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A
5
則

三

〇
五
貢

私
が
座
右
に
置
い
て
い
る
山
崎
博
士
の

｢支
那
中
世
併
教
の
展
開
｣
は
'
二

十
二
年
に
再
版
さ
れ
た
も
の
｡
終
戦
直
後
の
世
は
あ
げ
て
物
資
不
足
に
悩
ん
だ

頃
の
こ
と
と
て
､
粗
末
な
ワ
ラ
紙
の
う
え
'
装
帳
も
き
わ
め
て
悪
い
せ
い
も
あ

る
が
､
カ
バ
ー
は
は
ず
れ
'
ま
さ
し
く
葦
編
断
つ
有
様
と
な
っ
て
い
る
の
ほ
'

ど
れ
ほ
ど
思
惑
を
豪
む
っ
て
き
た
書
で
あ
る
か
を
物
語

っ
て
い
る
｡
こ
の
出
版

か
ら
お
よ
そ
二
十
飴
年
を
へ
て
姉
妹
篇
と
も
い
う
べ
き
本
書
が
上
梓
さ
れ
た
こ

と
は
､
学
界
の
た
め
に
慶
び
に
耐
え
な
い
｡
こ
こ
に
拙
な
い
紹
介
の
一
文
を
捧

げ
る
に
あ
た
っ
て
､
永
年
に
亘
る
博
士
の
御
研
鎖
に
深
く
敬
意
を
表
す
る
と
と

も
に
'
い
ま
な
お
前
著
さ
え
､
充
分
に
滑
化
で
き
な
い
ま
ま
､
本
書
の
刊
行
を

み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
分
の
不
勉
強
さ
を
深
-
恥
ず
る
次
第
で
あ
る
｡

博
士
は
序
文
の
中
で
'

｢私
の
立
場
は
中
国
の
併
叡
配
合
に
現
わ
れ
た
事
象

を
'
つ
ね
に
一
般
の
中
輯
史
の
中
に
お
い
て
み
る
こ
と
'
す
な
わ
ち
､
そ
れ
を

そ
の
常
時
の
政
治
､
経
済
'
紅
曹
な
い
し
思
想
'
信
仰
､
文
化
な
ど
の
推
移
の

中
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
｣
と
回
顧
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の

沸
教
史
研
究
法
は
､
現
今
の
常
識
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
｡
け
れ
ど
も
三
十
年

以
前
の
昭
和
十
二
年
四
k
'
従
来
の
併
教
史
学
の
あ
り
か
た
に
飽
き
た
ら
ず
'

博
士
を
含
む

一
握
の
グ
ル
ー
プ
が
'
雑
誌

｢支
那
併
数
史
学
｣
を
創
刊
L
t
こ

の
よ
う
な
主
旨
と
目
的
を
高
揚
さ
れ
た
常
時
は
､
ま
っ
た
く
斬
新
な
も
の
で
あ

っ
た
｡
こ
の
運
動
に
よ
っ
て
と
か
く
東
洋
史
撃
の
孤
兄
と
い
う
'
あ
ま
り
芳
し

か
ら
ぬ
地
位
に
甘
ん
じ
て
い
た
沸
教
史
学
の
面
目
を

一
新
す
る
こ
と
が
出
来

た
｡
惜
し
-
も
同
雑
誌
は
大
戦
末
期
に
廃
刊
と
な
っ
た
が
'
そ
の
主
旨
は
雑
誌

｢併
数
史
学
｣
に
脈
々
と
承
継
が
れ
て
い
る
｡
と
は
い
え
博
士
を
含
む
こ
れ
ら

創
草
期
の
方
法
論
が
'
そ
の
ま
ま
纏
承
さ
れ
る
だ
け
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
t

か
-
反
省
す
る
時
'
博
士
が
さ
き
の
主
旨
を
あ
え
て
強
調
さ
れ
た
の
は
'
新
分

野
の
開
拓
も
な
ら
ず
新
た
な
方
法
論
も
見
出
し
え
な
い
こ
と
へ
の
叱
責
と
い
う

菊
が
'
私
に
は
し
て
な
ら
な
い
｡

さ
て
'
本
書
の
構
成
は
十
六
の
章
か
ら
な
る
.
便
宜
上
'
そ
の
細
目
に
従

っ

て
内
容
を
紹
介
し
な
が
ら
'
い
さ
さ
か
所
感
を
述
べ
て
み
た
い
｡

第

三
早

隔
朝
の
文
教
政
策

本
書
は
前
半
の
八
草
を
晴
代
憐
数
の
研
究
に
費
や
さ
れ
て
い
る
が
'
こ
の
章

は
そ
れ
ら
の
塔
頭
論
文
と
し
て
格
好
の
も
の
と
い
え
よ
う
O.
も
と
林
友
春
編

｢近
世
中
国
教
育
史
研
究
｣
所
載
の
も
の
｡
文
帝
'
煩
帝
の
二
代
に
わ
た
り
異

色
の
併
教
政
策
が
展
開
さ
れ
た
が
､
そ
の
よ
っ
て
乗
た
る
と
こ
ろ
を
究
め
'
晴

代
併
教
の
特
色
を
論
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
'
要
旨
の
一
部
は
既
に
前
著
の
第

六
章

｢隅
の
高
租
文
帝
の
併
敬
治
国
策
｣
に
提
示
さ
れ
て
い
る
｡
た
だ
結
論
は

同
じ
で
も
'
前
著
が
併
数
に
焦
鮎
を
合
せ
た
も
の
で
あ
る
の
に
-
ら
べ
'
本
章

は
儒
道
二
数
か
ら
眺
め
前
論
を
よ
り
充
質
し
ょ
う
と
さ
れ
て
い
る
｡

南
北
の
統

一
を
完
成
し
て
中
央
集
樺
の
強
化
'

君
主
樺
力
の
安
定
を
は
か

り
､
貴
族
勢
力
を
堅
迫
し
つ
つ
新
官
僚
群
の
養
成
を
も
く
ろ
む
な
ど
'
文
帝
に

は
典
型
的
専
制
君
主
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
｡
し
た
が
っ
て
へ
国
策
に
お
い
て
は

儒
教
至
上
主
義
で
あ

っ
た
と
考
え
易
い
が
､
博
士
は
こ
れ
を
否
定
さ
れ
､
文
帝

も

一
癒
儒
教
の
徳
治
主
義
を
理
想
と
し
た
か
に
み
え
な
が
ら
賓
際
は
た
ん
に
君
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徳
を
飾
る
制
増
作
楽
や
循
法
の
官
僚
遺
徳
､
或
は
家
庭
道
徳
の
範
囲
を
出
る
も

の
で
は
な
く

換
言
す
れ
ば
天
子
の
鰭
裁
を
撃

見
る
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
｡

な
ぜ
な
ら
'
文
帝
自
身
が
学
術
に
暗
-
詩
書
を
悦
ば
ず
t.
し
か
も
常
時
の
儒
学

界
は
不
振
に
あ
え
ぎ
'
形
式
的
で
空
虚
な
徳
治
主
義
や
正
統
論
な
ど
は
'
反
っ

て
複
雑
多
元
な
隔
朝
の
性
格
か
ら
い
っ
て
も
警
戒
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
｡
場

帝
も
大
同
小
異
で
あ
り
'
概
し
て
隔

1
代
の
儒
教
政
策
は
有
名
無
害
乃
至
は
無

関
心
の
状
態
で
あ
っ
た
と
み
る
｡

1
万
道
教
は
南
北
二
系
統

(玄
都
観
派
と
茅
山
涯
)
が
あ
り
'
初
め
は
隔
朝

に
接
近
し
支
援
す
る
姿
勢
を
示
し
'
隔
も
初
め
道
教
に
は
好
意
的
で
政
治
に
も

利
用
し
た
｡
と
こ
ろ
が
晴
の
方
向
が
次
第
に
沸
教
へ
と
傾
斜
す
る
に
つ
れ
併
教

の
附
随
的
な
立
場
に
お
か
れ
た
た
め
に
'
道
敵
側
は
晴
か
ら
離
れ
唐
朝
革
命
に

協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
｡

こ
の
よ
う
に
情
朝
は
儒
教
政
策
に
無
関
心
で
あ
り
'
道
教
に
は
重
き
を
置
か

な
か
っ
た
と
い
う
微
妙
な
表
現
を
用
い
ら
れ
る
が
'
そ
れ
は
一
つ
の
前
提
な
の

で
あ
っ
て
'
雨
致
否
定
の
立
場
は
と
ら
ず
'
併
数
を
頂
鮎
と
す
る
三
教
調
和
'

並
存
の
方
針
を
う
ち
だ
し
た
と
の
結
論
を
導
-
た
め
の
も
の
で
あ
る
｡
し
か
も

こ
の
方
針
は
'
隅
の
濁
創
と
い
う
よ
り
六
朝
時
代
に
磯
成
さ
れ
た
一
般
人
の
思

想
傾
向
に
そ
う
も
の
で
'
最
上
位
に
併
教
が
置
か
れ
た
の
は
皇
帝
の
個
人
的
信

仰
と
か
､
北
周
へ
の
反
動
政
策
と
の
み
見
る
べ
き
で
は
な
い
｡
封
立
を
超
え
'

差
別
を
破
る
大
乗
思
想
が
隅
の
宿
命
的
に
持
っ
て
い
る
政
治
'
民
族
'
文
化
な

ど
の
複
雑
多
元
性
を
克
服
せ
ん
と
す
る
統
治
精
細
に
マ
ッ
チ
し
た
結
果
だ
と
い

う

0線
論
で
あ
る
た
め
'
や
や
精
し
-
紹
介
し
た
が
'
は
な
は
だ
明
快
な
説
で
あ

る
｡
細
か
な
所
感
は
後
章
の
紹
介
に
譲
る
と
し
て
､
政
治
に
反
映
さ
れ
る
儒
沸

道
三
教
'
こ
と
に
沸
教
の
比
重
を
ど
の
程
度
評
償
さ
れ
る
の
か
は
っ
き
り
し
な

い
｡
博
士
は
沸
教
治
開
策
の
根
壕
に
闘
寺
大
興
善
寺
の
建
立
'
借
官
設
置
､特
殊

教
典
や
一
般
教
理
な
ど
の
教
化
に
嘗
る
五
衆
と
か
二
十
五
衆
の
任
置
或
は
全
国

に
建
立
さ
れ
た
舎
利
塔
な
ど
に
注
目
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
事
象
は
勿
論
の
こ
と

沸
教
優
位
の
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
も
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
た
だ

し
北
周
顔
俳
の
直
後
'
更
に
は
南
朝
滅
亡
の
あ
と
だ
け
に
'
こ
の
よ
う
な
併
敬

政
策
は
著
し
-
き
わ
だ
ち
易
い
こ
と
を
割
引
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
L
t
歴

ヽ
ヽ

代
に
わ
た
っ
て
政
治
に
反
映
さ
れ
る
儒
教
の
地
味
な
面
を
も
併
せ
考
え
ね
ば
な

ら
な
い
｡
三
数
並
存
の
方
針
を
六
朝
人
の
思
想
動
向
に
そ
う
と
さ
れ
る
限
り
'

儒
教
の
根
強
さ
を
意
識
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
へ
儒
教
政
策
に
封
し
有

名
無
賃
と
か
無
関
心
な
ど
の
表
現
で
は
簡
単
に
片
附
け
ら
れ
な
い
と
思
え
る
｡

わ
れ
わ
れ
は
中
世
牡
膏
に
於
け
る
併
教
の
華
さ
に
幻
惑
さ
れ
て
'
あ
ま
り
に
も

儒
教
を
過
少
評
慣
す
る
嫌
が
あ
り
は
す
ま
い
か
｡
或
は
ま
た
こ
れ
は
儒
教
'
と

れ
は
沸
教
と
い
う
直
別
を
と
り
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
'
そ
の
よ
う
な
疑
問
が

絶
え
ず
お
こ
る
の
で
あ
る
｡

叉
大
乗
併
教
の
精
両
と
統
治
精
神
の
結
合
は
賛
成
す
る
に
や
ぶ
さ
か
で
な

い
｡
た
だ
､

｢
学
術
に
暗
か
っ
た
｣
文
帝
が
高
度
の
大
乗
教
義
を
充
分
把
握
し

た
と
も
思
わ
れ
ず
'
又
'
両
者
の
精
両
に
は
次
元
の
相
違
が
あ
り
'
か
え
っ
て

道
家
の
説
く
菌
物
哲
同
な
ど
の
思
想
に
､
封
立
を
克
服
し
融
合
を
は
か
る
現
賓

の
統
治
精
紳
に
近
い
も
の
が
あ
る
｡
文
帝
は
あ
-
ま
で
観
念
で
は
な
-
現
賓
の

問
題
と
し
て
複
雑
多
元
的
な
封
立
の
要
素
を
克
服
し
融
合
し
ょ
う
と
は
か
っ
た

筈
で
あ
る
｡
大
乗
併
教
を
正
し
く
解
樺
す
れ
ば
封
立
や
差
別
を
あ
る
が
ま
ま
の

姿
と
容
認
し
ひ
い
て
は
統
治
精
神
と
相
反
す
る
に
至
る
要
素
も
存
在
す
る
｡
否

か
え
っ
て
そ
の
要
素
の
方
が
堅
倒
的
に
強
い
と
も
い
え
る
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず

道
教
を
と
ら
ず
次
元
を
ひ
き
下
げ
て
ま
で
係
数
を
と
り
上
げ
た
と
い
わ
れ
る
か

ぎ
り
､ー
文
帝
の
沸
教
受
容
の
特
色
や
併
数
政
策
の
限
界
を
論
及
す
る
必
要
を
痛
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感
す
る
｡
或
は
ま
た
次
第
に
併
教
へ
と
傾
斜
し
て
い
-
過
程
か
ら
逆
に
封
立
の

克
服
'
融
合
な
ど
を
果
し
え
な
い
理
想
と
現
賓
と
の
矛
盾
に
苦
悩
す
る
姿
を
認

め
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

第
二
章

晴
朝
の
併
教
復
興
の
先
駆

-
捗
晴
寺
の
菩
薩
倍
設
置
の
問
題
-

ヽ

第
三
章

晴
の
大
興
善
寺

第
四
章

晴
の
玄
都
観
と
そ
の
系
譜

こ
の
三
章
は
相
互
に
関
係
し
あ
う
も
の
で
あ
る
か
ら
'
便
宜
上
ま
と
め
て
紹

介
す
る
と
'
香
作
の

｢隔
朝
の
併
叡
復
興
｣
(

諾

瑠
一'
｢隔
朝
沸
教
政
策
の
研

究
｣
(細
網
舶
鮒
細
的
選

,｢晴
の
大
興
善
寺
に
つ
い
て
志

望

な
ど
が
骨
子
で
あ

る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
｡
隔
文
帝
の
特
殊
な
併
教
政
策
を
解
明
す
る
た
め
に

は
'
少
な
く
と
も
北
岡
武
帝
の
時
代
ま
で
遡
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら
武

帝
に
よ
っ
て
徹
底
的
な
鱒
憐
穀
樺
が
行
な
わ
れ
､
さ
し
も
繁
栄
を
誇

っ
た
北
朝

系
併
教
が
灰
煙
に
厨
し
て
し
せ
っ
た
か
ら
で
あ
り
'
隔
朝
併
教
の
性
格
や
今
後

の
方
向
を
卜
う
た
め
に
は
'
こ
の
磨
嘘
の
中
か
ら
沸
教
信
者
と
み
ら
れ
る
文
帝

が
'
ど
の
よ
う
な
意
園
の
も
と
に
'
如
何
な
る
手
段
を
こ
う
じ
て
併
教
を
再
興

し
て
い
っ
た
か
を
解
明
す
る
こ
と
が
'
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
｡
時
あ
た
か
も

隔
朝
革
命
か
ら
政
情
不
安
な
開
皇
初
期
に
あ
た
る
こ
と
と
て
､
沸
教
政
策
に
も

複
雑
な
要
素
を
内
包
せ
し
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
三
章
は
こ
れ
ら
の
問

題
解
決
へ
の
試
論
で
あ
る
と
い
え
る
｡

さ
て
開
皇
二
年
に
新
都
大
興
城
を
造
営
し
た
際
'
朱
雀
大
路
を
は
さ
ん
で
東

に
大
興
善
寺
'
西
に
玄
都
観
が
置
か
れ
'
隔
朝
の
宗
教
政
策
連
行
に
大
き
な
役

割
を
果
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
博
士
は
こ
の
爾
寺
観
の
開
設
を
隔

朝
の
創
意
に
だ
け
求
め
る
の
で
は
な
も

北
周
の
国
立
宗
教
思
想
研
究
所
な
い

し
道
場
た
る
･
｢
通
盛
観
｣
の
新
展
開
と
み
ら
れ
'
こ
の
解
帯
を
通
じ
て
精
の
宗

教
政
策
が
北
周
の
宗
教
政
策
か
ら
縛
向
し
､
併
道
二
教
の
個
性
を
発
展
せ
し
め

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
論
ぜ
ら
れ
る
｡
い
う
ま
で
も
な
-
'
北
周
の
武

帝
は
横
道
二
教
を
願
望
し
た
直
後
'
通
遺
観
を
置
い
て
≡
数
の
名
徳
育
二
十
人

を
選
び
三
数
啓

一
の
理
想
賓
現
の
撃
に
出
た
が
､
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
人
員
構
成
な
ど
か
ら
み
て
も
'
沸
教
に
薄
-
道
教
に
厚
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

博
士
は
こ
の
事
貫
を
ふ
ま
え
て
､
通
道
観
の
道
教
的
要
素
が
晴
の
玄
都
観
に
あ

ら
か
た
経
承
さ
れ
'
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
し
た
沸
教
の
要
素
が
大
興
善
寺
に
引

纏
が
れ
た
｡
し
か
も
通
道
観
は
更
に
さ
か
の
ぼ
る
と
'
酵
併
以
前
に
道
教
界
の

代
表
的
道
観
で
あ

っ
た
奮
玄
都
観
の
､
大
興
善
寺
は
香
捗
帖
寺
か
ら
通
道
戟
'

更
に
は
東
西
南
都
に
お
か
れ
た
新
捗
晴
寺
の
系
統
に
属
す
る
と
断
定
さ
れ
る
｡

明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
が
'
恐
ら
-
後
の
国
立
寺
院
'
国
分
寺
等
を
念
頭
に
お

か
れ
'
そ
の
着
想
が
通
道
現
に
ま
で
遡
ら
れ
る
か
'
或
は
ま
た
､そ
れ
が
北
周
の

艇
承
蓉
展
と
い
う
大
勢
に
そ
う
と
考
え
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
.

第

一
章
で
文
帝
の
沸
教
政
策
を
北
周
へ
の
反
動
と
ば
か
り
み
て
は
な
ら
な
い

と
説
か
れ
た
｡
通
通
観
の
韓
向
或
は
新
展
開
と
し
て
大
典
善
寺
'
支
部
観
を
眺

め
る
と
い
う
態
度
に
前
説
の
具
健
的
裏
附
が
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
三
教
綜
合
と
個
別
と
の
違
い
は
あ
っ
て
も
い
ず
れ
も
国
立
宗
教
研

究
所
の
性
格
を
持
ち
'
こ
の
鮎
で
通
道
観
の
新
展
開
を
考
え
る
限
り
問
題
は
な

い
｡
た
だ
不
安
な
の
は
通
道
観
の
形
態
が
特
殊
な
の
か
大
典
善
寺
と
玄
都
観
の

個
別
的
あ
り
か
た
が
特
殊
な
の
か
'
な
ぜ
に
文
帝
は
個
別
的
に
横
道
二
教
を
敬

展
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
が
充
分
説
か
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
北
周
武
帝

の
宗
教
顧
穀
は
道
教
よ
り
も
沸
教
に
狙
い
が
あ
り
'
武
帝
の
通
道
観
に
よ
る
三

教
秀

一
の
理
想
を
額
面
ど
お
り
受
取
り
え
て
も
'
大
多
数
の
併
教
徒
に
と
っ
て

青
天
の
爵
産
に
違
い
な
か
っ
た
｡
反
北
同
勢
力
と
い
わ
ぬ
ま
で
も
失
望
の
念
を

淘
い
た
は
ず
で
あ
り
'
文
帝
が
政
権
纂
奪
の
際
に
讃
極
酌
に
沸
教
政
策
を
お
し
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す
す
め
た
の
は
､
信
者
で
あ
る
文
帝
自
身
と
そ
の
プ
レ
ー
ソ
が
北
周
の
宗
教
政

策
の
失
敗
を
充
分
認
識
し
'
又
併
教
徒
も
隔
朝
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ

た
か
ら
こ
そ
隔
朝
成
立
に
参
加
協
力
を
情
し
ま
な
か
っ.た

の
で
ほ
あ
る
ま
い

か
｡
博
士
は
通
道
断
の
建
物
或
は
人
的
移
動
を
も
っ
て
大
興
善
寺
の
系
譜
を
辿

ら
れ
る
が
'
こ
れ
ら
は
憐
教
復
興
へ
の
過
程
と
し
て
諭
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
と
も

か
く
､
以
上
の
よ
う
な
鮎
を
考
慮
す
る
時
'
何
故
あ
え
て
通
遺
観
に
要
素
を
求

め
る
必
要
が
あ
る
の
か
疑
問
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
文
帝
の
併
教
政
策
を
論

ず
る
に
は
'
形
の
類
似
性
以
上
に
通
遣
観
の
沸
教
的
要
素
を
意
識
的
に
大
興
善

寺

へ
導
入
し
た
か
否
か
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
'
建
物
と
か
構
成
員
な
ど
ほ
'

嘗
時
そ
れ
以
外
に
併
道
南
敬
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
ら
の
要

素
が
移
置
さ
れ
母
髄
と
な
る
の
は
常
然
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
い
わ
ん
や
通

道
観
に
お
け
る
悌
教
的
要
素
怯
き
わ
め
て
薄
く
,
そ
の
学
士
で
あ
っ
た
併
教
徒

の
中
､
晴
代
に
活
躍
し
た
人
は
わ
ず
か
二
名
に
す
ぎ
な
い
有
様
で
は
'
い
よ
い

よ
そ
の
感
を
深
-
す
る
｡
叉
両
者
の
系
譜
を
求
め
ら
れ
る
あ
ま
り
媒
介
す
る
も

の
と
し
て
捗
晴
寺
を
持
込
ま
れ
る
が
'
玄
都
観
が
通
道
観
以
前
の
香
玄
都
観
の

名
を
用
い
た
の
に
ひ
き
か
え
'
捗
晴
な
る
菩
提
寺
の
名
稀
か
ら
国
家
的
な
名
で

あ
る
大
興
善
へ
樽
換
さ
れ
た
こ
と
に
こ
そ
'
文
帝
の
意
園
が
邦
題
に
あ
っ
た
か

を
察
す
べ
き
で
あ
り
'
更
に
'
た
ん
に
国
立
研
究
所
の
性
格
以
外
'
倍
達
を
養

成
し
全
国
に
配
属
す
る
こ
と
に
よ
り
闘
策
に
協
力
さ
せ
る
と
共
に
'
贋
併
直
後

の
機
骨
を
利
用
し
'
再
生
教
圏
を
国
家
の
監
組
下
に
お
き
'
併
教
保
護
策
の
反

動
と
し
て
生
じ
や
す
い
恰
観
の
勢
力
凍
大
'
腐
敗
墜
落
を
未
然
に
防
ぐ
役
割
を

荷
わ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
｡

第
二
章
で
併
教
復
興
に
つ
い
て
史
料
の
出
入
か
ら
明
確
で
な
か
っ
た
年
月
を

､

綿
密
に
検
討
さ
れ
て
い
る
｡
と
な
に
足
ら
ぬ
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
'
年
月
に

関
す
る
こ
と
だ
け
に
三
日
ふ
れ
る
と
'
周
書
静
帝
紀
に

｢
六
月
庚
申
､
復
行
併

遭
二
教
､
奮
沙
門
藩
士
､
椅
誠
自
守
者
､
簡
令
入
道
｣
と
あ
る
の
に
操
っ
て
､

大
象
二
年
六
月
'
得
度
の
許
可
が
あ
っ
た
と
決
定
さ
れ
る
｡
い
さ
さ
か
気
が
か

り
な
の
は
'
宜
帝
の
死
後
､
各
皇
后
の
廃
置
を
め
ぐ
り
､
｢
(大
象
二
年
)
五
月

庚
成
‥
-
･其
天
中
大
皇
后
陳
氏
'
天
右
大
皇
后
元
氏
､
天
左
大
皇
后
尉
遅
氏
へ

泣
出
俗
馬
尼
｣
と
あ
り
'
通
鑑
な
ど
も
こ
れ
に
な
ら
っ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な

場
合
大
赦
令
と
し
て
聾
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
'
尼
と
な
る
の
は
遅
れ

て
も
襲
令
は
五
月
に
か
け
て
よ
い
.の
で
は
な
い
か
｡
と
す
れ
ば
'
宣
帝

一
代
を

通
じ
'
復
俳
に
浦
を
持
し
て
い
た
楊
堅
を
は
じ
め
字
文
護
な
ど
が
'
宣
帝
の
死

を
好
機
に
'
ま
ず
後
宮
の
出
家
を

踏
襲
と
し
翌
月
全
面
的
な
剃
髪
得
度
の
許
可

に
の
り
出
し
た
と
も
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
｡

第
五
華

燭
帝

(晋
王
麿
)
の
四
道
場

｢東
洋
学
報
｣
三
二
の
三
二

二
四
の

一
･
四
に
掲
載
さ
れ
た
二
篇
に
よ
る
｡
熔
帝
の
併
教
政
策
は
多
彩
な
文
帝
時
代

の
蔭
に
か
く
れ
て
'
割
合
い
滑
極
的
な
評
債
し
か
輿
え
ら
れ
な
い
傾
向
に
あ
る

が
'
本
章
は
管
王
時
代
か
ら
即
位
に
及
ぶ
ま
で
､
熔
帝
が
私
的
に
建
立
し
て
き

た
寺
観
の
あ
と
を
辿
り
な
が
ら
､
彼
の
宗
教
政
策
の
特
色
を
論
じ
'
常
時
の
沸

教
の
性
格
を
と
き
あ
か
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡

揚
州
繕
管
の
任
に
あ
っ
た
菅
主
席
は
'
開
皇
十
二
年
頃
'
江
都
に
お
い
て
悪

日
､
法
雲

(尼
寺
)

の
二
俳
寺
と
玉
清
'
金
洞

(女
冠
観
)

の
二
道
観
を
設

け
'
四
道
場
と
綜
栴
し
た
｡
熔
帝
時
代
に
等
親
を
道
場
と
呼
ん
だ
そ
も
そ
も
の

起
原
は
こ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
､

一
方
即
位
の
後
､
東
都
に
も
四
道
場
を

置
い
て
い
る
｡
博
士
は
東
都
の
四
道
場
が
名
稀
､
形
式
と
も
に
ほ
と
ん
ど
江
都

の
四
道
場
と
一
致
す
る
こ
と
を
明
確
に
さ
れ
､
し
か
も
､
四
道
場
の
う
ち
最
も

よ
-
知
ら
れ
'
記
録
も
多
-
残
っ
て
い
る
悪
日
道
場
を
中
心
に
､
住
借
の
綿
密

な
抽
出
を
行
な
い
'
江
都
悪
日
道
場
系
の
借
が
皇
太
子
時
代
､
京
師
に
建
て
た

日
鮭
寺
を
へ
て
東
都
悪
日
道
場
へ
適
任
し
て
い
る
事
箕
を
つ
き
と
め
'
東
都
の
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も
の
が
江
都
の
そ
れ
の
復
籍
再
現
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
｡
た
だ
し
'
文
帝
の

大
興
善
寺
や
玄
都
観
な
ど
全
鯛
的
な
規
模
を
持
ち
'
中
央
的
宗
教
政
策
よ
り
で

た
も
の
と
違
い
'
文
帝
の
政
策
に
封
す
る
協
賛
乃
至
鱒
承
と
い
っ
た
傾
向
を
持

ち
な
が
ら
も
'
や
や
暢
帝
の
私
的
寺
観
､
内
道
場
の
性
格
を
強
-
帯
び
る
も
の

で
あ
っ
て
'
住
僧
な
ど
も
家
借
､
門
師
の
地
位
に
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
｡

前
の
数
章
と
同
じ
手
法
を
用
い
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
'
随
所
に
得
意
な
地

理
学
的
感
覚
を
盛
込
ま
れ
'
数
少
な
い
寺
院
史
研
究
の
一
面
を
も
併
せ
持
つ
興

味
あ
ふ
れ
る
作
品
で
あ
る
.
久
し
-
唐
い
た
南
北
朝
の
封
立
の
下
で
各
自
に
菱

展
し
て
き
た
南
朝
併
教
が
'
暢
帝
の
保
護
に
よ
っ
て
融
合
す
る
次
第
を
具
鰭
的

に
現
示
す
る
ば
か
り
で
は
な
く

沸
教
を
通
じ
て
幅
贋
-
文
化
の
融
合
と
い
う

大
問
題
に
一
瞥
を
輿
え
る
も
の
と
も
い
え
る
｡
そ
れ
は
と
も
か
-
東
都
の
道
場

が
江
都
の
そ
れ
の
複
罵
再
現
で
あ
り
'
い
ず
れ
も
私
的
寺
観
で
あ
っ
た
と
さ
れ

る
鮎
は
'
中
世
の
皇
帝
に
普
遍
的
な
性
格
か
も
知
れ
な
い
が
'
煩
帝
の
文
化
政

策
に
'
私
的
な
も
の
と
公
的
な
も
の
と
が
同
居
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い

で
あ
ろ
う
｡

疑
問
の
箇
所
を
あ
げ
れ
ば
､
悪
日
道
場
の
住
僧
を
分
析
さ
れ
義
解
'
習
碍
'

護
法
な
ど
の
篇
唱
に
立
停
せ
ら
れ
た
人
が
多
-
､
真
面
目
な
数
理
併
教
を
主
健

と
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
'

｢
言
笑
軽
挙
｣
と
い
わ
れ
た
感
通
借
法
安
の
ご

と
き
､
或
は
撃
唱
'
罵
字
'
書
髄
な
ど
に
通
じ
た
人
々
が
含
ま
れ
'
そ
れ
ら
の

人
々
が
日
厳
寺
'
東
都
慧
日
道
場
と
次
第
に
増
加
し
た
の
は
'
熔
帝
が

｢盛
集

異
蛮
｣

し
た
結
果
で
あ
り
､
暢
帝
の

｢貴
族
的
有
閑
併
教
の

一
面
を
露
呈
す

る
｣
と
論
ぜ
ら
れ
る
｡
少
な
-
と
も
併
敏
の
保
護
者
を
以
っ
て
任
ず
る
皇
帝
に

は
有
閑
的
傾
向
が
あ
り
燭
帝
も
例
外
で
は
あ
り
え
な
い
｡
そ
れ
に
し
て
も
異
塾

或
は
道
塾
を
感
通
､
撃
唱
な
ど
に
限
定
さ
れ
る
に
は
異
論
が
あ
り
'
又
こ
れ
ら

が
貴
族
的
有
閑
併
教
を
代
表
す
る
と
も
考
え
た
く
な
い
.

1
鰭
彼
等
が
高
幡
侍

に
列
せ
ら
れ
た
に
は
彼
ら
の
行
業
､か
高
-
評
贋
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
し
､

梁
高
僧
侍
か
ら
唐
高
僧
侍
'
更
に
宋
高
僧
侍
と
所
謂
異
垂
の
借
が
増
加
す
る
の

も
',
紅
骨
や
時
代
の
要
求
に
鷹
じ
て
高
幡
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
奨
化
し
た
こ
と

も
推
測
で
き
る
｡
彼
等
は
異
能
異
垂
の
故
に
'
よ
.り
大
衆
に
密
着
L
t
貴
族
的

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
庶
民
性
濃
厚
な
輩
で
あ
る
.
犀
を
剣
に
か
え
て
隅
の
侵
入

に
立
舟
か
っ
た
借
が
多
か
っ
た
南
朝
牡
骨
に
臨
み
'
何
よ
り
も
民
心
収
環
を
急

務
と
す
る
時
に
'
燐
帝
が
こ
れ
ら
の
侭
を
も
傘
下
に
集
め
る
こ
と
は
嘗
然
で
あ

ろ
う
が
'
更
に
南
朝
以
上
に
庶
民
的
沸
教
の
温
床
で
あ
っ
た
北
朝
敢
骨
に
横
大

さ
れ
る
に
と
も
な
い
'
か
く
の
如
き
恰
が
よ
り
多
く
招
集
さ
れ
る
こ
と
も
必
至

で
あ
る
｡
と
す
れ
ば
戎
意
味
で
大
興
善
寺
以
上
に
公
的
で
積
極
的
な
併
教
政
策

で
あ
っ
た
と
も
い
い
う
る
｡
筆
者
の
誤
解
か
も
知
れ
な
い
が
'
こ
れ
と
密
接
に

関
連
す
る
問
題
で
疑
問
と
思
う
と
こ
ろ
を
示
す
と
､
江
都
悪
目
道
場
の
住
倍
が

江
推
地
方
の
出
身
者
で
占
め
ら
れ
る
の
に
く
ら
べ
'
そ
の
延
長
と
み
ら
れ
る
京

師
日
厳
寺
に
は
三
人
の
華
北
出
身
者
が
み
ら
れ
'
更
に
東
都
悪
日
道
場
で
は
約

年
数
が
華
北
出
身
者
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
､

｢
こ
れ
は
江
惟
地
方
に
地
盤
を

持
つ
皇
子
晋
王
贋
の
江
都
悪
日
道
場
と
華
北
に
地
盤
を
お
-
天
子
煩
帝
の
東
都

慧
日
道
場
と
の
差
を
示
す
も
の
の
よ
う
で
あ
る
｣

(
1
〇
七
頁
)
と
述
べ
な
が

ら
､
結
語
で
は

｢江
都
四
道
場
よ
り
も
東
都
四
道
場
の
方
が
'
概
し
て
次
第
に

北
朝
的
な
も
の
が
淡
れ
'
む
し
ろ
南
朝
的
な
も
の
が
濃
く
な
っ
た
の
は
'

一
見

矛
盾
の
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
が
'
お
そ
ら
-
そ
れ
が
'
嘗
時
の
中
国
文
化
の
歴

史
的
必
然
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
よ
う
｣

(
一
一
八
頁
)
と
い
う
｡
こ
の
結
論
は

文
化
全
般
に
わ
た
る
重
要
な
と
こ
ろ
で
へ
確
に
文
化
全
鰹
の
大
勢
は
そ
う
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
､
慧
目
道
場
の
人
的
構
成
を
骨
子
と
し
て
展
開
さ
れ
た

本
章
の
ど
こ
か
ら
､
こ
の
よ
う
な
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
｡

常
識
的
に
考
え
る
な
ら
'
江
准
出
身
者
オ
ン
-
I
か
ら
華
北
出
身
者
が
増
加
す
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る
と
こ
ろ
に
揚
帝
の
南
北
文
化
融
合
の
政
策
を
み
'
文
帝
の
大
興
善
寺
な
ど
に

よ
っ
て
養
成
さ
れ
た
華
北
の
高
僧
が
輩
出
し
て
お
り
な
が
ら
'
江
都
慧
日
系
の

倍
が
主
流
を
占
め
る
と
こ
ろ
に
､
南
朝
文
化
の
重
税
と
い
う
大
勢
が
論
ぜ
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
｡

最
後
に
国
情
百
錬
に
み
え
る

｢
(育
)
王
重
遥
匡
山
(智
顔
)参
書
｣
の
文
に
'

0
0
0
0
0

o
o
O

｢始
於
所
居
外
接

建
立
慧
日
道
場
‥
･於
内
接

建
立
法
雲
道
場
｣
と
あ
る
内

外
按
を
'
晋
王
府
内
の
支
援
と
外
部
か
ら
の
支
援
と
解
さ
れ
て
い
る
が
'
郭
の

内
外
'
建
物
の
内
外
な
ど
の
意
味
に
と
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
｡

第
六
華

燭
帝
と
天
台
智
顕

薗
作

｢階
の
場
帝
と
天
台
大
師
智
揖
｣
(措

姐運
に
よ
る
O
前
章
が
煩
帝
の
沸
教
を
外
面
的
に
究
明
す
る
の
に
封
L
t
傑
僧

智
貴
と
の
交
友
関
係
を
め
ぐ
っ
て
'
場
帝
の
内
面
深
-
立
入
り
彼
の
人
間
的
苦

悩
と
智
穎
崇
信
へ
の
必
然
性
を
浮
彫
り
に
し
よ
う
と
す
る
｡

い
う
ま
で
も
な

く
'
智
顕
は
南
朝
諸
派
が
濯
論
を
'
北
朝
悌
教
が
禅
定
を
偏
重
す
る
傾
向
に
あ

っ
た
の
を
'
い
ず
れ
も
批
判
し
'
経
躍

一
致
､
数
行

一
億
の
教
学
を
う
ち
た
て

た
'
い
わ
ば
南
北
併
教
の
集
大
成
者
指
導
者
で
あ
る
か
ら
'
政
治

･
文
化
全
般

の
統
合
を
目
指
す
隔
朝
に
ふ
さ
わ
し
い
人
で
あ
っ
て
'
博
士
が
智
顕
と
燭
帝
と

い
う
王
法
､
併
法
の
雨
巨
頭
を
と
り
上
げ
ら
れ
た
の
も
､
む
べ
な
る
か
な
と
思

わ
れ
る
.
両
者
の
関
係
を
示
す
往
復
の
書
翰
が
国
清
百
録
に
綬
々
磯
さ
れ
て
い

る
が
'
屈
指
の
大
哲
と
歴
史
に
悪
名
を
と
ど
ろ
か
せ
た
暴
君
と
の
組
合
わ
せ

は
､
き
わ
め
て
興
味
深
い
｡
我
々
は
え
て
し
て
暴
虐
の
人
の
信
仰
を
割
引
き
'

時
に
は
矯
飾
と
片
附
け
て
し
ま
う
恵
癖
を
持
つ
が
'
そ
の
鮎
博
士
が
煩
帝
の
性

格
は
多
情
多
感
'
多
角
的
で
愛
欲
に
も
樺
力
に
も
'
ま
た
信
仰
に
も
強
か
っ
た

と
し
'
異
に
悟
り
を
求
め
な
が
ら
不
幸
に
も
惰
朝
が
持
つ
政
治
上
､
民
族
上
の

宿
命
的
な
多
元
性
の
み
か
､
複
雑
な
家
庭
事
情
を
も
背
負
う
な
ど
'
飴
り
に
多

い
煩
悩
に
苦
し
む
人
間
で
あ
っ
た
と
述
べ
ら
れ
'
こ
の
よ
う
な
暢
帝
で
あ
っ
た

れ
ば
こ
そ
'･
諸
法
賓
相
'
圃
融
無
慮
の
立
場
を
と
る
智
顔
は
人
間
の
あ
り
の
ま

ま
の
姿
と
し
て
見
捨
て
る
こ
と
な
く
t
か
え
っ
√て
厚
い
情
誼
に
結
ば
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
と
論
ぜ
ら
れ
る
あ
た
り
､
多
く
の
示
唆
を
輿
え
る
も
の
で
あ
る
｡
そ

れ
に
し
て
も
煩
帝
の
不
徳
'
失
政
'
暴
虐
の
事
賓
は
､
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
智
故

の
没
後
に
関
す
る
こ
と
だ
と
説
か
れ
る
く
だ
り
は
'
人
物
史
'
思
想
史
な
ど
が

往
々
に
し
て
お
ち
入
り
や
す
い
付
骨
の
感
が
な
-
も
な
い
｡
私
も
中
国
の
宗
教

受
容
の
面
で
は
思
想
教
理
な
ど
よ
り
も
高
僧
と
信
者
と
い
う
人
間
関
係
を
重
視

す
る
こ
と
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
'
こ
れ
は
皇
子
か
ら
皇
太
子
'
天
子
と
い

う
地
位
環
境
の
奨
化
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
論
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で

あ
ろ
う
｡

第
七
章

情
の
高
句
麗
遠
征
と
悌
数

｢史
潮
｣
四
二
に
載
っ
た
同
名
の
論

文
が
あ
る
｡
大
業
五
年
以
後
'
寺
院
の
兼
併
が
積
極
的
に
お
し
す
す
め
ら
れ
た

こ
と
に
注
目
し
､
そ
れ
が
高
句
麗
遠
征
の
軍
事
調
達
の
計
毒
に
基
づ
-
も
の
で

あ
っ
た
と
論
叢
す
る
.
又
こ
の
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
最
も
騒
然
た
る
状
態
を
招

い
た
三
呉
の
民
心
慰
撫
の
た
め
'
江
南
人
士
の
信
奉
し
て
や
ま
ぬ
天
台
大
師
の

高
足
'
漕
頂
を
は
じ
め
名
侭
を
大
い
に
利
用
し
た
と
論
及
し
て
い
る
｡
併
教
治

国
と
は
い
え
､
贋
併
設
樺
な
ど
と
と
も
に
'
保
護
憐
教
の
限
界
を
端
的
に
示
す

も
の
と
い
え
よ
う
か
｡

第
八
章

晴
朝
の
留
守
恰
施
設
と
日
本
の
留
学

倍
前
著
の
第
六
章

｢情
の

燭
帝
の
留
撃
借
に
封
す
る
教
化
施
設
｣
と
'

｢
遣
隔
日
本
官
人
命
承
の
日
本
沸

教
紹
介
｣
(謂

瑠
一㌧
｢晴
よ
り
見
た
日
本
｣
(頒

運

な
ど
を
訂
補
さ
れ
た
も

の
｡
晴
の
天
下
統

一
と
と
も
に
外
国
か
ら
の
釆
潮
が
ひ
ん
ば
ん
と
な
っ
た
が
､

こ
れ
に
伴
な
い
増
加
す
る
留
撃
侭
の
事
務
取
扱
い
を
崇
支
署
に
ゆ
だ
ね
る
一

方
､
外
国
借
主
な
ど
の
恰
官
を
置
き
魔
遇
に
特
別
の
配
慮
を
し
て
い
た
｡
こ
と

に
煩
帝
の
時
に
は
鴻
膿
寺
の
四
方
館
に
外
国
恰
教
習
所
の
よ
う
な
も
の
が
附
設
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さ
れ
'
教
授
蕃
恰
'
教
授
東
蕃
'
教
授
三
韓
な
ど
の
肩
書
を
附
興
さ
れ
た
高
僧

が
任
用
さ
れ
'
指
導
に
留
っ
て
い
た
｡
日
本
か
ら
の
留
学
僧
も
こ
の
四
方
館
特

設
所
に
て
訓
育
さ
れ
た
も
の
と
い
う
.
叉
晴
代
の
日
本
人
留
学
僧
に
関
す
る
中

国
側
の
唯

1
の
史
料
た
る

｢法
苑
珠
林
｣
に
よ
っ
て
'
そ
こ
に
み
え
る
官
人
合

承
は
留
学
僧
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
､
隔
朝
に
封
す
る
留
学
僧
の
態
度
に
及
ん

で
い
る
｡

こ
れ
以
後
九
章
か
ら
'
十
三
章
ま
で
を
唐
代
併
教
の
研
究
に
あ
て
ら
れ
て
い

る
が
'
こ
こ
で
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
晴
代
の
作
品
と
は
趣
を
異

に
L
J

五
人
の
高
僧
を
選
び
だ
L
t
官
僚
と
の
交
友
関
係
や
'
為
政
者
と
の
む

す
び
つ
き
を
洗
い
'
そ
れ
を
通
し
て
彼
ら
の
政
治
に
封
す
る
態
度
を
み
､
ひ
い

て
は
唐
代
併
数
の
特
質
を
探
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
序
論
の
中
で

｢中
国
人
が
'
み
ず
か
ら
そ
の
思
想
で
理
解
し
､
み
ず
か
ら
の
宗
教
と
し
て
信

仰
し
買
出
す
る
悌
教
を
形
成
し
て
い
っ
た
唐
代
の
名
借
｣
の
歴
史
的
考
察
で
あ

る
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
｡
と
は
い
え
何
故
こ
の
五
名
が
選
ば
れ
た
の
か
'
唐
代

併
教
を
代
表
す
る
者
と
考
え
て
の
こ
と
か
'
関
心
に
よ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
明

確
で
な
い
｡
か
り
に
宗
密
を
華
厳
と
み
れ
ば
南
北
南
関
､
密
教
'
律
と
宗
浜
に

基
づ
い
た
と
も
想
像
で
き
よ
う
が
､
あ
な
が
ち
そ
う
と
も
と
れ
な
い
o
宗
派
に

ょ
る
と
す
る
な
ら
'
他
の
宗
湛
例
え
ば
善
導
な
ど
も
と
り
上
げ
て
欲
し
い
も
の

で
あ
る
｡
博
士
は
昭
和
三
十
年
頃
か
ら
高
僧
な
ど
の
研
究
が
つ
と
に
ふ
え
て
い

る
｡

こ
れ
は
博
士
の
新
分
野
開
拓
へ
の
意
欲
を
具
現
す
る
と
い
わ
ね
は
な
ら

ぬ
｡
博
士
は
宗
教
史
の
お
ち
い
る
常
套
手
段
と
い
わ
れ
る
が
'
方
法
や
目
的
'

位
置
づ
け
な
ど
を
誤
ら
ず
た
ん
な
る
讃
仰
に
堕
し
さ
え
し
な
け
れ
ば
'
宗
教
史

研
究
の
晃
髄
が
こ
れ
に
よ
り
充
分
童
揮
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

第
九
章

唐
の
西
明
寺
道
宜
と
感
通

｢唐
の
道
宜
の
感
通
に
つ
い
て
｣
'

｢膚
西
明
寺
道
宣
律
師
考
｣
と
そ
れ
ぞ
れ
塚
本
'
福
井
両
博
士
の
頗
詩
記
念
論

集
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
南
山
律
の
組
道
宜
は

｢
唐
高
滑
侍
｣
の
著
者
で

あ
る
よ
う
に
'
併
教
史
学
者
と
し
て
も
屈
指
の
大
家
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
博

士
は
客
観
性
､
合
理
性
を
尊
ぶ
べ
き
立
場
に
あ
る
は
ず
の
遵
宜
に

｢集
神
州
三

質
感
通
録
｣
へ
｢
道
宣
律
師
感
通
録
｣
な
ど
の
著
述
が
残
さ
れ
て
い
る
矛
盾
に
着

目
さ
れ
'
非
科
学
的
で
､
非
歴
史
的
な
感
通
を
熱
心
に
説
い
た
道
宜
の
異
意
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
ょ
う
と
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
常
識
的

に
は
､
律
の
解
樺
に
あ
た
っ
て
'
自
説
の
正
嘗
性
'
優
秀
性
を
強
調
す
る
に
は

経
典
に
よ
る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
'
不
思
議
に
も
遺
宜
は
天
人
と
の
感
通

に
よ
っ
て
裏
附
け
る
態
度
を
と
っ
て
い
る
｡
こ
の
一
見
矛
盾
と
も
み
ら
れ
る
戒

律
と
感
通
の
両
端
を
持
す
道
宜
の
態
度
は
'決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
-
'

貫
厩
に
は
自
力
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
合
理
的
な
生
活
規
範
た
る
戒
律

も
'碍
封
の
蹄
依
信
仰
な
く
し
て
は
困
難
な
た
め
で
あ
っ
た
と
み
る
｡宗
教
で
あ

り
信
仰
で
あ
る
併
教
で
あ
る
か
ら
に
は
､
戒
律
と
い
え
ど
も
信
仰
園
俵
の
方
便

で
あ
り
'信
仰
の
尊
露
た
る
紳
機
無
方
の
感
通
を
信
ず
る
の
ほ
嘗
然
で
あ
る
が
,

博
士
が
こ
の
よ
う
な
新
た
な
問
題
を
提
起
さ
れ
た
意
団
が
'
中
岡
併
教
史
の
究

極
の
目
的
を
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
確
信
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡

従
来
併
教
史
の
研
究
は
あ
ま
り
に
も
政
治
'
経
済
な
ど
に
偏
向
し
た
嫌
が
あ

る
と
批
判
す
る
む
き
も
あ
る
｡
あ
な
が
ち
不
富
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
併
教
が

中
国
社
菅
に
残
し
た
最
大
の
遺
産
は
一
倍
何
で
あ
っ
た
の
か
'
士
庶
の
心
を
深

く
と
ら
え
t
か
-
も
長
期
に
わ
た
っ
て
悌
教
を
持
額
さ
せ
え
た
の
は
果
し
て
高

度
の
理
論
と
か
教
義
で
あ
っ
た
の
か
'
こ
こ
に
憩
を
致
す
と
き
'
感
通
'
感
鷹

な
ど
の
意
義
が
高
-
評
債
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
感
通
説
話
に
は
種
々
雑
多
な

内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
が
t
.
い
ず
れ
も
荒
唐
無
稽
と
片
附
け
ら
れ
な
い
要
素
を

持
つ
｡
併
教
の
耐
秘
力
優
位
性
を
か
ざ
し
'
破
戒
を
戒
め
'
布
施
の
功
徳
を
説

き
'
異
端
邪
法
の
否
定
､
護
法
の
目
的
を
最
も
感
覚
的
に
訴
え
､
果
て
は
信
仰
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へ
と
導
く
教
化
の
役
割
を
に
な
う
d
単
純
素
朴
な
も
の､
で
は
あ
る
が
､
愚
夫
の

信
仰
に
於
い
て
だ
け
で
な
-
'
知
識
階
級
の
そ
れ
に
あ
っ
て
も
随
所
に
認
め
ら

れ
る
｡
と
す
れ
ば
臓
ん
に
流
布
し
た
償
産
な
ど
と
共
に
t.
士
庶
共
通
の
問
題
と

し
て
今
後
い
っ
そ
う
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
｡
欲
を
い
え
ば

遣
宜
の
史
家
と
し
て
の
立
場
と
感
通
の
こ
と
も
論
じ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
｡

第
十
章

刑
州
玉
泉
寺
西
秀
躍
師

第
十

一
章

荷
滞
紳
禽
碍
師

唐
代
中
期
に
お
こ
っ
た
南
北
南
開
宗
の
封
立
は
学
界
の
関
心
事
で
あ
り
'
隆

盛
を
誇
っ
た
北
宗
確
が
急
激
に
凋
落
L
t
南
宗
稗
が
柴
え
た
理
由
は
今
も
っ
て

未
解
決
の
ま
ま
で
あ
る
｡
雨
章
は
こ
の
問
題
に
直
接
か
か
わ
り
を
持
つ
両
者
の
･

支
持
者
'
在
俗
信
者
を
狙
上
に
あ
げ
'
間
接
的
に
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
｡

前
者
は
結
城
教
授
の
頒
詩
記
念
論
集
'
後
者
は
東
洋
史
学
論
集
二

｢中
国
の
敢

骨
と
宗
教
｣
所
収
の
も
の
に
よ
る
｡

北
宗
躍
六
蘭
の
紳
秀
の
檀
越
に
は
天
子
を
は
じ
め
皇
族
'
科
撃
官
僚
層
が
あ

る
O
彼
等
は
撃
塾
に
秀
で
た
教
養
人
で
あ
り
'
槽
勢
に
屈
せ
ず
誠
貨
な
人
格
を

の
長
者
､
豪
族
膚
で
あ
っ
た
｡
こ
の
南
沢
の
よ
っ
て
立
つ
敢
禽
基
盤
の
相
違
ほ

と
り
も
な
お
き
ず
'
官
廷
'
貴
族
や
大
官
と
結
合
す
る
こ
と
を
避
け
た
南
宗

と
､
そ
れ
を
否
定
し
な
い
北
宗
と
の
相
違
に
蹄
せ
ら
れ
る
と
す
る
｡
紳
骨
が
北

宗
に
参
稗
し
な
が
ら
'
北
宗
碍
排
撃
の
爆
弾
宣
言
を
行
な
っ
こ
と
は
有
名
で
あ

る
が
'
彼
の
行
動
に
つ
い
て
､
胡
適
､
宇
井
両
博
士
の
問
に
一
は
殉
教
的
英
雄

と
L
t

一
は
偏
狭
と
す
る
評
債
が
輿
え
ら
れ
て
い
る
｡
博
士
は
紳
秀
と
同
じ
手

段
を
用
い
'
新
た
な
評
贋
を
求
め
よ
う
と
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
両
帝
の
支
持
者

は
科
挙
出
身
者
や
知
識
人
が
多
-
､
何
れ
も
勤
勉
の
風
は
あ
っ
て
も
ほ
と
ん
ど

･
大
髄
を
知
ら
ず
､
乳
を
利
用
し
て
富
貴
を
と
る
野
心
家
的
積
極
性
に
富
み
'
悌

敬
を
政
治
的
に
利
用
す
る
者
が
多
か
っ
た
｡
こ
れ
に
く
ら
べ
､
競
争
相
手
で
あ

る
北
宗
の
普
寂
や
義
編
の
支
持
者
は
'
比
較
的
番
族
'
著
姓
な
ど
が
多
く
'
滞

節
'
剛
正
に
し
て
樺
貴
に
こ
び
な
い
学
者
肌
の
徒
輩
で
あ
っ
た
｡
両
派
の
封
立

は
配
合
の
轡
草
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
ず
､

｢菌
貴
族
と
い
わ
ず

1
般
に
膏
勢

力
に
安
定
し
ょ
う
と
す
る
一
派
が
北
宗
稗
に
止
ま
っ
た
の
に
反
し
'
新
時
局
の

展
開
を
望
む

1
板
は
荷
樺
宗

(紳
曹
浜
)
に
共
鳴
し
た
｣
と
さ
れ
'
後
者
は
安

史
の
乱
後
'
新
興
軍
閥
と
結
ぼ
う
と
し
な
が
ら
不
完
全
に
お
わ
り
'
つ
ぎ
の
時

代
を
背
負
う
主
流
と
は
な
り
え
ず
､
面
禽
自
身
も
新
帝
風
を
高
唱
し
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
'
南
北
爾
宗
い
ず
れ
と
も
つ
か
ぬ
過
渡
的
存
在
に
経
っ
た
と
結
ば
れ

て
い
る
｡

侭
を
と
り
ま
-
檀
信
徒
の
分
析
か
ら
南
北
両
種
の
封
立
と
い
う
大
問
題
に
挑

戦
す
る
の
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
反
面
危
険
も
多
-
'
き
わ
め
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
性

に
富
む
も
の
で
あ
る
｡
私
自
身
数
年
前
か
ら
同
じ
よ
う
な
方
法
を
と
っ
て
き
て

い
る
が
､
ま
ず
人
物
の
評
債
に
お
け
る
危
険
'
そ
れ
も
正
史
の
撰
者
と
そ
の
評

債
に
基
づ
-
自
己
の
評
債
と
い
う
二
重
の
危
険
を
犯
さ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
第
二

に
張
説
の
如
-
通
常
併
教
に
蹄
供
し
な
が
ら
道
教
を
も
崇
め
る
傾
向
そ
の
ま
ま

に
両
派
同
時
に
崇
仰
す
る
人
物
が
存
在
す
る
こ
と
｡
し
か
も
恰
国
に
お
い
て
す

ら
常
時
そ
れ
ほ
ど
宗
浜
な
る
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
問
題
で
あ
る
｡
第
三

に
'
詩
や
墓
誌
銘
の
滑
輿
な
ど
か
ら
'
交
友
の
程
度
は
仲
々
把
握
L
が
た
い
｡

第
四
に
紳
合
に
よ
っ
て
雨
板
の
封
立
が
表
面
に
出
さ
れ
た
開
元
二
十
二
年
で
あ

る
が
'
張
説
な
ど
ほ
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
支
持
者
で
あ
り
､
逆
に
普
寂
と
密
接

な
つ
な
が
り
の
あ
っ
た
王
維
す
ら
'
普
寂
の
須
後
へ
南
宗
稗
に
傾
い
た
事
賓
が

あ
る
よ
う
に
'
綿
密
な
時
代
考
設
'
前
後
関
係
の
検
討
が
要
求
さ
れ
る
｡
第
五

に
官
僚
の
分
析
が
行
な
わ
れ
て
も
'
貴
族
出
身
､
科
撃
出
身
と
1
線
を
劃
し
え

な
い
等
々
､
克
服
す
べ
き
幾
多
の
困
難
な
問
題
を
包
戴
し
て
い
る
｡
博
士
も
述
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ベ
ら
れ
る
と
お
り
'
宗
教
上
'
思
想
上
の
襲
化
が
配
合
奨
革
と
決
し
て
無
関
係

で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
れ
を
質
讃
す
る
た
め
に
は
思
想
教
理
を
含
め
た

併
教
関
係
の
再
換
討
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
'
他
の
分
野
か
ら
の
よ
り
充
質
し
た

研
究
成
果
を
期
待
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡

第
十
二
章

圭
峯
宗
密
躍
師

｢
小
笠
原
宮
崎
両
博
士
華
甲
記
念
龍
谷
史
壇

特
集
坑
｣
所
載
｡
宗
密
の
信
者
と
し
て
知
ら
れ
甘
露
の
麹
に
主
役
を
演
じ
た
李

訓
と
そ
の
鴬
沢
を
調
査
し
'
陰
謀
汚
職
も
い
と
わ
ぬ
権
勢
欲
の
強
烈
な
進
士
出

身
の
政
治
家
が
多
い
｡
こ
れ
は
強
い
世
俗
的
関
心
と
強
気
の
政
治
性
を
持
つ
い

わ
ば
政
僧
と
も
い
え
る
宗
密
の
1
両
を
示
し
'
か
た
や
荷
敷
兼
習
'
諸
宗
融
合

に
関
心
を
抱
-
縛
付
薬
休
が
影
の
形
に
そ
う
ご
と
-
に
親
密
で
あ
っ
た
の
は
'

宗
密
の
碍
教
綜
合
の
性
格
を
物
語
る
と
す
る
｡
宗
密
は
襲
休
と
同
じ
く
神
命
系

の
借
で
あ
っ
て
宗
智
の
折
衷
的
数
学
や
碍
撃
'
そ
れ
に
政
倍
の
性
格
は
荷
躍
宗

の
系
譜
を
受
け
つ
ぎ
'
宋
撃
に
影
響
し
三
教
融
合
へ
足
が
か
り
を
輿
え
た
｡
し

か
し
､
宗
密
を
媒
介
と
す
る
饗
展
で
は
な
-
'

1
旦
断
絶
し
新
ら
し
い
姿
で
展

開
し
た
と
さ
れ
る
｡
宋
撃
か
ら
遡
っ
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
'
傾
聴
す
べ
き

説
で
あ
ろ
う
｡

第
十
三
尊

不
空
三
蔵

｢東
洋
史
学
論
集
｣
三
の

｢
不
空
三
織
に
つ
い
て
｣

が
母
髄
O
密
教
の
大
家
不
空
が

l
世
を
鳳
雛
し
た
の
は
'
彼
が
大
呪
術
師
で
あ

っ
た
だ
け
で
な
-
､
国
家
多
難
の
際
に
巧
み
に
国
家
権
力
と
結
び

1
大
所
頑
固

家
沸
教
を
展
開
し
た
た
め
だ
と
L
t
軍
閥
'
官
官
と
の
む
す
び
つ
き
を
重
税
さ

れ
る
｡

第
十
四
章

報
鷹
信
仰

｢史
林
｣
四
〇
の
六

｢
六
朝
隔
唐
時
代
の
報
鷹
信

仰
｣
に
も
七
づ
-
O
沸
教
の
詮
-
困
果
報
鷹
の
思
想
が
併
数
侍
釆
嘗
初
の
人
士

を
驚
か
せ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
古
来
単
純
な
感
魔
の
考
え
し
か
な

か
っ
た
中
国
社
骨
に
賓
さ
れ
た
報
艦
思
想
が
廉
く
人
々
の
人
生
観
'
世
界
観
を

大
き
-
襲
え
た
で
あ
ろ
-
と
想
像
さ
れ
る
｡
本
章
は
六
朝
惰
唐
の
各
種
に
わ
た

る
報
慮
説
話
を
あ
げ
な
が
ら
中
国
的
要
素
と
憐
教
的
要
素
と
を
分
析
し
両
者
の

融
合
す
る
次
第
を
説
き
あ
か
し
へ
併
教
の
報
庶
信
仰
が
農
村
配
合
に
入
る
と
'

支
配
階
級
に
よ
り
罪
業
観
か
ら
宿
命
観
に
と
か
え
ら
れ
､
ま
た
併
教
が
深
く
中

国
文
化
と
接
欄
す
る
と
報
歴
信
仰
も
改
壁
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
た
と
諭
ぜ
ら
れ

る
｡
遣
宜
の
所
に
お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
'
感
通
や
偶
経
'
更
に
は
次
章
の

教
化
活
動
な
ど
と
共
に
'
報
鷹
も
併
教
と
い
う
信
仰
の
問
題
で
あ
る
か
ぎ
り
最

も
重
要
な
も
の
の
一
つ
で
博
士
も
恐
ら
-
国
家
や
政
治
の
面
だ
け
に
偏
っ
て
ほ

な
ら
な
い
と
い
う
配
慮
か
ら
附
加
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

第
十
五
章

併
教
徒
の
教
化
活
動

前
作
の
第
三
部
に
･｢併
教
徒
の
政
令
的

活
動
の
展
開
｣
と
題
し
て
五
章
に
わ
た
り
こ
の
方
面
の
探
求
が
な
さ
れ
た
｡
本

章
は
そ
れ
ら
を
蛍
展
さ
せ
'
理
論
化
し
た
も
の
と
い
え
る
｡
こ
こ
で
は
項
目
を

列
挙
す
る
に
と
ど
め
る
｡

｢併
教
教
育
と
法
施
の
理
論
｣
､
｢法
施
者
の
心
得
｣
～

｢講
経
と
封
論
｣'

｢講
座
の
賓
情
｣､

｢
俗
講
｣
'
｢隅
朝
の
特
殊
教
育
と
唐
代

の
教
授
｣
'

｢法
敵
義
邑
の
教
化
借
｣'

｢家
借

･
門
師
｣
と
な
る
｡
_

第
十
六
章

｢借
史
略
｣
考

賛
寧
の
名
著
伶
史
略
は
'
葉
子
野
の

｢突
略
｣

に
多
少
の
影
響
を
う
け
て
い
る
が
'
名
稀
は
と
も
か
-
宋
略
の
偲
裁
に
な
ら
っ

た
の
で
は
な
い
｡
借
史
略
内
の
引
用
書
に
最
も
多
く
み
え
る
の
は
席
末
の
借
玄

暢
の
摸
し
た

｢
三
貿
五
遅
固
｣
で
あ
っ
て
'
こ
の
書
は
玄
暢
が
禽
昌
の
贋
燐
に

抵
抗
L
t
併
法
博
行
の
年
代
な
ど
を
明
確
に
し
よ
う
と

は
か
†
た
も
の
で
あ

り
'
巻
数
は
勿
論
'
内
容
目
的
も
全
-

一
致
す
る
か
ら
､
簡
牢
は
多
-
こ
の
書

を
参
照
し
な
が
ら
も
新
た
な
る
構
想
を
練
り
'
併
教
と
国
家
確
力
と
の
協
力
を

説
い
た
も
の
と
み
る
｡

紙
数
が
轟
き
て
後
半
は
端
折
る
仕
末
と
な
り
ほ
て
た
｡
私
も
私
な
り
に
晴
唐

併
教
の
研
究
に
は
'
或
程
度
の
方
策
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
が
'
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本
書
の
一
部
を
除
き
他
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
本
格
的
に
手
掛
け
た
わ
け
で
も
な

-
'
積
極
的
に
さ
し
は
さ
む
べ
き
私
見
も
持
合
せ
な
い
賛
情
で
あ
る
｡
た
だ
全

健
を
通
著
し
た
か
ぎ
り
で
は
'
防
府
沸
教
の
特
色
な
り
性
格
な
り
を
究
明
し
よ

う
と
多
角
的
な
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に
封
し
て
は
千
寓
言
を
費
そ

う
と
も
完
全
な
解
答
は
得
ら
れ
ま
い
が
'
よ
し
ん
ば
陪
代
を
国
家
に
よ
る
宗
教

一
元
化
､
併
教
を
頂
鮎
と
す
る
三
教
並
存
'
併
敬
治
国
策
等
で
あ
る
と
容
認
し

て
も
'
唐
代
と
の
問
に
漸
縛
が
介
在
す
る
｡
勿
論
南
朝
併
数
の
研
究
方
法
の
違

い
に
も
原
因
が
あ
ろ
う
L
t
博
士
自
身
'
こ
れ
で
事
足
り
る
と
は
竃
も
考
え
て

お
ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
さ
り
と
て
こ
の
ま
ま
で
は
隔
代
の
延
長
と
い
う
印

象
を
輿
え
て
し
ま
う
｡
中
世
融
合
を
停
滞
と
み
れ
ば
別
で
あ
る
が
'
あ
-
ま
で

電
展
と
考
え
る
な
ら
宗
教
に
於
い
て
も
同
然
で
あ
っ
て
'
こ
の
際
'
併
教
を
頂

鮎
と
す
る
宗
教

一
元
論
の
ま
ま
で
は
宋
代
に
つ
な
が
ら
ず
困
る
こ
と
に
な
る
｡

経
っ
て
晴
代
の
研
究
と
同
様
'
唐
代
で
も
綜
括
し
た
見
通
し
を
立
て
て
欲
し
か

っ
た
｡
そ
れ
に
し
て
も
全
篇
に
わ
た
り
随
時
新
た
な
工
夫
が
施
さ
れ
多
大
の
稗

益
を
蒙
む
る
の
は
筆
者
の
み
で
は
な
い
と
信
ず
る
｡

盲
蛇
に
お
じ
ず
'
洩
撃
の
身
も
わ
き
ま
え
ず
'
折
に
ふ
れ
御
教
示
を
仰
ぐ
博

士
の
大
著
に
批
判
を
加
え
る
な
ど
お
こ
が
ま
し
い
限
り
で
は
あ
か
｡
け
れ
ど
も

月
並
な
讃
仰
に
経
る
の
は
博
士
に
封
す
る
最
大
の
冒
唐
だ
と
思
い
､
勉
強
の
つ

も
り
で
'
疑
問
や
不
満
を
披
鹿
す
る
な
ど
あ
え
て
非
樽
を
犯
し
た
｡
文
中
興
味

の
わ
-
ま
ま
盗
意
的
紹
介
を
L
へ
高
説
を
曲
解
し
た
り
望
覇
の
言
を
弄
し
た
と

こ
ろ
が
多
く
あ
る
と
思
う
が
'
深
-
寛
容
を
乞
う
次
第
で
あ
る
｡

最
後
に
博
士
は
昨
年
東
京
教
育
大
撃
を
定
年
退
官
さ
れ
た
由
｡
序
文
に

｢研

究
に
従
っ
て
い
る
時
の
私
に
は
'
い
ま
も
特
別
な
感
傷
の
よ
う
な
も
の
は
浮
ん

で
こ
な
い
｡
そ
し
て
将
来
も
変
ら
ず
自
己
の
途
を
歩
み
梧
け
た
い
｣
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
｡
今
後
も
健
康
に
留
意
さ
れ
後
学
の
た
め
更
に
第
三
㌧
第
四
の
著
作

を
世
に
問
わ
れ
る
の
を
鶴
首
し
て
待
つ
も
の
で
あ
る
｡

(藤
善

異
澄
)
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