
華
厳
の
芸
術
」
＄
第
二
講
「
華
厳
の
哲
学
」
、
第
三
講
「
華
厳
と
真
宗
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
主
要
な
講
材
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が
順
次
に
示
さ
れ
、
佛
像
や
経
典
の
写
真
等
も
入
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ヤ
、
中
部
ジ
ャ
ワ
の
ポ
ロ
ブ
ド
ー
ル
（
国
閏
号
且
目
）
の
遺

跡
の
一
部
の
写
真
ま
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
を
見
る
。
先
生
な
ら
で
は
出
来
な
い
講
材
で
あ
る
。
確
か
そ
の
時
、
何
も
知
ら
な
い
私
に
そ
の

印
刷
物
を
示
し
て
、
今
後
ポ
ロ
ブ
ド
ー
ル
の
遺
跡
の
研
究
も
必
要
な
こ
と
を
話
し
て
下
さ
っ
た
。
後
に
噂
さ
で
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
の
華
厳
講
座
は
、
東
京
で
聴
衆
に
非
常
な
感
銘
を
与
え
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
既
に
そ
の
時
、
先
生
の
健
康
が
著
し
く
害
さ
れ
て
お

り
、
極
め
て
無
理
を
推
し
通
し
て
の
出
講
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
ま
た
先
生
の
浬
藥
講
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
不
思
議
に

も
私
の
手
元
に
残
っ
て
お
り
、
五
十
年
後
の
今
、
ど
こ
に
も
他
に
は
見
出
さ
れ
な
い
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

第
三
に
晩
年
の
業
績
と
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
は
「
摂
大
乗
論
」
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
「
摂
大
乗
論
」
の
研
究
は
、
先
生
の

晩
年
、
印
度
大
乗
佛
教
の
論
部
の
研
究
の
一
つ
で
あ
り
、
既
に
「
中
論
偶
頌
」
、
「
無
著
論
集
」
、
「
世
親
論
集
」
、
更
に
逝
去
直
前
に
刊
行

さ
れ
た
「
龍
樹
の
中
論
及
其
哲
学
」
と
並
行
し
て
為
さ
れ
た
苦
心
の
研
究
で
あ
る
。
そ
の
漢
訳
四
訳
対
照
研
究
は
、
遺
稿
と
な
っ
て
、
没

後
五
年
経
っ
て
刊
行
さ
れ
た
が
、
宇
井
伯
寿
先
生
の
「
印
度
哲
学
研
究
」
の
真
諦
訳
「
摂
大
乗
論
の
研
究
」
と
共
に
、
今
日
に
至
る
ま
で
、

こ
の
方
面
の
研
究
に
如
何
に
大
き
な
貢
献
を
な
し
た
か
、
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
の
間
、
先
生
に
直
接
接
し
て
お
ら
れ
た
山
口

益
先
生
が
「
晩
年
の
恩
師
が
教
学
界
に
遣
さ
れ
し
業
績
の
二
三
を
偲
び
て
」
（
「
観
照
」
追
悼
号
）
と
題
し
て
、
そ
の
経
過
と
意
義
と
を
明
ら

か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
中
に
、
こ
れ
ら
論
部
の
研
究
を
継
承
さ
れ
た
の
が
山
口
先
生
と
宮
本
正
尊
先
生
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

私
の
記
憶
を
た
ど
れ
ば
、
先
生
の
御
逝
去
の
一
、
二
年
前
に
「
摂
大
乗
論
」
の
四
訳
対
照
の
原
稿
を
先
生
の
仮
寓
で
示
さ
れ
、
先
生
の
御

苦
心
の
話
を
も
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
そ
の
努
力
に
驚
歎
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
親
鶯
聖
人
伝
」
か
ら
「
華
厳
経
の
新
し
き
見
方
」
へ
、
更
に
大
乗
論
部
の
研
究
へ
と
進
ん
で
、
遂
に
「
摂
大
乗
論
」
の
対
照
研
究
と

な
っ
た
こ
と
、
そ
こ
に
先
生
の
研
究
の
独
自
の
歩
み
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
研
究
経
過
を
取
っ
た
人
は
、
稀
有
な
こ
と
と
言
え
る
。
そ
の

必
然
性
に
つ
い
て
は
、
如
何
に
忠
実
な
学
究
者
で
あ
っ
た
か
を
知
ら
し
め
る
も
の
が
あ
り
、
山
辺
習
学
先
生
が
「
人
生
の
色
読
者
」
（
「
観

照
」
追
悼
号
）
と
題
し
て
の
追
悼
文
の
中
に
、
実
に
よ
く
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
お
ら
れ
る
。
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第
四
に
欧
文
の
業
績
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
鈴
木
大
拙
先
生
と
共
訳
の
「
英
訳
御
伝
妙
」
（
目
冒
巨
嚴
昌
昏
①
段
○
昌
己

の
巨
口
国
旨
昌
昏
皀
巨
黒
目
は
○
局
）
、
「
新
し
き
東
方
の
光
」
（
固
口
ｚ
①
口
①
切
目
の
冒
四
吊
号
目
○
黒
①
ロ
）
、
「
真
宗
研
究
」
（
津
津
ロ
身

旦
の
巨
冒
国
口
目
宮
、
日
）
等
が
あ
る
。
そ
こ
に
先
生
の
広
い
新
た
な
視
野
に
立
っ
て
の
業
績
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
に
は
ま
た
、
鈴

木
大
拙
先
生
と
の
並
々
な
ら
ぬ
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
即
ち
「
東
方
佛
教
徒
協
会
」
（
Ｈ
富
国
尉
討
日
切
ロ
＆
巨
鴛

留
日
①
ご
）
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。

大
正
十
年
八
月
宗
教
及
び
教
育
視
察
の
た
め
、
沢
柳
政
太
郎
先
生
、
小
西
重
直
先
生
等
と
共
に
約
一
ヶ
年
欧
米
諸
国
を
歴
訪
、
帰
朝
後

十
二
年
十
月
一
日
に
大
谷
大
学
長
事
務
取
扱
に
就
任
、
十
三
年
一
月
八
日
に
大
谷
大
学
長
に
就
任
さ
れ
た
。
「
大
谷
大
学
樹
立
の
精
神
」

は
、
十
四
年
四
月
、
新
入
生
の
入
学
宣
誓
式
で
の
講
演
で
あ
り
、
悲
喜
の
涙
の
中
に
行
な
わ
れ
た
先
生
の
生
涯
の
総
決
算
で
あ
り
、
未
来

に
向
っ
て
の
永
遠
の
大
願
で
も
あ
る
。

大
谷
大
学
歴
代
学
長
著
作
展
観
目
録

調
和
の
饗
宴
（
大
谷
大
学
三
為
会
編
）

明
治
の
佛
教
者
下
（
常
光
浩
然
著
）

観
照
第
六
号

附
記
主
な
参
考
資
料

佐
を
木
月
樵
全
集
六
巻

穴『ー
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