
０
犀
ｔ

経
量
部
は
説
一
切
有
部
よ
り
派
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
は
一
般
的
な
意
味
で
の
分
派
を
、
お
そ
ら
く
意
味
し
な
い
。
彼
ら
は
有

部
の
伝
統
的
教
義
に
対
す
る
改
革
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
が
教
団
と
し
て
の

一
『

独
立
運
動
に
ま
で
展
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
経
量
部

の
初
期
を
荷
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
「
譽
楡
者
」
た
ち
の
学
説
が
有
部
論
書

に
お
い
て
頻
繁
に
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
彼
ら
自
身
の
ま
と
ま
っ

た
「
論
」
が
伝
承
さ
れ
得
な
か
っ
た
事
実
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
証
左
と
言

え
、
ま
た
こ
の
こ
と
が
、
経
量
部
学
説
の
成
立
過
程
を
解
明
す
る
作
業
を

き
わ
め
て
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を
避
け
て
は
、
経

量
部
の
歴
史
的
実
像
も
ま
た
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
。

著
者
の
論
考
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
彼
の
最
大
の

業
績
は
、
文
献
に
そ
の
名
を
残
す
数
少
な
い
経
部
師
の
ひ
と
り
、
シ
ュ
リ

ー
ラ
ー
タ
を
め
ぐ
る
一
連
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
今
回
、
そ
れ
ら
従
来
の
成

果
が
、
新
た
な
考
察
も
加
え
ら
れ
た
上
で
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
い
わ

ば
斯
界
の
第
一
人
者
に
よ
る
現
時
点
で
の
集
大
成
と
も
い
え
る
本
書
『
経

量
部
の
研
究
」
は
、
様
々
な
知
見
と
示
唆
に
満
ち
た
労
作
で
あ
る
。

加
藤
純
章
著

『
経
量
部
の
研
究
』

福
田
琢

本
書
は
二
章
か
ら
成
り
、
第
一
章
経
量
部
の
歴
史
は
歴
史
的
考
察
に

あ
た
る
。

ま
ず
第
一
節
『
倶
舎
論
』
「
順
正
理
論
』
の
諸
問
題
で
は
、
経
量
部
研

究
の
出
発
点
と
し
て
、
『
倶
舎
論
』
の
述
作
経
緯
を
め
ぐ
る
諸
伝
承
が
検

討
さ
れ
る
。
玄
奨
「
西
域
記
』
及
び
プ
ト
ン
に
は
、
『
倶
舎
論
」
頌
中
の

置
冨
（
伝
説
）
の
語
は
世
親
の
不
信
を
表
わ
す
、
と
あ
り
、
真
諦
伝
及
び

玄
英
は
、
世
親
の
批
判
は
経
量
部
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
、
と
伝
え
る
。

著
者
は
『
倶
舎
論
』
中
置
旨
の
語
が
見
ら
れ
る
八
頌
を
調
査
し
、
そ
れ

ら
が
伝
承
通
り
世
親
の
不
信
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
う
ち
七
頌
が

経
量
部
の
意
見
に
基
づ
い
て
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
の
七

例
の
批
判
中
『
大
毘
婆
沙
論
』
ま
で
そ
の
主
張
を
遡
れ
る
も
の
は
二
例
だ

け
で
あ
り
、
他
は
註
釈
書
等
に
よ
っ
て
経
部
説
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
、
を
確
認
す
る
。

第
二
節
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
で
は
〃
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
は
仏
滅
百
年
に

現
わ
れ
臂
楡
師
と
呼
ば
れ
た
。
彼
は
経
部
と
同
系
で
あ
る
が
、
当
時
は
ま

だ
そ
の
よ
う
な
名
称
は
存
在
せ
ず
、
経
量
部
は
仏
滅
四
百
年
中
に
出
現
し

た
″
と
い
う
、
古
来
有
名
な
、
慈
恩
大
師
窺
基
「
成
唯
識
論
述
記
』
の
記

述
が
批
判
的
に
検
証
さ
れ
る
・
窺
基
の
年
代
設
定
は
、
『
西
域
記
』
に
ク
マ

ー
ラ
ラ
ー
タ
の
同
時
代
人
と
し
て
言
及
さ
れ
る
鍋
盤
陀
（
園
冒
Ｈ
ｇ
且
四
）

の
無
憂
（
隙
。
願
）
王
を
、
マ
ガ
ダ
の
ア
シ
ョ
ー
カ
王
（
仏
滅
一
○
○
年
）

と
取
り
違
え
た
結
果
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
同
じ
『
西
域
記
」

が
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
を
「
経
部
本
師
」
と
呼
ぶ
事
実
と
『
異
部
宗
輪
論
」

一
一
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の
経
量
部
分
派
の
記
述
。
（
仏
滅
四
○
○
年
）
と
の
間
に
な
ん
ら
か
の
橋
渡

し
を
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
も
窺
基
は
『
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
を
『
婆

沙
論
』
に
言
及
さ
れ
る
臂
噛
師
に
連
な
る
論
師
と
し
て
示
す
意
図
を
も
っ

て
い
た
。
上
述
の
記
事
は
こ
の
よ
う
な
窓
意
的
解
釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
信
瀝
性
に
欠
け
る
、
と
著
者
は
述
尋
へ
る
。
そ
し
て
断
片
的
に
伝
え
ら
れ

る
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
説
の
う
ち
、
特
に
、
五
根
五
境
の
認
識
関
係
に
基
づ

く
障
礪
有
対
法
の
解
説
が
注
目
さ
れ
る
。
著
者
は
、
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
の

見
解
が
、
「
婆
沙
論
』
に
三
有
対
法
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ

た
議
論
の
紛
糾
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
ゆ
え
に
ク
マ
ー
ラ

ラ
ー
タ
は
『
婆
沙
論
』
以
降
の
人
物
と
さ
れ
、
『
出
三
蔵
記
集
』
所
収
の
玄

腸
「
訶
梨
政
摩
伝
序
」
に
あ
る
〃
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
は
「
成
実
論
』
の
作

者
ハ
リ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
の
師
で
あ
る
″
と
い
う
記
述
に
注
意
が
促
さ
れ
る
。

第
三
節
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
で
も
同
様
に
ま
ず
玄
英
系
の
諸
伝
承
が
検

討
さ
れ
る
。
多
く
の
資
料
が
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
と
は
「
順
正
理
論
」
に

そ
の
学
説
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
上
座
騨
冨
昌
国
そ
の
人
で
あ
る
と

言
い
、
『
倶
舎
論
」
諸
註
釈
の
記
述
も
ま
た
こ
れ
を
支
持
す
る
。
こ
の
事

実
に
よ
っ
て
、
断
片
的
な
二
次
資
料
と
は
い
え
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
の
学

説
の
数
友
が
『
順
正
理
論
』
よ
り
回
収
さ
れ
得
る
可
能
性
が
開
け
る
。
そ

の
内
容
の
考
察
は
第
二
章
に
譲
ら
れ
、
こ
こ
で
は
、
衆
賢
の
シ
ュ
リ
ー
ラ

ー
タ
に
対
す
る
攻
撃
が
、
時
代
の
離
れ
た
人
に
な
さ
れ
た
よ
う
に
は
思
え

な
い
ほ
ど
熾
烈
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
言
に
、
老
齢
者
の
衰
退
ぶ
り
を
椰

楡
す
る
か
の
よ
う
な
口
調
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
し
ば
し
ば
衆
賢
が
彼
を

東
方
の
人
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
は
衆
賢
と
（
し

た
が
っ
て
世
親
と
も
）
同
時
代
の
年
長
者
で
あ
り
、
イ
ン
ド
東
方
に
勢
力

を
有
し
て
い
た
と
い
う
事
実
が
推
定
さ
れ
る
。

上
述
の
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
第
四
節
諸
論
師
の
年
代
が
示
さ
れ
る
。

著
者
に
よ
る
年
代
論
の
特
色
は
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
を
、
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー

タ
の
直
弟
子
（
す
な
わ
ち
ハ
リ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
と
同
門
）
と
考
え
る
点
に
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
と
同
時
代
で
あ
る
は
ず
の
世
親
の

年
代
は
、
現
在
多
く
の
支
持
を
得
て
い
る
五
世
紀
説
（
四
○
○
’
四
八
○

年
）
よ
り
半
世
紀
ほ
ど
引
き
上
げ
ら
れ
る
（
ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
二
八
○
’

三
六
○
年
、
ハ
リ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
三
一
○
’
三
九
○
年
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ

三
三
○
’
四
一
○
年
、
世
親
三
五
○
’
四
三
○
年
）
。
こ
の
考
察
は
、
琉

伽
行
派
の
論
師
と
の
関
係
や
、
真
諦
伝
の
記
述
に
基
づ
く
世
親
年
代
論
に

応
え
て
い
な
い
た
め
、
著
者
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
「
ア
ピ
ダ
ル
マ
文
献
に

よ
る
試
論
」
の
域
に
留
ま
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
ハ
リ
ヴ
ァ
ル
一
、
ソ
と

シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
を
（
し
た
が
っ
て
世
親
も
）
年
代
的
に
大
き
く
離
す
の

は
不
自
然
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
は
、
世
親
年
代
論
に
対
す
る
新
た
な
視

点
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
論
拠
は
、
『
成
実
論
」
の

学
説
と
『
順
正
理
論
』
の
上
座
説
と
の
親
近
性
を
随
所
に
指
摘
す
る
第
二

章
に
あ
る
。
な
お
本
書
五
九
頁
（
一
八
八
’
一
九
○
頁
に
も
再
説
）
に
、

ク
マ
ー
ラ
ラ
ー
タ
と
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
の
師
弟
関
係
に
か
ん
す
る
傍
証
と

し
て
、
「
倶
舎
論
』
満
増
釈
の
一
文
が
紹
介
さ
れ
る
が
、
北
京
版
等
と
デ

ル
ゲ
版
と
の
異
同
も
指
摘
さ
れ
、
文
献
学
的
に
確
実
な
証
明
と
呼
尋
へ
る
ま

で
に
は
至
ら
な
い
。
望
月
辞
典
な
ど
は
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
を
ク
マ
ー
ラ

ラ
ー
タ
の
弟
子
と
明
言
す
る
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
五
節
害
嚥
者
と
経
量
部
は
、
こ
れ
ら
両
名
称
の
成
立
を
め
ぐ
る
考

察
で
あ
る
。
『
婆
沙
諭
」
に
基
づ
く
著
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
菩
嶮
者
は
、
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他
学
派
に
比
べ
る
と
か
な
り
菩
嚥
を
多
用
し
て
自
説
を
述
・
へ
て
お
り
、
そ

の
た
め
婆
沙
評
家
か
ら
、
世
間
の
現
職
烏
稗
曽
３
を
用
い
て
世
俗
法
を

語
る
人
と
非
難
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
善
哺
者
ご
胃
駕
冒
盆
冨
と
は
、
本

来
、
正
統
有
部
が
彼
ら
に
与
え
た
蔑
称
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

一
方
、
経
量
部
普
ロ
耳
目
陣
冨
と
い
う
呼
称
に
は
、
『
倶
舎
論
』
の
段

階
で
す
で
に
あ
る
権
威
が
与
え
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
註
釈
は
、
そ
の
由

来
と
思
え
る
〃
経
を
量
と
し
、
論
を
量
と
し
な
い
（
唖
目
国
冒
四
日
目
房
脚

ロ
Ｐ
３
昇
門
：
日
日
自
民
：
）
″
と
い
う
表
現
を
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
に
帰

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
著
者
は
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
こ
そ
経
量
部
を
名
乗

っ
た
最
初
の
人
で
あ
り
、
世
親
は
そ
れ
を
継
承
し
た
、
と
考
え
る
。
し
か

し
実
際
に
は
、
世
親
と
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
の
主
張
は
し
ば
し
ば
大
き
く
異

な
る
。
こ
の
よ
う
な
両
者
が
、
な
ぜ
同
じ
学
派
名
を
共
有
し
得
る
の
か
。

そ
こ
で
次
の
よ
う
な
仮
説
が
与
え
ら
れ
る
。
留
日
風
ロ
威
顧
と
は
、
本
来
、

毘
婆
沙
師
の
旧
弊
な
教
義
学
に
反
対
す
る
も
の
、
道
理
に
合
っ
て
い
る
も

、
、
、
、

の
、
か
っ
こ
う
の
い
い
も
の
（
：
ヴ
○
口
目
①
ｇ
も
胃
①
ロ
ｏ
①
）
と
い
う
善
哺

的
意
味
を
こ
め
て
用
い
ら
れ
た
呼
び
名
で
あ
り
、
有
部
に
お
い
て
三
世
実

有
説
に
反
対
し
印
現
在
有
体
・
過
未
無
体
説
を
唱
え
た
論
師
た
ち
に
よ
っ

て
、
各
時
代
に
自
由
に
各
自
に
付
さ
れ
た
名
称
で
あ
る
。
そ
し
て
『
倶
舎

論
』
の
経
部
説
は
、
世
親
の
個
人
的
な
意
見
で
あ
り
、
彼
は
、
そ
れ
を
あ

た
か
も
す
で
に
権
威
あ
る
見
解
で
あ
る
か
の
よ
う
に
述
べ
、
論
書
か
ら
自

身
の
姿
を
消
す
た
め
に
、
経
量
部
の
学
説
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
、
と
。
こ

の
解
釈
は
魅
力
的
で
、
説
得
力
に
富
む
。
伝
統
的
有
部
に
批
判
的
な
改
革

派
有
部
論
師
た
ち
に
よ
る
、
自
由
な
思
想
運
動
を
想
定
し
、
彼
ら
が
そ
れ

ぞ
れ
自
ら
の
学
説
に
、
任
意
に
経
量
部
の
名
を
冠
し
た
と
考
え
れ
ば
、
経

部
世
親
の
見
解
（
そ
れ
が
「
聡
伽
論
」
の
教
義
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ

と
は
、
近
年
様
々
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
が
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
の
そ
れ

と
異
質
な
も
の
で
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

た
だ
、
経
量
部
の
創
唱
を
シ
’
一
リ
ー
ラ
ー
タ
に
帰
す
る
こ
と
が
充
分
に

妥
当
と
い
え
る
か
、
評
者
に
は
疑
問
が
残
る
。
む
し
ろ
、
著
者
の
述
べ
る

よ
う
な
意
味
に
お
い
て
経
量
部
を
称
す
る
人
点
が
以
前
よ
り
い
て
、
シ
ュ

リ
ー
ラ
ー
タ
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
『
婆
沙
論
』
に
頻
出
す

る
臂
愉
者
が
蔑
称
で
あ
る
な
ら
、
す
で
に
そ
れ
に
対
応
す
る
自
ら
の
尊
称

が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
し
（
第
四
○
回
印
仏
学
会
に
お
け
る
本
庄

良
文
の
発
表
よ
り
示
唆
）
、
ま
た
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
に
よ
っ
て
創
設
さ

れ
た
ば
か
り
の
名
称
を
、
い
か
に
そ
れ
が
当
初
よ
り
誉
楡
的
に
用
い
ら
れ

た
と
し
て
も
、
彼
と
は
か
な
り
見
解
を
異
に
す
る
世
親
が
自
由
に
利
用
し

た
と
考
え
る
こ
と
に
、
若
干
抵
抗
を
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
著
者
は
、

第
四
節
で
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
を
世
親
の
直
接
の
師
で
あ
る
と
言
い
、
本
節

で
、
ゆ
え
に
世
親
は
師
の
命
名
を
継
承
し
経
量
部
を
名
乗
っ
た
と
す
る
が
、

六
一
頁
に
引
か
れ
る
『
順
正
理
論
」
鴦
駕
畠
Ｉ
巴
は
論
拠
と
な
ら
な
い
。

当
該
箇
所
の
趣
旨
は
こ
う
で
あ
る
。
〃
（
以
上
の
よ
う
に
）
上
座
の
説
は
ま

る
で
無
意
味
で
あ
る
。
な
の
に
経
主
は
「
こ
れ
は
経
の
意
味
で
は
な
い
」

と
勿
体
を
つ
け
て
批
判
す
る
（
国
且
冒
口
届
鱒
曽
）
。
〔
無
意
味
な
解
釈

を
「
経
の
意
味
で
は
な
い
」
な
ど
と
言
う
の
は
〕
「
石
女
の
児
は
勇
猛
で

、
、

は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
と
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
経
主
は
、
自
ら
の
軌

範
師
の
解
釈
を
引
い
て
仁
孝
を
表
わ
し
、
そ
の
誤
り
を
明
か
さ
な
い

（
陣
且
富
国
屋
Ｐ
届
１
国
）
・
師
弟
の
理
と
は
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
（
し

か
し
弟
子
で
は
な
い
私
は
次
に
こ
れ
を
批
判
し
よ
う
）
″
こ
こ
は
上
座
へ
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の
批
判
が
結
ば
れ
、
世
親
の
引
く
胃
胃
圃
昏
（
且
．
胃
胃
圃
旨
目
Ｈ
乱
‐

３
曼
恩
．
君
。
四
自
国
思
酌
扇
）
の
解
釈
に
議
論
が
移
る
場
面
で
、
両
者

を
同
一
人
物
と
は
見
な
せ
な
い
。
衆
賢
は
、
上
座
と
世
親
の
「
軌
範
師
」

を
別
に
考
え
て
い
る
。

と
は
い
え
、
〃
経
を
量
と
し
、
論
を
量
と
し
な
い
〃
と
い
う
表
現
を
シ

ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
以
前
に
遡
り
得
る
資
料
は
存
在
せ
ず
、
こ
の
点
で
著
者
の

意
見
は
尊
重
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
そ
の
場
合
、
第
二
節
で
触
れ
た

『
異
部
宗
輪
論
」
の
記
述
を
ど
う
考
え
る
か
。
従
来
の
研
究
者
を
も
悩
ま

せ
て
き
た
こ
の
問
題
が
、
第
六
節
経
量
部
の
歴
史
で
扱
わ
れ
、
第
一
章

の
締
め
く
く
り
と
な
る
。
著
者
は
、
玄
英
が
経
量
部
と
訳
出
し
た
部
派
の

原
名
を
異
訳
等
に
よ
っ
て
調
査
し
、
そ
れ
が
閨
茸
目
画
く
且
秒
で
あ
っ
て

留
鼻
Ｈ
目
威
冨
で
は
な
く
、
本
来
の
名
称
は
説
転
部
留
日
胃
習
は
乱
目

で
あ
る
こ
と
、
彼
ら
の
祖
師
は
ウ
ッ
タ
ラ
ロ
ヰ
貰
い
で
あ
り
、
玄
奨
訳
に

阿
難
と
あ
る
の
は
訳
者
に
よ
る
改
変
で
あ
る
こ
と
、
を
指
摘
す
る
。
彼
ら

の
教
義
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
そ
の
瀧
移
転
論
は
、
従
来
言
わ
れ
て
き
た

よ
う
に
種
子
説
と
見
な
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
勝
義
プ
ド
ガ
ラ
論
は
譽
職

者
と
対
立
的
で
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら
が
三
世
実
有
を
否
定
し
た
形
跡

は
な
い
。
な
お
「
婆
沙
論
』
に
も
経
部
説
が
二
度
引
か
れ
、
そ
の
う
ち
一

例
は
旧
訳
に
主
張
者
の
名
を
欠
き
、
玄
葵
に
よ
る
付
加
と
思
わ
れ
る
が
、

残
る
ひ
と
つ
を
、
著
者
は
こ
の
説
転
部
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（

し
た
が
っ
て
、
『
異
部
宗
輪
論
』
に
説
か
れ
た
経
量
部
と
は
、
善
嚥
者
に

関
わ
り
な
く
有
部
か
ら
派
生
し
、
『
婆
沙
論
』
に
わ
ず
か
に
痕
跡
を
残
し
て

消
え
去
っ
た
説
転
部
で
あ
っ
た
、
と
結
論
さ
れ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
本

誌
前
号
の
白
館
戒
雲
「
研
究
雑
感
」
六
五
頁
を
も
参
照
さ
れ
た
い
）
。

第
二
章
経
量
部
の
思
想
ｌ
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
の
思
想
を
中
心
に
し

て
は
、
第
一
章
第
三
節
に
予
告
さ
れ
た
ご
と
く
、
上
座
こ
と
シ
ュ
リ
ー
ラ

ー
タ
の
思
想
的
研
究
に
費
や
さ
れ
、
本
書
の
原
型
で
あ
る
学
位
論
文
の
題

名
「
『
順
正
理
論
』
に
お
け
る
上
座
の
研
究
」
（
一
九
八
六
年
東
京
大
学
に

提
出
）
に
相
応
し
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
全
部
で
十
二
節
に
分
か
れ
、

様
灸
な
ト
ピ
ッ
ク
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
背
景
に
控
え
る
教
義
体
系
と
、
関
連

諭
書
と
の
文
脈
の
な
か
で
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
す
今
へ
て
を
漏
れ
な
く

要
約
す
る
こ
と
は
評
者
の
能
力
を
越
え
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
シ
ュ
リ
ー

ラ
ー
タ
の
認
識
論
を
中
心
に
、
そ
の
一
端
の
み
紹
介
す
る
。

前
五
識
が
対
象
を
把
握
す
る
際
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
は
そ
こ
に
極
微
の

和
合
と
呼
ば
れ
る
特
殊
な
働
き
を
考
え
る
。
第
二
節
極
微
の
和
集
と
和

合
ｌ
物
質
の
捉
え
方
に
よ
れ
ば
、
こ
の
概
念
は
、
実
有
に
対
す
る
彼
の

独
特
な
理
解
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
砿
・
処
・
・
界
の
仮
実
論

争
に
お
い
て
、
世
親
と
有
部
は
、
秘
を
実
有
と
見
る
か
仮
有
と
見
る
か
で

対
立
す
る
。
し
か
し
両
者
と
も
、
そ
こ
に
分
類
さ
れ
た
諸
法
が
、
存
在
論

的
区
分
概
念
と
し
て
の
「
自
性
」
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
に
実
有
の
基

準
を
お
い
て
い
る
点
で
は
等
し
い
。
例
え
ば
十
色
処
に
つ
い
て
言
う
と
、

色
処
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
極
微
の
二
が
認
識
を
起
こ
す
性
質
を
も
っ

て
い
る
か
ら
、
認
識
が
成
立
す
る
た
め
の
基
本
的
領
域
と
し
て
実
有
な
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
色
の
極
微
の
集
ま
り
は
そ
の
ま
ま
認
識
対
象
と
な

り
得
る
。
と
こ
ろ
が
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
の
思
考
は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
異
な

る
。
彼
は
、
実
有
法
と
は
一
種
微
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
集
ま
り
に
過
ぎ
な

三
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い
も
の
は
す
ぺ
て
、
つ
ま
り
瀧
は
も
ち
ろ
ん
処
も
ま
た
仮
有
だ
と
言
う
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
色
処
を
構
成
す
る
極
微
は
、
単
独

、
、
、
、

で
は
認
識
対
象
と
な
り
え
な
い
ま
ま
、
た
だ
ば
ら
ば
ら
に
あ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
が
所
縁
と
な
る
た
め
に
は
、
識
に
よ
っ
て
所
縁
に
〃
ま
と
め
あ

げ
″
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
が
衆
微
和
合
と
呼
ぶ

の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
色
の
極
微
は
、
和
合
し
て
、
す
な

わ
ち
所
縁
と
し
て
ま
と
め
あ
げ
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
眼
識
に
よ
っ
て
捉
え

ら
れ
得
る
、
と
さ
れ
る
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
は
、

色
は
生
じ
、
和
合
し
、
し
か
る
後
に
眼
識
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
、
と
考

え
る
。
つ
ま
り
、
識
の
生
起
を
根
・
境
の
生
起
よ
り
一
刹
那
後
に
想
定
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
い
わ
ば
継
時
的
な
認
識
論
は
第
四
節
心
の
構
造

で
考
察
さ
れ
る
。
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
は
、
根
・
境
及
び
諸
心
所
の
相
応

（
同
時
生
起
）
を
唱
え
る
有
部
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
刹
那
ご
と

に
生
起
す
る
、
と
主
張
す
る
。
し
か
も
十
大
地
法
の
う
ち
、
受
・
想
・
思

の
三
心
所
の
実
在
だ
け
を
認
め
、
残
り
七
は
す
べ
て
思
の
差
別
と
見
な
す
。

す
な
わ
ち
、
第
一
刹
那
に
根
と
境
が
生
じ
、
第
二
刹
那
に
こ
れ
を
対
象
と

す
る
識
（
触
）
が
生
じ
、
そ
し
て
第
三
刹
那
以
降
、
受
・
想
・
思
が
次
第

に
生
起
す
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
彼
の
こ
の
考
え
は
、
十
大
地
法
を
ま

っ
た
く
認
め
ず
、
す
べ
て
心
の
差
別
で
あ
る
、
と
い
う
「
婆
沙
論
」
の
覚

天
説
（
警
職
者
も
そ
れ
に
近
い
ら
し
い
）
と
傾
向
を
等
し
く
す
る
も
の
で

あ
る
。
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
の
場
合
、
一
部
だ
け
で
も
十
大
地
法
の
実
在
を

否
定
し
な
い
ぶ
ん
有
部
に
近
い
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
相

応
を
認
め
な
い
の
だ
か
ら
、
根
本
的
に
有
部
と
は
見
解
を
異
に
し
て
い
る
。

一
方
、
『
倶
舎
論
」
は
根
・
境
・
識
の
同
時
生
起
、
あ
る
い
は
心
・
心

所
の
相
応
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
違
い
が
、
現
在
有
体
・
過
未
無
体
を
標

傍
す
る
点
で
は
軌
を
一
に
す
る
両
者
に
、
三
世
実
有
説
批
判
の
方
法
論
的

な
違
い
を
も
た
ら
す
。
三
世
実
有
の
第
一
理
証
（
起
識
時
必
有
境
）
に
対

し
て
、
世
親
は
、
過
去
・
未
来
の
対
象
は
、
現
在
の
認
識
対
象
の
よ
う
に

外
界
に
実
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
記
憶
で
あ
り
ま
た
推
測
で
あ
る
、
と

い
う
趣
旨
の
反
論
を
述
尋
へ
る
。
し
か
し
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
の
場
合
、
現
在

法
の
認
識
に
お
い
て
も
、
そ
の
対
象
は
厳
密
に
は
一
刹
那
以
前
に
減
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
あ
ら
ゆ
る
識
は
す
で
に
減
し
た
対
象
だ
け
を

捉
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
に
と
っ
て
は
、
五
根
・
五
境
か
ら

前
五
識
を
経
て
意
識
に
至
る
知
覚
過
程
の
解
釈
そ
の
も
の
が
、
三
世
実
有

説
に
対
す
る
反
論
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
第
六
節
境
と
有
境
、
第
七

節
「
三
世
実
有
」
説
へ
の
反
論
で
紹
介
さ
れ
る
こ
の
主
張
は
、
彼
の
三

世
実
有
説
批
判
の
特
色
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
に
よ
れ

ば
、
意
識
の
所
縁
は
、
そ
の
所
依
と
な
る
前
五
識
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
た

対
象
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
根
・
境
と
前
五
識
の
間
に
は
一
刹
那

の
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
、
意
識
は
二
刹
那
以
前
の
対
象
を
所
縁
と
す
る
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
意
識
は
、
所
縁
を
欠
い
て
生
起
す
る
わ
け
で
は

な
い
（
前
五
識
の
生
起
な
し
に
は
意
識
の
生
起
は
あ
り
え
な
い
）
が
、
か

と
い
っ
て
現
に
実
在
す
る
所
縁
を
対
象
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
（
所

縁
は
す
で
に
減
し
て
い
る
）
、
と
言
わ
れ
る
。

さ
て
そ
の
場
合
、
前
五
識
か
ら
意
識
が
生
起
す
る
と
き
に
、
二
刹
那
以

前
に
減
し
た
は
ず
の
対
象
が
な
ぜ
所
縁
と
な
り
得
る
の
か
、
と
い
う
論
難

が
予
想
さ
れ
る
。
｜
」
の
疑
問
に
応
え
る
の
が
彼
の
随
界
曾
旨
巳
風
目
も
し
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く
は
旧
随
界
目
月
ぐ
習
呂
園
自
説
で
あ
る
。
随
界
と
は
、
本
書
第
五
節

有
漏
・
無
漏
の
規
定
ｌ
心
と
身
体
の
関
係
の
な
か
で
綜
合
的
に
考
察
さ

れ
る
よ
う
に
、
過
未
無
体
説
を
主
張
す
る
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
が
、
時
間
的

に
継
続
す
る
様
々
な
心
的
機
能
や
因
果
関
係
を
解
説
す
る
た
め
に
持
ち
だ

し
た
概
念
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
心
身
相
続
（
六
処
）
を
指
す
。
し
た
が

っ
て
「
倶
舎
論
』
の
種
子
説
や
相
続
転
変
差
別
説
に
照
応
す
る
も
の
と
言

え
、
実
際
、
善
・
不
善
の
心
を
保
持
す
る
と
い
う
、
種
子
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
機
能
を
も
っ
て
も
い
る
が
、
業
論
の
場
合
、
少
し
づ
っ
異
な
っ
た
異
熟

果
を
、
随
界
が
刹
那
刹
那
に
現
出
せ
し
め
な
が
ら
存
続
さ
せ
る
と
考
え
る

点
で
、
異
熟
が
表
面
化
す
る
ま
で
の
潜
在
的
状
態
を
想
定
す
る
世
親
の
相

続
転
変
差
別
説
と
は
や
や
様
相
を
異
に
す
る
。
そ
し
て
ま
た
随
界
は
、
新

た
に
生
起
し
た
識
を
一
刹
那
も
し
く
は
多
刹
那
以
前
の
対
象
と
結
び
つ
け

る
原
理
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
縁
が
生
起
し
た
次
の
刹
那
か
ら
、
そ

の
所
縁
を
捉
え
た
識
が
「
随
界
の
識
」
と
し
て
心
身
中
に
存
続
し
、
そ
れ

ゆ
え
外
界
対
象
の
知
覚
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
久
し
い

以
前
の
こ
と
が
ら
を
思
い
浮
か
べ
る
場
合
も
、
す
で
に
遠
い
過
去
の
も
の

と
な
っ
た
対
象
は
、
こ
の
随
界
の
識
に
よ
っ
て
保
存
さ
れ
る
た
め
に
、
現

在
に
記
憶
を
生
起
さ
せ
得
る
。
で
は
未
来
の
こ
と
が
ら
を
想
起
す
る
場
合

は
ど
う
か
。
第
七
節
に
よ
れ
ば
、
未
来
法
は
、
過
去
の
智
か
ら
現
在
の
智

が
生
ず
る
、
と
い
う
こ
の
よ
う
な
智
の
生
起
次
第
を
、
未
来
に
向
け
て
適

用
さ
せ
、
敷
術
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
量
さ
れ
る
、
と
い
う
。

し
か
し
過
去
・
未
来
法
の
認
識
に
つ
い
て
は
別
な
解
釈
も
示
さ
れ
て
い

る
。
そ
ち
ら
に
よ
れ
ば
、
遠
い
過
去
の
法
及
び
未
来
法
は
、
一
刹
那
以
前

に
認
識
さ
れ
た
対
象
を
因
果
関
係
の
道
理
に
基
づ
い
て
考
察
し
、
そ
れ
は

何
を
因
と
し
、
ま
た
そ
の
因
は
何
を
因
と
す
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
果
を
生
み
、
ま
た
そ
の
果
は
ど
の
よ
う
な
果
を
も
つ
か
、
と
そ
れ

ぞ
れ
順
次
に
推
尋
し
て
ゆ
く
こ
と
で
知
覚
さ
れ
る
、
と
い
う
。
こ
の
よ
う

に
、
ひ
と
つ
の
問
題
に
異
な
る
二
つ
の
解
答
が
述
べ
ら
れ
た
事
情
を
現
存

資
料
か
ら
推
し
量
る
こ
と
は
、
著
者
も
述
べ
る
通
り
不
可
能
に
近
い
。
た

だ
『
順
正
理
論
』
の
、
本
吉
二
九
一
頁
に
引
用
さ
れ
た
直
後
の
上
座
説

（
ｇ
ぎ
ら
１
国
）
は
、
〃
か
つ
て
認
識
し
た
過
去
の
境
を
後
に
な
っ
て
縁
ず

る
″
場
合
は
相
続
中
（
随
界
の
識
）
に
保
持
さ
れ
た
過
去
の
対
象
を
所
縁

と
し
、
〃
か
つ
て
認
識
し
な
か
っ
た
過
去
の
対
象
（
直
接
経
験
し
な
か
っ

た
過
去
の
事
象
）
及
び
未
来
の
対
象
を
縁
ず
る
″
場
合
は
、
相
続
中
の
、

す
で
に
経
験
し
た
因
な
る
智
と
果
な
る
智
の
関
係
性
に
基
づ
い
て
、
順
次

推
尋
を
重
ね
る
こ
と
で
対
象
が
捉
え
ら
れ
る
、
と
解
説
し
て
い
る
よ
う
に

も
見
え
る
。
続
く
衆
賢
の
反
論
ａ
忠
臣
‐
巨
）
は
、
も
し
因
智
・
果
智
に

よ
っ
て
、
か
っ
て
認
識
し
な
か
っ
た
過
去
の
法
を
縁
ず
る
と
い
う
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
の
智
自
身
の
（
か
っ
て
認
識
し
た
）
対
象
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
推

尋
さ
れ
る
（
か
つ
て
認
識
し
な
か
っ
た
）
対
象
と
の
、
所
縁
の
混
同
が
あ

る
、
と
い
う
趣
旨
の
非
難
か
。
こ
の
箇
所
は
難
解
で
、
正
直
な
と
こ
ろ
よ

く
解
ら
な
い
の
だ
が
、
後
述
す
る
コ
レ
ッ
ト
・
コ
ッ
ク
ス
論
文
六
四
頁
は

い
ま
述
尋
へ
た
解
釈
を
採
っ
て
い
る
。

以
上
、
認
識
論
と
三
世
実
有
批
判
に
焦
点
を
絞
っ
て
著
者
の
記
述
を
追

っ
て
き
た
。
は
じ
め
に
取
り
あ
げ
た
極
微
の
和
合
説
は
、
『
二
十
論
』
第

十
一
偶
等
、
唯
識
系
論
書
で
批
判
さ
れ
る
経
量
部
の
極
微
論
を
連
想
さ
せ
、

ま
た
、
論
理
学
者
の
言
う
経
量
部
の
認
識
論
が
多
刹
那
認
識
論
で
あ
る
こ

と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
後
に
経
部
説
と
し
て
定
着
す
る
こ
れ
ら
の
学
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説
が
、
『
倶
舎
論
』
よ
り
も
む
し
ろ
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
（
及
び
譽
嚥
者
た
ち
）

の
主
張
に
近
い
点
は
興
味
深
い
。
本
書
は
こ
の
他
に
も
、
第
一
節
触
処

の
法
、
第
三
節
楽
受
、
第
八
節
無
為
法
の
否
定
、
第
九
節
心
不
相

応
行
の
否
定
、
第
十
節
倶
生
因
の
否
定
、
第
十
一
節
十
二
縁
起
、
第

十
二
節
色
界
繋
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
題
名
に
示
さ
れ
た
主
題
が
扱
わ
れ
て

い
る
。
多
年
に
わ
た
る
蓄
積
の
発
露
と
思
え
る
著
者
の
筆
致
は
、
い
た
ず

ら
な
晦
渋
に
陥
る
こ
と
な
く
、
煩
雑
な
ア
ビ
ダ
ル
マ
の
議
論
に
読
む
者
を

丁
寧
に
導
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
氏
は
ど
う
か
各
々
の
興
味
あ
る
項
目

に
応
じ
て
直
接
本
書
を
旙
い
て
頂
き
た
い
。
い
ま
言
及
し
た
各
節
に
つ
い

て
も
、
こ
こ
で
は
触
れ
え
な
か
っ
た
興
味
深
い
問
題
が
数
多
く
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
例
え
ば
著
者
は
、
上
述
の
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー
タ
の
認
識
論
が

十
八
界
の
規
定
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
、
と
い
う
よ
う
な

点
か
ら
も
考
察
を
加
え
て
い
る
が
、
本
稿
は
そ
れ
ら
を
す
べ
て
省
い
た
、

至
っ
て
乱
暴
な
書
評
で
あ
り
、
多
角
的
な
視
点
か
ら
主
題
に
迫
る
本
書
の

性
格
を
よ
く
紹
介
し
て
い
な
い
こ
と
も
記
し
て
お
く
。
最
後
に
、
関
連
諭

書
へ
の
言
及
の
う
ち
、
特
に
「
成
実
論
」
に
の
み
触
れ
て
お
き
た
い
。
す

な
わ
ち
、
ハ
リ
ヴ
ァ
ル
マ
ン
は
覚
天
と
ほ
ぼ
同
様
、
心
所
を
ま
っ
た
く
認

め
ず
心
の
次
第
生
起
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
理
念
に
基
づ
く
継
時
的
認
識

論
、
三
世
実
有
説
批
判
の
論
法
、
ま
た
語
義
解
釈
等
の
細
部
は
、
シ
ュ
リ

ー
ラ
ー
タ
説
と
よ
く
類
似
し
、
こ
の
こ
と
が
第
一
章
第
四
節
で
立
て
ら
れ

た
仮
説
に
対
す
る
裏
付
け
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
ち
ょ
う
ど
本
書
と
相
前
後
す
る
よ
う
に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
の
俊

英
９
臣
の
芹
ｏ
ｏ
ｘ
女
史
は
○
口
苔
。
砲
。
い
い
ご
旨
噂
ｇ
ｐ
ｚ
ｏ
］
〕
。
ｘ
曽
の
昌

○
豆
①
月
旦
○
○
口
の
ｇ
ｏ
匡
い
口
⑦
協
諏
、
色
Ｈ
く
い
、
丘
ぐ
ぃ
昌
口
Ｐ
ロ
ロ
ロ
動
吋
磐
画
邑
陸
藍
色

目
９
日
屑
〉
善
い
ご
ミ
富
皇
旦
暮
や
胃
ミ
富
昌
§
昌
跨
ｇ
ｏ
ミ
さ
菖
旦

切
望
興
国
雪
急
鱒
譲
暑
湧
Ｑ
園
堅
切
望
ぐ
２
．
巨
．
ｚ
○
．
胃
（
岳
認
）
》
も
や
宙
ｌ
雪
．

な
る
有
部
認
識
論
の
研
究
を
公
表
し
た
。
こ
れ
は
世
親
、
シ
ュ
リ
ー
ラ
ー

タ
、
「
婆
沙
論
』
の
臂
職
者
、
そ
し
て
『
成
実
論
』
の
議
論
を
取
り
あ
げ
、

『
順
正
理
論
』
を
中
心
に
有
部
側
の
主
張
を
数
多
く
紹
介
し
た
長
編
論
考

で
あ
り
、
本
書
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
経
量
部
の
認
識
論
に
、
『
婆
沙
論
』
や

衆
賢
が
ど
の
よ
う
に
反
論
し
た
か
を
詳
し
く
知
る
の
に
都
合
が
よ
い
。

経
量
部
の
歴
史
的
研
究
は
い
ま
な
お
途
上
段
階
に
あ
り
、
近
年
指
摘
さ

れ
た
馬
鳴
経
量
部
説
を
は
じ
め
、
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
。
経
量
部
の
成

立
を
従
来
考
え
ら
れ
た
よ
り
も
遅
く
見
る
本
書
第
一
章
は
、
著
者
の
ひ
と

つ
の
結
論
を
示
す
と
と
も
に
、
今
後
の
研
究
に
向
け
ら
れ
た
生
産
的
な
問

題
提
起
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
第
二
章
は
、
初
期
経
量
部
の
学
説
を
知
ろ

う
と
す
る
者
に
と
っ
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
参
考
文
献
と
な
っ
て
い

る
。
本
書
が
、
高
井
観
海
の
古
典
的
名
著
『
小
乗
仏
教
概
論
』
第
十
九
章

「
経
量
部
の
教
義
」
を
継
承
発
展
さ
せ
た
成
果
と
し
て
、
様
為
な
分
野
の

研
究
者
に
よ
っ
て
長
く
参
照
さ
れ
利
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
所
以

で
あ
る
。
な
お
巻
末
に
は
、
か
っ
て
ラ
モ
ッ
ト
に
師
事
し
た
著
者
に
と
っ

て
は
同
門
の
友
人
、
法
寳
義
林
研
究
所
長
国
呂
①
胃
ロ
ロ
風
の
手
に
な
る

フ
ラ
ン
ス
語
レ
ジ
ュ
メ
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
⑳
①
尼
庁
、
四
・
、
」
④
酌
⑫
）

一
九
八
九
年
二
月
、
春
秋
社
、
Ａ
５
版

三
十
三
四
五
十
略
十
略
頁
、
二
○
○
○
円

四
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