
一
、
著
者

の
プ

ロ
フ
ィ
ー
ル

こ
こ
に
掲
載
し
た

『
奉
血
脈
相
承
　
第
六
十
二
世
　
日
恭
上
人

之
書
』
の
著
者

〃惟
誠
″
と
い
う
御
方
は
、

山
永
　
登
氏

の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
山
永
　
登
氏
は
、
明
治
三
十

一
年
か
三

十
二
年
に
九
州
に
て
生
れ
、
上
京
し
、
東
京
高
等
主
計
学
校
の
教

授
を
し
、
後
に
目
白
商
業
学
校
の
校
長
と
な
り
、
そ
の
時
の
教
え

子
に
、
弾
正
講
の
主
構
成
の
母
体
と
な
っ
た
人
々
や
、
大
石
菊
寿

御
尊
師
、
奥
　
法
道
御
尊
師

（師
は
生
前
三
谷
素
啓
氏
が
校
長
で

あ
っ
た
時
、
本
願
寺
僧
籍
を
持

っ
て
い
た
師
が
校
門
前
で
布
教
活

動
し
て
い
た
所
を
見
咎
め
ら
れ
破
折
さ
れ
入
信
し
た
と
話
し
て
い

た
の
で
、
三
谷
素
啓
氏
の
後
を
山
永
　
登
氏
が
校
長
職
を
継
い
だ

の
か
も
し
れ
な
い
。）
が
関
係
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
目
白
商
業

（日
白
学
園
）
は
佐
藤
重
遠
氏

（当
宗
信
徒
）

の
創
立
で
、
創
立
時
は
研
心
学
園
と
称
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
学

園
に
は
三
谷
素
啓
氏
も
、
歴
代
校
長
に
名
を
列
ね
て
い
た
ほ
ど
深

く
関
係
し
て
い
て
、
こ
の
三
谷
氏
の
折
伏
で
、
藤
本
蓮
城
師
が
昭

和
二
年
夏
頃
に
入
信

（
三
谷
素
啓
著

ｏ
『
立
正
安
国
論
精
釈
』
の

発
刊
の
辞
の
文
面
よ
り
）
し
、
そ
の
後
に
山
永
氏
も
入
信
し
た
と

思
わ
れ
ま
す
。
当
然
、
弾
正
講
々
員

（後
年
弾
正
講
々
頭
明
比
宅

に
寄
寓
し
て
い
る
）
教
化
親
の
三
谷
素
啓
氏
、
藤
本
蓮
城
師

（蓮

城
師
が
能
勢
安
道
御
尊
師
の
も
と
に
昭
和
十
六
年

一
月
二
日
五
十

三
才
で
出
家
さ
れ
た
時
の
記
念
写
真
に
山
永
　
登
氏
が
写

っ
て
い

る
）
と
の
深
い
交
流
と
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
ま
し
ょ

，いノ。後
年
、
昭
和
十
五
年

（山
永
氏
当
時
四
十
二
才
）
位
い
ま
で
目

白
商
業
の
校
長
を
勤
め

（在
籍
年
数
は
分
ら
な
い
）
辞
職
し
、
昭

和
十
八
年
、
当
時
長
崎
教
会

（現
妙
国
寺
の
前
身
）
住
職
で
あ
っ

た
、
か
っ
て
の
教
え
子
の
大
石
菊
寿
御
尊
師
を
師
範
と
し
て
四
十

五
才
で
出
家
得
度
し
、
名
を
惟
誠
と
改
め
る
。
（
昭
和
十
六
年
の

蓮
城
師
の
出
家
が
氏
へ
影
響
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
）
大
石
寺

へ
登
り
半
年
ほ
ど
修
行
し
、
訳
あ

っ
て

（自
分
の
描
い
て
い
た
僧

侶
の
姿
と
違

っ
た
の
で
は
な
い
か
？
何
故
か
と
い
え
ば
大
石
寺
か

ら
離
れ
還
俗
を
し
て
も
、
信
徒
に
説
法
講
義
を
し
、
惟
誠
の
名
を

用
い
て
以
後
も
活
動
を
怠
ら
な
か
っ
た
故
に
）
大
石
寺
か
ら
離
れ
、

当
時
市
川
弾
正
講
々
頭
明
比
正
行
氏
宅
に
寄
寓
し
、
そ
の
当
時
に

こ
の
書
面
を
書
き
上
げ
、
昭
和
二
十
年
四
月
に
日
恭
上
人

へ
差
出

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
（文
章
の
中
に
は

一
言
も
無
い
が
昭
和
十

九
年

一
月
十
日
蓮
城
師
獄
死
に
対
し
心
中
期
す
る
も
の
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
）
）し
」
に
あ
げ
た
書
面
は
草
案
の
形
を
と

っ
て

い
ま
す
の
で
、
清
書
し
た
上
で
提
出
。
返
事
反
応
は
な
か
っ
た
よ
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う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
ニ
ケ
月
後
、
日
恭
上
人
は
、
昭
和
二
十
年

六
月
十
七
日
に
あ
の
様
な
姿
で
御
亡
く
な
り
に
な

っ
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
。

諌
言
書
に

″外
弾
正
講
員
有
志
″
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
書

一曲
末
尾
に
連
署
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
伺
い
知
る
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
。

終
戦
後
山
永
　
登
氏
は
明
比
宅
を
離
れ
、
市
川
の

一
角
に
家
を

借
り
、
二
年
程
た

っ
て
か
ら
日
野
市
日
野
台
に
移
転
し
、
昭
和
四

十
年
三
月
十
三
日
六
十
七
才
に
て
御
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
、
大
石

寺
墓
地
に
忌
明
け
後
納
骨
の
為
に
登
山
さ
れ
た
奥
様
も
、
同
昭
和

四
十
年
あ
と
を
追
う
よ
う
に
天
寿
を
全
う
さ
れ
た
。

二
、

『
奉

帥
獅
上相
疎

日
恭
上
人
之
書
』
読
後
感

Ｈ
　
戦
争
に
負
け
て
し
ま
う
か
ら
国
諌
せ
よ

（
国
諌
す
れ
ば
負
け

な
い
と
い
う
主
張
）

４
Ｐ
に

「
爾
時
国
家
を
諌
め
て
国
賓
三
器
を
顕
示
し
玉
ひ
明
鏡
を
以
て

真
相
を
う

つ
し
宝
珠
を
示
し
て
衆
に
教

へ
利
剣
を
験
し
て
夷
秋

を
降
伏
せ
し
む
る
は
貌
下

一
人
の
御
徳
責
任
に
非
ず
し
て
何
ぞ

や
」
（黒
点
廣
田
）

と
示
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
は
覇
権
主
義
、
市
場
拡
大
の
為
の

侵
略
戦
争
で
は
な
く
、
仏
法
の
為
の
聖
戦
と
理
解
し
、
仏
法
と
天

皇
所
持
の
三
種
の
神
器
を
も

っ
て
、
力
を
合
せ
れ
ば
、
敵
国
を
征

伐
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
こ
と
を
国
に
気
付
か
せ
る
諌
言
を

す
る
の
は
、
貫
主

一
人
の
責
任
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ

り
ま
す
。

こ
の
世
の
中
に
聖
戦
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
？

日
本
が
天
皇
の
名
の
も
と
に
行

っ
て
来
た
近
代
数
々
の
戦
争
は
、

全
て
八
紘

一
宇
の
独
善
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
侵
略
戦
争
で
あ
っ
て
、

け

っ
し
て
仏
法
の
為
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。も

し
、
仏
法
の
為
に
行
な
わ
れ
る
戦
争
が
あ

っ
た
と
し
た
な
ら

ば
、
殺
生
武
器
を
使
用
し
て
の
侵
略
、
殺
貌
も
、
大
量
の

一
般
民

間
人
の
大
量
殺
数
、
細
菌
兵
器
の
開
発
と
現
地
民

へ
の
人
体
実
験
、

従
軍
慰
安
婦
の
調
達
、
征
服
し
た
国
の
言
語
や
文
化
を
取
り
あ
げ

る
施
策
、
沖
縄
の
よ
う
に
自
国
民
を
殺
致
す
る
愚
行
等
々
の
三
悪

四
趣
の
世
界
が
現
出
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

戦
争
と
は
こ
う
い
う
狂
人
狂
乱
の
世
界
が
事
実
と
し
て
行
な
わ
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。
兵
隊
だ
け
が
戦
争
を
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
す
る

の
で
は
な
く
、
民
間
婦
女
子
が
、
殺
し
合
い
、
殺
致
さ
れ
、
家
を

焼
か
れ
、
心
を
踏
み
に
じ
ら
れ
、
何
百
年
た

っ
て
も
癒
え
る
こ
と

の
な
い
怨
念
の
歴
史
を
作

っ
て
し
ま
う
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。
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故
に
、
仏
法
の
為
の
聖
戦
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
あ

り
え
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

※
八
紘

一
宇

神
武
天
皇
が
大
和

（
ヤ
マ
ト
）
橿
原
の
宮
に
都
を

「
八
紘

（
ァ
メ
ノ
シ
タ
）
を
お
ほ
ひ
て
宇

（
イ
エ
）
と
せ
ん
」
と
し

て
定
め
た
時
詔
勅
と
い
う
。
こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
、
世
界
を

一
つ
の
家

（天
皇
を
家
長
と
し
て
）
と
す
る
こ
と
を
、
第
二

次
世
界
大
戦
中
、
日
本
が
家
族
国
家
の
理
念
と
し
て
国
際
的

に
拡
大
解
釈
し
宣
伝
し
た
ス
ロ
ー
ガ
ン
。
天
皇
の
も
と
に
侵

略
さ
れ
る
こ
と
が
そ
の
国
の
人
々
が
天
皇
の
御
子
と
な
り
幸

福
で
あ
る
と
い
う
思
想
。

０
　
皇
国
思
想

（天
皇
が
統
治
す
る
国
）
に
犯
さ
れ
て
い
る
著
者
。

１０
Ｐ
に

「
天
照
太
神
と
は
天
が
照
す
太
神
の
義
な
り
、
因
よ
り
義

一
小

国
之
太
神
た
る
に
非
ず
。
今
神
妙
を
指
し
て
日
ノ
本
ノ
国
と
称

す
と
も
実
に
は
世
界
の
義
な
り
何
れ
の
国
か
日
の
本
の
国
な
ら

ぎ
る
国
や
あ
る
。
然
ら
ば
我
国
出
現
の
当
初
よ
り
義
は
天
下
を

治
む
る
に
あ
り
」

（中
碁
）

‐２

Ｐ

に

「
阿
闇
世
は
彼
れ
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
な
る
か
所
以
は
何
ん
大
日
本

国
は
世
界
救
済
の
大
根
源
国
な
り
」

こ
の
日
本
と
い
う
国
は
何
故
天
皇
を
親
と
し
主
人
と
し
、
所
有

者
と
し
統
治
さ
れ
る
国
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

神
武
天
皇
が
百
歩
譲

っ
て
実
在
の
人
物
だ
っ
た
と
し
て
も
、
八
紘

一
宇
は
、
彼
の
侵
略
の
目
標
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
単
な
る
遷
権
主

義
の
決
意
で
し
か
な
い
。

天
皇
の
い
な
い
他
国
の
人
々
は
、
人
間
的
に
も
民
族
的
に
も
、

は
た
ま
た
ど
う
い
う
理
由
で
劣

っ
て
い
る
と
い
う
の
か
、
『
万
世

一
系
』
と
い
う
が
、
切
れ
て
い
る
時
代
、
不
審
不
明
の
時
代
も
あ

る
の
に
無
理
矢
理
に
改
鼠
さ
れ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
示
さ

れ
て
い
る
。
武
器
を
持

つ
権
力
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
中
国
、
朝
鮮

の
渡
来
人
が
先
祖
で
あ
る
の
が
当
然
な
の
に
、
そ
の
こ
と
は
隠
す
。

国
王
、
天
皇
と
呼
ば
れ
て
も
、
何
ん
の
実
権
も
な
い
名
だ
け
の
屈

辱
の
時
代
も
権
力
者
の
悲
哀
と
し
て
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
（
現
代

も
そ
う
で
あ
る
）
よ
し
ん
ば
、
『
万
系

一
世
』
と
い
っ
て
も
、
血

の
つ
な
が
り
が
、
そ
れ
ほ
ど
尊
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
私
達
人

間
の
五
体
は
、
森
羅
万
象
、
宇
宙
法
界
、
山
川
草
木
畜
生
の
血
肉

を
得
て
、
そ
の
犠
牲
に
よ
っ
て
存
在
出
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

皇
国
思
想
に
お
い
て
、
何
故
天
皇
を
父
と
国
民
が
考
え
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
か
？
天
皇
が
父
だ
と
い
う
人
も
い
る
が
、
私
は
天
皇
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を
父
と
は
思
え
な
い
、
私
の
父
は
父
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま

す
。
天
皇
よ
り
も
、
自
然
の
恵
を
血
肉
と
し
て
、
今
迄
生
き
て
こ

れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
信
仰
の
上
か
ら
、
日
蓮
大
聖
人
を

主
師
親
と
拝
す
れ
ば
、
矛
盾
す
る
感
傷
や
無
意
味
な
感
傷
に
浸
か

る
必
要
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

日
本
人
が
古
来
よ
り
心
に
携
え
て
来
た
、
血
の
信
仰
、
崇
り
信

仰
の
中
で
、
天
皇
家
は

『
何
事
の
お
わ
し
ま
す
か
は
知
ら
ね
ど
も
』

で
、
功
罪
両
面
に
わ
た
っ
て
タ
ブ
ー
と
し
て
守
護
さ
れ
て
来
た
の

で
あ

っ
て
皇
国
思
想
、
八
紘

一
宇
思
想
の
も
と
に
、
他
国
民
を
殺

す
こ
と
さ
え
正
統
化
さ
れ
る
よ
う
な
蛮
行
の
権
利
を
持

つ
こ
と
は

赦
さ
れ
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

日
　
信
仰
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
超
科
学
的
奇
跡
を
起
し
、
勝
利
を

得
る
。

４６

Ｐ

に
、

「
本
仏
大
聖
人
の
唱
導
し
給
ふ
妙
法
蓮
華
経
こ
そ
は
超
科
学
所

生
の
実
力
な
り
現
に
此
を
用
ふ
れ
ば
絶
対
無
比
の
攻
防
両
用
の

力
な
り
何
を
杞
憂
し
て
及
ば
ざ
る
低
級
科
学
新
兵
器
に
依
ら
ん

と
す
る
貧
弱
な
る
敵
機
の
行
先
よ
り

一
時
空
気
を
排
除
す
る
法

力
あ
る
に
此
を
用
ひ
ざ
る
乎
機
動
部
隊
を
恐
る
る
よ
り
龍
神
に

電
波
を
送
り
此
の
神
に
命
じ
て
彼
等
を
海
底
に
没
す
る
神
力
あ

る
に
是
れ
を
用
ひ
ざ
る
か
敵
国
自
ら
破
滅
す
る
直
道
あ
る
に
是

を
撰
ば
ざ
る
乎
夫
我
国
は
神
国
也
神
力
を
左
右
す
る
超
科
学
所

生
の
力
あ
る
を
疑
ふ
勿
れ
」

こ
れ
も
、
世
間
に
漂

っ
て
い
る
神
風
待
望
論
を
、
仏
法
の
上
か

ら
無
理
矢
理
に
会
通
し
よ
う
と
牽
強
付
会
し
た
内
容
で
あ
り
ま
す
。

働
　
貫
主
絶
対
で
あ
り
、
貫
主
で
な
け
れ
ば
国
諌
の
意
味
が
な
い

（出
来
な
い
）

３２

Ｐ

に
、

「
現
世
第

一
の
不
求
自
得
の
大
果
報
貌
下
に
及
ぶ
者
何
人
か
是

れ
あ
ら
ん
と
祖
師
大
聖
人
の
無
量
の
功
徳
貌
下
御

一
人
に
廻
向

せ
し
に
や
唯
受

一
人
の
御
相
承
た
る
高
貴
第

一
の
大
人
に
非
ず

や
、
我
等
羨
み
て
も
詮
な
し
是
れ
皆
時
の
然
ら
し
む
る
虜
な
り

御
歴
代
御
上
人
等
定
め
し
羨
望
し
玉
ふ
ら
ん
貌
下
不
信
に
し
て

自
ら
智
を
疑
ひ
難
を
怖
れ

一
時
た
り
と
も
国
諌
の
慈
行
を
怠
る

情
あ
ら
ば
正
に
魔
の
宿
り
て
御
身
を
食
ふ
な
る
べ
し
奪
功
徳
は

魔
の
本
領
と
聞
く
」

５４

Ｐ

に
、

「
国
家
諌
暁
の
鎗
は
法
主
上
人
御

一
人
の
御
手
に
在
り
若
し
他

に
在
り
と
論
ず
る
者
あ
ら
ば
既
に
邪
説
魔
説
な
り
貌
下
に
し
て

起
た
ざ
れ
ば
平
和
の
掠
奪
者
と
な
る
な
り
其
科
此
罪
無
量
な
る
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べ
し
」

５５
Ｐ
に
、

「
貌
下
若
し
今
の
時
国
諌
の
慈
悲
行
を
憚
ら
ば
神
妙
の
命
を
奪

ふ
者
也
、
高
が

一
に
も
法
主
上
人
悪
鬼
入
其
身
の
魔
王
と
化
す

事
莫
れ
か
し
若
し
如
是
事
あ
ら
ん
と
の
罪
科
の
弘
法
慈
覚
智
證

等
に
超
過
す
る
こ
と
百
千
萬
億
倍
な
る
べ
し
現
罰
忽
に
至
ら
む

願
く
ば
我
等
に
此
の
極
悲
を
な
め
し
玉
ふ
こ
と
勿
れ
」

５７
Ｐ
に
、

「
国
諌
し
て
国
を
成
仏
せ
し
む
る
に
過
ぎ
た
る
功
徳
は
あ
ら
じ

然
ら
ば
国
家
諌
暁
は
即
身
成
仏
道
な
り
然
ら
ぎ
る
は
堕
地
獄
の

業
な
り
唯
に
法
主
上
人
御

一
人
の
堕
地
獄
の
こ
と
に
非
ず
神
妙

全
体
の
堕
地
獄
な
り
而
も
其
責
貌
下
御

一
人
の
怠
慢
と
臆
病
に

あ
り
と
せ
ば
罪
萬
劫
に
も
蓋
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
」

私
が
昭
和
四
十
六
年
か
ら
立
正
大
学

へ
通
学
す
る
為
に
、
法
道

院

へ
在
勤
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時
代
は
、
田
中
角
栄
氏
が
総
理
大

臣
と
な

っ
て

『
日
本
列
島
改
造
論
』
は
な
や
か
か
り
し
時
代
で
あ

っ
た
。
氏
の
次
々
に
打
ち
出
さ
れ
る
政
策
の

一
つ
に
、
今
日
も
燻

り
続
け
て
い
る

『
靖
国
神
社
国
家
護
持
法
案
』
が
あ

っ
た
。
宗
門

は
今
日
に
至

っ
て
も
、
こ
の
こ
と
に
何
の
考
え
方
も
示
さ
な
い
が
、

私
は
、
こ
の
法
案
が
強
更
採
決
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、

国
家
の
名
の
基
に
大
変
な
信
仰
上
の
ま
ち
が
い
を
国
民
に
常
識
の

様
に
強
要
す
る
も
の
だ
と
考
え
た
。
貫
主
が
い
わ
な
い
と
か
、
宗

務
院
が
い
わ
な
い
と
か
で
は
な
く
、
自
分
は
い
う
べ
き
だ
と
思
い
、

法
案
の
概
略
を
勉
強
し
、
筆
を
持
ち
、
国
家
が

一
宗
教
を
護
持
す

る
こ
と
の
愚
さ
を
書
き
、
靖
国
神
社
は
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
詭

弁
を
指
摘
し
綴
り
、
こ
れ
を
強
更
に
通
過
さ
せ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、

法
華
経
の
御
罰
を
蒙
り
頭
破
作
七
分
は
疑
い
な
い
と
書
き
、
住
所
、

氏
名
、
捺
印
を
し
て
、
都
内
日
白
区
田
中
角
栄
様
と
し
て
送
付
し

た
。
返
送
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
か
ら
届
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
魔

の
宿
り
て
御
身
を
食
ふ
な
る
べ
し
」
「
其
科
此
罪
無
量
な
る
べ
し
」

「
弘
法
慈
覚
智
證
等
に
超
過
す
る
こ
と
百
千
萬
億
倍
な
る
べ
し
」

「
法
主
上
人
御

一
人
の
堕
地
獄
の
こ
と
に
非
ず
神
妙
全
体
の
堕
地

獄
な
り
」
と
、
最
大
級
に
そ
の
非
を
訴
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
迄
の

傍
観
さ
れ
て
来
た
時
間
の
流
れ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
何
故
貫
主
で

な
け
れ
ば
諌
暁
出
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
？
誰
も
し
な
け
れ
ば
山

永
氏
自
身
が
す
れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。
身
近
な
例
と
し
て
藤

本
蓮
城
師
が
い
る
で
は
な
い
か
。
山
永
氏
に
限
ら
ず
、
大
聖
人
の

仏
法
を
信
仰
す
る
僧
俗
で
あ
れ
ば
、
誰
も
が
国
を
諌
め
る
責
任
を

持

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が

一
身
の
謗
法
厳
戒
と
成
仏

に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
余
計
の
こ
と
必
至
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。宗

内
僧
侶
の
中
に
、
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３４

Ｐ「
御
法
主
上
人
の
御
身
を
窺
ふ
或
は
魔
は
正
宗
僧
侶
に
扮
し
法

主
上
人
に
忠
勤
な
る
が
如
く
し
て
今
側
近
に
在
り
彼
の
魔
侶
の

云
く
今
の
時
上
に
対
し
て
奉
り
諌
暁
な
ど
以
て
の
外
な
り
斯
く

て
は
我
宗
門
は
国
権
に
依
て
削
除
さ
れ
宗
門
の
破
滅
必
定
な
ら

ん
と
彼
等
の
意
中
三
悪
趣
に
起
因
す
る
為
身
為
宗
門
の
念
魔
の

外
為
国
為
法
の
慈
悲
更
に
之
れ
無
し
三
世
常
住
事
の
法
門
を
排

へ
ぎ
る
魔
族
な
り
法
衣
を
着
す
る
資
格
な
し
」

６３

Ｐ「
尚
本
書
並
別
冊
共
に
全
く
貌
下
御

一
人
の
御
胸
中
に
秘
し
被

下
度
従
令
側
近
の
親
し
き
御
僧
侶
或
は
内
事
の
役
員
僧
た
り
と

も
御
諭
被
不
問
敷
此
義
呉
々
も
御
了
承
給
度
候
萬

一
御
油
断
有

之
為
に
我
等
が
慈
行
を
譲
訴
の
種
に
悪
用
致
き
る
る
が
如
き
事

出
来
候
て
は
勢
ひ
無
用
の
評
に
貌
下
を
御
煩
は
せ
致
さ
ざ
る
を

得
ざ
る
事
と
相
成
べ
く
斯
て
は
為
国
為
法
遺
憾
至
極
之
義
候
」

と
、
こ
こ
ま
で
宗
内
意
見
と
認
識
の
不
統

一
を
見
て
取

っ
て
理

解
し
て
い
な
が
ら
、
尚
貫
主

一
人
の
責
務
と
考
え
る
の
は
、
虫
が

良
す
ぎ
る
と
思
え
ま
す
。

天
皇
現
人
神
の
む
こ
う
を
張

っ
て
貫
主
現
人
仏
を
主
張
す
れ
ば
、

一
切
衆
生
の
成
仏
も
、　
一
人

一
人
の
行
道
も
、
全
て
貫
主
の
御
認

可
で
決
裁
さ
れ
な
け
れ
ば
仏
法
に
あ
ら
ず
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
自
由
な
議
論
も
成
さ
れ
ず
、

全
て
貫
主
の
御
心
の
ま
ま
、
御
心
の
ま
ま
で
全
て
が
済
ま
さ
れ
、

戦
争
の
よ
う
な
事
体
に
な

っ
た
時
に
は
貫
主
を
弾
よ
け
に
使
い
、

全
て
を
貫
主
の
牲
に
す
る
と
い
う
愚
行
が
展
開
す
る
の
で
あ
り
ま

す
。日

恭
上
人
の
御
亡
く
な
り
方
も
、
戦
争
責
任
を
全
て
日
恭
上
人

に
な
す
り
つ
け
、
当
時
の
人
々
で
誰
か
明
確
に
整
理
さ
れ
た
反
省

懺
悔
し
て
い
る
僧
侶
が
い
る
で
し
ょ
う
か
、
そ
の
ま
ま
年
を
食

っ

二
局
僧
、
老
僧
ぶ

っ
て
、
何
事
も
反
省
す
る
こ
と
な
し
と
の
顔
を

し
て
い
る
で
は
な
い
で
す
か
。
宗
門
は
戦
中
の
ま
ま
で
戦
後
は
な

く
、
戦
犯
は
い
る
の
に
、
日
恭
上
人
御

一
人
の
牲
に
し
て
口
を
拭

っ

て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
り
ま
す
。

０
　
結

戦
争

へ
突
入
し
て
行
く
時
、
世
界
中
の
ど
の
国
家
で
あ
っ
て
も
、

侵
略
を
肯
定
し
、
国
民
に
正
義
の
為
の
聖
戦
と
思
わ
せ
る
為
に
、

国
家
は
長
い
時
間
を
か
け
て
、
学
校
と
か
地
域
の
教
育
や
集
合
の

場
を
最
大
限
に
利
用
し
て
、
真
綿
で
首
を
締
め
る
よ
う
に
洗
脳
教

育
を
し
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。
当
時
の
正
宗
僧
俗
も
決
し
て
例

外
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
皇
国
思
想
、
八
紘

一
字
を
生

れ
た
時
か
ら
植
付
け
ら
れ
た
人
々
が
、
そ
の
皇
国
思
想
の
上
に
真
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実
の
仏
国
土
の
思
想
を
継
木
し
よ
う
と
し
て
も
、
侵
略
を
聖
戦
、

八
紘

一
字
を
広
宣
流
布
と
す
り
替
え
て
思
い
た
い
だ
け
で
、
天
皇

は
邪
教
の
人
で
あ
り
、
何
ん
の
力
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

日
本
が
戦
争
に
負
け
た
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
日
蓮
正
宗
の

僧
俗
は
、
法
門
の
上
に
お
い
て
も
、
認
識
の
上
に
お
い
て
も
、
ま
っ

た
く
戦
争
の
意
味
、
原
罪
を
整
理
し
、
反
省
し
て
い
な
い
の
で
あ

り
ま
す
。

ｏ
天
皇
を
ど
の
様
に
考
え
る
の
か
。

ｏ
い
っ
た
い
天
皇
と
い
う
も
の
が
必
要
な
の
か
。
（
私
は
必
要
と

考
え
な
い
）

ｏ
国
骰
と
は
何
ん
な
の
か
。

ｏ
天
皇
の
戦
争
責
任
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

ｏ
国
民
の
戦
争
責
任
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

ｏ
天
皇
は
人
間
な
の
か
、
神
な
の
か
。

ｏ
天
皇

へ
の
折
伏
は
ど
う
な

っ
て
い
る
の
か
。

ｏ
正
宗
の
教
義
で
は
、
神
本
仏
述
な
の
か
、
神
仏
混
清
な
の
か
、

仏
本
神
述
な
の
か
。

○
日
本
根
源
と
考
え
る
民
族
主
義
、
選
民
主
義
思
想
で
、
世
界
の

中
で
最
も
す
ぐ
れ
た
地
球
の
中
心
意
識
が
は
た
し
て
仏
法
の
上

に
正
し
い
も
の
な
の
か
。

○
こ
の
よ
う
な
狭
少
な
思
想
が
不
軽
菩
薩
の
行
に
正
し
く
通
じ
る

も
の
だ
ろ
う
か
。

ｏ
帝
釈
天
と
天
照
太
神
は
ど
ち
ら
が
え
ら
い
の
か
。

等
々
、
も
っ
と
も

っ
と
仏
法
の
原
則
を
中
心
に
説
き
明
し
て
、

整
合
性
の
な
い
理
屈
、
普
遍
性
の
な
い
理
屈
は
時
代
が
ど
の
様
に

変
化
し
よ
う
と
も
、
便
乗
し
な
い
で
排
除
す
る
法
門
の
あ
り
方
と
、

法
門
を
守
り
行
ず
る
信
念
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
。

僧
侶
達
も
、
こ
の
こ
と
を
真
剣
に
考
え
る
こ
と
を
逃
げ
、
有
耶

無
耶
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
戦
争
当
時
の

人
々
が
、
戦
争
の
こ
と
を
宗
教
者
と
し
て
、
整
理
反
省
出
来
な
け

れ
ば
、
私
は
当
宗
の
僧
侶
で
あ
り
信
仰
者
と
し
て
直
接
の
責
任
は

な
く
と
も
原
罪
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
原
罪
が
あ
る
以

上
は
、
音
の
人
が
や
っ
た
事
で
す
と
頬
被
り
せ
ず
、
た
と
え
先
徳

先
哲
と
い
わ
れ
て
い
る
人
々
の
腹
綿
を
快
り
出
す
点
が
あ
っ
て
も
、

議
論
し
、
賢
は
賢
、
愚
は
愚
と
し
て
明
ら
か
に
し
て
行
く
責
任
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。

顕
正
会
の
国
立
戒
壇
の
主
張
に
し
て
も
、
戦
中
戦
前
の
考
え
方

を
そ
の
ま
ま
に
、
当
時
の
僧
侶
か
ら
教
え
ら
れ
た
考
え
方
を
そ
の

ま
ま
踏
襲
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
戒
壇
間

題
も
、
天
皇
の
存
在
問
題
、
皇
国
思
想
等
々
を
避
け
て
通
る
こ
と

は
出
来
な
い
は
ず
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
欠
け
て
は
成
立
し
な
い

論
理
の
構
築
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
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創
価
学
会
に
い
わ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
積
極
的
に
心
情
的
に
、

戦
争
に
荷
担
し
、
少
な
く
と
も
、
身
を
捨
て
て
戦
争
反
対
を
訴
え

る
こ
と
も
な
く
、
神
札
を
面
従
に
て
受
け
、
徴
兵
に
応
じ
、
御
先

棒
を
か
つ
い
だ
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
こ
と
な
の
で
あ
り
ま
す
。

小
笠
原
慈
聞
師
の
神
本
仏
述
論
に
当
ら
ず
と
も
遠
か
ら
ず
で
同
感

し
、
世
の
流
れ
を
平
気
で
泳
ぎ
、
組
し
て
い
た
こ
と
も
分
り
ま
し

た
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
国
家
の
思
想
統

一
の
締

つ
け
と
教
育
が
厳

し
く
、
時
の
思
想
に
、
正
宗
僧
俗
の
頭
も
マ
ヒ
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
、
戦
後
を
こ
の
ま
ま
に
し
て
い
て
は
、
将
来
又
同
じ
よ

う
な
時
代
が
来
た
時
に
、
現
実
追
従
で
、
か
つ
て
の
こ
と
が
何
も

生
か
さ
れ
て
い
な
い
、
前
の
時
代
よ
り
も
ひ
ど
い
。

ｏ
戒
壇
様
を
形
の
上
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｏ
大
石
寺
を
形
の
上
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

○
そ
の
為
に
は
後
世
に
伝
え
る
自
分
達
僧
侶
の
生
命
が
達
者
で
、

全
員
殺
さ
れ
る
よ
う
な
、
御
上
に
逆

っ
て
獄
死
す
る
よ
う
な
こ

と
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
。

と
い
う
、
三
段
論
法
で
、
大
真
目
に
現
実
肯
定
の
戦
争
荷
担
の

道
を
歩
ん
で
行
く
こ
と
が
必
定
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
。

仏
法
の
為
の
戦
争
と
い
え
ば
、
有
徳
王
、
覚
徳
比
匠
の
涅
槃
経

巻
三
の
説
話
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
防
衛
守
護
の
戦
い
で
あ
っ
て
、

日
本
が
行
な

っ
た
侵
略
戦
争
や
、
か

っ
て
の
、
キ
リ
ス
ト
教
の
十

字
軍
に
よ
る
侵
略

（
神
の
御
子
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
侵
略
さ
れ

る
国
々
の
人
々
も
幸
福
と
な
る
と
い
う
論
法
か
ら
す
れ
ば
八
紘

一

宇
の
思
想
と
同
じ
で
あ
る
。
）
と
は
根
本
的

に
異
質
な
も
の
と
い

え
る
。
国
家
が
主
催
者
に
な

っ
て
や
る
戦
争
に
お
い
て
は
、
仏
法

の
為
の
聖
戦
等
と
い
う
も
の
は
絶
対
に
有
り
得
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
当
然
国
家
の
民
族
的
、
利
益
確
保
の
為
の
戦
争
に
荷
担
協
力

を
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

殺
さ
れ
る
苦
し
み
と
、
殺
す
苦
し
み
の
ど
ち
ら
か
を
選
べ
と
い

え
ば
、
信
仰
者
は
、
殺
さ
れ
る
苦
し
み
を
選
び
、
殺
す
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
怨
恨
の
道
を
塞
ぐ
こ
と
を
第

一
義
に
考
え
な
け
れ
ば

い
け
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
書
を
手
に
入
れ
、
菅
原
関
道
御
尊
師
に
解
読
し
て
い
た
だ

い
た
上
で
、
幾
度
も
こ
の
書
を
読
み
返
す
内
に
、
戦
前
、
戦
中
の

時
代
の
混
乱
さ
が
、
私
に
も
少
し
立
体
的
に
見
え
て
来
ま
し
た
。

そ
の
混
乱
を
通
し
て
私
は
思
い
ま
す
。

山
永
氏
よ
り
先
の
、
昭
和
十
六
年

一
月
三
日
、
能
勢
安
道
御
尊

師
を
師
範
と
し
て
、
藤
本
秀
之
助

（
蓮
城
）
氏
は
五
十
三
才
で
出

家
し
、
昭
和
十
八
年
六
月
二
十
五
日
不
敬
の
容
疑
で
行
政
検
束
を

受
け
、
浅
草
警
察
署
に
留
置
さ
れ
。
同
年
九
月
二
十
二
日
不
敬
の

容
疑
に
て
東
京
拘
置
所
収
容
。
同
年
十
月
二
十
五
日
東
京
区
裁
判
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所
に
お
い
て
不
敬
罪
に
よ
り
懲
役

一
年
四
ケ
月
の
実
刑
判
決
を
受

け
、
長
野
刑
務
所
に
送
監
さ
れ
る
。
昭
和
十
九
年

一
月
十
日
長
野

刑
務
所
に
服
役
中
、
獄
死
、
享
年
五
十
五
才
。

こ
の
蓮
城
師
の
得
度
式
に
立
合

っ
た
山
永
氏
が
、
昭
和
十
八
年

に
四
十
五
才
で
出
家
し
て
、
二
年
目
の
四
十
七
才
に
、　
一
戒
の
人

間
が
堂
々
と
自
分
の
意
見
を
認
め
て
、
諌
言
を
し
て
い
る

（私
の

想
像
で
は
、
山
永
氏
は
藤
本
氏
の
獄
死
を
知

っ
て
い
な
が
ら
、
こ

の
諌
言
書
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
戦
争

や
天
皇
に
対
す
る
考
え
方
が
ま
っ
た
く
違
う
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僧
侶
の
世
界
で
は
、
唇
寒
し
で

何
等
公
け
に
意
見
の
開
陳
を
し
て
議
論
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
で

あ
っ
た
。
現
代
も
同
様
、
あ
い
も
変
ら
ず
意
見
を
ぶ
つ
け
あ
い
、

真
実
の
も
の
が
何
か
を
考
え
よ
う
と
も
し
な
い
。
こ
の
自
浄
作
用

の
な
い
姿
に
愕
然
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

順
序
立
て
て
、
こ
の
書
の
内
容
を
分
析
し
て
見
て
、
仏
法
の
上

か
ら
益
無
き
も
の
と
私
は
断
言
し
ま
し
た
。
藤
本
蓮
城
師
の
留
置

中
の
調
書
内
容
の
主
張
の
方
が
、
仏
法
の
上
か
ら
見
て
内
容
次
元

が
高
い
と
思
う
。
し
か
し
、
最
後
に
こ
こ
で
、
述
べ
た
よ
う
に
、

戦
前
戦
中
の
時
代
に
、
自
分
の
考
え
を
、
自
分
の
言
葉
で
、
自
分

の
考
え
る
方
法
を
以

っ
て
、
信
念
を
貫
い
て
発
言
し
た
と
い
う
こ

と
は
、
万
人
が
見
習
う
べ
き
尊
敬
に
値
い
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
何
も
な
さ
ら
な
か

っ
た
僧
侶
、
褒
め
て
見
習
ら
わ
な
か

っ
た

僧
侶
、
何
ん
の
危
険
も
な
く
な

っ
た
戦
後
に
さ
え
、
そ
の
こ
と
に

何
ん
の
反
省
も
な
い
僧
侶
。
こ
れ
等
に
比
べ
な
ん
と
高
潔
な
こ
と

か
と
尊
敬
の
念
を
持

つ
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
の
創
価
学
会
の
問
題
な
ど
片
腹
痛
い
こ
と
で
あ

っ
て
、
こ

う
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
し
て
こ
な
か

っ
た
付
が
、
仏
法
よ
り
も

自
分
の
保
身
に
走
る
と
い
う
姿
で
顕
わ
れ
、
な
お
、
自
分
達
僧
侶

の
責
任
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付
か
な
い
醜
い
姿
が
露
呈
し
て

い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

昭
和
十
九
年

一
月
十
日
寂

藤
本
蓮
城
日
護
比
丘
　
一早
年
五
十
五
才

長
野
刑
務
所
に
不
敬
罪
で
服
役
中
獄
死
。

昭
和
四
十
年
二
月
十
三
日
寂

山
永
惟
誠

（登
）
　

一早
年
六
十
七
才

過
去
帳
に
認
め
、
生
涯
御
廻
向
申
し
上
げ
、
そ
の
志
を
倣
い
た

加
え
て
、

『
日
蓮
正
宗
富
士
年
表
』
に
、
こ
の
歴
史
の
事
実
を

載
せ
て
も
ら
い
た
い
。
載
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
理
路

整
然
と
何
故
か
答
え
て
も
ら
い
た
い
。
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※
参
考
文
献

ｏ
弾
正
講
誌

（弾
正
寺
発
行

・
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
）

ｏ
精
神
の
本
質
と
宗
教
の
本
義
　
　
山
永
　
登
著

附
説
　
絶
対
國
日
本
と
日
本
精
神

ｏ
昭
和
特
高
弾
圧
史
４

（大
平
出
版
社
）

宗
教
人
に
対
す
る
弾
圧
よ
り

創
価
教
育
学
会
々
長
牧
日
常
二
郎
に
対
す
る
尋
問
調
書
抜
粋

問
　
創
価
教
育
学
会
の
指
導
理
念
及
目
的
は
。

答
　
創
価
教
育
学
会
の
目
的
は
規
約
要
項
第
二
条
に
、

本
会
は
日
蓮
正
宗
に
伝
は
る
無
上
最
大
の
生
活
法
た
る
三
大
秘

法
に
基
き
教
育
、
宗
教
、
生
活
法
の
革
新
を
図
り
忠
孝
の
大
道

を
明
ら
か
に
し
以
て
国
家
及
び
国
民
の
幸
福
を
進
め
る
を
目
的

と
す
。

と
書
示
し
て
置
き
ま
し
た
。
日
蓮
正
宗
の
三
大
秘
法
と
は
本
門
の

本
尊
、
本
門
の
戒
壇
、
本
門
の
題
目
の
事
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ

は
法
華
経
の
寿
量
品
の
文
底
秘
法
の
大
法
と
日
蓮
聖
人
は
申
さ
れ

て
居
り
ま
す
。

此
の
三
大
秘
法
は
本
門
の
本
尊
で
あ
る
曼
茶
羅
に
総
て
の
人
が

帰
依
す
る
事
に
依

っ
て
具
現
す
る
事
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
様
な
末
法
の
世
に
於
て
も
、
又
法
華
経
を
読
唱
せ
ず
と

も
本
尊
曼
茶
羅
を
信
ず
る
事
に
依

っ
て
何
人
も
即
身
成
仏
す
る
事

の
出
来
る
秘
法
で
あ
り
ま
し
て
、
私
の
創
価
教
育
学
会
は
、
此
の

秘
法
の
本
尊
と
、
我
々
人
間
の
生
活
と
関
係
が
あ
る
か
無
い
か
を

認
識
さ
せ
る
手
段
と
し
て
、
人
間
生
活
に
は
此
の
本
尊
に
帰
依
す

る
事
に
依

っ
て
の
み
安
定
が
得
ら
れ
、
幸
福
が
招
来
し
価
値
を
現

実
に
実
証
し
得
る
と
言
ふ
事
を
感
得
せ
し
む
る
に
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。

私
の
価
値
観
は
日
蓮
正
宗
の
本
尊
に
帰
依
す
る
こ
と
、
具
体
的

に
は
創
価
教
育
学
会
に
入
会
す
る
事
に
依

っ
て
、
本
会
の
信
仰
が

人
生
生
活
と
如
何
に
関
係
が
大
き
い
か
、
価
値
が
大
き
い
か
を
判

定
認
識
せ
し
む
る
の
が
指
導
理
念
で
あ
り
ま
し
て
、
人
生
生
活
の

全
体
主
義
的
目
的
観
を
確
然
と
把
握
せ
し
め
、
本
尊
の
信
仰
に
依

る
異
体
同
心
、
共
存
共
栄
の
生
活
を
体
得
実
証
せ
し
む
る
に
あ
る

の
で
あ
り
ま
す
。

故
に
本
会
に
入
会
す
る
に
非
ら
ぎ
れ
ば
、
個
々
の
生
活
の
幸
福

安
定
は
勿
論
得
ら
れ
ま
せ
ん
し
、
延
い
て
は
国
家
社
会
の
安
定
性

も
得
ら
れ
な
い
と
私
は
確
信
し
て
居
り
ま
す
。

故
に
本
学
会
の
目
的
と
す
る
処
は
日
本
国
民
の

一
人
で
も
多
く

本
会
に
入
会
せ
し
め
て
日
蓮
正
宗
の
信
仰
を
基
礎
と
し
た
私
の
価
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値
論
を
認
識
把
握
せ
じ
め
て
、
人
生
生
活
の
安
穏
幸
福
を
招
来
せ

し
め
る
事
に
あ
り
ま
す
が
、
価
値
論
の
教
義
的
具
体
的
指
導
理
論

は
後
で
詳
細
に
申
上
ま
す
。

問
　
会
員
獲
得
の
手
段
方
法
に
就
て
は
。

答
　
学
会
に
入
会
せ
し
む
る
手
段
方
法
と
致
し
ま
し
て
は
、
本
会

に
入
会
し
て
信
仰
す
れ
ば
現
実
に
如
何
な
る
現
象
が
生
活
面
に
直

に
現
は
れ
る
か
と
言
ふ
事
の
実
例
を
会
員
全
体
が
夫
々
自
分
の
知

人
縁
故
関
係
を
辿
っ
て
宣
伝
折
伏
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

折
伏
と
言
ふ
意
義
は
、
此
の
信
仰
を
勧
め
る
に
就
て
は
必
ず
反

対
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
其
反
対
を
押
切

っ
て
信
仰
せ
じ
め
よ
と
言

ふ
事
で
、
此
の
態
度
を
強
く
自
覚
し
ま
せ
ん
と
広
宣
流
布
の
実
効

を
収
め
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。

宣
伝
折
伏
の
方
法
に
は
文
書
に
依
る
場
合
と
口
頭
を
以
て
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

文
書
に
依
る
方
法
と
し
て
は
、
昭
和
七
年
十
二
月
頃
か
ら

「新

教
材
集
録
」
を
発
行
し
其
後

「
新
教
」
と
改
題
月
刊
と
し
て
継
続

致
し
ま
し
た
。
其
後
之
を
更
に

「
教
育
改
造
」
と
改
題
し
て
出
し

ま
し
た
が
、
之
は
時
習
学
館
よ
り
出
し
た
月
刊
雑
誌
で
、
そ
れ
に

私
の
価
値
論
を
執
筆
し
た
程
度
で
あ
り
ま
す
。

単
行
本
と
し
て

「
創
価
教
育
学
体
系
」
を
第

一
巻
よ
り
第
四
巻

迄
発
行
致
し
ま
し
た
。

其
他
昭
和
十
七
年
八
月
と
十
二
月
に
第
四
回
総
会
記
録
、
第
五

回
総
会
記
録
を

「
大
善
生
活
実
証
録
」
と
題
し
て
、
各
約

一
千
部

位
を
発
行
し
て
配
布
致
し
ま
し
た
。

機
関
紙
と
し
て
は
昭
和
十
六
年
七
月
よ
り
翌
十
七
年
五
月
迄
月

刊
と
し
て
毎
回
約

一
千
部

「
価
値
創
造
」
の
題
目
で
出
版
配
布
致

し
ま
し
た
。

日
頭
に
依
る
宣
伝
折
伏
の
方
法
と
し
て
は
前
に
申
上
げ
た
通
、

会
員
各
自
が
知
人
縁
故
関
係
者
を
辿

っ
て
、
所
謂
個
人
折
伏
す
る

事
と
、
大
衆
折
伏
の
座
談
会
を
毎
月
各
地
で
約
二
十
回
位
ず

つ
開

催
致
し
ま
し
た
。
其
他

一
般
的
の
も
の
と
し
て
は
昭
和
十
五
年
十

月
以
降
総
会
を
六
回
開
催
し
て
居
り
ま
す
。

日
蓮
正
宗
僧
侶
の
不
敬
並
に
人
心
惑
乱
事
件
検
挙
処
理
状
況

警
察
庁
に
あ
り
て
は
東
京
都
豊
島
区
巣
鴨
七
ノ

一
、
八
六
六
日

蓮
正
宗
僧
侶
藤
本
秀
之
助

（
五
十
二
）
が
予
て
よ
り
雑
誌

「
太
盪

を
発
行
し
、
所
謂
本
仏
絶
対
の
教
説
を
宣
伝
し
、
屡
々
安
寧
秩
序

を
素
る
も
の
あ
り
と
し
て
、
削
除
処
分
に
付
せ
ら
れ
た
る
事
あ
り
、

最
近
に
至
り
右
雑
誌
を
廃
刊
し
て
専
ら
布
教
活
動
に
努
め

つ
つ
あ

り
た
る
が
、
這
間
種
々
不
敬
不
穏
の
言
動
を
流
布
し
居
れ
る
や
の

容
疑
あ
り
て
厳
重
視
察
内
偵
中
の
処
、
本
年

一
月
二
十
日
頃
自
宅

に
於
て
浅
草
区
千
東
町
ニ
ノ

一
〇
〇
日
比
佐
太
郎
等
三
十
余
名
に
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対
す
る
法
話
を
為
し
た
る
後
、
座
談
会
を
開
き

「
天
皇
を
皆
偉
い

と
思

っ
て
居
る
が
、
天
皇
は
少
し
も
偉
く
な
い
。
只
偉
い
者
と
し

て
奉

っ
て
置
く
丈
だ
。
天
皇
よ
り
も
日
蓮
の
方
が
偉
い
の
だ
。
日

蓮
様
は
大
勢
の
人
を
救

っ
て
居
る
」
「
妙
法
蓮
華
経

の
お
題
目
を

唱

へ
て
居
れ
ば
神
様

へ
参
詣
す
る
必
要
も
な
く
、
観
音
様

へ
御
参

り
す
る
必
要
も
な
い
。」
「
大
東
亜
戦
争
は
日
本
が
先
に
手
を
出
し

た
か
ら
英
米
か
ら
反
撃
さ
れ
る
の
も
当
然
だ
。
此
の
報
ひ
は
天
皇

陛
下
に
も
来
る
。」

「
ギ
ャ
ン
グ
ギ
ャ
ン
グ
と
い
ふ
が
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
も
ム
ッ
ソ
リ
ー

ニ
も
又
東
条
首
相
も
ギ
ャ
ン
グ
だ
。
我
国
は
今
迄
米
国
や
英
国
か

ら
教

へ
ら
れ
て
居
り
な
が
ら
今
に
な

っ
て
米
国
や
英
国

へ
弓
を
引

く
の
は
良
く
な
い
Ｌ
と
放
言
し
た
る
聞
込
み
あ
り
、
更
に
藤
本
を

盲
信
せ
る
向
島
区
吾
嬬
町
西
六
丁
目
九
、
鈴
木
牧
太
郎
方
高
塩
行

雄

（
二
十
九
）
は
本
年
三
月
五
日
同
番
地
隣
組
常
会
に
於
て

「
天

皇
陛
下
は
御
位
は
上
だ
が
学
位
の
無
い
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
で
学

位
の
あ
る
博
士
が
教

へ
る
。
物
の
解
ら
な
い
天
皇
陛
下
が
出
て
国

民
に
泥
棒
し
ろ
と
教

へ
る
と
国
民
は
そ
れ
を
善
い
事
に
し
て
や
る

様
に
な
る
。
今
の
陛
下
は
正
し
く
や
っ
て
居
る
」
コ
日
天
照
大
神

が
天
の
岩
戸
に
隠
れ
て
暗
く
な

っ
た
と
い
ふ
事
は
あ

っ
た
事
で
は

な
い
。
神
様
も
分
解
す
れ
ば
人
間
だ
。
人
間
で
な
い
と
後
に
子
孫

が
出
来
な
い
。」
と
の
言
辞
を
弄
し
た
る
事
実
あ
り
、
其
の
後
引

続
き
前
記
藤
本
宅
に
於
て
布
教
を
為
し
依
然
不
敬
の
言
動
を
な
し

つ
つ
あ
る
容
疑
濃
厚
と
な
り
た
る
為
、
本
年
六
月
十
六
日
藤
本
及

高
塩
の
両
名
を
検
挙
し
、
其
の
後
七
月
二
十
旦
尚
塩
行
雄
を
、
同

月
二
十

一
日
藤
本
秀
之
助
を
夫
々
東
京
刑
事
地
検
に
送
局
す
る
所

あ
り
た
る
が
、
本
月
十

一
日
一尚
塩
は
改
悛
の
情
顕
著
な
り
と
し
て

起
訴
猶
予
処
分
に
付
せ
ら
れ
、
藤
本
は
本
月
二
十
二
日
別
記
起
訴

状

（省
略
）
に
依
り
、
東
京
区
裁
判
所
に
起
訴
、
本
名
は
東
京
拘

置
所
に
収
容
せ
ら
れ
た
り
。
　

　

　

　

［
昭
和
十
八
年
九
月
分
］
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