
●
絵
解
き
の
源
流
と
展
開
,
-
こ
r
.
-
ニ
ー
モ
ー
毒
～
～
享
-
享
.
ニ
寺
-
ニ
ー
ラ
ー
^
-
"
I
l
l
l
'
-
喜
～
幸
-
～
享
～
≒
.
-
.
喜
-
寺
-
,
幸
-
幸
-
享
～
享
～
ニ
l
i
i
i
n
n
-
幸
-
-
享
～
～
寺
-
辛
-
圭
l
,
-
主
,
I
-
ミ
ラ
ー
幸
-
●
●
　
7

変
と
変
文

荒
見
泰
史

中
国
の
絵
解
き
と
〝
変
文
〟

今
日
、
中
国
の
絵
解
き
が
諭
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
必
ず
と
い
っ
て
良
い

ほ
ど
〟
変
文
″
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
。
こ
れ
ら
よ
り
み
て
も
、
斯
界

に
お
い
て
変
文
は
す
で
に
中
国
通
俗
文
学
史
上
重
要
な
作
品
で
あ
る
こ

と
が
広
-
知
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
絵
画
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
も
認

知
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

と
-
に
中
国
国
内
に
お
い
て
は
自
国
の
国
文
学
史
た
る
中
国
文
学
史

の
概
論
書
に
「
宋
代
講
本
」
、
「
明
清
小
説
」
に
先
立
つ
文
学
作
品
と
し

て
「
唐
代
変
文
」
　
の
一
大
項
目
を
た
て
て
い
る
も
の
す
ら
あ
り
、
中
国

(
-
)

文
学
史
上
の
一
発
展
段
階
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
重
要
な

作
品
で
あ
る
か
ら
中
国
の
人
文
学
系
専
攻
の
学
生
で
は
変
文
に
つ
い
て

知
ら
ぬ
も
の
は
な
い
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
中
国
に
お
い
て
は
、
論
考
へ
専
著
も
多
く
著
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
は
以
外
な
ほ
ど
基
礎
的
な
部
分
を
あ
つ

か
う
研
究
が
多
い
。
た
と
え
ば
変
文
の
研
究
で
は
、
写
本
を
調
査
翻
刻

し
テ
キ
ス
ト
の
細
部
に
つ
い
て
研
究
す
る
も
の
、
ま
た
は
変
文
と
同
じ

敦
燈
文
献
か
ら
周
辺
資
料
と
も
い
う
べ
き
資
料
を
捜
索
し
変
文
に
関
す

る
諸
問
題
を
研
究
す
る
も
の
へ
ま
た
は
広
-
文
献
記
載
を
調
査
し
変
文

に
関
連
す
る
記
載
を
捜
索
す
る
も
の
、
な
ど
が
お
お
い
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
に
お
い
て
、
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
〟
変

文
と
は
い
っ
た
い
何
か
″
と
い
う
も
っ
と
も
核
心
的
部
分
が
議
論
さ
れ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
研
究
が
多
い
の
は
、
じ
つ
は
変
文
に
つ
い
て
へ
　
い
く



つ
か
の
基
本
的
な
部
分
が
解
明
さ
れ
て
い
な
い
点
に
よ
る
。

た
と
え
ば
変
文
の
本
質
を
問
う
「
変
」
字
の
字
義
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ま
で
様
々
な
説
が
立
て
ら
れ
て
い
て
い
る
。

(
2
)

①
　
変
と
は
変
相
画
の
「
変
」
で
あ
る
。

②
　
変
と
は
南
朝
清
曲
中
の
「
変
歌
」
に
は
じ
ま
る
楽
曲
の
名
称
で
あ

r
a

る

③
　
変
と
は
「
変
更
」
と
い
う
意
味
で
、
経
典
を
わ
か
り
や
す
-
変
化

(
4
)

さ
せ
た
文
で
あ
る
。

④
　
変
と
は
「
変
怪
」
「
神
変
」
の
意
味
で
、
そ
の
よ
う
な
故
事
の
内

o

容
を
指
す
。

⑤
　
変
と
は
経
典
中
の
「
神
変
」
を
題
材
と
し
た
も
の
で
、
絵
画
で
表

(
6
)

し
た
も
の
が
「
変
相
」
へ
文
で
表
し
た
も
の
が
「
変
文
」
で
あ
る
。

変
の
語
義
に
つ
い
て
の
討
論
は
変
文
の
発
生
や
展
開
を
考
え
る
上
で

重
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
と
え
ば
変
相
の
変
と
考
え

れ
ば
、
変
文
は
絵
画
と
の
関
係
が
濃
厚
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
文

体
を
変
更
し
た
も
の
、
と
す
る
な
ら
ば
本
来
的
に
は
必
ず
し
も
絵
画
と

の
関
係
が
あ
っ
た
と
は
限
ら
な
い
。
経
典
内
の
「
神
変
」
物
語
の
内
容

を
指
す
も
の
と
す
れ
ば
、
経
典
中
の
教
義
、
教
理
を
解
釈
す
る
講
経
文

の
よ
う
な
も
の
は
変
文
に
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
⑤
は
い
わ
ば

①
'
④
の
折
衷
案
で
、
現
在
で
は
こ
れ
を
支
持
す
る
も
の
が
最
も
多

ヽ

j

 

0

-
∨

文
体
に
つ
い
て
も
数
説
あ
る
。

(
7
)

①
　
韻
文
体
で
あ
る
。

②
　
語
り
の
散
文
と
歌
唱
す
る
韻
文
を
交
互
に
な
ら
べ
る
講
唱
体
(
読

'v.,

唱
体
)
で
あ
る
。

③
　
語
り
の
台
本
あ
る
い
は
種
本
で
あ
り
、
文
体
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ

(
9
)る

。

以
上
の
よ
う
に
文
体
に
つ
い
て
す
ら
異
論
が
あ
る
。
今
日
で
は
②
の

講
唱
体
(
中
国
語
で
は
説
唱
体
ま
た
は
散
韻
相
聞
体
と
も
言
わ
れ
て
い
る
)
を

支
持
す
る
も
の
が
多
-
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
見
る

と
例
外
も
あ
る
た
め
(
後
述
)
へ
③
の
立
場
を
取
る
研
究
者
も
あ
る
。

混
乱
の
中
で
②
を
「
狭
義
に
い
う
変
文
」
へ
③
を
「
広
義
に
い
う
変
文
」

な
ど
と
称
し
、
両
説
を
併
用
し
て
い
る
論
文
は
数
多
い
。

ま
た
こ
の
文
体
に
関
す
る
説
に
'
上
述
の
変
の
字
義
に
関
す
る
説
を

組
み
合
わ
せ
、
変
文
は
絵
解
き
の
た
め
の
台
本
ま
た
は
種
本
で
あ
る
、

と
す
る
説
が
あ
る
。
と
-
に
講
唱
体
の
散
文
の
末
尾
に
絵
解
き
に
使
わ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
セ
ッ
ト
フ
レ
ー
ズ
　
「
看
-
-
処
」
「
且
看
-
-

げ">.I

処
」
こ
の
処
を
見
よ
が
お
お
-
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
変
文

は
講
唱
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
学
者
が
お
お
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
他
の
文
体
で
も
絵
画
と
の
関
係
は
否
定
で
き
な
い
わ
け

で
、
ほ
か
の
文
体
で
も
絵
解
き
の
種
本
、
手
控
え
と
し
て
使
用
さ
れ
た

可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
現
存
す
る
変
文
の
テ
キ
ス
ト
と
絵
画

で
は
'
莫
高
窟
壁
画
と
の
関
係
の
有
無
な
ど
数
説
が
あ
る
。

変
文
成
立
の
年
代
に
関
し
て
も
数
説
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
は
以
下

73　変と変文



の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

①
　
変
文
自
体
、
ま
た
は
原
型
と
な
る
も
の
が
六
朝
に
は
成
立
し
て
い

(
2
!た

。

3
)

②
　
変
文
は
唐
代
に
成
立
へ
発
展
し
た
。

③
　
五
代
か
ら
宋
に
か
け
て
つ
く
ら
れ
た
。

と
-
に
①
を
主
張
す
る
も
の
は
'
古
典
文
献
の
電
算
化
に
よ
っ
て
文

献
調
査
が
比
較
的
容
易
に
な
っ
た
近
年
、
さ
ら
に
古
い
時
代
に
遡
っ
て

用
例
を
捜
索
し
変
文
と
の
関
係
を
論
ず
る
傾
向
に
あ
り
、
古
い
も
の
で

は
変
文
の
起
源
を
東
晋
時
代
(
三
四
四
～
四
二
〇
年
)
に
遡
っ
て
考
え
る

a

も
の
す
ら
あ
る
。
②
は
も
っ
と
も
早
期
の
業
績
に
よ
る
も
の
で
、
唐
代

の
俗
話
と
変
文
を
結
び
つ
け
た
こ
と
に
よ
る
。
③
は
主
と
し
て
現
存
写

本
が
五
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
(
後
述
)
0

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
諸
説
紛
々
と
す
る
変
文
研
究
に
つ
い
て
、

l
'
変
文
の
文
体
に
つ
い
て
、
二
、
変
文
と
絵
画
と
の
関
係
に
つ
い

て
へ
三
、
変
文
成
立
の
時
代
に
つ
い
て
、
の
三
点
を
、
研
究
の
現
状
も

交
え
て
さ
ら
に
詳
し
-
紹
介
し
'
筆
者
の
意
見
を
ま
と
め
て
お
こ
う
と

お
も
う
。

変
文
と
は
な
に
か
　
-
変
文
写
本
の
発
見

変
文
と
は
'
近
年
発
見
さ
れ
た
現
存
テ
キ
ス
ト
よ
り
見
る
に
、
主
と
し

て
唐
末
か
ら
五
代
(
九
〇
七
～
九
五
九
年
)
・
北
宋
(
九
六
〇
～
二
二
七
年
)

初
期
に
(
敦
燈
で
は
い
ず
れ
も
帰
義
軍
節
度
使
支
配
時
代
)
筆
写
さ
れ
た
と

み
ら
れ
る
通
俗
文
学
作
品
の
一
種
で
、
絵
解
き
な
ど
の
語
り
物
に
使
わ

れ
た
台
本
へ
あ
る
い
は
種
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
変
文
を
用
い
た
語
り
物
は
'
文
学
発
展
史
の
う
え
で
は
宋
代
講

本
へ
明
清
小
説
へ
と
な
が
れ
る
通
俗
文
学
発
展
の
源
流
の
ひ
と
つ
と
位

置
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
'
現
在
の
文
学
史
観
か
ら
い
え
ば
た
し
か
に

重
視
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
士
大
夫
文
学
主

流
の
時
代
に
は
こ
の
よ
う
な
通
俗
作
品
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
は
き
わ
め

て
稀
で
、
変
文
は
当
時
の
流
行
が
す
た
れ
て
し
ま
う
と
'
テ
キ
ス
ト
や

そ
れ
に
と
も
な
う
絵
画
な
ど
も
後
世
に
伝
承
さ
れ
る
こ
と
は
な
-
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
か
-
て
、
変
文
は
近
年
の
発
見
に
至
る
ま
で
へ
千
年
も

の
間
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
二
〇
世
紀
初
頭
に
甘
粛
省
敦
燈
莫
高
窟
の
一
七
号
窟
で
発

(
1
3
)

掘
さ
れ
た
唐
代
の
寺
院
文
書
へ
　
い
わ
ゆ
る
敦
燈
文
献
の
な
か
か
ら
変
文

の
テ
キ
ス
ト
が
発
見
さ
れ
、
一
躍
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
っ
た
、
。
こ

の
時
代
が
、
た
ま
た
ま
五
四
運
動
前
後
の
時
期
に
重
な
っ
た
こ
と
も
注

目
を
集
め
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
当
時
の
中
国
文

学
界
は
、
人
民
、
通
俗
文
学
を
中
心
に
し
た
文
学
史
観
を
作
り
出
そ
う

と
い
う
新
た
な
方
向
に
向
か
っ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
一
躍
学
界
で
注
目
を
あ
つ
め
た
変
文
で
あ
る

が
、
現
存
す
る
全
て
の
文
献
が
一
時
に
斯
界
に
紹
介
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
'
主
と
し
て
敦
煙
文
献
が
手
書
き
の
抄
本
で
完
本

で
は
な
い
も
の
や
題
目
を
残
さ
な
い
も
の
が
多
-
、
徐
々
に
解
読
が
進
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め
ら
れ
る
の
を
待
つ
は
か
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
に
よ
る
。
ま
た
、
な

に
よ
り
も
敦
燈
文
献
は
五
万
点
と
膨
大
で
あ
り
、
し
か
も
イ
ギ
リ
ス
、

フ
ラ
ン
ス
、
日
本
へ
　
ロ
シ
ア
な
ど
当
時
の
列
強
諸
国
に
よ
っ
て
持
ち
去

ら
れ
、
各
国
の
研
究
機
関
で
の
整
理
状
況
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

(
3
)

と
い
う
歴
史
的
背
景
が
あ
る
。
と
も
か
く
現
在
わ
れ
わ
れ
の
目
に
す

る
こ
と
の
で
き
る
変
文
の
テ
キ
ス
ト
は
数
十
年
の
期
間
を
経
て
少
し
ず

つ
発
見
さ
れ
'
徐
々
に
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
心

に
留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
'
後
述
す
る
が
、

こ
れ
が
現
在
の
変
文
研
究
を
す
こ
し
複
雑
に
す
る
原
因
の
一
端
と
な
っ

て
い
る
と
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
ま
ず
こ
れ
ま
で
に
敦
燈
文
献
の
中
か
ら
発
見
さ
れ
た
変

文
の
写
本
を
紹
介
し
て
お
こ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
変
文
に
関
し
て
は

異
説
が
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
も
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
写
本
に

「
変
文
」
と
の
記
載
の
あ
る
も
の
の
み
を
紹
介
す
る
の
に
と
ど
め
る
。

少
な
-
と
も
題
目
に
「
変
文
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
紛
れ
も

な
-
変
文
で
あ
る
と
称
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
、
変
文
と
は
何
か
を

も
っ
と
も
先
入
観
も
な
-
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

現
存
す
る
写
本
の
な
か
で
変
文
の
名
称
が
残
さ
れ
て
い
る
の
は
以
下

の
一
七
点
で
あ
る
。

」

[
講
唱
体
(
説
唱
体
へ
散
韻
相
聞
体
)
]

『
破
魔
変
』

(
-
<
)
P
.
2
1
8
7
　
首
題
‥
降
魔
変
押
座
文

尾
題
‥
破
魔
変
1
巻

写
記
年
‥
紬
年
(
文
末
の
荘
厳
文
の
記
載
に
よ
る
)

『
降
魔
変
文
』

(
n
)
　
S
.
5
5
1
1

(
c
o
)
　
S
.
4
3
9
8

首
題
‥
降
魔
変
文
一
等

背
面
首
題
‥
降
魔
変
一
巻

写
記
年
‥
9
-
9
年
前
後
(
正
面
文
書
の
記
載
に
よ
る
)

『
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
』

(
-
*
)
S
.
2
6
1
4
　
首
題
‥
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
井
図
(
並
図
の
二

字
は
墨
で
抹
消
)
一
巻
井
序

写
記
年
‥
9
-
1
年
(
巻
末
識
語
に
よ
る
)

(
l
o
)
P
.
3
1
0
7
　
首
題
‥
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
1
巻
井
序
(
背
面

に
も
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
」
の
題
目
あ
り
)

写
記
年
‥
「
大
唐
国
-
-
戊
寅
年
」
　
の
識
語
あ
る
も

推
定
年
代
は
未
詳
。

蝣
*
)
P
.
2
3
1
9
　
首
題
‥
大
目
乾
達
冥
間
救
母
変
文
l
巻

尾
題
‥
大
目
機
連
変
文
一
巻

R
‥
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文

(

サ

ー

)

　

P

.

3

4

8

5

(
8
)
北
京
盈
7
 
6

(
北
京
7
7
0
7
)

『
八
相
変
』

首
題
‥
目
連
変
文

背
面
尾
題
‥
大
目
健
連
変
文

写
記
年
‥
耶
年
(
巻
末
識
語
に
よ
る
)
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(
9
)
北
京
雲
2
4
　
首
尾
と
も
に
題
目
の
記
載
無
し

(
北
京
8
4
3
7
)
　
参
考
‥
紙
背
に
『
八
相
変
』
　
の
記
載
あ
り

『
頻
婆
婆
羅
王
后
宮
綜
女
功
徳
意
供
養
塔
生
天
因
縁
変
』

(
3
)
　
P
.
3
4
9
1

『
醜
変
』

(
3
)
　
P
.
3
0
4
8

『
漢
将
王
陵
変
』

(
S
)
　
P
.
3
6
2
7

(
小
冊
子
)

(
2
)
　
S
.
5
4
3
7

(
小
冊
子
)

(
1
)
北
大
D
.
I

(
小
冊
子
)

[
韻
文
体
]

『
舜
子
変
』

(
S
)
　
S
.
4
6
5
4

背
面
首
題
‥
頻
婆
婆
羅
王
后
宮
綜
女
功
徳
意
供
養
塔

生
天
国
緑
変

首
題
‥
醜
女
縁
起

参
考
‥
文
中
に
「
醜
変
」
と
言
う
作
品
名
あ
り

写
記
年
‥
9
-
2
年
或
い
は
暇
年
(
背
面
識
語
に
よ
る
)

尾
題
‥
漢
八
年
楚
減
漠
興
王
陵
変
一
鋪

写
記
年
‥
9
-
9
年
(
識
語
に
よ
る
)

首
題
‥
漢
将
王
陵
変

首
題
‥
漢
将
王
陵
変

写
記
年
‥
9
-
1
年
前
後
(
識
語
に
よ
る
)

首
題
‥
舜
子
変
一
巻

写
記
年
‥
捌
年
(
識
語
に
よ
る
)

[
散
文
体
]

『
舜
子
至
孝
変
文
』

(
S
)
P
.
2
7
2
1
　
背
面
尾
題
‥
舜
子
至
孝
変
文
一
奄

『
劉
家
太
子
変
』

(
」
)
P
.
3
6
4
5
　
首
題
‥
前
漠
劉
家
太
子
伝

尾
題
‥
劉
家
太
子
変
一
巻

写
記
年
‥
眺
～
紺
年
と
推
定
さ
れ
る
(
識
語
の
「
大

漢
国
」
と
の
記
載
に
よ
る
)

題
名
や
題
記
に
「
変
文
」
も
し
-
は
「
変
」
　
の
文
字
の
あ
る
も
の

は
、
と
-
に
真
題
変
文
も
し
-
は
題
名
変
文
な
ど
と
よ
び
、
し
ば
し
ば

こ
れ
ら
を
分
析
す
る
研
究
手
法
が
と
ら
れ
る
。
す
-
な
-
と
も
上
記
の

一
七
写
本
は
ま
ざ
れ
も
な
い
変
文
で
あ
り
'
こ
れ
ら
の
共
通
点
を
帰
納

分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
他
の
題
名
の
な
い
写
本
を
変
文
で
あ
る
か

否
か
を
判
定
す
る
手
が
か
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

上
記
一
七
写
本
を
概
観
す
る
と
へ
ま
ず
文
体
に
つ
い
て
は
一
四
写
本

ま
で
が
講
唱
体
と
圧
倒
的
で
あ
る
。
し
か
し
'
他
の
三
写
本
の
文
体
を

考
慮
に
い
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
韻
文
体
、
散
文
体
と
文
体
の
異
な
る
作

品
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
絵
画
と
の
関
係
は
後
述
す
る
が
、
少

な
-
と
も
題
材
よ
り
み
た
場
合
へ
何
れ
も
変
相
画
、
壁
画
な
ど
絵
画
の

題
材
と
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
も
の
が
多
い
。
な
に
よ
り
も
「
降
魔
変
」

な
ど
「
-
・
・
・
変
」
と
の
題
名
は
変
相
画
の
題
名
と
共
通
し
て
い
る
。
年

I()



代
は
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
も
(
4
)
へ
　
(
5
)
　
の
9
-
0
年
前
後
、
新
し
い

も
の
は
(
8
)
、
(
3
)
　
の
9
-
0
年
前
後
と
'
現
存
テ
キ
ス
ト
よ
り
み
た
場

合
、
十
世
紀
の
半
ば
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

以
上
の
よ
う
な
特
徴
の
み
ら
れ
る
真
題
(
題
名
)
変
文
で
あ
る
が
、

以
下
の
章
で
は
こ
れ
ら
を
中
心
と
し
て
様
々
な
問
題
を
分
析
し
て
い
き

た
い
。

変
文
研
究
史
-
文
体
に
関
す
る
論
争

変
文
の
文
体
に
つ
い
て
諭
ず
る
前
に
、
上
述
し
た
よ
う
な
現
状
の
学

説
に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
し
-
紹
介
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
'
今
日
の
諸
説
が
形
成
さ
れ
る
に
至
っ
た
経

緯
に
は
'
単
な
る
文
献
研
究
の
進
展
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
-
、

時
代
背
景
と
い
う
要
素
も
関
係
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
は
敦
燈
文
献
の
発
見
に
ま
で
遡
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

敦
燈
文
献
の
発
見
は
さ
き
に
も
挙
げ
た
が
一
九
〇
〇
年
で
あ
る
。
し

か
し
'
こ
れ
が
始
め
て
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
一
九
〇
八
年
へ
北
京

s

で
の
こ
と
で
、
ス
タ
イ
ン
に
続
い
て
敦
燈
か
ら
数
千
巻
の
写
本
へ
絵
画

を
入
手
し
て
い
た
ぺ
リ
オ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
写
本
の
大
半

を
母
国
フ
ラ
ン
ス
に
搬
送
し
た
あ
と
、
と
-
に
貴
重
な
数
点
の
写
本
を

北
京
で
公
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
の
詳
細
に
つ
い
て
は
専
諭
も
お

お
-
撃
l
i
r
a
を
要
さ
な
い
が
'
こ
こ
で
少
し
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
'

公
開
当
初
、
羅
振
玉
氏
の
紹
介
文
『
敦
燈
石
室
書
目
及
発
見
之
原
始
』

(
一
九
〇
八
年
)
で
は
四
書
五
経
や
士
大
夫
文
学
に
つ
い
て
の
言
及
が
主

で
、
ま
だ
通
俗
文
学
作
品
が
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
い
な
い
と
見
ら
れ

(
1
9
)

る
点
で
あ
る
。

し
か
し
'
そ
の
後
の
五
四
運
動
前
後
か
ら
は
う
学
界
に
お
い
て
は
通

俗
文
学
作
品
が
偏
重
さ
れ
る
傾
向
が
つ
よ
-
な
り
、
一
〇
年
代
後
半
に

狩
野
直
喜
氏
ら
に
よ
っ
て
敦
燈
文
献
中
の
通
俗
的
な
叙
事
詩
や
散
文
体

IS)

文
献
が
紹
介
さ
れ
る
と
、
一
躍
し
て
敦
燈
文
献
の
文
学
史
上
に
お
け
る

・

2

,

価
値
も
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
れ
に
次
い
で
、
二
〇
年
代
の
半
ば
に
な
る
と
、
羅
振
玉
氏
『
敦
燈

零
拾
』
に
敦
燈
の
通
俗
文
献
の
中
に
、
は
じ
め
て
語
り
の
部
分
と
歌
い

文
句
を
交
互
に
繰
り
返
す
い
わ
ゆ
る
講
唱
体
(
説
唱
体
)
文
献
が
紹
介

さ
れ
る
と
、
評
弾
な
ど
近
代
以
降
の
語
り
物
と
の
関
係
が
強
-
意
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
研
究
史
上
そ
れ
ら
を
総
称
す
る
学
術
用
語
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
頃
に
は
ま
だ
作
品
名
を
残
す

写
本
は
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
〟
仏
曲
″
な
ど
の
名
称
が
試
み

s

に
つ
け
ら
れ
る
の
に
留
ま
っ
て
い
た
。

変
文
と
い
う
題
名
を
残
す
講
唱
体
『
大
目
乾
遵
冥
間
救
母
変
文
』
が

紹
介
さ
れ
た
の
は
こ
の
後
の
二
〇
年
代
末
の
こ
と
で
'
青
木
正
児
氏
へ

(
2
0
)

倉
石
武
四
郎
氏
に
よ
る
。
そ
れ
以
降
は
当
時
最
も
注
目
を
あ
つ
め
て
い

(
2
1
)

た
講
唱
体
の
総
称
と
し
て
変
文
の
名
称
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や

が
て
の
ち
の
変
文
=
講
唱
体
と
の
説
に
つ
な
が
っ
て
い
-
こ
と
と
な
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る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
と
き
に
は
既
に
ご
-
少
数
で
は
あ
る
が
講
唱
体
以

外
に
も
変
文
の
名
称
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
し
め
す
写
本
が
発
見
さ

(S)

れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
必
然
的
に
〟
変
文
と
は
文
体
に
は
か
か
わ

り
が
な
-
、
広
-
同
時
代
の
語
り
物
に
関
す
る
文
献
を
称
す
る
も
の
で

あ
る
″
と
の
説
も
唱
え
ら
れ
て
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
先
の
変
文
-
講
唱
体
と
考
え
る
研
究
者
た
ち
は
、
文
体
上
の
例

外
が
ご
-
少
数
で
あ
り
'
か
つ
時
代
の
要
求
も
あ
っ
て
か
こ
れ
ら
を
ご

3珊E

-
少
数
の
例
外
と
す
る
立
場
を
と
り
、
結
局
二
説
が
対
立
し
て
現
在
で

も
結
論
は
出
て
い
な
い
。
専
門
の
研
究
論
文
に
す
ら
し
ば
し
ば
「
広
義

に
い
う
変
文
」
で
あ
る
と
か
「
狭
義
に
い
う
変
文
」
な
ど
と
い
う
言
い
ま

わ
し
が
登
場
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
い
き
さ
つ
に
よ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
筆
者
の
最
近
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
さ
き
の
目
録
に
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
現
存
す
る
真
題
変
文
の
み
か
ら
み
て
も
、
韻
文
体
の
変

文
、
散
文
体
の
変
文
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
が
な
い
。

一
七
の
真
題
写
本
の
な
か
で
、
大
半
の
一
四
ま
で
が
講
唱
体
で
あ
っ

た
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
研
究
者
も
多
い
が
、
講
唱
体
が
比
較
的
整
っ
た

台
本
的
な
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
の
に
対
し
、
散
文
体
や
韻
文
体
が
種
本
、

手
控
え
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
こ
と
を
考
え
た
場
合
へ
単
な
る
種
本
ゆ

え
に
題
目
が
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
と
も
不
自
然
さ
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
明
ら
か
に
『
降
魔
変
文
』
　
の
韻
文
部
分
の
み
を

抜
書
き
し
た
P
.
4
5
2
4
や
'
『
劉
家
太
子
変
』
　
の
一
部
を
の
み
を
抜
き
書

き
し
た
P
.
4
6
9
2
、
P
.
4
0
5
1
な
ど
と
い
う
写
本
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
も

題
目
を
残
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
敦
燈
文
献
の
な
か
に
は
'
散
文
体
変
文

に
類
似
す
る
、
故
事
を
抄
録
し
た
手
控
え
、
メ
モ
書
き
と
も
み
ら
れ
る

写
本
が
お
お
-
見
ら
れ
て
い
る
が
'
い
ず
れ
も
題
目
は
記
載
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
れ
ら
と
変
文
の
関
係
は
完
全
に
解
明
さ
れ
た
訳
で
は
な
い

が
、
多
-
の
写
本
が
変
文
と
深
い
結
び
つ
き
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

(
2
4
)

は
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
真
題
変

文
の
比
率
だ
け
で
は
講
唱
体
が
本
当
に
圧
倒
的
多
数
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
は
判
断
で
き
な
い
。

少
な
-
と
も
筆
者
は
、
変
文
と
は
何
ら
か
の
用
途
を
も
っ
て
命
名
さ

れ
た
名
称
で
あ
っ
て
'
特
定
の
文
体
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。こ

れ
は
、
変
文
の
文
体
分
析
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
上
述
一
七
種
類
の
変
文
は
、
と
-
に
散
文
部
分
の
文

体
に
不
統
一
さ
が
見
ら
れ
る
点
に
よ
る
。
具
体
的
に
は
散
文
に
よ
る
描

写
の
部
分
に
、
い
わ
ゆ
る
古
文
体
、
餅
文
体
、
六
言
の
賦
体
が
不
統
一

に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
金
文
京
氏
が
始
め
て
疑

(ĉ

問
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
筆
者
の
推
定
で
は
、
こ
れ

ら
は
異
な
る
文
体
の
作
品
を
抜
書
き
し
て
'
新
た
な
作
品
を
作
り
出
し

た
た
め
に
お
こ
っ
た
現
象
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
論
拠
と

な
る
め
が
(
」
)
S
.
4
6
5
4
『
舜
子
変
』
と
(
S
)
P
.
2
7
2
1
3
日
面
文
書

『
舜
子
至
孝
変
文
』
の
文
体
分
析
の
結
果
で
あ
る
。
こ
の
点
は
拙
稿
に

(cァ)

数
度
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
が
'
要
約
す
れ
ば
'
(
S
)
　
の
P
.
2
7
2
1

-tf



V
『
舜
子
至
孝
変
文
』
は
'
六
言
賦
体
の
作
品
(
恐
ら
-
は
(
S
)
S
.

4
6
5
4
『
舜
子
変
』
と
同
系
統
の
作
品
)
と
h
 
P
.
2
6
2
1
『
(
擬
題
)
者
子
伝
』

の
文
言
体
へ
　
そ
し
て
七
言
韻
文
二
種
(
S
.
3
8
9
『
(
擬
題
)
孝
子
伝
』
中
に

記
載
さ
れ
る
も
の
と
同
系
統
の
も
の
)
と
、
少
な
-
と
も
す
で
に
存
在
し

て
い
た
一
二
種
類
以
上
の
作
品
を
繋
ぎ
合
わ
せ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
こ
の
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
る
作
品
は
'
講
唱
体
文
献

(tsi)

中
で
も
『
降
魔
変
文
』
な
ど
幾
つ
か
の
文
献
に
も
多
-
見
ら
れ
、
ま

た
、
も
っ
と
も
甚
だ
し
い
作
品
と
し
て
は
『
八
相
変
』
へ
　
『
悉
達
太
子
修

道
因
縁
』
へ
『
太
子
成
道
経
』
な
ど
一
連
の
仏
伝
物
語
の
作
品
が
あ
げ
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
同
じ
仏
伝
物
語
で
あ
る
が
、
中
で
は
五

言
韻
文
を
七
言
韻
文
に
書
き
換
え
た
り
、
韻
文
体
を
散
文
中
に
取
り
入

れ
た
り
、
韻
文
を
入
れ
た
り
入
れ
な
か
っ
た
り
と
改
編
が
と
-
に
著
し

ヽ
一
〇

、

.

∨

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
は
'
現
存
す
る
い
-
つ
か
の
変
文

テ
キ
ス
ト
が
、
記
録
し
て
後
世
に
残
そ
う
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
書
か

れ
た
も
の
で
は
な
く
へ
　
あ
-
ま
で
も
l
時
的
に
、
芸
人
な
ど
の
た
め
の

閲
覧
用
か
、
実
用
に
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
お
そ
ら
-
は
実
際
の
講
唱
の
形
式
に
応
じ
て
、
既
成
の
文

か
ら
必
要
な
部
分
を
取
捨
選
択
し
て
繋
ぎ
合
わ
せ
へ
あ
る
い
は
韻
文
を

付
け
加
え
た
り
削
除
し
た
り
、
ま
た
あ
る
い
は
歌
唱
法
に
よ
っ
て
五
言

を
七
言
に
変
え
た
り
と
し
た
も
の
よ
う
で
、
臨
機
応
変
に
繋
ぎ
合
わ
き

れ
た
こ
と
を
想
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
文
体
を
調
査
す
る
と
、
変
文
と
は
、
語
り
の
台
本
も
し

く
は
種
本
と
し
て
徐
々
に
文
体
を
整
え
な
が
ら
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
て
成
立

し
て
い
る
か
の
よ
う
で
'
変
文
が
講
唱
体
な
ど
の
特
定
の
文
体
を
指
す

名
称
と
は
考
え
に
-
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
へ
前
節
に
'

〟
変
文
は
経
典
な
ど
の
文
体
を
変
更
し
た
作
品
で
成
立
も
六
朝
時
代
に

ま
で
遡
る
″
と
の
説
を
招
介
し
た
が
、
上
記
の
よ
う
な
現
象
を
考
慮
に

い
れ
る
な
ら
ば
へ
仮
に
六
朝
に
早
期
の
変
文
が
実
在
し
た
と
し
て
も
つ

我
々
が
目
に
し
て
い
る
五
代
の
テ
キ
ス
ト
と
は
相
当
に
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

変
文
と
変
相
-
絵
解
き
と
の
関
係

変
文
が
絵
解
き
講
唱
の
台
本
で
あ
る
と
の
説
は
、
も
っ
と
も
説
得
的

に
思
わ
れ
る
。
文
体
な
ど
で
様
々
に
異
説
が
有
る
と
は
い
え
へ
い
ず
れ
の

説
も
絵
解
き
台
本
説
と
併
用
し
て
矛
盾
が
な
い
た
め
、
絵
解
き
台
本
説

は
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
が
支
持
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。

こ
れ
は
へ
二
〇
年
代
の
研
究
草
創
期
の
こ
ろ
に
は
す
で
に
現
れ
た
説

で
、
『
降
魔
変
』
、
『
太
子
成
道
変
』
等
の
名
称
が
'
張
彦
遠
『
歴
代
名

画
記
』
等
に
い
う
「
西
方
変
」
へ
　
「
金
剛
変
」
へ
　
「
浄
土
変
」
へ
「
維
摩
変
」

と
い
っ
た
変
相
画
へ
密
教
に
言
う
「
里
奈
羅
絵
」
の
名
称
と
酷
似
す
る

と
こ
ろ
か
ら
指
摘
さ
れ
た
も
の
で
'
内
藤
湖
南
氏
、
倉
石
武
四
郎
氏

(&)

(
一
九
二
七
年
)
の
指
摘
が
も
っ
と
も
早
い
。
こ
の
説
は
'
の
ち
に
①
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『
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
』
　
に
「
並
図
」
　
の
二
字
が
あ
る
こ
と
(
矢

吹
慶
輝
氏
一
九
三
二
(
S
)
　
②
『
全
唐
詩
』
吉
師
老
「
看
萄
女
転
昭
君
変
」

に
「
画
巷
間
時
塞
外
雲
」
の
句
が
あ
る
こ
と
(
津
田
瑞
穂
氏
一
九
三
九

(S)午
)
、
③
P
.
4
5
2
4
の
『
降
魔
変
画
巻
本
』
　
の
背
面
に
『
降
魔
変
文
』
　
の

韻
文
部
分
が
記
さ
れ
、
画
巻
本
を
聴
衆
に
見
せ
な
が
ら
変
文
の
説
唱
が

R

行
わ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
(
V
.
N
.
N
i
c
o
l
a
s
一
九
五
四
年
)
、
④

「
王
陵
変
」
冒
頭
の
韻
文
前
の
「
従
此
一
鏑
へ
便
是
変
初
(
こ
こ
か
ら
一

鎌
、
い
よ
い
よ
変
の
始
ま
り
で
す
)
」
、
ま
た
「
王
昭
君
変
文
」
中
段
の

「
上
巻
立
鋪
軍
、
此
入
下
巻
(
上
巻
の
絵
は
こ
こ
ま
で
で
'
こ
こ
か
ら
下
巻

に
入
り
ま
す
)
」
と
あ
る
「
鋪
」
字
が
絵
画
を
数
え
る
単
位
で
あ
る
こ
と

(
3
2
)

(
水
谷
真
成
氏
一
九
五
七
年
『
大
谷
支
那
学
報
』
第
2
号
)
、
⑤
北
京
7
7
0
7
に

見
ら
れ
る
空
自
部
分
が
絵
画
を
書
き
込
む
た
め
に
あ
け
ら
れ
た
空
間
と

見
ら
れ
へ
　
『
日
蓮
救
母
変
文
』
　
に
絵
画
を
伴
う
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え

(
3
3
)

ら
れ
る
こ
と
。
な
ど
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
に
補
強
さ
れ
て
い
る
。
変

文
と
絵
画
と
の
関
係
は
も
は
や
疑
う
余
地
は
な
い
と
い
っ
て
良
い
。
ほ

か
に
'
⑤
変
文
の
変
を
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
c
i
t
r
a
の
翻
訳
語
で(

3
4
)

あ
り
'
変
化
へ
変
奇
と
と
も
に
画
解
の
意
味
を
持
つ
」
と
す
る
も
の

(
周
一
良
一
九
四
七
年
「
読
唐
代
俗
話
考
」
『
大
公
報
・
図
書
館
周
刊
』
第
6

期
)
、
⑥
変
文
を
「
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
m
a
星
a
l
a
里
奈
羅
で
あ

(
3
5
)

る
」
　
と
す
る
も
の
　
(
関
徳
棟
一
九
四
九
年
「
略
説
「
変
」
字
的
来
源
」
『
大
晩

報
・
通
俗
文
学
』
第
2
5
期
)
な
ど
も
つ
変
文
へ
変
相
図
に
つ
か
わ
れ
る

「
変
」
字
の
語
源
か
ら
'
変
文
が
本
質
的
に
絵
画
と
結
び
つ
-
も
の
で

あ
る
と
の
説
を
補
強
し
て
い
る
。

も
う
一
点
、
変
文
テ
キ
ス
ト
か
ら
も
絵
画
と
の
関
係
を
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。
と
い
う
の
は
'
一
部
の
講
唱
体
写
本
の
散
文
と
韻
文
の
間
の

部
分
、
つ
ま
り
散
文
で
の
説
明
が
終
わ
っ
て
韻
文
を
読
み
始
め
る
前
の

部
分
に
　
「
看
-
-
処
」
へ
　
「
且
看
-
-
処
」
　
(
-
-
の
場
面
を
見
て
-
だ
さ

い
)
な
ど
の
'
変
文
が
絵
解
き
で
あ
っ
た
こ
と
を
お
も
わ
せ
る
セ
ッ
ト

フ
レ
ー
ズ
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
S
.
2
6
1
4
『
大
目
乾
連
冥
間
救
母
撃
文
』
　
に
は
「
-
-
処
」

(
1
3
箇
所
)
、
「
看
-
-
処
」
　
(
1
箇
所
)
へ
　
「
且
看
-
-
虞
」
　
(
-
箇
所
)
な
ど

が
あ
る
。先

得
阿
羅
[
漢
]
果
、
後
雷
撃
道
、
看
日
蓮
深
山
坐
樺
之
虞
へ

80

且
見
八
九
個
男
子
女
人
、
閑
閑
無
事
へ
　
目
連
向
前
間
其
事
由
之

虞
、
-
-

唯
有
啓
開
世
尊
へ
鷹
知
済
抜
[
之
]
路
。
且
看
[
輿
]
母
飯
虞
、

類
似
す
る
記
載
は
、
『
降
魔
変
文
』
　
に
も
「
-
-
若
為
」
　
(
-
箇
所
)
、

「
-
-
若
為
陳
」
　
(
-
箇
所
)
、
「
-
-
之
虞
」
　
(
-
箇
所
)
、
「
-
-
虞
、
若



為
」
(
1
1
箇
所
)
へ
「
看
-
-
虞
、
若
為
」
(
-
箇
所
)
へ
「
-
-
虞
若
為
」

(
1
箇
所
)
、
「
且
看
-
-
、
若
為
陳
説
」
(
2
箇
所
)
等
が
み
ら
れ
、
ま
た

『
漢
牌
王
陵
変
』
に
も
「
-
-
虞
」
(
1
箇
所
)
、
「
看
-
∵
虞
へ
謹
為
陳

説
」
(
1
箇
所
)
、
「
而
為
樽
説
」
(
-
箇
所
)
、
「
虞
へ
若
為
陳
説
」
(
2
箇

所
)
、
「
若
為
陳
説
」
(
-
箇
所
)
、
「
而
為
輯
説
」
(
1
箇
所
)
な
ど
が
み
ら

7"|:Q>'

須
達
既
見
門
閲
へ
尋
光
直
至
備
所
、
旋
緯
数
十
飴
匝
、
喝
専
精
之

心
、
注
目
脆
仰
尊
顔
。
悲
喜
交
集
虞
へ
若
為
陳
[
説
]
、
・
・
・
-

『
降
魔
変
文
』

舎
利
弗
共
長
者
商
度
虞
若
為
、
-
-
　
　
　
　
『
降
魔
変
文
』

不
那
聖
力
加
被
、
須
奥
向
周
。
飴
残
数
歩
己
来
、
大
段
欲
遍
。
看

布
金
虞
、
若
為
へ
・
-
-
　
　
　
　
　
　
　
　
『
降
魔
変
文
』

舎
利
弗
見
此
蟻
子
、
含
笑
野
顔
、
封
須
達
砥
陀
説
宿
因
之
虞
、

『
降
魔
変
文
』

且
看
詰
問
事
由
へ
若
為
陳
説
へ
-
-

『
降
魔
変
文
』

こ
れ
も
た
し
か
に
変
文
が
絵
解
き
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
を
説

明
す
る
証
拠
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
へ
先
の
変
文
の
文

体
は
講
唱
体
で
あ
る
と
の
説
を
主
張
す
る
研
究
者
た
ち
か
ら
は
'
変
文

が
絵
解
き
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
な
ら
ば
こ
れ
ら
は
必
要
不
可
欠
な
セ
ッ

ト
フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
へ
　
こ
の
セ
ッ
ト
フ
レ
ー
ズ
が
な
い
　
(
つ
ま
り
は
講

唱
体
で
も
な
い
)
作
品
は
変
文
で
は
な
い
と
の
主
張
に
ま
で
発
展
し
て

(
3
6
)

い
る
。
こ
の
論
理
は
あ
る
程
度
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
、
現

在
で
は
多
-
の
研
究
者
が
こ
れ
に
よ
っ
て
お
り
へ
ま
た
題
名
の
な
い
テ

キ
ス
ト
が
変
文
で
あ
る
か
否
か
を
判
定
す
る
う
え
で
の
根
拠
と
も
さ
れ

て
い
る
。

以
上
の
諸
説
を
も
と
に
'
以
下
に
改
め
て
絵
画
と
真
題
変
文
の
関
係

を
考
え
て
み
よ
う
と
お
も
う
。

講
唱
体
の
『
破
魔
変
文
』
、
『
降
魔
変
文
』
へ
『
王
陵
変
』
へ
『
大
目
乾
連

冥
間
救
母
変
文
』
へ
『
醜
女
縁
起
』
、
『
頻
婆
婆
羅
王
后
宮
綜
女
功
徳
意
供

養
塔
生
天
因
縁
変
』
で
は
、
い
ず
れ
も
上
述
の
よ
う
な
セ
ッ
ト
フ
レ
ー

ズ
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
強
い
て
反
論
が
出
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
存
す
る
壁
画
と
し
て
も
、
『
降
魔
変
文
』
な
ど

は
『
労
鹿
又
闘
聖
変
』
が
唐
末
か
ら
五
代
頃
に
お
お
-
描
か
れ
て
い
る

(
3
7
)し

、
P
.
4
5
2
4
の
画
巻
本
が
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
も
触
れ
て
い
る
。
『
醜

女
縁
起
』
は
、
画
巻
本
が
あ
っ
た
と
す
る
証
拠
こ
そ
な
い
が
へ
　
こ
の

「
醜
女
変
美
」
の
故
事
は
当
時
流
行
し
て
い
た
と
見
え
て
、
莫
高
窟
晩

唐
の
九
八
、
一
四
六
号
窟
壁
画
に
も
「
波
暗
羅
醜
女
変
美
」
変
相
画
が

み
ら
れ
る
。
た
し
か
に
講
唱
体
文
献
と
絵
画
の
関
係
を
調
査
す
る
と
'

文変と変l
l

C
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両
者
の
関
係
を
説
明
し
得
る
資
料
は
お
お
い
。

し
か
し
'
筆
者
の
考
え
で
は
、
さ
き
の
T
七
点
の
真
題
変
文
中
、
文

体
上
例
外
で
あ
っ
た
三
写
本
に
つ
い
て
も
絵
画
を
と
も
な
っ
て
い
た
可

能
性
は
否
定
で
き
ず
、
講
唱
体
で
は
な
-
と
も
絵
解
き
の
テ
キ
ス
ト
と

す
る
こ
と
に
検
討
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。

少
な
-
と
も
孝
子
の
話
は
武
梁
嗣
漢
墓
な
ど
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に

漢
代
以
前
か
ら
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
、
古
-
か
ら
絵
画
の
題

材
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。
と
-
に
孝
子
舜
子
と
し

ば
し
ば
併
記
さ
れ
る
董
永
の
話
で
は
、
敦
燈
文
献
の
い
わ
ゆ
る
広
義
に

い
う
変
文
P
.
5
5
4
5
『
句
道
興
本
捜
神
記
』
　
に
董
永
の
説
話
を
節
録
し

た
も
の
を
残
し
へ
　
『
劉
向
孝
子
図
』
を
典
拠
と
し
た
こ
と
を
注
記
し
て

い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
。
少
な
-
と
も
変
文
と
同
時
期
に
は
董
永
の

説
話
に
絵
画
を
伴
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

『
劉
向
孝
子
図
』
は
現
存
し
な
い
が
'
孝
子
と
い
う
題
目
か
ら
推
測
し

て
舜
子
の
説
話
も
収
録
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
。
や
や
下
っ
た
南
宋

に
な
る
と
『
二
十
四
孝
書
画
合
壁
』
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
'
参
考
と

な
る
。『

劉
家
太
子
変
』
　
に
関
し
て
は
こ
れ
ま
で
絵
画
と
の
関
係
の
指
摘
さ

れ
た
こ
と
が
な
い
が
、
絵
画
を
と
も
な
っ
て
い
た
こ
と
も
否
定
で
き
な

い
。
以
下
に
筆
者
の
見
解
を
述
て
み
よ
う
。

ま
ず
『
劉
家
太
子
変
』
　
の
写
本
へ
　
P
.
3
6
4
5
で
あ
る
が
'
巻
頭
に

「
劉
家
太
子
」
　
の
故
事
を
お
き
、
そ
の
後
に
は
6
の
故
事
を
な
ら
べ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
A
劉
家
太
子
が
王
葬
に
皇
位
を

纂
奪
さ
れ
へ
そ
の
逃
走
の
な
か
で
復
位
を
誓
い
昆
寄
山
上
の
太
白
星
を

求
め
る
話
、
B
西
王
母
と
昆
寄
山
の
玉
石
の
話
へ
C
西
王
母
と
東
方
朔

の
仙
桃
に
纏
わ
る
話
、
D
東
方
朔
と
漠
武
帝
の
寿
命
に
つ
い
て
の
話
、

E
宋
玉
と
そ
の
友
人
に
よ
る
苦
難
が
生
命
を
鍛
え
る
話
、
F
鄭
簡
公
と

燕
昭
公
の
賢
者
を
登
用
す
る
話
、
G
漢
帝
の
寵
臣
さ
れ
た
董
賢
が
王
葬

の
皇
位
纂
奪
に
あ
う
話
、
の
合
計
七
つ
の
故
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
故

事
は
'
一
見
し
て
無
関
係
な
故
事
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
か
に
も
み
え
'

王
重
民
氏
は
『
敦
燈
変
文
集
』
注
釈
の
な
か
で
「
按
西
王
母
故
事
後
面

三
個
故
事
へ
都
輿
劉
家
太
子
故
事
没
有
関
係
。
」
と
さ
れ
て
い
の
も
無

(
8
8

理
か
ら
ぬ
事
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
'
筆
者
の
見
解
で
は
、
こ
の
写
本
は
意
図
し
て
こ
の
よ
う
な

配
列
を
さ
れ
て
い
る
の
で
、
無
関
係
な
故
事
が
並
ん
で
い
る
も
の
で
は

な
さ
そ
う
で
あ
る
。
第
一
に
無
関
係
に
雑
然
と
配
列
し
た
故
事
雑
抄

′

(

8

!

を
、
同
じ
よ
う
に
幾
つ
も
写
本
を
作
成
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
L
へ

加
え
て
へ
　
そ
う
し
た
写
本
に
対
し
て
一
様
に
『
劉
家
太
子
伝
』
、
『
劉
家

太
子
変
』
と
劉
家
太
子
の
名
称
を
冠
す
る
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。

故
事
の
内
容
を
分
析
し
て
も
、
何
ら
か
の
意
図
で
最
初
の
劉
家
太
子

の
故
事
と
連
絡
が
あ
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
た
と
え
ば
①
劉
家

太
子
が
王
葬
の
纂
奪
か
ら
逃
走
し
、
困
難
を
経
て
最
後
に
は
箆
宵
山
を

目
指
す
話
、
②
劉
家
太
子
の
目
指
し
た
西
王
母
の
居
る
昆
古
山
に
纏
わ

る
故
事
、
③
王
葬
の
纂
奪
に
か
か
わ
る
話
、
と
集
約
で
き
、
1
つ
の
中

'*



心
と
な
る
①
の
物
語
と
'
そ
れ
に
関
わ
る
周
辺
の
挿
話
か
ら
成
り
立
っ

て
い
る
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
た
か
も
一
幅
の
絵
画
を
想
像
さ

せ
る
配
列
と
も
い
え
ま
い
か
。

こ
れ
は
推
量
を
交
え
た
も
の
で
あ
る
が
'
敦
燈
文
献
の
な
か
に
は
、

じ
っ
は
こ
の
よ
う
な
散
文
体
を
も
っ
て
絵
解
き
を
行
っ
た
と
お
も
わ
れ

る
資
料
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
北
京
8
6
7
0
(
洪
t
o
.
)
『
(
撹
)
本
線
経
抄
録
』
、
S
.
1
9
2

『
(
撹
)
本
線
経
抄
録
』
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
上
述
す
る
よ

う
な
散
文
体
の
故
事
を
列
挙
す
る
体
の
文
献
で
、
釈
迦
の
前
世
讃
を
記

録
す
る
文
献
で
あ
る
が
'
中
に
は
莫
高
窟
壁
画
の
梼
題
を
抜
書
き
し
た

と
み
ら
れ
る
記
載
が
混
入
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
北
京
8
6
7
0
の
r
o
>
　
・

1
-
0
行
目
に
は
「
F
毘
王
」
の
故
事
、
L
T
3
-
-
-
糊
行
目
に
「
薩
唾
太
子
捨
身

飼
虎
」
の
故
事
な
ど
は
、
始
め
に
故
事
の
摘
要
が
あ
り
、
の
ち
に
壁
画

の
傍
題
を
写
記
し
た
「
・
-
‥
処
(
-
-
の
場
面
)
」
、
「
-
・
・
・
時
(
-
-
の

場
面
)
」
と
い
う
記
載
が
続
-
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
写
本
と
絵
解
き

の
関
連
に
つ
い
て
、
詳
細
は
稿
を
改
め
た
い
と
考
え
る
が
、
現
時
点
で

少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
よ
う
な
説
話
の
綱
要
本
と
絵
画
を
関
連
付
け
る

(
S

こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
『
劉
家
太
子
変
』
　
の
記
載
の
中
に
、

「
-
-
、
嘗
此
之
時
処
(
-
-
こ
の
と
き
の
場
面
は
)
」
の
記
載
が
あ
る
点

に
注
目
が
い
-
。
こ
れ
ま
で
の
解
釈
で
は
、
文
の
流
れ
か
ら
み
て

「
処
」
字
は
い
か
に
も
術
字
で
あ
る
と
見
ら
れ
た
た
め
へ
解
釈
上
困
難

と
な
り
'
「
-
-
営
此
之
時
、
処
有
東
方
朔
在
於
殿
前
過
見
-
-
」
と

、
〓

校
さ
れ
た
り
、
「
時
処
は
同
義
複
合
語
で
時
と
同
じ
」
な
ど
の
解
釈
が

(
4
2
)

な
さ
れ
た
り
と
、
定
着
を
み
な
い
一
文
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
故
事
雑

抄
体
で
は
あ
っ
て
も
絵
画
を
伴
う
変
文
で
あ
っ
た
と
の
考
え
に
よ
っ

て
、
上
記
の
よ
う
に
読
め
ば
、
北
京
8
6
7
0
や
S
.
1
9
2
の
よ
う
に
壁
画
の

傍
題
を
折
り
込
む
散
文
体
の
ス
タ
イ
ル
や
、
変
文
の
セ
ッ
ト
フ
レ
ー
ズ

に
も
類
似
す
る
記
載
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
-
も
な
い
。
こ
れ
ら
な
ど

も
故
事
を
抄
録
す
る
散
文
体
が
絵
画
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る

記
載
で
あ
る
と
の
推
測
も
可
能
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

変
文
の
成
立
し
た
時
代

さ
て
、
最
後
に
変
文
成
立
時
代
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
簡
単
に
述

べ
て
お
こ
う
と
お
も
う
。

少
な
く
と
も
現
存
す
る
変
文
が
成
立
し
た
時
代
は
、
真
題
変
文
と
、

そ
れ
に
類
似
す
る
擬
題
変
文
の
写
作
年
代
か
ら
推
測
で
き
る
。
擬
題
変

文
と
は
、
真
題
変
文
と
共
通
点
を
も
つ
文
献
を
さ
す
。
こ
こ
で
は
仮

に
、
講
唱
体
も
し
-
は
通
俗
講
経
に
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
献

(
押
座
文
へ
講
経
文
を
含
む
)
へ
　
「
看
・
-
‥
処
」
な
ど
の
注
記
の
あ
る
も
の

ま
で
を
範
囲
と
し
て
ま
と
め
て
み
た
。

ま
ず
へ
講
唱
体
変
文
と
そ
の
他
の
講
唱
体
へ
ま
た
関
連
す
る
と
み
ら

れ
る
文
献
が
書
か
れ
た
年
代
を
一
覧
に
し
て
紹
介
し
て
み
よ
う
。

β3　変と変文



t
=
3
年
　
S
.
5
8
9
2
『
悉
達
太
子
修
道
因
縁
』
　
(
M
年
?
)
　
[
最
初
の
駒

文
(
押
座
文
?
)
　
の
み
]

P
.
2
1
3
3
『
(
撹
)
妙
法
蓮
華
経
講
経
文
』
(
g
年
)
[
正
文

部
分
]

P
.
2
1
3
3
『
(
梶
)
金
剛
般
若
波
羅
蜜
多
経
講
経
文
』
　
(
醐

年
)
　
[
正
文
部
分
]

S
.
2
6
1
4
『
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
』
　
(
ァ
3
年
)
　
[
正
文
]

P
.
2
2
4
9
『
悉
達
太
子
修
道
因
縁
』
　
(
S
I
年
?
)
　
[
最
初
の
散

文
(
押
座
文
?
)
　
の
み
]

S
.
3
7
1
1
v
『
悉
達
太
子
修
道
因
縁
』
　
　
年
)
　
[
最
初
の
韻

文
と
説
明
部
分
の
み
]

P
.
3
2
1
0
『
(
撹
)
仏
説
阿
弥
陀
経
講
経
文
』
　
(
8
年
)
　
[
押

座
文
、
荘
厳
文
の
み
]

P
.
3
2
1
0
『
維
摩
経
押
座
文
』
　
(
8
年
)
　
[
押
座
文
の
み
]

P
.
2
4
1
8
『
(
撹
)
父
母
恩
重
経
講
経
文
』
　
(
脚
年
)

s
s
-
紺
年
　
P
.
3
8
0
8
『
良
興
四
年
中
興
殿
応
聖
節
講
経
文
』
　
・
g
年
)

S
.
5
4
8
v
『
太
子
成
道
経
』
　
(
捌
年
)

S
.
4
5
0
4
v
『
(
擬
)
太
子
成
遺
経
』
　
(
8
年
)

P
.
3
6
2
7
『
漢
将
王
陵
変
』
　
・
g
年
)

P
.
2
1
8
7
『
降
魔
変
押
坐
文
』
　
(
『
破
魔
変
』
)
　
(
州
年
)

P
.
2
2
9
2
『
維
摩
経
講
経
文
』
　
年
)

S
.
4
3
9
8
v
『
降
魔
変
文
』
　
年
)

S
.
3
4
9
1
v
『
頻
婆
婆
羅
王
后
宮
綜
女
功
徳
意
供
養
塔
生
天

因
縁
変
』
　
(
紺
　
年
)

S
.
3
4
9
1
v
『
破
魔
変
文
』
　
(
5
-
　
年
)

S
.
3
7
2
8
v
『
左
街
僧
録
大
師
押
座
文
』
　
(
S
年
以
前
)

P
.
3
3
7
5
『
歓
喜
国
王
縁
』
　
(
s
?
午
)

北
京
7
7
0
7
(
盈
7
6
)
　
『
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
』
　
年
)

北
大
1
8
8
『
漢
将
王
陵
変
』
　
隻
剛
后
)

P
.
2
1
9
3
『
目
連
縁
起
』
　
(
九
世
紀
末
)

こ
れ
ら
を
総
じ
て
、
や
は
り
全
て
が
九
二
〇
年
前
後
以
降
で
'
し
か

も
十
世
紀
文
献
し
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
敦
燈
文
献
の
性
質
に
つ
い

て
は
こ
こ
で
は
詳
し
-
の
べ
る
紙
幅
は
な
い
が
、
年
代
が
正
確
に
判
定

で
き
る
文
献
で
は
、
最
古
の
文
献
が
四
〇
六
年
の
も
の
で
、
新
し
い
も

の
は
一
〇
〇
二
年
で
あ
り
、
ま
た
な
か
で
も
九
、
十
世
紀
の
文
献
が
中

(
4
3
)

心
と
な
る
こ
と
は
よ
-
知
ら
れ
て
い
る
。
九
世
紀
文
献
も
数
多
-
の
こ

さ
れ
て
い
る
敦
燈
文
献
の
中
で
、
変
文
や
そ
れ
に
関
連
す
る
文
献
が
十

世
紀
に
し
か
見
ら
れ
な
い
の
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
文
献
を
調
査
し
、
早
期
の
も
の
と
後
期
の
も
の

と
比
べ
る
と
、
後
期
の
も
の
で
は
一
つ
の
作
品
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た

も
の
が
多
い
も
の
の
、
大
詰
と
も
な
る
始
め
の
韻
文
ま
で
そ
な
え
た
講

唱
体
文
献
は
早
期
の
写
本
と
な
る
と
少
な
い
。
む
し
ろ
早
期
の
も
の
で

は
講
経
な
ど
儀
式
の
形
式
に
あ
わ
せ
て
押
座
文
、
荘
厳
文
な
ど
を
独
立

w.



さ
せ
て
写
記
す
る
も
の
が
お
お
い
。
ち
な
み
に
へ
故
事
を
抄
録
す
る
散

文
体
に
属
す
る
も
の
は
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
文
献
に
か
け
て
多
-
見

s

ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
と
、
さ
き
の
文
体
の
項
目
で
説
明
し
た
、
変
文
が
説
話
を
繋

ぎ
合
わ
せ
で
作
ら
れ
て
い
-
現
象
と
あ
わ
せ
考
え
た
と
き
、
少
な
く
と

も
我
々
が
目
に
す
る
変
文
は
、
や
は
り
十
世
紀
頃
の
作
品
で
あ
る
可
能

性
が
高
-
な
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
こ
の
説
に
対
し
て
は
、
変
文
は
唐
代
の
俗
講
と
の
関
係
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
異
論
も
あ
ろ
う
か
と
お
も
う
。
た
し
か
に
九

世
紀
始
め
の
俗
講
と
'
通
俗
の
語
り
物
と
は
密
接
な
関
係
が
考
え
ら
れ

(S)

る
し
、
敦
燈
燈
資
料
で
も
九
世
紀
文
献
に
P
.
3
8
4
9
V
 
S
.
4
4
1
7

『
(
撹
)
俗
講
儀
式
』
が
あ
り
へ
敦
燈
で
も
九
世
紀
半
ば
に
は
俗
講
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
俗
講
の
テ
キ
ス
ト

と
し
て
は
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
目
に
す
る
変
文
よ
り
も
、
む
し
ろ

P
.
3
8
4
9
V
『
俗
講
儀
式
』
と
併
記
さ
れ
る
説
話
文
献
『
仏
説
諸
経
経

線
幡
因
由
記
』
や
、
上
海
図
書
館
蔵
6
8
『
孟
蘭
盆
経
讃
述
』
、
『
温
室
経

疏
』
,
ま
た
は
ぺ
テ
ル
プ
ル
グ
蔵
◎
.
1
0
9
　
大
乗
八
開
斎
戒
文
』
の
方

が
近
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
拙
稿
を

(S)

参
照
さ
れ
た
い
。ま

　

と

　

め

以
上
に
、
変
文
に
関
す
る
学
説
を
紹
介
し
、
そ
れ
に
対
す
る
筆
者
の

考
え
を
述
べ
て
き
た
。

こ
れ
ら
を
総
じ
て
、
筆
者
は
今
後
の
変
文
研
究
は
、
故
事
を
抄
録
す

る
散
文
体
故
事
集
の
調
査
が
重
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

る
。
と
い
う
の
は
、
文
体
研
究
の
立
場
か
ら
み
て
も
つ
こ
れ
ら
の
幾
つ

か
が
講
唱
体
な
ど
新
た
な
作
品
を
作
り
出
す
上
で
の
土
台
と
さ
れ
て
お

り
、
あ
る
い
は
絵
解
き
な
ど
語
り
の
種
本
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
可
能

性
も
指
摘
で
き
る
し
、
ま
た
こ
う
し
た
散
文
体
と
絵
画
が
結
び
つ
く
ケ

ー
ス
も
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
形
式
の
も
の
は
『
敦
燈
変
文
集
』
の
中
に
も
数
点
と
り

あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
十
分
と
は
言
え
ず
、
敦
燈
文
献
の
な
か
に
は
未

整
理
の
故
事
資
料
も
多
-
残
さ
れ
て
い
る
の
で
今
後
の
調
査
に
期
待
し

た
い
。こ

の
間
題
も
含
め
て
'
最
後
に
も
う
一
点
、
散
文
体
の
説
話
資
料

(S)

『
衆
経
要
集
金
蔵
諭
』
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

筆
者
の
最
近
の
調
査
で
、
敦
蛭
文
献
に
は
最
低
で
も
一
二
点
の
『
衆
経

要
集
金
蔵
論
』
の
抄
録
本
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。
こ
の
文
献
は
お
お
む
ね
『
法
苑
珠
林
』
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
『
衆
経
要
集
金
蔵
論
』
で
は
説
話
部
分
し
か
載
せ
て
い
な
い
点
が

異
な
る
。
日
本
に
お
い
て
は
興
福
寺
本
『
日
本
霊
異
記
』
の
背
面
に
記

載
さ
れ
て
お
り
へ
日
本
で
は
最
早
期
の
説
話
集
と
し
て
注
目
さ
れ
た
こ

(
3
)

と
も
あ
る
文
献
で
あ
る
。

興
味
深
い
の
は
こ
の
『
衆
経
要
集
金
蔵
論
』
を
さ
ら
に
抄
録
し
た
も

85　変と変文



の
が
敦
燈
本
S
.
4
6
5
4
に
あ
り
へ
韻
文
体
『
舜
子
変
』
と
併
記
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
S
.
4
6
5
4
は
実
は
『
大
乗
浄
土
讃
』
、
『
悉
達
太

子
雪
山
修
道
讃
』
、
『
功
徳
讃
』
、
『
五
更
転
』
な
ど
の
韻
文
な
ど
も
併
記

す
る
も
の
で
、
語
り
物
の
綱
要
集
と
み
ら
れ
て
い
る
写
本
で
あ
る
。
他

に
も
両
面
に
『
衆
経
要
集
金
蔵
論
』
を
抄
録
す
る
写
本
P
.
3
4
2
6
も
あ
り
へ

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
『
衆
経
要
集
金
蔵
諭
』
は
、
敦
燈
で
は
物
語
り
の
種
本

と
し
て
お
お
-
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ

る
。さ

ら
に
興
味
深
い
の
は
北
京
∞
4
0
7
『
衆
経
要
集
金
蔵
論
』
で
は
、

莫
高
窟
第
9
8
窟
北
壁
下
部
分
に
帯
状
に
描
か
れ
る
故
事
壁
画
と
、
故
事

の
内
容
へ
配
列
ま
で
が
似
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
9
8
窟
は
蜘
年
に
帰

義
軍
曹
氏
に
よ
っ
て
開
聖
さ
れ
、
大
王
唐
と
も
呼
ば
れ
る
窟
で
あ
る
。

年
代
か
ら
言
っ
て
も
さ
き
の
北
京
∞
4
0
勺
が
写
記
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い

た
時
期
に
も
近
い
。
具
体
的
な
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
以
降
の
研
究
を

待
つ
は
か
な
い
が
、
や
は
り
、
故
事
抄
録
の
写
本
と
絵
画
へ
　
そ
し
て
変

文
と
の
関
連
は
予
測
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

〔注〕(
-
)
　
中
国
文
学
史
で
'
は
じ
め
て
「
唐
代
変
文
」
と
い
う
項
目
名
を
使
用

し
た
の
は
鄭
振
鐸
氏
『
中
国
俗
文
学
史
』
　
(
一
九
三
八
年
)
で
あ
る
。
最

近
の
文
学
史
で
は
歴
代
王
朝
の
区
分
に
よ
っ
て
編
年
的
に
叙
述
す
る
も
の

が
多
い
が
、
た
と
え
ば
章
培
恒
氏
主
編
『
中
国
文
学
史
』
　
(
復
且
大
学
出

版
社
、
一
九
九
六
年
)
な
ど
で
も
「
晴
唐
五
代
文
学
」
と
い
う
時
代
区
分

の
な
か
に
「
唐
代
的
小
説
与
講
唱
文
学
」
と
い
う
項
目
を
あ
げ
、
「
変
文
」

に
つ
い
て
概
説
し
て
い
る
。

(
2
)
　
文
献
資
料
の
上
で
こ
の
説
を
述
べ
た
の
は
倉
石
武
四
郎
氏
「
日
蓮
変

文
紹
介
の
後
に
」
　
(
『
支
那
学
』
4
・
3
一
九
二
七
年
)
が
最
も
早
い
が
へ

そ
れ
以
前
に
も
内
藤
湖
南
氏
が
同
様
の
見
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
倉
石

氏
同
論
文
上
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
　
向
達
氏
「
唐
代
俗
講
考
」
　
(
一
九
三
七
年
初
校
。
『
唐
代
長
安
与
西
域

文
明
』
三
聯
書
店
所
収
へ
一
九
五
七
年
)

(
4
)
　
鄭
振
鐸
氏
『
中
国
俗
文
学
史
』
　
(
作
家
出
版
社
へ
一
九
三
八
年
)

(
l
o
)
　
孫
槽
第
氏
「
中
国
白
話
小
説
的
発
展
与
芸
術
上
的
特
点
」
　
(
『
諭
中
国

白
話
短
編
小
説
』
業
様
出
版
社
、
一
九
五
三
年
)

(
6
)
　
津
田
瑞
穂
氏
「
支
那
唱
導
文
学
の
生
成
」
(
国
R
山
学
報
』
c
0
-
 
-
=
^
一

九
三
九
年
、
一
九
四
〇
年
)

(
7
)
　
青
木
正
見
氏
「
敦
燈
遺
書
八
目
連
縁
起
)
(
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変

文
)
及
(
降
魔
変
文
)
に
就
い
て
」
　
(
『
支
那
学
』
4
1
3
一
九
二
七
年
)

に
お
い
て
、
当
時
狩
野
直
喜
氏
が
韻
文
体
の
『
(
擬
題
)
華
水
変
文
』
は

講
唱
体
の
散
文
部
分
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
推
測
し
て
い
た
こ
と

を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
の
ち
の
'
金
岡
照
光
氏
「
敦
燈
本
八
草
水
博
)

試
探
」
　
(
『
東
洋
大
学
紀
要
文
学
部
篇
』
2
0
一
九
六
六
年
)
や
金
文
京
氏

「
中
国
の
語
り
物
文
学
-
説
唱
文
学
」
　
(
『
中
国
通
俗
文
芸
へ
の
視
座
』
東

方
書
店
へ
一
九
九
四
年
)
で
は
'
当
時
韻
文
の
部
分
を
変
文
と
称
し
て
い

た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
8
)
　
変
文
や
他
の
通
俗
文
学
類
を
へ
そ
の
文
体
と
題
目
に
よ
っ
て
厳
密
に
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分
析
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
た
の
は
向
達
氏
「
唐
代
俗
講
考
」

(
一
九
三
七
年
)
で
あ
る
。
周
紹
良
民
へ
自
化
文
氏
ら
は
そ
れ
を
う
け
、
最
近

で
も
講
唱
体
で
な
け
れ
ば
変
文
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。

(
9
)
　
変
文
に
様
々
な
文
体
が
あ
る
こ
と
は
、
鄭
振
鐸
氏
『
中
国
俗
文
学

史
』
に
指
摘
さ
れ
、
以
降
、
王
重
民
氏
「
敦
燈
変
文
研
究
」
(
『
敦
燈
変
文

論
文
録
』
上
海
古
籍
出
版
社
へ
一
九
八
〇
年
所
収
)
、
満
重
視
氏
『
敦
燈

変
文
集
新
書
』
(
一
九
八
二
年
へ
政
文
)
な
ど
で
も
こ
れ
に
近
い
説
が
唱

え
ら
れ
て
い
る
。

(
S
)
　
蓑
伯
勤
氏
「
変
文
的
南
方
源
頭
与
敦
燈
的
唱
導
法
匠
」
(
『
華
学
』
第

1
期
、
一
九
九
四
年
)
へ

ォ
)
　
向
達
氏
「
唐
代
俗
話
考
」
　
(
一
九
一
二
七
年
)

李
小
栄
氏
『
変
文
講
唱
与
華
焚
宗
教
芸
術
』
　
(
上
海
三
聯
出
版
社
、

二
〇
〇
二
年
)

(
2
)
　
敦
塩
文
献
に
つ
い
て
の
様
々
な
学
説
に
つ
い
て
は
、
『
敦
煙
の
自
然

と
現
状
』
(
講
座
敦
燈
第
一
巻
、
大
東
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
)
等
に
詳

し
い
。
な
お
最
近
の
学
説
に
関
し
て
は
拙
稿
「
敦
燈
の
文
学
文
献
と
道

教
」
(
講
座
道
教
第
六
巻
『
中
国
の
諸
地
域
と
道
教
』
へ
雄
山
閣
出
版
、
二

〇
〇
一
年
)
　
に
も
紹
介
し
て
あ
る
。
な
お
同
書
注
記
(
2
)
　
に
「
カ
ラ
キ

タ
イ
」
と
あ
る
の
は
「
カ
ラ
パ
ン
朝
」
の
誤
記
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
訂

正
し
て
お
き
た
い
。

(
3
)
　
前
掲
『
敦
煙
の
自
然
と
現
状
』
　
(
講
座
敦
燈
第
一
巻
へ
大
東
出
版
社
、

一
九
八
〇
年
)
等
参
照
。

0
3
)
　
変
文
の
文
体
に
関
す
る
議
論
の
な
か
で
、
筆
者
は
、
変
文
と
は
本
質

的
に
は
講
唱
体
に
限
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
説
明
す
る
た
め
に
敢
え
て
試
み
に
変
文
を
[
講
唱
体
]
'
[
散
文

体
]
、
[
韻
文
体
]
の
三
種
の
文
学
ス
タ
イ
ル
に
よ
っ
て
分
類
し
て
お
-
0

(
S
)
　
神
田
喜
一
郎
氏
『
敦
燈
学
五
十
年
』
　
(
二
玄
社
へ
一
九
六
〇
年
)
、
前

・
掲
『
敦
燈
の
自
然
と
現
状
』
等
参
照
。

(
5
)
　
狩
野
直
喜
氏
「
支
那
俗
文
撃
史
研
究
の
材
料
」
　
(
『
芸
文
』
7
1
1
へ

一
九
一
六
年
)

(
2
)
　
王
国
維
氏
「
唐
写
本
(
季
布
歌
)
(
孝
子
華
水
伝
)
残
巻
扶
」
　
(
1
九

一
九
午
)
、
同
氏
「
敦
燈
発
現
唐
朝
之
通
俗
詩
及
小
説
」
(
一
九
二
〇
年
)

は
'
紹
介
作
品
な
ど
よ
り
み
て
も
、
狩
野
氏
の
論
考
を
う
け
て
書
か
れ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
中
国
で
は
王
国
維
氏
の
同
論
文
を
も
っ
て
通
俗
文

学
研
究
の
祖
と
す
る
の
が
1
般
で
あ
る
。

(
2
)
　
羅
振
玉
氏
『
敦
煙
零
拾
』
で
は
'
仏
教
説
話
に
よ
る
も
の
を
〟
仏

曲
〟
と
し
て
、
後
代
に
い
う
「
降
魔
変
文
」
、
「
維
摩
経
講
経
文
」
へ
　
「
歓
喜

国
王
緑
」
を
紹
介
し
て
い
る
。

(
ァ
)
　
青
木
正
見
氏
「
敦
燈
遺
書
八
目
連
縁
起
)
(
大
目
乾
連
冥
間
救
目
変

文
)
及
(
降
魔
変
文
)
に
就
い
て
」
(
『
支
那
学
』
4
-
3
一
九
二
七
年
)
、

倉
石
武
四
郎
氏
「
目
連
変
文
紹
介
の
後
に
」
　
(
『
支
那
学
』
4
1
3
一
九
二

七
年
)

(
3
)
　
鄭
振
鐸
氏
は
ま
ず
「
敦
燈
的
俗
文
学
」
(
『
小
説
月
報
』
第
2
0
巻
第
3

号
、
一
九
二
九
年
)
　
に
よ
っ
て
講
唱
体
文
献
を
「
変
文
」
と
「
俗
文
」
に

分
類
し
た
が
へ
　
の
ち
に
『
挿
図
本
中
国
文
学
史
』
(
一
九
三
二
年
)
で
は

「
変
文
」
と
「
俗
文
」
に
二
分
類
す
る
こ
と
を
や
め
、
「
変
文
」
に
統
一
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
の
ち
の
『
中
国
俗
文
学
史
』
　
(
一
九
≡

八
年
)
で
は
韻
文
体
の
押
座
文
な
ど
も
含
め
て
「
変
文
」
を
総
称
と
す
る

β7　変と変文



こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
(
一
八
〇
頁
)
0

(
ァ
3
)
　
実
は
劉
復
氏
『
敦
燈
接
墳
』
(
上
)
　
(
中
国
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

究
所
へ
一
九
二
五
年
)
で
は
す
で
に
「
舜
子
変
」
な
ど
の
散
文
体
の
変
文

が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。

(
S
3
)
　
顔
延
亮
氏
主
編
『
敦
燈
文
学
』
(
甘
粛
人
民
出
版
社
へ
一
九
八
九

年
)
へ
顔
延
亮
氏
主
編
『
敦
燈
文
学
概
論
』
(
甘
粛
人
民
出
版
社
へ
一
九
九

三
年
)
等
で
も
、
変
文
-
講
唱
体
と
の
説
が
と
ら
れ
る
が
、
「
舜
子
変
」

や
「
劉
家
太
子
変
」
に
対
し
て
は
例
外
変
文
と
す
る
の
み
で
詳
細
を
控
え

て
い
る
。
ま
た
白
化
文
氏
は
最
近
「
対
敦
燈
俗
文
学
中
講
唱
文
学
作
品
的

一
此
二
思
考
」
(
『
国
学
研
究
』
へ
北
京
大
学
出
版
社
へ
二
〇
〇
二
年
)
を

発
表
さ
れ
た
ほ
か
へ
二
〇
〇
二
年
八
月
に
北
京
理
工
大
学
で
開
催
さ
れ
た

国
際
敦
燈
学
術
史
研
討
会
で
も
こ
の
点
に
言
及
さ
れ
、
例
外
変
文
は
単
な

る
写
本
の
書
き
間
違
い
に
す
ぎ
ず
'
変
文
で
は
な
い
と
の
考
え
を
強
調
さ

れ
て
い
る
。

(
a
)
　
筆
者
拙
稿
「
敦
燈
的
故
事
綱
要
本
」
(
『
董
先
夫
・
蒋
礼
鴻
・
郭
在
胎

先
生
紀
念
文
集
』
上
海
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
二
年
)

金
文
京
氏
「
中
国
の
語
り
物
文
学
-
貌
唱
文
学
」
(
『
中
国
通
俗
文
芸

へ
の
視
座
』
東
方
書
店
へ
　
1
九
九
四
年
)

G
ァ
)
　
筆
者
拙
稿
「
敦
燈
変
文
写
本
の
研
究
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
大
学
中
国

学
会
会
報
』
第
九
号
、
二
〇
〇
二
年
)

(
S
3
)
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
博
士
論
文
『
敦
燈
変
文
写
本
的
研
究
』

(
復
旦
大
学
研
究
生
院
、
二
〇
〇
1
年
)
に
詳
述
し
た
。
本
書
は
近
刊
予

定
で
あ
る
。

/
。
。
¥
　
注
(
2
)
参
照
。

(
8
)
　
矢
吹
慶
輝
氏
「
大
目
乾
連
冥
間
救
母
変
文
」
(
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』

8
5
古
逸
部
へ
一
三
〇
七
頁
、
一
九
三
二
年
)

(
M
)
　
津
田
瑞
穂
氏
「
支
那
唱
導
文
学
の
生
成
」
(
『
智
山
学
報
』
1
3
、
1
4

一
九
三
九
、
一
九
四
〇
年
)

ヽ

(
S
)
　
V
.
N
.
N
i
c
o
l
a
s
S
a
r
i
p
u
t
r
a
e
t
l
e
s
s
i
x
m
a
i
t
r
e
s
 
d
'
e
r
r
e
u
r

f
a
c
-
s
i
m
i
l
e
d
u
m
a
n
u
s
c
r
i
t
s
c
h
i
n
o
i
s
4
5
2
4
d
e
l
a
B
i
b
l
i
o
t
h
e
q
u
e

N
a
t
i
o
n
a
l
e
,
P
r
e
s
e
n
t
e
 
p
a
r
 
N
i
c
o
l
e
 
V
a
n
d
i
e
r
-
N
i
c
o
l
a
s
 
a
v
e
c

t
r
a
d
u
c
t
i
o
n
e
t
c
o
m
m
e
n
t
a
i
r
e
 
d
u
t
e
x
t
e
(
M
i
s
s
i
o
n
P
e
l
l
i
o
t
e
n

A
s
i
e
C
e
n
t
r
a
l
e
,
s
e
r
i
e
i
n
-
q
u
a
r
t
o
V
)
I
m
p
r
i
m
e
r
i
e
N
a
t
i
o
n
a
l
e

P
a
r
i
s
,
1
9
5
4
-
他
に
P
.
4
5
2
4
と
変
文
の
関
係
を
論
ず
る
も
の
に
は
、
梅

津
次
郎
氏
「
変
と
変
文
」
(
『
国
華
』
7
-
0
競
一
九
五
五
年
)
へ
秋
山
光
和
氏

「
敦
燈
本
降
魔
変
文
(
牢
鹿
又
斗
聖
変
)
画
巻
に
つ
い
て
」
(
『
美
術
研
究
』

脚
既
l
九
五
六
年
)
へ
秋
山
光
和
氏
「
変
文
と
絵
解
き
の
研
究
」
　
(
詔
丁
安

時
代
世
俗
画
研
究
』
一
九
六
四
年
)
な
ど
が
あ
る
。

(
8
)
　
水
谷
真
成
氏
「
一
錦
の
音
室
我
に
つ
い
て
」
(
『
大
谷
支
那
学
報
』
第
2

耽
一
九
五
七
年
)

(
8
)
　
筆
者
拙
稿
「
敦
燈
変
文
研
究
概
述
及
新
観
点
」
　
(
『
華
林
』
第
三
期
、

中
華
書
局
、
近
刊
予
定
)
参
照
。

(
3
)
　
周
一
艮
氏
「
読
唐
代
俗
講
考
」
(
『
大
公
報
　
図
書
館
周
刊
』
第
6
期

一
九
四
七
年
)

(
S
)
　
閥
徳
棟
氏
「
略
説
〝
変
″
字
的
来
源
」
(
『
大
晩
報
』
通
俗
文
学
　
第

2
5
期
一
九
四
九
年
)

(
8
)
　
V
i
c
t
o
r
H
.
M
a
i
r
T
'
a
n
g
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
T
e
x
t
s
(
H
A
R
-

Y
A
R
D
 
U
N
I
V
E
R
S
I
T
Y
 
P
R
E
S
S
,
C
a
m
b
r
i
d
g
e
　
(
M
a
s
s
a
-

>;k



c
h
u
s
e
t
t
s
)
a
n
d
L
o
n
d
o
n
1
9
8
9
)
等
参
照
。
ち
な
み
に
本
書
は
『
唐

代
変
文
』
(
中
国
仏
教
文
化
研
究
所
、
一
九
九
九
年
)
と
し
て
中
国
語
訳

が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

労
度
叉
闘
聖
変
に
関
す
る
壁
画
は
、
墓
R
醤
雌
だ
け
で
も
十
九
点
の
こ

さ
れ
て
い
る
。

(
3
)
王
重
民
、
王
慶
寂
、
向
達
、
周
l
良
、
啓
功
、
曾
毅
公
等
六
氏
編

『
敦
燥
変
文
集
』
(
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
七
年
)

K
c
o
)
『
劉
家
太
子
変
』
と
同
様
の
故
事
を
記
載
す
る
写
本
は
P
.
3
6
4
5
の
ほ

か
へ
S
.
5
5
4
7
へ
P
.
4
6
9
2
'
P
.
4
0
5
1
の
四
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

う
ち
、
S
.
5
5
4
7
'
P
.
4
6
9
2
で
は
A
故
事
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、

P
.
4
0
5
1
に
は
A
～
D
故
事
ま
で
が
連
続
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

(
?
)
現
時
点
で
、
筆
者
は
S
.
1
9
2
写
本
は
莫
高
窟
第
九
八
窟
壁
画
と
の
関

係
が
有
力
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

(
a
)
王
重
民
等
六
氏
編
『
敦
燈
変
文
集
』
(
人
民
出
版
社
、
一
九
五
七
年
)

(
ァ
)
黄
徴
へ
張
洞
泉
両
氏
著
『
敦
燈
変
文
校
注
』
(
中
華
書
局
、
一
九
九

七
年
)

(
S
?
)
池
田
温
氏
編
『
中
国
古
代
識
玉
堤
木
録
』
(
大
蔵
出
版
、
一
九
九
〇
年
)

(
5
)
著
者
拙
稿
「
敦
燈
的
故
事
綱
要
本
」
(
『
董
先
夫
・
蒋
礼
鴻
・
郭
在
胎

先
生
紀
念
文
集
』
上
海
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
二
年
)

俗
講
と
変
文
の
関
係
に
つ
い
て
は
向
達
氏
「
唐
代
俗
話
考
」
(
一
九

三
七
年
初
校
。
『
唐
代
長
安
与
西
域
文
明
』
三
聯
書
店
所
収
へ
l
九
五
七

年
)
以
降
へ
多
-
の
研
究
者
が
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
へ
孫
楢
第
氏

「
唐
代
俗
講
軌
範
与
英
本
之
体
裁
」
(
1
九
三
七
年
摸
印
)
、
津
田
瑞
穂

氏
「
支
那
唱
導
文
学
の
生
成
」
(
尋
R
山
学
報
』
c
o
'
^
h

I
-
I
T
-
1
一
九
三
九
年
へ

一
九
四
〇
年
)
、
那
波
利
貞
氏
「
俗
話
と
変
文
」
　
(
中
へ
　
『
仏
教
史
学
』
第

一
巻
三
号
へ
一
九
五
〇
年
)
、
福
井
文
雅
氏
「
俗
講
の
意
味
に
つ
い
て
」

(
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
』
5
3
一
九
六
八
年
)
へ
羅
宗
涛
氏
『
敦
燈
講
経
変
文

研
究
(
儀
式
考
八
七
二
～
九
七
八
頁
文
史
哲
出
版
社
一
九
七
二
年
)
、
平

野
顕
照
氏
「
講
経
文
　
組
織
内
容
」
(
『
敦
燈
と
中
国
仏
教
』
大
東
出
版
社

一
九
八
四
年
)
へ
福
井
文
雅
氏
「
講
経
儀
式
　
組
織
内
容
」
(
『
敦
燈
と
中

国
仏
教
』
大
東
出
版
社
一
九
八
四
年
)
へ
王
文
才
氏
「
俗
講
儀
式
考
」

(
『
敦
燈
学
論
集
』
甘
粛
人
民
出
版
社
一
九
八
五
年
)
、
金
岡
照
光
氏
「
講

経
文
類
」
　
(
『
敦
燈
の
文
学
文
献
』
大
東
出
版
社
一
九
九
〇
年
)

(
5
ァ
)
　
筆
者
拙
稿
「
敦
煙
変
文
写
本
の
研
究
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
大
学
中
国

学
会
会
報
』
第
九
号
、
二
〇
〇
二
年
)

(
S
O
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
へ
筆
者
は
中
国
国
家
図
書
館
主
催
の
敦
燈
与
線

路
文
化
学
術
講
座
「
敦
燥
文
学
与
日
本
説
話
文
学
」
(
二
〇
〇
二
年
八
月

十
七
日
)
で
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
時
の
原
稿
は
二
〇
〇
三
年
中
に

刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

(
3
)
　
『
興
福
寺
本
日
本
国
現
報
善
悪
霊
異
記
』
(
便
利
堂
へ
一
九
三
四
年
へ

大
屋
徳
城
氏
解
説
)
、
片
寄
正
義
氏
冠
孟
日
物
語
集
の
研
究
』
(
一
二
省
堂
へ

一
九
g
]
三
年
)

〔
あ
ら
み
・
ひ
ろ
し
　
漸
江
大
学
敦
燥
学
研
究
セ
ン
タ
ー
〕
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