
に
つ
い
て
は
、
両
氏
の
研
究
成
果
を
待
ち
た
い
。
こ
こ
で
は
、
前
回
も
素
材
に
挙
げ
た
、
長
野
仁
、
高
松
茂
光
両
氏
の
発

掘
に
よ
る
多
賀
法
印
流
文
献
を
再
び
取
り
上
げ
、
流
派
形
成
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

多
賀
法
印
流
は
、
伊
勢
神
宮
に
繋
が
る
元
伊
勢
の
神
社
と
し
て
古
く
か
ら
近
江
に
勢
力
を
誇
っ
た
多
賀
大
明
神
を
拠

点
と
す
る
打
錬
術
の
流
派
で
あ
っ
た
。

こ
の
流
派
が
「
邪
正
一
如
」
の
奥
義
を
掲
げ
た
の
は
、
担
い
手
が
比
叡
山
の
天

台
僧
で
あ
っ
た
こ
と
と
、
直
接
の
関
係
が
あ
る
。
「
邪
正一
知
」
は
医
学
概
念
で
あ
る
前
か
ら
、
「
煩
悩
即
菩
提
、
生
死

即
浬
繋
、
善
悪
不
二
」
と
並
ぶ
天
台
本
覚
思
想
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
だ
っ
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
多
賀
法
印
流
を

単
に
仏
教
医
学
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
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実
邪
漏
ら
さ
ず
正
に
成
さ
ば
万
病
治
す
る

ニ
O
O
四
年
の
多
賀
大
社
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
入
手
し
た
和
方
鎖
灸
友
の
会
編
『
多
賀
法
印
流
医
書
集
成
一
印
流
医
術
書

類
（
北
里
研
究
所
東
洋
医
学
総
合
研
究
所
原
本
所
蔵
）
』
を
概
観
す
る
と
、
喜
怒
思
憂
恐
驚
の
七
情
が
根
本
原
因
と
な
っ

て
気
が
滞
集
し
病
む
の
だ
か
ら
、
七
情
を
離
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
仏
陀
や
聖
人
は
七
情
を
離
れ
て
い
た
の
で
、
病

む
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
心
因
重
視
の
病
理
観
が
印
象
的
で
あ
る
。

こ
の
仏
教
思
想
に
拠
る
心
図
的
病
理
観
と
衆
生

救
済
の
誓
願
、
人
を
殺
す
狩
人
や
薬
商
人
に
堕
し
た
凡
俗
の
医
師
へ
の
憤
り
、
更
に
「
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
」
の
本
覚

思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
た
い
の
ち
へ
の
賛
歌
の
格
調
高
い
文
章
表
現
が
、
多
賀
法
印
流
文
献
の
医
学
に
と
ど
ま
ら
な
い
価

値
で
あ
る
。
現
在
も
な
お
、
こ
れ
に
匹
敵
す
る
力
強
い
生
命
感
が
脈
打
つ
鋸
灸
書
は
そ
う
多
く
な
い
だ
ろ
う
。

本
文
献
の
生
理
、
病
理
寸
治
療
の
理
論
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
外
邪
、
傷
寒
、
中
風
、
三
焦
、
陰
陽
、
補
潟
、
大

過
不
及
、
邪
気
、
病
証
、
七
情
な
ど
、
当
時
定
着
し
て
い
た
金
元
明
系
医
学
の
概
念
装
置
で
あ
る
。
繊
の
金
が
水
を
生
じ
、

邪
気
の
火
を
鎮
め
る
と
い
う
治
効
理
論
は
五
行
説
で
あ
る
。
診
断
法
の

一
つ
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
脈
診
は
、
浮
沈

遅
数
太
細
、
季
節
に
応
じ
る
脈
、
弦
、
洪
、
堅
、
渋
な
ど
の
七
十
二
脈
等
、
中
国
歴
代
の
脈
論
を
踏
襲
し
て
い
る

。

す

な
わ
ち
、
多
賀
法
印
流
も
広
い
意
味
で
は
曲
直
瀬
道
三
が
切
り
開
い
た
と
さ
れ
る
、
戦
国
末
期
以
降
の
日
本
化
さ
れ
た

金
元
明
医
学
の
系
譜
に
属
し
て
い
る。
し
か
し
、
こ
こ
に
は
、
仏
教
に
よ
る
魂
の
救
済
法
を
基
盤
に
、
中
国
医
学
の
論

理
構
成
や
天
人
合
一
観
を
日
本
的
生
命
観
・
自
然
治
癒
力
観
と
折
衷
し
、
湯
液
と
打
鎖
と
灸
に
よ
る
治
療
術
を
創
造
し

よ
う
と
す
る
総
合
医
学
形
成
へ
の
意
欲
が
み
ら
れ
る
。
打
鋪
荷
の
起
源
を
訪
抽
怖
さ
せ
る
仏
教
由
来
す
・
）
の
虫
の
理
論

が
出
て
く
る
の
も
興
味
深
い
。

前
回
、
多
賀
法
印
流
に
つ
い
て
書
い
た
時
、
わ
た
し
は
多
賀
法
印
流
の
「
邪
正一
如
」
を
、
生
命
の
混
沌
を
注
視
し
、

邪
気
と
い
う
概
念
を
立
て
る
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
、
「
一
如
」
原
理
主
義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。
今
回
読

み
直
し
て
、
そ
れ
が
誤
解
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
多
賀
法
印
流
文
献
は
、
邪
気
を
捨
て
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ

れ
は
最
重
要
の
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。

「
動
気
片
よ
り
て
隣
の
動
気
へ
加
勢
す
る
と
き
、
重
な
り
た
る
所
の
動
気
を
高
ぶ
る
を
邪
気
と
云
う
な
り
。
或
い
は
、

気
散
じ
て
減
り
気
力
弱
き
ゆ
え
願
ら
ず
し
て
滞
り
、
或
い
は
思
気
を
集
め
て
滞
る
を
邪
気
と
云
う
な
り
」
（
「
医
雑
集
（
下
）
・

四
邪
気
』
）

で
は
、
こ
の
邪
気
を
潟
す
べ
き
か
、
散
ら
す
べ
き
か
、
と
い
う
時
に
、
「
邪
気
を
散
ず
る
事
、
大
い
な
る
錯
（
あ
や
ま
り
）

な
り
。

邪
を
正
に
す
る
を
療
治
と
い
う
な
り
」
と
、
治
療
論
の
観
点
か
ら
「
邪
正
一
如
」
の
理
念
が
宣
言
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
（
邪
を
）
発
散
し
て
当
分
治
す
る
こ
と
安
し
。

の
ち
、
大
い
に
災
い
出
で
、
悪
病
生
ず
。

こ
の
病
を
発
散
し
て
治
せ

ん
と
思
う
人
は
、
病
人
の
道
具
を
盗
み
取
り
、
或
は
首
を
切
る
に
同
じ
大
罪
至
極
な
り
」
「
邪
気
は
元
来
、
動
気
に
し
て

神
な
り
。

こ
れ
を
散
ぜ
ん
と
思
わ
ば
（
病
人
の
）
首
を
切
る
。
実
邪
漏
ら
さ
ず
留
め
て
正
に
成
き
ぱ
万
病
治
す
る
な
り
。

あとがきにかえて13 



邪
正
一
如
な
る
事
を
．
明
ら
か
に
知
る
べ
き
な
り
」
（
『
医
雑
集
下
・
四
邪
気
』
）
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元
気
正
し
け
れ
ば
医
せ
ず
と
も
病
自
ず
か
ら
治
す

と
こ
ろ
で
、
仏
教
的
な
「
邪
正

一
知
」
と
は
ど
う
い
う
思
想
だ
っ
た
の
か
。

そ
れ
は
実
は
、
「
こ
の
世
に
は
、
善
人
だ

け
が
い
て
、
本
来
、
邪
悪
な
悪
人
な
ど
い
な
い
」
と
い
う
原
理
で
は
な
か
っ
た。
も
し
、
そ
う
考
え
て
い
た
ら
、
戦
国

の
弱
肉
強
食
の
世
を
生
き
延
び
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
ろ
う
。
「
悪
人
は
現
実
に
い
る。
し
か
し
、
元
々
は
善
人
で
あ
り
、

そ
れ
が
悪
の
道
に
踏
み
込
ん
だ
の
だ
か
ら
、
排
除
し
た
り
撲
滅
し
た
り
す
る
の
で
な
く
、
善
人
に
転
化
す
べ
き
だ
。

そ

う
し
な
け
れ
ば
、
悪
と
い
う
形
で
噴
出
し
て
い
る
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
枯
渇
し
、
世
の
中
が
蛙
る
活
力
を
喪
失
し
て
し

ま
う

。

大
悪
人
が
回
心
し
た
と
き
こ
そ
、
大
善
人
と
な
る
」
。
こ
の
仏
教
思
想
を
、
そ
の
ま
ま
医
療
思
想
に
移
し
入
れ
た

の
が
、
多
賀
法
印
流
な
の
で
あ
る
。

論
理
立
て
の
背
景
に
透
け
て
見
え
る
の
は
、
や
は
り
他
流
派
と
の
弁
証
法
的
な
対
峠
関
係
で
あ
る
。
分
岐
点
は
、
邪
を

鴇
す
か
潟
さ
な
い
か
で
あ
っ
た
。
金
元
明
系
医
学
の
鋪
灸
流
派
は
も
と
よ
り
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
打
舗
の
他
流
派
も
、

邪
正
を
二
元
論
的
に
捉
え
、
虚
実
補
潟
の
論
理
か
ら
正
気
を
補
し
て
邪
気
を
潟
し
て
い
た
。

邪
気
を
散
じ
過
ぎ
て
、
患
者

の
生
命
力
そ
の
も
の
を
減
退
さ
せ
て
い
た
。

技
術
論
に
走
り
過
ぎ
て
、
患
者
の
い
の
ち
が
向
か
う
方
向
を
信
じ
て
い
な
い。

多
賀
法
印
流
に
は
そ
う
見
え
た
。
多
賀
法
印
流
も
虚
実
補
捕
を
言
、
っ
し
、
「
邪
気
を
散
じ
る
」
と
表
現
す
る
個
所
も
あ
る

の
で
、
日
く
言
い
が
た
い
矛
盾
を
は
ら
む
の
だ
が
、
と
も
か
く
、
強
調
し
て
い
る
の
は
、
邪
気
は
神
気
そ
の
も
の
だ
か
ら
、

そ
れ
を
奪
う
と
患
者
を
殺
す
ぞ
、
と
い
う
治
療
心
得
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
分
岐
点
は
、
「
察
証
弁
治
」
で
あ
っ
た

。

「
万
病
の
異
名
あ
る
と
い
え
ど
も
、
過
不
及
の二
つ
な
り
。
過
不
及
も
ま
た
不

こ
な
り
。

不
及
も
太
過
も
不
及
の
正
、

困
（
っ
か
）
れ
、
水
減
り
た
る
を
い
う。

し
か
る
に
、
万
病
に
異
な
る
証
を
付
け
医
す
る
故
に
正
（
気
）
、
回
れ
て
気
減
り
、

重
病
と
成
す
。

元
来
、
気
、
所
々
滞
集
す
る
を
病
元
と
す。
然
る
問
、
集
ま
り
た
る
気
を
散
じ
、
滞
り
た
る
気
を
順
巡

き
す
れ
ば
、
病
自
ず
か
ら
治
す。
気
血
順
巡
す
る
こ
と
、
正
気
足
ら
ず
し
て
は
叶
わ
ず
．
元
気
を
補
し
丈
夫
に
す
れ
ば

順
巡
す
る
な
り
。

こ
れ
医
法
中
の
肝
要
な
り
」
（
「
一
格
正
記
・
邪
正一
如
』
）

道
三
流
の
「
察
証
弁
治
」
は
、
病
態
観
察
を
治
療
法
に
結
び
つ
け
る
画
期
的
な
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
の
影
響
を
受
け
つ
つ
、

脈
や
腹
、
舌
な
ど
を
診
て
証
を
立
て
る
諸
々
の
流
派
が
活
動
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
技
法
は
い
ま
や
マ
ニ

ュ
ア
ル
化
、
形
式
化
し
て
効
力
は
衰
え
、
害
を
も
た
ら
し
て
い
る
よ
う
に
多
賀
法
印
流
に
は
見
え
た
。
証
を
察
し
、
証
に

よ
っ
て
別
々
の
方
を
立
て
る
医
師
た
ち
は
、
患
者
を
病
名
や
証
候
名
で
部
分
化
し
、
病
や
症
状
と
い
う
表
現
を
通
し
て
匙

る
生
命
の
輝
き
、
自
ら
治
る
と
い
う
い
の
ち
の
根
源
的
、
全
体
的
な
働
き
を
見
ず
に
、
部
分
的
な
治
す
技
術
を
施
し
、
正

気
を
疲
れ
さ
せ
元
気
を
減
ら
し
重
病
に
追
い
込
ん
で
い
る
。

い
の
ち
の
根
源
を
見
よ
。
生
命
も
病
も
別
の
も
の
で
は
な
く
、

病
を
通
し
て
自
ず
か
ら
治
る
元
気
の
働
き
が
あ
る
。

そ
れ
が
「
人
と
天
地
と
同
根
」
の
意
味
で
あ
り
、
如
来
の
本
意
で
あ
る

。

「
医
（薬
）
・
鋪
・
灸
と
も
に
実
に
病
を
渇
し
治
す
る
に
非
ず
。
元
気
正
し
け
れ
ば
医
せ
ず
と
も
病
自
ず
か
ら
治
す。

停
燈
い
わ
く
、
我
か
つ
て
痛
を
治
す
事
を
知
ら
ず
と
な
り
。
ま
た
い
わ
く
、
病
を
治
せ
ん
と
思
わ
ぱ
（
病
人
の
）
首
を

切
る
べ
し
。

命
は
病
、
病
は
命
と
な
り
」
（
『一格
正
記
・
邪
正
一
如
」
）

全
体
に
近
づ
く
方
便
と
し
て
の
除
陽
、
五
行

あとがきにかえて

人
の
心
身
は
天
地
宇
宙
に
生
か
さ
れ
て
お
り
、
天
地
字
宙
の
構
造
と
心
身
の
構
造
は
一
体
で
あ
る
。
天
地
宇
宙
が
病
め

ば
人
も
病
む。
人
は
全
身
も
病
む
し
、
部
分
も
病
む。

こ
の
複
雑
な
構
造
を
把
握
す
る
の
に
、
古
代
中
国
で
は
、
宇
宙
の
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全
体
を
ひ
と
ま
ず
陰
陽
や
五
行
に
分
割
し
、
分
割
し
た
二
つ
な
い
し
五
つ
の
関
係
を
再
構
成
し
て
全
体
を
近
似
的
に
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
方
法
を
取
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
経
脈
論
が
生
ま
れ
陰
陽
虚
実
を
診
て
補
潟
を
す
る
医
学
も
生
ま
れ
た
。

裏
返
し
て
い
え
ば
、
古
代
中
国
人
は
、
陰
楊
、
五
行
、
経
脈
、
経
穴
で
分
割
さ
れ
た
宇
宙
や
ひ
と
の
身
体
の
向
こ
う
に
、

分
割
し
切
れ
な
い
、
言
語
化
き
れ
な
い
全
体
性
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。
陰
陽
、
五
行
、
経
服
、
経
穴
の
分
割
は
、

あ
く
ま
で
も
全
体
に
近
づ
く
た
め
の
方
便
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
老
子
は
そ
れ
を
有
の
根
底
に
は
タ
オ
と
い

う
あ
だ
名
の
「
無
」
が
あ
る
と
表
現
し
た
し
、
荘
子
は
無
始
無
終
の
「
天
地
の
一
気
」
を
強
調
し
た
。
宋
代
以
降
の
中
国

人
は
、
易
の
哲
学
を
踏
襲
し
、
こ
の
名
付
け
ら
れ
な
い
全
体
性
を
「
太
極
」
と
呼
ん
で
意
識
し
よ
う
と
し
た
。

「
察
証
弁
治
」
を
唱
え
て
、
金
元
明
医
学
を
簡
明
に
記
述
し
中
世
末
の
日
本
に
導
入
し
た
曲
直
瀬
道
三
に
は
、
陰
陽
、

五
行
の
背
後
の
、
言
語
を
す
り
抜
け
る
宇
宙
の
全
体
性
が
見
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
禅
の
教
養
も
、
キ
リ
シ
タ
ン
神

学
へ
の
関
心
も
あ
り
、
魂
の
救
済
へ
の
願
い
を
生
涯
持
ち
続
け
た
道
三
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
陰
陽
虚
実
補
潟
の
医
学
を

単
な
る
治
療
技
術
と
し
か
理
解
で
き
な
か
っ
た
そ
の
後
の
凡
庸
な
医
師
た
ち
は
、
全
体
に
接
近
す
る
た
め
の
方
便
と
し

て
の
陰
陽
、
五
行
、
虚
実
補
潟
を
、
実
体
と
取
り
違
え
、
定
型
的
な
治
療
に
堕
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
多
賀
法

印
流
の
、
「
邪
正
一
如
」
「
い
の
ち
の
根
源
を
見
よ
」
と
い
う
気
迫
の
こ
も
っ
た
断
言
は
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
流
派
に

と
っ
て
も
、
再
び
、
い
の
ち
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
向
き
合
う
契
機
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

「
こ
の
概
念
で
宇
宙
の
全
体
性
を
象
徴
さ
せ
る
思
想
は
、
中
国
の
も
の
で
あ
る
。
老
子
は
「
道
（
タ
オ
）
は
一
を

生
ず
」
と
宣
言
し
、
荘
子
も
一
切
の
存
在
の
無
差
別
を
「
一
気
」
か
ら
説
い
た
。
禅
は
黙
っ
て
指
を
一
本
立
て
、
宇
宙

と
自
己
の
一
体
性
を
喝
破
し
た
。
こ
の
「
一
」
の
思
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
症
は
カ
ミ
で
あ
り
、
善
も
悪
も
エ
ネ
ル
ギ

i

に
お
い
て
一
体
だ
と
い
う
生
命
自
然
主
義
や
、
複
雑
な
構
造
的
理
論
よ
り
も
直
感
や
実
感
を
好
み
、
物
事
の
シ
ン
プ
ル

で
心
情
的
な
理
解
を
得
意
と
す
る
日
本
人
の
「
古
層
」
意
識
と
親
和
性
が
あ
っ
た
。
も
と
は
中
国
密
教
の
「
一
」
の
思

想
で
あ
る
「
邪
正
一
知
」
も
、
比
叡
山
天
台
宗
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
、
凡
夫
は
そ
の
ま
ま
で
仏
陀
で
あ
る
と
い
う

イ
ン
ド
仏
教
か
ら
は
異
端
と
い
う
し
か
な
い
本
覚
思
想
を
生
む
。
複
雑
な
仏
教
思
想
体
系
が
日
本
の
「
古
層
」
の
力
に

よ
っ
て
シ
ン
プ
ル
化
さ
れ
、
生
も
死
も
、
命
も
病
も
一
つ
で
あ
る
と
い
う
端
的
な
い
の
ち
の
表
現
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
古
層
」
の
い
の
ち
の
感
覚
の
噴
出

多
賀
法
印
流
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
、
古
代
、
中
世
で
総
合
学
術
の
誉
れ
高
い
天
台
仏
教
僧
の
流
派
で
あ
る
。
「
人
間

の
苦
悩
は
、
病
苦
も
含
め
て
、
・
空
を
覚
れ
ば
雲
散
霧
消
す
る
。
し
か
も
凡
夫
は
既
に
覚
っ
た
存
在
で
あ
り
、
い
の
ち
は

一
瞬
た
り
と
も
輝
き
を
失
つ
て
は
い
な
い
。
こ
の
生
命
の
輝
き
こ
そ
が
真
実
で
あ
っ
て
、
陰
陽
も
虚
実
も
補
潟
も
医
・
鋪
・

灸
の
治
療
も
、
す
べ
て
は
仮
の
方
便
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
方
便
こ
そ
真
実
へ
の
入
り
口
で
あ
る
」
。

こ
れ
が
、
長
野
氏
や
高
松
茂
光
氏
ら
が
発
掘
す
る
ま
で
「
忘
れ
ら
れ
て
い
た
」
日
本
舗
灸
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
リ
ン
ク
、
多

賀
法
印
流
の
、
今
日
に
引
き
継
が
れ
る
べ
き
骨
太
な
医
療
論
で
あ
り
生
命
論
で
あ
る
。

多
賀
法
印
流
が
目
指
し
た
の
は
仏
教
の
救
済
観
に
拠
る
総
合
医
学
で
あ
り
、
金
元
明
医
学
の
精
轍
に
組
み
立
て
ら
れ

た
概
念
装
置
を
水
脈
と
し
つ
つ
、
同
時
に
、
金
元
明
系
涯
学
の
（
彼
ら
の
白
か
ら
見
た
）
空
理
空
論
を
撃
ち
、
い
の
ち

の
営
み
の
根
源
に
一
民
る
た
め
に
、
「
過
不
及
不
二
」
「
邪
正
一
如
」
な
ど
の
シ
ン
プ
ル
で
率
直
な
理
念
を
唱
え
た
。
そ
こ

に
日
本
文
化
史
に
流
れ
る
、
外
来
文
化
を
取
り
込
み
折
衷
し
総
合
化
す
る
方
向
性
と
実
感
、
実
用
を
重
視
す
る
シ
ン
プ

ル
き
と
の
思
想
的
な
緊
張
関
係
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
「
邪
正
一
如
」
の
標
語
そ
れ
自
体
は
天
台
密
教
僧
し
か
打
ち
出

せ
な
い
が
、
そ
れ
が
体
現
し
表
現
し
て
い
る
日
本
的
な
気
一
元
論
、
生
命
の
根
源
と
し
て
の
一
気
論
、
元
気
論
は
、
多

賀
法
印
流
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
も
な
け
れ
ば
、
創
唱
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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『
漕
端
苫
揃
』
↓
陶
完
関
根
↓
吾
関
根
（
→
O
玄
）

\
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『
百
腹
図
説
」
（
一
六O
ニ
）
は
、
曲
直
瀬
道
三
が
著
し
た
「
五
十
腹
図
説
』
を
二
代
目
道
三
（
玄
朔
）
が
増
補
改
訂

し
た
と
さ
れ
る
腹
診
書
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に
は
、
「
胃
を
以
っ
て
陽
と
為
し
、
腎
を
以
っ
て
陰
と
為
す
。
是
れ
先
天
の
気
・

後
天
の
気
を
調
ふ
な
り
。
然
り
而
し
て
之
を
診
す
る
の
法
は
、
腹
候
に
あ
り
。
故
に
腹
は
生
あ
る
の
本
、
百
病
此
に
根

ざ
す
」
と
あ
る
⑥
。
屡
育
群
は
、
そ
れ
を
、
「
後
天
の
気
に
し
ろ
、
先
天
の
気
に
し
ろ
、
『
而
し
て
二
克
気
な
り
、
太
極
な
り
』

と
い
う
究
極
的
な
認
識
」
を
説
明
し
て
い
る
と
解
釈
し
、
初
期
腹
診
書
の
『
五
雲
子
腹
診
法
』
に
は
、
「
天
ノ
一
元
ノ
気
」

と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
『
腹
心
伝
」
（
一
六
六
七
）
に
は
、
「
動
気
、
原
気
ト
云
ハ
、
即
陰
陽
ノ
根
本
、
太
極
ノ
本
体
ナ
リ
」

と
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
g

ま
た
、
石
田
秀
実
氏
に
よ
れ
ば
、
道
三
の
系
譜
を
継
ぐ
、
江
戸
初
期
の
医
師
、
饗
庭
東
庵
（
一
六
二
一
1

一
六
七
三
）

た
ち
は
、
十
二
経
脈
に
つ
い
て
、
「
十
二
経
ハ
一
貫
（
つ
ら
ぬ
）
キ
ノ
者
也
、
名
ハ
異
ナ
レ
ド
モ
、
実
ハ
一
源
水
也
」
と

述
べ
て
い
る
と
い
う
。
石
田
は
、
「
こ
の
後
に
続
く
い
わ
ゆ
る
「
古
方
』
的
な
医
家
の
主
張
を
、
江
戸
の
は
じ
め
の
時
期
に
、

す
っ
か
り
先
取
り
し
て
い
た
も
の
、
と
い
っ
て
よ
い
」
と
理
解
す
る
P

わ
た
し
に
言
わ
せ
れ
ば
、
饗
庭
東
躍
ら
の
学
説
は
、

古
方
派
の
先
取
り
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
後
藤
良
山
（
一
六
五
九
1

一
七
三
三
）
の
一
気
留
滞
説
や
吉
益
東
洞

（
一
七O
二
1

一
七
七
三
）
の
万
病
一
毒
説
自
体
が
、
江
戸
中
期
に
降
っ
て
湧
い
た
理
論
と
い
う
よ
り
は
、
江
戸
初
期
か

ら
室
町
で
あ
る
い
は
鎌
倉
、
平
安
で
さ
ら
に
古
代
へ
と
さ
か
の
ぼ
る
日
本
的
生
命
感
覚
の
江
戸
中
期
に
お
け
る
表

⑧
大
塚
敬
節
著
「
近
世
前
期
の
医
学
」
（
『
日
本
思
想
大
系
近
世
科
学
恩
懇
下
』
岩
波
書
店
）

⑨
閥
横
育
群
著
「
初
期
腹
診
書
の
性
格
」
（
『
歴
史
の
中
の
病
と
医
学
』
忠
文
閣
出
版
）

⑩
石
田
秀
実
著
「
劉
医
方
と
い
う
誤
解
江
戸
前
期
医
学
史
を
と
ら
え
る
た
め
の
一
視
点
」
（
『
歴
史
の
中
の
病
と
医
学
』

版
所
収
）

思
文
閤
出

あとがきにかえて19 



中国的要素と日本的要素が
バランスが取れている

. 
中国的要素

. 
日本的要素

. 
日本的要素

中国的要素が
膨らんでいる

. 
中国的要素

現
形
式
で
あ
り
、
歴
史
意
識
の
「
古
層
」
の
中
を
蕩
々
と
流
れ
る
日
本
的
感
性
の
自
己
主
張
な
の
で
あ
る
。
多
賀
法
印

流
の
「
邪
正
一
如
」
の
提
唱
も
、
こ
の
「
古
層
」
の
い
の
ち
の
感
覚
の
江
戸
初
期
に
お
け
る
噴
出
で
あ
っ
た
。

江
戸
期
か
ら
現
代
ま
で
、
日
本
舗
灸
史
上
、
い
つ
も
同
じ
パ
タ
ー
ン
の
論
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
理

論
と
感
性
、
体
系
と
実
感
、
シ
ス
テ
ム
構
築
と
そ
れ
を
崩
す
力
の
せ
め
ぎ
合
い
で
あ
る
。
た
い
て
い
論
理
や
体
系
の
側

に
中
国
の
疲
代
鎖
灸
や
そ
れ
へ
の
共
鳴
と
い
う
外
来
的
要
素
が
、
直
感
、
実
感
、
実
用
の
側
に
日
本
的
感
性
と
い
う
「
古

層
」
的
要
素
が
位
置
す
る
。
歴
代
の
日
本
舗
灸
は
、
常
に
、
中
国
（
朝
鮮
）
の
鋪
灸
思
想
と
い
う
先
端
的
な
外
来
要
素

と
土
着
的
な
「
古
層
」
の
日
本
的
要
素
の
両
側
面
の
緊
張
関
係
の
も
と
に
形
成
さ
れ
て
き
た
。

中
国
鋪
灸
を
考
え
る
場
合
は
、
天
人
合
一
観
や
陰
陽
五
行
論
な
ど
中
国
伝
統
思
想
と
い
う
一
つ
の
中
心
を
持
つ
円
を
想

定
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
。
一
方
、
日
本
鋪
灸
の
場
合
は
、
円
で
は
な
く
、
中
心
が
二
つ
あ
る
楕
円
の
比
職
が
よ
り
当
て
は

ま
る
。
二
つ
の
中
心
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
（
朝
鮮
）
的
要
素
と
日
本
的
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
楕
円

は
整
っ
た
形
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
流
派
に
よ
っ
て
、
時
代
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
中
心
が
占
め
る
領
域
は
、
ど
ち
ら

か
が
よ
り
大
き
い
の
で
あ
る
。
更
に
一
言
え
ば
、
現
存
の
日
本
伝
統
鍍
灸
各
派
が
自
身
の
、
あ
る
い
は
他
流
派
の
シ
ン
プ
ル

な
理
論
構
成
に
不
満
で
、
そ
れ
を
改
良
し
シ
ス
テ
ム
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
場
合
、
必
ず
、
直
感
、
実
用
、
感
性
の
日
本

的
軸
か
ら
、
論
理
、
図
式
、
複
雑
化
の
中
国
的
軸
へ
と
向
か
う
。
そ
れ
は
、
曲
直
瀬
道
三
か
ら
現
代
の
経
絡
治
療
各
派
の

試
み
や
中
医
学
派
ま
で
変
わ
ら
ぬ
構
造
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
理
論
構
築
の
方
法
も
ま
た
、
日
本
誠
灸
の
伝
統
な
の
で
あ
る
。

現
代
中
医
錫
灸
流
派
の
分
類

き
て
、
こ
こ
で
話
題
を
転
換
し
、
現
代
流
派
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
鋪
灸
流
派
の
研
究
は
、
中
国
で
も
行
わ
れ

日本的要素が膨らんでいる

日本銀灸各派の構内構造の概念図。上の中心は中寓的要素を褒し、下の中心は臼本的要素を表す。バランスが
よくとれた構内構造から、どちらかの要繁に傾く楕円構造まで、機々である
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