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令
和
二
年
度
の
課
程
博
士
学
位
論
文
「
東
北
伝
承
文
学
の
研
究
」
の
要
旨
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。 

本
博
士
論
文
の
「
東
北
伝
承
文
学
の
研
究
」
は
、
東
北
地
方
の
「
伝
承
文
学
」
の
本
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
比
較
的
新
し
い
学
問
分
野
で
あ
る
「
伝
承

文
学
」
は
、
福
田
晃
ら
が
最
初
に
提
唱
し
た
言
葉
で
あ
る
が
、
一
般
庶
民
が
日
々
の
生
活
に
お
け
る
屈
託
を
癒
す
た
め
の
娯
楽
文
芸
な
ど
の
総
称
で
あ
り
、
そ
う
し
た

も
の
を
対
象
に
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
口
承
文
芸
な
ど
の
声
の
語
り
を
は
じ
め
、
そ
れ
を
書
写
し
た
二
次
的
な
文
字
資
料
（
あ
る
い
は
書
承
資
料
）、
石

碑
、
社
寺
縁
起
な
ど
も
研
究
材
料
に
含
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
伝
承
文
学
」
は
、
構
造
的
か
つ
継
承
と
い
う
面
か
ら
実
態
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。 

哲
学
者
の
鶴
見
俊
輔
が
『
限
界
芸
術
論
』
で
、「
構
造
的
」
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。
上
位
の
芸
術
を
「
専
門
的
芸
術
家
」
が
「
専
門
的
享
受
者
」

を
相
手
と
す
る
「
純
粋
芸
術
」
と
し
て
、
中
位
に
「
専
門
的
芸
術
家
」
が
「
企
業
家
」
と
の
合
作
し
、
大
衆
を
享
受
者
と
す
る
「
大
衆
芸
術
」
と
、
そ
し
て
下
位
に
「
非

専
門
的
芸
術
家
」
に
よ
る
「
非
専
門
的
」
な
享
受
者
が
楽
し
む
「
限
界
芸
術
」
と
い
っ
た
三
極
構
造
を
示
し
た
。
伝
承
文
学
が
対
象
と
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

「
大
衆
芸
術
」
か
ら
「
限
界
芸
術
」
の
領
域
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
伝
承
文
学
」
の
継
承
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
支
配
者
層
の
も
の
で
あ
る
芸
術
を
、
被
支
配
者
層
は

こ
れ
を
生
活
の
立
場
か
ら
半
ば
習
慣
的
に
享
受
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
享
受
者
と
非
専
門
的
継
承
者
は
直
接
的
に
、
ま
た
伝
承
の
方
法
に
基
づ
い
て
自
由
に
改
変
さ

せ
な
が
ら
、
生
活
を
基
盤
に
再
構
築
し
た
も
の
を
享
受
し
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
伝
承
文
学
」
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
伝
承

文
学
の
方
法
や
形
態
は
、
声
か
ら
文
字
の
領
域
に
ま
た
が
る
も
の
で
、
具
体
的
に
語
り
物
か
ら
昔
話
、
伝
説
と
い
っ
た
散
文
的
な
口
頭
伝
承
の
形
態
の
も
の
、
そ
れ
を

管
理
し
供
給
す
る
側
と
、
享
受
・
愛
好
す
る
側
と
の
双
方
向
に
も
と
づ
い
て
再
構
築
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
継
承
し
て
い
る
と
い
え
る
。 

「
伝
承
文
学
」
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
変
異
の
大
き
な
要
因
と
な
る
地
域
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
地
域
は
生
活
の
基
盤
で
あ
り
、
地
理
的
、
歴
史
的
環
境

の
変
差
が
、
伝
承
の
形
成
、
変
容
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
人
間
の
具
体
的
な
営
み
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
地
域
の
独
自
性
が
、

伝
承
文
学
に
彩
り
を
添
え
て
い
る
。 

以
上
の
伝
承
文
学
の
特
性
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
本
論
文
の
中
心
と
な
る
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。「
伝
承
文
学
」
と
は
、
声
か
ら
文
字
に
わ
た
る
も
の
だ
が
、

言
い
換
え
れ
ば
生
活
と
知
識
と
の
相
互
通
行
で
物
語
が
生
成
し
て
い
る
。
一
般
の
生
活
者
が
声
か
ら
文
字
の
世
界
に
お
け
る
文
学
の
素
朴
な
感
動
を
掬
い
取
っ
た
も
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の
、
こ
れ
は
鶴
見
の
言
う
「
非
専
門
的
享
受
者
」
に
よ
る
「
限
界
芸
術
」
の
解
釈
は
、
本
論
文
に
お
け
る
東
北
の
地
の
伝
承
文
学
の
世
界
を
把
握
し
、
再
認
識
す
る
方

法
で
あ
る
。 

柳
田
國
男
は
「
東
北
文
学
の
研
究
」
（
『
雪
国
の
春
』
収
録
）
の
冒
頭
で
、「
文
字
以
前
の
文
学
」
あ
る
い
は
「
文
字
以
外
の
文
学
」
を
「
文
字
の
新
威
力
に
拮
抗
し

て
」
花
開
か
せ
た
の
が
『
義
経
記
』
だ
と
い
い
、
そ
の
痕
跡
を
辿
っ
て
「
標
準
文
学
」
の
狭
さ
か
ら
脱
却
し
、「
東
北
文
芸
」
の
も
つ
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が

あ
る
と
述
べ
た
。
柳
田
は
『
平
家
物
語
』
と
対
比
し
な
が
ら
も
『
義
経
記
』
は
「
読
み
本
」
の
類
い
で
あ
り
、
目
で
文
字
を
追
う
「
見
る
」
も
の
と
は
違
い
、
読
む
と

い
う
「
語
る
」
行
為
の
も
の
で
、
物
語
の
流
布
に
関
わ
っ
た
の
が
座
頭
ら
の
語
り
手
で
あ
っ
た
と
す
る
。
た
だ
、
物
語
形
成
に
は
熊
野
信
仰
を
基
盤
と
し
た
地
域
の
山

伏
修
験
が
深
く
関
与
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
物
語
に
記
さ
れ
る
各
地
域
の
特
性
を
挙
げ
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
物
語
が
成
熟
し
た
背
景
に
は
、「
語
り
手
の
技
芸

と
熱
心
」
さ
以
外
に
、
幾
度
と
な
く
物
語
を
所
望
し
語
ら
せ
た
地
元
の
聴
衆
で
あ
る
「
家
を
愛
し
ま
た
祖
先
を
思
慕
す
る
」
人
々
の
存
在
を
あ
げ
て
い
る
。
い
わ
ば
語

り
手
と
聴
き
手
と
の
物
語
成
立
の
実
態
を
と
ら
え
て
い
る
。
義
経
主
従
が
関
わ
る
個
々
の
地
域
の
作
者
と
、
産
地
と
い
う
地
域
の
語
り
を
、
語
り
の
職
に
あ
る
者
が
都

に
持
ち
運
び
、「
合
資
会
社
の
如
き
持
寄
世
帯
」
の
形
で
参
与
、
統
一
さ
せ
た
の
が
『
義
経
記
』
で
あ
る
と
し
た
。『
義
経
記
』
に
み
ら
れ
る
各
地
の
物
語
を
、
語
り
に

関
与
す
る
徒
と
聞
き
手
と
の
相
互
交
流
に
も
と
づ
く
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
生
成
と
と
ら
え
た
視
点
は
、
そ
の
後
の
語
り
物
や
伝
説
研
究
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
と

い
え
る
。 

と
こ
ろ
で
、
柳
田
の
「
東
北
文
学
の
研
究
」
は
「『
義
経
記
』
成
長
の
時
代
」
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
の
『
義
経
記
』
は
最
も
親
し
み
や
す
い
文
学
で
あ
っ
た
と
同
時

に
、
一
方
で
書
承
と
し
て
は
粗
末
に
扱
わ
れ
て
し
ま
っ
た
物
語
で
あ
っ
た
と
説
い
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
各
地
で
語
ら
れ
て
い
た
義
経
伝
説
を
中
央
で
継
ぎ
接
ぎ
し

た
た
め
で
、
書
承
の
受
容
は
限
定
さ
れ
た
と
す
る
主
張
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
本
来
の
物
語
が
「
直
話
体
」
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
に
は
口
承
の
期
間
に
お
け
る
醸
成

が
示
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
柳
田
は
『
義
経
記
』
の
論
考
に
続
い
て
、
書
承
と
し
て
流
布
し
た
と
さ
れ
る
『
清
悦
物
語
』
を
話
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
、
義
経

主
従
の
高
館
合
戦
か
ら
脱
落
し
た
家
臣
・
常
陸
坊
海
尊
（
＝
清
悦
）
を
語
り
手
と
し
た
「
聞
書
」
と
い
う
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
最
期
を
迎
え
た
高
館
合
戦
の
朝
、
近

く
の
寺
に
出
か
け
主
君
を
見
捨
て
た
常
陸
坊
海
尊
の
敵
前
逃
亡
の
代
償
は
、
晒
し
者
に
匹
敵
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
常
陸
坊
海
尊
は
清
悦
と
改
名
し
、
挙
句
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に
義
経
の
最
期
お
よ
び
そ
の
主
従
の
動
向
を
ま
こ
と
し
や
か
に
後
世
に
語
る
役
割
を
担
っ
て
、
語
り
の
舞
台
に
登
場
し
た
。
そ
の
経
緯
は
『
清
悦
物
語
』
に
逐
一
筆
録

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
、
そ
の
後
の
義
経
物
等
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
『
清
悦
物
語
』
は
書
承
の
形
で
流
布
す
る
が
、
そ
の
基
盤
に
は
口
承
の

多
様
な
伝
承
が
下
地
と
し
て
あ
っ
た
。 

以
上
の
柳
田
國
男
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
本
論
文
の
構
成
は
、「
口
承
の
世
界
」
と
「
書
承
の
世
界
」
に
大
き
く
二
分
し
、
四
部
立
て
の
計
十
本
の
論
考
と
、
翻

刻
資
料
の
二
本
を
収
め
て
い
る
。
第
一
部
「
常
陸
坊
海
尊
伝
説
の
諸
相
」
に
は
「
海
尊
、
白
石
翁
と
「
仙
人
の
碁
」」「
修
験
と
儒
者
の
海
尊
伝
説
」「
変
貌
す
る
海
尊

像
」
の
三
本
を
、
第
二
部
「
仙
台
藩
の
語
り
物
、
昔
話
」
に
は
「『
正
法
寺
開
山
記
』
と
奥
浄
瑠
璃
」「
昔
話
「
幽
霊
女
房
」
と
通
幻
」
の
二
本
、
第
三
部
「『
清
悦
物

語
』
の
在
地
性
」
と
し
て
「「
仙
北
次
郎
物
語
」
の
語
り
手
」「
「
高
館
合
戦
」
に
お
け
る
津
波
」「『
清
悦
物
語
』
と
諸
本
」
の
三
本
、
第
四
部
「『
鬼
三
太
残
齢
記
』
の

在
地
性
」
に
は
「『
鬼
三
太
残
齢
記
』
と
会
津
街
道
」
「『
鬼
三
太
残
齢
記
』
の
人
物
群
」
の
二
本
を
収
め
た
。
最
後
に
、
福
島
歴
史
資
料
館
蔵
本
の
『
清
悦
物
語
』
と

国
立
国
会
図
書
館
本
の
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
の
二
本
の
翻
刻
資
料
を
収
録
し
た
。 

以
下
、
各
論
の
要
旨
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
い
く
。
第
一
部
は
常
陸
坊
海
尊
に
関
わ
る
伝
説
を
取
り
上
げ
、
最
初
の
「
海
尊
、
白
石
翁
と
「
仙
人
の
碁
」」
は
、

仙
台
藩
白
石
領
の
阿
子
島
家
に
寄
寓
す
る
白
石
翁
を
話
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
阿
子
島
一
族
は
「
摺
上
原
の
戦
い
」
で
伊
達
氏
に
敗
れ
、
仙
台
藩
白
石
領
の
傘
下
に

入
っ
た
。
そ
の
阿
子
島
家
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
名
も
知
ら
な
い
「
白
石
翁
」
を
匿
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
不
明
だ
が
、
現
存
し
た
で
あ
ろ
う
伝
説
的
人
物
と
し
て

今
日
も
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
白
石
翁
」
に
つ
い
て
は
、
仙
台
藩
の
儒
学
者
・
遊
佐
木
斎
や
、
仙
台
藩
周
辺
の
物
語
を
ま
と
め
た
書
物
『
東
藩
野
乗
』
が
、

老
子
や
荘
子
の
言
葉
を
引
い
て
賞
賛
し
て
い
る
。
道
家
思
想
の
イ
メ
ー
ジ
を
植
え
付
け
ら
れ
た
「
白
石
翁
」
は
、
仙
人
的
イ
メ
ー
ジ
に
彩
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、「
常
陸

坊
海
尊
」
や
「
清
悦
」
と
同
等
あ
る
い
は
同
様
の
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。『
東
藩
野
乗
』
に
よ
る
と
、「
白
石
翁
」
は
武
田
家
の
家
臣

「
曲
淵
正
左
衛
門
」
と
将
棋
を
し
た
と
あ
る
。
こ
う
し
た
長
寿
モ
チ
ー
フ
を
白
石
翁
伝
説
の
残
骸
と
し
て
記
録
し
て
い
る
が
、
中
世
末
期
の
時
代
と
合
わ
な
い
人
物
設

定
そ
の
も
の
が
、
謎
の
仙
人
的
存
在
と
い
え
よ
う
。
長
寿
者
と
盤
上
モ
チ
ー
フ
棋
戦
は
昔
話
「
仙
人
の
碁
」
に
通
じ
る
が
、
こ
の
話
型
を
関
敬
吾
は
「「
浦
島
伝
説
」

の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
超
自
然
的
な
時
の
経
過
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
独
立
型
」
と
解
説
し
て
お
り
、
白
石
翁
の
超
人
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
植
え
付
け
た
手
法
で
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あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
期
の
刊
と
み
ら
れ
る
『
鎌
先
温
泉
由
来
記
』
に
「
白
石
翁
」
の
こ
と
を
「
常
陸
坊
海
尊
」（
こ
こ
で
は
霊
神
扱
い
だ
が
）
と
記
録
さ
れ

る
の
は
、
も
と
も
と
白
石
翁
が
海
尊
と
い
う
仙
人
的
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。 

続
く
「
修
験
と
儒
者
の
海
尊
伝
説
」
で
は
、
青
森
県
下
北
半
島
の
中
央
に
位
置
す
る
霊
山
の
恐
山
を
巡
る
参
拝
ル
ー
ト
に
残
さ
れ
て
い
る
海
尊
伝
説
を
取
り
上
げ
た
。

恐
山
か
ら
脇
野
沢
、
仏
ヶ
浦
を
辿
る
道
筋
に
寄
浪
の
海
尊
社
が
あ
り
、
こ
の
浜
の
「
子
持
ち
石
」
を
、
死
者
供
養
の
霊
山
巡
り
の
際
に
拾
っ
て
帰
る
風
習
が
あ
る
。
安

産
祈
願
を
組
み
込
ん
だ
こ
の
海
尊
伝
説
に
は
、
こ
の
地
域
の
修
験
の
関
与
が
伺
え
る
が
、
そ
れ
は
八
戸
藩
内
の
洋
野
町
に
あ
る
八
坂
神
社
の
脇
に
置
か
れ
た
「
海
尊
の

墓
」
に
も
、
安
産
・
子
安
信
仰
が
付
随
し
て
お
り
、
同
様
の
も
の
と
い
え
る
。
い
ず
れ
も
海
尊
伝
説
を
背
景
に
地
域
の
人
々
に
信
仰
さ
れ
、
そ
こ
に
は
地
域
で
活
動
す

る
修
験
が
関
わ
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
恐
山
参
拝
ル
ー
ト
の
寄
浪
と
ほ
ぼ
反
対
の
ル
ー
ト
で
、
津
軽
海
峡
に
接
す
る
大
畑
町
に
も
海
尊
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
た
。
曹
洞
宗
寺
院
の
大
安
寺
の
門

前
あ
た
り
に
海
尊
が
出
現
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
門
前
の
周
辺
に
は
現
在
住
吉
神
社
が
あ
る
が
、
か
つ
て
こ
の
住
吉
神
社
の
修
験
が
信
者
を
連
れ
て
黒
森
山

に
登
拝
し
て
い
た
と
い
う
。
住
吉
神
社
の
代
々
の
宮
司
家
の
墓
は
、
大
安
寺
の
境
内
脇
に
今
も
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
海
尊
伝
説
も
修
験
と
の
関
わ
り
が
感
得
さ
れ
る

が
、
そ
の
考
察
の
手
掛
か
り
に
近
接
す
る
大
安
寺
と
そ
の
開
山
で
あ
る
和
尚
の
一
東
異
寅
の
伝
説
を
追
っ
た
。
一
東
和
尚
の
経
歴
を
辿
る
と
、
彼
自
身
が
修
験
と
深
く

関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
晩
年
に
は
故
郷
の
宮
古
や
山
田
の
豊
間
根
に
て
地
域
の
人
々
の
安
寧
を
祈
願
し
て
「
土
中
入
定
」
し
た
と
言
い
伝
え
ら
れ
る
。

三
陸
海
岸
か
ら
下
北
半
島
に
至
る
海
岸
沿
い
に
は
点
々
と
海
尊
の
足
跡
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
義
経
北
行
伝
説
」
と
の
関
連
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ン
バ
信
仰
に
海
尊
が
関
わ
る
の
も
、
海
岸
伝
い
を
信
仰
の
普
及
に
務
め
て
き
た
修
験
の
活
動
の
反
映
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
修
験
に
よ
る
海
尊
伝
説
の
口
碑
に

つ
い
て
仙
台
藩
儒
医
の
相
原
友
直
は
批
判
的
で
あ
る
が
、
盛
岡
藩
の
儒
学
者
・
高
橋
子
績
は
海
尊
を
仙
人
と
と
ら
え
て
い
る
。
儒
学
者
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
見

方
が
異
な
る
の
は
興
味
深
い
。 

「
変
貌
す
る
海
尊
像
」
は
、
黄
表
紙
の
『
駿
河
清
重 

伊
達
紙
子
笈
捨
松
』
に
描
か
れ
た
海
尊
像
を
追
っ
た
も
の
で
、
信
仰
を
伴
っ
た
こ
れ
ま
で
の
海
尊
像
と
は
異

な
る
。
林
羅
山
が
海
尊
を
「
残
夢
仙
人
」
と
称
し
た
が
、
そ
れ
が
江
戸
の
文
芸
世
界
で
表
舞
台
に
現
れ
る
と
、
イ
メ
ー
ジ
を
大
き
く
変
貌
さ
せ
た
人
物
と
し
て
登
場
し
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て
く
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
妖
異
・
怪
力
を
操
る
怪
異
的
な
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
走
り
と
な
る
の
が
、
江
戸
の
中
期
に
実
際
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
百
姓

娘
の
仇
討
ち
事
件
、
す
な
わ
ち
「
奥
州
白
石
噺
」
を
取
り
込
ん
だ
の
が
実
録
体
小
説
の
『
慶
安
太
平
記
』
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
海
尊
す
な
わ
ち
清
悦
は
登
場
し
、
逆

賊
と
な
る
由
井
正
雪
を
批
判
し
て
面
会
を
拒
絶
し
て
い
る
。
黄
表
紙
に
描
か
れ
る
海
尊
も
、
義
経
主
従
の
面
影
を
残
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
諸
悪
を
懲
ら
し
め
る
呪
術

師
と
し
て
、
庶
民
の
味
方
の
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
に
変
身
し
て
い
る
。
江
戸
の
悪
所
で
あ
る
芝
居
等
で
造
型
さ
れ
る
海
尊
は
、
抑
圧
さ
れ
る
都
市
民
の
願
望
を
担
っ
た

人
物
と
し
て
、
東
北
の
修
験
が
残
し
た
仙
人
像
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
も
の
の
、「
仙
人
」
と
い
う
共
通
性
で
は
一
致
し
て
い
る
。 

第
一
部
の
多
く
は
宗
教
者
の
関
わ
る
伝
説
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
第
二
部
は
一
般
庶
民
が
娯
楽
と
し
て
享
受
し
て
き
た
生
活
に
密
着
し
た
も
の
を
取
り
上
げ
た
。

東
北
の
曹
洞
宗
本
山
と
謳
わ
れ
た
奥
州
市
水
沢
区
の
正
法
寺
に
関
わ
る
語
り
物
を
取
り
上
げ
た
の
が
「『
正
法
寺
開
山
記
』
と
奥
浄
瑠
璃
」
で
あ
る
。
正
法
寺
の
門
前

に
、
「
ヒ
タ
チ
カ
イ
ド
ウ
に
曲
げ
ら
れ
た
」
と
い
う
「
鼻
曲
が
り
地
蔵
」
の
海
尊
伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し
た
下
北
半
島
の
大
安
寺
の
門
前
に
屯
し

て
い
た
と
い
う
海
尊
伝
説
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
正
法
寺
を
開
山
し
た
無
底
和
尚
の
出
生
由
来
を
描
い
た
『
正
法
寺
開
山
記
』
は
、
い
わ
ゆ
る
曹
洞
宗
通
幻
派
が

喧
伝
す
る
祖
師
通
幻
の
出
生
由
来
に
関
わ
る
物
語
で
あ
る
。
正
法
寺
開
山
と
さ
れ
る
無
底
和
尚
と
弟
弟
子
の
通
幻
と
が
入
れ
替
わ
っ
た
り
、
重
な
っ
た
り
し
て
伝
承
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
地
域
の
特
性
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
『
正
法
寺
開
山
記
』
は
、
江
戸
時
代
、
仙
台
藩
を
中
心
と
し
て
盛
ん
で
あ
っ
た
奥
浄
瑠
璃
の
一
端
で
あ
る
。

六
段
仕
立
て
の
物
語
構
成
は
、
明
ら
か
に
奥
浄
瑠
璃
を
目
ざ
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
語
ら
れ
よ
う
と
し
た
頃
に
は
舞
台
が
廃
れ
て
し
ま
い
、
口
演
は
さ
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
宗
教
と
娯
楽
を
兼
ね
た
物
語
構
想
は
、
伊
勢
参
り
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
死
と
生
の
世
界
に
引
き
離
さ
れ
た
男
女
が
、
そ
の
垣
根
を
越
え
て
結
ば
れ
る
と
い

う
「
死
後
結
婚
」
の
習
俗
を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

一
方
、
こ
れ
を
昔
話
化
し
た
の
が
「
幽
霊
女
房
」
で
あ
る
。「
昔
話
「
幽
霊
女
房
」
と
通
幻
」
で
は
、
曹
洞
寺
院
の
布
教
に
用
い
ら
れ
た
物
語
が
民
間
に
降
っ
て
昔

話
と
し
て
広
く
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
、
語
り
物
よ
り
も
昔
話
の
裾
野
や
享
受
層
が
広
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
縁
起
や
奥
浄
瑠
璃
、
伝
説
や
昔
話
な
ど
を

娯
楽
に
し
て
、
日
常
を
営
む
人
々
の
生
活
の
一
端
が
こ
う
し
た
物
語
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。 

本
論
文
の
後
半
に
お
い
た
「
書
承
の
世
界
」
は
、
声
の
文
芸
に
対
し
、
文
字
文
芸
の
世
界
で
あ
る
。
両
者
は
実
際
の
受
容
の
現
場
で
整
然
と
分
か
れ
る
わ
け
で
は
な
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い
も
の
の
、
文
字
資
料
と
し
て
残
っ
て
い
る
も
の
を
主
に
扱
う
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
二
つ
に
区
分
し
た
。 

第
三
部
は
、
写
本
『
清
悦
物
語
』
が
、
地
域
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
成
、
享
受
さ
れ
て
き
た
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
義
経
の
あ
り
し
出
来
事
な
ど
を
清
悦
と
い

う
長
寿
者
が
身
近
な
人
に
語
り
聞
か
せ
る
も
の
で
、
三
つ
の
論
考
か
ら
な
る
。 

写
本
の
『
清
悦
物
語
』
は
、「
清
悦
長
寿
物
語
」「
高
館
合
戦
物
語
」「
仙
北
次
郎
物
語
」
の
三
つ
の
内
容
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
ま
ず
「「
仙
北
次
郎
物
語
」
の
語
り

手
」
と
し
て
、
三
番
目
の
内
容
か
ら
取
り
上
げ
た
。
こ
の
挿
話
の
特
徴
は
、
当
時
の
世
間
話
が
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。
語
り
手
は
、
物
語
の
信
ぴ

ょ
う
性
の
疑
義
を
、『
吾
妻
鑑
』
の
文
治
五
年
の
記
事
を
虚
構
仕
立
て
に
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
。
そ
の
疑
義
と
は
、
秋
田
城
之
助
の
一
族
の
系
統
の
こ
と
で
あ
る
。

語
り
手
の
批
判
を
読
み
ほ
ど
い
て
い
く
と
、
実
は
秋
田
実
季
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
晩
年
、
秋
田
実
季
は
西
国
の
小
浜
に
隠
居
す
る
が
、
八

百
比
丘
尼
伝
説
が
伝
わ
る
小
浜
に
羽
賀
寺
と
い
う
秋
田
氏
の
所
縁
の
寺
院
が
あ
り
、
そ
の
縁
起
や
書
状
か
ら
、
秋
田
実
季
に
よ
る
秋
田
氏
の
本
姓
や
系
図
へ
こ
だ
わ

り
、
そ
し
て
「
仙
北
」
の
「
常
陸
房
」
と
の
つ
な
が
り
が
見
え
て
く
る
。
ま
た
、
書
写
と
か
か
わ
る
語
り
手
の
周
辺
の
苦
渋
が
伺
え
る
し
、
写
本
の
時
代
も
あ
る
程
度

特
定
で
き
る
。 

「
「
高
館
合
戦
物
語
」
と
津
波
」
は
、
平
泉
に
お
け
る
義
経
最
期
の
「
高
館
合
戦
」
の
舞
台
に
つ
い
て
分
析
し
、
考
察
を
加
え
た
。
合
戦
中
に
「
二
度
の
津
波
」
が

押
し
寄
せ
る
と
い
う
記
述
は
、
語
り
手
に
よ
る
虚
構
で
は
な
く
、
実
際
の
自
然
災
害
に
基
づ
い
た
も
の
と
想
定
し
た
。
秋
田
実
季
の
時
代
と
照
合
し
て
考
え
る
と
、
起

こ
っ
た
の
は
慶
長
年
間
の
津
波
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
物
語
に
み
え
る
津
波
は
、
平
泉
の
高
館
が
舞
台
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
仙
台
藩
南
部
の
名
取
に
あ
る
「
高
館
」

周
辺
の
災
害
語
り
と
で
あ
ろ
う
と
推
察
し
た
。
義
経
の
物
語
に
準
え
て
津
波
を
取
り
込
ん
で
い
る
背
景
に
は
、
名
取
高
館
に
い
た
語
り
の
集
団
の
存
在
が
う
か
が
え

る
。
未
曽
有
の
災
害
を
、
こ
の
よ
う
な
形
で
記
録
に
残
す
と
い
う
、
地
域
事
情
が
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
そ
の
理
由
に
、
仙
台
藩
に
よ
る
正
史
の
津
波
記
録
が

極
端
に
少
な
い
こ
と
、
名
取
の
高
館
は
熊
野
学
頭
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
周
辺
に
奥
州
藤
原
氏
に
関
わ
る
伝
説
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
清
悦
物
語
』

そ
の
も
の
は
、
村
田
の
御
曹
司
（
伊
達
宗
高
）
の
小
姓
が
筆
録
し
た
物
語
で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
で
あ
る
。
物
語
は
、
平
泉
の
高
館
合
戦
を
語
り
つ
つ
も
、
そ
れ
は
パ

タ
ー
ン
化
さ
れ
た
語
り
で
あ
っ
て
、
実
質
的
に
平
泉
の
こ
と
を
描
い
た
場
面
は
少
な
い
。
名
取
の
場
合
、
地
理
的
に
海
か
ら
の
津
波
が
高
館
の
麓
ま
で
川
を
遡
上
し
て
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く
る
こ
と
は
十
分
あ
り
得
る
の
で
、
平
泉
の
高
館
の
津
波
の
こ
と
と
特
定
す
る
の
は
ま
ず
無
理
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

「
『
清
悦
物
語
』
と
諸
本
」
は
、
現
存
す
る
『
清
悦
物
語
』
の
諸
本
を
整
理
・
分
類
し
、
系
統
立
て
て
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

写
本
の
多
く
は
太
平
洋
側
の
南
部
藩
お
よ
び
仙
台
藩
を
中
心
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
が
奥
浄
瑠
璃
風
の
見
出
し
や
高
館
合
戦
の
語
り
に
主
軸
を
置
い
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
地
域
の
語
り
に
関
わ
る
勢
力
が
写
本
の
書
承
に
寄
与
し
た
と
い
え
る
。
た
だ
、
海
尊
伝
説
を
取
り
込
む
な
ど
、
そ
の
根
底
に
は
口
承
の
も
と
も

と
の
語
り
の
存
在
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

第
四
部
の
「
『
鬼
三
太
残
齢
記
』
の
在
地
性
」
は
、
柳
田
國
男
が
『
清
悦
物
語
』
の
一
異
本
と
し
て
低
評
価
し
た
『
鬼
三
太
残
齢
記
』
の
こ
と
に
つ
い
て
取
り
上
げ

た
。
柳
田
の
説
く
、
先
行
す
る
文
芸
に
価
値
を
置
こ
う
と
す
る
姿
勢
は
一
面
的
で
あ
り
、
性
急
な
ま
と
め
方
で
あ
る
。
柳
田
の
異
本
と
い
う
論
を
批
判
す
る
た
め
に
、

『
鬼
三
太
残
齢
記
』
を
『
清
悦
物
語
』
と
内
容
比
較
を
し
て
整
理
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
作
品
が
ど
の
よ
う
に
し
て
地
域
の
人
び
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
地
域
の
実
情
が

ど
の
よ
う
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
か
の
関
心
を
中
心
に
し
て
、
地
理
・
歴
史
的
研
究
法
に
よ
り
実
証
を
試
み
た
。 

「
『
鬼
三
太
残
齢
記
』
と
会
津
街
道
」
で
は
、『
清
悦
物
語
』
と
一
致
し
な
か
っ
た
独
自
の
物
語
に
注
目
し
た
。
義
経
一
行
の
北
国
落
ち
が
そ
れ
で
あ
る
。『
義
経
記
』

に
み
ら
れ
る
逃
亡
ル
ー
ト
と
は
異
な
り
、
越
後
か
ら
会
津
を
抜
け
て
平
泉
に
到
る
と
い
う
も
の
で
、
そ
こ
に
重
き
を
置
い
た
考
察
で
あ
る
。
越
後
か
ら
会
津
へ
の
街
道

は
、
慶
長
年
間
の
地
震
に
よ
っ
て
ル
ー
ト
が
変
更
と
な
っ
た
が
、『
鬼
三
太
残
齢
記
』
は
災
害
後
の
ル
ー
ト
を
通
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
会
津
坂
下
の
地
を
抜
け
、

福
島
の
地
で
佐
藤
兄
弟
の
血
縁
と
の
関
係
に
も
触
れ
る
。
最
上
の
地
で
は
な
く
会
津
を
選
択
し
た
理
由
に
は
、
地
域
の
事
情
が
関
係
し
て
い
よ
う
。 

「
『
鬼
三
太
残
齢
記
』
の
人
物
群
」
で
は
、
和
泉
ヶ
城
落
城
時
と
そ
れ
に
つ
づ
く
高
館
落
城
時
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
考
察
し
て
い
る
。
和
泉
ヶ
城
の
城
主
で
あ
る

和
泉
三
郎
忠
衡
は
、
義
経
に
味
方
し
た
藤
原
氏
と
し
て
後
世
さ
ま
ざ
ま
に
英
雄
化
さ
れ
て
い
く
が
、『
鬼
三
太
残
齢
記
』
に
お
け
る
忠
衡
も
そ
の
流
れ
に
従
っ
て
い
る
。

『
鬼
三
太
残
齢
記
』
に
み
え
る
忠
衡
を
取
り
巻
く
人
物
群
を
追
っ
て
み
る
と
、
仙
台
藩
主
の
一
族
の
事
情
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、
高
館
合
戦
で
は
、

杉
目
行
信
と
い
う
身
代
わ
り
を
置
い
て
義
経
が
生
き
の
び
た
と
い
う
展
開
を
と
っ
て
い
る
。
特
に
義
経
の
「
蝦
夷
地
渡
航
」
を
匂
わ
せ
る
の
は
、
平
泉
を
中
心
と
し
た

藤
原
氏
、
あ
る
い
は
秀
衡
崇
敬
の
意
識
が
反
映
し
た
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
、
物
語
が
在
地
の
事
情
を
汲
み
取
り
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
い
ず
れ
も
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『
鬼
三
太
残
齢
記
』
の
独
自
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
『
清
悦
物
語
』
が
意
図
し
て
い
る
も
の
と
は
明
ら
か
に
相
反
し
て
い
る
。 

以
上
、
東
北
の
伝
承
文
学
の
本
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
先
行
す
る
柳
田
國
男
の
「
東
北
文
学
の
研
究
」
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
一
方
で
は
批
判
的
に
実
証
し

て
、
新
た
な
視
点
を
加
え
て
き
た
。
常
陸
坊
海
尊
伝
説
に
焦
点
を
あ
て
て
口
承
お
よ
び
書
承
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
た
が
、
民
間
の
文
芸
が
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生

活
や
生
き
方
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
様
子
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
一
般
庶
民
の
ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
作
品
が
形
成
さ
れ
、
そ
の
語
り
を
享
受
す
る
人
々
に
提
供

す
る
た
め
の
語
り
手
が
い
て
、
伝
承
文
学
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
ダ
イ
レ
ク
ト
に
確
認
で
き
た
。
文
芸
と
地
域
の
関
わ
り
の
実
態
を
本
博
士
論
文
で
は
究
明
で
き
た

と
考
え
て
い
る
。 

  
 

 
 

 
 


