
筑
波
大
学
教
授
の
三
枝
充
惠
氏
が
、
中
外
日
報
（
昭
五
三
・
四
・
二
七
Ｉ
）
に
三
回
に
わ
た
っ
て
「
十
二
縁
起
説
の
独
断
」
と
い
う
題
で
論

文
を
発
表
さ
れ
た
が
、
と
く
に
そ
の
第
一
回
目
に
は
「
釈
迦
の
悟
り
を
縁
起
で
説
く
こ
と
に
強
く
反
論
す
る
」
と
い
う
副
魑
が
つ
け
ら
れ

て
い
た
。
私
は
今
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
釈
尊
の
悟
り
を
「
縁
起
」
で
説
明
し
て
来
た
の
で
、
こ
の
三
回
に
わ
た
る
論
文
に
は
無
関
心
で
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
。
論
文
の
最
後
の
と
こ
ろ
に
「
く
わ
し
く
は
拙
文
『
初
期
佛
教
の
思
想
』
（
東
洋
学
術
研
究
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ

ば
、
幸
甚
で
あ
る
」
と
附
記
さ
れ
て
あ
っ
た
の
で
、
早
速
そ
の
「
東
洋
学
術
研
究
」
を
入
手
し
て
関
係
の
あ
る
部
分
を
読
ん
で
み
た
。
私

は
、
う
か
つ
に
も
三
枝
教
授
が
そ
の
よ
う
な
力
作
を
長
年
月
に
わ
た
っ
て
こ
の
雑
誌
に
連
載
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
が
、

読
ん
で
み
て
、
驚
い
た
こ
と
は
、
「
釈
迦
の
悟
り
を
縁
起
で
説
く
こ
と
に
強
く
反
論
す
る
」
と
い
う
の
は
、
実
は
主
と
し
て
私
の
説
に
対

す
る
反
論
で
あ
る
こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
次
第
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
す
ぐ
に
で
も
私
の
立
場
を
閾
明
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
っ
た

こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
間
も
な
く
こ
の
長
編
の
論
文
が
単
行
本
「
初
期
佛
教
の
思
想
」
と
し
て
出
版
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
い
っ
そ

の
こ
と
、
そ
れ
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
に
し
た
方
が
宜
し
か
ろ
う
と
考
え
て
、
今
日
ま
で
何
も
申
し
上
げ
て
来
な
か
っ
た
次
第
で
あ
る
。
こ

こ
で
纒
め
て
私
の
考
え
を
述
べ
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
す
る
。

初
期
佛
教
に
お
け
る
縁
起
説
の
位
置
づ
け

ｌ
三
枝
教
授
の
批
判
に
答
え
る
Ｉ

舟
橋
一
哉
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私
は
、
初
期
佛
教
の
中
心
思
想
は
、
無
常
と
無
我
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
根
抵
に
あ
る
も
の
は
縁
起
の
思
想
で
あ
る
、
と
す
る
従
来
の

考
え
方
を
変
更
す
る
考
え
は
毛
頭
な
い
。
三
枝
氏
の
著
述
を
読
ん
で
も
、
そ
の
点
は
同
じ
で
あ
る
。
三
枝
氏
が
「
釈
迦
の
悟
り
を
縁
起
で

説
く
こ
と
に
強
く
反
論
す
る
」
そ
の
根
拠
は
何
か
と
い
え
ば
、
氏
に
よ
れ
ば
、
一
つ
に
は
そ
れ
を
裏
づ
け
る
よ
う
な
確
実
な
文
献
が
殆
ど

な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
佛
教
学
的
に
言
え
ば
、
こ
れ
は
教
証
に
属
す
る
。
中
外
日
報
で
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
成
道
を
語
る
場
面
に
、
十
二
因
縁
説
が
登
場
す
る
資
料
も
あ
る
。
ウ
ダ
ー
ナ
と
律
蔵
大
品
と

の
そ
れ
人
、
冒
頭
に
、
そ
れ
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
、
他
に
は
全
く
な
く
、
・
・
・
…

こ
の
文
章
の
中
で
資
料
を
列
挙
す
る
の
に
、
も
う
一
つ
相
応
部
三
一
・
一
○
を
追
加
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
脱
落
し
て
い
る

こ
と
は
、
今
度
出
版
さ
れ
た
「
初
期
佛
教
の
思
想
」
一
九
三
頁
以
下
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
て
、
い
わ
ゆ
る
十
二
因
縁
説
で
も
い

て
成
道
を
語
る
文
献
は
他
に
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
十
二
と
い
う
よ
う
に
数
を
限
定
し
な
い
で
、
或
は
単
に
「
縁
起
」
で
も
っ
て
成

道
を
語
る
経
典
は
、
こ
の
他
に
も
数
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
経
典
も
含
ま
れ
て

い
る
。
例
え
ば
相
応
部
一
二
・
六
五
（
雑
阿
含
二
一
・
二
八
七
）
の
如
き
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
経
典
は
前
述
の
相
応
部
一
二
・
一
○

と
同
じ
構
想
の
も
の
で
「
比
丘
等
よ
、
以
前
に
私
が
未
だ
正
覚
を
現
等
覚
し
な
い
菩
薩
で
あ
っ
た
と
き
、
次
の
よ
う
な
考
え
が
起
っ
た
。

実
に
こ
の
世
間
は
苦
難
に
陥
っ
て
い
る
。
生
ま
れ
て
は
老
い
、
死
に
、
没
し
、
再
生
す
る
…
…
」
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
っ
て
お
り
、

次
に
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
老
死
の
苦
か
ら
の
出
離
が
あ
る
か
を
見
き
わ
め
、
結
局
、
生
が
あ
る
か
ら
老
死
が
あ
る
と
証
り
、
こ
の
よ
う

に
し
て
、
順
次
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
そ
の
因
を
追
求
し
て
行
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
十
支
縁
起
説
を
説
い
て
い
る
（
前
述
の
相
応
部
一
二
・
一
○

は
十
二
支
縁
起
説
に
な
っ
て
い
る
）
。
全
体
が
散
文
か
ら
成
っ
て
お
り
、
極
め
て
古
い
時
代
に
成
立
し
た
経
典
と
は
見
な
し
難
い
が
、
し

か
し
説
き
方
に
具
体
性
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
釈
尊
の
成
道
に
関
す
る
伝
承
が
一
方
に
あ
っ
た
こ
と
は
見
脱
す
こ
と
は

で
き
な
い
と
思
う
。

ま
た
相
応
部
二
二
・
二
○
（
雑
阿
含
一
二
・
二
九
六
）
な
ど
も
、
別
の
意
味
で
重
要
な
経
典
で
あ
る
。
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こ
の
後
に
「
縁
起
」
を
説
明
し
て
い
わ
ゆ
る
十
二
因
縁
起
が
説
か
れ
て
い
る
か
ら
、
三
枝
氏
の
よ
う
に
「
他
に
は
全
く
な
く
」
と
い
う

よ
う
な
断
定
的
な
言
い
方
は
避
け
た
方
が
よ
い
。
こ
の
経
典
に
お
い
て
「
如
来
は
そ
れ
を
現
等
覚
し
」
と
あ
る
こ
の
「
如
来
」
は
、
釈
尊

が
自
ら
「
如
来
」
と
称
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

氏
は
、
無
常
・
苦
・
無
我
の
思
想
と
縁
起
の
思
想
と
の
間
に
は
本
質
的
な
関
連
は
な
い
、
と
す
る
。
中
外
日
報
（
昭
五
三
・
五
・
二
）
で

は
そ
の
点
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

さ
ら
に
「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
を
、
た
と
え
ば
無
常
・
苦
・
無
我
の
三
項
に
つ
い
て
、
そ
し
て
個
別
に
、
無
常
に
つ
い

て
、
ま
た
苦
に
つ
い
て
、
ま
た
無
我
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
論
拠
と
し
て
き
た
。
あ
る
い
は
ま
た
、
四
諦
説
な
ど
ま
で
、
そ
れ
に
よ

っ
て
解
釈
し
よ
う
と
さ
え
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
資
料
を
実
際
に
捗
猟
し
て
み
れ
ば
、
以
上
の
説
明
・
記
述
・
解
釈
が
、
ま
っ
た
く
資
料
か
ら
離
れ
て
お
り
、
な
ん
ら

資
料
に
も
と
づ
い
て
い
な
い
こ
と
が
、
直
ち
に
判
明
す
る
。
．
…
。
．
「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
を
も
っ
て
、
無
常
や
苦
や
無
我

や
、
ま
た
四
諦
を
説
明
・
解
釈
す
る
こ
と
な
ど
は
、
ま
っ
た
く
と
ん
で
も
な
い
も
の
、
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
こ
で
も
随
分
自
信
を
も
っ
て
断
定
的
な
言
い
方
を
し
て
お
ら
れ
る
が
、
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
か
ら
申

し
上
げ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
次
の
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
お
く
。
私
は
縁
起
説
を
も
っ
て
無
常
・
苦
・
無
我
と
同
じ
立
場
を
表
わ
す

も
の
と
見
る
か
ら
、
無
常
・
苦
・
無
我
を
証
っ
て
釈
尊
が
成
道
さ
れ
た
と
説
く
経
典
と
、
縁
起
を
証
っ
て
釈
尊
が
成
道
さ
れ
た
と
説
く
経

ま
れ
る
状
態
で
あ
り
、

現
観
す
る
。
現
等
覚
‘

っ
た
の
で
あ
る
。
…
．
．

ま
た
比
丘
等
よ
、
縁
起
と
は
何
で
あ
る
か
。
比
丘
等
よ
、
生
の
縁
よ
り
老
死
が
あ
る
。
諸
の
如
来
が
出
現
せ
ら
れ
て
も
或
は
諸
の

如
来
が
出
現
せ
ら
れ
な
く
て
も
、
こ
の
原
理
は
全
く
不
動
の
も
の
で
あ
り
、
真
理
と
し
て
不
動
な
る
状
態
で
あ
り
、
真
理
と
し
て
定

ま
れ
る
状
態
で
あ
り
、
〔
そ
れ
は
す
な
わ
ち
〕
何
も
の
か
を
縁
と
す
る
こ
と
（
昼
騨
噌
四
８
亀
騨
薗
）
で
あ
る
。
如
来
は
そ
れ
を
現
等
覚
し
、

現
観
す
る
。
現
等
覚
し
、
現
観
し
て
、
宣
説
・
教
示
・
設
立
・
建
立
・
開
示
・
分
別
・
開
明
し
、
そ
し
て
「
汝
た
ち
は
見
よ
」
と
言
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私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
縁
起
は
理
法
で
あ
り
、
宗
教
的
な
実
践
真
理
で
あ
る
。
経
典
が
言
う
よ
う
に
、
如
来
の
出
世
・
不
出
世
に

か
か
わ
ら
ず
、
永
遠
に
変
ら
な
い
真
実
の
道
理
で
あ
る
。
「
甚
深
法
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
縁
起
法
が
現
実
の
世
界
の
上
に
具
体
的
な
形
を
も
っ
て
表
わ
れ
た
す
が
た
が
、
無
常
で
あ
り
、
苦
で
あ
り
、
無
我
で
あ
る
、

と
。
但
し
、
無
常
と
苦
と
無
我
と
の
間
は
、
通
常
は
「
無
常
な
る
も
の
は
苦
で
あ
る
。
無
常
に
し
て
苦
な
る
も
の
は
無
我
で
あ
る
」
と
い

う
関
係
を
以
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
「
縁
起
」
は
そ
の
「
無
常
」
の
論
理
的
な
根
拠
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
「
縁
起
」
は
主
と
し
て
．
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
を
指
し
て
、
「
有
情
数
縁
起
」
の
意
味
は
薄
い
。
そ
れ
ら
の
こ
と
に
つ

い
て
は
拙
著
「
原
始
佛
教
思
想
の
研
究
」
三
二
頁
以
下
と
六
六
頁
以
下
と
七
二
頁
以
下
と
に
詳
し
く
述
べ
て
お
い
た
。
と
こ
ろ
が
三
枝
氏

は
そ
の
私
の
文
章
を
「
初
期
佛
教
の
思
想
」
四
七
八
頁
以
下
と
四
八
二
頁
と
に
長
々
と
引
用
し
て
～
こ
れ
に
つ
い
て
反
対
意
見
を
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
私
の
説
は
次
の
二
点
に
要
約
で
き
る
。

一
、
釈
尊
は
多
く
の
場
合
、
無
常
の
論
理
的
根
拠
を
示
し
て
は
お
ら
れ
な
い
。
初
め
か
ら
「
五
臨
は
無
常
で
あ
る
」
と
お
説
き
に
な
っ

て
、
「
何
故
に
五
穂
は
無
常
で
あ
る
か
」
と
い
う
理
由
は
明
ら
か
に
し
て
は
お
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
「
無
常
と
い
う
こ
と

は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
・
解
釈
も
殆
ど
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
で
あ

ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
私
の
考
え
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
「
無
常
」
を
論
理
の
ま
な
板
の
上
に
の
せ
て
、
ど
の
よ
う
に
料
理

し
て
み
て
も
、
そ
こ
か
ら
は
宗
教
は
生
ま
れ
て
来
な
い
。
「
無
常
」
は
人
の
世
に
お
け
る
厳
粛
な
る
事
実
で
あ
る
。
「
無
常
」
を
論
理
的

典
と
の
間
に
は
、
矛
盾
衝
突
す
る
も
の
は
何
も
な
い
。
四
諦
説
で
成
道
し
た
と
説
い
て
も
、
或
は
如
実
智
見
で
も
っ
て
成
道
し
た
と
説
い

て
も
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
三
枝
氏
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
も
し
無
常
・
苦
・
無
我
が
証
り
の
内
容
だ
と
す
る
説
を
採
る

な
ら
ば
；
縁
起
が
証
り
の
内
容
だ
と
す
る
説
は
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
前
に
引
用
し
た
二
つ
の
経
典
は
、
三
枝
氏
に
と
っ
て

は
、
釈
尊
の
成
道
を
誤
り
伝
え
た
も
の
と
し
て
；
全
面
的
に
こ
れ
を
捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で

は
、
釈
尊
の
坐

よ
い
も
の
か
、

や
二
二
．
ｊ
宮
西
ｎ

１
レ
」
エ
ア
〆
，
師
〃
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に
説
明
・
解
釈
し
て
み
て
も
、
無
常
を
こ
え
る
道
に
は
つ
な
が
ら
な
い
。
か
え
っ
て
、
無
常
に
徹
す
る
こ
と
か
ら
、
無
常
を
こ
え
る
道
は

開
け
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
宿
業
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宿
業
を
こ
え
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
釈
尊
は
、

無
常
の
論
理
的
な
根
拠
を
お
説
き
に
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
初
期
仏
教
の
教
義
の
上
か
ら
敢
え
て
そ
れ
を
追
求
し
て
行
け
ば
、
そ
れ
は
縁

起
の
思
想
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
縁
起
の
故
に
無
常
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
、
「
縁
起
の
故
に
無
常
」
と
い
う
こ
と
の
聖
典
上
の
根
拠
を
、
私
は
「
無
常
」
と
「
有
為
」
と
が
「
縁
已
生
」
（
己
鼻
§
農
騨
日
巨
喝
騨
口
昌
Ｐ
）

の
同
義
語
と
し
て
し
ば
し
ば
並
談
へ
て
説
か
れ
て
い
る
（
そ
れ
は
阿
含
・
’
一
カ
ー
ャ
で
は
極
め
て
普
通
の
こ
と
で
あ
る
）
こ
と
の
上
に
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
と
思
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
三
枝
氏
は
、
「
初
期
佛
教
の
思
想
」
四
八
二
頁
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
上
に
引
用
し
た
舟
橋
博
士
の
文
章
に
述
べ
ら
れ
た
、
「
縁
起
の
故
に
無
常
」
と
い
う
こ
と
は
た
だ
一
つ
の
論
理
に
す

ぎ
な
い
、
と
い
う
の
は
根
本
的
な
誤
り
を
犯
し
て
お
り
、
縁
起
は
決
し
て
無
常
の
論
理
的
根
拠
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
な
り
得
な
い

ぎ
な
い
、
、

の
で
あ
る
。

楽
受
は
実
に
無
常
（
員
。
８
）
・
有
為
（
留
日
唇
四
国
）
・
縁
起
所
生
（
冒
腎
８
の
抄
日
ロ
弓
自
目
）
で
あ
り
、
滅
尽
の
法
、
破
壊
の
法
、
離

負
の
法
、
減
の
法
で
あ
る
。
苦
受
も
実
に
（
同
上
）
、
不
苦
不
楽
も
実
に
（
同
上
）
。

こ
れ
は
、
か
な
ら
ず
し
も
舟
橘
博
士
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
縁
起
ｌ
縁
起
所
生
、
行
ｌ
有
為
の
系
列
の
も
と
に
無
常
を
置
き
、
し

た
が
っ
て
「
縁
起
ｌ
無
常
」
と
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
。
反
対
に
、
無
常
ｌ
有
為
、
ま
た
は
無
常
ｌ
縁
起
所
生
、
そ
し
て
有
為
ｌ

縁
起
所
生
と
も
な
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
に
あ
る
た
ん
な
る
無
常
と
有
為
と
縁
起
所
生
と
の
並
列
か
ら
、
直
ち
に
そ
れ
だ
け
で

「
無
常
」
と
「
縁
起
」
と
の
あ
る
一
定
の
関
連
を
決
定
づ
け
る
こ
と
は
、
論
理
の
い
た
ず
ら
な
飛
躍
な
い
し
誤
り
と
い
わ
ざ
る
を
得

な
お
一
言
す
づ

る
。
た
と
え
ば
、

言
す
る
と
、
ニ
カ
ー
ヤ
に
は
「
無
常
」
と
「
縁
起
（
所
生
）
」
令
息
ｏ
８
ｍ
自
首
弓
自
旨
騨
）
と
を
並
置
す
る
例
が
見
受
け
ら
れ
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三
枝
氏
が
反
対
さ
れ
る
の
は
、
私
の
説
を
二
つ
に
要
約
し
た
中
の
第
二
の
点
で
あ
っ
て
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
反
対
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
三
枝
氏
の
上
掲
の
文
章
の
中
で
、
「
縁
起
ｌ
無
常
」
「
無
常
ｌ
有
為
」
「
無
常
ｌ
縁
起
所
生
」
「
有
為
ｌ
縁
起

所
生
」
と
あ
る
、
こ
の
場
合
の
ｌ
は
↓
の
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
氏
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
経
典
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
単
に
同
義
語
と
し
て
並
列
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
間
に
因
果
の
関
係
を
認
め
る
こ
と
は
誤
り
で

あ
る
、
と
い
う
論
難
だ
と
見
受
け
ら
れ
る
。
私
は
「
縁
起
所
生
」
と
「
無
常
」
と
の
間
に
、
「
縁
起
所
生
だ
か
ら
無
常
で
あ
る
」
と
い
う

意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
見
た
が
、
三
枝
氏
は
反
対
に
、
「
無
常
だ
か
ら
縁
起
所
生
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合

も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
言
う
。
け
れ
ど
も
「
無
常
だ
か
ら
縁
起
所
生
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
は
ス
ム
ー
ズ
に
は
理
解

し
難
い
。
大
体
、
「
縁
起
所
生
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
縁
起
の
道
理
に
従
っ
て
生
じ
て
い
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
初

め
に
「
縁
起
の
道
理
」
な
る
も
の
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
「
縁
起
の
道
理
」
は
、
前
に
引
用
し
た
経
典
の
言
う
よ
う
に
、
如
来
の
出
世
・

不
出
世
に
か
か
わ
ら
ず
永
遠
に
変
ら
な
い
真
理
で
あ
り
、
そ
の
真
理
に
随
っ
て
生
じ
た
も
の
、
即
ち
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
が
「
縁
起
所

生
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
縁
起
所
生
」
が
「
無
常
」
の
同
義
語
と
し
て
並
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
縁
起
所
生
」
に
先
き

立
っ
て
「
縁
起
」
を
認
め
る
な
ら
ば
、
当
然
の
結
果
と
し
て
「
無
常
」
に
先
き
立
っ
て
「
縁
起
」
を
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
と
も
三
枝
氏
は
「
縁
起
所
生
」
に
先
き
立
っ
て
「
縁
起
」
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
に
反
対
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
枝
氏
は
私
の
説
を
そ
の
著
書
の
中
に
長
々
と
紹
介
し
て
お
っ
て
下
さ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
私
の
説
に
関
心
を
示
し
て
お
ら
れ
な
が
ら
、

私
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
る
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
な
お
一
言
す
る
と
」
と
い
う
書
き
出
し
で
、
補
足
の
よ
う
な
形
で
、
何
等
の
論

証
を
も
経
な
い
ま
ま
、
わ
ず
か
四
行
だ
け
の
文
章
で
、
私
の
説
を
一
挙
に
否
定
し
去
る
。
こ
れ
で
は
全
く
問
答
無
用
の
切
り
捨
て
御
免
と

同
じ
論
法
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
態
度
は
決
し
て
学
問
す
る
者
の
態
度
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
も
っ
と
詳
し
い

考
え
方
が
、
三
枝
氏
か
ら
聞
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

戸
’
八
、
○

少
ん
１
Ｖ
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な
お
「
縁
起
↓
無
常
」
の
意
味
を
説
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
数
少
い
文
献
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
更
に
こ
こ
に
長
老
尼
偶
一
○
一
偶
を

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
言
う
。
「
因
か
ら
生
じ
た
破
壊
す
べ
き
も
の
で
あ
る
諸
行
を
他
の
も
の
（
即
ち
無
我
）
で
あ
る
と
見
て
：
…
．

（
、
騨
冒
唇
習
の
冨
国
さ
〈
一
厨
く
粋
］
〕
・
旦
騨
。
冨
］
（
〕
丙
冒
①
）
」
諸
行
は
因
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
破
壊
す
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味

が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
私
は
見
る
。

と
こ
ろ
で
「
縁
起
↓
無
常
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
私
は
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
三
枝
氏

と
私
と
の
間
に
重
大
な
意
見
の
相
異
が
あ
る
。
私
に
と
っ
て
は
「
縁
起
↓
無
常
」
は
前
述
の
如
く
無
視
で
き
な
い
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
ら
、

何
と
か
こ
れ
を
解
釈
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
三
枝
氏
は
こ
れ
を
認
め
な
い
か
ら
、
た
だ
否
定
す
れ
ば
そ
れ
で
す
む
が
、
私
の
方
は
そ
う

い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
何
と
か
し
て
解
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
幾
ら
か
無
理
を
承
知
の
上
で
も
論
理
を

進
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
場
合
も
で
て
く
る
。
こ
こ
に
氏
と
私
と
の
間
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
と
り
組
み
方
の
遠
い
が
あ
る
。

さ
て
私
は
「
縁
起
↓
無
常
」
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
き
た
。
「
も
の
は
条
件
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
（
す
な
わ
ち
縁
起
し

て
い
る
）
の
で
あ
る
か
ら
、
条
件
次
第
で
そ
の
も
の
は
い
か
よ
う
に
で
も
変
わ
る
の
で
あ
る
」
と
。
三
枝
氏
は
こ
れ
を
前
著
四
八
○
頁
に
引

用
し
て
、
そ
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

〔
舟
橋
の
説
は
〕
も
の
（
Ａ
）
は
条
件
（
Ｂ
）
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
、
条
件
（
Ｂ
）
が
無
常
で
あ
れ
ば
も
の
（
Ａ
）

は
当
然
無
常
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
：
．
．
：
そ
れ
は
「
変
化
」
ま
た
「
無
常
」
に
関
す
る
一
種
の
循
環
論
法
に
す
ぎ
な
い
。

：
・
・
・
・
舟
橋
博
士
の
文
章
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
両
「
条
件
次
第
」
と
い
う
、
そ
の
「
次
第
」
と
い
う
語
の
な
か
に
、
す
で
に
新
た
に

「
無
常
」
の
考
え
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
あ
る

と
。
つ
ま
り
三
枝
氏
の
意
見
は
、
こ
れ
で
は
「
も
の
は
何
故
に
無
常
で
あ
る
か
、
そ
も
そ
も
『
無
常
』
と
い
う
こ
と
は
ど
う
し
て
成
り
立

つ
か
」
と
い
う
疑
問
に
答
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
舟
橋
は
「
無
常
」
を
説
明
す
る
の
に
「
無
常
」
を
も
っ
て
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
と
こ
ろ
で
私
が
「
も
の
は
条
件
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
条
件
次
第
で
そ
の
も
の
は
い
か
ょ

７



う
に
で
も
変
わ
る
の
で
あ
る
」
と
言
っ
た
と
き
、
三
枝
氏
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
想
像
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
の
解
釈
か
ら
す
る
と
、

お
そ
ら
く
「
蛙
の
親
か
ら
、
蛙
の
子
が
生
ま
れ
た
。
親
の
蛙
が
無
常
で
あ
る
か
ら
、
子
の
蛙
も
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
例
を
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
私
が
考
え
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
釈
尊
の
教
え
に
お
い
て
「
無
常
」
と
い
う
こ
と
が
説
か

れ
る
と
き
～
原
則
的
に
は
「
五
鯛
は
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
形
で
説
か
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
こ
の
場
合
「
五
瀧
」
と
は
、
人
間
と
し
て

の
生
存
を
意
味
す
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
「
環
境
を
含
め
て
の
人
間
の
心
身
」
を
指
す
。
人
間
の
心
身
は
決
し
て
一
定
不
変
な
も
の
で
は

な
い
。
常
に
動
い
て
止
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
身
体
よ
り
は
心
識
の
方
が
更
に
一
層
変
り
易
い
性
質
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
を
釈
尊
は
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
ど
う
い
う
わ
け
で
人
間
の
心
身
は
変
り
易
い
の
で
あ
る
か
、
と
い
え
ば
、
こ
の
心
身
を
成
り
立
た
せ

て
い
る
種
々
様
々
な
条
件
が
、
一
定
不
変
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
順
境
に
あ
っ
て
は
喜
び
、
逆
境
に
あ
っ
て
は
悲
し
む
、
そ
れ
は
人
間

の
常
で
あ
る
。
入
学
試
験
に
合
格
し
た
喜
び
が
、
直
ち
に
母
親
が
死
ん
だ
悲
し
み
に
変
る
こ
と
も
あ
る
。
五
官
（
五
根
）
を
通
し
て
入
っ
て

く
る
周
囲
の
事
物
も
、
時
に
応
じ
て
種
を
様
々
で
あ
る
。
決
し
て
一
定
不
変
で
は
な
い
。
ご
馳
走
を
食
べ
た
後
は
満
腹
し
て
い
る
が
、
時

間
が
経
過
す
れ
ば
ま
た
空
腹
に
も
ど
る
。
病
気
に
な
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
し
て
終
に
は
死
に
至
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
人
間
の
心
身
を

成
り
立
た
せ
て
い
る
と
こ
ろ
の
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
起
る
。
ま
た
、
水
は
液
体
で
あ
る
が
、
条
件
の
如
何
に
よ
っ
て
は
固
体
と
も
な
る

し
、
気
体
と
も
な
る
。
こ
の
場
合
の
「
条
件
」
は
主
と
し
て
温
度
で
あ
る
。
ま
た
円
錐
形
は
、
上
か
ら
見
れ
ば
円
形
で
あ
る
が
、
横
か
ら

見
れ
ば
三
角
形
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
条
件
」
は
見
方
の
相
異
で
あ
る
。
私
は
、
も
の
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
条
件
と
は
そ
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
極
め
て
素
朴
な
、
現
前
の
事
実
に
つ
い
て
の
見
方
で
あ
っ
て
、
釈
尊
の
宗
教
は
そ
う
い
う
現
実
的
な
立

場
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
種
々
雑
多
な
条
件
は
、
時
と
場
所
に
応
じ
て
変
化
が
見
ら
れ
る
。
決
し
て
固
定
不
変
で
は

な
い
。
そ
の
よ
う
な
雑
多
な
条
件
を
一
つ
に
纒
め
て
～
そ
の
「
変
化
」
を
、
三
枝
氏
の
い
う
よ
う
に
、
「
無
常
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
す

こ
と
が
で
き
る
か
、
ど
う
か
。
引
き
く
る
め
て
言
え
ば
状
況
の
変
化
に
外
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
も
「
無
常
」
で
あ
る
、
と
い
う
な
ら
ば
‐

そ
れ
で
も
宜
し
い
。
そ
れ
で
は
循
環
論
法
に
な
る
で
は
な
い
か
（
佛
教
で
は
循
環
論
法
と
言
わ
な
い
で
、
こ
の
場
合
は
無
窮
の
過
失
に
堕
す
る
と
い
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う
。
因
縁
の
無
常
は
更
に
そ
の
因
縁
の
無
常
に
依
存
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
果
て
し
が
な
い
か
ら
で
あ
る
）
と
い
う
な
ら
ば
、
循
環
論
法
に

な
っ
て
も
致
し
方
が
な
い
。
し
か
し
、
も
の
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
条
件
は
無
数
で
、
そ
の
機
能
も
雑
多
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
一
括

し
て
、
そ
の
よ
う
な
条
件
が
一
定
で
な
い
こ
と
を
、
何
も
の
か
に
つ
い
て
「
無
常
」
を
語
る
と
き
の
そ
の
「
無
常
」
と
同
じ
「
無
常
」
で

解
釈
す
る
三
枝
氏
の
説
に
も
、
無
理
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
前
述
の
如
く
、
こ
う
い
う
問
題
に
関
し
て
は
釈
尊
は
沈
黙
を
守
っ

て
お
ら
れ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
も
不
明
瞭
な
点
が
あ
る
の
は
止
む
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
ど
れ
ほ
ど
巧
妙
に
説
明
・
解
釈
し
て
も
、
た
だ

「
無
常
」
が
解
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
「
無
常
」
を
超
え
る
と
い
う
、
「
無
常
」
の
解
決
に
は
つ
な
が
ら
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

釈
尊
に
と
っ
て
は
、
何
故
に
無
常
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
追
求
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
。
た
だ
私
が
、
経
典
に
表
わ
れ
て

い
る
わ
ず
か
な
文
章
、
即
ち
「
縁
起
所
生
」
と
「
無
常
」
「
有
為
」
と
が
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
そ
の
こ
と
を
手
が
か
り
と
し

て
一
応
の
推
論
を
試
み
、
そ
れ
に
よ
っ
て
縁
起
説
が
無
常
・
苦
・
無
我
の
論
理
的
根
拠
で
あ
る
こ
と
を
言
お
う
と
し
た
ま
で
の
こ
と
で
あ

る
（
但
し
、
縁
起
↓
苦
、
縁
起
↓
無
我
と
い
う
こ
と
は
、
原
始
経
典
の
上
に
は
原
則
的
に
は
説
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
点
は
三
枝
と
同
じ
意
見
で
あ
る
。
）
。

三
枝
氏
が
私
の
説
を
循
環
論
法
だ
と
決
め
つ
け
た
、
そ
れ
は
、
私
の
想
像
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
阿
含
経
の
中
に
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
循
環
論
法
を
説
く
経
典
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

比
丘
等
よ
、
色
（
受
・
想
・
行
・
識
）
は
無
常
で
あ
る
。
色
を
生
起
さ
せ
る
（
ロ
喝
且
ご
餌
）
因
も
縁
も
無
常
で
あ
る
。
比
丘
等
よ
↑

無
常
な
る
も
の
か
ら
生
じ
た
（
騨
昌
。
ｇ
“
騨
日
ワ
目
冨
）
色
（
受
．
…
．
．
）
が
ど
う
し
て
常
住
で
あ
ろ
う
か
」
（
相
応
部
三
一
・
一
八
、
雑
阿
含
一

次
の
経
典
は
同
じ
方
法
で
「
無
常
」
の
代
り
に
「
苦
」
を
説
き
、
そ
の
次
の
経
典
は
「
無
我
」
を
説
い
て
い
る
が
、
こ
こ
に
説
か
れ
て

い
る
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
三
枝
氏
の
言
う
循
環
論
法
で
あ
ろ
う
。
即
ち
「
因
縁
が
す
で
に
無
常
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
因
縁
よ
り
生
じ
た
果

も
亦
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
「
親
の
蛙
が
無
常
だ
か
ら
、
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
の
蛙
も
無
常
だ
」
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
、
無
常
の
論
理
的
な
根
拠
を
示
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
こ
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
は
「
因
縁
さ
え
も
無
常
で

一
一
）
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あ
る
か
ら
、
そ
の
因
縁
に
依
存
せ
る
も
の
は
な
お
の
こ
と
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
あ
た
か
も
、
「
三
十
年
・
五
十
年
生
き

つ
づ
け
る
身
体
で
す
ら
無
常
で
あ
る
か
ら
，
動
い
て
止
ま
な
い
心
識
は
な
お
の
こ
と
無
常
で
あ
る
」
と
説
く
経
典
（
相
応
部
一
二
・
六
一
、

六
二
、
雑
阿
含
二
一
）
と
同
じ
趣
旨
の
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
枝
氏
は
、
こ
の
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
を
舟
橋

が
主
張
し
て
い
る
に
違
い
な
い
、
と
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
縁
起
の
故
に
無
常
」
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
、
「
縁
起
」
は
断
・
常
の
二
辺
を
離
れ
た
中
道
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
し
て
、
「
無
常
」
と
い
う
考
え
方
に
も
、
同
じ
よ
う
に
、
断
・
常
の
二
辺
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
が
解
る
。
「
無
常
」

は
「
常
住
不
変
」
の
反
対
で
は
あ
る
が
、
さ
り
と
て
断
滅
し
て
全
く
無
に
帰
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
を
私
は
「
変
化
し
つ
つ

相
続
す
る
」
と
言
う
言
葉
で
表
わ
し
、
「
非
連
続
の
連
続
」
と
表
現
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
（
「
原
始
仏
教
思
想
の
研
究
」
三
五
、
三
六
頁
）
。
こ

の
こ
と
に
関
連
し
て
、
私
は
「
常
」
と
漢
訳
さ
れ
る
原
語
に
断
野
騨
３
．
の
い
の
３
３
と
巳
耳
騨
）
且
Ｃ
Ｏ
四
の
二
種
が
あ
り
、
劉
奪
幽
冨
の
方

は
、
「
断
見
」
に
対
し
て
「
常
見
」
を
言
う
と
き
の
「
常
」
で
あ
り
、
「
五
穂
無
常
」
を
言
う
と
き
の
「
無
常
」
は
必
ず
四
‐
日
ご
沙
で
あ

っ
て
、
四
‐
散
野
鼻
四
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
て
お
い
た
（
前
掲
書
）
。
そ
し
て
十
四
無
記
説
（
三
枝
氏
は
十
難
無
記
）
に
お
い
て
、
↑

「
世
界
は
常
住
で
あ
る
か
、
無
常
で
あ
る
か
」
と
の
問
い
に
対
し
て
、
釈
尊
が
最
後
ま
で
沈
黙
を
守
ら
れ
た
、
そ
の
場
合
の
「
常
住
」
「
無

常
」
は
、
劉
等
四
ｓ
》
四
‐
識
野
鼻
四
で
あ
っ
て
、
昌
辱
四
》
⑳
‐
日
ご
ゆ
で
は
な
い
こ
と
も
記
し
て
お
い
た
。
断
野
Ｐ
園
と
い
う
考
え
方
は
極
端
な

常
住
論
で
、
こ
れ
を
否
定
す
れ
ば
逆
に
断
滅
論
に
ま
で
走
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
常
住
論
で
あ
る
。
だ
か
ら
釈
尊
は
十
四
無
記
説
に
お
い
て

「
世
界
は
常
住
（
の
鼠
ぐ
煙
曾
）
で
あ
る
か
」
と
問
わ
れ
た
と
き
、
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
昌
匂
画
を
否
定
し
た
画
‐
ロ
詳
冨

は
、
そ
の
よ
う
な
極
端
な
考
え
方
で
は
な
い
。
い
わ
ば
断
・
常
の
二
辺
を
離
れ
て
、
「
変
化
し
つ
つ
相
続
す
る
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

だ
か
ら
十
四
無
記
説
に
お
い
て
、
「
世
界
は
常
住
で
あ
る
か
、
無
常
で
あ
る
か
」
と
問
わ
れ
た
と
き
、
も
し
そ
の
「
常
住
」
「
無
常
」
が

凰
耳
四
》
四
‐
日
ご
画
で
あ
っ
た
ら
、
釈
尊
は
沈
黙
を
守
ら
な
い
で
、
言
下
に
「
世
界
は
無
常
で
あ
る
」
と
答
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う

い
う
こ
と
は
私
が
す
で
に
二
十
五
年
も
以
前
に
書
い
た
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
三
枝
氏
は
前
著
三
二
六
頁
に
、
そ
の
よ
う
な
原
語
の
異
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な
る
こ
と
に
は
全
く
触
れ
な
い
で
（
た
だ
し
里
〈
頁
に
こ
の
経
典
を
引
い
て
、
そ
こ
で
は
原
語
が
”
凹
め
、
曾
冨
訴
騨
の
騨
鵲
鼻
騨
で
あ
る
こ
と
を
註
記
し
て
い

る
）
、
十
四
無
記
説
の
意
味
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

上
に
詳
細
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
「
諸
行
無
常
」
．
切
無
常
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
然
「
世
界
は
無
常
で
あ
る
」
の
み
が
成
立
し
、

「
世
界
は
常
住
で
あ
る
」
は
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
ブ
ッ
ダ
は
、
世
界
無
常
を
肯
定
し
そ
れ
に
矛
盾
す
る
世
界
常
住
を
否
定
し
な
か
っ

た
の
か
‐
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
当
然
浮
か
ん
で
く
る
。
．
…
：
わ
た
く
し
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
…
：
．

原
語
が
異
る
こ
と
は
全
く
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
は
省
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
何
故
で

あ
る
か
。
私
は
前
述
の
如
く
、
も
し
十
四
無
記
説
に
お
い
て
日
耳
凹
が
用
い
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
釈
尊
は
直
ち
に
「
そ
れ
は
無
常
で
あ

る
」
と
断
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
が
、
そ
う
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
か
。
断
穿
四
国
と
日
ご
画
と
が
同
義
語
と
し
て
並
置
さ
れ
る
場

合
も
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
二
語
の
間
に
は
い
か
な
る
区
別
も
な
い
、
と
考
え
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
三
枝
氏
の
意
見
が
聞
き
た
い
。

総
じ
て
、
三
枝
氏
の
研
究
方
法
、
乃
至
研
究
態
度
に
は
、
私
の
賛
成
し
か
ね
る
点
を
含
ん
で
い
る
９
例
え
ば
、
中
外
日
報
（
昭
五
三
・
五
・

二
、
四
）
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

と
こ
ろ
で
「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
と
は
何
か
。
そ
れ
を
、
こ
れ
ま
で
は
、
「
こ
れ
が
あ
る
と
き
、
か
れ
が
あ
る
。
こ
れ

が
生
ず
る
と
き
、
か
れ
が
生
ず
る
。
こ
れ
が
な
い
と
き
、
、
か
れ
が
な
い
。
こ
れ
が
減
す
る
と
き
、
か
れ
が
減
す
る
」
と
い
う
、
資
料

に
散
見
さ
れ
る
ス
ト
ッ
ク
・
フ
レ
ー
ズ
を
も
っ
て
答
え
、
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
…
：
．
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
実
は
、
そ
れ
が
先
に

あ
っ
て
、
そ
れ
に
有
支
縁
起
の
各
支
を
あ
て
は
め
た
の
で
は
な
く
て
、
た
と
え
記
述
上
、
そ
の
フ
レ
ー
ズ
の
方
が
先
に
述
識
へ
ら
れ
て

い
る
と
し
て
も
、
成
立
の
順
序
を
た
ど
る
な
ら
ば
、
最
初
に
有
支
縁
起
説
が
あ
り
、
種
々
の
支
を
数
え
あ
げ
て
行
く
う
ち
に
、
や
が

て
そ
の
支
を
捨
象
し
て
、
「
こ
れ
」
「
か
れ
」
（
実
は
と
も
に
匙
四
日
す
な
わ
ち
「
こ
れ
」
）
を
も
っ
て
置
き
か
え
て
、
こ
の
ス
ト
ヅ
ク

・
フ
レ
ー
ズ
が
成
立
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
「
こ
れ
が
あ
る
と
き
・
…
：
」
の
フ
レ
ー
ズ
を
も
っ
て
、
「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
と
す
る
こ
と
は
、
資
格
の
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上
か
ら
は
ま
っ
た
く
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
り
、
正
し
く
な
い
。
…
・
・
．

「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
は
、
そ
れ
な
ら
ば
存
在
し
な
い
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
明
ら
か
に
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
は
上
述
の
ス
ト
ッ
ク
・
フ
レ
ー
ズ
で
な
い
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
…
…

そ
の
よ
う
な
、
あ
る
も
の
が
他
の
も
の
に
「
よ
っ
て
あ
る
」
「
よ
っ
て
：
：
・
・
す
る
」
と
い
う
、
い
わ
ば
依
存
関
係
に
あ
る
も
の
を
、

「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
と
措
定
す
る
の
が
、
妥
当
で
あ
ろ
う
、
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。

「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
は
「
あ
る
も
の
が
他
の
も
の
に
依
っ
て
あ
る
と
い
う
依
存
関
係
」
で
あ
る
、
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ

を
説
明
す
る
の
に
「
こ
れ
が
あ
る
と
き
…
…
」
の
ス
ト
ッ
ク
・
フ
レ
ー
ズ
で
も
っ
て
し
て
も
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
に
、

三
枝
氏
は
か
た
く
な
に
こ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
こ
の
ス
ト
ッ
ク
。
フ
レ
ー
ズ
が
、
初
期
佛
教
の
時
代
に
は
成
立
し
て
い
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
私
は
、
た
と
い
初
期
佛
教
の
時
代
に
成
立
し
て
い
な
く
て
も

（
こ
の
よ
う
に
断
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
幾
ら
か
の
疑
問
は
残
る
）
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
が
初
期
佛
教
の
も
の
と
し
て
誤
り
で
な
い
な
ら

ば
、
そ
れ
を
用
い
て
も
よ
い
と
考
え
る
。
た
だ
、
こ
れ
を
根
拠
と
し
て
「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
を
そ
こ
か
ら
導
き
出
そ
う
と
す

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
適
切
で
は
な
い
。
三
枝
氏
の
言
お
う
と
す
る
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
が

明
了
で
な
い
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
「
或
る
も
の
が
他
の
或
る
も
の
に
依
存
す
る
」
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
三
枝
氏
が
考
え
て
い
る
「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
を
表
わ
す
の
に
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
だ
と
思
わ
れ

る
。
け
れ
ど
も
三
枝
氏
は
「
そ
れ
は
明
か
に
誤
り
で
あ
り
、
正
し
く
な
い
」
と
い
う
。
な
ぜ
誤
り
で
あ
っ
て
、
何
が
正
し
く
な
い
の
か
。

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
こ
と
は
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
、
初
期
佛
教
に
は
無
か
っ
た
考
え
方
を
も
ち
込
ん
で
、
初
期
佛
教

を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
か
に
誤
り
で
あ
り
、
正
し
く
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
そ
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き

で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
を
「
相
依
性
」
と
訳
す
る
こ
と
は
、
私
も
曽
っ
て
そ
う
訳
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
三
枝
氏
が

力
を
つ
く
し
て
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
、
適
切
で
は
な
い
。
初
期
佛
教
の
時
代
に
は
、
そ
の
よ
う
な
相
依
相
待
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
と
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は
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
か
ら
「
相
依
」
と
い
う
考
え
方
を
引
き
出
そ
う
と
し
た
こ
と
が
誤
り

で
あ
っ
て
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
そ
の
も
の
が
誤
り
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
初
期
佛
教
に
お
け
る
「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」

を
、
初
期
佛
教
の
資
料
に
基
づ
い
て
解
明
し
た
そ
の
結
論
が
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
と
矛
盾
し
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
を
用
い
て
初
期

佛
教
に
お
け
る
「
縁
起
と
い
う
思
想
そ
の
も
の
」
を
説
明
し
て
も
、
そ
れ
を
「
明
か
に
誤
り
で
あ
る
」
と
か
「
正
し
く
な
い
」
と
か
言
う

、
へ
き
で
は
な
い
、
と
私
は
考
え
る
が
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

以
上
申
し
述
べ
た
こ
と
は
、
初
期
佛
教
の
思
想
を
解
明
す
る
に
つ
い
て
、
極
め
て
重
要
な
事
柄
に
属
す
る
。
決
し
て
こ
の
ま
ま
放
置
し

て
お
い
て
よ
い
問
題
で
は
な
い
。
学
問
的
関
心
を
お
持
ち
の
諸
兄
が
、
一
人
で
も
多
く
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
忌
陣
の
な
い
意
見
を
発
表

せ
ら
れ
る
よ
う
望
ん
で
、
一
応
筆
を
燗
く
。

附
記
私
が
こ
の
原
稿
を
提
出
し
て
か
ら
、
宮
地
廓
慧
氏
（
京
都
女
子
大
名
誉
教
授
）
が
中
外
日
報
（
昭
和
五
三
・
九
・
一
四
ｌ
）
に
「
さ
と
り
と

縁
起
説
ｌ
三
枝
博
士
の
論
説
を
読
ん
で
Ｉ
」
と
い
う
論
文
を
発
表
せ
ら
れ
た
。
発
表
の
範
囲
内
だ
け
で
い
う
な
ら
ば
、
私
も
大
体
に
お
い
て
賛
成

で
あ
る
が
、
氏
は
私
の
い
う
．
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
全
く
関
説
し
て
お
ら
れ
な
い
。
関
説
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら

こ
れ
に
触
れ
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
う
い
う
考
え
方
を
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
か
、
そ
の
辺
が
明
か
で
な
い
。
私
は
、
縁
起
説
に
は
一
切
法

の
因
縁
生
を
説
く
面
と
、
ど
う
し
て
人
間
が
迷
い
の
生
を
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
か
を
説
く
有
情
数
縁
起
の
面
と
、
二
つ
の
面
（
二
つ
の
意
義
と
言
っ
て

も
よ
い
）
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
津
然
と
し
て
一
つ
に
な
っ
て
説
か
れ
て
い
る
の
が
、
十
二
縁
起
説
及
び
そ
の
他
の
縁
起
説
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
「
此

れ
あ
る
と
き
、
彼
れ
あ
り
．
：
…
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
縁
起
の
型
も
、
こ
の
よ
う
な
両
方
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
見
て
い
る
。
だ
か
ら
十
二
縁
起
説
の

場
合
で
い
う
な
ら
ば
、
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
の
面
で
は
、
十
二
の
支
分
は
一
切
法
の
代
表
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
従
っ
て
十
二
の
支
分
が

縁
生
の
法
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
切
法
が
縁
生
の
法
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
五
瀧

説
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
縁
起
説
を
「
一
切
法
因
縁
生
の
縁
起
」
と
名
づ
け
、
「
無
常
」
の
論
理
的
な
根
拠
と
し
て
の
縁

起
説
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
縁
起
説
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
る
（
詳
し
く
は
拙
者
「
原
始
佛
教
思
想
の
研
究
」
参
照
）
。
も
し
宮
地
氏
が

こ
の
よ
う
な
縁
起
説
を
全
く
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
の
考
え
方
と
の
間
に
は
重
大
な
相
異
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
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