
「
物
に
ゆ
く
道
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か

目
冨
寓
＄
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．
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本
居
宣
長
の
文
章
は
平
明
で
あ
る
が
、
誤
読
を
免
れ
な
い
テ
キ
ス
ト
は
な
い
。
読
み
手
の
思
い
入
れ
が
強
す
ぎ
、
深
読
み
か
ら
キ
ー
ワ

ー
ド
が
生
ま
れ
、
受
容
に
影
響
す
る
こ
と
が
あ
る
。
「
物
に
ゆ
く
道
」
は
、
そ
の
典
型
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
既
に
相
良
亨
に
よ
っ
て

十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
相
良
の
指
摘
を
十
分
に
踏
ま
え
な
い
立
論
が
散
見
す
る
。
相
良
の
表
現
を
借
り
る
と
「
「
物
に
ゆ
く
道
」

と
い
う
言
葉
が
深
遠
な
意
味
に
と
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宣
長
を
理
解
す
る
試
み
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
は
、
「
物
に
ゆ
く
道
」

の
誤
読
の
歴
史
を
簡
単
に
た
ど
り
、
さ
ら
に
相
良
の
論
点
を
補
強
す
べ
き
用
例
を
提
示
し
、
誤
読
史
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
を
意
図
す
る

も
の
で
あ
る
。

「
物
に
ゆ
く
道
」
一
誤
読
史
の
ス
ケ
ッ
チ

　
「
物
に
ゆ
く
道
」
に
つ
い
て
は
、
相
良
亨
が
『
本
居
宣
長
』

で
あ
る
の
で
、
ま
ず
、
『
本
居
宣
長
』
か
ら
引
用
し
よ
う
。

に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
本
稿
は
相
良
の
著
作
の
補
遺
と
い
う
べ
き
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
踊

三
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三
六

「物にゆく道」とは何か

　
『
直
毘
霊
』
に
、

　
　
古
へ
の
大
御
世
に
は
、
道
と
い
ふ
言
挙
も
さ
ら
に
な
か
り
き
、
其
は
た
だ
物
に
ゆ
く
道
こ
そ
有
り
げ
れ
、
物
の
こ
と
わ
り
あ
る

　
　
べ
き
す
べ
、
万
の
教
へ
ご
と
を
し
も
、
何
の
道
く
れ
の
道
と
い
ふ
こ
と
は
、
異
国
の
さ
だ
な
り
。

　
と
あ
る
が
、
…
…
し
ば
し
ば
論
者
に
よ
っ
て
こ
こ
に
あ
る
「
物
に
ゆ
く
道
」
と
い
う
言
葉
が
深
遠
な
意
味
に
と
ら
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
宣
長
を
理
解
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
の
で
、
一
言
言
及
し
て
お
き
た
い
。
例
え
ば
「
物
に
ゆ
く
道
」
を
「
知
覚
的
・
経
験
的
現

前
に
お
け
る
物
そ
の
も
の
の
把
握
と
い
う
王
題
を
紛
れ
も
な
く
志
向
す
る
も
の
」
（
西
郷
信
綱
「
物
に
行
く
道
」
『
文
学
』
一
九
六
八

年
八
月
号
所
収
）
と
説
く
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
直
思
量
』
の
こ
の
「
物
に
ゆ
く
道
」
に
は
こ
の
よ
う
な
内
容
は
ま
っ
た

く
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
。
『
婦
警
霊
』
の
右
の
本
文
に
対
す
る
補
注
的
説
明
と
し
て
「
美
知
と
は
、
此
々
に
味
馬
路
と
書
る
如
く
、

山
路
野
路
な
ど
の
路
に
、
御
て
ふ
言
を
添
た
る
に
て
、
た
だ
物
に
ゆ
く
路
ぞ
、
こ
れ
を
お
き
て
は
、
上
ッ
代
に
、
道
と
い
ふ
も
の
は

な
か
り
し
そ
か
し
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
も
、
「
物
に
ゆ
く
道
」
と
は
、
何
処
か
へ
行
く
道
路
の
意
、
し
た
が
っ
て
上
代
の
日
本
に
お

い
て
は
美
知
は
た
だ
こ
の
道
路
の
意
味
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
言

っ
て
も
、
さ
ら
に
な
お
「
物
に
」
と
い
う
表
現
に
こ
だ
わ
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
『
玉
勝
間
』
（
四
四
一
）
に
あ
る
「
物
へ

ゆ
く
道
に
、
牛
の
人
に
ひ
か
れ
く
る
が
、
云
々
」
を
み
れ
ば
、
「
物
に
ゆ
く
道
」
が
人
馬
の
往
来
す
る
道
路
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
（
1
）

決
定
的
で
あ
ろ
う
。
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西
郷
信
綱
と
小
林
秀
雄

　
相
良
の
言
う
「
「
物
に
ゆ
く
道
」
に
深
遠
な
意
味
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宣
長
を
理
解
す
る
試
み
」
を
本
稿
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と

に
な
る
。
そ
の
代
表
的
な
物
と
し
て
相
良
が
言
及
し
、
現
今
で
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
西
郷
信
綱
の
説
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
。
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宣
長
が
上
つ
代
に
は
、
教
え
と
し
て
の
こ
ち
た
き
道
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
「
道
（
コ
ト
）
」
と
し
て
の
道
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は

　
　
た
だ
「
物
に
行
く
道
」
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
に
注
目
し
よ
う
。

　
　
－
－
国
学
的
扮
装
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
物
に
行
く
道
」
と
は
、
知
覚
的
・
経
験
的
現
前
に
お
け
る
物
そ
の
も
の
の

　
　
把
握
と
い
う
主
題
を
紛
れ
も
な
く
志
向
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。

　
　
…
…
「
物
に
行
く
道
」
は
「
道
」
と
し
て
の
道
で
あ
り
、
そ
し
て
コ
ト
は
「
理
」
で
は
な
く
「
事
」
で
あ
り
、
ま
た
必
然
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
「
言
」
で
も
あ
っ
た
。
感
覚
と
は
ち
が
い
知
覚
は
意
味
的
現
前
で
あ
り
、
そ
れ
は
言
葉
を
介
し
て
の
み
対
象
に
到
達
す
る
。

　
こ
の
論
文
は
、
本
居
宣
長
を
特
集
し
た
雑
誌
『
文
学
』
の
巻
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
が
「
物
に
行
く
道
」
で
あ
る

が
、
「
物
に
行
く
道
」
の
意
味
づ
け
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
物
に
行
く
道
」
が
「
知
覚
的
・
経
験
的
現
前
に
お
け
る
物
そ

の
も
の
の
把
握
と
い
う
主
題
を
紛
れ
も
な
く
志
向
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
、
自
明
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
西
郷
は
、

こ
の
論
文
で
、
宣
長
に
お
け
る
「
現
前
」
を
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
宣
長
に
対
す
る
西
郷
自
身
の
認
識
で
あ
る
が
、
「
物
に
ゆ

く
道
」
の
語
義
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
本
居
宣
長
が
真
に
え
ら
い
学
者
だ
と
思
え
る
の
は
、
作
品
の
自
己
へ
の
こ
う
し
た
現
前
を
さ
な
が
ら
と
ら
え
よ
う
と
意
識
し
て
お

　
　
り
、
か
つ
そ
れ
を
見
事
に
定
着
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
　
（
古
事
記
伝
の
）
存
在
が
重
く
私
た
ち
に
の
し
か
か
る
の
は
、
彼
が
古
事
記
の
自
己
へ
の
そ
の
時
代
な
り
の
現
前
を
生
き
生
き
と
把

　
　
握
し
て
い
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
に
相
違
な
い
。

　
　
私
は
…
…
知
覚
的
・
経
験
的
な
現
前
、
す
な
わ
ち
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
目
に
見
え
た
る
ま
ま
」
の
世
界
の
問
題
こ
そ
が
彼
に
と
っ
て
本

　
　
質
的
で
あ
っ
た
次
第
を
示
そ
う
と
し
て
き
た
。

　
　
古
事
記
伝
が
世
の
注
釈
書
と
類
を
異
に
す
る
の
は
、
た
ん
に
精
緻
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
古
事
記
の
言
葉
を
そ
の
経
験
的
現

　
　
前
に
お
い
て
隈
も
な
く
把
握
し
よ
う
と
辛
苦
し
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。

三
七
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「物にゆく道」とは何か

三
八

　
『
古
事
記
伝
』
が
「
古
事
記
の
言
葉
を
そ
の
経
験
的
現
前
に
お
い
て
」
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
、
繰
り
返
し
、
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
西
郷
が
宣
長
を
そ
の
よ
う
に
把
握
し
た
と
い
う
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
、
「
物
に
行
く
道
」
が
、
「
知
覚
的
・
経
験
的
現

前
に
お
け
る
物
そ
の
も
の
の
把
握
」
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
お
、
証
明
さ
れ
な
い
。
「
現
前
」
は
西
郷
自
身
の
読
み
の
あ
り
方
、

あ
る
い
は
作
品
へ
の
対
峙
の
仕
方
で
も
あ
る
。

　
　
不
透
明
な
が
ら
も
、
主
体
へ
の
対
象
の
こ
の
経
験
的
現
前
を
私
た
ち
は
信
じ
て
、
そ
こ
に
生
き
、
そ
こ
か
ら
た
え
ず
出
発
し
て
お

　
　
り
、
そ
こ
に
戻
る
と
い
う
の
さ
え
わ
ざ
と
ら
し
い
く
ら
い
、
つ
ね
に
そ
こ
に
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
論
文
「
物
に
行
く
道
」
に
お
い
て
、
「
物
に
行
く
道
」
の
意
味
そ
の
も
の
は
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
る
。

　
「
物
に
行
く
道
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
た
の
は
西
郷
の
「
物
に
行
く
道
」
だ
け
で
は
な
い
。
小
林
秀
雄
の
「
考
え
る
と
い
う
事
」
も
、

そ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
昭
和
三
十
七
年
二
月
に
『
文
藝
春
秋
』
に
掲
載
さ
れ
た
随
筆
で
あ
る
が
、
掲
載
時
の
も
の
と
、
現
在
最
も
簡
単

に
入
手
で
き
る
文
春
文
庫
版
と
で
は
、
い
さ
さ
か
違
い
が
あ
る
。
と
い
っ
て
も
『
本
居
宣
長
』
が
『
新
潮
』
連
載
の
物
を
大
幅
に
改
訂
し

た
ほ
ど
で
は
な
い
。
初
出
に
こ
だ
わ
る
理
由
も
な
い
の
で
、
表
現
の
整
備
さ
れ
た
文
庫
版
を
引
用
す
る
。

　
　
彼
（
宣
長
）
の
説
に
よ
れ
ば
、
「
か
ん
が
ふ
」
は
、
「
か
む
か
ふ
」
の
音
便
で
、
も
と
も
と
、
む
か
え
る
と
い
う
言
葉
な
の
で
あ
る
。

　
　
「
か
れ
と
こ
れ
と
を
、
比
校
へ
て
思
ひ
め
ぐ
ら
す
意
」
と
解
す
る
。
そ
れ
な
ら
、
私
が
物
を
考
え
る
基
本
的
な
形
で
は
、
「
私
」
と

　
　
「
物
」
と
が
「
あ
ひ
む
か
ふ
」
と
い
う
意
に
な
ろ
う
。
「
む
か
ふ
」
の
「
む
」
は
身
で
あ
り
、
「
か
ふ
」
は
交
う
で
あ
る
と
解
し
て
い

　
　
い
な
ら
、
考
え
る
と
は
、
物
に
対
す
る
単
に
知
的
な
働
き
で
は
な
く
、
物
と
親
身
に
交
わ
る
事
だ
。
物
を
外
か
ら
知
る
の
で
は
な

　
　
く
、
物
を
身
に
感
じ
て
生
き
る
、
そ
う
い
う
経
験
を
い
う
。
…
…
学
者
等
は
、
学
問
の
道
を
論
じ
、
こ
れ
に
、
「
こ
ち
た
き
名
ど
も

　
　
を
作
り
設
け
」
て
説
く
が
、
無
用
の
言
で
あ
り
、
正
し
い
学
問
は
、
「
た
だ
物
に
ゆ
く
道
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
宣
長
の
考
え
で
、

　
　
こ
の
「
た
だ
物
に
ゆ
く
道
」
と
い
う
「
直
聖
霊
」
に
あ
る
言
葉
は
、
科
学
も
知
ら
な
か
っ
た
当
時
の
学
者
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に
大

243
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胆
な
進
歩
的
な
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
が
、
宣
長
の
使
っ
た
「
物
」
と
い
う
言
葉
も
、
全
く
当
時
の
常
識
の
言
葉
だ

　
　
　
（
3
）

　
　
つ
た
。

　
小
林
は
「
考
え
る
ヒ
ン
ト
」
と
い
う
表
題
を
持
つ
一
連
の
エ
ッ
セ
イ
の
一
篇
「
考
え
る
と
い
う
事
」
で
、
宣
長
を
取
り
上
げ
た
。
山
鹿

素
行
・
中
江
藤
樹
・
契
沖
・
伊
藤
仁
斎
・
荻
生
半
在
な
ど
を
論
じ
た
昭
和
三
十
六
年
六
月
の
「
学
問
」
、
八
月
の
「
租
練
」
、
十
一
月
の

「
弁
名
」
に
続
く
も
の
で
あ
っ
た
。
「
物
に
ゆ
く
道
」
は
、
正
し
い
学
問
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は
正
し
い
学
問
の
方
法
を
表
現
す
る
言
葉
と

し
て
、
宣
長
が
用
い
た
も
の
で
あ
る
と
小
林
は
考
え
て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
物
に
ゆ
く
道
」
の
意
味
合
い
は
自
明
と
さ
れ
て
い
る
。
小
林

に
と
っ
て
こ
の
言
葉
は
、
「
科
学
も
知
ら
な
か
っ
た
当
時
の
学
者
と
し
て
は
、
ま
こ
と
に
大
胆
な
進
歩
的
な
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
有
名

に
な
っ
た
」
も
の
で
あ
る
。
「
物
に
ゆ
く
道
」
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
小
林
に
従
っ
て

思
想
家
達
の
営
為
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
、
「
物
に
ゆ
く
道
」
が
宣
長
に
お
け
る
学
問
の
方
法
で
あ
る
と
い
う
言
葉
は
よ
り
説
得
的
に
思
わ

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
狙
棟
」
の
く
だ
り
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
仁
斎
先
生
が
「
道
ハ
行
フ
所
ヲ
以
テ
言
フ
。
活
字
ナ
リ
。
理
ハ
存
ズ
ル
所
ヲ
以
テ
言
フ
。
古
字
ナ
リ
」
と
言
っ
た
の
は
正
し
い
と
狙

　
　
裸
は
言
う
。
孔
子
は
確
か
な
物
を
好
み
、
こ
れ
に
遵
い
、
こ
れ
に
熟
し
、
こ
れ
を
行
う
に
至
っ
て
、
智
を
成
し
た
の
で
あ
り
、
智
に

　
　
よ
っ
て
物
を
得
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
彼
は
、
「
物
ハ
教
ノ
条
件
ナ
リ
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
無
論
、
物
と
は
物
質
の
意
味
で
は
な
い
。
歴
史
と
言
っ
て
も
物
と
言
っ
て
も

　
　
よ
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
歴
史
と
は
人
間
的
事
実
で
あ
り
、
人
間
の
作
っ
た
物
で
あ
っ
て
、
自
然
に
在
る
事
物
の
理
で
は
な
い
。

　
　
物
を
重
ん
ず
る
と
い
う
考
え
は
、
但
棟
の
学
問
の
根
本
に
あ
っ
た
。
「
大
学
」
の
「
格
物
致
知
」
の
格
物
と
は
、
元
来
、
物
来
る
の

　
　
意
で
あ
り
、
知
を
致
す
条
件
を
な
す
も
の
が
格
物
で
あ
る
と
解
し
た
。
…
…
せ
っ
か
く
物
が
来
る
の
に
出
会
い
な
が
ら
、
物
を
得
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
理
し
か
得
ら
れ
ぬ
と
は
、
ま
こ
と
に
詰
ら
ぬ
話
だ
、
と
す
る
の
が
但
裸
の
考
え
だ
。

　
小
林
の
読
み
方
は
、
時
に
は
自
分
勝
手
と
言
っ
て
も
良
い
。
道
・
理
に
つ
い
て
の
仁
斎
の
言
葉
を
正
し
い
も
の
と
祖
裸
が
述
べ
て
い
る

三
九
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（
5
）

と
い
う
の
は
、
原
文
（
『
弁
済
』
下
「
理
為
人
欲
」
）
に
つ
け
ば
正
反
対
で
あ
る
。
だ
が
、
と
も
か
く
も
、
狙
練
の
学
問
は
「
物
を
重
ん
ず

る
」
も
の
だ
と
い
う
認
識
だ
け
は
、
は
っ
き
り
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。
宣
長
を
論
じ
た
「
考
え
る
と
い
う
事
」
の
冒
頭
に
近
く
、
小
林
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
私
が
物
を
考
え
る
基
本
的
な
形
で
は
、
「
私
」
と
「
物
」
と
が
「
あ
ひ
む
か
ふ
」
と
い
う
意
に
な
ろ
う
。
「
む
か
ふ
」
の
「
む
」
は
身

　
　
で
あ
り
、
「
か
ふ
」
は
交
う
で
あ
る
と
解
し
て
い
い
な
ら
、
考
え
る
と
は
、
物
に
対
す
る
単
に
知
的
な
働
き
で
は
な
く
、
物
と
親
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
に
交
わ
る
事
だ
。
物
を
外
か
ら
知
る
の
で
は
な
く
、
物
を
身
に
感
じ
て
生
き
る
、
そ
う
い
う
経
験
を
い
う
。

　
小
林
自
身
の
考
え
る
態
度
を
、
よ
く
表
現
す
る
文
章
で
あ
る
。
宣
長
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
小
林
の
こ
と
な
の
か
、
私
に
は
分
か

り
に
く
い
が
、
小
林
の
目
に
「
正
し
い
学
問
は
、
「
た
だ
物
に
ゆ
く
道
」
な
の
で
あ
る
」
と
見
え
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
納
得
が
ゆ
く
。

　
西
郷
信
綱
も
小
林
秀
雄
も
長
い
時
間
を
か
け
て
宣
長
と
つ
き
あ
い
、
西
郷
は
『
古
事
記
伝
』
を
「
無
二
の
伴
侶
」
と
し
て
自
身
の
『
古

事
記
注
釈
』
を
、
小
林
は
『
本
居
宣
長
』
を
完
成
さ
せ
る
。
「
物
に
ゆ
く
道
」
は
、
彼
ら
の
信
用
に
よ
っ
て
過
大
な
意
味
を
担
い
つ
づ
け

る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
小
林
秀
雄
が
最
初
に
「
物
に
ゆ
く
道
」
に
注
目
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
「
科
学
も
知
ら
な
か
っ
た
当
時
の
学
者
と
し
て
は
、

ま
こ
と
に
大
胆
な
進
歩
的
な
言
葉
で
あ
っ
た
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
」
と
小
林
自
身
が
述
べ
て
い
る
の
に
従
っ
て
、
も
う
少
し
さ
か
の
ぼ

る
。
と
は
い
え
、
「
有
名
に
な
っ
た
」
と
い
う
言
葉
だ
け
が
頼
り
な
の
で
、
完
備
し
た
全
集
の
あ
る
有
名
な
著
作
家
を
一
人
探
し
出
し
た

だ
け
で
あ
る
。
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西
田
幾
多
郎
に
『
日
本
文
化
の
問
題
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
。
そ
の
全
集
第
九
巻
後
記
に
よ
る
と
、
岩
波
新
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の

は
一
九
四
〇
年
三
月
、
「
戦
後
も
引
き
続
い
て
岩
波
新
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
」
も
の
で
あ
る
。
第
一
章
の
冒
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頭
と
い
う
非
常
に
目
立
つ
と
こ
ろ
に
、
そ
し
て
、
そ
の
一
カ
所
だ
け
に
「
物
に
ゆ
く
道
」
が
登
場
す
る
。

　
　
併
し
研
究
は
隠
す
所
な
く
蔽
ふ
愚
な
く
、
美
を
美
と
し
醜
を
醜
と
し
て
、
何
処
ま
で
も
公
明
正
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て

　
　
そ
れ
に
よ
っ
て
深
く
世
界
歴
史
の
根
抵
に
触
れ
る
底
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
と
云
ふ
如
く
、
由
来

　
　
我
々
を
は
ぐ
く
み
来
っ
た
日
本
精
神
に
は
、
か
・
る
公
明
正
大
な
も
の
が
あ
る
と
思
ふ
。
学
問
的
精
神
と
は
、
か
・
る
公
明
正
大
の

　
　
精
神
に
基
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
東
洋
文
化
は
教
で
あ
り
、
西
洋
文
化
は
学
で
あ
る
と
い
ふ
語
は
最
も
能
く
支
那
文
化
に

　
　
当
嵌
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
神
な
が
ら
言
挙
せ
ぬ
国
と
云
ふ
の
は
、
議
論
の
為
に
議
論
せ
な
い
、
概
念
の
為
に
概
念
を
弄
せ
な
い

　
　
と
云
ふ
こ
と
で
あ
っ
て
、
宣
長
が
「
其
は
た
“
物
に
ゆ
く
道
こ
そ
有
り
げ
れ
」
と
云
ふ
如
く
（
「
直
毘
霊
」
）
、
直
に
物
の
真
実
に
ゆ

　
　
く
と
い
ふ
意
に
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
唯
因
襲
的
に
伝
統
に
従
ふ
と
か
、
主
観
的
感
情
の
ま
・

　
　
に
振
舞
ふ
と
か
と
云
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
何
処
ま
で
も
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
こ
と
に
は
、
科
学
的
精
神
と
云
ふ
も
の
も
含
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
て
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
己
を
空
く
し
て
物
の
真
実
に
従
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
著
者
が
西
田
、
本
は
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
岩
波
新
書
、
し
か
も
、
そ
の
冒
頭
で
あ
る
。
「
物
に
ゆ
く
道
」
を
「
有
名
」
に
し
た
物

の
、
一
つ
は
こ
れ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
小
林
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
が
、
こ
の
西
田
の
著
作
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
索
引
の
完
備

し
た
全
集
が
備
わ
っ
て
い
る
西
田
の
著
作
が
、
た
ま
た
ま
私
の
目
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。

　
西
田
は
、
‘
ど
の
よ
う
な
つ
も
り
で
宣
長
の
「
物
に
ゆ
く
道
」
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
全
集
の
人
名
索
引
に
よ
る
と
西
田
は
宣
長

に
対
し
て
、
さ
し
て
関
心
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
著
作
ら
し
い
著
作
で
宣
長
の
名
前
の
出
て
く
る
の
は
町
鳶
所
、
そ
の
う
ち
の

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

一
つ
が
こ
れ
で
あ
る
。
西
田
は
「
（
た
“
）
物
に
ゆ
く
道
」
を
「
直
に
物
の
真
実
に
ゆ
く
と
い
ふ
意
」
に
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
宣
長

が
言
及
さ
れ
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
「
物
の
真
実
（
に
ゆ
く
）
」
の
方
は
、
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
で

あ
る
。
西
田
は
何
度
も
「
物
の
真
実
（
に
ゆ
く
）
」
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
「
物
に
ゆ
く
道
」
の
意
味
が
「
物
の
真
実
（
に
ゆ
く
）
」
で
あ

る
か
ど
う
か
、
吟
味
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
と
く
に
持
続
的
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
宣
長
の
「
物

四
一
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四
二

に
ゆ
く
道
」
を
西
田
が
解
釈
し
た
「
物
の
真
実
（
に
ゆ
く
）
」
が
、
こ
れ
だ
け
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
っ
た

と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
物
に
ゆ
く
道
」
の
誤
読
史
の
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
は
逸
脱
す
る
が
、
「
物
の
真
実
」
の
西
田
に
と
っ
て
の
意
味

を
、
考
え
て
み
た
い
。

ま
ず
第
一
章
で
は
次
の
⊥
バ
カ
所
で
あ
る
。

　
①
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
唯
因
襲
的
に
伝
統
に
従
ふ
と
か
、
主
観
的
感
情
の
ま
・
に
振
舞
ふ
と
か
と
云
ふ
こ
と
で
は
な

　
　
い
。
何
処
ま
で
も
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
こ
と
に
は
、
科
学
的
精
神
と
云
ふ
も
の
も
含
ま
れ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
唯
、
学
は
何
処
ま
で
も
広
義
に
於
て
人
の
学
で
あ
る
と
共
に
、
教
は
真
実
の
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
物
の
真
実
に
基
い
た
教
で

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
独
断
で
あ
り
、
因
襲
で
あ
り
、
虚
偽
で
あ
る
。

③
知
性
的
で
あ
り
、
理
論
的
で
あ
り
、
何
処
ま
で
も
物
の
真
実
に
行
く
ギ
リ
シ
ャ
文
化
に
、
源
を
発
し
た
欧
洲
文
化
は
、
そ
の
背
後
に

　
　
雄
大
な
る
理
論
を
有
っ
て
居
る
。

　
④
東
洋
が
真
に
一
と
な
る
の
は
、
之
か
ら
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
東
洋
文
化
の
背
後
に
、
物
の
真
実
に
行
く
理
論
を
求
め

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
斯
く
あ
っ
た
、
斯
く
あ
る
と
云
ふ
の
で
な
く
、
斯
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
理
論
が
立
せ
ら
れ
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
謹
製
海
水
を
隔
て
て
発
展
し
た
東
洋
文
化
の
間
に
は
、
西
洋
の
そ
れ
に
於
て
の
様
に
烈
し
い
相
互
否
定
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
何
処

　
　
ま
で
も
自
己
自
身
を
否
定
し
て
物
の
真
実
に
行
く
と
い
ふ
論
理
性
に
乏
し
か
っ
た
所
以
で
も
あ
ら
う
。

　
⑥
私
も
日
本
文
化
が
情
の
文
化
で
あ
る
と
云
ふ
如
き
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
日
本
文
化
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
ど
と
云
つ

　
　
た
。
併
し
我
々
は
物
の
真
実
に
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
創
造
的
で
あ
り
、
真
に
生
き
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
生
活
の
底

　
　
か
ら
、
か
・
る
我
々
の
生
き
方
を
論
理
的
に
把
握
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
第
二
章
で
一
カ
所
。
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⑦
而
し
て
そ
れ
は
右
に
も
云
っ
た
如
く
世
界
を
主
観
的
に
見
る
こ
と
で
は
な
く
却
っ
て
何
処
ま
で
も
客
観
的
に
物
の
真
実
に
行
く
こ
と

　
　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章
で
、
ニ
カ
所
。

　
⑧
物
と
な
っ
て
考
へ
、
物
と
な
っ
て
行
ふ
、
我
々
が
歴
史
創
造
に
建
て
一
と
な
る
と
云
ふ
こ
と
に
は
、
何
処
ま
で
も
科
学
的
と
云
ふ
こ

　
　
と
が
含
ま
れ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
徹
底
的
に
科
学
的
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
処
ま
で
も
物
の
真
実
に
行
く

　
　
と
云
ふ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
己
の
真
実
に
行
く
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。

　
⑨
真
の
学
問
的
精
神
と
云
ふ
も
の
が
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
何
処
ま
で
も
か
・
る
世
界
を
把
握
す
る
も
の

　
　
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
証
的
な
あ
ま
り
に
実
証
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
第
六
章
で
、
三
カ
所
。

　
⑩
ギ
リ
シ
ャ
文
化
は
真
に
具
体
的
知
性
的
と
云
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
而
し
て
具
体
的
知
性
と
云
ふ
も
の
こ
そ
、
真
に
知
性
と
云
ふ
こ
と

　
　
が
で
き
る
の
で
あ
ら
う
。
我
国
文
化
の
特
質
も
、
上
に
云
っ
た
如
く
理
よ
り
事
へ
、
物
の
真
実
に
行
く
と
云
ふ
に
あ
っ
た
。

　
⑪
現
実
即
実
在
と
し
て
物
の
真
実
に
行
く
と
い
ふ
日
本
精
神
は
、
此
に
本
つ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
に
行
く
と
云
っ
て

　
　
も
、
そ
れ
は
物
質
に
行
く
と
云
ふ
の
で
は
な
い
。
自
然
と
云
っ
て
も
、
環
境
的
自
然
を
云
ふ
の
で
は
な
い
。

　
⑫
主
体
か
ら
主
体
を
越
え
て
主
体
の
底
に
物
の
真
実
に
行
く
と
い
ふ
日
本
精
神
に
於
て
は
、
そ
こ
に
何
処
ま
で
も
東
洋
文
化
の
精
神
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
生
か
さ
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
直
に
環
境
的
な
西
洋
文
化
の
精
神
と
も
結
合
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ら
う
。

　
以
上
の
引
用
を
ま
と
め
て
み
れ
ば
、
西
田
の
言
う
「
物
の
真
実
」
の
意
味
が
知
ら
れ
る
。
西
田
の
思
想
に
詳
し
く
な
い
私
に
も
ま
と
め

ら
れ
る
程
度
に
、
意
味
と
し
て
は
単
純
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
は
「
科
学
的
精
神
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
（
①
）
。
そ
し
て
「
因
襲
的
に

伝
統
に
従
ふ
と
か
、
主
観
的
感
情
の
ま
・
に
振
舞
ふ
」
で
は
な
い
。
②
に
言
う
よ
う
に
、
そ
れ
な
く
し
て
は
「
単
な
る
独
断
で
あ
り
、
三

四
一
二
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襲
で
あ
り
、
虚
偽
」
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
③
か
ら
欧
州
の
文
化
の
源
で
あ
る
ギ
リ
シ
ャ
文
化
の
持
っ
て
い
た
特
質
で
あ
る
こ
と
が
分
か

り
、
④
と
⑤
か
ら
東
洋
文
化
に
は
乏
し
か
っ
た
要
素
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
⑥
と
⑦
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
「
論
理
的
」

「
客
観
的
」
な
も
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
だ
が
「
徹
底
的
に
科
学
的
」
（
⑧
）
で
あ
り
、
「
実
証
的
な
あ
ま
り
に
実
証
的
な
も

の
」
（
⑨
）
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
⑩
に
よ
る
な
ら
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
文
化
が
「
具
体
的
知
性
的
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
理
よ
り
事
へ
、

物
の
真
実
に
行
く
」
と
い
う
の
が
「
我
国
文
化
の
特
質
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
日
本
精
神
は
「
東
洋
文
化
の
精
神
が
生
か
さ

れ
る
と
共
に
、
そ
れ
は
直
に
環
境
的
な
西
洋
文
化
の
精
神
と
も
結
合
す
る
も
の
」
（
⑫
）
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
科
学
・
客
観
・
論
理
・
実
証
な
ど
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
物
が
、
西
田
の
言
う
「
物
の
真
実
」
で
あ
る
。
『
日
本

文
化
の
問
題
』
に
は
、
「
学
問
的
方
法
」
と
い
う
題
目
の
講
演
が
付
さ
れ
て
い
る
。
講
演
に
つ
い
て
の
書
簡
が
全
集
の
後
記
に
引
用
さ
れ

て
お
り
、
西
田
の
状
況
が
よ
く
分
か
る
。

　
　
「
文
部
省
が
精
神
文
化
研
究
所
一
派
の
考
を
無
上
命
法
と
し
之
に
よ
っ
て
思
想
統
一
を
計
り
却
っ
て
青
年
に
疑
惑
を
抱
か
し
む
る
と

　
　
の
御
考
全
く
御
同
感
の
至
り
に
存
じ
ま
す
　
併
し
私
が
先
日
公
会
堂
に
て
話
し
ま
し
た
事
は
私
が
今
国
体
を
い
か
に
解
釈
す
る
と
い

　
　
ふ
の
で
な
く
唯
日
本
精
神
の
解
釈
は
理
論
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
こ
と
を
言
っ
た
の
で
御
座
い
ま
す
」
（
一
九
三
七
年
十
二

　
　
月
二
日
付
）
。
こ
の
文
章
は
西
田
が
こ
の
講
演
を
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
行
っ
た
か
一
そ
れ
は
ま
た
西
田
が
『
日
本
文
化
の
問

　
　
題
』
を
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
執
筆
し
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
が
一
を
考
え
る
上
で
一
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ

　
　
（
影

　
　
、
つ

宣
長
の
名
は
、
「
日
本
精
神
の
解
釈
は
理
論
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
述
べ
る
た
め
の
、
守
り
札
で
あ
る
。
学
問
研
究
は
、
「
隠
す
所
な

く
蔽
ふ
所
な
く
、
美
を
美
と
し
醜
を
醜
と
し
て
」
「
公
明
正
大
」
に
遂
行
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
日
本
精
神
」
も
、
そ
の

よ
う
に
「
公
明
正
大
」
で
あ
る
と
西
田
が
言
う
た
め
に
、
「
敷
嶋
の
…
…
」
の
歌
も
動
員
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
藤
田
東
湖
も
引
か
れ
る
。

　
　
真
理
に
面
す
る
を
恐
れ
る
も
の
は
、
戦
に
臨
ん
で
敵
刃
を
恐
れ
る
も
の
に
等
し
い
。
自
己
を
立
つ
る
に
急
に
し
て
他
に
耳
目
を
蔽
ふ

237



　
　
如
き
は
、
由
来
我
々
の
日
本
精
神
で
は
な
い
。
日
本
精
神
は
何
処
ま
で
も
正
々
堂
々
公
明
正
大
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
天
地
正
大

　
　
気
、
粋
然
と
し
て
神
洲
に
鐘
る
、
秀
で
は
不
二
の
嶽
と
な
り
、
発
し
て
は
万
朶
の
桜
と
な
る
と
云
ふ
。
東
洋
に
於
て
は
孔
子
以
来
、

　
　
西
洋
に
於
て
は
プ
ラ
ト
ン
以
来
、
哲
学
は
政
治
と
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
併
し
哲
学
が
徒
ら
に
政
策
に
追
従
す
る
時
、
そ
れ
は
曲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
学
阿
世
た
る
を
免
れ
な
い
。

「
公
明
正
大
」
で
あ
る
こ
と
を
説
く
た
め
に
、
西
田
は
こ
の
よ
う
に
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
し
、
学
問
的
・
客
観
的
・
理
論
的
…
…

を
説
く
た
め
に
「
物
に
ゆ
く
道
」
を
持
ち
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
西
田
に
と
っ
て
は
誤
読
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

千葉真也

二
　
「
物
に
ゆ
く
道
」
の
意
味

　
「
物
に
ゆ
く
道
」
が
、
単
に
道
路
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
相
良
亨
が
既
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
相
良
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、

　
　
美
知
と
は
、
此
記
に
味
御
路
と
書
る
如
く
、
山
路
野
路
な
ど
の
路
に
、
御
て
ふ
言
を
添
た
る
に
て
、
た
だ
物
に
ゆ
く
路
ぞ
、
こ
れ
を

　
　
お
き
て
は
、
上
ッ
代
に
、
道
と
い
ふ
も
の
は
な
か
り
し
そ
か
し
（
『
直
毘
霊
』
）

　
　
物
へ
ゆ
く
道
に
、
牛
の
人
に
ひ
か
れ
く
る
が
、
云
々
（
『
玉
勝
間
』
）

の
二
つ
を
そ
の
論
拠
に
し
て
い
る
。
宣
長
の
言
葉
の
意
味
は
宣
長
に
語
ら
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
相
良
の
論
拠
は
十
分
で

あ
る
。
し
か
し
、
『
直
毘
霊
』
を
読
み
な
が
ら
も
、
人
は
誤
読
を
重
ね
て
き
た
の
だ
か
ら
、
相
良
の
挙
げ
た
証
拠
だ
け
で
は
不
足
で
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
一
般
的
に
「
物
に
ゆ
く
道
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
か
、
宣
長
自
身
と
勅
撰
集
の
例
を
中
心
に

見
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
「
物
に
ゆ
く
道
」
そ
の
も
の
の
例
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
の
で
「
物
」
「
行
く
・
ま
か
る
・
か
へ
る
」
「
道
」

を
含
む
も
の
を
取
り
上
げ
る
。
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四
六

　
ま
ず
、
宣
長
自
身
の
用
例
で
あ
る
。
『
石
上
稿
』
に
二
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
　
　
　
宝
暦
八
年
戊
寅
詠
和
歌
　
清
宣
長

　
　
三
月
晦
日
、
物
へ
ま
か
り
け
る
道
に
、
賎
か
屋
の
の
き
に
め
つ
ら
し
け
な
る
竹
の
た
て
り
け
る
を
立
よ
り
て
見
は
や
と
い
へ
と
、
友

　
　
な
る
人
聞
い
れ
で
過
行
け
れ
は
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

　
　
立
と
ま
れ
け
ふ
く
れ
竹
の
春
の
影
あ
す
も
か
は
ら
ぬ
色
と
見
る
と
も

　
　
　
　
石
上
稿
七
　
宝
暦
十
四
年
甲
申
詠
和
歌

　
　
物
へ
ゆ
く
道
に
人
の
家
に
い
と
お
も
し
ろ
く
櫻
の
花
の
さ
け
り
け
る
を
垣
こ
し
に
見
あ
げ
て
、
と
は
か
り
た
ち
や
す
ら
ひ
た
る
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

　
　
お
も
は
す
袖
の
上
に
い
さ
・
か
ち
り
か
・
り
け
る
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
こ
の
二
つ
は
、
「
物
」
「
行
く
・
ま
か
る
・
か
へ
る
」
「
道
」
を
、
全
部
含
む
例
で
あ
る
。
な
お
、
「
ま
か
る
」
は
「
行
く
」
の
謙
譲
語
で

あ
る
が
、
勅
撰
集
で
は
「
物
に
ゆ
く
道
」
の
例
は
な
く
、
「
物
に
ま
か
り
け
る
道
」
の
よ
う
に
「
ま
か
る
」
が
用
い
ら
れ
る
。
勅
撰
集
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

外
で
も
「
ま
か
る
」
の
例
が
多
い
。
宝
暦
八
年
の
例
は
、
そ
れ
に
習
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
宝
暦
十
四
年
の
文
章
で
は
、
「
ま
か
る
」
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

は
な
く
「
ゆ
く
」
を
用
い
て
い
る
。
「
ま
か
る
」
で
も
「
ゆ
く
」
で
も
、
こ
こ
で
は
問
題
な
い
。
宣
長
は
、
ご
く
普
通
の
意
味
、
「
あ
る
と

こ
ろ
へ
行
く
道
で
」
と
か
「
出
か
け
る
途
中
で
」
の
意
味
で
、
和
歌
の
詞
書
に
使
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
「
道
」
と
い
う
言

葉
は
使
っ
て
い
な
い
が
、
同
じ
よ
う
な
意
味
の
例
を
追
加
す
る
。
ま
ず
、
『
富
屋
集
』
の
例
で
あ
る
。

　
　
神
無
月
の
は
じ
め
、
物
へ
ゆ
き
け
る
に
、
日
い
と
み
じ
か
き
こ
ろ
、
や
・
と
ほ
き
と
こ
ろ
に
し
向
け
れ
ば
、
い
そ
ぎ
つ
れ
ど
、
か
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
さ
は
と
く
暮
に
け
り
（
『
鈴
屋
集
』
七
）

ま
た
『
玉
あ
ら
れ
』
に

　
　
今
の
人
の
文
に
、
吉
野
に
あ
そ
ぶ
、
難
波
に
あ
そ
ぶ
な
ど
か
く
あ
そ
ぶ
は
、
漢
文
の
遊
字
よ
り
う
つ
れ
る
誤
也
、
物
へ
ゆ
く
を
あ
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
癒
）

　
　
ぶ
と
い
ふ
こ
と
な
し
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と
も
あ
る
。
と
も
に
「
あ
る
と
こ
ろ
へ
行
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
『
石
上
稿
』
の
用
例
は
和
歌
の
詞
書
で
あ
っ
た
。
宝
暦
八
年
の
用
例
の
よ
う
な
「
物
へ
ま
か
り
け
る
道
」
と
い
う
表
現
は
、
和
歌
の
詞

書
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。
以
下
、
『
古
今
和
歌
集
』
と
『
拾
遺
和
歌
集
』
、
さ
ら
に
私
家
集
の
想
い
く
つ
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
①
物
お
も
ひ
け
る
こ
ろ
、
も
の
へ
ま
か
り
け
る
道
に
野
火
の
も
え
け
る
を
み
て
よ
め
る
　
（
古
今
和
歌
集
七
九
一
番
）

　
②
物
へ
ま
か
り
け
る
み
ち
に
て
、
か
り
の
な
く
を
き
・
て
（
拾
遺
和
歌
集
三
四
五
番
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
③
物
へ
ま
か
り
け
る
み
ち
に
、
は
ま
つ
ら
に
か
ひ
の
侍
け
る
を
み
て
（
拾
遺
和
歌
集
一
二
四
五
番
）

以
上
の
三
例
、
す
べ
て
「
物
へ
ま
か
り
け
る
み
ち
」
で
あ
る
が
、
「
あ
る
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
途
中
に
」
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
古
今
和
歌

集
』
）
と
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
④
さ
う
ざ
う
し
は
べ
し
か
ば
、
馬
に
乗
り
て
も
の
に
ま
か
り
し
道
に
、
女
郎
花
の
見
え
し
を
、
お
よ
び
て
折
り
し
ほ
ど
に
、
馬
よ
り
落

　
　
ち
て
、
落
ち
ふ
し
な
が
ら
（
遍
昭
集
二
四
番
）

　
⑤
物
よ
り
帰
る
道
に
、
海
人
の
漁
り
す
る
を
見
て
（
業
平
集
七
二
番
）

　
⑥
物
思
ひ
け
る
人
の
、
冬
、
も
の
へ
い
き
け
る
道
に
火
の
見
え
け
れ
ば
（
伊
勢
集
二
九
一
番
）

　
⑦
物
へ
行
き
け
る
道
に
、
霧
の
立
ち
わ
た
り
け
る
に
（
猿
丸
集
二
七
番
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
⑧
物
へ
行
き
け
る
道
に
、
蝸
の
鳴
き
け
る
を
聞
き
て
（
猿
丸
集
二
八
番
）

五
例
と
も
に
「
外
出
し
た
途
中
」
と
か
「
外
出
の
帰
り
道
」
で
あ
る
。
宣
長
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
物
に
ゆ
く
道
」
を
用
い
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
「
知
覚
的
・
経
験
的
現
前
に
お
け
る
物
そ
の
も
の
の
把
握
」
「
学
問
の
方
法
」
「
物
の
真
実
」
な
ど
の
意
味
で
こ
の
言
葉

を
用
い
た
と
考
え
る
理
由
は
私
に
は
思
い
つ
か
な
い
。

　
な
お
、
賀
島
正
根
の
『
直
霊
考
』
に
も
次
の
よ
う
に
言
う
。

　
　
其
は
た
“
物
に
ゆ
く
道
こ
そ
有
け
れ
、

四
七
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四
八

　
　
0
こ
・
は
世
の
人
の
往
来
す
る
道
路
こ
そ
あ
り
け
れ
、
学
の
教
を
道
と
い
ふ
こ
と
は
あ
ら
ざ
り
し
な
り
と
い
ふ
意
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
　
根
『
直
霊
考
』
）

国
学
者
の
通
常
の
理
解
も
「
世
の
人
の
往
来
す
る
道
路
」
以
外
の
物
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
賀
島
正
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　　　　　　　9876）　）　）　）

相
良
亨
『
本
居
宣
長
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
、
一
五
六
－
一
五
七
頁
）

西
郷
信
綱
「
物
に
行
く
道
」
（
岩
波
書
店
「
文
学
」
、
一
九
六
八
年
八
月
号
　
六
－
七
頁
）

小
林
秀
雄
「
考
え
る
と
い
う
事
」
（
『
考
え
る
ヒ
ン
ト
』
2
　
文
春
文
庫
　
二
〇
〇
七
年
　
八
四
－
八
六
頁
）

小
林
秀
雄
「
祖
棟
」
（
同
前
、
六
ニ
ー
六
三
頁
）

原
文
を
書
き
下
し
で
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

仁
斎
先
生
曰
く
、
「
道
は
行
ふ
所
を
以
て
言
ふ
。
活
字
な
り
。
理
は
存
す
る
所
を
以
て
言
ふ
。
書
字
な
り
。
聖
人
は
道
を
見
る
や
実
、
故

に
そ
の
理
を
説
く
や
活
な
り
。
老
氏
は
道
を
見
る
や
虚
、
故
に
そ
の
理
を
説
く
や
死
な
り
」
と
。
ま
た
曰
く
、
「
道
は
も
と
活
字
、
そ
の

生
生
化
化
の
妙
を
形
容
す
る
所
以
な
り
。
理
の
字
の
ご
と
き
は
も
と
死
字
に
し
て
、
玉
に
従
ひ
里
に
従
ひ
、
玉
石
の
文
理
を
謂
ふ
。
以
て

事
物
の
条
理
を
形
容
す
べ
き
も
、
以
て
天
地
の
生
生
化
化
の
妙
を
形
容
す
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
」
と
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
み
な
痴
人
の
夢

を
説
く
が
ご
と
し
。
（
『
曲
名
』
　
日
本
思
想
大
系
「
荻
生
狙
棟
」
（
第
二
刷
）
岩
波
書
店
　
一
九
七
四
年
　
二
四
五
頁
）
仁
斎
に
対
す
る
但

律
の
批
評
は
「
痴
人
の
夢
」
で
あ
る
。

小
林
秀
雄
「
考
え
る
と
い
う
事
」
（
『
考
え
る
ヒ
ン
ト
』
2
　
文
春
文
庫
　
二
〇
〇
七
年
　
八
四
頁
）

西
田
幾
多
郎
全
集
第
九
巻
　
岩
波
書
店
　
二
〇
〇
四
年
　
五
頁

も
う
一
つ
は
『
日
本
文
化
の
問
題
』
の
刊
行
さ
れ
た
直
後
、
昭
和
十
五
年
四
月
の
日
誌
の
あ
る
「
古
義
堂
を
訪
ふ
記
」
で
あ
る
。

西
田
幾
多
郎
全
集
第
九
巻
か
ら
の
引
用
箇
所
を
ま
と
め
て
示
す
。

①
は
五
頁
、
②
は
七
頁
、
③
④
⑤
は
九
頁
、
⑥
は
一
〇
頁
、
⑦
は
二
一
頁
、
⑧
は
五
四
頁
、
⑨
は
五
五
頁
、
⑩
は
六
三
頁
、
⑪
は
六
六
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頁
、
⑫
は
六
七
頁
。

西
田
幾
多
郎
全
集
第
九
巻
　
岩
波
書
店
　
二
〇
〇
四
年
　
六
〇
〇
1
六
〇
一
頁

同
前
　
一
二
頁

本
居
宣
長
全
集
第
十
五
巻
　
筑
摩
書
房
　
二
三
七
頁

同
前
　
二
八
三
ペ
ー
ジ

用
例
の
多
く
は
「
物
へ
」
と
い
う
形
で
あ
っ
て
、
「
物
に
」
で
は
な
い
。
「
に
」
と
「
へ
」
の
用
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
準
備
は
、
今
は
な

い
。
こ
こ
で
は
「
物
」
「
行
く
・
ま
か
る
」
「
道
」
を
含
む
表
現
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
お
く
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
＝
　
『
古
今
和
歌
集
』
は
次
の
よ
う
な
注
を
付
け
て
い
る
。

「
も
の
」
は
、
行
く
先
を
ぼ
か
し
た
言
い
方
。
「
ま
か
る
」
は
、
「
行
く
」
の
謙
譲
語
。
（
二
三
七
番
　
「
も
の
へ
ま
か
り
け
る
に
、
人
の
家

に
女
郎
花
心
ゑ
た
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
」
に
対
す
る
注
）
ま
た
、
「
『
古
今
集
』
は
勅
撰
集
な
の
で
、
臣
下
の
行
為
を
天
皇
に
申
し
上
げ

る
意
味
で
謙
譲
語
を
使
用
し
た
。
（
一
九
六
番
「
人
の
も
と
に
ま
か
れ
り
け
る
夜
」
に
対
す
る
注
）

後
年
の
宣
長
は
『
玉
あ
ら
れ
』
（
「
文
の
部
」
）
の
中
で
、
和
歌
の
詞
書
に
「
侍
る
」
と
い
う
謙
譲
の
補
助
動
詞
を
乱
用
す
る
こ
と
を
戒
め

て
い
る
。
や
は
り
宝
暦
八
年
の
文
章
に
出
て
く
る
「
友
な
る
人
」
と
い
う
の
も
、
「
某
な
る
者
」
の
表
題
で
戒
め
ら
れ
て
い
る
用
法
で
あ

る
。本

居
宣
長
全
集
第
十
五
巻
　
筑
摩
書
房
　
］
二
四
頁

本
居
宣
長
全
集
第
五
巻
　
筑
摩
書
房
　
五
〇
四
頁

国
文
学
研
究
資
料
館
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
古
典
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
ニ
十
一
代
集
〔
正
保
版
本
〕
C
D
l
R
O
M
　
岩
波
書
店
　
一
九
九
九
年
に
よ

る
。遍

昭
集
・
業
平
集
・
伊
勢
集
・
猿
丸
集
は
、
い
ず
れ
も
和
歌
文
学
大
系
十
八
　
明
治
書
院
　
平
成
十
年
に
よ
る
。

西
田
長
男
『
直
毘
霊
』
（
有
精
堂
　
昭
和
十
九
年
）
二
八
五
頁

〈
附
記
〉
本
稿
は
平
成
二
十
年
四
月
の
鈴
屋
学
会
大
会
研
究
発
表
会
で
の
口
頭
発
表
「
我
々
は
宣
長
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
い
る
か
一
「
物
に
ゆ
く

道
」
な
ど
一
」
を
も
と
に
し
て
い
る
。
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