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命
日

缶 山 本 日

山

で

う

た

ふ

歌

山
へ
行
く
と
私
達
の
心
を
自
然
に
歌
ひ

出
す
、
竪
琴
の
絲
が
吹
く
風
に
誘
は
れ
て

と
い
ふ
や
う
な
形
容
を
用
ひ
ず
と
も
塞
に

自
然
な
の
だ
。
少
く
と
も
山
へ
行
く
喩
悦

の
一
つ
に
歌
ふ
こ
と
を
数

へ
こ
ま
ぬ
詳
に

ゆ
か
な
い
。
撃
に
出
し
て
歌
ふ
こ
と
を
せ

ぬ
人
に
し
て
も
山
で
は
心
で
何
か
の
歌
を

歌
つ
て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
と
思
ふ
。
歌
ふ

こ
と
を
心
得
た
人
で
あ
つ
て
み
れ
ば
喜
び

は
大
き
い
。

私
が
こ
ゝ
で
山
に
於
け
る
歌
を
一讃
美
し

た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
ス
テ
ー
ヂ
の
上
の

こ
と
ヽ
は
違
ひ
馨
の
姜
醜
や
唱
法
の
巧
拙

は
問
題
に
さ
れ
な
い
筈
だ
。
そ
れ
は
自
分

の
た
め
に
自
分
が
歌
へ
ぱ
い
ヽ
の
だ
。
私

逹
は
林
に
鳴
く
蝉
で
あ
り
、
草
に
歌
ふ
贔

で
あ
り
森
に
囀
る
小
鳥
で
あ
れ
ば
よ
い
。

吾
々
の
山
友
達
の
中
の
音
業
と
は
几
そ

縁
の
遠
い
と
思
は
れ
る
者
が
高
原

へ
で
も

出
た
時
に
、
始
め
は
低
く
呟
く
様
に
歌
つ

て
ゐ
る
の
が
何
時
の
間
に
か
高
ら
か
に
肇

を
張
り
上
げ
て
歌
ふ
の
を
聞
く
、
ど
う
も

美
し
い
率
は
で
な
い
。
調
子
も
外
れ
て
ゐ

る
。
供
し
本
人
は
誰
に
聞
か
せ
や
う
と
し

て
ゐ
る
の
で
も
な
い
。
全
く
日
光
に
風
に

そ
し
て
山
に
誘
は
れ
て
歌
ひ
出
し
て
ゐ
る

の
だ
。
他
人
と
の
交
渉
は
彼
の
意
識
に
上

つ
て
ゐ
な
い
、
こ
れ
が
都
會
の
員
中
な
ら

ば
彼
の
セ
ン
ス
は
疑
は
る
べ
き
で
あ
る
が

比
虎
山
に
於
て
は
そ
れ
さ
へ
自
然
の
戯
れ

の
一
景
で
あ
る
か
の
様
に
人
に
微
笑
を
奥

早

川

義

郎

へ
る
だ
ら
う
。

日
本
の
現
在
の
生
活
や
家
屋
の
構
造
か

ら
い
つ
て
學
生
々
活
か
ら
餘
程
の
距
離
を

距
て
る
に
至
っ
た
私
逹
が
全
く
月
日
の
気

乗
ね
か
ら
離
れ
て
自
由
に
歌
へ
る
の
は
自

然
の
懐
に
於
て
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
も
奥

深
く
人
の
気
配
の
少
い
虎
程
よ
い
。
人
が

聞
い
て
ゐ
る
と
思

へ
ば
欺
いじ
ひ
の
飾
り
気

が
顔
を
出
す
、
又
人
が
居
な
け
れ
ば
山
の

静
け
さ
を
好
む
人
に
も
氣
の
毒
な
思
ひ
を

懸
け
ず
に
済
む
。
事
賞
私
逹
も
静
け
さ
の

中
で
歌
ひ
度
い
の
で
あ
る
。

山
で
歌
ふ
と
い
つ
て
も
劇
し
い
登
り
に

は
私
達
の
肺
臓
や
心
臓
は
と
て
も
歌
ふ
だ

け
の
餘
裕
を
奥

へ
て
は
く
れ
な
い
。
ス
ウ

イ
ス
あ
た
り
の
ガ
イ
ド
な
ら
こ
ん
な
時
に

も
ヨ
ー
ド
ラ
ー
を
一響
か
せ
て
ゐ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
ふ
と
美
し
い
。
劇
し
い
降
り

道
も
歌
が
踊
っ
て
駄
日
だ
。
矢
張
高
原
を

行
く
時
又
は
森
林
を
歩
く
時
が
心
持
も
落

つ
き
肺
臓
も
い
ふ
こ
と
を
き
く
。

で
は
ど
ん
な
歌
が
山
で
歌
は
れ
る
だ
ら

う
か
。
そ
れ
こ
そ
個
人
の
趣
味
に
立
入
る

べ
き
課
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
俳

し
出
来
る
な
ら
そ
こ
の
情
景
に
相
應
し
い

も
の
で
あ
れ
ば
そ
の
族
の
想
ひ
は
深
く
な

る
も
の
だ
。
嘗
て
か
ら
心
に
あ
る
オ
ペ
ラ

の
ア
リ
ア
も
こ
ゝ
で
は
作
鴛
が
精
氣
に
な

る
。
リ
ー
ド
は
割
合
に
約
束
が
難
し
い
。

私
の
好
み
か
ら
は
各
国
の
民
俗
が
有
つ
民

謡
こ
そ
は
一
番
に
こ
う
し
た
情
景
に
相
應

は
し
く
心
を
惹
か
れ
る
も
の
だ
。
そ
れ
は

永
い
問
民
俗
の
心
に
栽
は
れ
自
然
と
の
交

渉
を
維
て
来
た
も
の
で
リ
ー
ド
の
様
に
Ｅ

匠
の
彫
琢
を
こ
そ
受
け
て
は
ゐ
な
い
が
、

曲
節
か
ら
温
れ
出
る
素
朴
さ
、
親
し
さ
安

易
さ
で
人
の
心
に
訴
へ
る
。
件
奏
を
離
れ

て
も
さ
程
必
然
性
を
害
は
れ
な
い
。

何
虎
の
回
の
民
語
が
一
番
心
を
な
く
だ

ら
う
か
ｏ
こ
う
い
ふ
こ
と
は
人
の
好
み
に

よ
る
こ
と
で
あ
り
簡
単
に
は
い
へ
な
い
。

日
本
の
所
謂
但
謡
に
は
こ
う
い
つ
た
場
合

の
件
侶
に
な
る
も
の
が
少
い
の
は
残
念
な

こ
と
で
あ
る
。
馬
子
の
歌
ふ
迫
分
な
ど
野

性
の
美
し
さ
に
浴
れ
て
ゐ
な
が
ら
い
ざ
族

の
件
侶
に
歌
つ
て
み
や
う
と
思
つ
て
も
何

か
外
図
の
歌
で
、
も
あ
る
か
の
様
に
難
し

い
。
純
輝
に
吾
々
の
民
諦
で
あ
り
な
が
ら

木
曾
節
に
し
て
も
、

′―、
原
節
、
お
け
さ
節

等
々
に
し
て
、
大
き
く
歌
つ
て
見
る
と
心

持
に
そ
ぐ
は
な
い
で
滑
稽
な
感
じ
が
先
だ

つ
の
は
ど
う
し
た
詳
で
あ
ら
う
か
。
但
議

の
本
来
の
姿
で
見
る
よ
り
も
餘
り
に
酒
席

の
件
奏
と
し
て
眺
め
過
ぎ
て
絡
つ
た
せ
い

な
の
だ
ら
う
か
。
私
は
日
本
の
美
し
い
民

謡
の
敷
々
が
こ
う
い
ふ
過
程
を
辿
つ
て
姿

を
清
し
て
絡
ふ
の
で
は
な
い
か
と
心
細
く

思
ふ
が
、
さ
ら
か
と
い
っ
て
國
締
保
存
の

意
味
か
ら
さ
う
し
た
も
の
を
張
ひ
て
山
で

歌
ふ
気
持
は
起
ら
な
い
。

世
界
に
あ
り
剰
る
程
の
民
謡
の
織
略
を

掴
む
こ
と
さ
へ
大
き
な
仕
事
で
は
あ
る
が

山
へ
の
聯
想
に
開
す
る
限
り
矢
張
甘
味
の

強
い
南
欧
の
も
の
よ
り
も
男
性
味
の
多
い

北
欧
の
も
の
に
愛
着
を
覺
え
る
。
そ
れ
ら

の
特
徴
に
浴
れ
た
健
康
的
な
も
の
は
幾
度

歌
つ
て
も
倦
き
な
い
、
た
ヾ
山
岳
へ
の
間

の
常
識
で
あ
る
ヨ
ー
ド
ラ
ー
は
一
般
の

人
に
は
歌
ふ
べ
く
苦
手
で
あ
る
。
あ
れ

ス
ウ
イ
ス
に
特
殊
な
愛
達
を
し
た
も
の

非
常
に
廣

い
音
域
を
要
し
音
程
の
飛
躍

あ
る
上
に
あ
の
一
種
不
思
議
に
さ
へ
思
は

れ
る
裏
肇
を
用
ふ
る
技
巧
に
至
つ
て
は

一

寸
員
似
て
見
る
の
さ
へ
出
来
な
い
こ
と
だ

あ
れ
は
ス
ゥ
イ
ス
の
様
な
高
燥
な
土
地
に

育
つ
た
健
康
な
肺
を
有
つ
も
の
に
し
て

て
歌

へ
る
の
だ
と
い
ふ
。
ス
ウ
イ
ス
の
歌

な
ら
ョ
ー
ド
ラ
ー
以
外
の
単
純
に
し
て

し
い
牧
歌
風
の
も
の
を
撰
ん
だ
方
が
よ
い

ノ
ー
ル
ウ
エ
ー
あ
た
り
の
は
グ
リ
ー
タ

の
音
業
に
も
澤
山
収
入
れ
ら
れ
て
あ
る
様

に
峡
湾
の
上
に
接
が
つ
た
牧
場
や
雪
を
戴

い
た
嶺
を
身
に
博
へ
ら
れ
る
や
う
な
曲
節

を
有
つ
て
ゐ
る
が
、
歌
は
ふ
と
す
る
に
は

そ
の
言
葉
と
い
ふ
障
壁
に
ぶ
つ
か
る
。

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
歌
は
そ
の
風
景
か

我
図
中
部
の
山
岳
、
湖
沼

へ
の
相
似
を
有

っ
こ
と
ヽ
同
地
方
の
俗
語
を
交
へ
て
は
ゐ

て
も
骨
子
が
英
語
で
あ
る
こ
と
ヽ
街
そ
の

歌
曲
が
有
す
る
五
音
々
階
が
日
本
人
に
は

親
し
み
を
奥

へ
る
事
な
ど
か
ら
期
て
も
つ

と
歌
は
れ
て
よ
い
も
の
だ
ら
う
と
思
ふ
。

旋
律
が
高
雅
で
リ
ズ
ム
が
明

快

で
あ

る

し
、
共
歌
詞
に
は
吾
々
の
耳
に
も
親
し
い

川
や
湖
や
山
や
森
や
町
の
名
な
ど
が
大
憂

に
多
く
歌
ひ
込
ま
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
代
表

的
な
も
は
誰
も
知
る
ロ
ツ
ホ
ｏ
ロ
ー
モ
ン

ド
の
「
美
は
し
き
岸
邊
に
て
」
で
あ
ら
う
。

最
後
に
私
は
山
で
耳
に
す
る
歌
に
就
て

書
き
度
い
と
思
ふ
。
山
で
も
ス
キ
ー
場
で

も
餘
り
に
多
く
小
唄
式
の
も
の
が
歌
は
れ

流
行
歌
的
の
も
の
で
温
れ
て
ゐ
る
。
流
行

歌
だ
か
ら
直
ち
に
つ
ま
ら

も

口
購
偽

阜
車
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へ
な
い
し
、
又
山
の
‘奥
ま
で
憚
は
る
か
ら

流
行
歌
だ
と
も
い
へ
や
う
が
、
せ
め
て
山

へ
来
た
時
だ
け
で
も
も
つ
と
心
を
山
の
方

へ
結
び
つ
け
る
様
な
歌
が
歌
は
れ
る
と
よ

い
と
思
ふ
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
歌
ふ
人
が

悪
い
詳
で
は
な
い
が
、
先
づ
流
行
の
可
否

を
詮
議
す
る
前
に
次
の
様
な
こ
と
が
考

ヘ

ら
れ
る
と
思
ふ
。

今
日
、
日
本
に
於
る
音
楽
普
及
の
情
況

で
は
鑑
賞
方
面
に
於
て
著
し
く
進
で
ゐ
る

に
反
し
貧
際
に
演
唱
す
る
方
面
の
訓
練
が

非
常
に
快
け
て
ゐ
る
頭
が
進
み
過
ぎ
て
ゐ

る
の
に
正
確
に
譜
を
讀
み
翠
に
出
し
て
歌

ふ
こ
と
に
な
る
と
大
憂
に
困
難
を
感
ず
る

状
態
に
あ
る
。
交
響
曲
に
傾
到
し
室
内
業

に
味
到
す
る
こ
と
は
出
来
て
も
自
分
の
求

め
る
種
類
の
小
さ
な
楽
・山
を
探
し
求
め
て

覺
え
こ
む
こ
と
の
方
は
難
事
に
関
し
て
ゐ

る
。
勢
ひ
耳
か
ら
入
り́
易
い
流
行
歌
が
絶

封
の
勢
力
と
揮
ふ
の
だ
と
も
考
へ́
ら
れ
る

そ
れ
か
ら
、
も
う

一
つ
に
は
山

へ
行
く

人
々
の
求
め
て
ゐ
る
様
な
音
楽
の
集
成
が

日
本
に
無

い
こ
と
で
あ
る
。
稀
に
さ
う
い

ふ
銘
を
打
つ
た
歌
曲
集
を
市
井
に
見
る
こ

と
も
あ
一る
が
極
め
て
場
営
り
的
の
債
値
の

低
い
も
の
だ
。
現
在
で
は
要
求
は
可
な
り

熾
烈
に
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
う
い
ふ
時
期
に

於
て
日
本
山
岳
會
で
は
外
國
で
例
の
あ
る

通
り
一
つ
立
派
な

「
山
で
う
た
ふ
歌
」
の

編
纂
を
し
て
賞

へ
な
い
も
の
だ
ら
う
か
。

そ
れ
に
は
手
廣
い
範
園
か
ら
渉
猟
さ
れ
た

歌
曲
に
親
切
な
美
し
い
詳
歌
の
附
さ
れ
た

も
の
で
あ
つ
て
欲
し
い
。
こ
の
仕
事
に
手

を
つ
け
る
の
は
い
ろ
Ｐ
く
ヽ
な
意
味
か
ら
い

つ
て
今
日
の
時
期
が
大
憂
好
い
機
會
だ
と

思
は
れ
る
。

ス
キ
ー
術
の
解
説
に
就
て
の
疑
問

大

村

郡

次

郎

平
に
保
つ
こ
と
と
は
異
ら
た
事
柄
で
あ
り

面
も
共
に
ス
キ
ー
術
の
正
確
な
解
説
に
は

必
要
な
の
だ
か
ら
、
全
然
別
な
言
葉
で
表

は
さ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

右
は
ほ
ん
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
．
極
言

す
れ
ば
ス
キ
ー
の
用
語
の
大
部
分
に
つ
い

て
同
様
の
こ
と
が
云
ひ
得
ら
れ
る
。
用
話

の
不
明
確
は
ス
キ
ー
術
の
解
説
を
曖
昧
に

し
解
説
の
曖
昧
は
用
語
の
不
明
確
を
甘
容

す
る
。
概
念
の
明
確
を
期
す

る
た

め

に

は
、
先
づ
用
語
の
明
確
に
努
め
ね
ば
な
ら

な
い
。

三

第
二
は
理
論
と
練
管
上
の
心
得
と
の
混

同
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
物
理
的
説
明

と
心
理
的
説
明
の
混
同
で
あ
る
、
某
書
に

此
匡
別
が
指
摘
し
て
あ
る
の
は
卓
見
で
あ

る
が
遺
憾
な
が
ら
其
書
自
身
に
も
街
ほ
幾

多
の
混
同
が
残
さ
れ
、
従
つ
て
解
説
の
曖

昧
な
も
の
が
少
く
な
い
。
況
し
て
此
匡
別

が
留
意
さ
れ
て
な
い
も
の
で
は
、
理
論
的

説
明
が
詳
し
け
れ
ば
詳
し
い
伴
、
反
つ
て

理
解
は
困
難
と
な
り
、
こ
ぢ
つ
け
が
目
に

付
く
。
と
云
つ
て
理
論
的
説
明
を
餃
く
も

の
も
、
何
故
に
か
く
す
れ
ば
か
く
な
る
の

か
、
又
何
故
に
か
く
す
る
こ
と
が
必
要
な

の
か
が
疑
間
と
な
り
、
相
宙
理
性
を
有
す

る
者
に
は
得
心
が
行
か
な
い
し
、
■
つ
誤

解
を
生
ず
る
惧
れ
さ
へ
あ
る
。

一
例
と
し
て
制
動
廻
韓
を
撃
げ
よ
う
。

外
ス
キ
ー
に
盤
重
を
移
し
た
時
、
其
ス
キ

ー
を
手
踏
に
保
て
と
書

い
た
も
の
が
あ
る

が

（
外
ス
キ
ー
の
後
尾
を
開
く
時
の
手
踏

を
説
き
、
荷
重
以
後
の
事
は
何
と
も
書

い

て
な
い
も
の
が
最
も
多
い
。
中
に
は
内
角

【

最
初
に
御
断
り
し
て
置
く
が
、
私
は
ス

キ
ー
は
極
め
て
初
歩
で
あ
る
。
だ
か
ら
先

づ
書
物
で
豫
備
知
識
を
仕
入
れ
よ
う
と
し

た
。
虎
が
讀
ん
で
見
る
と
不
審

・
疑
同
が

抄
く
な
い
。
で
他
の
著
書
を
讀
む
。
幾
分

わ
か
つ
て
来
る
鮎
も
あ
る
が
、
依
然
疑
問

の
ま
ゝ
残
さ
れ
る
所
が
多
く
、
更
に
新
し

い
疑
問
さ
へ
湧
く
。
か
う
し
て
数
多
く
讀

め
ば
讀
む
程
、
精
讀
す
れ
ば
す
る
程
、
疑

問
百
出
。
途
に
は
初
心
者
が
ス
キ
ー
書
を

讀
ん
で
、
勿
論
完
全
に
と
は
行
か
な
い
だ

ら
う
が
、

一
通
り
で
も
分
つ
た
と
思
つ
た

と
し
た
ら
、
其
人
は
餘
程
優
れ
た
頭
臓
の

持
主
か
、
或
は
極
め
て
粗
木
な
讀
み
方
を

し
た
に
違
ひ
な
い
、
と
考

へ
る
や
う
に
さ

へ
な
つ
た
。
机
上
ス
キ
ー
家
に
な
る
勿
れ

と
云
は
れ
る
の
に
、
ま
さ
か
之
に
封
す
る

皮
肉
で
は
あ
る
ま
い
。

元
末
ス
キ
ー
動
作
あ
や
う
な
も
の
を
百

葉
を
以
て
説
明
し
、
又
そ
れ
に
よ
つ
て
理

解
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
多
く
の
困
難
が

件
ふ
。
併
し
一
般
の
ス
キ
ー
書
に
は
、
こ

の
避
け
難
い
快
陥
以
外
に
、
相
営
不
備
が

あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
我
邦
で
出
版

さ
れ
た
ス
キ
ー
書
の
殆
ど
全
部
と
も
云
つ

て
い
ヽ
、
入
門
書
は
、
熟
逹
者
の
た
め
で

な
く
、
初
心
者
の
た
め
で
あ
ら
う
。
従
つ

て
そ
れ
等
に
封
し
て
私
が
多
少
の
疑
問
乃

至
は
希
望
を
述
べ
る
こ
と
は
宥
し
て
貰

ヘ

や
う
。

ニ

第

一
は
州
語
の
不
統

一
と
不
明
確
で
あ

る
。
獲
詳
後
日
の
湊

い
我
が
ス
キ
ー
界
で

用
語
が
統

一
さ
れ
て
居
な
い
の
は
止
む
を
‐

得
ま
い
。
俳
し
一
つ
の
著
書
の
中
で
は
、

少
く
も
曇
々
併
用
さ
れ
相
営
重
要
性
を
有

す
る
語
は
統

一
と
意
味
の
明
確
さ
が
必
要

で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
例

へ
ば
「
平
踏
」
で

あ
る
。
某
書
を
見
る
と
挿
国
に
は
ス
キ
ー

（
左
右
方
向
）
が
斜
面
に
平
行
に
置
か
れ

た
の
を

識
鉾

と
し
て
あ
る
が
、本
文
中
に

は

「
斜
面
で
不
踏
す
れ
ば
、
必
然
的
に
ス

キ
ー
は
角
付
を
行
ふ
」
と
書

い
て
あ
る
。

一
般
ど
つ
ち
が
本
常
な
の
で
あ
ら
う
。

他
の
蓉
書
を
見
る
と
、
水
手
を
平
踏
と

す
る
の
と
斜
面
に
平
行
を
平
踏
と
す
る
も

の
と
が
約
牛
々
で
あ
る
。
虎
が
そ
の
何
れ

の
著
者
に
於
て
も
、
ク
リ
ス
チ
ヤ
ニ
ア
等

の
説
明
を
見
る
と

一
様
に
「
季
踏
」
の
必
要

が
説
か
れ
て
居
る
「
等
し
く
平
踏
と
云
ふ

も
一
つ
は
水
平
で
あ
り
一
つ
は
斜
面
に
平

行
で
あ
る
。
緩
斜
面
で
は
餘
り
問
題
と
な

ら
な
い
だ
ら
う
が
、
急
斜
面
で
は
相
常
の

差
違
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
ど
ち
ら
で
も

い
ヽ
の
な
ら
平
路
を
そ
れ
程
重
説
す
る
必

要
は
あ
る
ま
い
。
等
し
く
不
踏
を
説
き
な

が
ら
其
内
容
を
異
に
し
て
居
る
と
云
ふ
こ

と
は
、
ク
リ
ス
チ
ヤ
ニ
ア
の
、
否
ス
キ
ー

術

一
般
の
現
在
の
解
説
が
如
何
に
曖
昧
で

あ
る
か
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

ス
キ
ー
を
斜
面
に
平
行
に
保
つ
こ
と
と
水

る
と
明
記
し
た
も
の
ヽ
あ
る
が
）
制

廻
韓
の
後
牛
は
大
部
分
舵
作
用
に
よ

‥ろ

廻
韓
で
あ
る
。
そ
し
て
舵
作
用
廻
韓
に
は

角
付
を
必
要
と
す
る

之
は
後
で
逃
べ
る
）

た
ゞ
ス
キ
ー
を
制
動
型
に
開

い
た
場
合
に

は
自
ら
内
角
付
さ
れ
る
の
が
、
自
然
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
廻
韓
す
る
の
で
あ
る

が
、
過
度
の
角
付
は
反
つ
で
廻
韓
の
同
滑

を
妨
げ
る
か
ら
（
他
に
も
理
由
は
あ
る
が
）

平
踏
す
る
気
持
で
や
つ
た
方
が
よ
い
と
云

ふ
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
併

し
無
條
件
に
た
ゞ
平
路
に
保
て
と
云
ひ
、

或
は
平
踏
で
開
い
た
ス
キ
ー
に
畿
重
を
移

せ
と
云
ふ
だ
け
で
は
、
讀
者
を

（
少
く
も

論
的
に
も
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
讀
者

を
）
迷
は
せ
は
し
な
い
だ
ら
う
か
。

四

右
の
如
き
混
同
は
説
明
上
の
不
注
意
、

の
不
充
分
等
に
出
来
す
る
も
の
も
あ

る
が
、
よ
り
以
上
理
論
の
不
明
確
に
原
因

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ス
キ
ー
技
術

理
論
付
け
に
は
か
な
り
快
陥
が
あ
る
や

に
思

へ
る
が
、
そ
の
著
し
い
一
例
と
し

舵
作
用
を
述
べ
よ
う
。
従
来
の
所
調
舵

用
は
コ
ド
ル
フ
イ
ー
ル
ド
の
．説
い
た
如

雨
ス
キ
ー
の
関
係
に
基
く
作
用
で
あ
る

そ
の
貸
ス
キ
ー
に
は
か
ヽ
る
複
雑
な

も
力
蒻
い
舵
作
用
に
頼
ら
な
い
で
も
、

革
に
張
力
に
作
用
す
る
、
文
字
通
り
の

「
舵
」
が
そ
れ
自
身
の
構
造
に
備
つ
て

そ
れ
は
何
か
。
ス
キ
ー
先
端
部
の

（
ベ
ン
ド
）
で
あ
る
。

某
書
を
見
る
と
、
ス
キ
ー
に
廻
樽
運
動

奥

へ
る
力
の
一
つ
と
し
て
の
同

一
ス
キ

上
に
於
け
る
横
方
向
の
不
均
等
荷
重
を

て

「
各
ス
キ
ー
の
右
牛
に
儀
重
を
よ 居反

°
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り
多
く
か
け
る
時
は
、
其
部
が
雲
の
抵
抗

を
受
け
る
こ
と
多
き
た
め
角
付
け
な
し
に

（
右
牛
に
鎧
重
を
よ
り
多
く
か
け
て
而
も

角
付
し
な
い
と
は
、
雪
の
上
で
行
は
れ
る

ス
キ
ー
術
で
あ
る
限
り
何
を
意
味
す
る
か

私
に
は
分
ら
な
い
が
、
今
は
爛
れ
な
い
で

お
く
―

筆
者
）
右
に
廻
韓
し
得
る
。
之

は
然
し
ご
く
小
さ
な
力
で
、
之
の
み
を
以

て
タ
ー
ン
を
行
ふ
こ
と
は
先
づ
無

い
」
と

し
て
ゐ
る
。
若
し
ス
キ
ー
が
員
直
ぐ
な
板

切
れ
に
近
い
も
の
で
あ
つ
た
ら
正
に
そ
の

通
り
で
あ
ら
う
。
併
し
幸
に
し
て
ス
キ
ー

に
は
先
端
部
の
ベ
ン
ド
が
あ
る
。
今
滑
走

中
の
ス
キ
ー
を
右
に
傾
け
た
と
す
る
す
る

と
ベ
ン
ド
も
右
方
に
傾
く
た
め
に
雪
の
抵

抗
を
斜
め
左
か
ら
受
け
、
之
に
よ
つ
て
ス

キ
ー
は
右
に
廻
韓
す
る
。
恰
も
般
の
舵
を

先
端
に
取
付
け
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
先

端
部
の
ベ
ン
ド
は
ス
キ
ー
が
雲
に
突
き
さ

ゝ
ら
な
い
た
め
の
、
又
無
限
軌
道
と
し
て

の
構
造
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ス
キ
ー

の
「
舵
」
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
簡
単
明
瞭

な
事
柄
が
、
ど
う
し
て
ス
キ
ー
術
の
解
説

か
ら
親
過
さ
れ
て
居
る
の
だ
ら
う
パ
或
は

既
に
誰
か
ゞ
云
つ
て
る
の
か
も
知
ら
な
い

が
、
私
の
見
た
限
り
の
書
物
に
は
少
↑
も

明
白
に
は
説
か
れ
て
居
な
い
）

五

上
記
の
ス
キ
ー
の
構
造
に
よ
る
舵
作
用

を
正
常
に
認
識
す
る
な
ら
ば
、
金
制
動
・制

動

ｏ
テ
レ
マ
ー
ク
等
従
来
の
所
謂
舵
作
用

に
よ
る
廻
韓
も
、
自
ら
そ
の
解
説
が
異
つ

て
来
は
し
ま
い
か
。
印
ち
之
等
の
廻
韓
は

繭
ス
キ
ー
の
開
係
に
よ
‘る
よ
り
も
よ
り
多

く
荷
重
さ
れ
た
ス
キ
ー
の
角
付

（
印
ち
ベ

ジ
ド
の
傾
き
）
に
よ
る
の
で
あ
る
。
極
端

な
例
を
云
へ
ば
、
片
ス
キ
ー
の
み
に
よ
つ

て
も
角
付
で
廻
韓
し
得
る
で
は
な
い
か
．

又
殆
ど
全
部
の
藩
書
に
ク
リ
ス
チ
ヤ
ニ

ア
の
後
牛
期
に
於
て
身
畿
の
内
傾
が
説
か

れ
、同
時
に
平
踏
が
要
求
さ
れ
て
居
る
（
最

後
期
を
除
く
）
。
そ
の
焼
め
に
は
躁
を
殊
更

に
曲
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
果
し
て
そ
れ
が

可
能
で
あ
り
、
現
賞
に
な
さ
れ
て
居
る
で

あ
ら
う
か
）
。
ま
た
前
傾
と
内
傾
と
に
よ
り

内
ス
キ
ー
は
よ
り
早
く
辺
韓
し
て
雨
ス
キ

ー
は
鋏
形
を
な
す
と
ｔ
書
い
て
あ
る
が
、

内
ス
キ
ー
の
廻
韓
軸
は
前
傾
に
よ
つ
て
前

方
に
あ
る
か
ら
、
此
解
説
に
従

へ
ば
鋏
形

と
な
る
代
り
に
後
尾
が
交
叉
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

此
の
如
き
不
合
理
も
、
ス
キ
ー
の
構
造

に
よ
る
舵
作
用
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
訂
正
さ
れ
は
し
ま
い
か
。
印
ち
ク
リ
ス

チ
ヤ
ニ
ア
は
抜
重
さ
れ
た

（
特
に
後
尾
か

ら
）
ス
キ
ー
に
身
餞
の
ひ
ね
り
及
び
滑
走

の
隋
力
を
働
か
せ
て
廻
韓
す
る
の
が
主
で

は
あ
る
が
、
荷
重
と
共
に
之
等
の
作
用
は

蒻
ま
り
、

ヘ
ル
ウ
ン
タ
ー
シ
ユ
ラ
ウ
ベ
ン

及
び
舵
作
用

（
ベ
ン
ド
の
）
に
漸
次
移
行

す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
内
傾
は
隋
力
に

よ
つ
て
外
方
に
投
出
さ
れ
る
の
を
妨
ぐ
と

共
に
、
舵
作
用
を
張
め
る
の
で
あ
る
が
、

た
ゞ
内
傾
は
過
度
の
角
付
を
来
し
易
い
た

め
に
、
平
踏
の
氣
持
で
程
よ
い
角
付
と
な

る
あ
で
あ
る
パ
こ
ゝ
で
も
理
論
と
感
覺
を

混
同
し
て
は
な
ら
な
い
ご

な
ほ
シ
エ
ー
レ
ン
ボ
ー
ダ
ン
は
殆
ど
こ

の
舵
作
用
の
理
で
需
き
は
し
ま
い
か
。
又

最
近
唱
道
さ
れ
る
無
制
動
廻
韓
も
、
其
後

牛
は
や
は
り
主
と
し
て
舵
作
用
の
や
う
に

思
へ
る
。
か
く
見
て
来
れ
ば
、
こ
の
ベ
ン

ド
の
舵
作
用
の
認
識
の
み
に
よ
つ
て
も
、

（
若
し
之
が
員
賞
で
あ
る
な
ら
ば

、
ス
キ

ー
術
の
解
説
に
多
く
の
訂
正
が
な
し
得
ら

れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

六

以
上
は
私
の
疑
間
の
一
端
に
過
ぎ
な
い

同

一
技
術
に
就
て
も
異
説
は
も
と
よ
り
、

金
然
反
封
の
こ
と
が
説
か
れ
て
居
る
も
の

さ
へ
砂
く
な
く
、
初
心
者
を
し
て
掃
趨
に

迷
は
じ
め
る
が
、
ス
キ
ー
技
術
は
元
末
無

数
に
存
じ
得
る
も
の
で
あ
り
、
大
部
分
の

學
説
に
反
封
説
の
あ
る
こ
と
を
思
へ
ば
、

之
も
止
む
を
得
ま
い
。
た
ゞ
そ
れ
等
の
中

に
は
少
し
く
理
論
的
に
考
察
す
れ
ば
直
ち

に
気
付
か
れ
る
や
う
な
誤
謬
や
、
何
と
し

て
も
納
得
じ
得
な
い
や
う
な
こ
ぢ
つ
け
が

相
営
に
存
し
て
居
る
の
は
事
責
で
あ
る
。

理
諭
は
ス
キ
ー
術
の
指
導
者
に
よ
つ
て

風
々
軽
説
或
は
排
斥
さ
れ
て
居
る
に
拘
ら

ず
、
正
し
い
理
論
が
解
説
を
よ
り
理
解
し

易
く
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
幸
に
現
今

で
は
技
術
に
於
て
も
理
論
的
考
察
の
素
質

に
於
て
も
卓
越
し
た
人
が
抄
く
な
い
。
か

ヽ
る
人
逹
の
員
摯
な
再
検
討
に
よ
つ
て
、

現
在
の
ス
キ
ー
理
論
が
如
何
に
下
ら
な
い

も
の
で
あ
る
か
ヾ
明
に
さ
れ
、
ｒ
確
に
理

論
付
け
ら
れ
た
新
し
い
解
説
が
建
設
さ
れ

る
な
ら
ば
、
我
夕
初
心
者
の
喜
び
と
な
ら

う
。
若
し
そ
れ
に
よ
つ
て
私
の
疑
間
が
謂

れ
な
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
に
さ
れ
て

も
、
私
は
本
望
と
す
る
。

最
後
に
、
文
中
に
引
用
し
た
著
書
は
名

を
畢
げ
て
な
い
が
、
そ
れ
等
は
類
書
中
優

れ
た
も
の
と
信
じ
て
引
用
し
た
の
で
あ
る

事
を
附
加
へ
、
俳
せ
て
不
遜
を
お
詑
び
し

て
お
く
。

「ブ
ロ
ツ
ケ
ン
の
怪
」

に
答
ふ

藤
木
　
九
二

銀
座
の
夜
店
で
イ
カ
モ
ノ
を
掴
ま
さ
れ

て
噴
慨
す
る
の
は
子
供
ら
し
い
愛
嫡
も
あ

る
が
員
物
を
イ
ミ
テ
ー
シ
ヨ
ン
扱
ひ
に
し

て
自
分
の
限
利
き
を
吹
聴
に
及
ぶ
の
は
何

う
か
と
思
ふ
。
‐―

浦
松
佐
美
太
郎
氏
が

前
銃
の
倉
報
で
書
か
れ
た

「
プ
ロ
ツ
ケ
ン

の
怪
」
を
讀
ん
だ
私
と
し
て
は
、
さ
う
し

た
皮
肉
も
云
は
な
い
で
措
か
れ
な
い
氣
が

す
う
。

書
書
に

「
若
書
き
」
と
い
ふ
の
が
あ
り

文
藝
作
品
に

「
書
卸
し
」
と
い
ふ
の
が
あ

る
。
共
に
時
代
を
隋
て
ヽ
書
か
れ
た
同

一

人
の
作
を
Ｅ
別
す
る
の
に
用
ひ
ら
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
人
に
よ
り
若
書
き
が
優
れ
て
ゐ

る
場
合
と
、
書
卸
し
よ
り
改
作
の
方
が
良

い
場
合
が
あ
り
、
ま
た
こ
れ
と
反
封
の
場

合
も
あ
る
。
し
か
し
双
方
と
も
員
物
で
あ

る
事
に
相
違
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
、浦
松

氏
は
謂
は
ゆ
る
若
書
き
、
な
い
し
は
書
卸

し
を
張
い
て
イ
カ
モ
ノ
扱
ひ
に
す
る
、
な

る
程
、
私
が

『
峰

・
峠

・
氷
河
』
に
と
さ

め
た
ヤ
ン
グ
の
「
頂
上
に
て
」
の
詳
章
は

ラ
ン
の

「
イ
ン
グ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
イ
ン
ｏ

ザ

・
ア
ル
プ
ス
」
に
枚
録
さ
れ
た
、
謂
は

，
同

一
課
題
の
「
書
卸
し
」だ
っ
た
。
只
私

の
念
が
足
ら
ず
、
「
オ
ン
・
ハ
イ
・
ヒ
ル
ス
」

中
の
も
の
と
一
宇

一
句
を
蒐
明
に
封
照
し

な
か
つ
た
こ
と
に
手
洛
。ち
が
あ
り
、
錯
誤

の
原
因
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を
以
て

直
ち
に

「
嘘
を
吐
く
」
は
片
腹
痛
い
。

し
か
も
、
わ
ざ
ル
ヽ
浦
松
氏
を
わ
づ
ら

は
し
た

「
オ
ン
ｏ
ハ
イ
・
ヒ
ル
ス
」
か
ら
の

詳
と
、
私
が
詳
し
た
ラ
ン
の
編
著
中
か
ら

の
文
章
と
の
間
に
、
果
し
て
氏
の
云
ふ
が

ご
と
く
、
ヤ
ン
グ
そ
の
人
の
員
質
を
没
す

る
や
う
な
箇
虎
が
見
出
さ
れ
る
だ
ら
う
か

い
は
ゅ
る

「書
卸
し
」
と
「
改
訂
」
と
の
差

が
あ
る
に
し
て
も
、
も
と
，＜
ヽ
ヤ
ン
グ
程

の
人
が
同

一
の
山
登
り
の
事
を
書

い
た
も

の
で
あ
る
以
上
、
作
者
の
債
値
を
左
右
す

る
程
の
差
異
が
あ
ら
う
筈
は
な
い
。
に
も

拘
ら
ず
、
浦
松
氏
は
そ
れ
が
あ
る
と
張
辮

す
る
。
そ
し
て
云
ふ
「
若
し
右
の
こ
書
む

お
持
ち
の
方
は
、
雨
者
を
比
較
さ
れ
て
山

の
文
章
を
如
何
に
書
く
べ
き
か
の
参
考
と

さ
れ
る
と
よ
い
と
思
ふ
」
と
。
か
う
な
つ

て
来
る
と
、
ヤ
ン
グ
は
ま
る
で
牛
分
子
供
』

扱
ひ
だ
。「
今
書
く
文
章
は
良
い
が
、
以
前
ヽ

の
も
の
は
な
つ
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
の
も
同

様
だ
。
賞
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
か
け
な
さ
れ

て
ゐ
る
の
か
解
つ
た
も
の
で
な
い
。
恐
ら

く
こ
の
短
文
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
と
こ

ろ
は

「
ヤ
ン
グ
が
軍
行
本
に
ま
と
め
る
に

際
し
て
苦
心
し
た
、
銭
彫
の
跡
を
注
意
せ

よ
」
と
の
意
味
を
布
行
す
る
つ
も
り
だ
つ

た
の
が
、
筆
の
勢
ひ
か
、
性
格
の
勢
ひヽ
か

ゞ
耐
ひ
し
て
、
ヤ
ン
グ
に
ま
で
飛
ん
だ
迷

惑
を
及
ぼ
し
て
絡
つ
た
。
し
か
も
最
後
に

「
山
岳
人
は
正
直
で
、
明
則
で
、
そ
し
て

何
時
も
最
高
の
頂
上
を
求
め
る
ス
ポ
ー
ツ

マ
ン
で
あ
つ
て
慾
し
い
」
と
敢
て
自
分
自

身
に
必
要
な
お
読
教
ま
で
垂
れ
て
ゐ
る
。

何
虚
ま
で
鼻
つ
社
が
強
い
の
だ
ら
う
。

い
つ
た
い
、
ヤ
ン
グ
の
「
オ
ン
・
ハ
イ
●
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ヒ
ル
子
」
は
一
九
二
七
年
に
初
版
が
出
た

も
の
で
、　
一
方
、
私
が
初
め
て
ラ
ン
の
編

著
中
あ
の
一
文
に
接
し
た
の
は
そ
れ
よ
り

以
前
だ
つ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
詳
さ
う

と
し
た
の
は
ず
つ
と
後
の
事
で
は
あ
つ
た

が
、
機
會
を
得
て
そ
れ
に
取
り
か
ヽ
つ
た

一　
つ
に
は
　
「
オ
ン
ｏ
ハ
イ
ｏ
ヒ
ル
ス
」
の
や

う
な
部
厚
な
本
を
持
ち
廻
る
の
は
不
便
で

あ
り
、
か
つ
私
の
や
う
に
日
々
多
忙
な
用

務
に
た
づ
さ
は
つ
て
ゐ
る
催
、
暇
を
見
て

課
さ
う
と
す
る
者
に
と
つ
て
、
電
車
の
中

ま
た
は
事
務
机
の
傍
で
接
げ
る
の
に
は
、

ラ
ン
の
編
著
の
や
う
な
の
が
格
好
で
あ
つ

た
か
ら
だ
。
そ
し
て
何
時
か
そ
れ
を
詳
し

た
。
借
て
、
さ
う
い
ふ
風
に
し
て
片
手
間

に
詳
し
た
も
の
が
積
り
積
つ
た
の
で
、
解

説
を
附
し
て
一
冊
の
本
に
纏
め
た
。
そ
し

て
讀
者
の
た
め
に
と
思
つ
て
苦
心
し
た
解

説
の
本
旨
に
は
何
等
開
係

の
な
い
、
些
つ

と
し
た
私
の
不
注
意
が
鵬
ひ
し
て
、「
不
正

直
」
呼
ば
は
り
さ
れ
る
結
果
と
な
つ
た
。

こ
れ
も
私
の
不
徳
の
致
す
と
こ
ろ
か
も
知

れ
ぬ
し
か
し
あ
の
際
、
張
ひ
て
く
だ
ら
ぬ

老
婆
心
な
ど
振
り
切
り
、
単
に
ヤ
ン
グ
の

も
の
で
押
し
通
し
て
お
け
ば
、
か
う
し
た

プ
ロ
ツ
ケ
ン
の
化
物
に
咬
み
付
か
れ
な
い

で
済
ん
だ
筈
だ
。

も
ち
ろ
ん
私
は
、
同
情
や
好
意
の
押
し

賣
り
の
や
う
な
批
評
は
ご
免
を
蒙
る
と
云

つ
て
、
頭
か
ら
他
人
の
人
格
を
傷
け
ん
が

鶯
に
す
る
や
う
な
筆
を
弄
す
る
事
が
、「
山

岳
界
の
た
め
」
だ
と
は
考

へ
な
い
。

ま
た

「
ャ
ン
グ
が
少
し
も
解
つ
て
ゐ
な

い
の
は
明
か
だ
」
は
恐
れ
入
る
が
、
そ
れ

も
他
人
様
か
ら
さ
う
見
え
る
な
ら
致
し
方

が
な
い
。
し
か
し
私
と
し
て
は
、
こ
の
際

浦
松
氏
に
一
つ
註
文
が
あ
る
。
そ
れ
は
私

の
別
著

『
雪
線
散
歩
』
中
に
次
め
た

「
詩

人

・
登
山
家
と
し
て
の
ヤ
ン
グ
」
を
一
讚

し
て
、
氏
の
い
は
ゆ
る

「
正
直
で
、
明
朗

な
」
批
評
と
感
想
と
を
聞
か
せ
て
慾
し
い

と
同
時
に
氏
の
ヤ
ン
グ
親
な
る
も
の
を
是

非
披
露
し
て
貰
ひ
た
い
。
他
人
が
解
つ
て

ゐ
な
い
と
い
ふ
證
擦
に
は
、
自
分
は
是
れ

だ
け
解
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
す
の
が
最
も

手
つ
取
り
早
い
筈
で
あ
り
、
そ
れ
が
男
ら

し
い
作
法
で
も
あ
る
。

問

題

の

解

説

浦
松
　
佐
美
太
郎

私
が
、
前
琥
の
會
報
誌
上
に
載
せ
た

一

文
に
封
し
、
藤
木
九
二
氏
か
ら
回
答
文
が

寄
せ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
、
編
輯
者
よ
り

右
の
回
答
文
を
私
に
示
さ
れ
意
見
を
求
め

ら
れ
た
。
私
と
し
て
は
別
に
前
文
に
封
し

言
葉
を
足
す
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が
、

藤
木
氏
が
、
私
の
文
章
を
全
然
讀
み
違

ヘ

て
ゐ
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
誤
解
を
指
摘
し

今

一
度
藤
木
氏
の
鶯
め
に
問
題
の
解
説
を

鼓
に
述
べ
さ
し
て
い
た
ゞ
く
。

一
、
藤
木
氏
の
回
答
文
は
、
飛
ん
で
も

な
い
誤
解
か
ら
出
嚢
し
て
、
思
ひ
も
か
け

な
い
所
へ
論
鋒
を
進
め
、
あ
ら
ぬ
こ
と
を

議
論
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
私
の
批
許
に
於
て

問
題
と
し
た
二
の
鮎
を
、
先
づ
は
つ
き
り

さ
せ
て
置
か
う
。
そ
の
一
は
、「
峰
ｏ峠
ｏ
氷

河
」
に
載
せ
ら
れ
た
藤
木
氏
の
搬
計
が
、

甚
し
く
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
鮎
で

あ
り
、
そ
の
こ
は
、
縦
詳
原
文
の
出
所
を

示
す
に
際
し
、
藤
本
氏
の
採
ら
れ
た
態
度

が
悪

い
と
い
ふ
紺
で
あ
る
。
ヤ
ン
グ
の
一

文
を
引
用
し
た
の
は
、
此
の
こ
の
批
評
に

常
て
歓
る
最
も
い
ヽ
一
例
だ
と
考

へ
た
か

ら
で
あ
る
。
従
つ
て
私
の
批
絆
は
、
ヤ
ン

グ
の
文
章
を
イ
カ
モ
ノ
と
云
つ
た
の
で
も

な
け
れ
ば
、
藤
本
氏
を
非
難
し
て
ゐ
る
の

で
も
な
い
。
私
の
批
評
の
対
象
と
な
つ
た

も
の
は
、
「
峰
ｏ峠
ｏ氷
河
」
と
い
ふ
一
冊
の

本
で
あ
り
、
そ
の
本
の
開
す
る
範
口
に
於

け
る
藩
者
の
責
任
を
問
ふ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
之
は
不
の
批
評
の
常
識
で
あ
り
、
営

然
了
解
し
て
い
た
ゞ
き
度
い
鮎
で
あ
る
。

藤
本
氏
の
回
答
え
は
、
此
の
貼
に
就
て
も

誤
解
が
あ
る
。

二
、
藤
木
氏
は

「
書
卸
し
」
と
「
改
作
」

と
の
区
別
を
私
が
問
題
に
し
、
改
作
が
員

物
で
、
書
卸
し
が
俗
物
だ
と
云
つ
た
か
の

様
に
養
な
解
澤
を
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
私
は

そ
ん
な
こ
と
を
毛
頭
議
論
し
て
ゐ
な
い
．

私
が
問
題
と
し
た
の
は
、
原
文
の
出
所
で

あ
る
。
前
書
き
で
「
オ
ン
・
ハ
イ
・
ヒ
ル
ス
」

か
ら
抜
率
し
た
と
断
つ
た
以
上
は
、
そ
の

融
詳
も
共
虎
に
明
示
さ
れ
た
原
文
に
擦
る

べ
き
で
あ
る
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

私
が
、
ヤ
ン
グ
の
こ
の
文
章
を
讀
み
比

べ
る
こ
と
が
、
山
の
文
章
を
書
く
参
考
に

な
る
と
云
つ
た
の
は
、
蕉
稿
を
集
め
て
一

冊
の
本
を
作
る
場
合
に
、
ヤ
ン
グ
が

一
字

一
句
を
書
き
改
め
る
迄
の
苦
心
を
排
つ
た

そ
の
態
度
を
考

へ
る
こ
と
ヽ
、

一
の
事
を

云
ひ
現
は
す
の
に
も
言
葉
の
選
び
方
に
色

々
の
方
法
の
あ
る
こ
と
を
考

へ
る
こ
と
を

指
し
た
の
で
あ
る
。
何
れ
の
文
章
が
良
い

か
悪
い
か
な
ぞ
と
い
ふ
債
値
剣
断
を
し
て

ゐ
る
の
で
は
な
い
。
ヤ
ン
グ
が
苦
心
推
敲

を
重
ね
た
所
の
文
章
を
詳
し
た
と
云
ひ
な

が
ら
、
さ
う
で
な
い
所
の
文
章
を
載
せ
ら

れ
た
の
で
は
、
ヤ
ン
グ
の
苦
心
を
無
に
す

る
も
の
で
あ
る
と
云
つ
た
の
で
あ
つ
て
、

ヤ
ン
グ
の
苦
心
に
敬
意
を
排
ふ
べ
き
こ
と

を
注
意
こ
そ
し
た
れ
、
ヤ
ン
グ
を
子
供
扱

ひ
に
し
た
な
ぞ
と
は
驚
く
べ
き
曲
解
で
あ

スフ。私
が
、
藤
本
氏
の
詳
文
と
並
べ
て
載
せ

た
拙
澤
を
、
藤
木
氏
は

「
オ
ン
・
ハ
イ
・
ヒ

ル
ス
」
か
ら
の
詳
文
の
や
う
に
考

へ
て
ゐ

ら
れ
る
が
之
も
誤
解
で
あ
る
。
「
オ
ン
ｏ
ハ

イ
ｏ
ヒ
ル
ス
」
の
右
の
箇
所
に
相
宙
す
る
部

分
を
讀
ま
れ
た
の
な
ら
、
直
ぐ
氣
が
付
か

れ
る
筈
で
あ
る
。
私
の
課
文
は
、
藤
木
氏

の
擦
ら
れ
た
原
文
、
印
ち
ラ
ン
の
編
岩
の

中
の
一
文
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
。
右
の

拙
課
を
載
せ
た
理
由
は
、
如
何
な
る
根
檬

で
、
私
が
「
峰
・峠
・氷
河
」
の
醗
講
を
甚
し

く
ひ
ど
い
も
の
で
あ
る
と
批
評
し
た
か
を

明
に
す
る
筋
め
で
あ
つ
た
。
私
は
之
に
よ

つ
て
第
二
者
の
批
剣
を
仰
い
で
ぁ
る
の
で

あ
る
．

又
、
藤
木
氏
は
、
私
が
同
氏
の
ヤ
ン
グ

親
を
問
題
に
し
た
か
の
如
く
調
解
し
て
ゐ

ら
れ
る
。
私
の
批
評
の
範
回
は
飽
く
迄
「峰

峠
ｏ氷
河
」
一
咎
で
あ
つ
て
、
ヤ
ン
グ
槻
如

何
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。
私
の
論
旨
は

簡
単
で
あ
る
。
あ
の
翻
詳
の
程
度
か
ら
推

察
す
れ
ば
、
藤
木
氏
に
は
ヤ
ン
グ
の
云
ふ

所
が
始
ど
了
解
さ
れ
て
ゐ
な
い
で
あ
ら
う

と
云
ふ
の
で
あ
る
。
此
の
事
は

「
峰
・峠
ｏ

氷
河
」
中
の
他
の
も
の
に
就
て
も
云
ひ
得

ら
れ
る
。

以
上
で
藤
木
氏
の
回
答
文
中
の
誤
解
に

答

へ
得
た
と
思
ふ
の
で
、
次
に
、
私
の
問

題
と
し
た
鮎
を
、
誤
解
の
な
い
様
少
し
詳

し
く
繰
返
し
て
置
か
う
。

三
、
私
が
問
題
と
し
た

一
の
貼
は
↓
峰

峠
・氷
河
」
の
搬
講
で
あ
る
。
軍
に
誤
詳
と

云
へ
る
程
度
の
も
の
な
ら
ば
、
張
い
て
取

り
出
し
て
問
題
と
し
な
い
。
叉
甚
し
く
ひ

ど
い
翻
講
で
も
、
そ
れ
が
全
巻
の
中
で
数

ケ
所
に
し
か
な
い
と
云
ふ
な
ら
ば
、
わ
ざ

ノ
ヽ
批
評
し
も
し
な
い
。
私
が
問
題
と
し

た
理
由
は
、
「
峰
・峠
。氷
河
」
が
単
に
誤
識

と
構
す
る
に
は
そ
の
間
違
ひ
が
餘
り
に
ひ

ど
過
ぎ
る
研
講
の
仕
方
で
あ
つ
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
ヤ
ン
グ
の
一

文
を
引
用
し
た
の
で
あ
る
。

醜
群
は
、
原
文
の
意
味
を
間
違
な
く
偉

へ
る
の
が
、
そ
の
第

一
の
目
的
で
あ
る
。

藤
木
氏
の
講
文
に
よ
つ
て
、
原
文
の
意
味

が
誤
り
な
く
博

ヽ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ど
う
か

之
が
私
の
批
評
し
た
貼
で
あ
る
。
英
語
の

文
法
を
無
説
し
、
言
葉
の
意
味
を
勝
手
に

し
て
ゐ
た
の
で
は
，
原
文
の
意
味
が
博
ヽ

ら
れ
や
う
筈
が
な
い
。
科
學
や
文
學
の
な

の
翻
詳
は
正
確
で
な
く
て
は
い
け
な
い
が

山
の
本
の
観
詳
は
何
で
も
い
、
と
い
ふ
一千

は
あ
り
得
な
い
と
思
ふ
。
観
詳
者
は
讀
者

に
封
す
る
責
任
を
感
じ
、
慎
重
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
海
外
の
登
山
家
思
想
家
が

如
何
に
考

へ
て
ゐ
る
か
を
、
我
々
の
参
考

に
資
す
る
篤
め
の
観
詳
と
あ
れ
ば
、
筒
更

氣
を
付
け
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
私
が

「
峰
・

ｏ峠
・氷
河
」
の
雛
詳
を
批
評
し
た
の
は
、

以
上
の
立
場
か
ら
で
あ
る
。

四
、
私
が
批
評
し
た
第
二
の
・鮎
は
、「
峰

・
峠

・
氷
河
」
の
融
詳
原
文
の
出
所
の
間

題
で
あ
る
。
此
の
本
は
、
翻
詳
書
で
あ
る

と
同
時
に
海
外
文
献
の
抜
率
集
で
あ
る
。

従
つ
て
こ
の
本
の
慣
値
は
、
翻
詳
よ
り
も

海
外
文
献
の
抜
率
に
封
す
る
編
基
者
の
分

力
並
に
そ
の
適
不
適
に
よ
つ
て
一
居
大
き

く
評
債
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

抜
率
集
は
、
編
纂
者
の
方
針
に
よ
つ
て

種
々
異
つ
た
も
の
が
作
ら
れ
や
う
。
山
の

文
献
に
就
て
云
へ
ば
、
登
山
史
上
に
功
績

を
残
し
た
人
々
の
風
貌
の
一
端
を
知
ら
し

め
る
篤
め
に
歴
史
伯
に
集
め
た
破
率
集
も

出
来
や
う
。
又
、
山
に
開
す
る
珠
玉
の
文

章
の
み
を
集
め
て
も
出
来
や
う
。
其
他
幾

多
の
編
纂
方
針
が
あ
ら
う
。「
峰

・
峠

・
氷

河
」
は
ア
ル
プ
ス
に
開
す
る
古
今
の
珠
玉

の
文
字
を
集
め
た
と
い
ふ
だ
け
で
あ
つ
て

そ
の
内
容
に
開
し
て
は
別
段
の
編
纂
方
針

が
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
従
つ
て
内
容
の
配

列
の
理
由
は
知
る
由
も
な
い
。
更
に
又
、

抜
率
せ
ら
れ
た
古
今
の
珠
王
の
文
字
が
、

果
し
て
珠
王
で
あ
る
か
ど
う
か
。
之
等
も

嘗
然
問
題
と
な
る
べ
き

も

の
で
は
あ
る

が
、
之
等
の
貼
が
問
題
と
な
つ
て
来
る
前

に
、「
峰

・
峠

・
氷
河
」
は
抜
率
集
と
し
て

一
の
問
題
を
提
起
し
て
ゐ
る
之
が
私
の
批

評
の
粘
で
あ
つ
た
。

抜
率
集
の
目
的
は
、
幾
十
幾
百
の
書
物

を
讀
み
得
な
い
人
達
に
、
之
等
を
讀
破
し
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得
た
人
が
、
そ
の
中
か
ら
珠
玉
の
文
章

選
ん
で
、
少
く
と
も
そ
の
最
も
優
れ
た

の
だ
け
で
も
知
ら
し
め
や
う
と
す
る
所

あ
る
。
従
つ
て
編
纂
者
の
努
力
も
非
常

も
の
で
あ
り
、
そ
の
努
力
の
大
き
さ
に

っ
て
編
纂
の
功
績
も
認
め
ら
れ
る
の
で

る
技
率
集
が
編
纂
者
の
名
に
よ
つ
て
世

中
に
出
さ
れ
る
の
も
、
此
の
分
作
が
あ

ば
こ
そ
で
あ
る
。

「
峰

・
峠

・
氷
河
」
は
藤
木
氏
の
編
纂

な
る
抜
率
集
と
し
て
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
。

同
氏
は
序
文
で
「
古
今
を
通
じ
、
英
、

獨
、
塊
、
伊
、
瑞
、
米
な
ど
各
闘
幕
名
な

登
山
家
を
始
め
、
文
學
者
、
詩
人
、
斜
學

者
、
哲
學
者
な
ど
、
四
十
二
名
家
の
代

作
中
か
ら
選
ん
だ
。
引
用
し
、
ま
た
は
抜

率
し
た
章
句
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
献

と
題
目
に
わ
た
り
、
な
る
べ
く
廣
範
国
に

選
祥
す
べ
く
志
し
た
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る

卸
ち
編
纂
者
と
し
て
、
如
何
な
る
範
園

に
於
て
古
今
の
文
献
を
渉
独
せ
ら
れ
、
又

抜
率
に
笛
つ
て
は
如
何
な
る
勢
作
を
致
さ

れ
た
か
を
此
虎
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
。
之
は
編
纂
者
が
、
自
己
の
抜
率
集
に

封
す
る
功
績
を
、
世
に
問
ふ
べ
き
基
準
で

あ
る
。
藤
本
氏
の
序
文
に
記
さ
れ
た
ゞ
け

を
見
て
も
、
並
大
抵
の
努
作
で
な
い
こ
と

は
直
ち
に
想
像
さ
れ
る
。　
一
人
の
作
家
に

就
て
一
滑
宛
讀
む
と
し
て
も
、
そ
の
数
百

頁
の
書
籍
の
中
か
ら
、
僅
か
一
頁
位
の
珠

玉
の
文
字
を
選
び
出
す
と
い
ふ
こ
と
は
非

常
に
難
し
い
仕
事
で
あ
ら
う
。
ま
し
て
一

人
の
作
家
に
就
て
、
二
冊
三
冊
と
讃
破
す

る
と
な
れ
ば
、
讃
む
こ
と
だ
け
で
も
非
常

な
勢
力
で
あ
る
に
違
な
い
。
従
つ
て
、「
峰

・
峠

ｏ
氷
河
」
の
抹
率
集
と
し
て
の
評
債

は
、
之
を
こ
の
ま
ゝ
に
受
け
容
れ
ゝ
ば
、

非
常
に
大
き
な
も
の
と
な
ら
う
。

併
し
、
不
幸
な
こ
と
に
私
の
貧
し
い
知

識
を
以
て
し
て
も
、
「
峰

・
峠

ｏ
氷
河
」
の

申
に
枚
め
ら
れ
た
多
く
の
文
章
は
、
藤
本

氏
の
抜
率
に
よ
る
も
の
で
な
く
、
他
の
編

集
者
の
苦
心
に
な
る
抜
率
集
か
ら
の
借
用

で
あ
る
こ
と
が
明
で
あ
る
。
藤
本
氏
は
三

つ
か
四
つ
の
場
合
に
は
、
他
の
抜
率
集
か

ら
借
用
せ
ら
れ
た
旨
を
断
ら
れ
て
ゐ
る
が

そ
の
他
の
場
合
に
は
、
少
し
も
明
記
さ
れ

て
ゐ
な
い
。
殊
に
一
番
多
く
借
用
さ
れ
た

ラ
ン
の
「
イ
ン
グ
リ
ツ
シ
ュ
メ
ン
ｏ
イ
ン
ｏ

ジ

ｏ
ア
ル
プ
ス
」
に
就
て
は
、
少
し
も
言

及
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
そ
し
て
之
等
の
抜
率

の
前
書
き
に
は
、
原
書
の
名
前
を
示
さ
れ

何
年
版
の
何
章
か
ら
抜
率
し
た
と
い
ふ
風

に
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
之
で
は
、
藤
木
氏
が

原
書
に
就
て
、
抜
率
の
挙
作
を
致
さ
れ
た

と
見
る
の
は
常
然
で
あ
ら
う
。
然
る
に
事

責
は
、
他
人
が
抜
率
と
い
ふ
困
難
な
仕
事

を
し
た
の
で
あ
つ
て
、
之
を
借
用
係
引
し

て
置
か
れ
な
が
ら
、
そ
の
抜
率
の
仕
事
を

自
分
の
仕
事
の
如
く
書
か
れ
て
あ
る
と
す

れ
ば
、
不
正
直
と
云
つ
て
も
差
支
な
か
ら

う
。
ヤ
ン
グ
の
一
文
は
、
そ
の
一
例
と
し
て

引
用
し
た
の
で
あ
る
。
叉
若
し
、
他
に
例

を
奉
げ
れ
ば
、　
一
五
九
頁
の
メ
レ
デ
イ
ス

の
抜
率
が
そ
れ
で
あ
る
。「
ビ
ー
チ
ヤ
ム
ス

ｏ
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
」
か
ら
選
ば
れ
た
と
い
ふ

が
、
之
も
孫
引
の
際
の
間
違
で
あ
ら
う
。

「
ビ
ー
チ
ヤ
ム
ス
・
キ
ヤ
リ
ヤ
ー
」
が
ア

ル
プ
ス
を
舞
豪
と
し
た
小
説
で
あ
る
と
い

ふ
も
の
間
違
で
あ
る
。

藤
木
氏
は
回
答
文
の
中
で
、
電
車
の
中

の
便
宜
の
篤
め
と
か
云
は
れ
て
ゐ
る
が
、

抜
率
集
編
箕
と
い
ふ
一
の
勢
作
に
封
す
る

功
績
が
、
他
人
に
属
す
べ
き
も
の
か
、
自

分
に
局
す
べ
き
も
の
か
は
、
本
の
大
き
さ

乃
至
は
携
帯
の
便
宜
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
な
い
と
思
ふ
。
又
一
舟
の

本
が
世
に
出
さ
れ
た
以
上
、
米
者
は
其
虎

に
書
か
れ
た
こ
と
に
封
し
て
仝
責
任
を
負

ふ
べ
き
で
あ
つ
て
、
書
か
ざ
り
し
事
由
を

以
て
そ
の
責
任
を
回
避
す
べ
き
で
は
な
い

・
と
思
ふ
。

以
上
で
私
の
批
評
の
論
鮎
を
詳
に
し
得

た
と
思
ふ
。
最
層
に
、
藤
木
氏
に
今

一
度

前
琥
會
琳
誌
上
の
私
の
批
評
を
冷
静
に
讀

ま
れ
ん
こ
と
を
切
望
し
て
止
ま
な
い
。

前
琥
所
載
「
プ
ロ
ツ
ケ
ン
の
怪
」
は
會
報

と
し
て
は
新
し
い
試
み
で
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
今
後
も
日
本
山
岳
界
の
問
題

大
小
に
拘
ら
ず
會
報
紙
上
で
取
扱
つ
て

行
き
度
い
と
考

へ
て
居
ま
す
。
問
題
が

コ
ン
ト
ル
ヴ
ア
ー
シ
ア
ル
な
場
合
は
間

題
の
提
起
に
封
し
デ
イ
フ
エ
ン
ダ
ー
と

し
て
の
立
場
か
ら
の
寄
稿
が
あ
ｔ
ば
勿

論
之
を
掲
載
し
ま
す
。
そ
し
て
之
に
封

し
問
題
提
起
者
の
回
答
笙
添
え
て
獲
表

し
ま
す
。
つ
ま
り
通
常
の
筆
戦
の
場
合

の
慣
管
に
則
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
此

の
種
原
稿
の
み
の
問
題
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
原
稿
の
取
捨
は
勿
論
會
報
編
韓

者
か
負
ひ
ま
す
。
編
韓
者
と
し
て
は
何

等
の
建
設
的
意
義
も
な
い
や
う
な
諭
貼

は
取
上
げ
な
い
心
算
り
で
あ
り
ま
す
。

反
験
乃
至
回
答
も
同
じ
く
。
會
報
は
含

員
共
同
の
機
関
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
間

題
は
飽
く
迄
卒
直
に
然
し
朗
ら
か
に
且

つ
建
設
的
に
取
扱
ひ
度
い
と
念
じ
て
居

ま
す
。
此
の
鮎
充
分
御
了
承
の
上
旺
ん

に
寄
稿
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

（
會
報
編
韓
係
）

タ
レ
ツ
テ
ラ
イ
の
新
可
能

性

丸

岡

誠

幸

岩
登
に
し
ろ
ス
ノ
ー
ク
ラ

フ
ト

に
し

ろ
、
釜
々
ア
ク
ロ
パ
テ
イ
タ
な
高
等
技
術

を
企
及
す
る
に
至
つ
た
今
日
、
最
早
急
進

的
な
天
才
ク
ラ
イ
マ
ー
の
出
現
に
依
つ
て

の
み

「
ク
レ
ツ
テ
ラ
イ
の
新
可
能
性
」
が

費
践
さ
れ
得
る
で
あ
ら
う
．
鼓
に
謂
ふ
所

の

「
新
可
能
性
」
こ
そ
は
在
来
の
″
ス
ロ

ー

ｏ
パ
ツ
ト
ｏ
ス
テ
イ
デ
イ
″
流
な
生
優

し
い
穏
健
派
の
主
張
を
根
底

か
ら
覆

返

し
、
脈
々
た
る
新
生
命
を
若
き
ク
ラ
イ
マ

ー
の
将
来
に
吹
込
む
も
の
と
云

つ
て

い

ヽ
．
其
は
在
来
よ
り
一
歩
進
ん
で

「
ａ
【ｌ

ｏ”〓
∽日

で
あ
り
、
更
に
一
居

＞
ｏ８
げ
”Ｌ
‥

∽口

な
も
の
で
あ
り
、
又
他
面
頗
る
”
”
―

出ｏ日
評
日

に
立
脚
せ
る
高
等
技
術
に
擦

っ
て
持
末
た
さ
せ
ら
れ
る
新
可
能
性
な
の

で
あ
る
。

然
ら
ば
「
ク
レ
ツ
テ
ラ
イ
の
新
可
能
性
」

の
主
張
黙
は
何
に
か
　
其
は
特
に
リ
ズ
ミ

ル

な
高
速
度
を
絶
え
ず
持
績
せ
し
め
る

・事
に
因
つ
て
　
ヽ
】∽
ョ
く
『
詢
哺
卜ヽ
喘

に

ク
レ
ツ
テ
ラ
イ
の
重
鮎
を
置
く
事
で
あ
り

一
種
の

日●
のュ
”
∽り
８
魚
に
よ
つ
て
ク
レ

ッ
テ
ラ
イ
を
意
義
づ
け
る
も
の
な
の
だ
。

こ
の
新
可
能
性
を
手
早
く
了
解
せ
し
め

る
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
面
白
い
賓
例
と
し
て

―

あ
る
亘
大
な
杉
樹
の
Ｅ
幹
を
攀
づ
る

例
を
奉
げ
様
う
。

彼
は
双
手
に
ピ
ツ
ケ
ル
（
或
は
手
釣
類
）

の
把
握
し
て
梗
め
て
急
進
的
に
ビ
ツ
ク
を

頭
上
に
相
互
に
尺
餘
の
間
隔
を
以
っ
て
打

込
む
事
に
擦
つ
て
何
等
の
手
懸
な
き
垂
直

の
幹
面
を
グ
リ
ツ
プ
、
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
す

る
事
が
可
能
で
あ
る
パ
こ
の
場
合
、
双
脚

は
全
然
使
用
さ
れ
ず
垂
れ
た
性
で
あ
る
）

然
も
ピ
ツ
ク
の
打
込
は
極
め
て
速
か
に
リ

ズ
ミ
カ
ル
な
Ｈお
ュ
”
Ｆ
咀
Ｆ
∽ｕ
８
魚
を
以

つ
て
、
最
初
の
ア
ン
カ
レ
ー
ヂ
た
る
杉
枝

迄
持
績
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ピ
ツ
ク
は
僅

か
二
、
三
分
の
打
込
で
然
も
全
般
重
を
支

持
す
る
許
か
り
て
無
く
、
ク
レ
ツ
テ
ラ
イ

を
可
能
な
ら
し
め
る
。
勿
諭
途
中
で
停
滞

す
る
こ
と
は
リ
ズ
ミ
カ
ル
な

］Ｆ
のュ
”
を

破
壊
し
て
了
ふ
故
、
絶
封
禁
物
で
あ
る
。

こ
の
ヒ
ン
ト
は
、
垂
直
に
近
い
氷
壁
の

登
攀
た
迄
應
用
さ
れ
る
。
双
手
の
氷
斧
を

相
互
に
氷
壁
に
打
込
む
事
に
因
つ
て
、
局

部
的
に
ス
ユ
タ
イ
グ
、
ア
イ
ゼ
ン
の
力
を

借
ら
ず
に
登
攀
の
新
可
能
性
を
見
出
す
。

こ
の
新
可
能
性
は
在
末
の
岩
登
術
の
上
に

於
て
も
貧
に

ヽ
ヾ
いい
ざ
き
ミ

０ヾ

ミ
き

”
ミ
ゃ
ミ
ＯＳ
Ｏ

と
し
て
出
現
す
る
で
あ
ら

乃
ち
極
め
て
ス
ム
ー
ス
な

Ｈ澪
ユ
”
を

自
由
に
駆
使
す
る
天
才
的
ク
ラ
イ
マ
ー
が

在
末
の
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ヨ
ン
の
穏
健
浜
に

比
し
て
、
如
何
に
如
賞
に
素
晴
し
い
業
蹟

を
築
上
げ
る
か
は
云
々
す
る
迄
も
な
い
で

あ
ら
う
。　
Ｈ●
①ユ
”
∽υ
８
Ｑ
に
重
鮎
を
置

く
故
に
極
め
て
急
進
的
に
双
手
双
脚
を
ス

ム
ー
ス
に
使
用
す
る
事
に
よ
つ
て
、　
一
見

不
可
能
に
近
い
岩
壁
を
す
ら
、
力
學
的
な

合
理
性
に
よ
つ
て
、
猿
の
如
く
ク
レ
ツ
テ

ラ
イ
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
。

斯
く
て
我
関
岩
登
の
指
来
に
於
て
も
、

パ
ラ
ン
ス
や
リ
ズ
ム
と
共
に

Ｆ
ωユ
”
が

力
學
的
に
も
と
つ
と
重
祗
こ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
と
思
ふ
。
―
上

九
二
四
―
八
―
一
一

各
期
雪
嶺
山
脈
登
攀
報
告

黒
　
田
　
正
　
夫

昭
和
九
年
末
、
中
部
地
方
の
降
雲
量
僅
・

少
に
追
は
れ
て
、
朝
鮮
北
部
に
限
を
つ
け

以
前
馬
術
を
教
は
り
し
羅
南
騎
兵
聯
陰
少

佐
田
邊
孝
太
郎
氏
に
自
頭
山
登
攀

に
開

馬
賊
の
状
態
に
開
し
、
問
合
せ
を
装

虎
、
危
険
中
止
の
報
を
得
た
り
。
時

京
大
白
頭
山
登
攀
を
開
き
、
田
邊
少

り
の
勘
告
に
ぉ
り
、
雪
嶺
山
服
登́
攀
・

よ

せ
し

に
、
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に
憂
更
せ

，
。
更
に
積
彗
状
態
に
開
し
、

問
合
せ
を
嚢
せ
し
虎
「
是
非
末
い
、
待
つ
」

の
返
電
を
受
け
、
出
登
に
決
定
、
十
二
月

二
十
八
日
夜
東
京
出
残
せ
り
。

同
行
、
須
賀
太
郎
、
嵯
峨
根
遼
吉
、
黒

田
初
子
及
筆
者
の
四
人
な
り
、
野
誉
の
準

備
せ
ず
、
食
料
は
全
部
東
京
に
て
用
意
。

朝
、
夕
は
味
囀
汁
に
米
飯
、
書
は
ビ
ス
ヶ

ツ
ト
と
せ
り
。
防
寒
其
は
前
年
の
北
海
道

と
同
様
に
準
備
し
、
ス
キ
ー
以
外

に
金

標
、
山
鶴
笛
、
輸
標
を
携
帯
せ
り
。
行
動

次
の
如
し
。

十
二
月
二
十
八
日
午
後
十
一
時
東
京
壼

二
十
九
日
夜
朝
鮮
海
峡
渡
過

三
十
日
午
後
京
城
通
過

三
十
一
日
午
前
七
時
羅
南
着
、
日
邊
少

佐
、
朝
鮮
山
岳
會
斎
藤
龍
本
氏
等
の
出
迎

を
受
け
、
日
邊
少
佐
宅
に
迎

へ
ら
る
。

田
邊
少
佐
宅
に
て
、
前
茂
山
駐
在
の
憲

兵
平
川
義
人
軍
曹
の
自
頭
山
登
肇

の
説

明
、
齋
藤
氏
の
雲
嶺
山
脈
概
況
の
説
明
と

受
け
、
午
後
、
田
邊
少
佐
の
案
内
に
て
、

須
賀
、
黒
田
雨
入
、
朱
乙
に
満
野
勇
氏
を

問
ひ
、
雪
嶺
山
脈
登
攀
に
開
す
る
相
談
を

乞
ひ
、
朝
鮮
人
夫
四
名

（
内
、　
一
名
通
詳

兼
用
）
の
周
施
を
依
頼
せ
り
。

同
夜
は
田
邊
少
佐
御

一
家
の
歎
迎
裏
に

迎
年
せ
り
。

昭
和
十
年

一
月

一
日
　
薄
曇

午
前
九
時
、
自
動
車
に
て
田
邊
少
佐
宅

出
壼
、
同
十
時
朱
乙
通
過
、
十
一
時
頃
、

城
町
着
。
同
所
、
駐
在
所
に
て
、
人
夫
の

来
着
を
待
ち
、
午
後

一
時
三
十
分
、
人
夫

に
荷
を
分
捲
、
こ
時
出
装
。
市
上
洞
に
向

ふ
。
雲
、
殆
な
く
、
秋
の
如
し
。
行
手
に

冠
帽
峯
を
望
み
、
雪
、

住
少
に
て
、

ス

キ
ー
使
用
不
可
を
知
り
、
此
の
登
攀
を
あ

き
ら
む
。
午
後
五
眸
三
十
分
。
薄
暮
、
市

上
洞
着
。
湊
野
氏
養
蜂
番
小
屋

（
人
夫
金

の
家
族
、
番
を
な
す
）
に
泊
る
。
家
屋
清

潔
に
て
、
美
し
き
ふ
と
ん
を
得
て
、
皆

一

夜
を
安
眠
す
。

二
日
　
晴

冠
帽
峯
ス
キ
ー
登
攀
を
断
念
し
、
北
賛

細
嶺
を
越
え
、
魚
郎
川
谷
に
か
す
か
な
る

雪
の
憧
を
も
ち
、
午
前
七
時
出
発
、
保
恩

水
に
向
ふ
。
峠
道
ヒ
覆
ふ
雪
は
数
糎
、
上

れ
ど
も
、
増
さ
ず
、
正
午
峠
に
達
し
、
魚

郎
川
谷
を
見
る
も
、
雪
多
か
ら
ず
、
ス
キ

ー
使
用
は
断
念
せ
ぎ
る
を
得
ず
。
午
後
ニ

時
、
金
谷
洞
通
過
、
五
時
、
保
恩
水
着
、

最
奥
の
民
家
金
氏
方
に
泊
る
。

三
日
　
曇
、
少
雲
　
午
前
七
時
出
装
、

金
を
登
る
ま
で
の
案
内
と
し
、
兜
峯
に
向

ふ
。
地
国
に
よ
り
、
山
馬
洗
洞
に
入
る
こ

と
を
主
張
す
る
に
、
金
、
洞
谷
に
入
り
ヽ

尾
根
を
二
つ
越
え
↓
そ
の
間
の
谷
は
馬
洗

洞
」
小
馬
洗
洞

（
地
日
に
谷
な
し
、
馬
洗

洞
の
一
つ
北
の
谷
に
あ
り
）
に
出
で
て
、

そ
の
北
あ
尾
根
に
取
り
つ
く
。
こ
れ
ま
で

に
二
時
間
牛
を
費
や
す
。
疎
林
を
ぬ
け
、

草
尾
根
に
出
で
て
、
金
を
蹄
す
０
次
第
に

風
出
で
、
少
雪
ち
ら
つ
く
、
十
一
時
、
千

八
百
米
、
尾
根
の
急
崚
に
な
ら
む
ど
す
る

黒
木
立
の
あ
る
鮎
に
着
せ
し
も
、
天
候
険

悪
の
駕
引
返
す
。
小
馬
洗
洞
谷
を
魚
郎
川

に
出
づ
。

三
日
、
暗
風

午
前
五
時
出
資
、
兜
峯
に
向
ふ
。
小
馬

洗
洞
谷
を
経
て
、
七
時
、
尾
根

（
千
二
百

米
）
に
取
着
き
し
も
、
風
、
激
し
く
引
返

す
。　
一
時
間
程
、
焚
火
し
て
休
憩
。
魚
郎

川
を
遡
り
、
机
上
峯
登
路
を
下
見
し
て
を

く
。
川
は
凍
り
て
、
標
に
て
歩
行
し
得
。

午
後

一
時
、
源
水
谷
、
机
上
峯
谷

（
地
固

に
も
、
現
地
に
も
名
を
知
り
得
ず
、
机
上

峯
よ
り
出
づ
る
本
流
）
の
分
岐
粘
着
。
午

後
四
時
保
恩
水
に
婦
着
。

四
日
　
暗

午
前
三
時
頃
、
風
張
き
た
め
、
出
装
を

断
念
、
七
時
起
床
、
風
企
ぎ
て
晴
天
と
な

り
し
た
め
再
、
机
上
峯
登
路
を
下
見
の

た
め
午
前
九
時
出
装
、
十
一
時
、
源
水
谷

分
岐
鮎
着
。
荒
本
の
一藪
、
雪

（
敷
十
糎
）

倒
木
の
尾
根
を
ぬ
け
て
、
午
前
十
一
時
千

五
百
米
地
黙
に
着
、
婦
途
夜
に
な
る
を
覺

悟

一
気
登
頂
に
決
し
、
書
食
、
十
一
時
牛

出
登
、
二
時
四
十
五
分
、
二
千
百
七
十
餘

米
の
頃
に
着
、
快
晴
、
白
頭
山
を
始
め
、

北
鮮
の
仝
山
を
一
眸
に
望
む
。
三
時
嚢
、

六
時
三
十
分
、
保
恩
水
に
帰
着
。

五
日
　
晴
、
少
風

午
前
六
時
出
嚢
、
兜
峯
に
向
ふ
。
小
馬

洗
洞
谷
を
組
て
、
そ
の
北
の
尾
根
バ
印
、

兜
峯
よ
り
、
東
走
す
る
■
つ
の
大
き
な
る

尾
根
の
南
尾
根
、
兜
峯
市
尾
根
と
偶
に
呼

ぶ
。）
を
登
り
先
日
引
返
せ
し
千
八
百
米
地

鮎
に
十
時
着
。
雲
、
井
塊
、
疎
林
よ
り
成

る
急
崚
な
る
尾
根
を
登
る
こ
と
、　
一
時
間

牛
に
て
、
平
ら
な
る
頂
上
の
端
に
出
づ
。

風
、
相
営
あ
り
て
、
寒
し
、
此
の
南
尾
根

は
、
上
の
方
蓼
科
山
の
如
き
ゴ
ー
ロ
の
急

な
る
尾
根
な
り
。　
一
時
、
最
高
紺
装
、
帰

途
は
北
尾
根
を
探
る
。
蔭
側
の
雪
斜
面
を

下
り
、
途
中
傾
斜
の
急
に
緩
く
な
る
鮎
よ

り
、
兜
谷
に
は
い
り
、
三
時
、
本
流
合
流

粘
着
。
本
流
氷
上
を
歩
‐き
て
四
時
牛
保
恩

小
に
野
着
。

六
日
　
晴

休
暇
な
き
た
め
、
雲
嶺
登
攀
を
断
念
し

午
前
七
時
二
十
分
装
、
北
黄
細
嶺
を
越
え

て
、
午
後
四
時
市
上
洞
に
帰
る
。

河
原
の
野
天
風
呂
に
久
振
の
垢
を
流
す
。

夕
陽
に
映
ゆ
る
冠
峯
美
し
。

七
日
　
晴

午
前
九
時
嚢
、
午
後
四
時
牛
に
満
野
氏

宅
清
。
田
邊
少
佐
の
出
迎
を
受
け
、
浅
野

氏
に
謝
し
、
田
邊
少
佐
宅
の
歓
迎
の
夕
食

に
列
る
。
そ
の
厚
志
に
途
ら
れ
て
午
後
十

一
時
の
夜
行
に
乗
り
て
、
婦
途
に
つ
く
。

八
日
　
薄
曇

汽
車
待
合
の
時
間
に
元
山
見
分
。
須
賀

は
東
京
に
直
行
。
夕
、
温
井
里
温
泉
に
投

宿
。
城
大
山
岳
部
員
と
歓
談
す
。

九
日
　
薄
曇
、
張
風

金
剛
山
登
路
の
下
見
に
出
掛
け
る
。

十
日
　
晴
、
張
風

風
の
た
め
金
剛
山
登
攀
を
断
念
婦
途
に

つ
く
。
午
後
京
城
着
。
嵯
峨
根
は
九
州
に

直
行
。
黒
田
等
京
城
見
物
、
午
後
十
時
嚢

に
就
く
。

一
日
　
曇

、
朝
鮮
海
映
渡
過
。

二
日
　
山
陽
道

三
日
　
東
京
着

に
田
邊
少
佐

の
一
方
な
ら
ぬ
御
厚
意

氏
の
御
親
切
を
始
め
、
御
世
話
に
な

方
々
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
。

白
　
馬
　
行

一
九
二
四
年

一
二
月
三
一
日
。
降
雲
。

朝
松
本
着
。
四
谷
壺
午
後
二
・
三
〇
、
猿

倉
小
屋
着
七
ｏ
一
〇
、
二
股
よ
リ
ス
キ
ー

を
着
け
る
。　
一
九
二
五
年

一
月

一
日
。
降

り

し
浅
野 鼓 十 十 書 十

、
風
張
し
。
猿
倉
獲
午
前

一
〇

・
ｏ
Ｑ

馬
尻

午
後

一
二

・

一
〇
、
途

中
長

ハ
シ
リ

澤

は
埋
ら
ず
丸
木
橋

を
渡

る

に
便

な

る
棒

造
り
な
ど
す
。　
一
月
二
日
。
降
雪
。

馬
尻
往
復
。
白
馬
大
雪
漢
下
部
に
於
て
数

日
前
に
杓
子
側
よ
り
落
ち
た
る
も
の
と
思
ヽ

ぼ
れ
る
デ
プ
リ
を
見
て
退
却
す
。　
一
月
二

秋
晴
。
気
温
高
く
正
月
に
は
稀
有
の

天
氣
な
り
。
猿
倉
獲
午
前
五
・
四
〇
、

七
・
二
五
、
ネ
ブ
カ
不
下
書
食
。
鞍
一

屋
一
一
・
五
〇
―
上

二
ｏ
二
〇
、
ス

キ
ー
デ
ポ
と
す
。
白
馬
岳
三
角
黙
午
後

一

一
・
五
〇
、
鞍
部
ス
キ
ー
デ
ポ
に
て
第
二

書
食
後
二
ｏ
Ｏ
Ｏ
装
。
馬
尻
三
―
Ｏ
Ｑ

婦
着
四
・
一
七
。
此
日
新
彗
の
雲
崩

殆
ど
見
ら
れ
ず
。
馬
尻
に
於
け
る
新
雪
，

の
量
は
約

一
尺
二
寸
。
京
都
山
岳
會
吉
岡

三
氏
遭
難
せ
ら
る
。

一
月
四
日
。
降
雲

倉
装
午
前

七
・
三
〇
、
二
股

九
・
三

、
自
動
車
を
呼
び
て
四
谷

へ
（
二
俣

・．

谷
問

一
蔓
二
同
）。　
夜
松
本
褒
。　
一
月

日
朝
東
京
着
。

今
各
猿
倉
側
よ
り
の
初
登
頂
。
三
日
は

に
し

て
頂

上

正
午
氣

温

零
下

一
〇
度

後
二
時
頃
よ
り
尾
根
に
雲
煙
を
見
た
る

そ
れ
ま
で
は
風
も
殆
ど
な
く
尾
根
に
て

の
必
要
さ
へ
感
ぜ
ず
。
大
雲
漢
の
ス

―
滑
降
は
賓
に
壮
快
を
極
め
中
頃
稽
重

・深
雲
に
遭
遇
し
た
る
の
み
。
此
の
程
度

降
雪
に
て
は
降
雲
中
に
あ
ら
ざ
れ
ば
雲
一

の
危
険
な
き
も

の

と
思

は
る
。
尾
禅

西
側
は
風
の
篤
め
ク
ラ
ス
ト
し
ア
イ
ゼ

ン
よ
く
効
き
し
も
尾
根
の
上
は
雪
深
き
所

（
長
澤
佳
熊
）
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