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は
じ
め
に

本
居
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
幾
多
の
す
ぐ
れ
た

研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
近
年
は
新
し
い
視
座
に
た
っ
た
試
み
も
あ
り) 1

(

、
今
後

は
今
ま
で
に
な
い
多
面
的
な
研
究
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
新
し
い
傾
向
も
含
め
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
全
体
の
意

味
や
構
造
に
つ
い
て
の
考
察
は
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
き
た
が
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
の

「
あ
は
れ
」、
つ
ま
り
「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
研

究
は
き
わ
め
て
少
な
い
。

　

宣
長
に
よ
れ
ば
、「
あ
は
れ
」
の
語
源
は
「
見
る
も
の
き
く
物
ふ
る
ゝ
事
に
心
の
感
じ

て
出
る
、
歎ナ
ゲ
キ息
の
声
」、
す
な
わ
ち
、「
今
の
俗
ヨ
ノ
コ
ト
バ
言
に
も
、
あ
ゝ
と
い
ひ
、
は
れ
と
い
ふ
」

（
以
上
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
全
四
、二
〇
一
頁
）
感
嘆
詞
で
あ
る
。「
あ
は
れ
」
は
、「
見

る
も
の
き
く
物
ふ
る
ゝ
事
」
全
般
に
及
ぶ
ゆ
え
に
「
悲
哀
に
は
限
ら
ず
、
う
れ
し
き
に
も
、

お
も
し
ろ
き
に
も
、
た
の
し
き
に
も
、
を
か
し
き
に
も
、
す
べ
て
あ
ゝ
は
れ
と
思
は
る
ゝ

は
、
み
な
あ
は
れ
也
」（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
全
四
、二
〇
二
頁
）
と
い
わ
れ
る
。
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ま
た
、「
心
の
感
じ
て
出
る
」
の
「
感
」
に
つ
い
て
、
宣
長
は
「
字
書
に
も
、
感
は

動
也
と
い
ひ
て
、
心
の
う
ご
く
こ
と
な
れ
ば
、
よ
き
事
に
ま
れ
あ
し
き
事
に
ま
れ
、
心

の
動
き
て
、
あ
ゝ
は
れ
と
思
は
る
ゝ
は
、
み
な
感
ず
る
に
て
、
あ
は
れ
と
い
ふ
詞
に
よ

く
あ
た
れ
る
も
じ
也
」（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
全
四
、二
〇
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

「
あ
は
れ
」
と
は
、
見
る
物
き
く
も
の
、
ふ
れ
る
こ
と
が
ら
に
つ
け
て
「
心
が
う
ご
く
」

こ
と
な
の
で
あ
る) 2

(

。

　

「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
研
究
は
き
わ
め
て
少

な
い
。
従
来
の
研
究
は
、「
あ
は
れ
」
と
は
何
か
、「
心
が
う
ご
く
」
と
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
か
と
い
う
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
核
心
に
つ
い
て
の
考
察
が
十
分
で
な
い
た
め

に
、
重
点
の
置
き
方
を
誤
っ
た
り
、
説
明
が
説
得
性
を
欠
く
と
い
う
難
点
を
負
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た

め
に
は
、
今
一
度
「
あ
は
れ
」
と
い
う
原
点
に
立
ち
返
り
、
そ
の
本
質
的
な
意
味
を
宣

長
に
即
し
て
考
察
し
、
見
極
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
主
題
は
、「
あ
は
れ
」、
つ
ま
り
「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う

と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
主
題
が
、「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
は
か
な
く

動
揺
す
る
状
態
で
あ
る
以
上
、
そ
の
意
味
を
正
確
と
ら
え
、
鮮
や
か
な
結
論
を
導
き
出
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す
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
、
そ
の
性
質
上
、
論
理
的
に
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
も

な
じ
ま
な
い
。
従
来
の
研
究
も
そ
れ
ゆ
え
に
難
渋
し
、
お
お
ま
か
に
概
要
を
把
握
す
る

に
と
ど
ま
る
か
、
あ
る
い
は
、「
あ
は
れ
」
の
周
辺
や
、「
あ
は
れ
」
か
ら
派
生
す
る
こ

と
が
ら
に
つ
い
て
の
議
論
に
重
点
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、「
あ
は
れ
」
の
核
心
を

突
い
た
研
究
は
な
か
な
か
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
最
も
一
般
的
な
理
解
を
相
良
亨
氏
の
『
本
居

宣
長) 3

(

』
に
拠
っ
て
示
し
て
み
よ
う
。
古
い
研
究
で
あ
る
が
、
宣
長
の
思
想
の
全
体
像
が

バ
ラ
ン
ス
よ
く
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
名
著
で
あ
る
。

　

相
良
氏
の
関
心
は
、
相
良
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
主
体
の
内
面
に
重
点
が
あ
る

「
あ
は
れ
」
で
は
な
く
、
対
象
世
界
そ
の
も
の
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
「
も
の
の
あ

は
れ
」、
な
い
し
は
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
相
良
氏
の
究

極
の
目
的
が
、「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
人
の
在
り
方
を
、
ひ
い
て
は
宣
長
が
生
き

方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る) 4

(

。
し
た
が
っ

て
、「
あ
は
れ
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
は
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ
、「
も
の
の
あ

は
れ
を
知
る
」
こ
と
と
詠
歌
の
関
係
、
そ
し
て
、
神
と
の
関
係
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　

相
良
氏
に
よ
れ
ば
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
知
る
人
は
、
心
の
う
ご
き
を
歌
に
詠
み
あ

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
感
を
得
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
あ
は
れ
」
は
は
ら
さ
れ
、
心
は
な
ぐ

さ
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
一
時
的
に
は
ら
さ
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、「
神

と
の
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
」、「
一
種
の
救
済
」
を
得
る
と
す
る
。
具
体
的
に

言
え
ば
、「
あ
は
れ
」
を
神
が
与
え
た
、
神
の
御み

所し
わ
ざ為
に
よ
る
も
の
と
し
て
う
け
と
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
神
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
あ
る
安
定
に
」
至
る
と
い
う
の
で
あ
る) 5

(

。

　

相
良
氏
の
説
明
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
概
要
と
し
て
大
方
は
認
め
得
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
難
点
は
、「
あ
は
れ
」、
す
な
わ
ち
「
心
が
う
ご
く
」
こ
と
の
絶
対

性
に
つ
い
て
、
言
及
さ
れ
て
は
い
る
が
、
十
分
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、「
あ
は
れ
」
の
根
拠
が
神
に
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
そ
の
神
の

絶
対
性
に
つ
い
て
の
説
明
が
十
分
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
由
来
し
、
そ
れ
が
相
良
氏
の

論
述
を
ど
う
も
腑
に
落
ち
な
い
、
説
得
力
を
欠
く
も
の
と
し
て
い
る
。

　

相
良
氏
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
人
は
、「
神
と
の
か
か
わ
り
」
に
よ
っ
て
、「
安

定
」
と
い
う
一
種
の
「
救
済
」
を
得
る
と
述
べ
て
い
る
。
問
題
は
、
相
良
氏
が
、「
神
」

と
い
う
も
の
を
介
入
さ
せ
な
が
ら
も
、
結
局
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
や
、

「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
人
の
落
ち
着
き
先
で
あ
る
「
安
定
」
や
「
救
済
」
の
人
倫

的
側
面
し
か
と
ら
え
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、「
あ
は
れ
」
は
神
と

い
う
絶
対
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
絶
対
の
価
値
を
も
つ
。
そ
の
絶
対
性

に
つ
い
て
の
十
分
な
説
明
が
な
け
れ
ば
、
相
対
的
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
人
倫
的

側
面
に
重
き
が
か
か
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
（
6
）

、「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
射
程
を
狭

め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
人
同
士

の
共
感
に
よ
っ
て
心
が
は
れ
る
の
は
一
時
的
な
こ
と
で
あ
り
、
神
と
の
か
か
わ
り
に

よ
っ
て
こ
そ
安
定
な
い
し
は
救
済
が
得
ら
れ
る
と
い
う
相
良
氏
の
主
張
の
必
然
性
を
説

明
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

一
方
、
菅
野
覚
明
氏
の
『
本
居
宣
長　

言
葉
と
雅
び
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年
）

の
第
三
章
「
詞
論
」
は
、「
あ
は
れ
」
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
し
た
数
少
な
い
研
究
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
菅
野
氏
は
、「
あ
は
れ
」
と
い
う
こ
と
の
絶
対
性
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

も
の
に
触
れ
て
心
が
動
く
、
そ
れ
が
あ
わ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
実
に
は
、
た

と
え
ば
「
美
し
い
花
だ
」
と
い
う
意
味
化
さ
れ
た
形
で
捉
え
ら
れ
る
他
は
な
い
。

し
か
し
、「
美
し
い
花
だ
」
は
、
あ
わ
れ
を
定
着
・
形
象
化
す
る
に
は
そ
れ
以
外

の
仕
方
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
触
れ
て
あ
る
そ
の
こ
と
か
ら
は
早
く
も
あ
る

ズ
レ
を
生
じ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
を
捉
え
て
、
宣
長
は
、
あ
わ
れ
は
、「
あ0

あ0

美
し
い
花
だ
な
あ
0

0

」
と
い
う
、
定
着
さ
れ
た
意
味
の
間
隙
、
目
地
の
文
（
あ
や
）

で
の
み
表
現
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
美
し
い
花
だ
」
は
意
味
で
あ
る
。
そ

れ
は
意
味
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
庭
の
飾
り
に
す
る
と
か
、
枝
を
折
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本
居
宣
長
の
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て

る
、
香
を
か
ぐ
等
々
の
意
味
の
連
鎖
し
て
い
く
世
界
を
開
き
示
す
。
し
か
し
、
そ

の
連
鎖
を
ど
こ
ま
で
拡
充
し
て
い
っ
て
も
、
あ
わ
れ
そ
の
も
の
を
意
味
と
し
て
拾

い
出
し
、
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
わ
れ
は
、
つ
い
に
無
名
の
触
れ
て

あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
、
意
味
の
あ
わ
い
に
浮
動
し
つ
づ
け
る
だ
け
で

あ
る
。
浮
動
す
る
あ
わ
れ
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
直
接
に
は
何
の
決
断
に
も
結
び
つ
く

こ
と
は
な
い
。 

（
『
本
居
宣
長　

言
葉
と
雅
び
』、
二
〇
八
頁
）

　

「
あ
は
れ
」
と
は
、
そ
の
物
事
に
「
触
れ
て
あ
る
そ
の
こ
と
」
そ
の
も
の
の
こ
と
だ
と

い
う
。
こ
れ
以
上
の
明
快
な
説
明
は
な
い
。
そ
し
て
、「
触
れ
て
あ
る
そ
の
こ
と
」
そ
の

も
の
で
あ
る
故
に
、「
意
味
と
し
て
拾
い
出
し
、
位
置
づ
け
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
、
説
明

し
た
り
、
概
念
化
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
無
名
の
触
れ
て
あ
る
こ
と
に
と
ど

ま
る
の
で
あ
り
、
意
味
の
あ
わ
い
に
浮
動
し
つ
づ
け
る
だ
け
で
あ
る
」。「
あ
は
れ
」
と
は
、

そ
れ
を
意
味
づ
け
た
り
、
そ
こ
か
ら
行
為
が
派
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

「
た
だ
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
る) 7

(

」。
そ
れ
が
、
す
な
わ
ち
、
絶
対
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
本
稿
で
い
う
「
あ
は
れ
」
の
絶
対
性
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
を
意
味
し
て
い
る
。

　

本
稿
は
菅
野
氏
の
見
解
に
導
か
れ
て
、「
あ
は
れ
」
を
、
た
だ
そ
う
で
あ
る
と
し
か

い
い
よ
う
の
な
い
絶
対
的
な
心
と
と
ら
え
、
そ
の
内
容
を
構
造
的
に
明
ら
か
に
し
て
い

く
。
菅
野
氏
の
著
書
『
本
居
宣
長　

言
葉
と
雅
び
』
の
関
心
は
、
宣
長
が
そ
の
思
想
の

根
拠
を
お
い
て
い
た
日
本
語
の
正
し
さ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
あ
は
れ
」
の
絶
対
性
に
つ
い
て
は
詞
論
の
中

で
最
小
限
に
述
べ
ら
れ
る
だ
け
だ
が
、
本
稿
で
は
、「
あ
は
れ
」
の
絶
対
性
を
宣
長
の

神
の
概
念
、
世
界
観
、
人
間
観
と
い
っ
た
思
想
的
枠
組
み
の
中
で
構
造
的
に
と
ら
え
て

い
く
。
第
一
章
で
は
、
宣
長
に
お
い
て
「
心
が
う
ご
く
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ

た
か
を
具
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
あ
は
れ
」
の
原
型
を
明
ら
か
に
し
、「
あ

は
れ
」
の
本
質
的
な
要
素
を
抽
出
す
る
。
そ
の
上
で
、
第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
相
良

氏
と
菅
野
氏
の
考
察
を
補
う
べ
く
、
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
論
述
し
て
い
く
。
第
二
章

で
は
、
宣
長
が
「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
を
単
に
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
く
、
人

の
「
真
実
」
と
し
て
価
値
づ
け
た
こ
と
の
意
味
を
考
察
す
る
。「
真
実
」
と
は
、
人
に

よ
る
意
味
づ
け
や
評
価
が
全
く
関
知
し
得
な
い
、
た
だ
そ
う
で
あ
る
と
し
か
言
い
よ
う

が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
日
常
の
相
対
性
を
こ
え
た
絶
対
的
な
も
の
の

呼
称
で
あ
る
。
こ
の
章
で
は
、
宣
長
の
世
界
観
、
人
間
観
を
手
が
か
り
と
し
て
、
宣
長

が
、
神
の
絶
対
性
に
拠
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
を
ど
の
よ

う
に
「
真
実
」
と
し
て
価
値
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

第
三
章
で
は
、
宣
長
が
批
判
し
た
儒
学
、
特
に
日
本
朱
子
学
の
世
界
観
、
人
間
観
と

宣
長
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
心
が
う
ご
く
」
こ
と
を
人
の
「
真
実
」

と
し
て
宣
長
が
価
値
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
必
然
性
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、「
あ
は
れ
」、
す
な
わ
ち
「
心
が
う
ご
く
」
と
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
で
あ
っ
た
か
を
宣
長
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
「
真
実
」
と
し

て
価
値
化
す
る
こ
と
の
意
味
を
構
造
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
「
あ
は
れ
」
の
原
型

　

一
般
に
、「
あ
は
れ
」、
つ
ま
り
「
心
が
う
ご
く
」
こ
と
の
例
と
し
て
引
用
さ
れ
る
の
は
、

宣
長
が
『
石
上
私
淑
言
』
や
『
紫
文
要
領
』
な
ど
で
あ
げ
て
い
る
戦
場
で
死
に
直
面
し
て

い
る
武
士
の
例
や
、
子
を
思
う
親
の
心
の
例
、
あ
る
い
は
道
な
ら
ぬ
恋
を
嘆
く
例
な
ど
で

あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、「
心
が
う
ご
く
」
こ
と
の
意
味
を
宣
長
に
即
し
て
考
察
し

て
い
く
た
め
に
、
宣
長
の
経
験
の
中
か
ら
「
あ
は
れ
」
の
原
型
を
示
し
て
い
る
と
筆
者
が

考
え
る
実
例
を
と
り
あ
げ
、
そ
こ
か
ら
「
あ
は
れ
」
の
核
と
な
る
要
素
を
抽
出
す
る
。

　

宣
長
の
『
菅
笠
日
記
』
は
近
世
の
紀
行
文
の
名
作
の
一
つ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
次
に
あ
げ
る
筏
流
し
の
場
面
は
、
宣
長
が
旅
先
で
出
会
っ
た
こ
の
呼
び
物
を

ど
ん
な
に
お
も
し
ろ
く
思
っ
た
か
を
生
き
生
き
と
伝
え
て
い
る
。
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み
な
か
み
は
る
か
に
。
こ
の
筏
く
だ
し
く
る
物
か
。
や
う
〳
〵
ち
か
づ
き
て
。
此

瀧
の
き
は
に
な
り
ぬ
れ
ば
。
の
り
た
る
者
共
は
。
左
右
の
岩
の
上
に
。
と
び
う
つ

り
て
。
先
な
る
一
人
。
綱
を
ひ
か
へ
て
。
み
な
流
れ
に
そ
ひ
て
。
は
し
り
ゆ
く
に
。

筏
の
早
く
下
る
さ
ま
は
。
矢
な
ど
の
ゆ
く
や
う
也
。
さ
て
岩
の
と
ぢ
め
の
所
に
て
。

人
共
皆
筏
へ
か
へ
る
。
そ
こ
は
殊
に
水
の
勢
ひ
は
げ
し
く
て
。
ほ
どマ
マ

ば
し
り
あ
が

る
浪
に
ゆ
ら
れ
て
。
う
き
し
づ
む
丸
木
の
上
へ
。
い
た
は
り
も
な
く
と
び
う
つ
る

さ
ま
。
い
と
〳
〵
あ
や
ふ
き
物
か
ら
。
め
づ
ら
か
に
お
も
し
ろ
き
こ
と
。
た
ぐ
ひ

な
し
。（
中
略
）
さ
て
此
筏
。
瀧
を
は
な
れ
て
。
ひ
ら
瀬
に
く
だ
り
た
る
を
。
よ

く
見
れ
ば
。
一
丈
二
三
尺
ば
か
り
の
長
さ
な
る
く
樽

れ
を
。
三
ツ

四
ツ

づ
ゝ
く
み
な

ら
べ
て
。
つ
ぎ
〳
〵
に
十
六
。
つ
な
ぎ
つ
ゞ
け
た
る
は
。
い
と
い
と
長
く
引
は
へ

た
り
。
人
は
四
人
な
ん
の
れ
り
け
る
。
川
瀬
は
。
此
瀧
の
し
も
に
て
。
あ
な
た
へ

お
れ
て
。
む
か
ひ
の
山
あ
ひ
に
流
れ
い
る
。
右
も
左
も
。
物
を
つ
き
立
て
た
る
や

う
な
る
岩
岸
の
下モ
ト

に
。
さ
る
い
か
だ
を
し
も
。
く
だ
し
ゆ
く
け
し
き
。
た
ゞ
絵
に

か
け
ら
ん
や
う
に
見
ゆ
。 

（
『
菅
笠
日
記
』
全
十
八
、三
五
二
頁
）

　

水
上
は
る
か
に
見
え
た
筏
が
し
だ
い
に
近
づ
き
、
瀧
の
際
に
か
か
る
と
み
る
や
、
筏

士
達
は
ぱ
っ
と
左
右
の
岩
に
飛
び
移
り
流
れ
に
沿
っ
て
走
り
出
す
。
筏
は
矢
の
よ
う
に

瀧
を
下
り
、
ほ
ど
な
く
岩
に
せ
き
止
め
ら
れ
て
ほ
と
ば
し
る
浪
に
浮
き
沈
み
し
て
い
る

と
見
れ
ば
、
今
度
は
、
そ
の
筏
め
が
け
て
筏
士
達
が
左
右
両
岸
か
ら
思
い
切
り
よ
く
飛

び
移
る
の
で
あ
る
。
宣
長
は
筏
の
速
度
に
目
を
み
は
り
、
筏
士
の
俊
敏
な
う
ご
き
を
息

を
の
む
よ
う
に
し
て
見
つ
め
て
い
る
。
や
が
て
、
平
瀬
に
至
っ
た
筏
を
目
で
追
っ
て
、

は
じ
め
て
そ
れ
が
思
い
の
外
長
い
筏
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
山
あ
い
の
川
瀬
を
ゆ

る
や
か
に
進
む
さ
ま
を
見
や
っ
て
、
ま
る
で
絵
の
よ
う
だ
と
評
し
て
い
る
。

　

「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
の
、
め
づ
ら
し
き
も
の
を
見
て
「
心
が
う
ご
く
」
実
例
で
あ
る
。

旅
先
で
し
か
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
筏
流
し
は
た
だ
た
だ
「
め
づ
ら
か
に
お
も
し
ろ
き
こ

と
。
た
ぐ
ひ
な
し
」。
宣
長
は
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
く
い
い
る
よ
う
に
見
入
り
、
き
っ
と

周
囲
の
見
物
人
と
と
も
に
思
わ
ず
「
お
ー
」
と
感
嘆
の
声
を
あ
げ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ

し
て
、
あ
ま
り
の
お
も
し
ろ
さ
に
そ
れ
を
書
き
と
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ゆ
る
や

か
な
平
瀬
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
は
じ
め
て
筏
の
全
貌
を
と
ら
え
た
時
、
そ
の
長
さ
が
思

い
の
ほ
か
長
か
っ
た
こ
と
も
宣
長
に
は
実
に
お
も
し
ろ
い
発
見
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

宣
長
が
経
験
し
た
の
は
、
た
だ
た
だ
お
も
し
ろ
く
、
表
現
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
感
興

で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
「
あ
は
れ
」
の
原
型
で
あ
る
。
概
念
化
さ
れ
、
分
類
や
分
析
の
対
象

と
な
る
段
階
よ
り
前
の
、
た
だ
「
心
が
う
ご
く
」
こ
と
、
そ
れ
を
「
あ
は
れ
」
と
い
う
。

　

し
た
が
っ
て
、「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
概
念
に
よ
っ
て
分
析
し
て
、
分

類
し
た
り
、
あ
る
い
は
対
比
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
意
味
づ
け
し
た
り
、
価
値
判
断
を
下
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
概
念
操
作

以
前
の
、
た
だ
の
心
の
う
ご
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
い
い
と
も
悪
い
と
も
言
え
な
い
。
そ

う
で
あ
る
と
い
う
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
心
の
う
ご
き
で
あ
る
。
も
し
、
価
値
づ
け
る

と
す
る
な
ら
ば
、
分
類
や
、
対
比
に
よ
る
相
対
的
な
価
値
づ
け
で
は
な
く
、
絶
対
的
な

見
地
か
ら
の
意
味
づ
け
し
か
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
、
何
ら
か

の
問
題
を
想
定
し
て
、
そ
の
解
決
を
は
か
る
こ
と
も
無
意
味
で
あ
る
。
問
題
の
立
て
よ

う
が
な
い
、
問
題
に
す
る
以
前
の
、
し
た
が
っ
て
、
解
決
も
な
に
も
あ
り
得
る
は
ず
が

な
い
た
だ
の
心
の
う
ご
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

宣
長
は
、
筏
流
し
の
お
も
し
ろ
さ
を
宿
で
書
き
留
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
以
前
に
、
筏
流
し
の
現
場
で
感
嘆
の
声
を
あ
げ
た
に
ち
が
い
な
い
。
お
も
し
ろ
い

に
つ
け
、
悲
し
い
に
つ
け
、
た
だ
の
心
の
う
ご
き
は
、
即
座
に
「
あ
あ
」
と
い
う
感
嘆

詞
と
な
っ
て
口
を
つ
い
て
出
る
。
そ
れ
を
と
ら
え
て
宣
長
は
「
あ
は
れ
」
と
言
っ
た
。

た
だ
の
心
の
う
ご
き
は
、
間
断
を
お
か
ず
即
座
に
、
感
嘆
詞
と
し
て
、
あ
る
い
は
う
め

き
、
泣
き
声
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　

従
来
、「
あ
は
れ
」
は
歌
と
い
う
言
語
形
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
と
説
明
さ
れ
て

き
た
が
、
こ
れ
は
、
感
嘆
詞
が
口
を
つ
い
て
出
る
段
階
を
経
た
、
後
の
こ
と
で
あ
る
。

「
あ
は
れ
」
と
は
、
た
だ
「
心
が
う
ご
く
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
即
座
に
、
感
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本
居
宣
長
の
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て

嘆
詞
や
う
め
き
、
泣
き
声
と
い
う
た
だ
の
音
声
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
心
の
う
ご
き
は
、

い
ま
だ
分
別
さ
れ
ず
、
整
え
ら
れ
も
せ
ず
、
思
わ
ず
も
れ
る
声
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
が
原
型
で
あ
り
、
そ
れ
が
時
間
的
経
過
を
経
て
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の

意
図
を
と
も
な
っ
て
、
整
え
ら
れ
た
言
語
表
現
、
つ
ま
り
、
歌
と
い
う
形
式
に
表
現
さ

れ
る
の
で
あ
り
、「
あ
は
れ
」
と
い
う
た
だ
の
心
の
う
ご
き
に
見
合
う
の
は
思
わ
ず
発

せ
ら
れ
る
感
嘆
詞
で
あ
る
。

二　

「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
の
意
味

　

宣
長
の
実
例
か
ら
抽
出
さ
れ
た
「
あ
は
れ
」
の
核
と
な
る
要
素
は
、
た
だ
「
心
が
う
ご

く
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
右
に
述
べ
た
た
だ
の
心
の
う
ご
き
の
内
容
と
は
、
後
天
的

に
習
得
さ
れ
た
自
己
抑
制
や
、
社
会
生
活
上
必
要
と
な
る
作
為
を
全
く
含
ま
な
い
心
、
つ

ま
り
、
人
な
ら
ば
本
来
だ
れ
で
も
そ
う
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
心
の
状
態
で
あ

る
。
そ
れ
を
、
宣
長
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
「
真
心
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
章
で
は
、

「
真
心
」
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
だ
の
心
の
内
容
を
よ
り
構
造
的
に
把

握
し
て
い
く
が
、
そ
の
た
め
に
宣
長
が
批
判
し
た
仏
教
や
儒
学
の
う
ち
、
特
に
日
本
朱
子

学
、
お
よ
び
日
本
朱
子
学
の
概
念
と
構
造
に
よ
っ
て
日
本
古
来
の
神
道
を
再
構
築
し
た
垂

加
神
道
に
お
け
る
心
の
と
ら
え
方
と
対
比
し
つ
つ
論
を
進
め
て
い
く
。

　

次
い
で
、
宣
長
に
お
い
て
「
う
ご
く
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
か
を

考
察
し
て
い
く
が
、
こ
こ
で
も
、
宣
長
の
世
界
観
、
人
間
観
を
宣
長
が
批
判
し
た
儒

学
、
特
に
日
本
朱
子
学
、
あ
る
い
は
垂
加
神
道
の
世
界
観
や
人
間
観
と
対
比
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
宣
長
に
お
け
る
う
ご
く
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
よ
り
立
体
的
に
把
握
す
る

こ
と
を
目
指
す
。

１　

「
真
心
」

　

た
だ
の
心
つ
ま
り
、
分
析
や
評
価
が
入
る
余
地
の
な
い
、
た
だ
そ
う
で
あ
る
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
心
を
言
い
換
え
れ
ば
、「
真
心
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宣
長
は
「
真

心
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

う
ま
き
物
く
は
ま
ほ
し
く
、
よ
き
き
ぬ
き
ま
ほ
し
く
、
よ
き
家
に
す
ま
ま
ほ
し
く
、

た
か
ら
え
ま
ほ
し
く
、
人
に
た
ふ
と
ま
れ
ま
ほ
し
く
、
い
の
ち
な
が
ゝ
か
ら
ま
ほ

し
く
す
る
は
、
み
な
人
の
真
心
也  

（
『
玉
勝
間
』
全
一
、一
四
五
頁
）

　

も
し
、
我
々
が
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
た
い
、
よ
い

衣
服
を
身
に
つ
け
、
良
い
家
に
住
ん
で
、
裕
福
に
暮
ら
し
、
人
に
尊
敬
さ
れ
、
長
生
き

し
た
い
」
と
い
う
思
い
を
公
言
す
れ
ば
、
身
も
蓋
も
な
い
大
人
げ
な
い
考
え
だ
と
一
蹴

さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
思
い
は
、「
程
度
問
題
で
は
あ
る
が
」
と
い
う
留

保
を
つ
け
て
の
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
い
わ
ゆ
る
欲
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
道
徳
的

規
範
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
我
々

は
、
こ
れ
ら
の
「
〜
ま
ほ
し
く
」
と
い
う
心
を
短
絡
的
に
社
会
的
な
人
間
関
係
上
の
問
題
、

な
い
し
は
道
徳
的
規
範
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
宣
長
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、「
み
な
人
の
真
心
也
」
と
い
う
言

葉
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
「
〜
ま
ほ
し
く
」
と
い
う
心
が
、
真
実
の
心
、

つ
ま
り
、
そ
う
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
と
い
う
レ
ベ
ル
の
心
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
衣
食
住
や
寿
命
、
社
会
的
地
位
と
い
う

人
間
関
係
に
関
す
る
思
い
を
日
常
的
な
社
会
的
規
範
に
し
た
が
っ
て
し
り
ぞ
け
よ
う
と

す
る
が
、
宣
長
は
、
そ
れ
は
、
そ
う
し
た
人
倫
の
レ
ベ
ル
で
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
い
。
誰
で
も
が
心
の
底
に
持
っ
て
い
る
、
善
い
悪
い
と
い
う
価
値
判
断
以
前
の
、

そ
う
だ
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
心
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
表
面
上
は
と
り
つ
く
ろ
っ
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て
み
た
と
し
て
も
、
心
の
底
で
「
〜
ま
ほ
し
」
と
ゆ
れ
う
ご
く
心
。
我
知
ら
ず
う
ご
く

そ
の
心
は
、
宣
長
に
は
、
人
の
領
域
を
越
え
た
神
の
領
域
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。

「
〜
ま
ほ
し
」
と
ゆ
れ
う
ご
く
心
は
人
倫
を
越
え
た
、
神
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が

ゆ
え
に
「
真
実
」
の
心
な
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
う
ご
く
心
は
、
仏
教
で
あ
れ
ば
現
象
に
す
ぎ
な
い
と
無
化
さ
れ
、
儒
学
で

あ
れ
ば
す
べ
て
理
に
収
斂
さ
れ
る
べ
く
、
修
養
の
過
程
で
精
査
さ
れ
排
除
さ
れ
る
べ
き

要
素
に
す
ぎ
な
い) 8

(

。
宣
長
が
そ
う
し
た
う
ご
く
心
を
真
実
と
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、「
真
心
」、
す
な
わ
ち
う
ご
く
心
が
産
巣
日
神
に
よ
っ
て
、
人

に
う
み
つ
け
ら
れ
た
心
だ
か
ら
で
あ
る
。

真
心
と
は
、
よ
く
も
あ
し
く
も
、
う
ま
れ
つ
き
た
る
ま
ゝ
の
心
を
い
ふ

 

（
『
玉
勝
間
』
全
一
、四
七
頁
）

「
真
心
」
が
真
実
で
あ
る
所
以
は
、
産
巣
日
神
に
よ
っ
て
う
ま
れ
つ
き
与
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
あ
る
。
は
か
な
く
ゆ
れ
う
ご
く
心
は
、
人
の
目
に
は
何
の
意

味
も
も
た
な
い
。
無
意
味
と
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
人
が
定
め
た
規
準
に
し
た
が
っ

て
統
制
さ
れ
、
矯
正
さ
れ
る
べ
き
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
宣
長
は
、
そ
れ
を
絶
対
的
な

神
が
、
そ
の
絶
対
的
な
行
為
に
よ
っ
て
人
に
与
え
た
も
の
で
あ
る
と
見
る
。「
よ
く
も

あ
し
く
も
」
と
い
う
一
句
が
、
そ
の
絶
対
性
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。「
真
心
」、
す
な

わ
ち
、
う
ご
く
心
と
は
人
が
と
ら
わ
れ
が
ち
な
善
悪
と
い
う
相
対
的
な
価
値
に
関
知
し

な
い
、
絶
対
的
な
根
拠
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
ら
て
い
る
。
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
人
に

と
っ
て
全
く
の
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
人
は
と
う
て
い
そ

れ
を
意
味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
絶
対
的
な
価
値
を
も
つ

こ
と
、
す
な
わ
ち
「
真
実
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２　

う
ご
く
と
い
う
こ
と

　

次
に
、
宣
長
に
お
い
て
「
う
ご
く
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
考
察
し
て
い
く
と
、

「
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
に
は
、
常
に
神
が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ま
で
、
宣
長
が
人
の
心
を
は
か
な
く
う
ご
く
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
縷
々
述
べ
て
き
た
が
、
実
は
、
宣
長
は
世
界
を
「
死
物
」
と
見
、
し
た
が
っ
て
人
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
る
で
人
形
の
よ
う
に
う
ご
き
の
な
い
も
の
と
見
る
。
そ

の
死
物
で
あ
る
世
界
を
、
ま
た
人
を
動
か
す
も
の
こ
そ
神
で
あ
り
、
心
が
う
ご
く
こ
と

も
神
に
よ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
絶
対
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

⑴　

世
界
は
死
物

　

宣
長
は
次
の
よ
う
に
世
界
を
「
死
物
」
と
見
る
。

天
地
は
死
物
に
し
て
、
心
も
し
わ
ざ
も
あ
る
物
に
は
あ
ら
ぬ
を
、
心
も
あ
り
て
し

わ
ざ
も
あ
る
が
如
く
思
は
る
ゝ
は
、
み
な
神
の
御
心
に
て
、
神
の
御
し
わ
ざ
也
、

た
と
へ
ば
、
天
地
は
器
物
の
ご
と
く
、
神
は
そ
の
器
物
を
用つ
か

ふ
人
の
如
し
、
人
有

て
用
へ
ば
こ
そ
、
器
物
は
そ
れ
〳
〵
用
を
な
せ
、
み
づ
か
ら
は
た
ら
き
て
用
を
な

す
物
に
は
あ
ら
ず 

（
『
く
ず
花
』
全
八
、一
四
二
頁
）

　

世
界
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
、
意
思
も
う
ご
き
も
な
い
「
死
物
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
心

を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
実
は
神
の
御
心
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
ま
た
、

な
ん
ら
か
の
わ
ざ
、
は
た
ら
き
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
も
、
実
は
み
な
神
の

は
た
ら
き
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
人
が
器
物
を
つ
か
っ
て
は
じ
め
て
そ
の
器
物
が

は
た
ら
き
を
な
す
よ
う
に
、
世
界
は
神
の
御み

所し

わ

ざ為
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
は
た
ら
く
の
で

あ
っ
て
、
み
ず
か
ら
そ
の
用
を
な
す
の
で
は
な
い
。

　

動
き
の
な
い
「
死
物
」
で
あ
る
世
界
を
、
神
だ
け
が
そ
の
意
思
を
も
っ
て
動
か
す
。
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本
居
宣
長
の
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て

宣
長
に
お
い
て
「
う
ご
く
」
と
は
、
い
か
な
る
場
合
で
も
神
を
震
源
と
し
て
、
神
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

う
ご
き
ば
か
り
で
は
な
い
。
器
物
の
意
味
が
人
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
は
た
ら
か
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
世
界
に
意
味
を
与
え
る
の
は
神

で
あ
る
。

　

世
界
が
そ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
、
人
も
神
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
そ
の
存
在
が
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
。
以
下
の
⑵
神
の
人
形
で
詳
述
す
る
と
お

り
、
宣
長
は
、
人
を
神
と
い
う
人
形
つ
か
い
に
よ
っ
て
う
ご
か
さ
れ
る
人
形
と
と
ら
え

る
。
宣
長
は
、
こ
の
よ
う
に
、
神
を
唯
一
、
意
思
を
も
ち
行
為
す
る
主
体
で
あ
る
と
し
、

そ
の
絶
対
性
を
強
調
す
る
。
世
界
も
人
も
神
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
与
え
ら
れ
る

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

宣
長
が
、
神
を
こ
れ
ほ
ど
徹
頭
徹
尾
、
絶
対
化
し
て
い
た
こ
と
を
認
識
せ
ず
に
「
も

の
の
あ
は
れ
」
論
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
あ
は
れ
」、
す
な
わ
ち
「
心
が
う

ご
く
」
こ
と
を
、
人
な
ら
ば
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
、
そ
こ
を
「
も
の
の
あ
は

れ
」
論
の
考
察
の
出
発
点
と
す
る
こ
と
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、

宣
長
に
お
い
て
、「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
身
体
が
う
ご
く
と
い

う
こ
と
さ
え
自
明
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

　

世
界
を
「
死
物
」
で
あ
る
と
見
る
宣
長
に
と
っ
て
、「
死
物
」
で
あ
る
人
の
身
体
が

う
ご
く
こ
と
は
実
に
不
思
議
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
日
本
朱
子
学
、
お
よ

び
日
本
朱
子
学
の
概
念
と
構
造
に
よ
っ
て
日
本
古
来
の
神
道
を
再
構
築
し
た
垂
加
神
道

の
人
間
観
と
宣
長
の
そ
れ
を
比
較
し
て
み
る
と
よ
く
わ
か
る
。

　

垂
加
神
道
で
は
世
界
に
充
満
す
る
生
生
の
力
が
あ
ら
ゆ
る
存
在
、
事
象
を
存
立
せ
し

め
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
若
林
強
斎
は
、
こ
の
生
生
の
力
を
「
葦
ノ
牙め

ノ
、
水
中
ヨ

リ
ニ
ヨ
ッ
ト
メ
グ
ン
デ
出
タ
、
イ
キ
〳
〵
ト
シ
テ
、
ド
コ
迄
モ
ノ
ビ
ハ
ビ
コ
ツ
テ
イ
カ

ウ
ト
云
ヤ
ウ
ナ
、
生
意) 9

(

」
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
つ
ん
と
天
を
指
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
伸

び
て
い
く
葦
の
芽
の
よ
う
に
、「
ド
コ
迄
モ
」
無
限
に
「
イ
キ
〳
〵
ト
」
伸
び
ひ
ろ
が
っ

て
い
こ
う
と
す
る
「
生
意
」、
こ
の
力
が
天
地
に
無
限
の
生
生
の
運
動
を
展
開
し
て
い

く
の
で
あ
る
。
人
が
生
ま
れ
、
成
長
し
て
や
が
て
衰
え
る
の
も
、
昼
夜
の
繰
り
返
し

も
、
四
季
の
め
ぐ
り
も
み
な
生
生
の
力
の
運
動
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
存

在
が
、
そ
の
「
生
意
」
を
稟
け
、
生
生
の
力
を
内
在
さ
せ
て
こ
の
世
に
在
る
。
生
生
の

力
は
人
の
心
に
や
ど
り
、
そ
こ
か
ら
力
が
「
身
全
体
に
充
満
」
し
て
い
く
の
で
あ

)10

(

る
。

　

強
斎
は
、
生
生
の
力
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
や
ど
り
、
そ
れ
を
そ
こ
な
わ
ぬ
よ
う
汚
さ

ぬ
よ
う
に
保
っ
て
い
く
こ
と
が
神
道
で
あ
る
と
考
え
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

何
ニ
ツ
ケ
カ
ニ
ツ
ケ
、
触
ル
所
、
サ
ワ
ル
処
、
其
ノ
神
霊
（
生
生
の
力
の
こ
と―

筆
者
注
）
ノ
マ
シ
マ
サ
ヌ
コ
ト
ナ
ケ
レ
バ
、
ア
ダ
ニ
モ
ヲ
ロ
ソ
カ
ニ
モ
セ
ラ
レ
ヌ

コ
ト
、
ト
カ
フ
云
ガ
神
道
ノ
趣
デ
、（
中
略
）
サ
シ
ア
タ
リ
面
々
ノ
自
己
ノ
工
夫

カ
ラ
イ
ヘ
バ
、
此
天
神
ヨ
リ
下
サ
レ
タ
ミ
タ
マ
ヲ
、
不
孝
ニ
ナ
ラ
ヌ
様
ニ
、
不
忠

ニ
ナ
ラ
ヌ
様
ニ
、
ド
コ
カ
ラ
ド
コ
マ
デ
モ
ア
ダ
ニ
モ
チ
ク
ヅ
サ
ヌ
様
ニ
、
麁
末
ニ

汚
サ
ヌ
様
ニ
ト
ヨ
リ
外
ハ
ナ
イ 

（
『
神
道
大
意
』、
三
五
八
頁
）

　

神
道
と
は
、
内
在
す
る
神
霊
を
「
ア
ダ
ニ
モ
チ
ク
ヅ
サ
ヌ
様
ニ
、
麁
末
ニ
汚
サ
ヌ
様
」

に
つ
つ
し
ん
で
保
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
人
に
お
い
て
は
孝
や
忠
と
い
う
態

度
な
い
し
は
行
為
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
垂
加
神
道
の
世
界
観
、
人
間
観
で
は
、
天
地
に
満
ち
る
「
生
意
」
が

人
の
心
身
に
生
き
生
き
と
あ
ら
わ
れ
る
。
ど
こ
ま
で
も
伸
び
広
が
っ
て
い
こ
う
と
す
る

動
態
的
な
生
生
の
力
が
、
神
霊
と
し
て
人
に
内
在
し
、
そ
れ
を
つ
つ
し
ん
で
保
持
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
在
る
べ
き
姿
を
実
現
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
生
生
の
力
の
観
念

は
こ
の
よ
う
に
動
態
的
、
か
つ
霊
的
に
人
と
い
う
存
在
を
根
拠
づ
け
、
そ
の
生
の
意
味

を
示
す
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
宣
長
は
人
の
五
感
の
は
た
ら
き
や
身
体
の
動
き
を
根
拠
づ
け
た
り
、
意
味

づ
け
た
り
し
よ
う
と
は
し
な
い
。
人
と
い
う
存
在
の
意
味
や
根
拠
を
形
而
上
的
な
観
念
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に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
せ
ず
、
あ
り
の
ま
ま
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、『
玉
勝
間
』

の
「
あ
や
し
き
も
の
の
説)11

(

」
と
題
さ
れ
た
、
次
の
文
章
の
よ
う
に
な
る
。

そ
の
人
と
い
ひ
し
物
の
あ
り
し
や
う
、
ま
ず
上
つ
か
た
に
、
首
カ
シ
ラ

と
い
う
所
有
て
、

そ
の
左
リ

右
に
、
耳
と
い
ふ
も
の
有
て
、
も
ろ
〳
〵
の
声
を
よ
く
き
ゝ
、
お
も
て

の
上
つ
方
に
、
目
と
い
ふ
物
二
つ
あ
り
て
、
よ
ろ
づ
の
物
の
色
か
た
ち
を
、
の
こ

る
く
ま
な
く
見
あ
き
ら
め
、
そ
の
下
に
、
鼻
と
い
ふ
も
の
有
て
、
物
の
か
を
か
ぎ
、

又
下
に
、
口
と
云
フ

物
あ
り
て
、
お
く
よ
り
声
の
出
る
を
、
く
ち
び
る
を
う
ご
か

し
、
舌
を
は
た
ら
か
す
ま
ゝ
に
、
そ
の
声
さ
ま
〴
〵
に
か
は
り
て
、
詞
と
な
り
て
、

萬
の
事
を
い
ひ
わ
け
、
又
首カ
シ
ラの

下
の
左
リ

右
に
、
手
と
い
ふ
も
の
有
て
、
末
に
岐マ
タ

あ
り
て
、
指
オ
ヨ
ビ

と
い
ふ
、
此
お
よ
び
を
は
た
ら
か
し
て
、
萬
ヅ

の
わ
ざ
を
な
し
、
萬

の
物
を
造
り
出
せ
り
、
又
下
つ
か
た
に
、
足
と
い
ふ
物
、
こ
れ
も
二
つ
有
て
、
う

ご
か
し
は
こ
べ
ば
、
百モ

モ

ヘ重
の
山
を
も
の
ぼ
り
こ
え
て
、
い
づ
こ
ま
で
も
あ
り
き
ゆ

き
つ
、
か
く
て
又
胸ム
ネ

の
内
に
隠カ
ク

れ
て
、
心
コ
コ
ロ

と
い
ふ
物
の
有
つ
る
こ
は
あ
る
が
中
に

も
、
い
と
あ
や
し
き
物
に
て
、
色
も
形
も
な
き
も
の
か
ら
、
上
の
件
ク
ダ
リ

耳
の
声
を

き
ゝ
、
目
の
物
を
見
、
口
の
も
の
い
ひ
、
手
足
の
は
た
ら
く
も
、
皆
此
心
の
し
わ

ざ
に
て
ぞ
有
け
る
、
さ
る
に
此
人
と
い
ひ
し
物
、
あ
る
時
い
た
く
な
や
み
て
、
や

う
〳
〵
に
重オ
モ

り
も
て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
つ
ひ
に
か
の
よ
ろ
づ
の
し
わ
ざ
皆
や
み
て
、

い
さ
ゝ
か
う
ご
く
こ
と
も
せ
ず
な
り
て
や止

み
に
き

 

（
『
玉
勝
間
』
全
一
、一
五
〇
頁―

一
五
一
頁
）

　

宣
長
は
、
ま
る
で
機
械
の
う
ご
き
で
も
見
る
か
の
よ
う
に
、「
死
物
」
で
あ
る
人
の

身
体
の
う
ご
き
を
即
物
的
に
描
写
し
て
い
る
。
身
体
の
個
々
の
部
位
に
精
巧
な
は
た
ら

き
が
あ
り
、
と
り
わ
け
心
と
い
う
も
の
が
五
感
の
は
た
ら
き
と
四
肢
の
動
き
を
統
合
す

る
精
妙
な
は
た
ら
き
を
な
す
。
宣
長
が
注
視
す
る
の
は
、「
死
物
」
で
あ
る
は
ず
の
身

体
に
か
く
も
精
巧
な
は
た
ら
き
が
あ
る
こ
と
の
あ
や
し
さ
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
は
た

ら
き
が
唐
突
に
止
む
こ
と
の
あ
や
し
さ
で
あ
る
。
宣
長
は
そ
の
あ
や
し
さ
を
説
明
し
よ

う
と
は
し
な
い
。
意
味
づ
け
よ
う
と
も
し
な
い
。「
死
物
」
で
あ
る
世
界
に
う
ご
き
を

与
え
る
の
も
、
ま
た
、
そ
の
う
ご
き
を
唐
突
に
と
め
る
の
も
、
人
智
を
は
る
か
に
こ
え

た
神
の
御み

所し

わ

ざ為
だ
か
ら
で
あ
る
。

⑵　

神
の
人
形

　

人
を
「
死
物
」
と
と
ら
え
、
意
思
し
行
為
す
る
主
体
を
、
唯
一
、
神
と
す
る
ほ
ど
ま
で

に
神
を
絶
対
化
す
る
宣
長
に
と
っ
て
は
、
身
体
の
う
ご
き
も
、
心
の
う
ご
き
も
、
あ
ら
ゆ

る
う
ご
き
は
、
す
べ
て
神
に
起
因
し
、
神
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
次
の
人
形
の
た
と
え
に
さ
ら
に
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
る
。

其
差
別
は
譬
へ
ば
、
神
は
人
に
て
、
幽
事
は
、
人
の
は
た
ら
く
が
如
く
、
世
中
の

人
は
人
形
に
て
、
顕
事
は
、
其
人
形
の
首
手
足
な
ど
有
て
、
は
た
ら
く
が
如
し
、

か
く
て
そ
の
人
形
の
色
々
と
は
た
ら
く
も
、
実
は
是
も
人
の
つ
か
ふ
に
よ
る
こ
と

な
れ
ど
も
、
人
形
の
は
た
ら
く
と
こ
ろ
は
、
つ
か
ふ
人
と
は
別
に
し
て
、
そ
の
首

手
足
な
ど
有
て
、
そ
れ
が
よ
く
は
た
ら
け
ば
こ
そ
、
人
形
の
し
る
し
は
あ
る
こ
と

な
れ
、
首
手
足
も
な
く
、
は
た
ら
く
と
こ
ろ
な
く
て
は
、
何
を
か
人
形
の
し
る
し

と
は
せ
ん
、
此
差
別
を
わ
き
ま
へ
て
、
顕
事
の
つ
と
め
も
、
な
く
て
は
か
な
は
ぬ

事
を
さ
と
る
べ
し 

（
『
玉
く
し
げ
』
全
八
、三
二
〇
頁―

三
二
一
頁
）

神
道
の
伝
統
的
な
概
念
で
あ
る
幽
事
と
顕
事)12

(

を
援
用
し
て
、
神
と
人
と
の
関
係
を
説

明
し
て
い
る
。
人
が
い
ろ
い
ろ
な
は
た
ら
き
を
な
す
の
は
、
み
な
、
目
に
見
え
な
い
神

の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
神
が
人
形
つ
か
い
の
よ
う
に
人
を
う
ご
か
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
で
は
、
人
が
神
に
う
ご
か
さ
れ
る
人
形
な
ら
ば
、
人
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

「
人
形
の
し
る
し
」
は
「
そ
の
首
手
足
な
ど
」
が
「
よ
く
は
た
ら
け
ば
こ
そ
」
発
揮
さ

れ
る
。
人
形
で
あ
る
人
の
首
手
足
な
ど
が
よ
く
う
ご
く
と
は
、
人
形
つ
か
い
で
あ
る
神
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本
居
宣
長
の
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て

が
あ
や
つ
る
ま
ま
に
、
人
形
つ
か
い
の
指
先
の
う
ご
き
が
間
断
な
く
な
め
ら
か
に
人
形

に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
宣
長
の
考
え
る
人
の
意
味
と
は
、
一
般
に
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
、
も
の
ご
と
を
考
え
、
意
味
づ
け
、
判
断
し
て
、
主
体
的
に
行
為
す
る
と
い
う

よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
人
の
さ
か
し
ら
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
人
形
と
し

て
の
よ
い
う
ご
き
を
阻
害
す
る
。
そ
れ
を
払
拭
し
、
神
の
御
心
を
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
す

こ
と
に
人
の
意
味
が
あ
る
と
宣
長
は
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
う
ご
く
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
神
に
起
因
す
る
と
す

れ
ば
、
人
の
心
が
は
か
な
く
ゆ
れ
う
ご
く
の
も
神
の
御
所
為
の
ゆ
え
で
あ
る
。「
心
が

う
ご
く
」
の
は
絶
対
で
あ
る
神
の
御
所
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
に
よ
る
意
味
付
け
や

価
値
判
断
を
こ
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
指
し
て
た
だ
そ
う
で
あ
る
と
し
か
言
え
な

い
も
の
と
言
う
の
で
あ
る
。

三　

う
ご
く
心
の
所
以

　

「
心
が
う
ご
く
」
こ
と
が
、
絶
対
的
な
神
の
御
所
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

た
だ
そ
う
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
ほ
ど
の
価
値
を
も
つ
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ

宣
長
に
お
い
て
神
が
そ
の
よ
う
に
絶
対
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
考
察

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
神
が
絶
対
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
性
質
と
絶
対
化
の
構
造
を
明

ら
か
に
し
て
こ
そ
、「
心
が
う
ご
く
」
の
内
容
を
よ
り
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

　

本
章
で
は
宣
長
の
世
界
観
、
人
間
観
と
垂
加
神
道
、
な
い
し
は
日
本
朱
子
学
の
そ
れ

と
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
長
が
神
を
絶
対
化
す
る
に
至
っ
た
思
想
的
背
景
を

明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
、「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
を
価
値
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
必
然
性
と
意
味
を
、
宣
長
に
即
し
て
考
察
し
て
い
く
。

　

宣
長
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
、
事
象
の
意
味
を
一
切
神
の
御
所
為
に
帰
し
た
。
神
の
御

所
為
な
し
に
は
世
界
は
「
死
物
」
で
あ
り
、
人
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
神
の

御
所
為
の
み
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
価
値
を
与
え
ら
れ
る
。
人
の
行

為
も
心
の
う
ご
き
も
神
の
御
所
為
に
起
因
し
、
人
の
意
味
は
、
神
と
い
う
人
形
つ
か
い

が
意
図
す
る
う
ご
き
を
人
形
と
し
て
あ
ら
わ
す
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
う
し
た
宣
長
の
世
界
観
、
人
間
観
は
、
日
本
朱
子
学
の
構
造
と
概
念
を
援
用
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
古
来
の
神
道
を
再
構
成
し
た
垂
加
神
道
の
世
界
観
、
人
間
観
に

対
す
る
昂
然
た
る
批
判
で
あ
っ
た
。
日
本
朱
子
学
で
は
、
世
界
を
理
と
い
う
形
而
上
的

な
力
の
力
動
的
な
運
動
と
と
ら
え
、
人
の
意
味
は
主
体
的
な
修
養
に
よ
っ
て
心
を
統
制

し
理
を
体
現
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

宣
長
は
、
日
本
朱
子
学
の
「
理
」
と
い
う
力
に
よ
る
力
動
的
な
世
界
観
に
対
し
て
、

世
界
を
「
死
物
」
と
と
ら
え
、
ま
た
、
心
を
統
制
し
て
「
理
」
を
目
指
し
て
邁
進
す
る

人
の
在
り
方
に
対
し
て
、「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
を
人
の
「
真
実
」
の
状
態
と

し
て
提
示
し
た
の
で
あ
る)13

(

。

１　

日
本
朱
子
学
の
世
界
観

　

日
本
朱
子
学
で
は
、
理
を
あ
ら
ゆ
る
存
在
、
事
象
の
根
拠
で
あ
る
と
す
る
。
理
と
い
う

生
生
力
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
は
成
り
、
理
を
規
範
と
し
て
こ
の
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
が

な
さ
れ
る
。
人
の
生
も
死
も
、
昼
夜
の
繰
り
返
し
も
、
四
季
の
め
ぐ
り
も
、
み
な
理
と
い

う
生
生
力
の
形
而
下
に
お
け
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
世
界
は
本
来
、
理
が
縦
横
無
尽
に
そ

の
生
生
力
を
発
現
さ
せ
る
場
と
し
て
あ
る
。
理
は
無
限
の
力
を
秘
め
て
静
謐
を
保
っ
て
い

る
が
、
ひ
と
た
び
陰
陽
二
気
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
そ
の
力
が
発
動
さ
れ
る
や
、
そ
の
動

き
に
五
行
（
水
、
火
、
木
、
金
、
土
）
が
連
動
し
、
翕
聚
と
発
散
を
限
り
な
く
く
り
返
し

て
天
地
に
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た
る
運
動
と
な
る
。
こ
の
運
動
が
世
界
を
存
立
せ
し
め
る
。

　

人
に
お
い
て
、
理
と
い
う
生
生
力
は
心
身
を
活
性
化
す
る
力
と
し
て
内
在
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
理
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
在
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
以
上
、
人
の
意
味
は

内
在
す
る
理
本
来
の
力
を
充
全
に
発
揮
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
気
質
に
よ
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る
偏
向
を
正
し
、
情
意
が
未
だ
兆
さ
な
い
心
の
状
態
を
保
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
心
が
原
初
の
状
態
に
か
え
っ
た
時
、
理
は
本
来
の
力
を
あ
ら
わ

す
。
心
身
に
理
と
い
う
活
き
活
き
し
た
力
が
満
ち
、
人
は
天
地
に
あ
ま
ね
く
ゆ
き
わ
た

る
理
と
一
体
化
し
て
本
来
の
在
る
べ
き
姿
を
取
り
戻
す
の
で
あ
る
。
理
を
根
拠
と
し
て

成
り
、
す
で
に
理
を
与
え
ら
れ
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
理
の
力
を
充
全
に
発
現
さ
せ
て

理
そ
の
も
の
と
な
る
こ
と
は
自
然
に
し
て
必
然
で
あ
り
、
人
と
し
て
当
然
の
成
り
ゆ
き

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

２　

宣
長
の
世
界
観
、
人
間
観

　

一
方
、
宣
長
は
、
理
や
陰
陽
五
行
と
い
う
概
念
を
「
無
き
こ
と
を
、
理
を
以
て
有
げ

に
い
ひ
な
す)14

(

」「
空
理)15

(

」
で
あ
る
と
し
て
認
め
な
い
。
宣
長
は
一
貫
し
て
人
が
関
知
で

き
る
の
は
事
実
や
「
実
物
」
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
背
後
に
あ
る
意
味
や
根
拠
に
つ
い
て

は
そ
れ
を
神
の
領
域
に
帰
し
て
、
人
は
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。「
天
地
の
こ
と

は
り
は
し
も
、
す
べ
て
神
の
御
所
為
に
し
て
、
い
と
も
〳
〵
妙た
え

に
奇く
す

し
く
、
霊あ
や

し
き
物

に
し
あ
れ
ば
、
さ
ら
に
人
の
か
ぎ
り
あ
る
智さ
と

り
も
て
は
、
測
り
が
た
き
わ
ざ
な
る
を
、

い
か
で
か
よ
く
き
は
め
つ
く
し
て
知
る
こ
と
の
あ
ら
む)16

(

」
と
述
べ
る
と
お
り
で
あ
る
。

　

宣
長
の
よ
う
に
、
人
は
「
実
物
」
や
事
実
の
背
後
に
あ
る
意
味
や
根
拠
は
わ
か
ら
な

い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
は
主
体
性
や
自
律
性
を
持
ち
得
ず
、
眼
前
の
事
象
の
あ
る
が
ま

ま
を
受
け
入
れ
て
い
く
受
動
的
な
在
り
方
し
か
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
般

に
、
人
は
存
在
や
事
象
に
対
し
て
合
理
的
と
思
わ
れ
る
意
味
づ
け
を
し
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
価
値
判
断
を
下
し
た
り
、
秩
序
立
て
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
的
に
か
か

わ
っ
て
い
く
。
し
か
し
、
意
味
や
根
拠
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
世
界
は

限
り
な
く
不
可
思
議
な
世
界
と
な
り
、
意
味
づ
け
し
た
り
方
向
づ
け
し
た
り
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。「
あ
や
し
」
く
不
可
思
議
な
状
態
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
く
よ
り
ほ
か

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
は
、
決
し
て
消
極
的
な
何
の
意
味
も
な
い
在
り
方
で
は
な
い
。
む
し

ろ
、
世
界
を
人
の
智
恵
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
た
り
、
秩
序
立
て
た
り
、
説
明
し
た
り
す

る
こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
の
本
来
の
あ
り
さ
ま
、
つ
ま
り
、
神
が
絶

対
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
神
の
人
形
と
し

て
最
善
の
、
最
も
価
値
の
あ
る
在
り
方
な
の
で
あ
る
。
宣
長
は
、
存
在
や
事
象
の
意
味
、

根
拠
を
空
理
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
、
そ
こ
か
ら
原
則
や
規
範
を
導
き
出
し
て
、
世
界
を

秩
序
づ
け
統
制
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
世
界
を
神
の
御
所
為
に
よ
る
も
の
と
し

て
「
妙た
え

に
奇く
す

し
く
、
霊あ
や

し
き)17

(

」
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
選
ぶ
。
宣
長
の
思
想
は
、

人
の
理
性
が
指
し
示
す
合
理
性
や
秩
序
、
規
範
を
基
礎
と
す
る
の
で
は
な
く
、
理
性
を

超
え
た
不
可
思
議
な
神
の
「
あ
や
し
」
さ
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
朱
子
学
が
理
に
よ
っ
て
世
界
を
合
理
的
に
説
明
し
尽
く
し
、
す
べ
て
の
存
在
、

事
象
は
理
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
姿
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
に
対
し
て
、
宣

長
が
と
ら
え
た
世
界
は
、
限
り
な
く
「
あ
や
し
」
く
測
り
知
れ
な
い
世
界
で
あ
っ
た
。

宣
長
は
こ
の
世
界
を
「
あ
や
し
」
き
神
の
御
所
為
に
よ
る
世
界
で
あ
る
と
し
、
そ
の
「
あ

や
し
」
さ
を
人
智
に
よ
っ
て
説
明
し
た
り
、
統
制
し
た
り
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
「
あ

や
し
」
き
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
。

　

宣
長
は
次
の
よ
う
に
世
界
を
「
あ
や
し
」
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
。

又
人
の
此
身
の
う
へ
を
も
思
ひ
み
よ
、
目
に
物
を
見
、
耳
に
物
を
き
ゝ
、
口
に
物

を
い
ひ
、
足
に
て
あ
る
き
、
手
に
て
萬
の
わ
ざ
を
す
る
た
ぐ
ひ
も
、
皆
あ
や
し
く
、

或
い
は
鳥
蟲
の
空
を
飛
ビ

草
木
の
花
さ
き
実
の
る
な
ど
も
、
み
な
あ
や
し
、
又
無

心
の
物
の
有
心
の
鳥
蟲
な
ど
に
化
す
る
た
ぐ
ひ
、
狐
狸
の
か
り
に
人
の
形
に
化
す

る
た
ぐ
ひ
な
ど
は
、
あ
や
し
き
が
中
の
あ
や
し
き
也
、
さ
れ
ば
此
天
地
も
萬
物
も
、

い
ひ
も
て
ゆ
け
ば
、
こ
と
〴
〵
く
奇あ

や

し異
か
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
く
、
こ
ゝ
に
至
り

て
は
、
か
の
聖
人
と
い
へ
共
、
そ
の
然
る
所
以
の
理
は
、
い
か
に
共
窮
め
知
こ
と

あ
た
は
ず
、
是
を
も
て
、
人
の
智
は
限
り
あ
り
て
小
き
こ
と
を
さ
と
る
べ
く
、
又
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本
居
宣
長
の
「
あ
は
れ
」
に
つ
い
て

神
の
御
し
わ
ざ
の
、
限
な
く
妙
な
る
物
な
る
事
を
も
さ
と
る
べ
し

 

（
『
く
ず
花
』
全
八
、一
二
九
頁
）

　

世
界
を
あ
ら
た
め
て
虚
心
に
な
が
め
て
見
れ
ば
、
人
の
五
感
の
は
た
ら
き
、
身
体
の

動
き
、
ま
た
鳥
虫
、
草
木
の
さ
ま
に
至
る
ま
で
「
こ
と
〴
〵
く
奇
異
か
ら
」
ざ
る
も
の

は
な
い
。
人
は
人
智
の
限
界
を
自
覚
し
、
あ
や
し
さ
の
中
に
神
の
「
限
な
く
妙
な
る
」

「
御
し
わ
ざ
」
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
宣
長
は
い
う
。

　

「
あ
や
し
」
い
と
は
、
存
在
や
事
象
の
背
後
に
あ
る
根
拠
や
原
則
、
因
果
関
係
な
ど

が
全
く
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
事
象
が
、
ど
の
よ
う
な
理
由
で
ど
の

よ
う
な
作
用
に
よ
っ
て
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
場
合
、
人
は
安
易
に
、
自

分
の
狭
い
智
恵
の
範
囲
内
で
合
理
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
宣

長
は
、
人
は
そ
の
あ
さ
は
か
な
智
恵
を
も
っ
て
「
あ
や
し
」
き
領
域
を
侵
し
て
は
な
ら

な
い
と
主
張
す
る
。「
あ
や
し
」
き
領
域
と
は
神
の
領
域
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

宣
長
は
、「
限
な
く
妙
な
る
」
神
の
御
所
為
が
世
界
に
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
見
、

あ
や
し
さ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
道
を
選
ぶ
。
存
在
や
事
象
の
背
後
に
あ
る
根
拠
や

意
味
を
さ
か
し
ら
な
智
恵
で
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
わ
が
掌
中
に
お
さ
め
た

い
と
い
う
欲
望
を
抑
え
て
、
ま
た
、
人
間
の
規
準
に
よ
っ
て
世
界
を
秩
序
づ
け
よ
う
と

い
う
思
い
上
が
り
を
絶
っ
て
、
宣
長
は
「
あ
や
し
」
さ
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る

の
で
あ
る
。

３　

「
あ
や
し
」
く
「
心
が
う
ご
く
」

　

宣
長
に
と
っ
て
、
う
ご
く
心
と
は
、
こ
の
「
限
な
く
妙
な
る
」
神
の
御
所
為
に
ほ
か

な
ら
な
か
っ
た
。
宣
長
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
の
心
に
「
あ
や
し
」
さ
を
見
出
し
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

わ
か
心
な
か
ら
わ
か
心
に
も
ま
か
せ
ぬ
物
に
て
、
悪
し
く
邪
な
る
事
に
て
も
感
す

る
事
あ
る
也
、
是
は
悪
し
き
事
な
れ
は
感
ず
ま
じ
と
は
思
ひ
て
も
、
自
然
と
し
の

ひ
ぬ
所
よ
り
感
す
る
也 

（
『
紫
文
要
領
』
全
四
、五
八
頁
）

　

人
の
心
は
、
善
悪
の
規
準
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。「
自

然
と
し
の
ひ
ぬ
所
よ
り
感
」
じ
て
「
わ
か
心
に
も
ま
か
せ
ぬ
」
う
ご
き
を
す
る
。
こ
う

し
た
心
の
「
あ
や
し
」
い
、
不
可
思
議
な
う
ご
き
こ
そ
神
の
御
所
為
そ
の
も
の
で
あ
り
、

人
は
「
自
然
と
し
の
ひ
ぬ
所
よ
り
感
す
る
」
心
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
宣
長
は
考
え
る
。
た
と
え
そ
の
結
果
、
心
が
い
か
に
不
可
思
議
な
無
秩
序
な
う
ご
き

を
な
そ
う
と
も
、
そ
の
「
あ
や
し
」
さ
こ
そ
神
の
御
所
為
が
は
た
ら
い
て
い
る
あ
か
し

で
あ
る
。
宣
長
は
、
う
ご
く
心
を
、
人
間
が
作
り
出
し
た
規
準
に
よ
っ
て
価
値
づ
け
し

た
り
統
制
し
た
り
せ
ず
、
本
来
の
あ
り
の
ま
ま
の
状
態
で
受
け
入
れ
る
。
そ
れ
が
、
す

な
わ
ち
、
神
の
御
所
為
を
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
神
の
人
形
と
し

て
の
あ
り
方
で
あ
る
。「
あ
や
し
」
く
「
心
が
う
ご
く
」、
そ
れ
が
神
の
定
め
た
、
人
の

心
の
状
態
で
あ
っ
た
。
う
ご
く
心
が
、
た
だ
の
、
そ
う
で
あ
る
と
し
か
言
え
な
い
、
絶

対
的
な
心
で
あ
る
と
い
う
所
以
は
こ
こ
に
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
本
稿
で
は
、「
あ
は
れ
」、
す
な
わ
ち
「
心
が
う
ご
く
」
と
い
う
こ
と
の
本
質

を
宣
長
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
、
神
の
絶
対
性
を
根
拠
と
し
て
う
ご
く
心
が
価
値
化
さ

れ
る
構
造
と
そ
の
必
然
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
き
た
。「
あ
は
れ
」
の
本
質
と
、「
あ

は
れ
」
の
絶
対
的
な
性
質
に
つ
い
て
認
識
を
深
め
る
こ
と
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
を

ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
察
す
る
場
合
で
も
不
可
欠
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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引
用
文
献

　
 　

本
居
宣
長
の
文
章
は
『
本
居
宣
長
全
集
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年―

一
九
九
三
年
）

に
拠
っ
た
。
引
用
に
あ
た
っ
て
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
巻
数
に
つ
い
て
は
、

全
集
第
一
巻
で
あ
れ
ば
、
全
一
と
記
し
た
。

相
良
亨
『
本
居
宣
長
』、『
相
良
亨
著
作
集
４
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
四
年
）
所
収

菅
野
覚
明
『
本
居
宣
長　

言
葉
と
雅
び
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
年
）

山
下
久
夫
『
本
居
宣
長
と
「
自
然
」
』（
沖
積
舎
、
一
九
八
八
年
）

玉
木
正
英
『
玉
籖
集
』、
山
本
信
哉
編
『
神
道
叢
説
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年
）
所
収

若
林
強
斎
『
日
本
書
紀
辨
』、
近
藤
啓
吾
校
注
『
神
道
大
系　

論
説
編
十
三　

垂
加
神
道

（
下
）
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
一
九
七
八
年
）
所
収

　
　
　
　

『
神
道
大
意
』、
同
右
。

注
（
１
）　

た
と
え
ば
、
文
学
と
日
本
思
想
史
の
分
野
で
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
研
究
さ
れ
て
き
た

和
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
成
果
を
検
討
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
二
つ
の
分
野
を
架
橋

す
る
形
で
新
し
い
視
野
を
切
り
開
い
て
い
こ
う
と
す
る
試
み
が
あ
る
。
二
〇
一
三
年

度
の
日
本
思
想
史
学
会
大
会
で
は
「
越
境
す
る
日
本
思
想
史―

思
想
と
文
学
の
垣
根

越
え
」
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
中
で
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ィ

ヴ
ァ
氏
に
よ
る
「
和
歌
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
」、
田
中
康
二
氏
に
よ
る
「
宣
長
国
学
に
お

け
る
和
歌―

敷
島
の
歌
・
う
ひ
山
ぶ
み
・
著
者
名―

」
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。（
『
日
本

思
想
史
学
』
第
46
号
、
一
頁―

三
五
頁
）。

（
２
）　

「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
時
の
「
も
の
」
に
つ
い
て
は
、
宣
長
は
、「
言イ

フ

を
物
い
ふ
、

か
た
る
を
物
語
、
又
物
ま
う
で
、
物
見
物
い
み
、
な
ど
い
ふ
た
ぐ
ひ
の
物
に
て
、
ひ
ろ

く
い
ふ
と
き
に
、
添
る
こ
と
ば
な
り
。」（
『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
全
四
、二
〇
二
頁―

二
〇
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
３
）　

『
相
良
亨
著
作
集
４
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
四
年
）
所
収
。

（
４
）　

以
上
、
同
右
、
二
七
〇
頁
。

（
５
）　

同
右
、
二
八
六
頁―

三
〇
〇
頁
。
特
に
、
二
九
三
頁
以
下
。

（
６
）　

こ
の
点
は
山
下
久
夫
『
本
居
宣
長
と
「
自
然
」
』（
沖
積
舎
、
一
九
八
八
年
）
も
同

じ
で
あ
る
。
山
下
氏
は
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
共
同
体

を
「
和
歌
的
共
同
体
」
と
述
べ
、
考
察
の
重
点
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
そ
の
も
の
に

つ
い
て
、
ま
た
、
そ
の
根
拠
で
あ
る
絶
対
的
な
「
神
」
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
人
倫
の

中
で
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
は
た
ら
き
に
置
か
れ
て
い
る
。

（
７
）　

『
本
居
宣
長
言
葉
と
雅
び
』、
二
〇
四
頁
。

（
８
）　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
仏
教
の
救
い
が
あ
り
、
儒
学
の
合
理
的
な
解
決

が
あ
る
。
し
か
し
、
宣
長
は
そ
う
し
た
救
い
や
解
決
を
人
の
浅
知
恵
で
あ
る
と
し
て
拒

否
す
る
。

（
９
）　

若
林
強
斎
『
日
本
書
紀
辨
』、
二
八
一
頁
。

（
10
）　

玉
木
正
英
『
玉
籤
集
』、
二
八
一
頁
。

（
11
）　

『
玉
勝
間
』（
全
一
、
一
五
〇
頁―

一
五
一
頁
）。
こ
れ
は
、
宣
長
が
記
紀
の
神
代
の

記
述
を
事
実
で
は
な
い
と
考
え
る
儒
者
達
を
批
判
す
る
た
め
に
、
人
の
身
体
で
さ
え
あ

ら
た
め
て
な
が
め
て
見
れ
ば
不
可
解
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
文
章
で
あ
る
が
、

儒
者
批
判
の
内
容
自
体
は
当
面
の
問
題
で
は
な
い
。
今
は
、
宣
長
が
人
を
観
念
に
よ
ら

ず
に
即
物
的
に
と
ら
え
る
視
点
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
が
宣
長
の

思
想
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
の
で
あ
る
。

（
12
）　

宣
長
は
幽
事
（
か
く
り
ご
と
、
か
み
ご
と
）
は
目
に
は
み
え
な
い
、
神
と
御
所
為

の
こ
と
、
顕
露
事
（
あ
ら
は
に
ご
と
）
は
朝
廷
の
ま
つ
り
ご
と
、
一
般
に
人
々
が
な
す

行
為
こ
と
と
す
る
。

（
13
）　

以
下
、
拙
稿
『
本
居
宣
長
に
お
け
る
神
の
概
念
』（
『
「
対
話
と
深
化
」
の
次
世
代
女

性
リ
ー
ダ
ー
の
育
成 : 

「
魅
力
あ
る
大
学
院
教
育
」
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ 

平
成
一
七
年
度

活
動
報
告
書
：
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
編
』、
一
三
三
頁―

一
三
八
頁
）
と
重
複
す
る
部
分
が

あ
る
が
行
論
上
の
必
要
に
よ
る
。

（
14
）　

『
く
ず
花
』
全
八
、一
七
三
頁
。

（
15
）　

同
右
。

（
16
）　

『
直
毘
霊
』
全
九
、五
二
頁
。

（
17
）　

同
右
。


