
大
正
か
ら
昭
和
に
か
け
て
、
そ
の
頃
の
大
谷
大
学
は
発
展
途
上
に
あ
り
活
気
に
満
ち
て
い
た
。
広
い
視
野
に
立
つ
佐
点
木
月
樵
帥
を

新
た
に
学
長
に
迎
え
、
「
佛
教
学
を
世
界
に
開
放
し
よ
う
」
と
い
う
遠
大
な
理
相
傷
一
掲
げ
て
、
そ
の
た
め
に
大
谷
大
学
は
学
問
研
究
の
充

実
に
力
を
尽
し
、
着
点
と
し
て
実
績
を
上
げ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
佛
教
学
は
い
わ
ゆ
る
宗
乗
・
余
乗
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
特
殊
な
学
問
の
領
域
内
に
お
い
て
し
か
通
用
し
な
い
態
の
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
余
乗
に
属
す
る
も
の
は
、
一
口
に
い
え
ば

「
八
宗
綱
要
」
式
の
も
の
で
あ
り
、
到
底
、
近
代
学
問
の
批
判
に
耐
え
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
因
襲
的
な
わ
く
を
超
え
て
、

佛
教
学
の
近
代
化
を
は
か
ら
れ
た
の
が
佐
女
木
学
長
で
、
当
時
を
か
え
り
み
て
わ
、
た
し
は
大
谷
大
学
の
第
二
の
黄
金
時
代
で
あ
っ
、
た
と
思

う
（
第
一
の
黄
金
時
代
は
、
清
沢
満
之
師
に
よ
る
宗
門
近
代
化
の
一
環
と
し
て
の
大
谷
大
学
巣
鴨
時
代
と
見
て
）
。
赤
沼
師
は
実
に
こ
の
よ

う
な
要
請
に
応
え
て
、
大
谷
大
学
に
初
め
て
原
始
佛
教
学
と
．
〈
－
リ
語
学
の
講
義
を
開
講
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
当
時
＄
大
谷
大
学
に
お
い
て
は
、
梵
語
に
泉
芳
環
、
チ
、
ヘ
ッ
ト
語
に
寺
本
鋺
雅
の
両
師
が
お
ら
れ
、
。
〈
－
リ
語
の
赤
沼
智
善
師
と

毎
Ｊ
、
‐
″
‐
い
』
ｊ
も
も
今
Ｉ
、
Ⅱ
ｇ
ｆ
ｑ
、
■
ｆ
■
、
こ
▽
Ｌ
↑
〃
Ｆ
Ｌ
、
Ｊ
Ｉ
ａ
凸

人
と
業
績

込
衝
心
Ｋ
、
‐
．
Ｆ
、
４
ｆ
ｏ
Ｔ
●
も
、
◆
ｒ
、
‐
。
Ｔ
や
Ｉ
く
、
Ｆ
、
，
企
。赤

沼
智
善
先
生

ｌ
堅
実
な
る
学
風
の
人
Ｉ

｜
、
大
正
か
ら
昭
和
へ

舟
橋
一
哉
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教
え
子
の
世
話
も
随
分
と
せ
ら
れ
、
わ
た
く
し
な
ど
も
そ
の
恩
恵
に
あ
ず
か
っ
た
一
人
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
当

の
本
人
に
は
あ
か
ら
さ
ま
に
そ
の
こ
と
を
打
ち
明
け
な
い
で
、
蔭
に
ま
わ
っ
て
い
る
ノ
ー
１
と
気
を
配
っ
て
下
さ
っ
た
。
後
に
な
っ
て
そ
れ

が
先
生
の
御
尽
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
解
っ
て
、
恐
催
感
激
し
た
よ
う
な
こ
と
も
一
再
で
は
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
も
し
ひ
と

た
び
先
生
の
信
用
を
失
っ
た
ら
、
そ
の
信
用
は
永
久
に
回
復
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
越
後
人
特
有
の
一
種

の
ね
ば
り
強
さ
の
よ
う
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
人
柄
で
あ
っ
た
。

先
生
は
明
治
十
七
年
八
月
二
十
五
日
、
新
潟
県
長
岡
市
上
田
町
願
浄
寺
に
生
れ
、
明
治
四
十
一
年
七
月
大
谷
大
学
本
科
を
卒
業
せ
ら
れ

た
。
翌
年
、
山
辺
習
学
師
と
と
も
に
浩
点
洞
同
人
と
な
り
、
尚
羊
社
を
起
こ
し
て
新
ら
し
い
佛
教
伝
道
に
若
い
情
熱
を
燃
や
し
、
た
。

先
生
の
一
生
を
語
る
場
合
、
山
辺
師
と
の
コ
ン
ビ
に
は
大
き
な
比
重
が
か
け
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
も
に
越
後
の
産
で
あ
る
こ

赤
沼
師
の
人
柄
を
一
語
で
も
三

思
わ
れ
る
。
飾
り
気
が
な
く
、
お
皿

れ
る
よ
う
な
人
柄
で
あ
っ
た
。

竝
ん
で
、
聖
典
語
学
を
そ
れ
ト
ー
担
当
し
て
お
ら
れ
た
。
泉
師
は
南
条
文
雄
師
の
直
弟
子
で
、
と
く
に
イ
ン
ド
文
学
に
関
心
を
寄
せ
て
お

ら
れ
た
が
、
寺
本
・
赤
沼
の
両
師
は
そ
れ
人
～
現
地
に
お
い
て
（
す
な
わ
ち
寺
本
師
は
チ
ゞ
ヘ
ッ
ト
で
、
赤
沼
師
は
セ
イ
ロ
ン
で
）
語
学
を

学
ん
で
こ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
本
場
仕
込
み
の
語
学
で
あ
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
＄
梵
語
に
関
し
て
は
そ
の
頃
す
で
に
東
に
高

楠
順
次
郎
師
が
お
ら
れ
、
西
に
榊
亮
三
郎
師
が
お
ら
れ
て
、
日
本
に
お
け
る
梵
語
学
も
あ
る
程
度
ま
で
は
普
及
し
て
い
た
が
、
．
〈
－
リ
語

と
チ
、
ヘ
ッ
ト
語
に
つ
い
て
は
ま
た
そ
こ
ま
で
至
っ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
創
成
期
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
。
〈
Ｉ
リ
語
や
チ
、
ヘ
ッ
ト

語
を
学
習
し
よ
う
と
思
う
者
は
、
ど
う
し
て
も
現
地
ま
で
出
か
け
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

二
、
誠
実
の
人

っ
て
言
い
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
誠
実
の
人
」
と
い
う
の
が
一
番
ぴ
っ
た
り
し
て
い
る
よ
う
に

お
世
辞
を
言
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
い
て
心
の
温
さ
を
感
ぜ
し
め
ら

戸 行
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二
人
は
性
格
的
に
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
、
む
し
ろ
相
異
す
る
点
が
多
か
っ
た
。
学
問
研
究
の
方
法
論
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

赤
沼
先
生
の
学
問
は
級
密
で
着
実
で
実
証
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
山
辺
師
の
方
は
達
意
的
で
あ
り
、
直
観
的
で
あ
り
、
文
学
的
で
あ

っ
た
。
い
っ
た
い
学
問
す
る
人
間
ほ
ど
我
の
強
い
者
は
い
な
い
。
ま
た
そ
れ
で
こ
そ
自
分
の
学
問
に
精
魂
を
打
ち
込
む
こ
と
も
で
き
る
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
学
問
人
は
、
自
分
と
異
る
方
法
論
を
と
る
他
の
学
問
人
に
対
し
て
は
、
心
情
的
に
同
調
し
か
ね
る
点
が
多
い
。
そ
れ
に

対
す
る
批
判
は
容
赦
な
く
厳
し
い
。
そ
れ
が
学
界
の
常
識
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
か
ら
い
う
と
、
木
村
泰
賢
師
と
荻
原
雲
来
師
と
二
人
が

協
同
し
て
倶
舎
論
の
和
訳
を
完
成
し
、
実
に
危
大
な
註
釈
を
附
し
て
国
訳
大
蔵
経
の
一
編
と
し
て
刊
行
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
破
天
荒
な
出

来
事
で
あ
る
。
こ
の
和
訳
は
そ
の
後
、
国
訳
一
切
経
に
殆
ど
そ
の
ま
ま
受
け
つ
が
れ
、
五
十
年
を
経
た
今
日
に
至
っ
て
も
、
多
く
の
学
徒

を
碑
益
せ
し
め
つ
つ
あ
る
。
木
村
師
の
学
風
は
山
辺
師
に
通
ず
る
点
が
あ
り
、
荻
原
師
の
研
究
方
法
は
赤
沼
師
に
近
い
。
と
す
れ
ば
こ
の

二
人
は
或
る
意
味
で
は
あ
い
反
す
る
学
風
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
二
人
が
仲
よ
く
一
緒
に
一
つ
の
研
究
を
分
担
し
て
、
お
互
い

に
自
分
の
足
ら
な
い
と
こ
ろ
を
相
手
に
よ
っ
て
補
い
、
研
究
の
完
成
に
向
っ
て
進
ん
で
い
こ
う
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
麗
わ
し
い
学
界

と
、
赤
沼
師
の
方
が
二
シ
年
下
で
は
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
同
輩
で
あ
る
こ
と
、
と
も
に
釈
尊
に
関
す
る
研
究
を
畢
生
の
研
究
課
題
と
す
る

こ
と
に
お
い
て
、
研
究
の
分
野
が
一
致
し
て
い
た
こ
と
、
な
ど
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
影
の
形
に
沿
う
が
如
く
、
山
辺
師
の
活
動
の
背
後

に
は
必
ず
先
生
が
控
え
て
お
ら
れ
、
先
生
の
仕
事
に
つ
い
て
の
最
も
よ
き
理
解
者
と
し
て
、
つ
ね
に
協
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
人
、
そ
れ

は
外
な
ら
ぬ
山
辺
師
で
あ
っ
た
。

赤
沼
・
山
辺
両
師
の
提
携
と
親
交
に
つ
い
て
も
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
何
か
、
常
識
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
よ
う

な
、
越
後
人
と
し
て
の
同
じ
型
の
血
液
が
流
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
心
の
温
ま
る
話
で
あ
る
。

の
美
談
で
あ
る
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赤
沼
先
生
の
学
風
は
、
そ
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
「
印
度
佛
教
固
有
名
詞
辞
典
」
と
「
漢
巴
四
部
四
阿
含
互
照
録
」
の
上
に
顕
著
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
辞
典
と
か
目
録
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
を
編
集
す
る
仕
事
は
、
多
く
の
場
合
、
大
勢
の
若
い
研
究
者
や
助
手

を
使
い
、
編
集
費
も
充
分
に
用
意
し
て
、
先
き
の
見
通
し
が
つ
い
て
か
ら
か
か
る
も
の
で
あ
っ
て
、
編
集
責
任
者
は
最
高
責
任
者
と
し
て

の
責
め
に
任
ず
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
実
際
の
仕
事
は
若
い
人
た
ち
に
任
せ
て
お
く
の
が
普
通
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
先
生
の
辞
典
と
目
録
（
こ
れ
を
赤
沼
辞
典
、
赤
沼
目
録
と
も
い
う
）
は
、
全
く
独
力
で
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点

世
の
辞
典
類
・
目
録
類
と
は
そ
の
編
集
の
事
情
が
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
赤
沼
辞
典
の
方
は
、
初
め
か
ら
辞
典
を
造
ろ
う
と
い
う
計
画
が

あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
先
生
が
原
始
経
典
を
主
と
し
て
そ
の
他
の
佛
教
聖
典
を
、
。
〈
Ｉ
リ
原
典
、
漢
訳
に
わ
た
っ
て
読
ん
で
い
く
う
ち

に
、
要
点
を
抜
き
書
き
せ
ら
れ
た
メ
モ
が
だ
ん
ト
ー
た
ま
っ
て
き
て
、
そ
の
量
は
実
に
准
大
な
も
の
と
な
っ
た
．
そ
こ
で
そ
れ
を
項
目
順

に
配
列
し
て
、
一
種
の
辞
典
の
形
式
を
と
っ
て
出
版
し
た
の
が
一
」
の
辞
典
で
あ
る
。
初
め
は
「
固
有
名
詞
辞
典
」
と
い
わ
な
い
で
，
「
地

名
◇
人
名
辞
典
」
と
い
う
よ
う
な
名
称
に
す
る
つ
も
り
で
お
ら
れ
た
ら
し
い
。
し
か
し
俳
名
や
部
派
塙
は
人
名
で
は
な
い
し
、
寺
名
ま
で

も
地
名
に
し
て
し
ま
う
の
も
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
結
局
「
固
有
名
詞
辞
典
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
だ
か
ら
、

こ
れ
は
辞
典
と
い
う
よ
り
は
「
説
明
文
つ
き
の
索
引
」
と
言
っ
た
方
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
知
れ
な
い
。

た
と
え
ば
い
ま
こ
こ
に
提
婆
達
多
と
い
う
人
に
つ
い
て
、
諸
種
の
佛
典
の
上
に
ど
の
よ
う
な
記
述
が
出
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ

れ
人
、
の
佛
典
に
つ
い
て
知
り
た
い
と
思
え
ば
、
こ
の
辞
典
に
よ
っ
て
「
提
婆
達
多
」
と
い
う
項
目
の
下
を
見
れ
ば
よ
ろ
し
い
。
そ
こ
に

は
記
録
の
内
容
に
し
た
が
っ
て
順
次
に
提
婆
達
多
に
関
す
る
い
る
ノ
＼
な
記
録
が
、
そ
れ
人
、
出
典
を
明
示
し
て
出
さ
れ
て
い
る
。
．
〈
Ｉ

リ
語
の
典
籍
か
ら
引
い
た
‐
も
の
は
そ
れ
を
和
訳
し
て
、
漢
訳
か
ら
の
も
の
は
漢
文
の
ま
坐
で
、
更
に
そ
れ
ら
に
著
者
の
意
見
を
も
加
え
て

記
る
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
仕
事
を
独
力
で
完
成
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
驚
嘆
の
ほ
か
は
な
い
。
い
か
に
先
生
の
学
風
が
着

三
、
代
表
的
な
二
つ
の
著
作

戸 ハ
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実
で
級
密
で
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
『
一
で
あ
る
か
を
知
る
よ
き
一
例
で
あ
る
。
と
く
に
パ
ー
リ
佛
典
に
つ
い
て
は
調
査
の
範
囲
が
註
釈
類
に
ま
で

及
ん
で
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
雲
へ
き
事
実
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
そ
う
い
う
註
釈
類
に
至
る
ま
で
、
研
究
の
手
が
さ
し
の
ゞ
へ
ら
れ
る
よ
う

な
態
勢
が
整
え
ら
れ
つ
つ
あ
る
け
れ
ど
も
～
当
時
（
昭
和
六
年
）
と
し
て
は
実
に
劃
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。

「
目
録
」
の
方
は
司
辞
典
」
の
場
合
と
は
少
し
く
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
。
辞
典
は
全
く
先
生
の
独
創
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

「
目
録
」
は
こ
れ
が
出
版
せ
ら
れ
る
よ
り
以
前
に
、
不
完
全
で
は
あ
る
が
一
応
の
も
の
は
姉
崎
正
治
博
士
に
よ
っ
て
造
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。
赤
沼
目
録
は
こ
れ
を
訂
正
増
補
し
て
面
目
を
一
新
し
た
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
原
始
佛
教
の
研
究
に
携
る
者
の
、

ど
う
し
て
も
座
右
に
備
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
書
籍
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
原
始
佛
教
の
研
究
は
全
く
お
手
あ
げ
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
原
始
佛
教
の
研
究
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
は
。
〈
－
リ
語
と
漢
訳
と
に
お
い
て
伝
持
さ
れ
て
き
た
阿
含

経
で
あ
る
が
、
こ
の
目
録
は
そ
の
中
で
四
阿
含
経
に
つ
い
て
、
パ
ー
リ
原
典
と
漢
訳
と
を
相
互
に
対
照
さ
せ
た
目
録
で
あ
る
。
つ
ま
り
漢

訳
の
阿
含
経
を
読
ん
で
い
て
、
こ
の
阿
含
経
に
相
当
す
る
。
〈
Ｉ
リ
語
の
原
典
を
併
せ
て
見
た
い
と
思
う
と
き
、
そ
れ
は
ど
の
経
典
に
相
当

す
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
一
目
で
す
ぐ
わ
か
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
相
当
の
。
〈
Ｉ
リ
原
典
が
な
い
な
ら
ば
、
な
い
と
い
う
こ

と
が
直
ぐ
わ
か
る
し
、
ま
た
全
同
で
は
な
い
が
一
部
分
一
致
す
る
経
典
が
あ
る
と
き
は
、
そ
う
い
う
こ
と
も
わ
か
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。

逆
に
。
〈
ｌ
リ
原
典
の
方
か
ら
漢
訳
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。
た
だ
惜
し
む
ら
く
は
、
パ
ー
リ
小
部
に
つ
い
て
は
こ
の

目
録
か
ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
小
部
の
中
に
は
ス
ッ
タ
・
’
一
。
ハ
ー
タ
（
経
集
）
や
ダ
ン
マ
・
パ
グ
（
法
句
）
の
よ
う
に
、
初

期
佛
教
の
教
義
を
解
明
す
る
上
に
お
い
て
重
要
な
役
目
を
担
っ
て
い
る
経
典
が
多
数
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
こ
の
目
録

は
殆
ど
役
に
立
た
な
い
。
し
か
し
こ
れ
も
；
こ
の
目
録
が
刊
行
せ
ら
れ
た
昭
和
四
年
と
い
う
時
代
を
か
え
り
み
る
と
き
、
致
し
方
の
な
い

こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ス
ッ
タ
・
’
一
。
ハ
ー
タ
や
ダ
ン
マ
．
。
〈
ダ
に
つ
い
て
の
相
当
経
典
・
異
訳
経
典
に
関
す
る
研
究
は
、
今
日
で
は

大
き
な
進
歩
を
と
げ
て
、
昔
日
の
面
影
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
経
典
類
の
重
要
性
が
強
調
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
実
は
余
り
古

い
こ
と
で
は
な
い
。
せ
い
人
１
１
二
十
年
そ
こ
ｊ
く
～
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
赤
沼
辞
典
と
赤
沼
目
録
と
が
終
戦
后
再
び
版
を
改
め
て
出
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版
せ
ら
れ
て
い
、
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
れ
ら
両
著
の
学
問
的
命
脈
は
ま
だ
，
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
尽
き
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

先
生
が
セ
イ
ロ
ン
で
一
一
ヤ
ー
’
一
ツ
サ
ラ
僧
正
に
師
事
し
て
．
（
－
リ
語
を
学
び
～
更
に
ロ
ン
ド
ン
で
は
リ
ス
・
デ
ヴ
ィ
ッ
ゞ
ス
博
士
夫
妻
に

つ
い
て
原
始
佛
教
の
研
究
に
従
事
し
、
前
后
四
年
有
余
の
留
学
を
終
え
て
帰
朝
せ
ら
れ
た
の
は
、
大
正
八
年
六
月
、
と
き
に
先
生
は
満
三

十
四
才
で
あ
っ
た
。
た
だ
ち
に
真
宗
大
谷
大
学
の
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
こ
こ
に
初
め
て
大
谷
大
学
に
お
い
て
、
原
始
佛
教
学
と
。
〈
Ｉ
リ
語

学
と
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
爾
来
、
昭
和
十
二
年
ま
で
十
八
年
間
そ
の
間
に
お
い
て
大
学
紛
争
の
た
め
に
二
年
間
長

岡
の
自
坊
へ
帰
っ
て
お
ら
れ
た
期
間
を
除
い
て
、
満
十
六
年
間
、
大
谷
大
学
の
教
壇
に
立
た
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
＄
そ
の
残
后
わ
れ
ノ
、

門
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
三
冊
の
遺
稿
集
が
出
版
せ
ら
れ
た
。
「
原
始
佛
教
之
研
究
」
「
佛
教
教
理
之
研
究
」
「
佛
教
経
典
史
論
」
の
三

冊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
先
生
が
大
谷
大
学
で
講
義
せ
ら
れ
た
そ
の
ノ
ー
ト
を
整
理
し
た
も
の
と
、
そ
れ
か
ら
各
種
の
研
究
雑

誌
に
発
表
せ
ら
れ
た
論
文
と
が
そ
の
中
心
を
な
し
て
お
り
、
単
行
本
と
し
て
す
で
に
出
版
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
原
則
と
し
て
除
外
し
た
。

そ
れ
ら
の
中
で
「
佛
教
教
理
之
研
究
」
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
「
佛
教
に
於
け
る
物
と
心
」
は
、
大
谷
大
学
で
昭
和
九
年
か
ら
三
年
連
続
し

て
講
義
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
後
の
講
義
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
先
生
が
最
も
力
を
注
が
れ
た
研
究
の
成
果
で
あ

り
、
と
く
に
南
伝
佛
教
の
教
義
に
関
す
る
研
究
は
、
当
時
と
し
て
は
全
く
未
開
拓
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
一
つ
先
生
の
た
め
に
世
の
誤
解
を
解
い
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
原
始
佛
教
に
お
け
る
縁
起
説
の
理
解
に
関
連
し
て

の
こ
と
で
あ
っ
て
、
あ
た
か
も
先
生
が
伝
統
説
の
支
持
者
で
あ
る
か
の
如
く
に
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
実
際
は
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
誤
解
は
何
に
由
来
す
る
か
と
い
う
と
、
大
正
十
四
年
に
「
宗
教
研
究
」
に
発
表
せ
ら
れ
た
「
士
一
因
縁
の

伝
統
的
解
釈
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
文
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
決
し
て
伝
統
的
解
釈
を
無
条
件
に
支
持
せ
ら
れ
た
と
い
う
内
容
の
も
の
で

は
な
く
、
伝
統
説
に
対
し
て
相
当
厳
し
い
批
判
を
加
え
て
お
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
後
に
発
表
せ
ら
れ
た
和
辻
哲
郎
博
士

四
、
遣

槁

集
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大
谷
大
学
の
専
門
部
（
い
ま
の
短
期
大
学
部
に
相
当
す
る
）
で
、
先
生
が
曇
鶯
の
浄
土
論
註
の
講
義
を
せ
ら
れ
た
の
は
、
昭
和
十
二
年

四
月
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
先
生
が
み
ず
か
ら
進
ん
で
担
当
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
聞
い
て
い
る
。
同
じ
年
の
十
一
月
三
十
日
に

の
「
原
始
佛
教
の
実
践
哲
学
」
や
、
宇
井
伯
寿
榑
士
の
説
（
「
思
想
」
に
初
め
て
発
表
せ
ら
れ
た
の
は
赤
沼
師
と
殆
ど
同
時
で
互
い
に
相
手

の
論
文
は
見
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
）
と
較
需
へ
る
な
ら
ば
、
赤
沼
師
の
説
が
伝
統
説
を
生
か
し
て
考
え
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
に
傾
い
て

い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
こ
の
論
文
の
題
名
が
「
十
二
因
縁
の
伝
統
的
解
釈
に
つ
い
て
」
と
い
う
、
い
か
に
も
伝
統
説
の
支

持
者
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
題
名
で
あ
っ
た
た
め
に
、
論
文
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
検
討
す
る
よ
り
前
に
、

「
赤
沼
は
伝
統
派
で
あ
る
」
と
し
て
、
一
も
二
も
な
く
片
ず
け
て
し
ま
う
き
ら
い
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
い
う
点
で
は
論
文

の
題
名
が
先
生
の
学
説
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え
さ
せ
た
結
果
に
も
な
っ
た
。

こ
の
論
文
は
大
正
十
四
年
の
発
表
で
あ
っ
た
が
、
実
は
先
生
の
縁
起
説
に
つ
い
て
の
晩
年
の
考
え
方
は
「
阿
含
経
講
話
」
の
中
に
は
っ

き
り
現
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
前
の
論
文
と
は
可
成
り
違
っ
て
い
る
点
が
あ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
た
く
し
は
先
生
の
最
后
の
説
は
、

こ
の
「
阿
含
経
講
話
」
に
よ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
「
講
話
」
は
「
佛
典
講
話
」
と
い
う
叢
書
の
中
の
一
冊
と
し

て
出
版
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
単
行
本
の
部
類
に
入
れ
る
、
へ
き
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
原
始
佛
教
の
教
義
に
つ
い
て
の
先
生
の

晩
年
の
考
え
方
を
知
る
上
に
、
貴
重
な
資
料
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
で
、
と
く
に
こ
の
遺
稿
集
に
収
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
こ
こ
に
収
め
ら
れ
て
あ
る
「
阿
含
経
講
話
」
は
、
先
生
の
手
元
に
保
存
せ
ら
れ
て
あ
っ
た
該
本
の
書
き
込
み
に
拠
っ
て
、

縁
起
説
に
関
す
る
部
分
な
ど
、
そ
の
他
の
部
分
を
も
併
せ
て
、
訂
正
増
補
し
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
そ
う
し
て
み
る
と
縁
起
説
に
っ

い
て
の
先
生
の
考
え
方
は
、
大
正
十
四
年
の
論
文
発
表
以
后
、
二
転
三
転
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
～
最
后
の
も
の
は
こ
こ
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
「
阿
含
経
講
話
」
で
あ
る
。
そ
う
い
う
点
で
こ
れ
は
大
変
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
晩
年
の
こ
と
ど
も
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先
生
の
学
問
は
一
面
に
お
い
て
極
め
て
級
密
で
は
あ
る
が
、
ま
た
他
面
に
お
い
て
視
野
が
広
く
、
大
き
く
把
え
て
大
綱
を
失
わ
な
い
、

と
い
う
点
が
あ
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
佛
教
学
の
現
状
が
、
も
っ
ぱ
ら
実
証
的
な
教
理
史
学
に
偏
し
て
い
る
こ
と
を
慨
歎
せ
ら
れ
て
、

「
佛
法
の
興
隆
に
直
結
す
る
よ
う
な
佛
教
学
の
樹
立
と
い
う
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
は
考
え
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
に
来
て
い
る
の

で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
、
し
み
人
～
と
し
た
調
子
で
筆
者
に
も
ら
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
と
き
の
記
憶
は
今
で

も
わ
た
く
し
の
脳
裏
に
は
っ
き
り
残
っ
て
い
る
。
も
し
先
生
に
貸
す
に
更
に
十
年
、
二
十
年
の
寿
命
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く

広
い
佛
教
学
的
視
野
に
立
っ
て
の
真
宗
学
の
樹
立
、
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

先
生
は
阿
含
経
の
「
嶮
難
世
平
等
」
の
文
が
随
分
お
好
き
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
め
っ
た
に
筆
を
お
と
り
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、

こ
の
五
字
は
幾
度
も
書
い
て
お
ら
れ
る
よ
う
て
あ
る
。
そ
し
て
傍
ら
に
。
勢
累
目
昌
笛
冒
曽
。
の
騨
昌
色
目
と
デ
ー
↑
《
〈
ナ
ー
ガ
リ
ー
の
書
体
で

書
い
て
添
え
ら
れ
た
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
矛
盾
と
争
剋
に
満
ち
た
こ
の
世
を
の
り
こ
え
て
、
平
安
の
境
地
に
至
る
ゞ
へ
く
佛
道
を
歩

む
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
＄
こ
れ
こ
そ
先
生
が
一
生
涯
を
か
け
て
追
求
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
佛
教
学
の
研
究
も
先

ら
ち

生
に
あ
っ
て
は
こ
の
埒
外
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

は
す
で
に
こ
の
世
の
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
こ
の
講
義
は
未
完
成
の
ま
ま
遺
稿
集
「
佛
教
教
理
之
研
究
」
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
。
い
ま
ま
で
原
始
佛
教
や
。
〈
－
リ
原
典
の
講
義
ば
か
り
担
当
し
て
こ
ら
れ
た
先
生
が
、
自
分
か
ら
進
ん
で
真
宗
学
の
講
義
を
受
け

も
た
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
生
の
学
問
的
関
心
の
焦
点
が
漸
次
変
り
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

先
生
の
学
問
が
原
始
佛
教
。
部
派
佛
教
か
ら
、
や
が
て
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
て
の
上
の
真
宗
学
へ
と
、
大
き
く
方
向
転
換
を
し
よ
う
と
し

て
お
ら
れ
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
惜
し
む
、
へ
し
、
そ
の
年
の
十
一
月
三
十
日
に
は
奇
禍
が
も
と
で
、
つ
い
に
満
五
十

三
才
を
一
期
と
し
て
、
あ
わ
た
だ
し
く
逝
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
自
坊
の
土
蔵
を
修
理
し
て
い
て
、
そ
の
現
場
を
見
回
り
に
い
か
れ
た
と
き
、

落
ち
て
き
た
一
塊
り
の
土
を
頭
部
に
受
け
て
負
傷
し
、
そ
れ
が
も
と
で
腎
臓
を
い
た
め
、
尿
毒
症
を
併
発
し
て
、
つ
い
に
そ
れ
が
命
と
り

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
一
る
。

命 ハ
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曾
っ
て
学
友
の
Ｓ
君
か
ら
聞
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
る
と
き
Ｓ
君
が
学
生
時
代
に
先
生
の
ぉ
宅
Ｉ
そ
の
頃
は
大
谷
大
学
の
南
西
四

百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
と
こ
ろ
、
中
溝
町
に
あ
っ
た
Ｉ
を
訪
問
し
た
。
談
た
ま
た
ま
佛
教
的
人
生
観
の
問
題
に
触
れ
て
き
た
が
、
Ｓ
君
は

原
始
佛
教
の
立
場
か
ら
、
日
頃
教
え
ら
れ
て
き
た
通
り
～
「
人
生
無
常
の
道
理
を
諦
観
す
れ
ば
、
常
も
な
い
無
常
も
な
い
」
と
堂
次
の
論

陣
を
し
い
て
先
生
に
つ
め
よ
っ
た
。
し
ず
か
に
Ｓ
君
の
い
う
こ
と
を
聞
い
て
お
ら
れ
た
先
生
は
、
た
だ
一
言
「
君
に
は
そ
の
無
常
の
道
理

が
諦
観
で
き
る
か
も
知
れ
ん
が
、
僕
に
は
そ
れ
が
で
き
な
い
ん
だ
．
そ
の
た
め
に
こ
そ
ア
ミ
ダ
の
本
願
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」

と
言
わ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
は
た
だ
し
ず
か
に
称
名
念
佛
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
っ
た
、
と
。
わ
た
く
し
は
先
生
の
一
面
を
語
る
も

の
と
し
て
、
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

法
名
は
樹
心
院
釈
智
善
。
奥
様
は
現
在
長
岡
市
の
願
浄
寺
に
お
住
い
で
あ
る
。
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