
五

以
上
が
、
こ
の
大
筋
に
謝
す
る
紹
介
と
問
題
貼
の
大
要
で
あ
る
。
本
著
は
、

著
者
三
・
中
年
品
駄
に
わ
た
る
務
作
の
集
成
で
あ
る
。
本
著
の
上
梓
は
、
中
園
史
研

宛
者
ー
と
り
わ
け
秦
漢
時
代
を
研
究
劉
象
と
す
る
者
ー
に
封
し
て
大
い
な
る
一
繭

音
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
、
氏
に
は
、
既
述
の
ご
と
く
「
材
官
放
」
の
ご
と
き

本
著
に
登
載
さ
れ
て
い
な
い
名
篇
の
数
々
が
あ
る
。
今
後
世
に
問
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
諸
論
考
と
併
せ
て
、
そ
れ
ら
も
一
書
の
内
に
ま
と
め
て
欲
し
い
も
の
で
あ

る。
終
り
に
評
者
の
批
評
が
雑
駁
で
怒
意
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
著
者
及

び
諸
家
に
針
し
深
く
お
わ
び
申
し
上
げ
た
い
。一

九
八
二
年
ニ
月
東
京
創
文
祉

A
五
版
七
三
人
頁

八
五

O
O園
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福
永
光
司
編

『
中
園
中
世
の
宗
教
と
文
化
』

蜂

匡

ヂE

夫

本
書
は
、
京
都
大
皐
人
文
科
象
研
究
所
に
お
け
る
、
一
九
七

O
年
か
ら
七
五

年
に
か
け
て
の
共
同
研
究
「
階
唐
の
思
想
と
祉
曾
」
の
研
究
成
果
を
土
蓋
と

し
、
そ
れ
を
七
九
年
か
ら
三
年
聞
の
共
同
研
究
「
陪
唐
時
代
の
道
教
と
傍
数
」

の
研
究
成
果
に
よ
っ
て
補
っ
た
も
の
、
と
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
十
篇
の
論
文

の
内
容
は
、
冒
頭
の
一
篇
を
の
ぞ
い
て
す
べ
て
併
数
を
中
心
と
し
た
考
察
で
あ

り
、
か
な
ら
ず
し
も
研
究
班
の
名
穏
や
本
書
の
表
題
に
割
腹
し
た
も
の
で
は
な

い
。
ひ
き
つ
づ
き
刊
行
さ
れ
る
と
い
う
「
惰
唐
時
代
の
道
教
と
傍
数
」
の
研
究

報
告
を
あ
わ
せ
て
、
こ
の
表
題
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
が
具
備
さ
れ
る
と
思
わ
れ

る。
右
の
よ
う
に
、
内
容
は
ほ
と
ん
ど
傍
敬
を
中
心
と
し
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る

併
数
拳
の
専
門
的
で
は
あ
る
が
狭
い
規
野
か
ら
の
研
究
で
は
な
く
、
歴
史
皐
や

文
皐
な
ど
を
も
ふ
ま
え
、
思
想
史
、
社
舎
史
、
文
化
史
な
ど
と
有
機
的
に
関
連

づ
け
よ
う
と
す
る
庚
い
腕
野
か
ら
の
考
察
で
あ
る
黙
に
特
色
が
あ
る
。
編
者
も

い
う
よ
う
に
、
こ
う
し
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
や
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の

い
み
で
も
本
書
は
劃
期
的
な
意
義
を
も
っ
。
し
か
も
、
十
論
文
は
高
水
準
の
専

門
的
な
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
一
番
を
通
じ
て
の
均
質
の
書
評
は
-
評
者
に
は
到

底
な
し
が
た
い
。
本
書
の
活
用
は
、
個
々
の
研
究
者
が
そ
の
関
心
に
感
じ
て
批

創
刊
的
か
つ
十
分
に
本
書
と
と
り
く
む
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
あ
る

べ
き
「
書
評
」
も
そ
の
ば
あ
い
に
ま
か
せ
て
、
こ
こ
で
は
ご
く
大
ま
か
な
意
見
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を
の
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

十
篇
の
論
文
に
統
て
ア
1
マ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
全
般

で
右
の
よ
う
な
特
色
を
も
ち
、
一

書
と
し
て
の
雰
閤
気
を
も
も
っ
て
い
る
。
数

篇
の
論
文
に
は
事
柄
が
雁
行
し
て
お
り
、
相
互
に
参
照
す
れ
ば
よ
り
深
い
理
解

が
え
ら
れ
よ
う
。
以
下
、
順
を
お
っ
て
み
て
い
こ
う
。

官
頭
の
一
隅
永
光
司
「
遁
数
に
お
け
る
天
神
の
降
臨
授
誠
ー
ー
そ
の
思
想
と
信

仰
の
源
流
|
|
」
だ
け
は
道
数
の
問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
『
貌
書
』
緯
老
志
の
、

冠
謙
之
に
老
子
〈
太
上
老
君
〉
が
降
臨
し
て
天
書
を
さ
ず
け
た
と
い
う
記
事
に

つ
き
、
そ
れ
を
道
教
史
上
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
中
園
思
想
史
に
淵
源
し
た
も

の
で
あ
る
。
冠
謙
之
の
ば
あ
い
が
史
書
に
み
え
る
最
-初
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
張

陵
へ
の
降
臨
の
縫
承
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
張
陵
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
考

見
し
、
老
子
の
紳
格
化
、
紳
仙
に
よ
る
授
誠
、
降
臨
の
目
的
、
神
仙
の
住
居
、

降
臨
の
際
の
陪
従
者
、
の
五
黙
に
わ
け
て
中
園
思
想
史
と
の
関
連
を
検
討
し
て

い
る
。
太
上
老
君
の
稽
呼
の
成
立
と
そ
の
天
紳
化
に
つ
い
て
は
と
く
に
あ
た
ら

し
い
見
解
は
な
い
よ
う
だ
。
太
上
老
君
に
よ
る
数
誠
授
奥
に
つ
い
て
は
、
『
老

子
想
爾
注
』
や
『
太
卒
経
』
を
み
た
あ
と
、
『
論
衡
』
の
天
神
授
誠
の
記
述
、

さ
ら
に
前
漢
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
識
緯
思
想
と
関
連
づ
け
て
い
る
。
こ
の
へ
ん
の

事
柄
は
、
初
期
遁
数
お
よ
び
道
敬
前
史
の
問
題
と
し
て
認
識
し
て
お
く
べ
き
で

あ
ろ
う
。
た
だ
、
た
と
え
ば
『
太
卒
経
』
に
つ
い
て
、
論
者
は
き
わ
め
て
素
朴

な
規
定
を
し
て
扱
っ
て
い
る
貼
、
い
さ
さ
か
気
に
な
る
。
他
の
道
教
経
典
に
つ

い
て
も
事
情
は
お
な
じ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
時
貼
で
は
、

種
々
の
資

料
を
騒
使
し
て
庚
い
視
野
か
ら
道
教
教
理
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
貼
を

こ
そ
評
償
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
史
籍
を
縦
横
に
渉
狐
し
て
博
引
努
註
す
る
論
風

は
、
ま
さ
に
論
者
の
濁
援
場
で
あ
る
。

識
緯
の
思
想
か
ら
さ
ら
に
『
書
経
』
に

み
ら
れ
る
上
帝
天
神
の
数
誠
に
い
き
つ
く
。
つ
ぎ
の
、
降
臨
の
目
的
の
検
討
に

お
い
て
も
、
そ
の
目
的
か
地
上
の
救
済
に
あ
る
と
し
て
、
太
上
老
君
に
裁
き
の

一
柳
の
性
格
を
よ
み
と
り
、
そ
の
源
流
を
や
は
り
『
詩
経
』
や
『
書
経
』
の
天
一
帝

天
紳
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
数
誠
を
輿
え
る
こ
と
自
慢
に
裁
き
の
思
想
が

内
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
二
事
の
源
流
が
関
連
す
る
の
は
嘗
然
で
あ

ろ
う
。
昆
福
山
に
つ
い
て
は
、
道
数
史
的
に
は
前
漢
武
一
帝一
に
よ
る
上
帯
、
太
一

紳
の
祭
記
と
、
昆
出
岡
山
の
一
柳
仙
信
仰
を
上
限
と
す
る
と
い
う
の
は
手
が
た
い
論

調
で
あ
り
、
随
従
者
に
つ
い
て
、
雲
龍
を
寅
一帝
の
笠
仙
侍
読
と
、
龍
虎
を
錬
丹

術
と
関
連
づ
け
て
い
る
の
は
、
興
味
あ
る
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
ら
五
黙
の
分
析

か
ら
み
る
か
ぎ
り
、
定
謙
之
や
張
陵
へ
の
天
神
の
降
臨
授
誠
の
問
題
は
、
そ
の

源
流
を
雨
漢
か
ら
『
詩
経
』
『
書
経
』
の
背
に
わ
た
っ
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
が

わ
か
り
、
そ
こ
に
は
じ
め
て
中
園
思
想
史
の
な
か
に
道
数
数
理
皐
が
位
置
づ
け

ら
れ
て
く
る
、
と
み
て
い
る
。
た
だ
、
道
教
と
し
て
は
こ
れ
ら
の
要
素
に
分
解

で
き
な
い
な
に
か
が
あ
る
は
ず
で
、
そ
れ
こ
そ
道
数
思
想
史
を
成
立
さ
せ
る
根

底
だ
、
と
も
い
え
よ
う
。

吉
川
忠
夫
「
併
は
心
に
在
り
|

|
「
白
黒
論
」
か
ら
挑
崇
の
「
遺
令
」
ま
で

|
|
」
は
、
玄
宗
靭
の
宰
相
で
あ
っ
た
銚
崇
の

「遁
令
」
を
題
材
と
し
、
例
数

へ
の
言
及
を
手
が
か
り
と
し
て
、
五
世
紀
以
来
の
士
大
夫
の
併
教
信
仰
と
非
信

仰
の
問
題
を
考
察
し
て
い
る
。
例
数
と
政
治
と
の
関
わ
り
に
注
目
し
、
併
数
信

仰
と
非
信
仰
の
姿
を
な
る
べ
く
蛍
時
の
祉
曾
の
中
に
客
観
的
に
位
置
づ
け
よ
う

と
し
て
い
る
が
、
こ
の
姿
勢
は
他
の
論
文
に
も
多
く
共
通
す
る
。
そ
の
観
貼
か

ら
み
る
と
、
「
遺
令
」
の
要
黙
は
、
稼
迦
の
正
法
に
か
え
る
こ
と
と
、
劉
宋
・

慧
琳
の

「白
黒
論
」
を
よ
む
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
こ
と
と
に
あ
る
よ
う
だ
が
、

そ
の
ほ
か
に
も
、
南
北
朝
以
来
の
遁
令
を
検
討
し
て
、
例
数
儀
礎
か
死
の
儀
躍

に
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
く
さ
ま
、
家
訓
と
し
て
の
機
能
、
薄
葬
の
問
題
な
ど
を

論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
武
掌
時
代
の
過
度
の
崇
併
欣
況
と
あ
わ
せ
て
、
閣
時
突
ら
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の
排
俳
論
、
秋
仁
傑
ら
の
批
剣
か
ら
「
遁
令
」
へ
と
論
黙
を
絞
っ
て
い
き
、
そ

れ
ら
に
共
逼
の
特
徴
と
し
て
、
造
寺
遁
像
な
ど
は
有
震
の
法
で
併
は
心
の
外
に

は
存
し
な
い
こ
と
、
造
寺
な
ど
の
た
め
に
生
民
を
使
役
す
る
の
は
併
の
教
え
に

そ
む
く
こ
と
、
併
に
つ
か
え
て
も
災
摘
を
得
た
例
が
多
い
こ
と
、
と
い
う
主
張

を
抽
出
す
る
。
し
か
ら
ば
、
「
遺
令
」
の
意
義
は
、
結
局
「
白
黒
論
」
の
意
義

を
護
掘
し
た
一
黙
に
か
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
い
で
「
白
黒
論
」
の

検
討
に
う
つ
り
、
宗
幅
削
の
「
難
白
黒
論
」
に
及
ぶ
。
こ
の
へ
ん
の
問
題
に
つ
い
て

は
他
に
論
文
も
あ
り
、
論
者
も
あ
ま
り
深
い
り
し
て
い
な
い
が
、
「
難
白
黒
論
」

と
の
論
理
的
な
か
か
わ
り
に
つ
き
、
論
者
自
身
の
分
析
を
開
き
た
く
も
あ
る
。

し
か
し
議
論
は
、
「
白
黒
論
」
の
よ
う
な
併
品
以
内
部
か
ら
の
批
剣
は
大
勢
を
し

め
な
か
っ
た
、
と
い
う
方
向
に
展
開
さ
れ
、
楊
街
之
の
見
解
を
介
在
さ
せ
な
が

ら
、
「
白
黒
論
」
と
「
遺
令
」
と
を
有
篤
虚
妄
設
と
い
う
黙
で
関
連
づ
け
、
そ

の
背
後
に
稗
の
興
隆
を
想
定
し
て
し
め
く
く
っ
て
い
る
。
全
健
と
し
て
地
味
な

論
調
な
が
ら
、
十
分
に
納
得
の
い
く
論
旨
で
あ
る
。
た
だ
、
「
遁
令
」
の
時
代

背
景
に
稗
の
興
隆
を
想
定
す
る
の
は
よ
い
が
、
論
者
も
い
う
よ
う
に
「
遺
令
」

に
は
直
接
の
言
及
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
稗
の
要
素
を
強
調
す
る

と
、
な
ぜ
「
白
黒
論
」
に
と
く
に
言
及
し
た
か
の
い
み
が
暖
昧
に
な
り
は
し
な

し
カ三

浦
園
雄
「
慧
速
に
お
け
る
中
園
的
思
惟
」
の
目
標
は
、
い
か
に
し
て
中
園

に
傍
数
が
受
容
さ
れ
た
か
を
、
中
園
的
思
惟
の
中
か
ら
、
慧
遠
を
例
と
し
て
み

る
こ
と
に
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
は
普
通
の
も
の
で
あ
り
、
本
書
の
中
で

は
俸
統
的
な
論
風
で
あ
る
。
慧
遠
の
「
沙
門
不
敬
王
者
論
」
形
蚤
神
不
滅
を
題

材
に
、
形
一
脚
、
一
柳
情
関
係
を
抽
出
し
、
先
秦
以
来
の
中
園
固
有
思
想
の
形
一
料
、

紳
情
論
と
の
関
連
を
探
っ
て
い
る
。
形
紳
論
や
一
例
情
論
〈
停
統
的
に
は
性
論
、

心
性
論
〉
は
、
中
園
思
想
史
の
な
か
で
も
蓄
積
あ
る
分
野
で
あ
り
、
こ
の
論
文

の
論
述
は
や
や
資
料
の
羅
列
に
か
た
む
き
-
新
味
に
と
ぼ
し
い
。
慧
時
速
の
思
想

も
、
因
果
論
な
ど
に
つ
い
て
は
す
で
に
か
な
り
研
究
が
あ
る
。
だ
が
、
爾
者
を

関
連
さ
せ
、
慧
遠
の
観
念
を
先
行
思
想
と
比
較
す
る
意
園
は

4

十
分
に
は
た
さ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
懇
毒
か
、
な
ぜ
、
感
懸
に
よ
っ
て
紳
は
冥
々
の
う

ち
に
輪
廻
を
流
枯
押
す
る
と
し
た
か
は
、
ま
さ
に
慧
遠
の
思
想
の
按
心
と
も
い
う

べ
き
も
の
で
、
中
園
固
有
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
の
貼
に
切
り
こ
ん
だ
論

者
の
視
黙
は
正
鵠
を
射
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
論
者
も
い
う
よ
う

に
、
こ
の
あ
た
り
の
慧
遠
の
論
理
は
難
解
で
あ
り
、
論
者
も
一
態
の
分
析
を
し

て
い
る
が
、
「
明
報
廃
論
」
の
こ
と
ば
自
慢
に
語
ら
せ
る
あ
た
り
、
や
は
り
若

干
誘
明
不
足
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

慧
遠
の
い
う

「
使
紳
」
や
「
凝
紳
」
に
ふ
れ
、

「一柳
」
の
純
化
を
「
泥
痘
」
と
す
る
慧
遠
の
考
え
は
、
老
薙
の
「
養
紳
の
遁
」
-

と
ほ
と
ん
ど
お
な
じ
だ
、
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
黙
も
い
さ
さ
か
説
明
不
足
だ

ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「
阿
枇
曇
心
序
」
の
「
有
に
即
し
て
以
て
無
を
悟
り
」
と

い
う
表
現
な
ど
、
す
こ
ぶ
る
紋
切
り
型
な
が
ら
、
た
ん
な
る
修
鮮
な
の
か
、
そ

れ
と
も
深
い
い
み
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
こ
れ
ら
は
け
っ

し
て
容
易
な
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

興
謄
宏
「
文
心
雌
龍
と
出
三
歳
記
集
ー
ー
そ
の
秘
め
ら
れ
た
交
渉
を
め
ぐ
っ

て
|
|
」
は
、
雨
書
を
分
析
し
て
『
出
三
磁
記
集
』
(
以
下
『
三
蔵
』
と
略
す
〉

に
劉
繊
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
論
詮
し
た
も
の
で
あ
る
。
六
朝
文
阜
の

専
門
家
で
あ
る
論
者
は
、
関
係
す
る
従
来
の
研
究
を
批
判
門
的
に
十
分
に
ふ
ま
え

な
が
ら
、
例
数
史
家
、
思
想
史
家
が
容
易
に
は
手
を
だ
せ
な
い
領
域
に
お
い

て
、
資
料
を
自
在
に
活
用
し
て
そ
の
論
詮
に
成
功
し
て
い
る
。
か
な
り
長
篇
の

論
文
で
あ
る
が
、
快
調
な
テ
ン
ポ
と
明
断
な
論
理
で
、
そ
の
長
さ
を
感
じ
さ
せ

な
い
。
ま
ず
『
文
心
雌
龍
』
〈
以
下
『
文
心
』
と
略
す
〉
の
文
心
の
語
に
慧
遠

の
「
阿
枇
曇
心
序
」
と
の
欄
連
を
考
え
、
『
三
歳
』
が
か
な
ら
ず
し
も
す
べ
て
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信
祐
自
身
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
分
析
し
、
つ
い
で
四
以

下
で
『
一
ニ
臓
』
に
劉
錨
の
手
が
入
っ
て
い
る
こ
と
を
、
線
序
の
分
析
か
ら
論
ず

る
が
、
『
文
心
』
に
特
徴
的
な
語
索
、
成
句
が
線
序
に
頻
出
す
る
家
例
に
は
読

得
力
が
あ
る
。
つ
い
で
、
総
序
と
同
様
に
『
文
心
』
に
も
数
調
な
ど
を
用
い
た

分
析
的
表
現
か
多
い
こ
と
を
み
て
の
ち
、
総
序
の
「
胡
漢
語
経
音
義
同
異
記
」

と
、
劉
磁
の
「
滅
惑
論
」
、
『
文
心
』
練
字
篇
の
あ
い
だ
に
、
言
語
表
現
と
思
想

と
の
閥
連
に
つ
い
て
共
通
し
た
方
法
論
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
、
「
同

異
記
」
が
「
異
論
呪
術
、
言
語
文
字
は
、
皆
是
れ
併
設
な
り
」
と
し
て
併
設
に

牧
飲
す
る
の
に
射
し
、
「
滅
惑
論
」
は
「
孔
・
樟
は
教
え
殊
な
れ
ど
も
道
契
し
}

と
し
て
、
孔
・
穆
の
同
異
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
り
、
方
向
性
が
違
う
。
こ

の
遠
い
は
、
後
出
の
本
源
の
問
題
と
も
か
ら
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
七
以
下
の
後

半
で
は
、
『
文
心
』
の
分
析
に
硯
黙
が
う
つ
る
が
、
評
者
に
は
、
後
牟
は
前
半

の
で
き
ば
え
に
及
ば
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
文
心
』
の
根
源
的
な
原
理
の

問
題
と
し
て
、
構
成
の
問
題
か
ら
、
経
書
の
文
章
に
回
蹄
す
る
こ
と
、
文
健
の

淵
源
を
歴
史
的
に
究
め
よ
う
と
す
る
関
心
な
ど
、
と
く
に
規
範
意
識
と
回
婦
の

思
想
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
一
八
四
頁
で
「
天
な
る
「
道
」
が

聖
人
と
い
う
超
越
者
を
媒
介
と
し
、
言
語
の
力
に
よ
っ
て
人
の
世
界
に
普
遍
化

さ
れ
る
と
い
う
論
理
は
、
「
聖
人
」
の
語
を
「
併
」
に
置
き
か
え
れ
ば
、
そ
の

ま
ま
例
数
者
の
論
理
と
し
て
も
‘
通
用
す
る
」
と
い
う
が
、
聖
人
を
「
天
師
」
に

お
き
か
え
れ
ば
、
『
太
卒
経
』
(
あ
る
い
は
太
卒
道
教
〉
の
論
理
と
し
て
も
通
用

す
る
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
あ
げ
足
と
り
に
す
ぎ
な
い
が
、
論
者
の

い
う
「
回
婦
の
論
理
」
が
で
で
き
て
、
『
文
心
』
の
基
本
原
理
を
象
徴
す
る
こ

と
ば
と
し
て
「
原
始
要
終
」
に
焦
貼
が
絞
ら
れ
て
く
る
あ
た
り
、
前
牟
の
絢
燭

た
る
論
調
と
か
わ
っ
て
、
ど
う
も
単
調
な
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
評
者
は
『
文

心
』
に
つ
い
て
論
ず
る
資
格
は
な
い
け
れ
ど
も
、
分
析
的
論
理
を
駆
使
し
、
修

僻
に
み
ち
た
定
型
的
文
鐙
を
も
っ
て
書
か
れ
た
文
章
が
、
「
回
鯨
」
の
精
紳
だ

け
で
説
明
が
つ
く
よ
う
に
も
思
え
な
い
の
だ
が
。
十
一
以
下
は
「
原
始
要
移
」

を
媒
介
と
し
て
ふ
た
た
び
併
数
関
係
の
著
述
と
の
関
連
を
採
っ
て
結
び
と
す
る

が
、
論
理
が
若
干
荒
っ
ぽ
い
。
本
源
捜
求
の
態
度
と
い
う
黙
で
、
師
の
信
祐
の

著
述
に
も
共
通
し
た
傾
向
を
よ
み
と
り
、
そ
の
底
流
に
正
統
へ
の
指
向
性
を
認

め
て
い
る
が
、
い
さ
さ
か
一
般
的
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
物
事
を
秩
序
.
つ
け
よ
う

と
す
る
と
き
に
本
源
に
湖
る
態
度
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
て
、
「
本
源
へ
の
関

心
の
強
さ
は
、
同
時
代
の
他
の
併
教
者
に
つ
い
て
み
て
も
決
し
て
珍
し
い
こ
と

で
は
な
い
」
(
一
二
六
頁
〉
と
す
れ
ば
、
劉
縄
ら
し
さ
は
ど
こ
に
求
め
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
本
末
思
想
に
言
及
し
、
道
家
思
想
と
三
激
論
争
に
ふ

れ
、
劉
織
が
崇
併
家
に
し
て
儒
家
的
教
養
に
も
た
け
て
い
た
黙
を
、
本
末
観
念

と
、
孔
・
緯
の
同
一
性
に
関
連
さ
せ
て
捉
え
て
い
る
。
た
だ
、
劉
誠
に
お
い
て

本
源
志
向
が
そ
れ
ほ
ど
強
力
で
、
一
貫
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
『
文
心
』
の
孔

源
か
ら
『
三
磁
』
の
併
源
へ
な
ぜ
か
わ
っ
た
の
か
、
二
二
七
l
入
頁
の
説
明
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
疑
問
と
し
て
残
る
。
ま
た
、
世
時
と
劉
縄
と
、
二
に

し
て
一
と
い
う
な
ら
、
『
三
歳
』
に
劉
組
ら
じ
さ
を
認
め
る
と
い
う
ど
と
自
鐙

ど
う
い
う
こ
と
か
、
い
さ
さ
か
脈
に
お
ち
な
い
感
じ
も
あ
る
。
お
も
う
に
、
後

半
は
本
源
・
回
蹄
で
わ
り
き
り
す
ぎ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

荒
牧
典
俊
「
南
朝
前
半
期
に
お
け
る
敬
相
剣
俸
の
成
立
に
つ
い
て
」
は
、
本

書
の
四
分
の
一
強
を
占
め
る
長
大
な
雄
篇
な
が
ら
、
率
直
に
い
っ
て
、
長
さ
は

別
と
し
て
も
、
文
気
論
-調
の
黙
で
-
評
者
の
手
に
あ
ま
る
。
論
者
に
は
、
中
園
の

社
告
聞
と
思
想
に
つ
い
て
壮
大
な
構
想
が
あ
り
、
各
章
の
は
じ
め
に
歴
史
朕
況
に

つ
い
て
の
記
述
-か
な
さ
れ
る
が
、
併
数
思
想
史
と
あ
ま
り
深
く
む
す
び
つ
い
て

い
る
と
は
思
え
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
ば
、
五
胡
十
六
園
以
来
、
北
方
中
園
で

「
皐
帝
纏
が
軍
事
権
力
化
し
て
く
る
と
と
も
に
、
皇
帝
も
も
と
よ
り
い
と
小
か
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文
化
的
権
威
で
あ
ろ
う
が
、
漢
人
貴
族
な
ど
も
、
そ
し
て
つ
い
に
は
ひ
と
り
ひ

と
り
の
人
聞
も
、
文
化
創
造
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
自
売
さ
ぜ
る
を
得
な
く
な

る
」
(
二
九
八
頁
〉
と
い
う
が
、
い
っ
た
い
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
得
た

の
か
。
こ
う
し
た
記
述
だ
け
で
も
評
者
は
つ
い
て
い
け
な
く
な
る
。
と
も
あ
れ
、

本
論
文
は
、
内
容
に
郎
せ
ば
、
西
五
日
か
ら
宋
斉
に
か
け
て
の
、
成
傍
(
あ
る
い

は
成
翠
人
〉
の
と
ら
え
方
の
思
想
史
的
展
開
と
、
そ
の
な
か
で
の
数
相
創
刊
緯
の

成
立
と
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
支
遁
に
お
い
て
あ
た
ら
し
い
聖
人
像
が
自
究

さ
れ
、
慧
遠
と
羅
什
の
問
答
に
お
い
て
甚
深
法
性
の
健
得
に
よ
る
成
併
が
い
わ

れ
、
信
叡
に
お
い
て
衆
生
が
傍
性
を
も
つ
こ
と
が
い
わ
れ
る
と
と
も
に
数
相
創
刊

穫
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
信
一
道
生
、
謝
霊
運
に
よ
っ
て
併
性
の
民
俗
ニ
諦
構
造
が

指
摘
さ
れ
、
劉
此
に
よ
っ
て
致
相
剣
四
梓
と
頓
悟
成
併
設
が
確
立
さ
れ
て
一
藤
の

結
着
を
も
っ
た
と
す
る
論
旨
は
、
俳
数
思
想
史
の
大
枠
と
し
て
傾
聴
す
べ
き
論

黙
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
信
叡
の
「
職
疑
」
を
思
想
史
的
に
位
置

づ
け
た
意
義
は
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
細
部
に
お
い
て

は
、
た
と
え
ば
三
五
九
頁
の
注
二
、
郭
象
の
思
想
に
つ
い
て
、
戸
川
芳
郎
論
文

な
ど
を
批
創
刊
し
て
、

-「
貴
族
階
級
自
身
の
自
己
肯
定
、
さ
ら
に
い
え
ば
人
間
的

自
立
を
求
め
よ
う
と
し
た
思
想
で
あ
っ
て
、
近
世
に
お
け
る
人
民
ひ
と
り
ひ
と

り
の
人
間
的
自
立
へ
の
一
階
程
」
と
し
て
い
る
が
、
評
者
も
か
つ
て
「
な
ど
」

の
一
つ
と
し
て
解
回
押
し
た
と
と
ろ
で
は
、
論
者
の
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。

こ
れ
は
思
想
の
と
ら
え
方
の
根
本
的
な
ち
が
い
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
慧
遠
の
思
想
に
つ
き
、
三
浦
論
文
が
そ
の
思
想
の
本
質
を
と
ら
え
ん
と
し

で
苦
闘
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
わ
ず
か
二
、
三
行
で
す
ま
し
て
い
る
。
資
料
を

祖
述
し
て
も
そ
の
論
著
の
本
質
は
明
確
に
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
ほ
ん
の
一
例
で

あ
る
が
、
長
大
な
論
文
の
わ
り
に
は
、
分
析
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
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小
南
一
郎
「
六
朝
惰
唐
小
説
史
の
展
開
と
併
教
信
仰
」
は
、
六
朝
惰
唐
期
の

小
説
的
な
作
品
に
射
す
る
併
数
信
仰
の
影
響
は
、

ζ

れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た

よ
り
も
ず
っ
と
大
き
い
こ
と
を
論
護
し
た
も
の
で
、
方
法
論
と
い
い
、
論
設
と

い
い
、
こ
の
方
面
に
う
と
い
評
者
に
も
十
分
納
得
が
い
き
、
教
え
ら
れ
る
と
と

du 

ろ
が
多
い
。
ま
ず
、
東
耳
目
・
謝
敷
の
『
光
世
音
際
験
記
』
を
再
編
し
た
劉
宋
・

停
亮
『
光
世
墨
田
騒
験
記
』
①
と
、
そ
れ
を
援
張
し
だ
張
演
『
績
光
世
一
音
臆
験
記
』

②
、
①
②
を
と
り
こ
ん
だ
南
舜
・
陸
呆
『
繋
概
世
正
日
間
際
記
』
③
の
三
つ
の
親
世

菅
直
肱
験
記
を
と
り
あ
げ
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
傍
教
信
仰
の
賀
態
を
み
る
?
①
に

は
、
霊
異
掘
調
に
ウ
い
て
そ
の
頁
貫
性
を
保
設
す
る
た
め
の
俸
承
経
路
の
注
記
が

あ
り
、
そ
れ
が
併
数
信
仰
を
共
通
に
す
る
交
友
関
係
で
あ
る
こ
と
が
い
わ
れ

る
。
こ
の
信
仰
は
、
方
術
的
あ
る
い
は
玄
皐
的
併
数
に
射
し
て
、
宗
教
信
仰
と

よ
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
と
い
う
の
は
、
蛍
時
の
紋
況
を
着
賞
に
ふ
ま
え
た

指
摘
で
あ
る
。
評
者
の
関
心
か
ら
い
え
ば
、
士
大
夫
の
併
数
信
仰
に
も
、
因
果

態
報
を
め
ぐ
る
議
論
の
う
ち
に
こ
の
信
仰
と
精
神
的
土
壌
を
お
な
じ
ぺ
す
る
も

の
が
看
取
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
ば
あ
い
、
戒
律
を
遜
守
す
る
こ
と

が
よ
い
態
報
の
脇
田
件
で
あ
る
が
、
『
慮
験
記
』
に
み
え
る
信
仰
も
、
戒
律
的
な

併
教
信
仰
を
基
盤
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
だ
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
②
に
つ
い

て
は
、
臆
験
諮
が
政
治
権
力
と
衝
突
す
る
こ
と
が
な
い
よ
ろ
に
襲
形
さ
れ
る
ば

あ
い
が
あ
る
こ
と
に
、
観
音
信
仰
の
土
大
夫
暦
へ
の
浸
透
を
よ
み
と
っ
て
い

る
。
③
に
つ
い
て
は
、
同
族
内
的
な
併
教
信
仰
を
背
景
と
し
た
読
話
集
で
あ
る

こ
と
を
論
詮
し
て
い
る
。
①
②
③
を
分
析
し
て
、
論
者
は
、
鶴
一
音
信
仰
が
絶
箇

紹
命
の
危
機
の
中
に
お
け
る
生
命
の
保
全
を
願
う
も
の
で
あ
り
、
運
命
共
同
鐙

的
な
人
々
の
集
圏
に
よ
っ
て
捻
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
し
て
い
る
。
民
衆

レ
ベ
ル
の
宗
教
や
思
想
の
寅
態
の
把
握
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
か
ら
、
と
の
指

摘
は
貴
重
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
『
際
験
記
』
の
封
極
に
志
怪
小
説
を
お
き
、
雨

。。
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者
の
聞
に
位
置
す
る
俳
激
的
設
話
集
と
し
て
南
斉
・
主
淡
『
冥
詳
記
』
を
と
り

あ
げ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
劉
比
し
つ
つ
、

多
く
の
興
味
深
い
指
摘
が
な
さ
れ

る
。
つ
い
で
、
志
怪
小
説
と
し
て
劉
宋
・
劉
義
獲
の
『
幽
明
録
』
と
、
そ
れ
に

近
い
併
数
説
話
集
『
宣
験
記
』
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
『
宣
験
記
』
が
皇
族
に
よ

る
儀
式
中
心
の
併
教
信
仰
を
あ
ら
わ
し
、
職
業
的
例
数
者
の
霊
異
諮
で
あ
る
こ

と
が
解
明
さ
れ
る
。
最
後
に
、
唐
初
の
併
数
設
話
集
で
あ
る
唐
臨
『
冥
報
記
』

を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
が
官
僚
生
活
で
の
読
話
を
中
心
と
す
る
こ
と
か
ら
、
停
奇

小
説
へ
の
移
行
の
可
能
性
を
論
じ
て
い
る
。
か
く
て
六
朝
と
唐
初
の
併
教
信
仰

を
あ
り
て
い
に
摘
出
し
、
あ
わ
せ
て
文
謬
史
上
の
常
識
に
頂
門
の
一
針
を
加
え

て
い
る
が
、
評
者
は
文
皐
史
に
う
と
い
の
で
、
そ
の
方
面
の
専
門
家
な
ら
別
の

見
方
も
あ
り
え
よ
う
。

川
勝
義
雄

「
中
図
的
新
俳
数
形
成
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

ー
ー
南
岳
慧
恩
の
場

合
|
|
」
は
、
北
貌
末
か
ら
北
湾
に
か
け
て
華
北
に
み
ら
れ
た
大
乗
例
数
へ
の

動
き
を
、
例
数
内
部
の
思
想
史
的
展
開
と
、
社
曾
的
篠
件
の
ニ
面
か
ら
、
南
岳

慧
恩
を
例
と
し
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
宗
教
者
の
情
熱
自
鐙
は
設
明
困
難

で
あ
る
が
、
本
論
文
は
内
面
的
外
面
的
に
そ
の
問
題
に
ふ
み
こ
ん
で
、
一
一
憾
の

イ
メ
ー
ジ
を
提
出
し
て
い
る
。
ま
ず
、
慈
思
四
四
歳
の
と
き
の
「
立
誓
願
文
」

に
末
法
の
時
代
認
識
と
、
自
己
を
俳
菩
薩
と
す
る
自
信
と
使
命
感
が
み
え
る
こ

と
に
注
目
し
、
そ
こ
に
至
る
思
想
遍
歴
を
、
『
績
高
信
俸
』
な
ど
を
手
が
か
り

に
調
べ
て
い
る
。
一
詑
悟
の
内
容
と
、
そ
の
寅
践
化
が
招
い
た
法
難
を
分
析
し
、

『
浬
繋
経
』
金
剛
品
に
含
ま
れ
る
大
乗
戒
思
想
が
主
種
的
寅
践
の
指
針
と
な
っ

た
と
し
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
危
険
思
想
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

説
明
は
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
が
、
た
だ
「
立
誓
願
文
」
に
み
え
る
包
掻
的
性

格
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
戦
闘
的
性
格
と
の
関
連
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
「
立

誓
願
文
」
に
は
、
道
敢
に
ち
か
い
要
素
も
あ
る
と
い
う
が
、
そ
れ
が
全
健
と
し

て
ど
ん
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
最
後
に
、
末

法
意
識
の
背
景
を
な
す
時
代
朕
況
が
絞
注
さ
れ
る
が
、
さ
す
が
に
手
な
れ
た
設

明
で
あ
る
。
そ
の
混
飢
の
中
で
慧
思
は
よ
く
「
自
性
清
浄
心
」
な
ど
確
認
で
き

た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
宗
教
者
た
る
所
以
で
あ
ち
ぅ
。
論
者
は
、
「
新

し
い
人
間
の
確
立
で
あ
り
褒
見
で
あ
っ
た
」
と
し
め
く
く
る
が
、
新
し
き
の
イ

メ
ー
ジ
は
い
ま
ひ
と
つ
あ
き
ら
か
で
な
い
。

愛
宕
元
「
惰
末
唐
初
に
お
け
る
蘭
陵
蒲
氏
の
併
数
受
容
」
は
、
草
凧
璃
を
中
心

に
し
て
粛
氏
一
一
族
の
傍
数
信
仰
を
描
い
た
も
の
。
全
般
に
や
や
並
列
的
で
あ
る

が
、
併
教
に
批
刷
門
的
な
太
宗
と
削
間
際
的
に
、
出
家
を
約
束
し
な
が
ら
翻
意
し
た

講
の
晩
年
の
心
情
を
、
そ
の
族
長
的
立
場
の
自
究
か
ら
設
い
て
い
る
あ
た
り
が

お
も
し
ろ
い
。
こ
れ
は
、
た
し
か
に
、
六
朝
末
惰
唐
初
の
南
朝
系
貴
族
の
傍
数

受
容
の
あ
り
か
た
を
象
徴
的
に
し
め
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

荒
井
健
「
初
唐
の
文
皐
者
と
併
数

l
l王
勃
を
中
心
と
し
て
1
|
|
」
は
、
初

唐
の
文
皐
者
と
併
数
と
の
関
わ
り
を
王
勃
を
例
に
考
察
し
た
も
の
。
勃
が
師
事

し
た
人
物
、
勃
の
勝
文
、
詩
な
ど
に
よ
っ
て
、
不
透
明
な
併
教
の
影
を
遁
跡
し
、

そ
の
文
章
に
末
法
の
現
世
へ
の
嘆
曙
か
あ
る
こ
と
か
ら
、
浄
土
思
想
の
影
響

ゃ
、
『
観
経
』
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
い
る
。
一
方
、
勃
の
文
章
に
は
ま
た

唐
朝
の
太
卒
の
世
を
謡
歌
す
る
も
の
が
あ
り
、
末
法
一
意
識
と
の
関
わ
り
に
つ
い

て
論
者
は
別
に
分
析
し
て
い
な
い
が
、
勃
の
併
教
が
ど
の
程
度
本
物
か
、
凡
夫

の
救
済
を
求
め
る
心
情
が
は
た
し
て
勃
に
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
な
ど
を
み
る
た

め
に
は
、
や
は
り
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
つ
だ
・
き
う
き
ち
の
見
解

が
否
定
さ
れ
た
こ
と
は
よ
い
と
し
て
も
、
勃
の
信
仰
の
貧
態
は
い
さ
さ
か
不
分

明
で
あ
る
。

璃
波
護
「
唐
中
期
の
併
数
と
園
家
」
は
、
武
掌
・
玄
宗
靭
百
年
開
の
、
併
教

の
受
容
と
園
家
の
封
躍
を
論
じ
て
い
る
。
ま
ず
、
潟
経
践
に
み
え
る
浄
土
信
仰
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の
貧
態
を
、
敦
建
本
『
観
無
量
車
問
経
』
、
と
く
に
ス
タ
イ
ン
本
一
五
一
五
携
を

中
心
に
検
討
し
、
そ
れ
ら
の
潟
経
の
目
的
ゃ
、
『
観
一
音
経
』
と
の
関
係
、
惰
唐

以
後
に
お
け
る
浄
土
教
と
観
音
信
仰
の
飛
躍
的
援
展
を
み
て
い
る
。
議
論
は
天

授
の
邪
三
寅
に
お
よ
ん
で
、
天
授
と
は
武
周
の
天
授
の
革
命
の
こ
と
で
は
な

く
、
提
婆
蓬
多
の
漢
詩
名
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
信
行
が
三
階
数

主
と
な
っ
て
異
法
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
箇
の
議
文
を
根
援
と
す
る

武
后
朝
の
傍
数
政
策
と
は
同
列
に
並
ば
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
れ
て
み

れ
ば
ま
こ
と
に
晶
画
然
の
指
摘
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
造
像
銘
を
資
料
と
し
て
、
唐
初

の
併
教
信
仰
の
寅
態
を
み
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
塚
本
善
隆
「
龍
門
石
窟
に

現
れ
た
る
北
貌
傍
数
」
を
ふ
ま
え
、
そ
れ
を
確
認
、
設
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
い
で
、
玄
宗
朝
の
併
数
政
策
を
検
討
し
て
い
る
が
、
資
料
と
し
て
『
燭
府
元

盆
』
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
黙
は
、
傍
数
史
家
が
と
く
に
傾
聴
す
べ
き
事

柄
で
あ
ろ
う
。
論
者
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
た
と
え
ば
奔
君
父
の
問
題
に
つ

い
て
、
資
料
の
扱
い
に
よ

っ
て
は
正
反
針
の
結
論
を
だ
す
お
そ
れ
さ
え
あ
る
の

で
あ
る
か
ら
。
か
く
て
本
論
文
は
、
寓
経
の
年
代
や
詔
敷
設
布
の
年
代
、
教
名

や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
を
訂
正
し
つ
つ
、
論
題
に
し
め
さ
れ
た

こ
と
の
寅
態
を
あ
き
ら
か
に
し
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
諸
分
野
の
協
力
な
し
に
は

皐
聞
は
な
か
な
か
客
観
的
な
成
果
を
も
ち
え
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ

る。
以
上
十
篇
の
論
文
に
よ
っ
て
、
六
朝
か
ら
惰
唐
に
か
け
て
の
宗
教
(
主
と
し

て
併
敬
〉
と
祉
舎
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
を
大
き
く
前
進
さ

せ
、
あ
ら
た
な
視
角
を
創
出
し
た
こ
と
は
確
寅
で
あ
ろ
う
。
個
人
の
論
文
集
と

ち
が
っ
て
切
り
こ
み
の
領
域
と
方
法
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
か
ら
、
宗
数
と
祉
舎

に
つ
い
て
玄
煙
筒
に
印
象
づ
け
ら
れ
る
反
面
、
評
者
の
力
量
は
不
問
と
し
て

も
、
一
書
と
し
て
の
書
評
は
は
な
は
だ
困
難
で
あ
る
。
的
は
ず
れ
の
論
評
も
多

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
書
の
い
み
は
讃
者
た
る
個
々
の
研
究
者
が
そ
の
閥
心
に

し
た
が
っ
て
こ
の
十
論
文
を
批
剣
的
に
活
用
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
論
者
た
ち

も
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

一
九
八
二
年
三
月

京
都
大
皐
人
文
科
皐
研
究
所
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