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紳
遣
と
は
何
か
、
と
い
ふ
問
に
樹
し
て
は
、
そ
の
歴
史
の
す
べ
て
を
暴
げ
て
こ
れ
に
答
ふ
る
の
外
は
な
い
で
あ
ら
う

が
、
そ
の
歴
史
に
嘗
て
見
る
時
わ
れ
一
は
そ
こ
に
明
か
に
二
つ
の
方
面
の
存
す
る
こ
と
に
氣
付
く
。
邸
ち
一
つ
は
國

初
の
昔
よ
り
傳
は
る
と
さ
れ
て
み
る
と
こ
ろ
の
紳
祇
の
祭
祀
崇
敬
、
並
に
そ
れ
に
閣
饗
し
そ
れ
ら
を
維
持
し
て
行
く
と

こ
ろ
の
諸
々
の
行
爲
慣
警
或
は
制
度
施
設
の
如
き
も
の
、
帥
ち
い
は
い
行
爲
或
は
事
書
と
し
て
の
棘
遣
で
あ
り
、
今
一
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つ
は
そ
れ
ら
の
帥
祇
の
書
士
そ
の
他
に
撃
て
の
種
々
の
ロ
四
所
傳
或
は
意
見
論
説
等
よ
b
、
更
に
そ
れ
に
基
く
と
こ
ろ

の
機
々
の
行
儀
規
範
の
如
き
も
の
ま
で
を
も
含
め
て
、
い
は
や
ロ
ゴ
ス
穿
ち
言
葉
と
し
て
の
神
髄
で
あ
る
。
今
日
日
常

の
用
語
と
し
て
聯
道
と
い
ふ
言
葉
の
語
ら
れ
る
と
き
人
は
往
々
稗
狡
く
主
と
し
て
こ
の
後
の
一
面
、
邸
ち
わ
が
國
の
帥

の
崇
敬
を
中
心
と
す
る
特
別
の
敢
説
の
み
に
限
っ
て
了
解
し
て
み
る
や
う
で
あ
る
が
、
併
し
か
、
る
激
説
と
雄
も
決
し

て
た
謡
単
に
そ
れ
の
み
に
於
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
必
ず
そ
の
立
つ
と
こ
ろ
の
地
盤
と
し
て
、
ま
た
そ
の
駿
説
の
志
向

す
る
理
想
と
し
て
何
等
か
の
行
爲
或
は
事
實
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
そ
れ
に
就
て
特
に
言
ふ
べ
き
何
等
の

貸
下
激
説
も
な
い
と
こ
ろ
の
察
認
行
事
の
如
き
も
の
に
あ
っ
て
も
、
必
ず
そ
れ
自
ら
の
中
に
そ
れ
を
支
へ
る
と
こ
ろ
の

ロ
ゴ
ス
を
含
ん
で
み
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

　
総
じ
て
わ
が
國
の
道
と
い
ふ
言
葉
が
常
に
か
、
る
二
重
の
意
味
を
捲
っ
て
み
る
こ
と
は
、
か
の
歌
滋
と
い
ひ
創
滋
と

い
ひ
そ
の
他
す
べ
て
撹
と
名
の
つ
く
と
こ
ろ
の
も
の
に
於
て
鋤
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
最
近
西
田
博
士
が

日
本
武
士
道
に
就
て
の
小
遣
雛
鞍
に
於
て
極
め
て
明
快
に
説
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
博
士
は
右
の
論
文

に
於
て
日
本
の
武
士
道
な
る
も
の
は
、
武
士
階
級
が
常
に
そ
の
時
代
よ
り
一
つ
過
去
の
時
代
の
事
實
、
帥
ち
歴
史
的
事
實

め
上
に
自
己
自
身
を
認
讃
し
、
そ
の
膿
験
を
通
し
て
先
人
の
前
言
難
行
を
當
來
の
身
代
に
劃
す
る
一
の
規
範
に
ま
で
昂

め
た
も
の
で
あ
る
、
…
経
っ
て
そ
れ
は
何
よ
り
も
歴
史
的
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
全
き
姿
は
そ
れ
故
に
武
士
が
武
士
た

る
こ
と
を
止
揚
し
た
と
こ
ろ
の
明
治
時
代
に
な
っ
て
始
め
て
最
も
明
確
に
さ
れ
た
も
の
な
る
こ
．
と
を
説
か
れ
た
。
わ
れ

（2）



わ
れ
は
こ
れ
と
同
じ
比
論
を
帥
通
に
就
て
も
試
み
う
る
と
思
ふ
Q
即
ち
万
宝
と
い
ふ
も
の
も
亦
懸
去
よ
り
の
傳
統
．
で
あ

る
と
こ
ろ
の
指
紙
の
祭
飛
崇
敬
を
も
と
、
し
て
そ
の
上
に
｝
つ
の
共
同
耐
會
が
証
會
と
し
て
の
共
同
の
意
欲
．
を
懲
識
し

そ
の
証
會
の
統
一
と
相
星
再
訂
の
爲
の
規
範
を
立
て
ん
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
且
そ
れ
は
古
代
の
氏
族
制
度
魁
會
か
ら

中
世
の
杜
落
共
同
態
の
如
き
も
の
を
経
て
近
代
國
五
爵
家
の
成
立
す
る
に
至
っ
て
そ
の
意
義
を
一
面
大
き
く
す
る
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。
從
っ
て
紳
滋
な
る
も
の
は
た
や
遇
去
に
於
け
る
わ
が
國
民
の
信
仰
で
あ
り
、
道
徳
で
あ
り
、
宗
敏

で
あ
っ
た
と
い
ふ
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
現
在
な
ほ
生
け
る
も
の
、
獲
展
し
つ
、
あ
る
も
の
で
あ
り
、
將
來
に

亙
っ
て
常
に
そ
の
意
昧
を
改
め
行
く
も
の
で
あ
る
こ
と
、
わ
れ
一
は
ま
つ
研
究
に
先
立
っ
て
思
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

換
言
す
れ
ば
わ
れ
一
の
市
道
研
究
の
態
度
は
何
よ
り
も
ま
つ
歴
史
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
訟
。

　
然
る
に
、
こ
れ
に
開
聯
し
て
特
に
注
意
せ
ら
る
、
こ
と
は
今
日
一
般
に
塗
盆
を
論
ず
る
人
々
が
往
々
に
し
て
中
世
の

棘
道
を
全
く
そ
の
親
野
の
外
に
お
い
て
み
る
か
の
如
く
に
思
は
る
、
黙
で
あ
る
。
こ
れ
今
日
の
神
詣
家
な
る
も
の
が
直

接
そ
の
系
統
を
近
世
に
於
け
る
復
古
國
學
者
に
引
い
て
み
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
か
の
本
居
乾
田
等
の
愈
愈
が
中
世
紳
撹

の
否
定
の
上
に
成
立
っ
て
る
る
も
の
な
る
こ
と
は
言
あ
ら
淀
め
て
説
く
を
要
し
な
い
こ
と
で
あ
ら
う
。
然
る
に
私
は
今

寧
ろ
主
と
し
て
こ
の
中
世
神
滋
を
主
眼
に
紳
道
一
般
の
基
本
的
性
格
を
考
へ
て
み
よ
う
と
思
ふ
。
，
蓋
し
中
世
に
あ
っ
て

は
、
所
謂
事
實
と
し
て
の
紳
滋
と
言
葉
と
し
て
の
淋
滋
と
が
最
も
密
爾
の
關
係
に
あ
り
、
そ
の
令
堂
的
暴
騰
の
理
解
の

爲
に
極
め
て
露
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
惟
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
に
は
必
然
に
國
富
者
の
立
場
を
超
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え
た
一
層
高
次
の
立
場
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら
う
。
そ
は
外
な
ら
澱
、
彼
等
に
よ
っ
て
却
け
ら
れ
た
儒
佛
を
、
そ
の
紳

道
の
形
成
書
展
に
於
け
る
意
義
を
、
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
で
あ
う
、
ま
た
今
目
の
紳
墨
家
に
於
て
往
々
忘
れ
ら
れ
て

み
る
ロ
ゴ
ス
の
地
盤
と
し
て
の
事
實
、
郎
証
愈
と
の
開
聯
を
確
に
把
握
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
つ
順
序
と
し
て
古
代
に
於
け
る
紳
滋
の
性
格
に
就
て
考
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
古
代
に
於
け
る
芸
道
、
所
謂
古
憩
撹
或
は
原
始
憩
溢
な
る
も
の
を
考
へ
る
時
、
人
は
直
ち
に
わ
が
國
固
有
の
信
仰
を
説

か
う
と
す
る
。
郎
ち
古
代
に
於
て
は
所
謂
惟
帥
の
遊
が
紳
な
が
ら
も
行
は
れ
た
と
考
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ま
た
近
世
復
古
國
講
者
達
が
中
世
榊
滋
に
於
け
る
種
々
の
誉
者
や
強
辮
を
捨
て
㌧
記
紀
萬
葉
等
の
上
に
古
代
の
精
紳

を
見
よ
う
と
し
た
と
き
始
め
て
下
さ
れ
た
解
散
で
あ
っ
た
P
併
し
な
が
ら
わ
が
國
固
有
と
は
果
し
て
何
か
と
の
吟
味
は

姑
ぐ
お
い
て
、
抑
々
何
が
惟
榊
の
滋
で
あ
っ
た
か
と
問
ふ
な
ら
ば
、
そ
は
畢
覧
古
代
人
が
自
ら
の
行
爲
し
實
了
す
る
と

こ
ろ
を
以
て
師
紳
な
が
ら
な
り
と
信
じ
、
惟
紳
な
り
と
思
惟
し
た
と
す
る
外
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
、
そ
こ
に
既
に
わ
れ

一
は
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
汐
留
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
私
は
今
直
ち
に
惟
棘

の
滋
を
言
ふ
こ
と
を
お
い
て
、
ま
つ
行
爲
或
は
實
践
と
し
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
達
道
を
考
へ
て
み
た
い
と
患
ふ
。
そ
の

場
合
わ
れ
一
は
普
通
の
歴
史
家
に
於
け
る
方
法
、
邸
ち
記
紀
萬
葉
等
の
古
典
の
み
を
資
料
と
す
る
文
献
學
的
方
法
に

の
み
と
や
ま
る
こ
と
が
出
歯
す
、
廣
く
わ
れ
一
が
現
在
膿
験
す
る
と
こ
ろ
の
事
實
、
就
中
民
俗
内
的
な
盗
四
七
を
基
礎
と

（4）



す
る
と
こ
ろ
の
考
察
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
方
法
論
上
の
問
題
に
締
て
は
こ
、
に
詳
論
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
け
れ
ど

も
、
こ
の
立
場
の
正
當
な
る
こ
ど
は
所
謂
文
…
鮮
麗
的
方
法
と
雛
も
實
は
そ
の
根
祇
に
現
在
に
於
け
る
騰
験
を
豫
想
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
ふ
な
ら
ば
多
く
期
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

　
然
ら
ば
わ
れ
一
は
何
を
以
て
虚
血
と
し
て
の
紳
滋
の
中
核
と
認
む
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
私
は
そ
れ
は
察
祀
と
い
ふ

こ
と
の
外
に
な
い
と
思
ふ
。
然
ら
ば
祭
祀
と
は
何
で
あ
ら
う
か
。

　
祭
記
郎
「
ま
つ
り
」
と
い
ふ
言
葉
は
「
ま
つ
ろ
ふ
」
と
い
ふ
言
葉
を
聞
に
置
い
て
服
毒
或
は
奉
仕
の
義
を
そ
の
根
幹
と
す

る
も
の
で
あ
る
と
、
古
典
學
者
は
説
い
て
み
る
。
こ
の
解
繹
は
恐
ら
く
多
く
的
を
は
つ
れ
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
Q

併
し
な
が
ら
わ
れ
一
は
か
、
る
語
義
の
盤
索
よ
う
も
も
っ
と
端
的
に
具
禮
的
な
祭
そ
の
も
の
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
意
図
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
わ
れ
一
に
遺
さ
れ
た
古
代
の
祭
飛
に
關
す
る
文
獄
は
、
例
へ
ば
紳
紙

今
に
せ
よ
、
延
暦
儀
式
帳
に
せ
よ
、
ま
た
延
喜
式
に
せ
よ
、
い
つ
れ
も
そ
の
性
質
よ
り
し
て
公
に
制
度
と
し
て
定
め
ら

れ
淀
祭
殿
の
次
第
を
記
す
に
と
や
ま
っ
て
祭
祀
そ
の
も
の
、
意
味
に
就
て
は
何
等
述
ぶ
る
と
こ
ろ
が
な
い
が
、
こ
れ
は

寧
ろ
そ
れ
が
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
自
明
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ら
う
。
わ
れ
一
は
却
っ
て
聖
代
の
物
語

と
し
て
傳
へ
ら
れ
る
天
岩
戸
の
前
に
於
け
る
儀
式
の
如
き
に
於
て
一
腰
正
し
く
古
代
に
於
け
る
祭
の
姿
と
、
そ
の
意
昧

と
を
嵩
み
と
る
こ
と
が
禺
來
る
の
で
あ
る
。
帥
ち
祭
に
は
も
と
よ
り
恒
例
臨
時
の
別
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
趣
旨
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ひ
な
め

と
こ
ろ
に
從
っ
て
大
小
の
差
も
附
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
要
す
る
に
紳
と
人
と
の
相
嘗
を
通
じ
て
實
現
さ
れ
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る
棘
人
の
合
一
和
樂
を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
祭
に
先
ん
じ
て
行
は
れ
る
諸
々
の
潔
齋
精

進
は
帥
ち
こ
の
合
一
の
爲
の
必
要
な
る
條
件
で
あ
り
、
祭
時
に
於
け
る
音
遣
舞
踊
（
郎
ち
語
語
の
本
來
の
意
味
に
於
け

る
あ
そ
び
）
は
と
り
も
な
ほ
さ
す
紳
人
和
樂
の
表
現
で
あ
っ
た
。

　
而
し
て
か
、
る
皆
人
合
一
に
於
て
入
と
は
勿
論
軍
な
る
書
入
若
し
く
は
少
数
の
司
祭
者
で
は
な
く
し
て
一
の
共
同

態
、
具
膿
的
に
い
へ
ば
…
の
氏
族
な
り
、
郷
村
な
り
の
全
膿
で
あ
っ
た
Q
そ
の
こ
と
は
漕
に
爆
げ
た
と
こ
ろ
の
天
岩
戸

の
前
の
儀
に
慌
て
入
百
萬
の
斯
々
が
紳
集
ひ
に
つ
ど
う
た
と
さ
れ
る
に
於
て
も
、
ま
π
紳
武
天
皇
が
鳥
見
澱
駿
時
に
於

て
天
紳
地
祇
を
祭
ら
れ
た
と
き
八
十
俘
緒
を
峯
み
て
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
い
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
祭
祀
が
軍
な
る

個
人
の
禮
弄
や
所
願
と
異
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
縫
ひ
祭
の
儀
式
を
執
行
ふ
も
の
は
神
聖
な
る
司
祭
者
と
し
て
の
氏
上
や
　
6
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

或
は
皆
人
の
如
き
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
祭
瀧
の
眞
の
塞
膿
と
な
る
も
の
は
一
つ
の
氏
族
な
り
郷
村
な
り
の
全
成
員

と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
凹
し
て
か
、
る
氏
人
や
郷
民
等
は
祭
に
於
け
る
帥
と
の
合
一
を
契
機
と
し
て
ま
た
自
ら
相
互

に
氏
族
或
は
郷
村
と
し
て
の
統
一
を
意
識
し
た
の
で
あ
っ
て
、
祭
祀
が
年
々
季
節
を
定
め
て
繰
返
へ
さ
れ
る
こ
と
は
、

邸
ち
共
同
態
が
常
に
そ
の
統
｝
を
新
に
す
る
所
以
で
あ
っ
た
。
か
く
て
祭
に
は
そ
の
主
膿
と
し
て
共
詞
態
が
あ
る
の
み

で
な
く
そ
の
志
向
の
中
に
ま
た
共
奇
態
を
豫
嘉
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
へ
よ
う
。

　
翻
っ
て
瀞
に
就
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
上
に
説
く
と
こ
ろ
よ
り
必
然
に
考
へ
ら
れ
る
が
如
く
、
そ
の
共
圃
態
（
氏

族
な
り
郷
村
な
り
）
の
精
紳
的
中
心
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
實
膿
的
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
多
く
問
ふ



と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
邸
ち
そ
れ
は
氏
族
や
郷
村
の
共
同
的
生
活
の
中
に
生
き
て
み
る
も
の
で
あ
り
、
祭
認
に
予
て

自
ら
を
顯
は
す
も
の
で
あ
っ
た
。
言
換
へ
れ
ば
そ
れ
は
人
間
と
は
別
個
に
そ
れ
自
膿
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く

人
間
に
於
て
あ
り
、
入
間
に
謝
し
て
現
は
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
が
國
の
帥
と
は
何
か
と
い
ふ
問
題
に
恥
し
て
、
或

は
カ
ミ
な
る
語
義
よ
り
説
明
し
よ
う
と
し
、
或
は
榊
と
呼
ば
れ
る
諸
々
鋤
象
か
ら
そ
の
性
質
を
齢
饗
し
て
例
へ
ば
難
異

　
　
　
　
　
か
し
こ

あ
る
も
の
と
か
畏
き
も
の
と
か
抽
象
し
よ
う
と
す
る
、
多
く
の
入
々
に
よ
っ
て
今
な
ほ
繰
返
へ
さ
れ
て
み
る
と
こ
ろ
の

論
議
は
い
つ
れ
も
紳
と
い
ふ
も
の
を
人
間
よ
り
切
離
し
て
そ
れ
自
膿
と
し
て
そ
の
性
質
を
考
へ
よ
う
と
す
る
黙
に
鞭
て

そ
の
方
法
を
誤
「
つ
て
み
る
。
わ
れ
一
は
寧
ろ
た
い
紳
と
は
灘
ら
る
、
も
の
と
言
ふ
を
至
當
な
り
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

即
ち
今
少
し
く
簾
密
に
言
は
や
紳
と
は
記
ら
る
、
に
於
て
現
は
る
、
も
の
、
或
は
現
は
る
、
に
於
て
記
ら
る
、
も
の
と

す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

　
か
や
う
に
い
ふ
と
き
、
入
は
そ
は
た
や
帥
に
就
て
の
形
式
的
な
一
面
を
言
ひ
現
は
す
に
と
や
ま
っ
て
、
そ
れ
一
の

紳
が
そ
の
祀
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
黒
し
て
或
は
輯
紳
で
あ
り
、
或
は
守
勢
帥
で
あ
る
と
こ
ろ
の
内
容
を
見
落
し
て
み
る

こ
と
を
各
め
る
か
も
知
れ
濾
。
併
し
な
が
ら
わ
れ
一
は
古
代
に
於
て
瀧
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
輝
々
が
果
し
て
い
ふ
と
こ

ろ
の
如
く
そ
れ
一
の
氏
族
の
報
神
で
あ
り
、
又
そ
の
崇
舞
す
る
守
護
神
で
あ
っ
た
か
、
否
か
、
そ
の
黙
は
姑
く
問
は

す
、
明
に
聖
書
と
認
む
べ
き
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
π
い
人
よ
り
祀
ら
る
、
黙
に
於
て
の
み
紳
で
あ
り
、
そ
の
他

の
黙
に
於
て
は
全
く
人
に
異
な
ら
な
い
こ
と
を
見
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
も
紳
と
考
へ
る
な
ら
ば
出
自
ら
が
ま
た

　
　
　
　
聯
道
の
基
本
的
性
絡
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
第
三
號
　
　
四
四
三

（7）



　
　
　
　
紳
甦
の
墓
本
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
馨
　
第
三
號
　
　
四
四
四

紳
を
灘
る
と
い
ふ
二
重
の
潮
煮
を
見
る
こ
と
、
な
る
の
で
あ
る
。
最
も
明
瞭
な
例
を
と
る
な
ら
ば
、
天
照
大
業
は
い
ふ

ま
で
も
な
く
皇
室
の
租
棘
で
あ
り
、
古
く
よ
り
奪
も
重
く
崇
め
ら
れ
た
帥
で
あ
っ
た
が
、
帥
代
史
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
大
七
赤
親
ら
淋
を
認
る
爲
に
齋
服
屋
に
於
て
紳
衣
を
織
ら
せ
給
う
た
と
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
く
は
そ
こ
に

大
淋
が
自
ら
司
祭
者
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
夙
く
故
高
木
敏
雄
氏
に
よ
っ

て
、
注
意
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
最
近
ま
た
和
辻
哲
郎
博
士
が
そ
こ
に
着
目
し
て
上
代
に
於
け
る
帥
の
意
義
の
特
殊
、

性
に
去
て
の
示
唆
深
き
所
見
を
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
師
ち
博
士
は
「
思
想
晶
鉾
轟
鱗
、
に
載
せ
ら
れ
た
右

の
論
交
に
於
て
わ
が
上
代
に
於
い
て
祀
ら
る
、
と
こ
ろ
の
沸
は
常
に
何
等
限
定
せ
ら
る
、
こ
と
な
き
紳
秘
力
と
し
て
そ

の
御
母
の
極
め
て
明
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
紳
の
意
志
を
述
べ
傳
へ
る
と
こ
ろ
の
紳
垂
な
る
司
祭
者
は
唯
一
入

に
集
中
し
て
み
る
、
そ
れ
が
師
ち
天
皇
で
あ
り
、
天
皇
は
融
意
の
宣
布
者
と
し
て
親
ら
も
亦
騨
と
崇
め
ら
れ
だ
、
而
し

て
こ
の
天
皇
を
与
し
て
現
は
れ
る
と
こ
ろ
の
書
意
な
る
も
の
は
畢
寛
國
民
の
全
面
意
志
を
反
映
す
る
も
の
に
外
な
ら
な

か
っ
た
で
あ
ら
う
と
述
べ
ら
れ
て
み
る
。
郎
ち
そ
の
意
は
古
代
に
於
け
る
棘
は
軍
に
信
仰
の
、
ま
し
て
知
識
の
、
醤
象

と
し
て
あ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
胤
會
生
活
の
中
に
生
け
る
も
の
と
し
て
、
即
ち
い
は
や
主
・
膿
と
し
て
あ
っ
た
こ
と

を
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
か
く
淋
が
實
質
的
に
阻
確
な
る
限
定
を
有
た
な
い
こ
と
は
逆
に
そ
れ
が
如
何
な
る
形
を
も
と
り
う
る
こ
匙
で
あ
っ

た
。
言
換
へ
れ
ば
帥
は
歴
吏
と
共
に
そ
の
形
を
新
し
く
し
う
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
郎
ち
、
わ
が
國
の
騨
は
世
界
の
創
造

（8）



者
と
し
て
劫
初
よ
り
絶
封
不
墾
に
そ
れ
自
ら
と
し
て
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
人
類
の
救
蝋
管
と
し
て
此
の
世
よ
り

隔
絶
せ
る
十
萬
億
土
の
彼
岸
に
あ
る
と
い
ふ
が
如
き
も
の
で
も
な
く
、
正
し
く
わ
れ
一
の
歴
史
の
中
に
自
ら
を
現
は

す
も
の
で
あ
っ
た
。

　
然
ら
ば
か
く
の
如
き
神
は
意
識
の
上
に
於
て
如
何
に
把
握
さ
れ
た
で
あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
三

　
重
三
な
る
文
字
は
肉
入
も
知
る
如
く
用
明
天
皇
紀
に
「
天
皇
信
佛
法
、
奪
帥
遣
」
と
あ
る
を
以
て
初
見
と
し
、
尋
で
ま

淀
孝
徳
天
皇
紀
に
「
尊
墨
法
、
輕
雲
上
」
と
あ
る
に
見
る
如
く
常
に
佛
法
と
相
亡
し
て
用
ひ
ら
る
、
所
で
あ
る
。
こ
れ
從

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
2

前
何
等
名
づ
く
べ
き
要
の
な
か
っ
た
も
の
が
、
新
に
外
よ
b
異
質
的
な
る
も
の
、
入
駈
る
に
至
っ
て
、
始
め
て
自
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

行
ふ
と
こ
ろ
を
明
確
に
意
識
せ
る
こ
と
を
示
す
も
の
な
る
こ
と
言
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
古
代
人
が
自
分
の
踏
む
と
こ
ろ

の
溢
を
帥
な
が
ら
な
り
と
信
せ
ん
と
し
た
こ
と
は
決
し
て
こ
の
時
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
。
蓋
し
古
代
の

氏
族
制
度
趾
會
な
る
も
の
は
上
に
述
ぶ
る
如
く
紳
を
中
心
と
す
る
｝
の
祭
祀
共
同
態
で
あ
り
、
そ
こ
に
於
て
恩
氏
族
の

豊
麗
意
志
は
常
に
帥
の
意
志
と
し
て
受
入
れ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
然
も
所
謂
惟
瀞
の
道
と
は
輩
に
か
く
登
膿
意
志
を

画
意
に
蹄
せ
ん
と
す
る
も
の
た
る
に
と
や
ま
ら
す
…
進
ん
で
そ
の
紳
を
以
て
自
己
の
祀
帥
と
考
へ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
，

た
。
わ
が
國
の
神
道
の
特
色
が
正
先
崇
拝
に
あ
る
と
す
る
最
も
重
く
行
き
わ
た
っ
た
見
解
は
一
に
こ
の
黙
に
そ
の
根
回

を
お
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
限
に
於
て
敢
て
誤
．
と
い
ふ
こ
と
は
出
営
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
は
今
少
し
く

　
　
　
　
聯
滋
の
基
本
的
性
格
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
遣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　
第
三
號
　
　
四
四
五



　
　
　
　
騨
甦
の
幕
志
小
的
盤
絡
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巷
　

第
一
｛
一
號
　
　
　
悶
門
岡
皿
ハ

鰻
密
に
反
省
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
所
謂
氏
帥
な
る
も
の
が
、
必
ず
し
も
一
般
に
信
せ
ら
れ
て
る
る
が
如
く
、

各
氏
族
の
事
實
上
の
客
先
を
魂
つ
た
も
の
と
限
ら
な
い
こ
と
既
に
多
く
の
人
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
は
普
蓮

に
後
世
に
点
て
産
土
紳
と
相
混
乱
す
る
に
至
っ
た
結
果
な
る
か
の
如
く
に
も
説
か
れ
て
み
る
が
、
そ
れ
と
て
も
必
ず
し

も
事
實
と
は
合
致
し
な
い
Q
わ
れ
く
は
氏
紳
と
は
か
の
氏
寺
、
氏
院
等
の
薦
呼
の
如
く
、
輩
に
氏
に
於
て
麗
ら
る
、

と
こ
ろ
の
紳
の
意
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
轟
蕪
蓑
郵
書
の
寧
ろ
穏
當
な
る
を
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
然

も
重
要
な
の
は
か
く
氏
騨
が
事
實
そ
の
氏
の
組
先
な
り
や
否
や
の
黙
で
は
な
く
し
て
各
氏
族
が
己
が
熱
る
と
こ
ろ
の
紳

を
以
て
夫
々
自
ら
の
麗
先
な
り
と
信
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
○
郎
ち
か
、
る
組
紳
の
観
念
は
要
す
る
に
一
の
氏
族
に
於
て

現
在
の
事
實
と
し
て
そ
の
共
同
生
活
の
中
に
生
き
て
み
る
と
こ
ろ
の
帥
の
カ
を
、
意
識
の
上
に
果
て
過
去
の
観
照
に
結

び
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、
言
換
へ
れ
ば
各
氏
族
が
そ
の
統
一
と
存
在
の
根
肥
を
過
去
に
於
け
る
着
々
の
意
志
、
行
爲

に
求
め
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
の
紳
武
天
皇
が
大
和
李
定
の
偉
業
を
完
成
し
て
將
に
橿
原
に
宮
を
璽
め
給
は
ん
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
メ
ノ
カ
ミ

る
時
、
思
し
て
「
上
剴
生
乾
鑑
授
レ
國
之
徳
一
、
下
則
弘
皇
孫
養
レ
正
之
心
こ
と
仰
せ
ら
れ
た
と
す
る
は
、
書
紀
の
記
述
の
表

に
激
て
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
衡
に
誌
代
怒
に
皇
帆
の
紳
勅
が
あ
り
、
今
天
皇
が
こ
れ
に
答
へ
噛
給
は
ん
と
す
る
意
を
述
べ

た
も
の
な
る
こ
と
明
か
で
あ
る
が
、
事
實
上
よ
り
す
る
な
ら
ば
天
皇
が
薗
ら
の
偉
業
を
紳
意
に
基
く
も
の
と
信
じ
、
そ
の

逮
成
に
よ
っ
て
更
に
顧
帥
の
意
志
を
認
甚
し
給
う
た
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
而
し
て
か
く
の
如
き
開
係
の
表
明
が
即
ち
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
国
道
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
く
歴
史
の

（10）



形
を
と
る
も
の
で
あ
ら
う
。
わ
れ
一
は
記
紀
の
編
修
に
先
立
っ
て
各
氏
々
に
そ
れ
一
そ
の
氏
と
し
て
紳
よ
り
の
傳

承
を
物
語
る
歴
史
を
有
っ
て
み
た
こ
と
を
知
っ
て
み
る
。
か
の
齋
部
氏
の
古
語
拾
遺
の
如
き
は
偶
々
、
そ
の
後
に
出
で

、
今
日
に
傳
へ
ら
る
、
に
至
っ
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
追
々
に
於
け
る
帥
よ
り
の
傳
承
の
物
語
こ
そ
古
代
に

於
け
る
買
ゴ
ス
と
し
て
の
脚
道
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
か
の
祝
詞
の
如
く
恐
ら
く
は
垂
々
の
祭
ご
と
に
氏
人
の
前
に
宣
説

か
れ
、
氏
と
し
て
の
統
一
を
強
固
な
ら
し
め
る
意
昧
を
有
っ
て
み
た
の
で
あ
ら
う
。

　
淋
道
が
膀
多
難
醗
宗
敏
と
異
り
、
珂
聯
繋
問
の
解
脆
救
濟
な
説
く
こ
と
な
く
、
ま
索
特
に
個
人
の
道
徳
行
爲
に
就
て
も
赤
き
5
5
、
清
き
心
以
外
多
く
教
へ

　
る
と
こ
ろ
の
な
い
こ
と
、
屡
々
そ
の
特
質
の
一
と
考
へ
ら
れ
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
紳
道
の
實
践
的
意
味
ほ
か
く
の
如
き
共
同
艦
の
統
一
、
そ
の
杢
魏
性

　
の
維
持
、
獲
展
存
志
向
す
る
黙
に
求
め
ら
る
べ
身
・
で
あ
ら
・
り
。

　
然
る
に
今
日
わ
れ
一
が
見
る
と
こ
ろ
に
於
て
は
か
く
の
如
き
家
々
の
所
傳
は
皇
家
の
歴
史
と
し
て
の
神
代
史
の
中
．

に
吸
牧
同
化
さ
れ
て
み
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
の
基
礎
に
各
氏
族
の
私
の
祭
祀
が
國
家
の
察
認
に
統
合
せ
ら
れ
る
に
至
つ

淀
宇
宙
上
の
歴
史
を
豫
溢
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
一
は
そ
こ
に
古
代
の
帥
滋
が
一
郭
明
瞭
に
歴
史
と
し
て

の
性
格
を
と
る
に
至
っ
た
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。
わ
が
帥
代
史
が
如
何
に
し
て
成
立
し
た
か
の
問
題
は
も
と
よ
り
叢

に
簡
…
箪
に
説
き
つ
く
さ
る
べ
き
限
で
は
な
い
が
、
少
く
と
も
そ
れ
が
縛
に
組
紳
の
観
念
に
就
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
じ

論
理
を
以
て
、
現
在
の
事
實
と
し
て
存
す
る
廃
家
の
統
一
、
氏
族
制
度
軋
會
の
存
在
の
根
慷
を
過
去
の
聯
々
の
中
に
求

め
ん
と
す
る
要
請
に
出
つ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
き
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
軍
に
天
上
に
假
想
さ
れ
た
帥
々

の
世
界
の
物
語
で
は
な
く
、
ま
し
て
紳
の
義
と
愛
と
を
説
く
爲
に
設
け
ら
れ
た
方
便
の
樂
土
の
叙
述
で
は
な
く
し
て
、

　
　
　
　
紳
道
の
塞
本
的
性
絡
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榊
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正
し
く
一
つ
の
歴
吏
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
っ
そ
の
意
味
は
導
爆
の
行
衛
が
た
や
過
去
に
曾
て
現
生
に
あ
っ
た
こ
と
、
し

て
述
べ
ら
れ
て
み
る
こ
と
の
み
を
い
ふ
の
で
は
な
く
し
て
、
實
に
そ
の
事
實
と
現
在
郎
ち
人
の
代
と
の
繋
が
り
が
考
へ

ら
れ
て
る
る
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
つ
な
が
り
の
意
識
の
事
實
的
基
礎
は
直
接
に
は
帥
々
の
祭
瀧
に
於
て
與

へ
ら
れ
る
も
の
な
る
こ
と
ま
た
説
く
を
要
し
な
い
で
あ
ら
う
。

　
惟
ふ
に
そ
の
祀
る
と
こ
ろ
の
紳
を
以
て
己
が
租
先
な
う
と
考
ふ
る
猶
与
紳
．
の
槻
念
は
必
ず
し
も
濁
り
、
わ
が
國
古
代

に
於
け
る
信
仰
の
中
に
の
み
存
す
る
に
あ
ら
す
し
て
、
臨
く
所
謂
農
耕
文
化
圏
に
属
す
る
諸
民
族
に
就
て
見
出
し
う
る

と
こ
ろ
、
夏
に
は
一
般
に
ト
テ
ミ
ズ
ム
の
証
會
に
ま
で
も
推
及
し
て
考
へ
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
組
三
国
の

信
禦
・
ゴ
ス
と
し
て
、
わ
蘇
陽
史
に
見
る
如
－
；
の
歴
に
ま
で
照
叩
め
ら
れ
た
・
と
は
確
に
わ
薗
の
み
に
於
倒

て
認
め
ら
る
、
と
こ
ろ
、
わ
れ
一
が
そ
こ
に
腰
弱
の
基
本
的
な
性
格
を
考
へ
ん
と
す
る
こ
と
も
十
分
許
さ
る
べ
き
で

あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
上
述
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
私
は
極
め
て
概
略
で
は
あ
る
が
ほ
や
古
代
に
於
け
る
土
遊
な
る
も
の
、
基
本
的
な
性
格

を
明
に
し
え
た
と
思
ふ
、
か
く
の
如
き
性
格
は
そ
の
後
の
歴
史
を
一
貫
し
て
今
日
に
至
る
ま
で
胆
道
の
基
底
に
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
普
通
世
入
が
近
世
國
學
者
と
共
に
、
中
世
に
於
て
は
佛
激
蝶
理
の
附
會
や
儒
敏
的
解
繹
に
よ
っ
て

古
習
道
の
相
が
歪
曲
せ
ら
れ
、
或
は
隠
蔽
せ
ら
れ
た
か
の
如
く
考
へ
て
る
る
の
は
な
ほ
皮
相
の
見
を
ま
ぬ
が
れ
訟
も
の



と
思
ふ
。
以
下
私
は
そ
の
鮎
を
明
に
し
た
い
と
思
ふ
Q

　
中
世
細
細
の
根
幹
を
な
す
も
の
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
本
地
垂
　
の
激
理
で
あ
っ
た
。
然
る
に
本
地
垂
遊
説
な
る
も
の

は
、
わ
が
國
の
神
は
本
譜
佛
で
あ
り
、
衆
生
湿
度
の
爲
に
和
光
同
塵
、
樺
に
此
國
土
に
化
現
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る

本
意
の
説
に
せ
よ
、
ま
た
後
に
そ
れ
を
翻
し
て
わ
が
國
の
騨
こ
そ
根
本
で
あ
り
、
佛
は
そ
の
垂
　
で
あ
る
と
す
る
論
議

に
せ
よ
、
要
す
・
る
に
脚
と
佛
と
の
間
に
本
塗
或
は
樺
實
の
關
係
を
説
か
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
な
ほ
約
言
す
れ
ば
紳

と
佛
と
の
本
源
的
一
致
を
言
へ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
神
ぞ
の
も
の
、
實
質
的
性
質
師
ち
紳
の
囑
性
に
簸
て
の
立
言
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
ノ

な
か
っ
た
。
師
ち
そ
れ
は
か
の
西
洋
の
紳
學
に
於
け
る
が
如
く
紳
の
忙
し
さ
の
論
議
で
も
な
く
、
ま
た
紳
の
愛
の
説
示

で
も
な
く
、
況
ん
や
憩
そ
の
も
の
、
存
在
に
就
て
の
論
謹
と
い
ふ
が
如
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
一
つ
の

淋
の
本
地
を
如
何
な
る
佛
に
擬
定
す
る
か
蕪
就
て
確
た
る
標
準
の
な
か
っ
た
こ
と
に
惟
て
も
容
易
に
考
へ
え
ら
れ
る
で

あ
ら
う
。
師
ち
元
來
わ
が
國
の
紳
は
そ
の
薦
性
に
就
て
醤
象
的
に
明
確
な
意
識
を
敏
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
前
章
に
も

述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
ほ
強
ひ
て
之
を
言
へ
ば
火
の
淋
迦
具
土
と
い
ひ
、
水
の
憩
水
岡
女
と
い
ひ
、
ま
た
豊
受
大

聯
宮
を
以
て
五
穀
の
紳
と
し
、
八
幡
宮
を
以
て
辛
抱
と
す
る
と
い
ふ
が
如
く
、
そ
れ
く
そ
の
主
た
る
性
質
な
り
、
職

分
な
り
に
就
て
考
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
り
、
殊
に
佛
菩
薩
に
至
っ
て
は
最
・
も
明
確
に
そ
れ
一
そ
の
本
性
並
に
形
相

に
曾
て
の
規
定
が
あ
っ
た
に
か
、
は
ら
す
、
紳
と
佛
と
の
本
　
の
關
係
の
設
定
に
當
っ
て
は
か
、
る
性
質
相
互
の
近
似

類
同
が
多
く
顧
慮
せ
ら
れ
た
ら
し
く
考
へ
ら
れ
す
多
く
は
大
臼
、
聯
迦
、
藥
師
、
観
音
、
阿
彌
陀
等
最
も
普
通
に
信
仰
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あ
る
佛
菩
薩
の
み
が
之
に
煮
て
ら
れ
、
屡
々
同
一
の
帥
が
薫
る
時
は
大
H
と
考
へ
ら
れ
搾
る
時
は
芸
濃
と
考
へ
ら
れ
た

こ
と
既
藩
餐
士
が
多
あ
霧
に
就
て
謹
一
奪
ら
発
と
こ
ろ
で
あ
・
。
聯
繕
顎
楚
・
の
・
と
は
要
す
・
に

本
地
垂
泌
説
に
よ
っ
て
わ
が
國
の
紳
が
根
本
的
に
は
何
等
の
攣
化
を
被
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
寧
ろ
そ
こ
に
わ

れ
一
は
却
っ
て
佛
菩
薩
が
そ
の
本
來
の
特
性
を
忘
却
さ
れ
て
、
ほ
と
け
な
る
黙
に
一
機
化
さ
れ
、
そ
の
ほ
と
け
は
ま

た
紳
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
日
本
化
し
て
來
て
る
る
こ
と
を
見
る
の
で
あ
る
。

　
か
や
う
に
本
地
垂
遊
説
な
る
も
の
が
本
署
帥
の
性
質
に
就
て
語
る
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
梵
学
通
に
於
け

る
意
義
は
果
し
て
い
っ
こ
に
あ
る
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
、
思
ふ
に
そ
れ
は
そ
の
説
が
紳
の
縁
起
を
説
く
も
の
な
る
と

・
ろ
嘗
め
ら
ゑ
き
で
あ
愚
論
の
難
・
慰
す
・
三
つ
の
黒
蟻
就
て
そ
の
禦
何
時
如
何
琵
現
し
拗
個

講
さ
れ
、
ま
た
如
何
な
る
神
徳
を
あ
ら
は
し
紳
威
を
示
し
た
か
の
物
語
で
あ
り
、
所
謂
本
地
佛
と
の
細
事
は
そ
の
化
現
拗

請
に
先
立
っ
て
語
ら
れ
、
或
は
そ
の
紳
徳
紳
威
の
根
元
と
し
て
説
か
れ
て
み
る
の
で
あ
る
○
そ
れ
は
紳
の
緑
起
と
は
い

ひ
な
が
ら
、
要
は
紳
と
人
と
の
因
縁
、
結
合
の
陶
係
の
歴
史
で
あ
る
○
緑
野
と
い
ふ
言
葉
は
本
來
随
縁
密
生
の
意
で
あ

り
、
そ
れ
は
自
然
界
に
於
け
る
軍
な
る
因
果
閣
係
（
今
日
自
然
科
學
に
於
て
考
へ
ら
れ
る
が
如
き
）
の
系
列
と
は
異
っ
た

入
間
界
に
於
て
、
今
現
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
就
て
問
ひ
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
過
去
の
山
來
因
縁
で
あ
る
。
邸
ち
そ

れ
こ
そ
上
総
説
く
と
こ
ろ
の
意
味
に
於
て
正
し
く
一
つ
の
歴
史
で
あ
っ
た
。
わ
れ
一
は
、
中
世
の
縁
筆
談
が
そ
の
騨

の
思
置
に
先
立
っ
て
本
地
佛
と
し
て
の
山
程
を
説
く
と
こ
ろ
、
そ
の
性
質
に
以
て
あ
た
か
も
欝
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
紳
代



吏
の
性
質
と
似
る
も
の
あ
る
を
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
中
世
丈
學
と
し
て
三
曲
の
詞
章
が
同
じ
く
か
く
の
如
き
構
造
た
有
っ
て
み
る
、
、
と
も
併
ぜ
て
溢
意
ぜ
ら
ろ
べ
き
こ
と
で
あ
ら
う
。
郎
ち
謡
曲
の
梅
成
ほ
一

　
般
に
最
初
に
ま
つ
あ
ろ
事
件
が
あ
り
、
次
に
そ
の
間
み
に
よ
っ
て
亡
鎗
が
現
に
れ
、
或
は
翁
が
綴
づ
ろ
等
の
こ
と
あ
っ
て
そ
の
口
な
通
し
て
昔
の
由
來
、

　
因
線
が
語
り
明
さ
れ
、
か
・
る
過
去
の
歴
史
ん
知
る
こ
と
に
よ
つ
て
最
初
の
事
件
に
あ
る
結
末
が
與
へ
ら
れ
ろ
と
い
ふ
形
た
取
っ
て
み
る
。

　
而
し
て
中
世
に
於
て
は
か
く
の
如
き
歴
史
郎
ち
縁
起
を
説
く
こ
と
が
直
ち
に
紳
道
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
た
こ
と
は
、

堂
時
行
は
れ
た
入
幡
熊
野
以
下
諸
々
の
縁
起
談
を
憂
く
輯
難
し
た
安
居
院
の
書
冊
が
帥
遜
集
と
も
紳
滋
書
と
も
名
づ
け

ら
れ
て
み
る
に
徴
し
て
端
的
に
言
ひ
う
る
と
こ
ろ
で
め
り
、
更
に
同
様
の
例
を
と
れ
ば
、
中
世
紳
滋
書
中
最
も
重
要
な

五
部
書
を
始
め
、
當
時
の
紳
道
書
が
多
く
某
々
本
線
、
某
本
源
等
の
名
を
以
て
命
ぜ
ら
れ
て
る
る
こ
と
を
も
暴
げ
ら
る

で
あ
ら
う
。
既
に
か
の
吉
田
緑
亀
の
如
き
も
か
、
る
縁
起
説
を
中
核
と
す
る
紳
溢
を
特
に
本
透
縁
起
融
道
と
名
づ
け
て

そ
の
特
質
を
明
確
に
縛
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。
師
ち
そ
の
言
ふ
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
所
謂
本
遊
縁
起
帥
道
と
は
「
某
宮
某

魁
、
化
現
降
臨
拗
欝
血
來
、
就
　
縁
起
之
虞
緒
一
、
構
二
胤
之
秘
三
一
、
以
倉
淡
路
相
承
一
、
繕
稟
世
之
祠
官
一
、
將
亦
修
二
本
地

之
法
墜
、
准
丙
清
里
之
理
乱
、
捧
営
営
之
出
殻
、
備
外
清
浮
之
儀
式
こ
と
い
は
を
も
璽
じ
あ
っ
た
。
鍵
鍵

　
併
し
な
が
ら
右
の
如
く
た
や
縁
起
説
の
み
を
以
て
中
世
雁
道
の
全
般
を
つ
く
す
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な

い
。
兼
倶
の
如
き
も
亦
右
の
本
丁
線
起
紳
滋
と
並
べ
て
な
ほ
二
つ
の
下
道
の
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
み
る
。
帥
ち
一
は
爾

部
習
合
紳
滋
で
あ
り
、
他
は
彼
自
ら
の
創
唱
に
か
、
る
元
本
宗
源
斯
道
で
あ
っ
た
。
爾
部
警
一
事
滋
と
は
岡
じ
く
そ
の

言
ふ
と
こ
ろ
に
從
へ
ば
「
以
二
丈
金
面
界
二
品
内
外
二
宮
一
、
以
二
諸
嬢
｝
合
二
品
紳
一
」
も
の
、
元
本
宗
源
紳
道
と
は
「
朋
陰
陽
不

　
　
　
　
瀞
滋
の
脚
本
的
性
絡
…
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測
之
元
元
h
明
月
二
念
來
生
之
本
本
ハ
騨
二
氣
未
分
之
元
紳
ハ
購
軍
立
法
純
一
之
元
初
こ
と
す
る
○
そ
の
い
ふ
と
こ
ろ
抽
象

的
に
過
ぎ
，
て
稽
、
言
語
を
盛
ん
だ
傾
き
が
あ
る
が
、
な
ほ
そ
の
意
を
汲
ん
で
蕎
の
本
泌
縁
起
賛
評
に
封
ず
る
爾
者
の
特

質
を
考
ふ
る
な
ら
ば
、
そ
は
前
者
が
常
に
夫
々
特
定
の
榊
肚
に
就
て
説
を
立
つ
る
に
博
し
、
後
者
は
寧
ろ
一
般
的
に
わ

が
細
々
に
煮
て
論
を
な
さ
ん
と
す
る
も
の
、
特
に
紳
代
懇
に
樹
し
て
掌
る
解
毒
を
與
へ
ん
と
す
る
も
の
な
る
黙
に
そ
の

相
異
を
認
め
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
既
に
兼
倶
も
爾
部
紳
遊
に
就
て
「
糠
二
番
代
講
書
籍
一
泡
昌
秘
密
之
聯
義
こ
と
い

っ
て
み
る
。
兼
倶
自
ら
の
宗
源
紳
遊
と
錐
も
亦
窮
極
は
同
じ
範
疇
を
出
で
な
い
も
の
と
思
ふ
。
そ
れ
故
に
わ
れ
ノ
～
は

正
に
そ
の
黙
に
も
と
づ
い
て
中
世
帥
溢
の
第
二
の
特
性
を
考
へ
て
み
た
い
。

即
ち
覆
に
よ
っ
て
矯
・
れ
た
嘉
蓉
楚
の
残
磐
同
薯
し
直
隠
の
後
に
出
で
藷
棘
導
・
も
の
㈹

は
實
に
近
世
に
於
け
る
復
古
國
學
の
仁
道
を
も
含
め
て
要
す
る
に
紳
代
憲
に
面
す
る
解
繹
に
そ
の
流
派
の
基
礎
を
お
い

て
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
か
く
の
如
き
紳
演
説
は
一
種
の
解
繹
學
で
あ
っ
た
と
し
う
る
で
あ
ら
う
○
然
る

に
解
鐸
學
な
る
も
の
は
最
も
廣
義
に
於
け
る
歴
史
學
に
外
な
ら
な
い
。
，
そ
の
意
味
は
そ
れ
が
現
在
の
立
憲
の
基
礎
の
上

に
過
去
を
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
解
に
よ
っ
て
逆
に
自
己
を
認
讃
す
る
も
の
な
る
を
い
ふ
の
で
あ
る
。
か
く

の
如
き
解
繹
學
と
し
て
の
紳
溢
が
吉
田
、
垂
加
、
烏
傳
等
の
諸
流
派
を
得
て
復
古
國
學
就
中
本
居
宣
長
に
於
て
最
も
純

化
さ
れ
る
に
至
っ
た
経
路
は
軌
道
の
歴
史
に
於
て
特
に
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
織
は
た
や
そ
れ
ら
の
登
展
の

中
に
一
貫
し
て
存
す
る
歴
吏
と
し
て
の
性
格
を
指
摘
す
る
に
と
や
め
る
。



　
な
ほ
ま
た
中
世
紳
滋
と
し
て
は
そ
の
實
践
的
方
面
、
帥
ち
行
爲
に
封
ず
る
規
範
を
説
く
，
と
こ
ろ
の
一
面
を
無
親
す
る

こ
と
が
寓
來
な
い
。
併
し
な
が
ら
實
践
上
の
規
範
と
い
ふ
も
智
に
い
ふ
と
こ
ろ
の
内
清
浮
外
嫌
浮
の
激
義
の
如
き
、
ま

た
か
の
有
名
な
三
批
託
宣
と
い
へ
る
も
の
に
予
て
代
表
せ
し
め
う
る
と
こ
ろ
の
正
直
、
慈
悲
、
清
三
等
の
激
説
の
如
き

に
置
き
る
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
内
外
の
清
浄
に
就
て
は
直
ち
に
古
代
に
於
け
る
大
型
の
思
想
と
の
關
係
が
想
起
さ
れ
る

で
あ
ら
う
◎
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
神
遣
の
一
特
性
を
な
す
も
の
で
あ
ら
う
が
今
は
た
や
祭
祀
の
要
件
た
る
を
い
ふ
に
と

や
め
て
お
き
た
い
。
正
直
慈
悲
等
を
以
て
紳
溢
の
中
心
と
す
る
思
想
は
三
計
託
宣
の
外
、
北
畠
親
房
始
め
、
響
く
中
世
の

紳
墨
家
に
通
じ
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
わ
れ
く
は
そ
れ
が
軍
に
三
訂
の
み
の
立
場
に
於
て
よ
り
も
導
く

墨
黒
の
封
鶴
野
羅
禽
の
薇
と
し
て
忠
誠
と
農
を
季
も
の
と
蓋
す
・
と
・
ろ
多
き
を
墨
の
で
あ
・
。
働

即
ち
忠
誠
と
恩
顧
と
が
封
建
肚
會
に
於
け
る
主
從
の
合
膿
を
志
向
し
て
み
る
如
ノ
＼
正
直
と
慈
悲
と
は
ま
た
騨
を
中
心

と
す
る
共
同
態
の
統
一
を
志
向
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
實
雲
上
の
規
範
を
問
題
と
す
る
限
り
、
わ
れ
一
は
翻

っ
て
そ
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
の
中
世
の
胱
會
に
考
へ
及
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
五

　
「
椿
堂
依
入
之
敬
増
威
　
入
者
依
憩
之
徳
海
運
」
と
は
貞
永
式
目
の
第
一
條
に
見
え
る
と
こ
ろ
、
聯
と
人
と
の
關
係
を

極
め
て
簡
潔
に
述
べ
な
も
の
と
し
て
、
上
來
説
き
來
つ
た
と
こ
ろ
も
筆
墨
こ
の
古
言
の
外
に
田
で
な
い
の
で
あ
る
○

　
中
世
の
畳
数
を
い
ふ
と
き
人
は
直
に
封
建
制
度
の
名
を
ロ
に
し
、
乱
た
そ
れ
が
古
代
の
氏
族
制
度
就
會
の
復
活
で
あ

　
　
　
　
淋
道
の
墓
木
蝋
盤
絡
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
巻
　
錐
三
面
　
　
嗣
五
三



　
　
　
　
瀞
滋
の
基
本
的
軸
絡
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
一
巷
　
第
三
號
　
　
四
五
四
　
　
　
一

る
こ
と
を
思
ふ
○
そ
れ
は
正
し
く
そ
の
海
）
で
あ
る
が
、
併
し
わ
れ
一
は
果
し
て
封
建
制
度
の
名
に
於
て
何
を
意
味

し
ま
淀
何
を
以
て
古
代
魁
會
の
復
活
と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。

　
思
ふ
に
封
建
制
度
魔
會
と
は
要
す
る
に
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
そ
の
笹
鳴
を
過
去
に
有
つ
と
こ
ろ
の
証
會
で
あ
り
、
言
ひ

か
へ
れ
ば
そ
れ
は
歴
史
主
義
の
時
代
で
あ
る
。
試
み
に
そ
の
就
會
の
基
礎
で
あ
る
と
こ
ろ
の
荘
園
に
児
よ
。
そ
れ
は
本

誌
開
登
の
私
領
た
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
　
一
に
そ
の
由
緒
が
そ
の
領
有
の
根
面
と
な
っ
て
み
る
の
で
あ

る
。
ま
た
例
へ
ば
武
士
の
間
に
於
け
る
主
事
開
係
の
如
き
に
就
て
見
る
も
、
そ
の
墓
礎
は
一
に
主
家
の
血
統
と
所
謂
重

代
の
恩
顧
に
あ
っ
た
も
の
な
る
こ
と
言
ふ
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
か
く
の
如
き
胤
會
に
於
て
は
そ
の
過
去
の

籍
を
語
・
・
嘉
、
師
ち
そ
の
轡
の
存
在
欝
缶
か
に
す
・
・
と
で
あ
軌
そ
の
蕪
の
要
件
で
の
っ
た
。
中
倒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

挺
斎
堂
が
正
し
く
か
く
の
如
き
性
格
を
有
す
る
こ
と
上
に
明
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
普
通
に
近
世
と
呼
ば

れ
る
徳
川
時
代
に
予
て
も
か
く
の
如
き
就
會
の
構
造
は
一
貫
し
て
詰
る
と
こ
ろ
な
く
、
從
ウ
て
そ
の
帥
道
の
性
格
も
亦

根
本
的
に
は
中
世
の
そ
れ
と
相
遮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
濁
り
所
謂
復
古
榊
滋
の
み
は
そ
の
志
向
に
於
て
時
代
を
越
え

た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
意
味
を
全
う
し
た
の
は
却
っ
て
明
治
の
時
代
に
託
て
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
。
然
も
そ
れ
に
於

て
紳
道
の
歴
史
と
し
て
の
性
格
は
一
層
朋
確
に
自
営
さ
れ
た
も
の
と
い
ひ
う
る
で
あ
ら
う
。

　
以
上
筋
道
の
基
本
的
性
格
と
し
て
黒
く
と
こ
ろ
極
め
て
概
齪
的
で
あ
っ
て
、
僅
に
そ
の
｝
面
為
提
示
す
う
の
み
、
班
論
の
叢
ま
索
話
だ
諭
識
的
で
な
い

　
が
、
紳
道
理
解
へ
の
最
初
の
藩
想
と
し
て
そ
の
充
實
羅
今
後
の
研
究
に
侯
ち
れ
い
。
　
　
（
昭
和
十
二
年
…
月
三
十
日
史
學
研
究
倉
例
話
議
演
草
稿
）


