
な
る
の
で
、
評
者
に
は
恰
好
の
勉
強
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
が
、
顧
み
て
単

な
る
紹
介
の
域
を
臨
な
か
っ
た
こ
と
を
恥
ず
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
A
5
判
、
三
〇
六
百
ハ
　
索
引
一
四
頁
　

一
九
七
五
年
二
月
　
創
元
社

　
　
　
　
　
三
〇
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
文
学
部
助
手
　
京

児
玉
　
識
著

『
近
世
真
宗
の
展
開
過
程
』

　
　
　
　
　
一
西
日
本
を
中
心
と
し
て
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山
　
中
　
寿
　
夫

　
真
宗
史
研
究
が
古
く
か
ら
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
そ
の
成
果

が
他
の
宗
派
の
歴
史
的
研
究
の
そ
れ
に
比
較
し
て
い
さ
さ
か
も
遜
色
が
な
い

よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
、
誰
し
も
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

い
わ
ゆ
る
宗
学
的
研
究
と
い
う
よ
う
な
｝
つ
の
枠
組
の
中
で
な
さ
れ
た
研
究

が
多
く
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
ち
新
し
い
問
題
意
識
に
も
と
つ
く
研
究
と
い

う
点
か
ら
み
れ
ば
、
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
今
般
、
笠
原
一
男
博
士
監
修
『
臼
本
宗
教
史
研
究
叢
書
』
の
中
の
一
冊
と

し
て
発
刊
さ
れ
た
本
雷
は
、
　
「
思
想
的
・
社
会
的
・
政
治
的
等
々
の
背
景
と

の
密
接
な
関
連
を
ふ
ま
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
の
本
質
を
多
角
的
視
野
に
立

っ
て
究
明
す
る
と
い
う
態
度
」
　
（
刊
行
の
辞
）
を
叢
書
全
般
に
貫
こ
う
と
い

う
方
針
に
忠
実
に
従
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
さ
し
く
真
宗
史
の
新

分
野
を
開
拓
さ
れ
た
箇
所
が
多
い
と
い
う
の
み
で
な
く
、
近
世
仏
教
史
の
本

質
あ
る
い
は
意
義
を
根
底
か
ら
問
い
直
そ
う
と
す
る
、
き
わ
め
て
大
胆
な
問

題
意
識
と
精
緻
な
方
法
に
み
ち
び
か
れ
た
妊
著
で
あ
る
。

　
そ
の
書
評
を
求
め
ら
れ
た
筆
者
は
、
久
し
く
真
宗
史
の
研
究
か
ら
遠
ざ
か

っ
て
お
り
、
適
格
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
重
々
承
知
し
て
い
る
も
の



定書

で
あ
る
が
、
著
者
か
ら
平
素
す
ぐ
れ
た
研
究
成
果
を
恵
与
さ
れ
、
学
恩
を
受

け
て
い
る
も
の
と
し
て
、
本
書
の
上
梓
を
蓑
心
か
ら
祝
福
申
し
上
げ
た
い
気

持
か
ら
、
あ
え
て
紹
介
か
た
が
た
批
評
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

最
初
に
章
節
の
み
を
列
挙
し
て
お
く
。

　
序
　
章
　
近
世
真
宗
史
研
究
の
動
向
と
課
題

　
　
第
一
節
　
戦
後
の
研
究
状
況

　
　
第
二
節
　
本
書
の
課
題

　
第
一
童
・
西
日
本
真
宗
の
源
流

　
　
第
一
節
　
明
光
派
の
進
出

　
　
第
二
節
　
興
正
寺
派
の
発
展

　
第
二
章
　
近
世
的
教
団
体
制
の
確
立
と
地
方
寺
院

　
　
　
　
　
　
　
一
堂
本
願
派
の
場
合
－

　
　
第
一
節
　
中
央
集
権
化
と
明
光
系
寺
院
の
動
向

　
　
第
二
節
　
興
正
寺
と
長
州
藩
寺
院
の
関
係

　
第
三
章
　
近
世
的
真
宗
寺
院
の
形
成
過
程

　
　
節
一
節
　
近
世
真
宗
寺
院
の
諸
形
態

　
　
第
二
節
　
聖
俗
分
離
政
策
と
小
寺
院
の
自
立

　
　
第
三
節
　
寺
中
制
の
解
体
と
本
願
寺

　
第
四
章
　
近
世
社
会
に
お
け
る
真
宗
寺
院
・
門
徒
の
特
質

　
　
第
一
節
　
寺
伝
を
通
じ
て
見
た
真
宗
寺
院
の
特
色

　
　
第
二
節
　
真
宗
と
神
舐
の
関
係
一
安
芸
山
県
郡
加
計
村
の
場
合
－

　
　
第
三
節
　
寺
格
昇
進
運
動

　
　
第
四
節
　
真
宗
門
徒
の
信
仰
生
活

　
　
第
五
節
　
真
宗
に
対
す
る
弾
圧
と
抵
抗

　
第
五
章
　
維
新
期
長
州
藩
真
宗
僧
の
政
治
動
向

第第第

節節節
二

村
田
清
風
の
真
宗
観

海
防
嘉
月
性
の
周
辺

討
幕
運
動
と
真
宗
僧

　
本
書
の
総
べ
ー
ジ
数
の
約
六
分
の
一
を
あ
て
、
戦
後
の
研
究
史
の
反
省
に

立
っ
て
本
書
の
課
題
を
追
求
さ
れ
る
序
章
の
部
分
に
は
、
著
者
の
ひ
た
む
き

な
近
世
真
宗
史
へ
の
意
欲
が
随
所
に
み
と
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
辻
善
之
助

氏
の
大
著
『
日
本
仏
教
史
』
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な
近
世
仏
教
史
研
究
の

意
義
の
軽
視
に
真
向
か
ら
反
対
し
、
史
料
的
に
は
地
方
庶
民
史
料
の
発
掘
、

領
域
的
に
は
経
済
史
・
思
想
史
と
の
関
連
研
究
を
目
ざ
し
、
方
法
的
に
は
地

域
差
を
重
要
し
、
民
衆
と
深
く
結
び
つ
い
た
真
宗
史
の
特
異
性
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
仏
教
史
研
究
の
価
値
を
飛
躍
的
に
高
め
る
こ
と

を
狙
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
眼
目
が
あ
る
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
、
第

二
章
以
下
の
実
証
的
記
述
に
対
す
る
理
論
的
部
分
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
従
来
の
多
く
の
す
ぐ
れ
た
研
究
の
評
価
と
限
界
の
指
摘
の
中
に
も
、

十
分
に
熟
さ
な
い
用
語
や
分
析
不
完
全
の
概
念
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
や

む
を
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
た
と
え
ば
「
教
団
的
真
宗
」
と
「
民
衆
真
宗
」

（
＝
一
ペ
ー
ジ
）
、
　
「
最
下
層
の
民
衆
」
の
間
に
だ
け
は
「
純
粋
な
信
仰
」
が

た
え
だ
え
な
が
ら
持
続
さ
れ
た
（
＝
二
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
た
ぐ
い
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
第
二
章
以
下
の
記
述
に
よ
っ
て
順
次
閉
ら
か
に
さ
れ
て

い
く
の
で
あ
る
が
、
　
「
最
下
層
の
民
衆
」
が
主
と
し
て
近
世
初
期
の
小
農
を

指
す
の
か
、
中
期
以
降
の
被
差
別
部
落
住
民
を
指
す
の
か
と
い
っ
た
疑
問
は

残
さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
解
明
を
期
待
し
た
い
。

　
要
す
る
に
著
者
は
在
来
の
研
究
者
が
軽
視
し
て
い
た
二
点
す
な
わ
ち
、
近
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世
の
排
三
論
に
対
す
る
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
と
、
地
域
差
の
配
慮
に

欠
け
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
本
書
の
課
題
を
排
仏
論
者
の
真
宗
観
か
ら
は

脱
落
さ
せ
ら
れ
て
い
る
真
宗
の
独
自
性
論
の
追
求
と
、
寺
院
形
態
・
信
仰
形

態
に
み
ら
れ
る
真
宗
教
団
の
多
様
性
の
究
明
と
に
お
き
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ

れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
西
日
本
各
地
一
と
く
に
長
州
藩
に
散
在
す
る
史

料
を
分
析
の
対
象
と
し
ょ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
（
四
六
ペ
ー
ジ
）
。
こ

の
点
に
こ
そ
本
書
の
価
値
と
真
骨
頂
と
が
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

三

　
第
一
章
は
鎌
倉
時
代
末
に
備
後
沼
隈
郡
地
方
に
根
を
お
ろ
し
て
い
た
初
期

真
宗
の
い
わ
ゆ
る
備
南
教
団
（
明
光
派
）
の
系
譜
と
そ
の
思
想
的
特
色
、
教

線
伸
張
の
範
囲
を
あ
と
づ
け
て
、
そ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
関
東
の
真
宗
の
系
統

で
あ
っ
て
永
ら
く
本
願
寺
派
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
つ
い
で
畿
内
寺
院
に
よ
る
西
日
本
へ
の
進
出
も
ま
た
、
本
願
寺
と
は
関

係
の
稀
薄
な
あ
る
い
は
無
関
係
と
も
い
う
べ
き
形
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
の

べ
、
そ
の
後
本
願
寺
と
直
接
結
び
つ
く
よ
う
に
な
る
経
過
を
、
山
口
端
坊
の

歴
史
を
中
心
に
解
明
し
つ
つ
、
本
願
寺
近
世
教
団
の
成
立
に
及
ん
で
い
る
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
備
南
教
団
を
形
成
し
た
諸
寺
院
が
、

東
国
武
士
の
西
遷
と
い
う
社
会
事
象
と
相
対
応
し
て
、
東
国
か
ら
移
転
し
た

も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
（
五
〇
ペ
ー
ジ
）
、
ま
た
、
こ
の
地
方
の
初
期
真
宗

寺
院
と
武
士
団
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
（
五
ニ
ペ
ー
ジ
）
を
の
べ
て

い
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
従
来
の
研
究
で
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
た
が
、
名
主
・

耕
作
農
民
・
商
人
を
そ
の
社
会
的
基
盤
と
す
る
本
願
寺
教
団
と
対
照
し
て
こ

の
よ
う
に
明
確
に
の
べ
ら
れ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
後
に

本
願
寺
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
以
後
も
、
異
端
的
要
素
を
残

し
て
教
団
内
に
緊
張
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
連
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
ほ
か
、
中
世
末
期
の
西
日
本
へ
の
真
宗
の
弘
通
に
つ
い
て
の
史
料
の

乏
し
さ
を
補
う
方
法
と
し
て
、
近
世
初
期
の
真
宗
寺
院
の
本
末
関
係
を
推
定

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
西
日
本
に
進
出
し
た
畿
内
寺
院
が
興
正
寺
（
お
よ
び
そ

の
末
寺
東
坊
・
端
番
）
・
仏
照
寺
・
善
教
寺
等
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
こ
と
も
澄
目
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
布
教
手
段
が
絵
像
や
勧

文
を
瀬
戸
内
海
の
通
商
交
易
ル
ー
ト
に
の
せ
て
売
り
出
す
と
い
う
、
本
願
寺

と
は
異
質
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
再
認
識
し
た
上
で
、
備
後
の
現
光
派

と
類
似
の
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
戦
国
大
名
か
ら
近
世
大
名
に
変
質
し
た
毛
利
・
小
早
川
氏
と
真
宗
と
の
関

係
が
き
わ
め
て
密
接
と
な
り
、
興
正
寺
の
末
寺
福
福
が
山
口
と
萩
と
に
設
け

ら
れ
、
長
州
藩
で
は
毛
利
琉
や
そ
の
家
瞳
団
が
真
宗
寺
院
と
多
く
婚
姻
関
係

を
結
ん
だ
事
実
が
あ
り
、
端
坊
は
そ
の
間
に
あ
っ
て
も
毛
利
氏
の
民
衆
支
配

を
円
滑
に
行
な
う
た
め
の
働
き
を
し
た
こ
と
は
、
山
口
端
坊
文
書
に
よ
っ
て

著
者
が
詳
細
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
何
故
に
強
ま
っ

た
か
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
る
の
は
惜
し
ま
れ
る
。
戦
国
末
期
の
西
国
真
宗

門
徒
の
行
動
が
支
配
者
を
お
び
や
か
す
ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
か

ろ
う
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
（
七
六
ペ
ー
ジ
）
、
支
配
者
側
の
み
で
な
く
信

仰
面
か
ら
被
支
配
老
た
る
民
衆
を
抱
濁
し
て
い
た
真
宗
寺
院
、
そ
れ
を
支
え

た
門
徒
の
動
向
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
知
り
た
い
の
は
、
ひ
と
り
筆
老
の
み

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
本
願
寺
の
東
西
分
派
の
際
の
西
国
寺
院
や
門

徒
の
動
向
と
も
関
連
す
る
が
、
西
日
本
に
お
け
る
西
本
願
寺
派
の
末
寺
獲
得

は
、
政
僧
端
坊
父
子
の
活
躍
と
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
、
他
地
域
は

と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
長
州
藩
に
お
い
て
は
そ
れ
が
い
え
る
こ
と
は
確
で

あ
る
と
さ
れ
る
の
は
（
八
○
ペ
ー
ジ
）
い
さ
さ
か
物
足
り
な
い
。
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僻書

四

　
近
世
的
教
団
制
の
確
立
過
程
と
そ
の
意
義
を
、
西
本
願
寺
派
の
場
合
を
例

と
し
、
芸
備
・
防
長
の
史
料
に
よ
っ
て
丹
念
に
追
求
し
た
第
二
章
は
、
以
下

の
第
三
、
第
四
章
へ
と
続
く
本
書
の
も
っ
と
も
精
彩
を
放
つ
部
分
の
一
つ
で

あ
る
。

　
ま
ず
備
後
国
山
南
光
照
寺
が
そ
の
下
寺
五
酉
余
ケ
寺
と
と
も
に
、
寛
永
八

年
本
寺
相
模
最
宝
寺
の
手
を
離
れ
、
西
本
願
寺
直
近
と
な
っ
た
事
態
に
つ
い

て
、
こ
れ
は
本
願
寺
の
中
央
集
権
化
政
策
の
表
現
で
あ
り
、
本
願
寺
の
傘
下

に
あ
っ
て
な
お
異
質
的
要
素
を
含
ん
で
い
る
寺
院
を
弱
体
化
す
る
こ
と
に
ほ

か
な
ら
ず
、
そ
れ
は
中
世
的
権
力
を
排
除
す
る
点
で
幕
藩
政
策
と
同
一
の
方

向
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
提
起
が
な
さ
れ
、

近
世
真
宗
教
団
の
社
会
的
基
盤
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
が
深

め
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
中
世
末
あ
る
い
は
近
世
初
期
に
多
数
の
隷
属
民

を
基
盤
に
し
た
真
宗
寺
院
（
尾
道
善
福
寺
の
例
）
が
、
隷
属
民
の
広
汎
な
自

立
化
の
時
期
に
檀
家
数
の
増
加
を
み
せ
、
経
済
的
に
安
定
す
る
わ
け
で
あ
る

が
、
西
本
願
寺
は
中
世
以
来
の
伝
統
的
寺
院
よ
り
も
以
上
の
よ
う
な
自
立
化

し
た
近
世
民
衆
を
基
盤
と
す
る
寺
院
を
取
り
立
て
よ
う
と
す
る
傾
向
を
み
せ

る
点
を
猪
志
し
て
い
る
。
こ
れ
は
小
農
民
自
立
政
策
に
よ
っ
て
中
世
的
在
地

土
豪
勢
力
を
一
掃
し
て
い
っ
た
幕
藩
権
力
の
基
本
政
策
と
あ
い
通
じ
る
も
の

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
（
九
六
ペ
ー
ジ
）
。
こ
の
よ
う
な
本
願
寺
の
毒

院
自
立
政
策
を
、
墓
藩
体
制
の
基
本
方
向
と
の
関
連
で
み
る
こ
と
は
従
来
に

は
な
か
っ
た
こ
と
で
、
本
書
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
幕
藩
権
力

の
小
農
艮
の
自
立
・
維
持
政
策
と
本
願
壽
側
の
末
寺
自
立
政
策
皿
本
願
寺
直

転
化
と
の
対
応
関
係
を
考
え
る
の
な
ら
ば
、
真
宗
寺
院
の
あ
り
方
、
規
模
・

形
態
に
も
ふ
れ
、
後
章
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
部
分
と
の
絡
み
あ
い
の
上
で
論

ず
る
の
が
至
当
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
本
願
寺
の

直
宋
化
政
策
一
中
央
集
権
化
政
策
が
、
幕
府
の
寺
院
対
策
と
矛
盾
す
る
も
の

で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
近
世
社
会
で
の
本
願
毒
教
団
の
新
な
発
展
は
、
幕

藩
体
制
に
と
っ
て
好
都
合
の
場
合
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
（
九
九
ペ
ー

ジ
）
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。

　
た
だ
し
長
州
藩
で
は
正
保
年
間
本
願
寺
末
寺
の
興
正
寺
と
そ
の
兼
帯
研
清

光
寺
が
領
内
の
真
宗
全
等
院
を
差
配
す
る
こ
と
と
な
り
、
時
代
の
く
だ
る
に

つ
れ
て
興
正
専
支
配
に
対
す
る
窯
跡
の
抵
抗
が
頻
発
す
る
傾
向
が
出
て
い
る

こ
と
か
ら
み
る
と
、
本
願
寺
の
中
央
集
権
化
政
策
と
藩
の
寿
院
統
制
と
は
か

な
ら
ず
し
も
同
一
の
方
向
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

　
近
世
的
真
宗
寺
院
の
形
成
過
程
を
論
ぜ
ら
れ
た
第
三
章
は
著
者
が
も
っ
と

も
精
力
を
費
し
て
取
り
組
ま
れ
、
独
自
の
見
解
を
世
に
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
で

問
題
点
も
多
い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
近
世
真
宗
寺
院
の
形
態
を
大
き
く
二
つ

に
分
か
ち
、
独
立
性
が
低
い
寺
中
・
下
道
量
的
形
態
を
と
る
も
の
と
、
中
世

的
権
威
を
残
し
た
大
寺
院
と
が
重
層
的
な
関
係
で
存
在
す
る
「
北
陸
的
」
寺

院
と
、
本
願
寺
と
直
結
し
、
二
亘
　
前
後
の
檀
家
を
も
つ
い
わ
ゆ
る
均
等
寺

院
の
形
態
が
大
部
分
を
占
め
る
「
長
州
的
」
寺
院
と
し
て
い
る
（
＝
一
三
ペ

ー
ジ
）
。
「
北
陸
的
」
寿
院
は
こ
れ
ま
で
研
究
が
ゆ
き
届
き
、
通
説
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
対
照
的
な
「
長
州
的
」

議
院
の
存
在
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
の
を
、
著
老
は

大
き
な
関
心
事
と
し
て
順
次
実
証
的
な
論
述
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と

も
に
、
両
者
の
う
ち
い
ず
れ
が
近
世
社
会
に
適
合
的
か
と
い
う
突
槍
提
起
を
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行
な
い
（
＝
一
八
ペ
ー
ジ
）
、
理
論
的
に
は
家
父
長
制
的
大
家
族
を
解
体
さ

せ
る
こ
と
が
基
本
で
あ
っ
た
近
世
社
会
体
制
に
対
し
て
「
長
州
的
」
寺
院
の

方
が
よ
り
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
門
徒
農
民
に
と
っ
て
も
共
同

体
1
1
村
・
部
落
の
寺
を
も
つ
こ
と
、
そ
れ
を
さ
ら
に
独
立
・
発
展
さ
せ
た
い

と
い
う
欲
求
を
も
つ
の
は
当
然
で
、
そ
の
方
向
で
現
出
し
た
の
が
「
長
州
型
」

寺
院
で
あ
り
、
支
配
者
側
に
と
っ
て
も
被
支
配
層
に
と
っ
て
も
、
よ
り
好
ま

し
く
よ
り
進
ん
だ
形
態
と
し
て
、
　
「
北
陸
的
」
よ
り
「
長
州
的
」
な
も
の
に

移
行
す
る
の
は
歴
史
的
必
然
で
あ
っ
た
と
論
ぜ
ら
れ
る
（
一
二
九
ペ
ー
ジ
）
。

こ
の
あ
た
り
が
も
っ
と
も
筆
者
と
し
て
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
部
分
で
あ
り
、

そ
れ
だ
け
に
疑
問
点
を
抱
い
た
こ
と
も
否
定
し
え
な
い
が
、
著
者
が
具
体
的

に
寿
院
形
態
の
変
遷
を
追
求
し
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
均
等
寺
院
化
の
傾

向
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
の
べ
ら
れ
た
こ
と
に
関
連
し
て
、
一
、
二

の
批
判
を
提
出
し
た
い
。
そ
の
一
は
近
世
真
宗
寺
院
の
形
態
分
類
を
二
つ
と

し
た
場
合
、
長
州
は
別
と
し
て
安
芸
・
石
見
・
豊
前
・
豊
後
な
ど
西
日
本
各

地
に
は
「
北
陸
的
」
形
態
の
寺
院
が
多
い
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。

安
芸
山
県
郡
加
計
村
の
場
合
を
例
に
あ
げ
論
ぜ
ら
れ
る
限
り
そ
れ
は
正
し
い

が
、
安
芸
の
場
舎
瀬
戸
内
沿
岸
・
島
嘆
部
の
寺
院
が
多
数
を
占
め
て
お
り
、

そ
れ
の
分
析
な
し
に
山
間
部
の
山
県
郡
の
例
で
安
芸
全
体
を
代
表
さ
せ
る
の

は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
次
に
一
八
世
紀
中
期
ま
で
に
は
、

ほ
ぼ
現
状
に
近
い
寺
院
体
制
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
長
州
藩
の
場
合
（
＝
二
一

ペ
ー
ジ
）
、
寺
号
を
取
得
し
て
独
立
す
る
の
に
必
要
な
本
山
へ
の
上
納
金
を

負
担
す
る
だ
け
の
経
済
力
は
、
地
下
の
檀
家
を
固
定
的
に
掌
握
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
が
、
壇
家
の
数
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
地
域
の
生
産
力
の

高
さ
、
檀
家
の
階
層
の
如
何
に
も
か
か
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ

う
に
概
括
し
て
よ
い
か
ど
う
か
に
は
疑
義
を
感
ず
る
も
の
で
あ
る
。
と
は
い

う
も
の
の
、
近
世
の
寺
院
形
態
の
変
化
を
現
在
状
況
ま
で
の
展
望
に
お
い
て

と
ら
え
、
中
国
地
方
に
は
三
つ
の
タ
イ
プ
の
真
宗
地
帯
が
あ
り
、
そ
れ
は
周

防
・
長
門
の
長
州
的
な
も
の
、
安
芸
地
方
の
安
芸
的
な
も
の
、
石
見
地
方
の

北
陸
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
賛
意
を
表
し
（
＝
二
五
ペ

ー
ジ
）
、
望
蜀
的
に
付
加
す
る
な
ら
ば
、
沿
岸
謹
話
的
な
も
の
は
考
え
ら
れ

な
い
か
と
い
う
こ
と
を
今
後
の
課
題
と
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
章
で
筆
者
は
さ
ら
に
精
力
的
に
、
小
寺
院
の
自
立
、
さ
ら
に
均
等
寺

院
化
へ
の
道
と
し
て
、
聖
教
分
離
政
策
を
と
り
あ
げ
、
長
州
の
「
法
名
本
」

「
赴
門
徒
」
　
（
辻
本
）
の
字
義
と
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
万
治
三
年
の
藩
の

辻
門
徒
禁
止
令
に
よ
り
、
居
村
に
君
臨
し
て
い
た
毛
坊
主
1
1
辻
門
徒
の
宗
教

的
・
世
俗
的
双
方
の
権
威
を
分
離
し
、
法
名
本
に
宗
教
的
権
威
を
持
た
せ
、

檀
家
を
固
定
化
し
て
経
済
的
に
安
定
さ
せ
、
独
立
心
の
高
い
均
等
寺
院
が
出

現
す
る
母
胎
と
な
っ
た
こ
と
を
の
べ
ら
れ
て
い
る
点
は
興
味
深
い
。
し
か
も
、

聖
俗
分
離
の
遅
速
、
な
い
し
は
時
期
の
ず
れ
が
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と

に
着
目
し
、
そ
れ
は
同
時
に
兵
農
分
離
や
小
農
自
立
の
進
展
度
た
と
え
ば
先

進
地
・
後
進
地
な
ど
の
地
域
差
に
も
相
応
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

を
暗
示
的
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
な
ど
は
（
一
四
八
ペ
ー
ジ
）
、
今
後
多
く

の
人
々
に
よ
っ
て
も
検
討
さ
れ
、
深
化
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
と
考

え
る
。
こ
れ
は
本
章
で
引
き
続
い
て
の
べ
ら
れ
て
い
る
寺
中
制
解
体
の
部
分

の
、
農
奴
主
的
土
地
経
営
の
土
豪
的
真
宗
寺
院
の
消
長
の
問
題
と
も
関
連
す

る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
、
寺
中
制
の
解
体
の
問
題
に
つ
い
て
、
本
寺
（
本
坊
）
と
寺
中
と

の
係
争
事
件
を
長
州
・
芸
州
両
為
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、
本
願
寺
の
寺
中
自

立
化
促
進
政
策
と
の
関
係
を
追
求
さ
れ
て
い
る
箇
所
は
、
芸
州
藩
の
そ
れ
に

つ
い
て
の
拙
稿
の
盲
点
を
指
摘
さ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た
意
味
で
、
謝
意
を
表
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評∫廷
t－1

し
た
い
。
寺
中
の
問
題
と
転
派
の
問
題
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

一1一一

／N

　
近
世
社
会
に
お
け
る
真
宗
寺
院
・
門
徒
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
た
第
四
章

は
き
わ
め
て
生
々
と
し
た
叙
述
で
あ
り
、
本
書
の
課
題
に
答
え
る
結
論
的
部

分
と
し
て
、
も
っ
と
も
読
み
ご
た
え
を
覚
え
る
論
考
で
あ
る
。
前
章
ま
で
の

分
析
が
主
と
し
て
本
願
寺
激
震
内
の
い
く
つ
か
の
地
域
の
比
較
に
終
り
、
他

宗
と
の
そ
れ
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
一
転
し
て
、
長
州
藩
内
の
同
一
地
域
に

お
け
る
真
宗
寺
院
と
他
宗
寺
院
と
の
寺
伝
の
比
較
研
究
を
行
な
い
、
真
宗
寺

院
側
に
み
ら
れ
る
流
動
性
と
求
心
性
、
す
な
わ
ち
上
級
寺
院
の
衰
退
あ
る
い

は
下
級
寺
院
の
上
昇
が
た
え
ず
行
な
わ
れ
、
ま
た
本
山
の
直
末
化
を
希
望
す

る
な
ど
の
、
本
山
に
対
す
る
求
心
運
動
が
い
ち
じ
る
し
い
こ
と
な
ど
の
特
質

を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
求
心
性
の
実
態
は
本
山
法
主
信
仰
で
あ
り
、

親
鶯
以
来
の
血
脈
梢
承
を
誇
る
歴
代
本
願
寺
法
主
の
人
神
的
権
威
に
も
と
つ

く
も
の
で
、
著
者
は
こ
れ
を
真
宗
的
呪
術
と
名
づ
け
、
本
来
多
神
数
的
な
霞

本
社
会
の
呪
術
的
な
信
仰
や
習
俗
を
否
定
す
る
こ
と
に
役
立
っ
た
と
説
い
て

い
る
（
一
八
八
ぺ
；
ジ
）
。
こ
の
よ
う
な
民
衆
生
活
史
の
中
に
入
り
こ
ん
だ
思

想
史
的
考
察
は
、
　
真
宗
に
お
け
る
神
紙
拒
否
の
運
動
に
お
よ
び
、
　
安
芸
の

「
け
き
よ
う
」
制
度
の
究
明
に
よ
っ
て
そ
の
社
会
的
基
盤
に
ま
で
メ
ス
を
入

れ
ら
れ
た
す
ぐ
れ
た
研
究
に
発
展
し
て
い
る
。
紙
面
の
都
合
上
、
そ
の
成
果

の
詳
細
を
紹
介
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
種
紙
拒
否
運
動
の
限
界
や
そ
の
社
会

的
意
義
の
考
察
に
、
具
体
的
な
事
例
が
紹
介
さ
れ
、
説
得
力
に
と
む
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
の
み
記
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
ほ
か
、
真
宗
寺
院
の
寺
格
昇
進
運
動
に
つ
い
て
の
考
察
の
中
で
、
そ

の
プ
ラ
ス
面
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
次
の
叙
述
は
種
々
検
討
す
べ
き
問
題
を
含

ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
世
本
願
寺
教
団
に
は
封
建
社
会
に
お
い
て
珍
し

く
伝
統
に
拘
泥
せ
ず
、
地
方
一
般
寺
院
な
ら
び
に
門
徒
の
努
力
の
成
果
を
あ

る
程
度
発
揮
で
き
る
世
界
が
、
開
か
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
の
評
価
で
あ
る

（
二
二
七
ペ
ー
ジ
）
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
教
団
の
体
質
も
教
団
の
近
代
化

・
罠
主
化
を
促
進
せ
ず
、
か
え
っ
て
法
主
の
絶
対
権
を
よ
り
強
化
す
る
方
向

に
の
み
作
用
し
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
あ
た
り
（
一
＝
一
九
ペ
ー
ジ
）
、
理
論
が

先
行
し
説
得
性
に
欠
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
論
述
は
「
か
ん
ま
ん
宗
」
と
呼
ば
れ
た
周
防
大
島
の
真
宗
門

徒
の
信
仰
生
活
の
紹
介
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
真
宗
に
対
す
る
支
配
者
側
か

ら
の
弾
圧
と
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
の
考
察
の
箇
所
で
も
み
ら
れ
る
。
蓮
如
教

義
と
い
わ
れ
る
勤
勉
・
倹
約
・
謙
譲
・
忠
孝
な
ど
の
通
俗
道
徳
が
近
思
商
人

に
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
反
面
、
支
配
階
級
の
指
導
と
は
無
関
係
に
民
衆

の
生
き
方
が
一
信
仰
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
そ
れ
を
民
衆
が
進
ん
で
遵
守
し

て
い
る
と
い
う
事
実
に
、
支
配
階
級
に
不
気
味
さ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ

っ
た
と
す
る
点
な
ど
（
二
五
一
ペ
ー
ジ
）
、
筆
者
に
は
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
間

題
だ
け
に
、
い
ま
少
し
史
料
に
よ
る
論
証
が
ほ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ

し
、
こ
の
こ
と
は
後
に
紹
介
さ
れ
る
弾
圧
と
抵
抗
の
実
例
が
無
意
味
で
あ
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

七

　
維
新
期
長
州
藩
真
宗
僧
の
政
治
的
動
向
を
検
討
さ
れ
た
第
五
章
は
、
近
代

真
宗
へ
の
展
望
を
含
め
て
の
本
書
の
結
論
的
な
要
素
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
以
前
の
研
究
領
域
と
い
さ
さ
か
異
な
る
こ
と
も
あ
り
、
い
わ
ば

附
説
的
な
論
稿
と
も
受
け
取
れ
る
の
で
筆
者
の
言
及
の
範
囲
外
と
す
る
こ
と

を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
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以
上
、
不
敏
・
菲
才
を
か
え
り
み
ず
、
誤
解
に
よ
る
妄
評
に
終
始
し
た
こ

と
を
深
く
著
老
に
お
詑
び
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
今
後
の
御
研
究
の
発
展

を
期
待
し
て
筆
を
お
く
も
の
で
あ
る
。
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吉
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弘
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八
O
O
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（
広
島
火
学
教
育
学
部
東
雲
分
校
教
授
　
広
島
市

日
日
倣
似
但
搾
・
　
王
備
心
毅
・
程
仙
一
兀
晶
鰍
・
侯
俊
儒
欝
　
郵
船
姫
糊

『
宋
人
伝
記
資
料
索
引
』

森
　
田
　
憲
　
司
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台
湾
の
鼎
文
書
局
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
た
『
宋
人
伝
記
資
料
索
引
』
全
六

冊
が
、
昨
年
十
二
月
で
完
成
し
た
。
第
一
冊
の
刊
行
は
一
九
七
四
年
四
月
で

あ
る
が
、
序
文
に
は
、
一
九
六
八
年
か
ら
編
輯
が
開
始
さ
れ
と
あ
り
、
九
年

間
の
歳
月
が
費
さ
れ
た
事
に
な
る
。
本
文
五
冊
に
は
、
四
五
〇
九
頁
に
亙
っ

て
、
丁
元
に
始
ま
り
簗
元
に
終
わ
る
一
万
五
千
人
（
凡
例
に
よ
る
）
の
宋
人

に
つ
い
て
、
そ
の
伝
記
に
関
す
る
資
料
が
、
五
百
五
種
の
材
料
か
ら
集
成
さ

れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
鐘
冊
と
呼
ぶ
に
値
し
よ
う
。

　
全
体
の
構
成
は
、
は
じ
め
の
五
冊
が
索
引
本
文
で
あ
り
、
第
六
冊
に
は
、

編
者
の
一
人
王
徳
毅
氏
の
手
に
な
る
「
別
名
字
号
封
諏
索
引
」
を
中
心
に
、

付
録
と
し
て
、
や
は
り
王
氏
の
「
宋
文
集
中
碑
銘
伝
記
資
料
不
著
名
緯
人
物

彙
考
」
　
（
原
載
『
史
原
』
第
六
期
）
・
「
評
『
宋
人
伝
記
索
引
』
」
（
原
載
『
史

原
』
第
五
期
）
の
二
編
と
、
　
ミ
遷
ミ
織
㍉
o
ミ
§
ミ
ミ
』
鮭
黛
瓠
鵠
幻
ミ
ミ
湧

く
o
H
図
×
×
H
＜
に
載
っ
た
本
書
へ
の
書
評
（
一
国
．
O
■
↓
頃
一
白
ρ
ロ
氏
）
が
転
載

さ
れ
、
さ
ら
に
、
既
刊
の
本
文
五
儒
に
つ
い
て
、
二
九
頁
に
の
ぼ
る
「
校
勘

記
」
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
第
六
冊
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
紹

介
に
と
ど
め
、
以
下
、
本
文
部
分
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
の
私
見
を
述
べ
る

こ
と
と
し
た
い
。




