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一
、
論
文
内
容
の
要
旨 

一
九
五
九
年
一
月
か
ら
満
一
ヶ
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
最
初
の
禅
画
展
で
あ
る
「
欧
州
禅
画
展
」
が
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
イ
タ
リ
ア
な
ど
を
巡
回
し

て
開
か
れ
た
。
次
い
で
パ
リ
で
開
か
れ
た
「
日
本
芸
術
の
な
か
の
彼
岸
」
展
で
は
出
品
作
の
３
分
の
１
が
禅
画
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
六
一
年
か
ら
一
九
六
四
年
に

か
け
て
「
仙
厓
欧
州
展
」
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
巡
回
し
て
開
か
れ
た
。
こ
の
三
つ
の
展
覧
会
に
出
陳
さ
れ
た
禅
画
は
二
四
〇
点
に
達
し
た
。
折
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

は
禅
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
り
つ
ゝ
あ
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
れ
ら
の
催
し
は
相
当
大
き
な
反
響
を
起
こ
し
た
。
特
に
仙
厓
の
名
は
多
く
の
人
々
の
知
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
「
仙
厓
欧
州
展
」
の
図
録
と
は
別
に
恒
久
的
な
図
録
を
作
る
こ
と
と
な
り
、
こ
こ
に
大
拙
の
最
晩
年
の
著
作
「Sengai The Zen M

aster

」

が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

本
論
文
は
こ
の
著
作
に
触
発
さ
れ
て
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

  

本
論
文
は
全
十
二
章
の
本
論
と
「
前
書
き
」「
序
論
」
「
結
論
」
と
よ
り
成
る
。
以
下
に
そ
の
大
要
を
述
べ
る
。 

 

序
論 大

拙
と
仙
厓
の
生
涯
と
、
両
者
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
仙
厓
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
四
つ
の
方
向
性
が
あ
る
と
す
る
。
す

な
わ
ち
①
伝
記
的
研
究
、
②
書
画
に
つ
い
て
の
美
術
史
的
立
場
か
ら
の
研
究
、
③
書
画
を
境
涯
と
関
連
さ
せ
て
の
研
究
、
④
学
僧
と
し
て
の
仙
厓
の
研
究
、
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
③
に
属
す
る
先
行
研
究
者
と
し
て
鈴
木
大
拙
、
久
松
真
一
、
古
田
紹
欽
、
倉
澤
行
洋
の
名
を
挙
げ
る
。
本
論
文
の
論
者
も
こ
の
方
向
で
の
研
究
を
志
向
す
る
。 

 

以
下
に
論
者
自
身
に
よ
る
各
章
の
概
要
を
揚
げ
る
。 

 

「
第
一
章 

英
文
著
作 Sengai

」
に
お
い
て
、
大
拙
の
最
後
の
英
文
著
書
と
な
っ
たSengai

著
作
の
背
景
を
検
証
し
た
。Sengai

著
作
の
背
景
に
は
、
一
九
六

一
年
か
ら
一
九
六
四
年
に
亘
る
仙
厓
欧
州
展
が
あ
る
。Sengai

に
は
、
仙
厓
欧
州
展
の
恒
久
図
録
の
意
味
も
あ
っ
た
。
当
時
の
欧
米
で
は
禅
の
受
容
が
高
ま
り
、
日

本
の
江
戸
時
代
の
禅
僧
に
よ
る
書
画
が
紹
介
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
仙
厓
欧
州
展
に
お
い
て
、
禅
画
に
対
す
る
評
価
が
、
宗
教
の
視
点
と
芸
術
の
視
点
と

の
二
極
化
が
生
じ
た
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
の
ア
ー
サ
ー
・
ケ
ス
ト
ラ
ー A

rthur K
oestler

（
一
九
〇
五
―
一
九
八
三
）
に
よ
る
禅
批
判
が
発
表
さ
れ
た

時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
欧
米
に
お
け
る
禅
と
禅
画
に
対
す
る
反
響
を
顧
み
て
、
大
拙
は
、
仙
厓
の
書
画
を
通
じ
て
、
仙
厓
の
人
柄
が
「
よ
き
禅
僧
は
大
智
と

- 2 - 



 
 

大
悲
を
体
現
し
て
い
る
」
理
想
的
な
人
間
像
と
し
て
紹
介
し
た
の
で
あ
る
。 

 
「
第
二
章 

不
二
思
想
」
で
は
、
大
拙
が
西
洋
に
む
け
て
二
元
論
理
に
対
す
る
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
こ
で
、
二
元
論
、
一
元
論
、
不
二
一
元
論
の

構
造
性
を
考
察
し
た
う
え
で
、
大
乗
仏
教
の
不
二
を
示
し
た
。
大
乗
仏
教
の
不
二
は
、
イ
ン
ド
古
来
の
シ
ャ
ン
カ
ラ
の
不
二
一
元
論
と
も
異
な
る
構
造
性
を
持
ち
、
大

乗
仏
教
の
空
思
想
と
深
く
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。 

 

「
第
三
章 

大
拙
と
西
洋
」
で
は
、
大
拙
と
西
洋
と
の
関
連
性
を
示
し
た
。
大
拙
の
英
文
著
作
の
う
ち
、
西
洋
で
最
初
に
認
め
ら
れ
た
の
は
、
『
大
乗
起
信
論
』
の

英
訳
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
大
乗
仏
教
の
空
思
想
が
西
洋
社
会
に
お
い
て
虚
無
と
誤
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
関
連
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
西
洋
社
会
に
お
け
る
仏
教

の
受
容
が
植
民
地
政
策
と
関
連
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
西
洋
が
受
け
入
れ
た
仏
教
は
上
座
部
仏
教
で
あ
り
、
上
座
部
仏
教
の
諸
法
無
我
の
思
想
が
、
当
時

の
西
洋
社
会
に
お
け
る
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
共
通
す
る
視
点
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
性
を
示
す
こ
と
で
、
大
拙
が
大
乗
仏
教
や
禅
に
関
す
る
英
文
著
作

活
動
を
行
っ
た
基
本
的
理
由
を
示
し
た
。 

ま
た
、
時
代
は
下
が
っ
て
、
一
九
五
〇
年
代
か
ら
一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
大
拙
が
西
洋
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
大
拙
が
示
す
、
禅
の
自
由
に
よ
る
。
当
時
、

ニ
ヒ
リ
ズ
ム
か
ら
発
展
し
た
実
存
主
義
が
時
代
を
席
巻
し
て
い
た
が
、
大
拙
が
示
し
た
禅
の
自
由
は
、
自
由
を
外
に
求
め
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
心
の
束
縛

か
ら
の
自
由
の
重
視
こ
そ
、
大
拙
が
禅
を
通
じ
て
表
明
し
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
旨
を
述
べ
た
。 

 

「
第
四
章 

大
乗
仏
教
の
思
想
」
で
は
、
不
二
の
構
造
性
を
知
る
た
め
、
大
乗
仏
教
の
空
思
想
を
考
察
し
た
。
さ
ら
に
、
大
拙
が
大
乗
仏
教
を
重
視
す
る
根
拠
を
考

察
す
る
た
め
に
、
原
始
仏
教
か
ら
大
乗
仏
教
に
至
る
過
程
で
、
大
乗
仏
教
が
基
本
と
す
る
人
間
観
、
人
生
観
に
焦
点
を
当
て
た
。 

 

大
乗
仏
教
の
空
思
想
は
、
上
座
部
仏
教
に
お
け
る
諸
法
無
我
と
は
異
な
り
、
空
思
想
に
お
い
て
、
絶
対
肯
定
的
と
い
え
る
は
た
ら
き
が
あ
り
、
そ
の
は
た
ら
き
を
も

っ
て
今
の
人
生
を
生
き
き
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
教
理
で
あ
る
こ
と
を
検
証
し
た
。
そ
の
絶
対
か
ら
の
は
た
ら
き
が
人
間
に
現
れ
る
と
き
、
般
若
の
智
慧
と
慈
悲
が

不
二
と
な
っ
て
は
た
ら
き
だ
す
こ
と
を
示
し
た
。 

 

「
第
五
章 

『
大
乗
起
信
論
』」
で
は
、
大
拙
が
『
大
乗
起
信
論
』
の
英
文
翻
訳
を
し
て
い
る
こ
と
と
、Sengai

に
も
、
仙
厓
自
身
が
『
大
乗
起
信
論
』
を
読
ん
だ

後
に
書
か
れ
た
書
画
軸
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
大
乗
起
信
論
』
の
教
義
を
考
察
し
た
。 
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『
大
乗
起
信
論
』
は
、
中
国
の
大
乗
仏
教
受
容
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
示
す
論
書
で
あ
る
。
そ
の
思
想
は
、
「
浄
法
熏
習
」
と
い
う
「
空
か
ら
の
は
た
ら
き
の
絶

対
性
」
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
浄
法
熏
習
の
は
た
ら
き
を
考
察
し
、
般
若
の
智
慧
と
慈
悲
が
、
智
浄
相
と
不
思
議
業
相
と
い
う
「
あ
ら
わ
れ
」
と
な
り
、
そ
れ
が
不
二
と
な
っ
て
は
た
ら

く
こ
と
を
考
証
し
た
。
こ
の
「
空
か
ら
の
は
た
ら
き
の
絶
対
性
」
が
、
禅
を
含
む
中
国
仏
教
の
基
本
と
な
る
こ
と
を
示
し
た
。 

 
 
 
 

 

「
第
六
章 

菩
薩
」
で
は
、
大
乗
仏
教
の
人
間
像
で
あ
る
菩
薩
に
焦
点
を
あ
て
た
。
大
拙
は
菩
薩
行
を
重
視
し
、
仙
厓
も
自
ら
の
落
款
に
「
厓
菩
薩
」
と
署
名
し
て

い
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
章
に
お
い
て
、
大
乗
仏
教
の
菩
薩
の
基
本
概
念
を
示
し
、
大
乗
仏
教
に
お
け
る
特
徴
の
一
つ
が
、
「
空
か
ら
の
智
慧
と
慈
悲
が
不
二
と
な
っ
て

は
た
ら
く
」
人
間
観
で
あ
る
こ
と
を
考
察
し
た
。 

 

「
第
七
章 

禅
思
想
に
お
け
る
不
二
」
で
は
、
禅
思
想
に
お
け
る
不
二
を
検
証
し
た
。
中
国
の
禅
思
想
の
発
達
に
お
い
て
、
禅
が
仏
教
の
修
行
の
禅
定
と
異
な
る
立

場
を
と
る
こ
と
を
論
考
し
た
。
そ
し
て
、
大
拙
が
重
視
す
る
「
絶
対
か
ら
の
は
た
ら
き
」
の
あ
る
禅
の
根
拠
と
し
て
、
六
祖
慧
能
の
定
慧
不
二
に
焦
点
を
あ
て
た
。
そ

の
う
え
で
、Sengai

に
示
さ
れ
る
禅
機
図
を
紹
介
し
た
。 

 

「
第
八
章 

大
拙
の
禅
思
想
」
で
は
、
大
拙
の
禅
思
想
に
お
け
る
「
絶
対
か
ら
の
は
た
ら
き
」
の
根
拠
で
あ
る
即
非
の
論
理
を
検
証
し
た
。
ま
ず
、
空
か
ら
の
は
た

ら
き
が
不
二
と
な
っ
て
い
る
構
造
性
を
示
し
、
大
拙
の
思
想
の
慈
悲
の
強
調
に
つ
い
て
は
、
大
乗
仏
教
と
禅
の
理
解
が
必
要
で
あ
る
旨
を
論
じ
た
。
そ
こ
で
、
大
拙
の

い
う
大
智
と
大
悲
が
、
般
若
の
智
慧
と
慈
悲
を
根
拠
に
す
る
こ
と
を
示
し
た
。 

 

「
第
九
章 

宗
教
経
験
」
で
は
、
宗
教
経
験
と
悟
り
に
焦
点
を
あ
て
た
。
は
じ
め
に
、
大
拙
が
宗
教
経
験
を
重
視
す
る
根
拠
を
取
り
上
げ
、
次
に
、
正
し
い
宗
教
経

験
に
お
い
て
、
自
我
の
徹
底
否
定
に
よ
っ
て
「
甦
る
」
自
己
が
絶
対
肯
定
の
自
己
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
禅
に
お
け
る
修
道
論
で
あ
る
『
十
牛

図
』
に
焦
点
を
当
て
、
禅
に
お
け
る
悟
り
が
、
菩
薩
と
な
っ
て
自
利
利
他
の
は
た
ら
き
を
す
る
た
め
の
行
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

 

「
第
十
章 

笑
い
」
で
はSengai

で
大
拙
が
紹
介
し
た
仙
厓
の
笑
い
の
根
拠
と
し
て
、
大
乗
仏
教
が
示
す
笑
い
が
、
純
化
さ
れ
た
感
情
と
し
て
の
笑
い
で
あ
る
こ

と
を
示
し
た
。 
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「
第
十
一
章 

禅
と
書
画
」
で
は
、
書
画
に
焦
点
を
移
し
、
書
画
を
通
じ
て
制
作
者
の
人
柄
を
見
る
伝
統
こ
そ
東
洋
画
の
特
徴
で
あ
る
点
を
論
じ
た
。
と
く
に
、
日

本
に
お
い
て
影
響
力
が
強
い
南
宋
画
は
、
六
祖
慧
能
を
祖
と
す
る
南
宗
禅
の
影
響
を
受
け
、
空
か
ら
の
は
た
ら
き
を
重
視
す
る
伝
統
が
あ
る
。
本
章
で
は
、
宗
教
と
書

画
と
の
共
通
基
盤
を
考
察
し
た
。 

 

「
第
十
二
章 
仙
厓
の
書
画
と
大
拙
」
で
は
、
南
宗
禅
を
基
調
と
す
る
南
宗
画
が
江
戸
時
代
に
伝
来
し
た
こ
と
と
、
仙
厓
の
書
画
の
特
長
を
述
べ
た
。
さ
ら
に
、
仙

厓
と
白
隠
と
を
対
比
さ
せ
、
仙
厓
の
個
性
と
し
て
、
彼
は
境
涯
の
高
み
に
立
つ
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
が
高
み
か
ら
下
り
て
、
出
会
っ
た
人
々
の
心
に
沿
っ
て
書
画

を
表
し
た
点
を
指
摘
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
仙
厓
の
書
画
の
も
つ
独
自
性
が
、
大
智
と
大
悲
の
あ
ら
わ
れ
の
方
便
で
あ
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
。
そ
し
て
、
仙
厓
と

は
時
代
と
異
な
る
大
拙
の
仙
厓
観
を
不
二
の
観
点
か
ら
考
察
し
た
。
ま
た
仙
厓
の
書
画
を
媒
介
に
し
て
、
出
光
佐
三
と
大
拙
が
ど
の
よ
う
に
響
き
あ
っ
た
の
か
を
も
検

証
し
た
。 

 

「
結
語
」
は
、
本
論
文
の
結
論
で
あ
る
。
大
拙
がSengai

著
作
に
託
し
た
心
は
世
界
文
化
の
構
築
で
あ
り
、
二
元
と
不
二
は
東
西
の
思
想
の
相
違
点
を
端
的
に
現

わ
す
重
要
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
大
拙
が
不
二
を
強
調
し
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
述
べ
た
。 

 

二
、
本
論
文
の
評
価
さ
る
べ
き
特
色
・
意
義 

① 

仙
厓
と
と
も
に
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
禅
僧
に
白
隠
が
あ
る
。
こ
の
白
隠
と
仙
厓
は
、
多
く
の
書
画
を
残
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
書
画
の

風
体
は
両
者
に
お
い
て
大
い
に
異
る
。
そ
れ
は
仙
厓
と
白
隠
の
禅
者
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
家
風
」
の
違
い
を
反
映
し
て
い
る
。 

 

こ
の
こ
と
は
近
代
日
本
を
代
表
す
る
二
人
の
思
想
家
、
鈴
木
大
拙
と
西
田
幾
多
郎
に
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
二
人
と
も
一
時
期
、
ス
テ

ッ
キ
を
愛
用
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
ス
テ
ッ
キ
を
手
に
し
て
歩
く
姿
が
全
然
ち
が
っ
て
い
た
。
西
田
は
、
ス
テ
ッ
キ
を
手
に
持
っ
て
、
そ
れ
で
一
歩
一
歩
地
面

を
突
き
刺
す
よ
う
に
、
非
常
に
鋭
い
ス
テ
ッ
キ
の
扱
い
方
で
、
ま
た
鋭
い
雰
囲
気
で
歩
い
て
い
た
。
対
し
て
大
拙
は
ス
テ
ッ
キ
を
軽
く
振
り
回
し
な
が
ら
瓢
々
と
歩
い

て
い
た
。
姿
勢
も
、
西
田
は
ち
ょ
っ
と
う
つ
む
き
加
減
で
ス
テ
ッ
キ
を
突
き
な
が
ら
歩
き
、
大
拙
は
ス
テ
ッ
キ
を
振
り
回
す
よ
う
に
扱
い
な
が
ら
、
少
し
上
を
向
く
よ

う
に
し
て
歩
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
二
人
の
そ
う
い
う
風
体
の
違
い
は
、
そ
の
ま
ゝ
二
人
の
学
風
に
も
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

 

そ
し
て
こ
の
西
田
と
大
拙
の
違
い
は
白
隠
と
大
拙
の
違
い
に
共
通
し
て
い
る
。
つ
ま
り
西
田
と
白
隠
は
相
似
た
「
家
風
」
の
持
主
で
あ
り
、
同
様
に
大
拙
は
仙
厓
と

相
似
た
家
風
の
持
主
と
言
え
る
。 
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大
拙
は
そ
の
最
後
の
著
作
で
あ
るSengai

を
情
熱
を
傾
け
て
著
述
し
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
両
者
に
通
う
い
わ
ば
人
格
的
な
共
通
性
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て

相
互
に
深
く
理
解
し
合
え
る
間
柄
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
大
拙
の
仙
厓
研
究
の
内
容
は
、
仙
厓
の
研
究
に
お
い
て
も
大
拙
の
研
究
に
お
い
て
も
特
別
に
重
要

な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
大
拙
のSengai

は
、
最
晩
年
の
著
作
で
、
そ
し
て
か
つ
英
文
で
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
世
に
知
ら
れ
る
の
が
遅
れ
、
仙
厓
研
究
に
お
い

て
も
大
拙
研
究
に
お
い
て
も
十
分
生
か
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
本
論
文
は
大
拙
のSengai

を
は
じ
め
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
研
究
で
、
大
拙
研
究
史
に
お
い
て
も

仙
厓
研
究
史
に
お
い
て
も
そ
の
意
義
は
大
き
い
。 

 

② 

仙
厓
の
書
画
や
人
物
に
つ
い
て
軽
妙
、
機
智
、
洒
脱
と
い
う
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
る
。
そ
れ
が
禅
者
と
し
て
の
仙
厓
の
境
涯
の
浅
さ
と
結
び
つ
け
て
語
ら
れ
る
こ

と
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
既
に
先
行
の
研
究
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
論
文
は
そ
れ
を
大
拙
の
い
わ
ゆ
る
「
大
智
と

大
悲
の
は
た
ら
き
」
と
し
て
、
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
た
。 

 

③ 

大
拙
は
昭
和
二
一
年
、
昭
和
天
皇
へ
の
ご
進
講
「
仏
教
の
大
意
」
の
中
で
、
「
仏
教
と
い
う
大
建
築
を
載
せ
て
い
る
二
つ
の
大
支
柱
が
あ
る
、
一
を
般
若
又
は
大

智
と
い
い
、
今
一
つ
を
大
悲
又
は
大
慈
と
言
い
ま
す
。
智
は
悲
か
ら
出
る
し
、
悲
は
智
か
ら
出
ま
す
。
」
「
大
智
大
悲
は
生
き
た
も
の
で
す
。
」
と
説
い
た
。
言
わ
ん
と

す
る
と
こ
ろ
は
大
乗
仏
教
を
大
乗
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
「
大
智
大
悲
か
ら
の
は
た
ら
き
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

 

本
論
文
は
、
大
拙
と
仙
厓
に
お
け
る
、
こ
の
「
大
智
大
悲
か
ら
の
は
た
ら
き
」
の
大
き
さ
、
強
さ
、
豊
か
さ
を
力
を
込
め
て
述
べ
、
ひ
い
て
大
乗
仏
教
の
あ
る
べ
き

在
り
方
を
も
示
唆
し
よ
う
と
す
る
。 

 

④ 

こ
の
「
大
智
大
悲
の
は
た
ら
き
」
の
由
縁
を
探
る
た
め
、
仏
教
思
想
の
流
れ
を
中
国
・
印
度
に
ま
で
遡
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
努
力
に
は
敬
服
に

値
す
る
も
の
が
あ
る
。 

 

⑤ 

論
者
は
仙
厓
が
用
い
た
「
厓
菩
薩
」
と
い
う
落
款
に
注
目
す
る
。「
大
智
大
悲
か
ら
の
は
た
ら
き
」
は
下
化
衆
生
の
「
菩
薩
道
」「
菩
薩
行
」
と
古
来
言
わ
れ
て
き

た
も
の
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
格
別
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
「
厓
菩
薩
」
の
落
款
に
特
別
の
意
味
を
認
め
て
注
目
し
た
の
は
論
者
が
は
じ
め

て
で
あ
ろ
う
。 
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三
、
残
さ
れ
た
課
題 

① 
「
大
智
大
悲
の
は
た
ら
き
」
の
根
本
を
究
め
る
た
め
に
な
さ
れ
た
仏
教
思
想
の
流
れ
の
遡
及
的
研
究
の
努
力
に
は
感
嘆
を
禁
じ
得
な
い
が
、
こ
こ
に
多
く
の
努
力

が
傾
注
さ
れ
た
分
、
仙
厓
の
書
画
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
研
究
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
た
感
が
あ
る
。
こ
の
面
で
の
研
究
の
補
完
が
望
ま
れ
る
。 

 

② 

本
論
文
中
に
「
藝
道
」
に
つ
い
て
の
論
及
が
あ
る
が
、
仙
厓
の
書
画
が
、「
藝
道
論
」
の
観
点
か
ら
は
い
か
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
論
者
の
見
解
は
は

っ
き
り
し
て
い
な
い
。
後
日
の
解
明
を
望
み
た
い
。 

 

③ 

仙
厓
の
書
画
は
、
す
べ
て
菩
薩
行
の
産
物
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
中
に
は
悠
々
自
適
の
自
足
の
楽
し
み
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
も
多
く
あ
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
つ
か
回
答
を
い
た
だ
き
た
い
。 

 

四
、
審
査
結
果
の
要
旨 

 

本
論
文
を
、
右
に
述
べ
た
如
き
諸
点
を
含
め
て
、
着
想
の
独
創
性
・
叙
述
の
的
確
さ
、
構
成
の
整
合
性
な
ど
に
わ
た
っ
て
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
審
査
委
員
全
員

の
一
致
を
も
っ
て
、
上
記
学
位
申
請
者
に
博
士
（
芸
術
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。 
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