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本
コ
メ
ン
ト
で
は
大
喜
・
三
宅
両
先
生
の
発
表
を
受
け
て
、
心

性
史
・
身
体
性
の
歴
史
と
い
っ
た
分
野
の
中
国
史
に
お
け
る
適
応

の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
私
の
専
門
は
中
国
古
代
史
な
の
で
、

ま
ず
そ
の
時
代
か
ら
口
火
を
切
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

こ
こ
に
佐
藤
信
弥
『
中
国
古
代
史
研
究
の
最
前
線
』（
二
〇
一

八
年
）
と
い
う
本
が
あ
る
。
書
名
の
示
す
通
り
、
中
国
古
代
史
研

究
の
最
新
の
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
だ
が
、
こ
れ
を
一
読
し
て
た

だ
ち
に
感
得
さ
れ
る
こ
と
は
、
中
国
古
代
史
研
究
の
最
前
線
は
歴

史
研
究
の
最
前
線
と
は
一
致
し
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
心
性

史
・
身
体
性
の
歴
史
と
い
っ
た
領
域
が
歴
史
研
究
の
最
前
線
で
あ

る
と
し
た
場
合
、
こ
の
著
書
に
は
そ
う
し
た
テ
ー
マ
の
研
究
が
紹

介
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
日
本
史
研
究
に
お
い
て
心
性
史
・
身
体

性
の
歴
史
と
い
っ
た
研
究
を
生
み
出
し
て
く
る
原
動
力
と
な
っ
た

の
は
、
こ
こ
四
十
年
来
営
々
と
し
て
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
社
会

史
研
究
の
蓄
積
で
あ
る
が
、
佐
藤
氏
の
筆
は
社
会
史
に
つ
い
て
も

言
及
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
（
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
中
国
古
代
史
研

究
に
お
い
て
社
会
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
っ
た
論
考
が
存
在
し

な
い
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
高
村
武
幸
氏
に
よ
る
『
漢

代
の
地
方
官
吏
と
地
域
社
会
』
な
ど
は
社
会
史
的
な
色
彩
を
濃
厚

に
漂
わ
せ
た
秀
作
で
あ
る
）。

　

こ
れ
と
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
谷
川
道
雄
氏
が
網
野
善

彦
氏
と
の
対
談
で
述
べ
た
、
次
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
（『
交
感

す
る
中
世
』
一
九
八
八
年
）。

中
国
の
方
は
歴
史
自
体
が
ハ
ー
ド
で
、
ま
た
そ
の
研
究
も
面

白
く
な
い
し
（
中
略
）
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
ハ
ー
ド
な
ん
で

す
ね
。
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こ
う
し
た
言
葉
を
発
し
た
の
が
た
だ
の
平
凡
な
研
究
者
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
さ
ほ
ど
気
に
留
め
る
必

要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
谷
川
氏
は
六
朝
か
ら
隋
唐
の

歴
史
に
つ
い
て
、
巨
大
な
仕
事
を
残
さ
れ
た
大
先
達
で
あ
る
。
そ

れ
ほ
ど
の
巨
人
が
こ
の
よ
う
な
発
言
を
残
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
や
は
り
簡
単
に
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

谷
川
氏
を
し
て
か
か
る
言
葉
を
発
せ
し
め
た
原
因
は
い
く
つ
か

考
え
ら
れ
る
が
、
や
は
り
そ
の
筆
頭
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
る
の

は
、
こ
の
時
代
を
研
究
す
る
際
に
用
い
ら
れ
る
史
料
の
質
と
い
う

根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
先
秦
時
代
か
ら
漢
代
、
そ
し
て

六
朝
時
代
に
至
る
史
料
に
は
例
え
ば
社
会
史
と
い
う
分
野
と
親
和

性
を
示
す
書
物
の
数
が
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
推
定

は
先
に
挙
げ
た
高
村
氏
の
研
究
を
一
瞥
す
る
だ
け
で
も
容
易
に
納

得
さ
れ
る
。
高
村
氏
は
斯
界
で
は
知
る
人
ぞ
知
る
、
出
土
文
字
資

料
を
駆
使
し
て
疾
走
す
る
研
究
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
伝
世
の
史
料

だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
に
地
下
に
う
ず
も
れ
て
い
た
木
簡
・
竹
簡

と
い
っ
た
資
料
群
を
研
究
の
対
象
に
加
え
て
や
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
、
社
会
史
と
い
う
側
面
に
光
を
当
て
て
や
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
い
う
事
情
が
中
国
の
古
い
時
代
の
研
究
に
は
伏
在
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
中
国
古
代
に
お
け
る
社
会
史

研
究
の
嚆
矢
と
み
ら
れ
る
工
藤
元
男
『
占
い
と
中
国
古
代
の
社

会
』（
二
〇
一
一
年
）
が
、
分
析
の
対
象
に
伝
世
文
献
の
み
な
ら

ず
、
出
土
文
字
資
料
で
あ
る
『
日に

っ

書し
ょ

』
を
重
要
な
相
方
と
し
て
加

え
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

　

こ
う
し
た
状
況
は
何
も
文
字
資
料
だ
け
に
見
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
い
。
例
え
ば
中
国
史
の
舞
台
に
あ
っ
て
は
、
日
本
の
絵
巻
物
の

よ
う
な
、
文
字
通
り
上
は
貴
族
か
ら
下
は
非
人
に
至
る
ま
で
、
そ

れ
ぞ
れ
の
生
態
を
丹
念
に
描
き
こ
ん
だ
絵
画
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
中
国
絵
画
史
に
風
俗
画
と
い
う
水
脈

が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
つ
い
に
黄
河
の
よ

う
な
大
河
を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
庶
民
生
活

を
詳
細
に
描
き
出
す
こ
と
に
主
力
を
注
い
だ
作
品
は
、
一
八
世
紀

を
待
っ
て
よ
う
や
く
登
場
す
る
。
外
銷
画
が
そ
れ
で
あ
る
。
外
銷

画
と
は
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
貿
易
の
た
め
に
広

州
に
赴
い
て
き
た
欧
米
人
が
土
産
物
と
し
て
持
ち
帰
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
、
彼
ら
の
目
に
は
珍
奇
な
も
の
に
映
っ
た
中
国
の
風

物
を
絵
画
と
し
て
写
し
取
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
当
然
、

庶
民
生
活
の
諸
相
も
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
や
や
極
端
に
言
え

ば
中
国
人
は
、
外
国
人
の
視
線
を
借
り
て
は
じ
め
て
「
庶
民
」
を

発
見
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
、
文
献
資
料
に
お
い
て
も
人
々

の
生
活
に
広
く
取
材
し
た
作
品
は
、
そ
の
本
格
的
な
も
の
と
し
て

一
三
二
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は
南
宋
の
洪
邁
（
一
一
二
三
～
一
二
〇
二
）
の
『
夷
堅
志
』
ま
で

待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
夷
堅
志
』
は
総
数
約
二
二
〇
〇
の

伝
聞
故
事
を
擁
す
る
巨
大
な
説
話
集
で
あ
り
、
そ
れ
は
我
が
国
の

『
今
昔
物
語
集
』
に
も
匹
敵
す
る
。
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
語
っ

て
い
る
の
が
南
方
熊
楠
で
あ
る
。
晩
年
の
熊
楠
が
、
わ
ざ
わ
ざ
中

国
か
ら
『
夷
堅
志
』
を
取
り
寄
せ
て
日
夜
読
み
ふ
け
っ
た
こ
と
は

有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
が
、
そ
の
彼
は
死
の
二
週
間
前
、
娘
の
文

枝
に
形
見
と
し
て
『
今
昔
物
語
集
』
を
贈
っ
て
い
る
。
両
著
は
彼

に
と
っ
て
、
非
常
に
愛
着
の
強
い
書
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
た
事
実
は
『
夷
堅
志
』
と
『
今
昔
物
語
集
』
の
近
似
性
を
暗
示

し
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。

　

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
か
つ
て
の
中
国
史
学
界
は
こ
の
書
物
に

対
し
て
き
わ
め
て
冷
淡
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
以
前
の
宋
代
史
研
究

は
、『
夷
堅
志
』
の
世
界
を
捨
象
し
た
構
築
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
こ
う
し
た
状
況
は
近
年
急
速
に
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
二
〇

一
五
年
に
は
伊
原
弘
・
静
永
健
両
氏
の
編
集
に
か
か
る
『
南
宋
の

隠
れ
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
夷
堅
志
』
の
世
界
』
と
い
う
一
般
書
が

出
版
さ
れ
る
ま
で
に
、
こ
の
書
物
は
研
究
者
の
間
で
な
じ
み
の
深

い
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
『
夷
堅
志
』
に
類
似
す
る
書
物
が
宋
代
ま
で
存
在
し

な
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
ば
か
り
は
言
い
切
れ
な
い
。
例

え
ば
『
太
平
広
記
』
は
『
夷
堅
志
』
と
同
じ
宋
代
の
成
立
だ
が
、

そ
れ
は
前
時
代
の
書
物
に
広
く
類
例
を
求
め
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
で

あ
り
、
そ
こ
に
は
唐
代
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
た
物
語
も
収
録
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
す
る
と
、
心
性
史
・
身
体

性
の
歴
史
と
い
っ
た
領
域
に
豊
か
な
可
能
性
が
開
け
て
く
る
の
は
、

唐
・
宋
以
降
で
は
な
い
か
と
い
う
見
通
し
を
、
一
つ
の
仮
説
と
し

て
立
て
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
先
秦
か
ら
漢
代
に
至
る
歴
史
の
研
究
に
お
い
て
も
、
目

の
付
け
所
に
よ
っ
て
は
心
性
史
の
研
究
が
全
く
不
可
能
な
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
を
事
実
と
し
て
示
し
た
の
が
矢
島
明
希
子
氏
の

「
中
国
古
代
の
夜
に
つ
い
て
―
―
人
間
の
活
動
と
鬼
神
の
出
現
」

（『
東
洋
史
研
究
』
七
八
巻
二
号
所
載
、
二
〇
一
九
年
）
で
あ
る
。

こ
の
論
文
は
、
三
宅
和
朗
氏
の
「
古
代
の
人
々
と
不
思
議
―
―
感

性
を
手
が
か
り
に
」（『
古
代
の
人
々
の
心
性
と
環
境
―
―
異
界
・

境
界
・
現
世
』
所
載
、
二
〇
一
六
年
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、

三
宅
氏
は
こ
の
論
文
の
中
で
、
日
本
の
古
代
人
が
昼
と
夜
と
い
う

時
間
帯
に
対
し
て
抱
い
て
い
た
観
念
を
、
以
下
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
る
。

Ⅰ
昼
間
は
人
間
の
活
動
す
る
時
間
帯
で
、
人
間
の
感
性
で
は

視
覚
が
優
位
で
あ
る
。

Ⅱ
夜
は
神
・
仏
・
鬼
・
妖
怪
な
ど
の
異
類
が
活
動
し
、
人
間
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の
視
覚
が
お
よ
ば
な
い
ぶ
ん
、
聴
覚
・
嗅
覚
・
触
覚
が
有

効
に
働
く
。

Ⅲ
夕
方
に
は
異
類
の
活
動
が
始
ま
る
。

Ⅳ
明
る
く
な
る
朝
は
、
異
類
が
退
散
し
、
人
々
が
前
夜
の
異

類
の
不
思
議
な
活
動
の
形
跡
を
見
つ
け
て
驚
く
。

　

矢
島
論
文
は
要
す
る
に
、
こ
の
中
で
Ⅰ
と
Ⅲ
は
検
証
で
き
な
い

が
、
Ⅱ
と
Ⅳ
に
つ
い
て
は
中
国
古
代
史
に
も
適
応
が
可
能
な
こ
と

を
述
べ
た
も
の
で
、
日
本
史
研
究
の
影
響
を
強
く
受
け
な
が
ら
、

中
国
古
代
史
に
お
い
て
も
心
性
史
の
研
究
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
好
例
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

そ
れ
で
は
同
じ
夜
と
の
関
連
か
ら
、
中
国
古
代
に
お
け
る
結
婚

式
の
挙
行
さ
れ
た
時
間
に
つ
い
て
、
次
に
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た

い
。

婚
姻
者
、
何
謂
也
。
昏
時
行
礼
、
故
謂
之
婚
也
。

（
婚
姻
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
黄
昏
れ
時
に
結
婚
式
を
行

う
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
婚
と
言
う
の
で
あ
る
。）

（『
白
虎
通
』
嫁
娶
）　

あ
る
い
は

期
、
初
昏
、
陳
三
鼎
于
寝
門
外
東
方
、
北
面
、
北
上
。

（
結
婚
式
の
時
期
は
、
空
が
黄
昏
れ
始
め
た
時
で
あ
り
、
三

つ
の
鼎
を
寝
門
の
外
の
東
側
に
置
き
、
そ
れ
ら
は
北
側
を
向

け
、
北
か
ら
順
番
に
す
る
。）

（『
儀
礼
』
士
昏
礼
）　

と
い
っ
た
史
料
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
戦
国
時
代
か
ら
漢
代
に

あ
っ
て
結
婚
式
が
黄
昏
れ
時
に
執
り
行
わ
れ
た
こ
と
は
広
く
知
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
中
国
古
代
の
人
々
は
結
婚
式
を
夜
が

ま
さ
に
訪
れ
よ
う
と
す
る
時
間
帯
を
わ
ざ
わ
ざ
選
ん
で
挙
行
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
樺
山
紘
一
氏
は
「
日
本
に
黄た

そ

昏が
れ

時ど
き

と
い

う
言
葉
が
あ
り
ま
す
ね
。
夜
で
も
昼
で
も
な
い
夕
方
。
朝
で
も
そ

う
で
す
け
れ
ど
も
、
な
に
か
曖
昧
な
時
間
と
い
う
の
が
ご
く
わ
ず

か
あ
っ
て
、
こ
れ
に
対
す
る
恐
怖
と
い
う
の
が
あ
る
ん
だ
と
い
う

こ
と
を
、
民
俗
学
の
方
が
た
は
お
っ
し
ゃ
る
。
神
隠
し
も
そ
の
時

間
で
す
ね
。」
と
発
言
さ
れ
て
い
る
（『
中
世
の
風
景
』
下
、
一
九

八
一
年
）。
決
し
て
間
違
っ
た
見
解
で
は
な
い
が
、
中
国
古
代
の

婚
姻
の
時
間
は
、
こ
の
視
点
か
ら
は
解
け
な
い
。
結
論
を
言
う
と
、

私
は
南
方
熊
楠
が
「
往
古
通
用
日
の
初
め
」（『
全
集
』
巻
四
、
一

九
七
二
年
、
初
出
一
九
三
〇
年
）
の
中
で
、
中
国
古
代
で
は
「
日

没
を
一
日
の
初
め
と
す
る
習
い
あ
り
と
判
っ
た
」
と
し
て
い
る
こ

と
と
関
連
さ
せ
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
つ

ま
り
結
婚
と
い
う
人
生
の
始
ま
り
に
位
置
す
る
儀
礼
を
、
一
日
の

開
始
の
時
刻
に
合
わ
せ
て
行
っ
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
飽
く
ま
で
一
つ
の
脆
弱
な
仮
説
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
こ
れ
を
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補
強
す
る
材
料
は
、
長
年
気
を
付
け
て
み
て
い
る
が
、
な
か
な
か

集
ま
ら
な
い
。
や
は
り
中
国
古
代
史
に
お
け
る
心
性
史
の
追
及
は

む
つ
か
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
中
国
古
代
の
夜
に
は

何
か
あ
る
。
矢
島
氏
が
挙
げ
な
か
っ
た
史
料
を
見
て
み
よ
う
。

『
詩
経
』
小
雅
・
湛
露
に
「
厭
厭
た
る
夜
飲
は
、
醉
わ
ず
ん
ば
帰

る
こ
と
無
か
れ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
夜
っ
ぴ
て
酒
を
く
み
交
す
こ

と
は
中
国
の
古
代
に
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
一
方
で
、
斉
の

桓
公
、
酒
宴
が
楽
し
く
て
た
ま
ら
ず
、
火
を
灯
し
て
夜
も
や
ろ
う

と
言
う
と
、
主
宰
者
の
敬
仲
は
、「
臣
、
其
の
晝
を
卜
し
て
、
い

ま
だ
夜
を
卜
さ
ず
」
と
言
い
は
な
ち
、
こ
れ
を
拒
絶
し
て
い
る

（『
左
伝
』
荘
公
二
二
年
）。
同
じ
く
『
左
伝
』
襄
公
三
〇
年
に
は

伯
有
と
い
う
人
物
の
不
徳
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
中
に
「
夜
飲
酒
」
と

い
う
表
現
が
見
え
る
。
夜
の
宴
会
を
歌
い
あ
げ
た
史
料
と
忌
避
す

る
史
料
の
併
存
。
夜
の
中
国
古
代
史
に
つ
い
て
は
今
後
更
な
る
探

求
が
望
ま
れ
よ
う
。

　

い
よ
い
よ
紙
数
も
尽
き
て
き
た
。
最
後
に
大
喜
氏
が
挙
げ
ら
れ

た
切
腹
の
話
題
に
こ
と
よ
せ
て
、
中
国
古
代
の
肉
袒
の
習
俗
を
紹

介
し
、
本
コ
メ
ン
ト
の
幕
を
閉
じ
た
い
。
肉
袒
と
は
衣
服
を
肩
肌

脱
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
相
手
に
加
担
す
る
意
思
表
示
や
謝
罪
の
時
、

あ
る
い
は
葬
礼
に
お
い
て
中
国
古
代
人
が
見
せ
た
し
ぐ
さ
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
高
木
智
見
氏
は
「
古
代
中
国
に
お
け
る
肩
脱
ぎ
の

習
俗
に
つ
い
て
」（『
東
方
学
』
七
七
輯
所
載
、
一
九
八
九
年
）
の

中
で
全
面
的
な
検
討
を
加
え
、
こ
の
し
ぐ
さ
が
「
現
実
の
秩
序
や

権
威
と
は
無
縁
の
一
個
の
赤
身
の
人
間
と
し
て
の
地
平
に
身
を
置

く
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
た
。
こ
の
見
解
は
大
喜
氏

の
切
腹
解
釈
に
も
通
底
し
よ
う
。
な
お
高
木
氏
の
あ
と
、
ひ
と
り

肉
袒
に
と
ど
ま
ら
ず
、
中
国
古
代
の
し
ぐ
さ
に
関
す
る
研
究
は
長

ら
く
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
も
中
国
古
代
史
研
究
の
課
題
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
、
擱
筆
し
た
い
と
思
う
。


