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学
位
（
博
士
）
請
求
論
文

近
世
高
田
派
教
学
の
研
究

要
旨

栗
原

直
子

本
論
文
の
ね
ら
い

近
世
は
日
本
仏
教
界
全
体
が
江
戸
幕
府
の
学
問
奨
励
を
背
景
と
し
た
教
学
振
興
の
時
代
を
迎
え
て
お
り
、
真
宗
で
も
各

派
に
お
い
て
盛
ん
な
教
学
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
本
願
寺
派
で
は
、
寛
永
十
六
年
（
一
六
三
九
）
に
学
寮
（
学

林
）
が
創
設
さ
れ
、
以
後
本
願
寺
派
教
学
に
お
け
る
研
究
及
び
教
育
の
中
心
機
関
と
し
て
、
宗
学
の
研
鑽
や
教
学
に
ま
つ

わ
る
議
論
な
ど
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
大
谷
派
で
も
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
学
寮
が
創
立
さ
れ
、
宝
暦

四
年
（
一
七
五
四
）
の
移
転
後
は
高
倉
学
寮
と
呼
ば
れ
、
大
谷
派
の
修
学
研
鑽
の
場
と
さ
れ
た
。
高
田
派
も
ま
た
、
寛
文

十
二
年
（
一
六
七
二
）
に
は
じ
め
て
安
居
が
開
講
さ
れ
て
か
ら
は
、
宗
乗
・
余
乗
共
に
幅
広
く
講
義
が
行
わ
れ
、
多
く
の

学
僧
に
よ
っ
て
盛
ん
な
教
学
研
究
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
時
代
の
学
問
は
所
謂
「
近
世
真
宗
教
学
史
」
と
し
て
、
従
来
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
注
目
さ
れ
、
そ
の

成
果
が
発
表
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
「
真
宗
教
学
」
の
名
目
で
あ
り
な
が
ら
、
大
多
数
が
本
願
寺

派
教
学
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
文
は
、
こ
の
点
に
根
本
的
な
問
題
意
識
を
有
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
親
鸞
以
後
直
弟
子
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
て
き
た
高
田
派
教
学
は
、
本
願
寺
派
教
学
と
は

ま
た
異
な
る
教
学
的
特
徴
を
持
っ
て
展
開
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。「
真
宗
教
学
史
」
と
呼
ば
れ
る
以
上
、
そ

こ
に
は
本
願
寺
派
以
外
の
教
学
展
開
、
さ
ら
に
い
え
ば
各
派
歴
代
の
思
想
や
教
学
上
の
差
異
、
或
い
は
そ
の
差
異
の
上
に

形
成
さ
れ
た
宗
学
が
総
合
的
に
含
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

し
か
し
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
本
願
寺
派
に
比
べ
、
高
田
派
教
学
史
に
は
不
明

瞭
な
点
が
多
い
と
い
う
現
状
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
特
に
近
世
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
、
こ
の
時
代
の
教
学
は
派
内
の

学
者
に
よ
っ
て
も
十
分
に
研
究
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
現
状
に
置
か
れ
て
い
る
根
本
的
な
原

因
が
、
近
世
の
高
田
派
教
学
の
一
側
面
が
近
代
に
至
っ
て
他
派
か
ら
の
批
判
を
招
く
結
果
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
第
二
章
で
取
り
上
げ
る
高
田
派
代
々
法
主
に

よ
る
口
伝
相
承
を
伝
え
る
書
物
を
根
拠
と
し
た
秘
事
法
門
疑
惑
で
あ
る
。
他
派
の
研
究
者
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
論
文
が

発
表
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
高
田
派
側
の
研
究
者
は
こ
れ
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
取
ら
れ
た
方

法
は
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
或
い
は
一
時
代
限
り
の
出
来
事
と
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
反

論
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
に
よ
っ
て
論
議
が
収
束
し
た
後
は
、
敬
遠
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
話
題
が

再
び
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
今
日
の
高
田
派
教
学
の
歴
史
は
そ
の
部
分
を

欠
い
た
状
態
で
、
そ
れ
ら
を
前
後
の
高
田
派
教
学
の
歴
史
と
結
び
つ
け
な
い
ま
ま
に
構
築
さ
れ
た
も
の
と
い
え
、
こ
の
こ

と
が
近
世
高
田
派
が
不
明
瞭
で
あ
る
一
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
先
哲
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
て
き
た
書
物
、
或
い
は
出
来
事
に
今
一
度
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世

全
般
に
わ
た
る
高
田
派
教
学
の
展
開
を
考
察
し
、
近
世
高
田
派
教
学
史
の
再
構
築
を
試
み
る
と
同
時
に
、
従
来
の
真
宗
教

学
史
上
に
高
田
派
の
教
学
を
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
を
本
論
文
の
ね
ら
い
と
す
る
。

以
下
に
全
体
の
構
成
と
、
各
章
の
概
説
を
示
し
て
お
く
。
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序
論

第
一
章

高
田
派
教
学
概
説

は
じ
め
に

第
一
節

高
田
派
教
学
の
特
徴

第
一
項

高
田
派
教
学
と
『
顕
正
流
義
鈔
』
の
関
係

第
二
項

『
顕
正
流
義
鈔
』
に
み
る
教
学
的
特
徴

第
二
節

従
来
の
近
世
真
宗
教
学
史
―
普
賢
大
円
氏
の
所
説
を
通
し
て
―

第
一
項

時
代
区
分

第
二
項

各
時
代
の
学
問
傾
向

第
三
節

近
世
高
田
派
教
学
の
展
開

第
一
項

本
願
寺
派
と
の
対
比
に
よ
る
時
代
区
分

第
二
項

安
居
記
録
に
み
る
学
問
傾
向

第
三
項

他
宗
他
派
と
の
交
渉

小
結

第
二
章

高
田
派
教
学
に
お
け
る
口
伝
の
研
究

は
じ
め
に

第
一
節

『
十
個
秘
事
書
』
と
秘
事
法
門
疑
惑

第
一
項

『
十
個
秘
事
書
』
概
説

第
二
項

『
十
個
秘
事
書
』
を
め
ぐ
る
論
争

第
三
項

『
十
個
秘
事
書
』
成
立
に
関
わ
る
歴
史
的
背
景

第
二
節

口
伝
資
料
概
説

第
一
項

口
伝
資
料
と
そ
の
発
生

第
二
項

従
来
の
口
伝
資
料
研
究

第
三
節

各
書
に
お
け
る
口
伝
の
検
討

第
一
項

『
高
田
絵
伝
撮
要
』

第
二
項

『
高
田
開
山
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』

第
三
項

『
高
田
一
流
宗
義
相
承
記
』

第
四
項

『
浄
土
真
宗
相
承
図
記
』

第
四
節

口
伝
に
関
す
る
諸
問
題
―
口
伝
資
料
の
検
討
を
通
し
て
―

第
一
項

平
松
令
三
氏
の
所
論
に
対
し
て

第
二
項

近
世
初
期
高
田
派
に
お
け
る
口
伝
の
あ
り
方

小
結

第
三
章

高
田
派
に
お
け
る
復
古
運
動
の
研
究

は
じ
め
に

第
一
節

復
古
運
動
概
説

第
一
項

円
遵
と
真
淳
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第
二
項

復
古
運
動
の
時
代
背
景

第
二
節

『
下
野
伝
戒
記
』
と
『
下
野
大
戒
秘
要
』

第
一
項

『
下
野
伝
戒
記
』

第
二
項

『
下
野
大
戒
秘
要
』

第
三
節

復
古
運
動
を
構
成
す
る
思
想
構
造

第
一
項

親
鸞
と
法
然
の
戒
律
観

一
、
親
鸞
の
戒
律
観

二
、
法
然
の
戒
律
観

第
二
項

戒
の
性
格

第
三
項

戒
と
念
仏
と
信
心
の
関
係
性

第
四
節

復
古
運
動
と
口
伝

第
一
項

「
唯
授
一
人
口
訣
」
と
は

第
二
項

「
浄
肉
文
」
と
の
関
係

小
結

第
四
章

近
世
後
期
高
田
派
教
学
の
変
遷
―
復
古
運
動
以
降
の
再
検
討
―

は
じ
め
に

第
一
節

円
祥
の
著
述
に
み
る
復
古
運
動
の
影
響

第
一
項

『
宣
教
護
国
論
』
と
伝
戒
論

第
二
項

『
宣
教
護
国
論
』
と
『
宣
教
護
国
論
犀
如
意
』
の
関
係

第
二
節

『
宣
教
護
国
論
犀
如
意
』
の
検
討

第
一
項

『
宣
教
護
国
論
犀
如
意
』
の
内
容
と
そ
の
特
徴

第
二
項

筆
削
と
そ
の
意
図

第
三
項

書
写
と
そ
の
背
景

第
三
節

高
田
派
に
お
け
る
安
心
惑
乱
と
そ
の
背
景

第
一
項

慶
応
安
心
惑
乱
に
至
る
ま
で
（
安
政
の
内
乱
）

第
二
項

慶
応
安
心
惑
乱
概
観

第
三
項

慶
応
安
心
惑
乱
に
み
る
他
派
か
ら
の
影
響

小
結

結
論

第
一
章

高
田
派
教
学
概
説

本
章
で
は
、
本
論
文
の
主
題
に
入
る
前
に
、
近
世
の
高
田
派
が
ど
の
よ
う
な
教
学
的
特
徴
を
有
し
、
ま
た
ど
の
よ
う

な
過
程
で
展
開
し
て
い
た
の
か
を
、
ま
ず
は
近
世
全
般
に
わ
た
っ
て
概
観
し
た
。
そ
の
上
で
第
一
節
で
は
、
高
田
派
所

依
の
聖
教
の
一
つ
で
あ
る
真
慧
の
『
顕
正
流
義
鈔
』
に
よ
っ
て
高
田
派
教
学
の
特
徴
を
確
認
し
た
。
本
節
の
内
容
は
従

来
の
高
田
派
教
学
研
究
に
お
い
て
再
三
論
じ
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
特
徴
が
近
世
に
は
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
意
味
で
、
そ
の
比
較
材
料
と
し
て
ま
ず
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
『
顕
正
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流
義
鈔
』
に
示
さ
れ
る
そ
の
特
徴
と
は
、
一
般
的
に
真
宗
は
信
心
を
正
因
と
し
、
称
名
を
信
心
獲
得
後
の
報
恩
行
と
捉

え
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
信
心
と
称
名
と
が
共
に
具
わ
っ
た
と
こ
ろ
が
往
生
決
定
で
あ
る
と
捉
え
、
信
行
具
足
の

称
名
念
仏
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
立
場
は
今
日
に
お
い
て
も
高
田
派
の
教
学
的
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
続
く
第
二
節
で
は
、
本
願
寺
派
を
中
心
に
構
築
さ
れ
た
所
謂
近
世
真
宗
教
学
史
を
概
観
し
、
そ
れ
を
参
照
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
三
節
で
は
近
世
高
田
派
教
学
を
①
第
一
期
「
先
駆
け
時
代
」、
②
第
二
期
「
発
展
時
代
」、
③
第

三
期
「
復
古
運
動
以
降
」
の
三
期
に
大
別
し
た
。
そ
し
て
引
き
続
き
本
願
寺
派
と
高
田
派
の
流
れ
を
比
較
し
な
が
ら
、

時
代
ご
と
の
学
問
傾
向
を
概
観
し
た
。

〈
本
章
の
成
果
〉

本
願
寺
派
か
ら
お
よ
そ
数
十
年
の
遅
れ
は
取
る
も
の
の
、
高
田
派
で
も
ま
た
教
学
研
究
の
隆
盛
に
伴
い
安
居
や
学
問

の
場
が
漸
次
整
備
さ
れ
て
い
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
①
先
駆
け
時
代
に
は
安
居
の
整
備
、
体
制
と
も
に
未
発
達
で
あ
っ

た
も
の
が
、
②
発
展
時
代
に
は
多
く
の
聴
衆
が
宗
乗
・
余
乗
を
学
ぶ
た
め
に
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
講
堂

で
は
手
狭
に
な
る
ほ
ど
教
学
研
究
が
興
隆
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
勧
学
堂
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け

と
な
り
、
③
復
古
運
動
以
降
は
安
居
の
内
容
も
充
実
し
、
本
講
・
内
講
・
寮
講
の
三
部
の
講
義
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、

宗
乗
・
余
乗
が
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
る
こ
と
な
く
配
分
さ
れ
る
等
、
そ
の
形
式
も
格
段
に
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
ま
た
特
に
②
発
展
時
代
以
降
は
他
宗
他
派
と
の
交
渉
も
盛
ん
で
、
勧
学
堂
竣
工
以
後
は
本
山
に
お
い
て
も
他

宗
の
学
僧
を
招
い
て
講
義
が
行
わ
れ
て
お
り
、
一
般
の
聴
衆
に
も
他
宗
の
教
義
に
触
れ
る
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
た
こ

と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
宗
派
を
超
え
た
幅
広
い
学
問
が
行
わ
れ
て
い
た
の
が
近
世
中
期
以
降
の
高

田
派
教
学
の
実
態
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
第
三
期
の
後
半
に
な
る
と
慶
応
安
心
惑
乱
と
呼
ば
れ
る
教
学
論
争
が
起
こ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
三
業
惑
乱
以
降
の
本
願
寺
派
同
様
、
高
田
派
で
も
宗
学
研
究
が
中
心
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

っ
た
。
そ
の
様
子
は
安
居
記
録
の
講
本
の
内
容
か
ら
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
以
上
が
表
面
上
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
の
近

世
高
田
派
の
教
学
的
展
開
で
あ
っ
た
。

第
二
章

高
田
派
教
学
に
お
け
る
口
伝
の
研
究

本
章
で
は
、
高
田
派
法
主
に
よ
る
口
伝
相
承
を
伝
え
る
書
物
を
、
そ
の
性
質
か
ら
大
き
く
二
種
類
に
分
け
て
考
察
し

た
。
ま
ず
一
つ
目
の
『
十
個
秘
事
書
』
は
、
近
代
に
お
け
る
高
田
派
秘
事
法
門
疑
惑
の
論
争
の
発
端
と
な
っ
た
も
の
で
、

真
慧
の
口
伝
に
よ
る
秘
事
伝
授
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
先
哲
の
研
究
に
よ
っ
て
偽
作
で
あ
る
こ
と

は
明
白
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
書
を
め
ぐ
る
諸
氏
の
見
解
を
ま
と
め
、
秘
事
法
門
疑
惑
の
根
本
的
な
問
題
の
所
在
を

明
ら
か
に
し
、
さ
ら
に
本
書
成
立
の
背
景
を
高
田
派
の
歴
史
の
上
に
概
観
し
た
。

続
い
て
二
つ
目
の
、
親
鸞
以
降
、
真
仏
、
顕
智
、
専
空
ら
面
授
の
弟
子
に
始
ま
る
高
田
派
歴
代
法
主
に
よ
る
口
伝
相

承
を
伝
え
る
書
物
群
（
本
論
文
で
は
口
伝
資
料
と
称
す
）
は
、
前
者
の
『
十
個
秘
事
書
』
と
は
成
立
時
期
、
内
容
と
も

に
大
き
く
異
な
る
も
の
の
、
口
伝
を
伝
え
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
口
伝
の
一
つ
で
あ
る
「
唯
授
一
人
口
訣
」
が
秘
密
め

い
た
表
現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
派
生
的
に
秘
事
法
門
疑
惑
の
根
拠
の
一
つ
と
位
置
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
先
哲
の
論
拠
に
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
高
田
絵
伝
撮
要
』（
以
下
『
撮
要
』
）
、『
高

田
開
山
親
鸞
聖
人
正
統
伝
』（
以
下
『
正
統
伝
』
）
、『
高
田
一
流
宗
義
相
承
記
』（
以
下
『
宗
義
相
承
記
』
）、『
浄
土
真
宗

相
承
図
記
』
の
以
上
四
冊
の
口
伝
資
料
に
焦
点
を
絞
り
、
各
書
の
比
較
研
究
を
通
し
て
筆
者
の
私
見
を
提
示
し
た
。

〈
本
章
の
成
果
〉
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口
伝
資
料
が
伝
え
る
口
伝
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
各
書
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
み
ら
れ
る
が
、
お
よ
そ
そ
の
中

心
と
な
る
の
は
時
機
相
応
・
女
人
往
生
勧
発
・
唯
授
一
人
口
訣
か
ら
な
る
三
つ
の
口
伝
で
あ
っ
た
。
こ
の
う
ち
時
機
相

応
と
女
人
往
生
勧
発
は
、
本
章
に
お
い
て
親
鸞
の
妻
帯
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
従
来
そ

の
内
容
が
不
明
と
さ
れ
て
き
た
「
唯
授
一
人
口
訣
」
に
つ
い
て
は
、
本
章
で
の
検
討
に
加
え
、
次
の
第
三
章
の
復
古
運

動
関
連
資
料
の
検
討
を
通
し
て
、
そ
の
内
容
が
戒
体
の
秘
訣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ま
た
第
四
節
で
は
、
こ
れ
ら
口
伝
資
料
に
ま
つ
わ
る
諸
問
題
を
検
討
し
た
。
平
松
令
三
氏
は
、『
正
統
伝
』
の
中
か

ら
三
つ
の
口
伝
を
伝
え
る
箇
所
の
み
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
が
『
宗
義
相
承
記
』
で
あ
る
と
位
置
付
け
、
そ
の
内
容
が

そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
撮
要
』
の
口
伝
の
内
容
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、
三
つ
の
口
伝
は
す
べ
て
『
正

統
伝
』
の
著
者
良
空
に
よ
っ
て
作
為
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
を
示
し
、
口
伝
そ
の
も
の
が
彼
に

よ
る
で
っ
ち
上
げ
で
あ
る
等
と
し
て
秘
事
法
門
を
否
定
し
た
。
以
後
、
そ
れ
に
反
論
す
る
も
の
は
な
く
、
以
来
こ
の
見

解
で
も
っ
て
高
田
派
秘
事
法
門
疑
惑
は
解
消
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
『
宗
義
相
承
記
』
と

『
正
統
伝
』
の
内
容
に
検
討
を
加
え
た
と
こ
ろ
、『
宗
義
相
承
記
』
に
は
『
正
統
伝
』
に
は
な
い
見
解
が
示
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
、
ま
た
逆
に
『
正
統
伝
』
の
口
伝
を
伝
え
る
上
で
の
特
徴
的
表
現
で
あ
る
「
入
親
鸞
位
」
な
る
言
葉

が
『
宗
義
相
承
記
』
で
は
一
切
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
両
書
が
伝
え
る
口
伝
の
内
容
に
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
こ
と
は
明

白
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
良
空
が
作
り
上
げ
た
の
は
口
訣
相
承
を
受
け
た
者
を
表
す
「
入
親
鸞
位
」
な
る
表
現
と
、

高
田
派
の
正
統
性
を
主
張
す
る
文
言
の
み
で
あ
っ
て
、
口
伝
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
平
松
氏
の
所
論
が
成
立
し
な
い
こ

と
を
指
摘
し
た
。

さ
ら
に
、
以
上
の
よ
う
な
口
伝
資
料
の
実
態
か
ら
、
高
田
派
教
学
史
の
一
部
分
に
口
伝
を
重
視
す
る
傾
向
が
存
在
し

た
こ
と
が
事
実
と
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
と
共
に
、
そ
の
背
景
に
は
常
に
他
派
に
対
す

る
対
抗
意
識
と
、
高
田
派
の
み
が
所
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
、
口
伝
の
根
拠
と
な
る
何
ら
か
の
資
料
が
存
在
し
た

こ
と
を
指
摘
し
た
。

第
三
章

高
田
派
に
お
け
る
復
古
運
動
の
研
究

本
章
で
は
、
近
世
中
期
の
高
田
派
に
お
い
て
行
わ
れ
た
復
古
運
動
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
背
景
や
意
図
、
或
い
は
そ

れ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
教
学
の
特
徴
を
考
察
し
た
。
そ
も
そ
も
近
世
は
、
仏
教
の
再
興
を
は
か
ろ
う
と
各
宗
に
わ
た

っ
て
同
様
の
趣
旨
の
運
動
が
行
わ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
復
古
運
動
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
学
僧
真
淳
（
一
七

三
六
～
一
八
〇
七
）
は
、
二
度
に
わ
た
る
京
都
遊
学
の
際
に
結
ん
だ
他
宗
の
学
僧
と
の
交
渉
を
通
し
て
こ
の
運
動
へ
の

意
欲
を
高
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
も
う
一
人
の
中
心
人
物
で
あ
る
第
十
八
世
法
主
円
遵
（
一
七
四
八
～
一

八
一
九
）
は
、
僧
侶
の
堕
落
に
よ
っ
て
乱
れ
た
宗
門
を
立
て
直
そ
う
と
の
志
を
早
く
か
ら
抱
い
て
い
た
と
思
わ
れ
、
彼

ら
の
意
志
が
一
致
し
た
と
こ
ろ
に
こ
の
運
動
は
起
こ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
他
宗
か
ら
の
影
響
と
当
時
の

宗
門
の
実
状
と
を
背
景
と
し
て
起
こ
っ
た
の
が
、
こ
の
復
古
運
動
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
運
動
で
主
張
さ
れ
た
の

は
、
高
田
派
代
々
法
主
に
よ
る
伝
戒
相
承
を
根
拠
と
し
た
、
精
神
面
で
の
戒
律
護
持
の
重
要
性
で
あ
っ
た
。
真
宗
で
戒

律
を
取
り
上
げ
る
と
い
う
特
異
性
の
た
め
か
、高
田
派
の
教
学
史
研
究
上
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
不
鮮
明
な
点
が
多
い
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
真
淳
が
円
遵
の
命
に
よ
り
運
動
に
伴
っ
て
著
し
た

『
下
野
伝
戒
記
』
と
『
下
野
大
戒
秘
要
』
を
通
し
て
復
古
運
動
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
伝
戒
論
の
内
容
を
考
察
し
、
さ

ら
に
真
淳
の
そ
の
他
の
書
物
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
真
宗
教
義
の
上
で
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
た

の
か
を
論
じ
た
。
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〈
本
章
の
成
果
〉

他
宗
に
お
け
る
仏
教
再
興
の
運
動
は
、
日
本
仏
教
に
お
け
る
戒
律
の
弛
緩
が
仏
教
の
堕
落
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
捉

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戒
律
復
興
運
動
と
い
っ
た
か
た
ち
で
取
り
組
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
高
田
派
に
お
い
て
戒

律
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
概
に
他
宗
か
ら
の
影
響
に
よ
る
も
の
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
明
ら
か

と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、「
復
る
べ
き
古
」
で
あ
る
親
鸞
の
深
い
自
己
内
省
の
根
底
に
、
確
固
た
る
戒
律
へ
の

意
識
が
内
在
し
て
い
た
と
捉
え
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
親
鸞
の
戒
律
観
を
背

景
と
し
て
行
わ
れ
た
の
が
こ
の
復
古
運
動
で
あ
り
、
そ
の
本
来
の
意
図
は
、
実
際
に
戒
学
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、

戒
律
を
持
つ
こ
と
も
、
悪
念
が
催
し
た
そ
の
時
に
懺
悔
念
仏
す
る
こ
と
さ
え
も
ま
ま
な
ら
な
い
煩
悩
具
足
の
自
己
を
自

覚
す
る
と
共
に
、
慎
み
あ
る
念
仏
者
の
姿
を
説
き
示
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
そ
の
教
学
は
、
戒
を
念
仏
と
の
関
連
の
上
で
捉
え
、
宗
義
に
即
し
た
も
の
と
し
て
展
開
し
て
い
く
と
こ
ろ
に

そ
の
特
徴
が
あ
り
、
名
号
を
戒
体
と
し
、
そ
の
戒
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
名
号
を
称
え
る
称
名
念
仏
は
そ
の
ま
ま
戒
律
護

持
に
つ
な
が
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
真
慧
の
所
説
を
根
拠
と
し
て
、
他
力
回
向
の
信
心
を
得
た
と
こ
ろ
に

報
謝
の
称
名
念
仏
が
具
わ
る
と
同
時
に
防
非
止
悪
の
戒
徳
が
具
足
し
、
こ
の
と
き
に
往
生
が
決
定
す
る
と
捉
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
学
説
が
圧
倒
的
な
指
導
力
を
誇
っ
て
い
た
真
淳
や
法
主
の
立
場
に
あ
っ
た
円
遵
に
よ
っ
て
提

唱
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
後
の
時
代
に
は
様
々
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な

仮
説
を
実
証
す
べ
く
、
そ
の
後
の
時
代
に
検
討
を
加
え
た
も
の
が
次
の
第
四
章
で
あ
る
。

第
四
章

近
世
後
期
高
田
派
教
学
の
変
遷
―
復
古
運
動
以
降
の
再
検
討
―

本
章
で
は
、
復
古
運
動
直
後
の
時
代
か
ら
、
復
古
運
動
以
来
の
教
学
的
転
機
と
い
わ
れ
て
き
た
近
世
末
期
の
慶
応
安

心
惑
乱
に
至
る
ま
で
の
高
田
派
教
学
の
変
遷
に
検
討
を
加
え
た
。
復
古
運
動
が
収
束
し
た
後
の
宗
門
を
担
っ
た
第
十
九

世
円
祥
（
一
七
八
八
～
一
八
三
七
）
は
、
そ
の
主
著
『
宣
教
護
国
論
』
が
前
法
主
円
遵
か
ら
戒
法
の
教
義
が
完
璧
に
ま

と
め
ら
れ
た
書
物
で
あ
る
と
の
高
い
評
価
を
得
た
と
い
わ
れ
て
い
た
こ
と
等
か
ら
、
復
古
運
動
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た

学
説
を
受
け
継
い
だ
人
物
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
復
古
運
動
直
後
の
時
代
の
教
学
は
「
前
時
代
の
延
長
」
で
あ

る
と
い
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
本
章
で
は
ま
ず
、
こ
の
『
宣
教
護
国
論
』
を
講
義
す
る
に
当
た
り
円
祥
が
講
義

口
録
と
し
て
著
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
宣
教
護
国
論
犀
如
意
』
を
繙
く
こ
と
に
よ
っ
て
、『
宣
教
護
国
論
』
に
は
従
来

知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
成
立
背
景
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
に
教
学
面
の
変
化
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し

た
。ま

た
第
三
節
で
は
、
慶
応
安
心
惑
乱
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
教
学
論
争
と
し
て
の
一
面
的
な
見
方
に
よ
る
検
討
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
時
代
背
景
と
し
て
第
二
節
ま
で
で
検
討
し
た
復
古
運
動
以
降
の
歴
史
的
展
開
と
教
学
的
展
開
と
を
考

慮
し
、
さ
ら
に
真
宗
他
派
か
ら
の
影
響
も
視
野
に
入
れ
て
考
察
し
た
。

〈
本
章
の
成
果
〉

円
祥
は
復
古
運
動
の
主
題
で
あ
っ
た
念
仏
者
の
内
面
性
の
問
題
や
当
時
の
学
問
傾
向
に
対
し
て
円
遵
ら
と
同
様
の
問

題
意
識
を
抱
き
、
そ
の
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
点
で
は
確
か
に
前
時
代
の
そ
れ

を
継
承
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
今
回
『
宣
教
護
国
論
犀
如
意
』
の
検
討
を
通
し
て
、
復
古
運
動
直
後
の
時
代

に
、
円
祥
に
よ
っ
て
真
淳
の
学
説
が
取
捨
選
択
さ
れ
、
新
た
な
形
で
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ

ら
に
、
そ
の
取
捨
選
択
の
背
景
が
記
さ
れ
た
『
宣
教
護
国
論
犀
如
意
』
が
円
祥
の
示
寂
後
に
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
復
古
運
動
以
来
の
転
機
と
考
え
ら
れ
て
き
た
慶
応
安
心
惑
乱
よ
り
も
以
前
に
、
す
で
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に
真
淳
ら
の
学
説
に
異
見
を
唱
え
る
も
の
が
表
面
上
に
現
れ
出
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
第
三
節
で
は
、
慶
応
安
心
惑
乱
が
起
こ
っ
た
背
景
に
、
以
上
の
よ
う
な
復
古
運
動
以
降
の
高
田
派
教
学
の
実
態

に
加
え
、
さ
ら
に
本
願
寺
派
で
起
こ
っ
た
三
業
惑
乱
か
ら
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
従
来
の
学
説

に
否
定
的
で
あ
っ
た
人
々
（
北
派
）
は
、
復
古
運
動
の
学
説
に
反
発
す
る
か
の
よ
う
に
し
て
同
じ
時
期
に
三
業
惑
乱
を

経
た
本
願
寺
派
で
「
信
心
正
因
、
称
名
報
恩
」
が
よ
り
明
白
に
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
、「
信
心
正
因
、
称
名

報
恩
」
こ
そ
が
高
田
派
の
安
心
で
あ
る
と
主
張
す
る
よ
う
に
な
り
、
従
来
の
信
行
具
足
の
称
名
念
仏
が
高
田
派
の
正
統

で
あ
る
と
主
張
す
る
人
々
（
南
派
）
と
の
意
見
の
相
違
が
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
て
慶
応
安
心
惑
乱
が
起
こ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
さ
ら
に
、
信
行
具
足
の
称
名
念
仏
を
重
視
す
る
高
田
派
の
教
学
的
立
場
は
古
来
も
今
日
も
変
わ
っ
て

い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
惑
乱
で
は
最
終
的
に
「
信
心
正
因
、
称
名
報
恩
」
に
裁
断
が
下
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

様
々
な
内
部
事
情
を
有
し
た
当
時
の
高
田
派
に
与
え
た
三
業
惑
乱
の
影
響
力
が
多
大
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し

た
。

本
論
文
の
結
論

本
論
文
は
主
に
先
哲
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
口
伝
相
承
と
、
従
来
の
教
学
史
研
究
上
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
復
古
運
動
と
い
う
出
来
事
を
再
考
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼
を
置
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
後
の
時
代
に
今
一
度
検
討
を
加

え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

口
伝
に
つ
い
て
は
、
近
代
の
秘
事
法
門
疑
惑
に
よ
っ
て
口
伝
資
料
そ
の
も
の
が
無
益
な
も
の
と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
よ
っ
て
、口
伝
が
重
視
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
ま
で
も
が
高
田
派
教
学
史
か
ら
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

し
か
し
口
伝
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
内
容
自
体
が
事
実
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
高
田
派
に
お
い
て
口
伝
と

い
う
法
門
伝
授
の
形
態
そ
の
も
の
が
尊
重
さ
れ
、
価
値
を
持
っ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
紛
れ
も
な
く

高
田
派
教
学
の
歴
史
の
一
側
面
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
こ
と
は
教
学
史
研
究
に
お
い
て
必
要
な
作
業
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
近
年
の
研
究
に
お
い
て
は
、
近
世
の
出
版
文
化
の
発
達
に
伴
い
、
中
世
の
写
本
を
中
心
と
す

る
口
伝
法
門
重
視
の
学
問
観
が
衰
退
し
た
と
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
お
り
、
同
様
の
こ
と
は
近
世
初
期
の
本
願
寺
派
に

お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
高
田
派
で
は
、
近
世
初
期
に
成
立
し
た
書
物
に
お
い
て
口
伝
は
な
お
重
要
な
位

置
付
け
に
あ
り
、
そ
れ
が
中
期
の
復
古
運
動
の
展
開
に
も
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
少
な
く
と
も
こ
の
中

期
頃
ま
で
は
教
学
的
に
そ
れ
な
り
に
重
要
な
位
置
付
け
を
保
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
復
古
運
動
以
降

の
時
代
に
な
る
と
、
口
伝
資
料
の
書
写
こ
そ
な
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
こ
の
頃
に
著
さ
れ
た
書
物
か
ら
「
口
伝
」
の

文
字
は
姿
を
消
し
て
お
り
、
近
世
後
期
頃
に
は
す
で
に
高
田
派
教
学
に
お
い
て
も
口
伝
は
衰
退
し
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
口
伝
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
伝
戒
相
承
を
根
拠
と
し
て
展
開
さ
れ
た
復
古
運
動
の
学
説
に

対
し
て
否
定
的
見
解
を
示
す
も
の
が
、
復
古
運
動
の
直
後
の
時
代
に
現
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
か
で
あ
る
。
こ
の
頃

に
は
す
で
に
口
伝
が
教
学
的
価
値
を
失
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
復
古
運
動
で
提
唱
さ
れ
た
学
説
が
有
す
る
特
異
性
や
異
見

は
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
等
の
事
情
が
影
響
し
、
さ
ら
に
本
願
寺
派
の
三
業
惑
乱
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
も
の
が
い
た
こ

と
に
よ
っ
て
、
つ
い
に
復
古
運
動
が
派
内
に
残
し
た
学
説
や
影
響
は
廃
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
高
田

派
教
学
史
に
お
い
て
復
古
運
動
が
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
こ
の
復
古
運
動
は
、
決
し
て
単
な
る
一
時
代
の
出
来
事
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
高
田
派
に
お
け
る
教
学
論

争
で
あ
る
慶
応
安
心
惑
乱
に
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

で
は
今
日
の
高
田
派
は
ど
の
よ
う
な
教
学
的
特
徴
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
口
伝
相
承
の
事
実
を
語
る
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わ
け
で
も
、
伝
戒
相
承
の
事
実
を
語
っ
て
戒
律
護
持
の
重
要
性
を
主
張
す
る
わ
け
で
も
な
い
が
、「
信
心
正
因
、
称
名

報
恩
」
を
安
心
と
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
や
は
り
真
慧
に
よ
っ
て
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
た
信
行
具
足
の
称
名
念
仏
を
重

視
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
こ
に
筆
者
は
重
大
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
以
上
の
よ
う

な
歴
史
的
展
開
を
歩
ん
だ
上
で
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
信
行
具
足
の
称
名
念
仏
」
と
い
う
高
田
派
の

教
学
的
特
徴
が
、
一
般
的
に
所
謂
真
宗
の
安
心
と
い
わ
れ
る
「
信
心
正
因
、
称
名
報
恩
」
の
影
響
を
再
び
受
け
る
こ
と

な
く
、
確
固
た
る
高
田
派
の
教
学
と
し
て
今
日
も
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
所
謂
真
宗
教
学
と
い
わ
れ
る
も
の
と
高
田
派
教
学
の
違
い
を
明
白
に
す
る
と
共
に
、
将
来
の
よ
り
確

固
と
し
た
高
田
派
教
学
史
構
築
を
志
向
し
て
論
じ
た
も
の
が
本
論
文
で
あ
る
。


