
こ
と
で
、
彼
の
か
ら

融
合
し
て
い
っ
た
の

峰
と
い
わ
れ
る
「
弓

竹
田
か
ら
く
り
の
絵

は
、
こ
の
か
ら
く
り

位
置
づ
け
る
か
に
関

は
じ

前
稿
に
お
い
て
、

で
、
幕
末
期
の
か
ら

の
読
み
の
問
題
に
つ

作
し
た
、
現
存
す
る

田
中
近
江

田
中

く
り
の
「
技
」
と
新
し
い
技
術
が
ど
の

か
を
探
っ
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
座
敷

曳
き
童
子
」
の
制
作
の
ア
イ
デ
ア
は
ど

画
資
料
な
ど
も
参
照
し
な
が
ら
考
察
し

人
形
を
竹
田
か
ら
く
り
の
研
究
資
料
と

わ
っ
て
く
る
問
題
で
も
あ
る
。

め
に

田
中
近
江
の
興
行
番
付
等
に
つ
い
て
考

く
り
興
行
の
一
齣
を
明
ら
か
に
す
る
と

い
て
も
言
及
し
た
。
本
稿
で
は
、
田
中

座
敷
か
ら
く
り
「
弓
曳
き
童
子
」
を
具

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

近
江
大
掾
の
か
ら
く
り

｜「
弓
曳
き
童
子
」
の
場
合
｜

よ
う
に
出
会
い
、

か
ら
く
り
の
最
高

こ
か
ら
き
た
の
か
、

て
み
た
い
。
そ
れ

し
て
ど
の
よ
う
に

い
を
つ
け
な

か
に
も
生
き

も
に
緊
張
感

子
は
、
得
意

そ
の
す
が
た

れ
て
し
ま
う

守
る
観
客
の

察
を
加
え
る
こ
と

と
も
に
、
絵
番
付

近
江
が
実
際
に
制

体
的
に
検
討
す
る

「
弓
曳
き
童

現
在
、
複
数

い
て
は
、
す

童
子
が
、

そ
の
二

が
ら
弓
を
引
き
絞
っ
て
い
く
。
そ
の
狙

た
人
間
の
よ
う
な
動
き
で
あ
り
、
か
わ

が
漂
う
。
や
が
て
、
放
た
れ
た
矢
は
見

げ
な
様
子
で
あ
る
。
な
ん
と
も
愛
ら
し

は
、
見
る
も
の
を
夢
中
に
さ
せ
る
。
か

精
巧
な
演
技
で
あ
り
、
的
を
狙
う
童
子

不
安
と
う
ま
く
命
中
す
る
こ
と
を
祈
る

一
、
弓
曳
き
童
子

子
」
は
、
田
中
近
江
の
代
表
的
な
か

の
現
存
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
人
形

で
に
す
ぐ
れ
た
業
績
が
あ
が
っ
て
い
る

矢
台
の
上
の
矢
を
つ
ま
み
、
弓
に
つ
が 二

山

田

い
を
つ
け
る
し
ぐ
さ
が
い

い
ら
し
さ
が
際
立
つ
と
と

事
に
的
に
命
中
す
る
。
童

い
人
形
の
し
ぐ
さ
で
あ
り
、

ら
く
り
で
あ
る
こ
と
を
忘

の
緊
張
感
と
、
そ
れ
を
見

期
待
感
が
ひ
と
つ
に
な
っ

ら
く
り
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

の
動
態
や
内
部
構
造
に
つ

。
そ
の
概
要
を
記
す
。

え
て
、
的
に
向
か
っ
て
狙

五
二

和

人



田
中
近
江

来
、
科
学
技
術
史
の

が
な
さ
れ
て
き
た
か

て
、「
弓
曳
き
童
子
」

ら
れ
て
き
た
。
こ
の

が
、
こ
こ
で
、
も
う

ろ
が
秀
逸
で
あ
る
。

る
。
失
敗
を
計
算
し

座
敷
か
ら
く
り
が
コ

い
た
こ
と
が
わ
か
る

そ
も
そ
も
弓
を
射

従
来
、
こ
の
点
に
つ

こ
の
人
形
が
あ
ま
り

本
来
、「
弓
曳
き
童

待
す
る
た
め
に
一
趣

る
こ
と
を
意
識
し
て

畳
で
言
え
ば
、
一

ろ
う
。
そ
の
的
中
率

ト
で
あ
る
。
そ
の
精

た
の
で
は
緊
張
感
が

て
、
上
演
す
る
場
に

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

側
か
ら
田
中
近
江
の
制
作
し
た
ロ
ボ
ッ

ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
ア

が
日
本
の
座
敷
か
ら
く
り
の
最
高
峰

評
価
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
首
肯
し

一
度
、
か
ら
く
り
師
田
中
近
江
の
意
図

実
際
に
は
、
矢
羽
根
に
細
工
を
し
て
、

た
演
出
も
、
お
客
の
反
応
を
意
識
し
て

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
と
し
て

。る
人
形
を
制
作
す
る
と
い
う
着
想
は
ど

い
て
は
、
ま
っ
た
く
言
及
さ
れ
て
こ
な

に
も
精
巧
で
高
度
な
技
術
的
達
成
度
を

子
」
は
、
座
敷
か
ら
く
り
で
あ
り
、

向
凝
ら
し
た
遊
び
道
具
で
あ
っ
た
。
座

制
作
さ
れ
て
い
る
の
で
、
弓
を
射
る
距

二
畳
分
に
相
当
す
る
距
離
を
射
程
範
囲

は
、
調
整
に
失
敗
し
な
い
限
り
、
ほ
ぼ

度
だ
け
で
も
驚
く
ほ
ど
で
あ
る
が
、
い

な
く
な
る
の
で
、
わ
ざ
と
失
敗
さ
せ
る

は
独
特
の
高
揚
感
が
醸
し
出
さ
れ
る
。

ト
と
し
て
の
評
価

プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ

と
し
て
位
置
づ
け

得
る
も
の
で
あ
る

を
探
っ
て
み
る
必

ま
ず
、
田

り
人
形
が
興

め
る
と
、
竹

こ
で
、
竹
田

的
を
外
す
の
で
あ

の
も
の
で
あ
り
、

の
役
割
を
果
し
て

こ
か
ら
来
た
の
か
。

か
っ
た
。
そ
れ
は
、

示
し
て
お
り
、
従

の
で
あ
る
。

能
・
美
術
な

か
ら
明
治
に

姿
を
そ
こ
に

を
具
体
的
に

位
置
づ
け
る

主
人
が
お
客
を
接

敷
で
座
っ
て
、
見

離
も
、
お
そ
ら
く
、

と
し
た
も
の
で
あ

一
〇
〇
パ
ー
セ
ン

つ
も
命
中
し
て
い

よ
う
に
す
る
と
こ

れ
た
優
れ
た

さ
せ
た
の
だ

き
、
ど
こ
か

な
デ
ザ
イ
ン

結
論
か
ら

の
流
れ
の
中

い
技
術
と
動

要
が
あ
る
の

二

中
近
江
の
「
弓
曳
き
童
子
」
以
前
に
す

行
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
の
確
認
か

田
か
ら
く
り
の
演
目
の
中
に
そ
れ
を
見

か
ら
く
り
の
弓
矢
の
か
ら
く
り
関
連
の

そ
の
実
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通

ど
の
狭
間
で
、
い
や
そ
う
し
た
境
界
の

か
け
て
の
時
期
に
、
時
代
を
駆
け
抜
け

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
た
視

見
て
い
き
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
人
形

か
に
微
妙
に
関
わ
っ
て
い
る
。

二
、
絵
画
資
料
か
ら
見
る
「
弓
曳

民
間
の
技
術
者
と
し
て
、
幕
末
の
激
動

が
、
彼
が
か
ら
く
り
師
と
し
て
「
弓
曳

ら
ア
イ
デ
ア
を
得
て
い
た
の
か
。
そ
れ

と
技
術
で
あ
っ
た
の
か
。

言
え
ば
、
お
そ
ら
く
、
そ
う
で
は
あ
る

で
、
田
中
近
江
は
ヒ
ン
ト
を
得
、
か
つ

力
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
で
比
類
な
い
傑

で
は
な
い
か
。
田
中
近
江
は
、
西
洋
の

五
三

で
に
、
弓
を
射
る
か
ら
く

ら
始
め
た
い
。
調
査
を
進

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ

絵
画
資
料
を
掲
げ
て
お
く

し
て
、
我
々
は
科
学
と
芸

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
幕
末

て
い
っ
た
一
人
の
職
人
の

野
か
ら
、「
弓
曳
き
童
子
」

を
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に

き
童
子
」

期
に
、
そ
の
才
能
を
開
花

き
童
子
」
を
制
作
す
る
と

は
果
た
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル

ま
い
。
か
ら
く
り
の
伝
統

そ
の
意
匠
と
構
造
に
新
し

作
を
生
み
出
し
て
い
っ
た

技
術
を
意
欲
的
に
取
り
入



に
ん
ぎ
や
う
さ

よ
ろ
ひ
み
や
と

が
ん
お
つ
る
か

ま
と
に
矢
あ
た

か
ら
く
り
台
の
上

放
っ
た
瞬
間
の
様
子

木
の
枝
に
吊
る
さ
れ

劇
博
物
館
等
）

五
、
無
題
（
絵
尽

六
、
弓
曳
童
子
（

そ
れ
ぞ
れ
の
資
料

一
の
絵
番
付
「

よ
う
に
あ
る
。

田
中
近
江

こ
と
か
ら
始
め
よ
う

一
、
お
の
ゝ
小
町

二
、
や
う
き
う
う

館
）

三
、
御
前
楊
弓
（

四
、
楊
弓
百
手
の

ま

と

よ
う
き
う
□
□
ふ
か
ら
く

成
か
ら
く
り

ら
く
り

る
か
ら
く
り

に
弓
を
左
手
に
持
っ
て
、
鎧
、
雁
、
的

が
描
か
れ
て
い
る
。
人
形
は
立
膝
を
し

て
い
る
が
、
こ
れ
も
的
の
ひ
と
つ
と
考

し
『
身
延
山
恵
法
伝
記
』・
東
京
大
学

巻
子
田
中
近
江
図
案
）

に
つ
い
て
、
順
次
検
討
を
加
え
て
い
き

お
の
ゝ
小
町
七
夕
ま
つ
り
」
に
つ
い
て

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

。七
夕
ま
つ
り
（
絵
番
付
・
阪
急
学
園
池

き
よ
ま
と
（
竹
田
大
か
ら
く
り
双
六

絵
尽
し
『
鳴
神
祝
ふ
て
式
三
』・
国
立

一
曲
（
絵
尽
し
『
四
天
王
寺
伽
藍
姿

り
□
あ
た
り

を
ね
ら
っ
て
矢
を

て
い
る
。
鎧
は
、

え
ら
れ
る
。
鎧
の

け
ら
れ
て
い

神
社
の
玉
垣

命
中
す
る
と

る
よ
う
に
し

鎧
の
的
の

れ
、
扇
の
的

的
に
矢
が
命

総
合
図
書
館
）

た
い
。

は
、
本
文
に
次
の

法
で
描
か
れ

こ
ろ
が
描
か

い
る
が
、
ち

か
る
。
詳
細

た
一
部
が
描

命
中
す
る
と

り
て
き
て
、

田
文
庫
）

・
東
京
国
立
博
物

国
会
図
書
館
）

』・
早
稲
田
大
学
演

右
側
に
描
か

中
し
た
こ
と

二
は
、
双

に
「
よ
ろ
い

人
形
が
矢
を

は
、
扇
状
の

る
松
が
設
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
く
り
台

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る

、
宮
が
現
わ
れ
る
と
と
も
に
、
台
上
で

つ
ら
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

前
に
は
、

須
与
一
の
扇
の
趣
向
に
よ

が
見
事
に
射
落
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

中
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い
る

て
お
り
、
こ
の
三
本
の
矢
が
そ
れ
ぞ
れ

れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
先
の
絵
番
付

ょ
う
ど
矢
が
鎧
に
的
中
し
て
お
り
、
こ

に
見
て
み
る
と
、
鎧
の
下
に
祠
の
よ
う

か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
こ

、
鎧
の
な
か
に
仕
組
ま
れ
て
い
た
祠
の

め
で
た
く
お
さ
ま
る
か
ら
く
り
で
あ
っ 二

れ
た
雁
に
矢
が
当
た
っ
て
い
る
。
人
形

に
な
る
。
上
部
に
描
か
れ
て
い
る
的
は

六
の
一
齣
で
あ
り
、「
や
う
き
う
う
き

お
い
さ
せ
八
ま
ん
の
み
や
と
な
る
か
ら

つ
が
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
描
か
れ
て
い

矢
台
に
三
本
の
矢
が
立
て
ら
れ
て
い
る

の
前
方
（
舞
台
側
）
に
は
、

。
お
そ
ら
く
、
鎧
に
矢
が

玉
垣
が
起
き
上
が
っ
て
く

る
的
の
か
ら
く
り
が
描
か

、
そ
の
奥
に
は
、
楊
弓
の

。 の
的
に
命
中
し
て
い
る
と

と
同
じ
く
鎧
が
描
か
れ
て

れ
が
的
で
あ
る
こ
と
が
わ

な
建
物
の
、
屋
根
を
残
し

れ
に
よ
っ
て
、
矢
が
鎧
に

建
物
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
が
下

た
。
さ
ら
に
こ
の
鎧
が
か

五
四

の
放
っ
た
矢
は
、
雁
を
的

楊
弓
の
的
で
あ
る
。

よ
ま
と
」
と
あ
る
。
本
文

く
り
」
と
あ
る
。
絵
に
は
、

る
。
か
ら
く
り
台
の
上
に

。
こ
の
絵
は
、
異
時
同
図



田
中
近
江

五
は
、
絵
尽
し
で

よ
に
い
ま
へ
を
か
ま

と
あ
り
、
か
ら
く
り

れ
て
お
り
、
三
本
の

に
向
か
っ
て
飛
ん
で

四
は
、「
楊
弓
百
手

き
る
」
と
あ
り
、

ら
え
ら
れ
て
い
る
。

三
は
、「
か
ら
く
り

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

あ
る
が
、
演
目
名
は
不
明
で
あ
る
。

へ

や
を
と
り
ゆ
み
を
は
り
は
る
か
な

台
の
上
の
小
姓
姿
の
射
手
が
矢
を
放
っ

矢
が
矢
台
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
放
っ

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

の
一
曲
」
と
あ
る
。
本
文
に
は
「
ら

燭
が
燭
台
に
灯
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と

か
ら
く
り
台
の
童
子
が
立
膝
で
矢
を
つ

御
前
楊
弓
」
と
あ
る
。
本
文
に
は
、

「

弓
矢
の
か
ら

と
思
わ
れ
る

こ
こ
で
は

注
目
し
て
み

本
文
に
よ

御前楊弓」

本
文
に
、「
此
に
ん

い
る
と
こ
ろ

れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の

に
命
中
す
る

か
で
あ
る
。

の
演
目
か
ら

然
で
あ
ろ
う

る
ま
と
を
ゐ
る
」

た
と
こ
ろ
が
描
か

た
矢
が
楊
弓
の
的

う
そ
く
の
火
を
い

楊
弓
の
的
が
し
つ

が
え
て
い
る
。

は
る
か
な
る

の
童
子
が
弓

矢
が
立
て
ら

六
は
、
前

る
。
本
文
に

け
ら
れ
た
六

す
る
こ
と
に

「
人
ぎ
や
う
さ
い
し

ぎ
や
う
さ
い

二

く
り
は
離
れ
も
の
の
か
ら
く
り
と
し
て

。、
人
形
の
弓
を
射
る
し
ぐ
さ
が
ど
の
よ

た
い
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
三
と
五

れ
ば
、
次
の
よ
う
な
し
ぐ
さ
が
想
定
さ

が
描
か
れ
て
お
り
、
十
本
あ
ま
り
の
矢

絵
画
資
料
に
よ
っ
て
、
人
形
が
弓
に
矢

と
い
う
竹
田
か
ら
く
り
が
、
舞
台
で
上

田
中
近
江
も
、
か
ら
く
り
師
と
し
て
、

着
想
を
得
て
、「
弓
曳
き
童
子
」
を
構

。
こ
の
時
期
に
も
竹
田
の
一
座
は
各
地

ら
う
そ
く
の
し
ん
を
ゐ
き
る
か
ら
く
り

を
放
っ
た
瞬
間
が
写
実
的
に
描
か
れ
て

れ
て
い
る
。

稿
に
お
い
て
も
紹
介
し
た
田
中
近
江
図

「
的
ニ
あ
た
れ
ハ
曲
有
り
色
々
変
化
ス

つ
の
的
に
当
た
る
と
、
仕
掛
け
が
あ
り

な
っ
て
い
る
。
か
ら
く
り
台
の
上
に
は

し
よ
に
ゐ
ま
へ
を
か
ま
へ
矢
を
と
り
つ

五
五

人
気
を
博
し
て
い
た
も
の

う
に
表
現
さ
れ
る
の
か
に

の
資
料
が
注
目
さ
れ
る
。

れ
る
。

が
扇
型
の
矢
台
に
立
て
ら

を
つ
が
え
て
放
つ
と
、
的

演
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
確

こ
う
し
た
竹
田
か
ら
く
り

想
し
た
と
考
え
る
の
が
自

で
興
行
を
続
け
て
お
り
、

」
と
あ
る
。
か
ら
く
り
台

い
る
。
矢
台
に
は
三
本
の

案
の
「
弓
曳
童
子
」
で
あ

ル
」
と
あ
り
、
衝
立
に
設

、
的
が
い
ろ
い
ろ
に
変
化

、
童
子
が
矢
を
つ
が
え
て

る
に
か
け

ゆ
み
を
は
り



、「
い
ま
へ
（
射

、
矢
を
と
る
。

、
弓
の
弦
に
矢

、
弓
を
張
る
。

、
射
る
。

こ
の
よ
う
に
矢
を

田
中
近
江

前
）」
を
構
え
る
。

を
か
け
る
。

射
る
に
も
、
先
ず
最
初
に
構
え
る
と
こ

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

ろ
か
ら
始
ま
り
、

一
、『
竹
田

二
、『
若
楓

三
、『
家
土

四
、
絵
尽

右
記
の
う

と
め
て
お
き

『
竹
田
新
か

『身延山恵

り想め

竹
田
か
ら

法伝記』

ねも当る
新
か
ら
く
り
』（
大
か
ら
く
り
絵
尽
・

東
雛
形
』（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
）

産
竹
の
林
』（
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物

し
（
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
）

ち
よ
り
、
一
と
二
の
資
料
を
紹
介
し
て

た
い
。

ら
く
り
』（
大
か
ら
く
り
絵
尽
）
に
は

が
あ
る
。
当
時
の
矢
を
放
つ
か
ら
く
り

像
す
る
以
上
に
精
巧
な
動
き
を
し
た
も

に
、
吹
矢
の
か
ら
く
り
に
つ
い
て
も
目

三
、
吹
矢
の
か
ら
く
り

く
り
の
吹
矢
関
連
の
絵
画
資
料
を
掲
げ 二

ら
い
を
定
め
て
矢
を
射
る
と
こ
ろ
ま
で

の
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
矢
を
射
る
こ
と
自
体
が
ひ
と
つ

然
の
こ
と
な
が
ら
、
的
に
も
さ
ま
ざ
ま

こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
な
的
を
ね
ら
う
か
ら
く
り
と

稀
書
複
製
会
叢
書
）

館

ロ
一
八
｜
八
六
）

、
そ
の
演
技
に
つ
い
て
ま

、「
吹
矢
的
な
に
は
扇
」

人
形
の
動
き
が
、
我
々
が

の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
た

を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

る
。

五
六

一
連
の
動
き
が
行
わ
れ
た

の
見
せ
場
で
あ
る
の
で
、

な
趣
向
が
凝
ら
さ
れ
て
い

し
て
は
、
吹
矢
の
か
ら
く



田
中
近
江

さ
て
か
ざ
り
ま
し

此
さ
い
く
は
小
児

し
よ
は
あ
ふ
ぎ
を
ふ

る

次
に
ら
う
そ
く

ほ
の
内
よ
り
あ
さ
が

も
し
ま
す
る
さ
い
く

り
ま
し
や
う
か

ま
た
、『
若
楓
東
雛

と
し
て
、
次
の
よ
う

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

た
る
人
き
や
う
に
ふ
き
矢
を
ふ
か
せ
ま

の
に
ん
き
や
う
に
ふ
き
や
を
ふ
か
せ
ま

き
お
と
し
ま
す
る

つ
ゝ
を
の
ぞ
き
ね

の
し
ん
を
ふ
き
ゝ
ら
せ
ま
す
る

さ
て

ほ
の
ほ
ね
ぐ
み
を
の
れ
と
仕

紙
を
は

す
こ
し
ば
か
り
の
か
ね
あ
い
も
の

形
』
に
は
、「
吹
矢
難
波
扇
」
と
あ
る

な
演
技
が
記
さ
れ
て
い
る
。

「吹矢的なには扇」

す
る

片
手
に
つ

、
片
手

す
る

ま
づ
さ
い

ら
い
を
つ
け
ま
す

し
よ
く
だ
い
の
さ

り
ま
し
て
火
を
と

な
に
と
ば
し
ご
ざ

。

す
る

さ
い

う
そ
く
の
し

あ
さ
か
ほ
あ

吹
矢
の
人

の
上
に
座
り

し
て
い
る
。

、
片
手

ゝ
を
と
り
上

二

で
矢
を
入
れ
る
。

し
よ
は
こ
れ
な
る
あ
ふ
ぎ
の
ま
と
を
ふ

ん
を
ふ
き
き
ら
せ
ま
す
る

そ
れ
よ
り

ん
ど
う
か
か
ゝ
り
ま
す
る

又
火
は
お

形
は
、
小
児
の
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

、
吹
矢
筒
を
左
手
に
持
っ
て
、
右
手
で

に
吹
矢
筒
を
と
り
あ
げ
る
。

か
た
手
に
て
矢
を
い
れ
ま
し
て
身
を
ひ

五
七

「吹矢難波扇」

か
せ
ま
す
る

つ
き
に
ら

し
よ
く
だ
い
へ
お
の
れ
と

の
れ
と
と
ぼ
り
ま
す
る

る
。
人
形
は
か
ら
く
り
台

吹
矢
を
筒
に
入
れ
よ
う
と

ね
り
ね
ら
ひ
に
か
ゝ
り
ま



ぐ
さ
の
な
か
に
表
さ

表
情
の
な
か
に
見
出

人
形
に
こ
う
し
た
表

首
の
動
き
で
あ
る
こ

ち
な
み
に
、
こ
う

て
、
人
形
に
表
情
を

必
要
で
あ
ろ
う
。
日

上
半
身
を
ひ
ね
っ
て

吹
矢
を
放
つ
と
き
の

表
現
し
て
い
る
。『
家

て
両
手
で
吹
矢
筒
を

い
る
。
お
そ
ら
く
、

わ
せ
る
し
ぐ
さ
を
行

待
と
う
ま
く
的
に
命

田
中
近
江

、
ね
ら
い
を
つ

、
吹
矢
を
放
つ

こ
こ
で
、
注
目
し

「
吹
矢
的
な
に
は
扇
」

り
、「
吹
矢
難
波
扇
」

り
ま
す
る
」
と
あ
る

れ
る
。
的
に
命
中
し
た
後
の
安
堵
感
と

さ
れ
る
よ
う
に
人
形
の
首
も
作
ら
れ
て

情
を
与
え
る
の
は
、
ね
ら
い
を
定
め
よ

と
が
よ
く
わ
か
る
。

し
た
演
技
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
、

く
み
取
り
、
そ
れ
を
共
有
し
て
い
く
メ

本
人
は
人
形
の
し
ぐ
さ
を
等
身
大
の
感

吹
矢
筒
を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
に
し
て
ね

緊
張
感
を
、
ね
ら
い
を
定
め
る
し
ぐ
さ

土
産
竹
の
林
』
の
絵
で
は
、
人
形
は

持
っ
て
、
ね
ら
い
を
さ
だ
め
て
い
る
と

こ
の
よ
う
に
首
を
や
や
上
に
向
け
て
、

っ
た
と
み
て
よ
い
。
い
つ
吹
矢
が
放
た

中
す
る
か
と
い
う
不
安
が
交
錯
し
た
緊

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

け
る
。

。て
お
き
た
い
の
は
、
ね
ら
い
を
定
め
る

に
は
、「
つ
ゝ
を
の
ぞ
き
ね
ら
い
を
つ

に
は
、
さ
ら
に
詳
細
に
「
身
を
ひ
ね

。
つ
ま
り
、
単
純
に
吹
矢
筒
を
手
に
持

満
足
感
が
人
形
の

い
る
の
だ
ろ
う
。

う
と
す
る
人
形
の

そ
の
し
ぐ
さ
を
見

ン
タ
リ
テ
ィ
ー
が

覚
で
受
け
止
め
る

ら
い
を
つ
け
る
。

に
よ
っ
て
見
事
に

、
顔
を
や
や
あ
げ

こ
ろ
が
描
か
れ
て

筒
先
と
照
準
を
合

れ
る
か
と
い
う
期

張
が
そ
う
し
た
し

し
ぐ
さ
で
あ
る
。

け
ま
す
る
」
と
あ

り
ね
ら
ひ
に
か
ゝ

つ
だ
け
で
は
な
く
、

二

『家土産竹の林』

五
八
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は
、
弓
矢
の
場
合
に

か
ら
く
り
の
絵
尽
し

て
い
な
か
っ
た
の
で

知
る
こ
と
が
で
き
る

い
る
。
鎧
の
的
は
、

舞
台
で
観
客
を
意
識

り
の
上
演
に
と
っ
て

を
見
て
、
タ
イ
ミ
ン

共
有
に
つ
な
が
る
の

的
に
つ
い
て
は
、

の
場
合
も
、
扇
の
的

内
か
ら
朝
顔
の
骨
組

人
形
を
人
間
と
差
別

出
そ
う
と
す
る
。
吹

に
ひ
と
つ
の
物
語
的

に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
た
め
に
、
人

毎
回
微
妙
に
異
な
る

れ
ば
、
そ
れ
が
最
も

傾
向
が
あ
る
。
現
代

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

も
同
様
の
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え

か
ら
は
、
こ
の

燭
の
燭
台
の
変
化
に

、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
弓
矢
の
場
合
の
的

。『
家
土
産
竹
の
林
』
に
は
、
扇
の
的

弓
矢
の
か
ら
く
り
と
同
様
に
鎧
か
ら
神

し
な
が
ら
、
臨
機
応
変
に
対
応
し
て
い

は
重
要
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
舞
台
奈

グ
を
図
り
な
が
ら
吹
矢
を
放
つ
こ
と
が

で
あ
ろ
う
。

弓
矢
の
場
合
も
吹
矢
の
場
合
も
ほ
ぼ
同

を
射
る
。

燭
の
芯
を
射
き
る
。
そ
の

が
現
わ
れ
、
紙
が
貼
ら
れ
て
自
然
と
灯

す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
両
者
の

矢
を
放
つ
人
形
の
か
わ
い
ら
し
さ
に
対

な
表
情
を
読
み
込
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な

形
が
矢
を
放
つ
タ
イ
ミ
ン
グ
は
き
わ
め

観
客
の
反
応
を
見
な
が
ら
放
つ
呼
吸
を

効
果
的
な
演
技
・
演
出
と
い
う
こ
と
に

の
ロ
ボ
ッ
ト
の
受
容
姿
勢
に
も
共
通
す

て
よ
い
。
弓
矢
の

つ
い
て
は
記
さ
れ

の
変
化
の
実
際
を

と
鎧
が
描
か
れ
て

社
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア

かおな

二
、
顔て

く
こ
と
が
か
ら
く

落
で
客
席
の
様
子

舞
台
で
の
歓
び
の

じ
で
あ
る
。
吹
矢

後
、
燭
台
の
棹
の

が
と
も
る
。
こ
れ

こ
こ
で
、

敷
か
ら
く
り

り
の
弓
矢
の

る
の
で
は
な

形
の
動
き
に

「
弓
曳
き
童

一
、
最

間
に
共
通
性
を
見

す
る
共
感
や
人
形

い
想
像
力
が
前
提

て
重
要
で
あ
る
。

図
る
こ
と
が
で
き

な
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

し
ぐ
さ
が
的

様
の
し
ぐ
さ

念
な
が
ら
、

こ
で
、
弓
を

る
感
覚
で
あ
り
、

が
出
現
す
る

二

し
げ
る
よ
う
に
し
て
、
顔
を
矢
台
の
方

も
む
ろ
に
矢
台
の
矢
を
右
手
で
つ
ま
む

バ
ネ
が
仕
組
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
矢

を
も
と
に
も
ど
し
て
、
右
手
に
持
っ
た

い
く
。
矢
台
は
回
転
し
て
次
の
矢
が
定

注
目
さ
れ
る
の
が
、
冒
頭
に
紹
介
し
た

「
弓
曳
き
童
子
」
で
あ
る
。
こ
の
人
形

か
ら
く
り
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
上

い
か
。
そ
う
し
た
視
点
か
ら
あ
ら
た
め

つ
い
て
見
直
し
て
み
た
い
。

子
」
の
動
態
は
、
お
よ
そ
次
の
通
り

初
に
、
弓
を
持
っ
た
左
手
を
引
き
つ
け

に
吹
矢
の
か
ら
く
り
の
場
合
を
見
て
く

を
射
る
演
技
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
り

が
演
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と

絵
尽
し
・
絵
番
付
に
は
、
そ
う
し
た
記

射
る
人
形
に
つ
い
て
の
他
の
資
料
に
あ

四
、「
弓
曳
き
童
子
」
の
動
態

か
ら
く
り
と
連
動
し
て
い
る
と
考
え
ら

五
九

に
向
け
て
、
矢
を
見
つ
め
、

。
人
形
の
親
指
に
は
強
力

を

む
。

矢
を
ゆ
っ
く
り
持
ち
上
げ

位
置
に
納
ま
る
。

田
中
近
江
の
制
作
し
た
座

の
動
態
は
、
竹
田
か
ら
く

で
有
力
な
研
究
資
料
に
な

て
「
弓
曳
き
童
子
」
の
人

で
あ
る
。

な
が
ら
、
首
を
や
や
左
に

る
と
、
ね
ら
い
を
定
め
る

、
弓
矢
を
射
る
際
に
も
同

推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
残

述
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ

た
る
必
要
が
出
て
く
る
。

れ
る
。



田
中
近
江
大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

二

「弓曳き童子」（東野コレクション蔵）の動

六
〇

態
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ら
れ
て
い

こ
う
し
て
「
弓
曳

繊
細
微
妙
な
首
の
動

が
矢
先
を
追
う
よ
う

実
現
さ
れ
て
い
る
。

き
に
、
わ

や
前
に
傾

上
向
き
加

六
、
引
き
絞
っ

る
。
顔
は

い
く
。
元

お
り
、
そ

見
つ
め
て

て
い
く
。

四
、
左
手
に
持

位
で
わ
ず

一
瞬
静
止

五
、
的
に
向
か

徐
々
に
動

三
、
矢
を
持
っ

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

る
。

き
童
子
」
の
動
き
を
見
て
く
る
と
、
そ

き
に
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
く
る

に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
自
然
な

人
間
の
動
作
は
、
視
線
と
密
接
な
関
連

ず
か
に
上
げ
た
顔
を
も
と
に
も
ど
し
、

け
首
を
伸
ば
す
よ
う
に
し
て
、

を
矢

減
に
な
る
。

た
矢
を
放
つ
と
弓
を
持
っ
た
左
手
が
反

、
ゆ
っ
く
り
と
も
と
に
も
ど
り
、
弓
台

に
も
ど
る
と
き
、
一
瞬
静
止
す
る
よ
う

の
時
、
童
子
の
顔
が
得
意
げ
な
表
情
に

お
り
、
顔
も
矢
先
の
動
き
と
連
動
し
て

っ
た
弓
に
矢
を
つ
が
え
る
。
こ
の
と
き

か
に
あ
げ
て
、
ず
っ
と
向
こ
う
の
的
を

す
る
。

っ
て
狙
い
を
つ
け
な
が
ら
、
弓
を
持
っ

か
し
て
弓
を
引
き
絞
っ
て
い
く
。
的
に

た
右
手
を
弓
の
弦
ま
で
移
動
さ
せ
る
と

の
人
形
の
特
徴
が
、

。
す
な
わ
ち
、
顔

人
間
の
し
ぐ
さ
が

が
あ
り
、
指
先
の

き
童
子
」（
東

た
い
。

人
形
の
内

は
、
箱
胴
形

肩
板
の
下

今
度
は
、
顔
を
や

に
近
づ
け
て
若
干

動
で
前
方
に
倒
れ

の
方
へ
と
向
い
て

に
セ
ッ
ト
さ
れ
て

見
え
る
よ
う
に
作

で
展
開
さ
れ

こ
こ
で
、

と
に
す
る
。

曳
童
子
の
再

報
告
し
て
い

弓
の
方
へ
と
向
い

、
顔
を
数
ミ
リ
単

見
定
め
よ
う
と
、

た
左
手
を
前
方
に

狙
い
を
付
け
る
と

ラ
ン
ス
が
崩

で
も
、
的
に

る
点
が
最
も

の
制
御
に
当

表
情
に
こ
だ

る
の
は
、
首

あ
っ
た
。
こ

き
に
目
は
矢
先
を

動
き
を
視
線

二

野
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
）
の
内
部
構
造

部
構
造
は
基
本
的
に
は
山
車
か
ら
く
り

式
で
、
肩
板
と
腰
板
、
側
板
で
構
成
さ

に
右
腕
は
取
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、
矢

る
の
だ
か
ら
大
い
に
受
け
た
も
の
と
考

五
、「
弓
曳
き
童
子
」
の
内
部
構

視
点
を
変
え
て
、「
弓
曳
き
童
子
」
の

「
弓
曳
き
童
子
」
の
内
部
構
造
に
つ
い

生
』（
タ
イ
ガ
ー
社
・
一
九
九
八
年
八

る
。
そ
れ
を
参
照
し
な
が
ら
糸
の
動
き

れ
る
と
、
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
動
き
に
な

狙
い
を
つ
け
る
複
雑
微
妙
な
動
き
を
実

注
目
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
す
べ
て
の
操

て
ら
れ
て
い
る
の
も
頷
け
る
。
作
者
が

わ
っ
て
い
た
の
か
が
う
か
が
い
し
れ
る

の
前
後
左
右
上
下
の
動
き
を
ミ
リ
単
位

う
し
た
演
技
が
座
敷
か
ら
く
り
と
し
て

が
追
い
か
け
る
よ
う
に
操
る
と
、
自
然

六
一

に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
き

等
と
同
じ
で
あ
る
。
人
形

れ
て
い
る
。

台
の
矢
を
つ
ま
み
、
そ
れ

え
ら
れ
る
。

造内
部
構
造
を
見
て
い
く
こ

て
は
、
峰
崎
十
五
の
『
弓

月
）
が
詳
細
に
わ
た
っ
て

に
留
意
し
つ
つ
、「
弓
曳

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
な
か

に
見
事
に
表
現
で
き
て
い

作
糸
の
半
分
が
首
の
動
き

い
か
に
的
を
狙
う
人
形
の

。
こ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い

で
制
御
し
て
い
く
技
術
で

接
待
さ
れ
る
客
人
の
眼
前

な
動
き
に
な
る
。
そ
の
バ



田
中
近
江
大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

が
下
に
下
り

腕
木
の
左
の

る
。
そ
の
カ

ど
る
よ
う
に

ら
下
に
延
び

と
き
に
、
的

放
っ
た
瞬
間

「弓曳き童子」の内部構造

引
く
と
胸
か

上
を
右
肘
が

親
指
で
矢
を

内
蔵
さ
れ
て

せ
て
い
る
。

左
手
は
、

ド
し
て
押
出

を
弓
の
弦
ま

る
た
め
に
、

平
に
滑
車
が

ら
れ
た
糸
を

の
上
下
は
、

に
つ
が
え
る

て
お
り
、
そ
こ
に
二
本
の
腕
木
が
接
続

一
本
を
動
力
源
と
連
動
す
る
カ
ム
が
押

ム
が
回
転
し
て
反
対
側
の
腕
木
を
押
す

な
っ
て
い
る
。
肘
は
弓
を
持
っ
た
ま
ま

た
ク
ジ
ラ
の
バ
ネ
に
よ
っ
て
、
弓
が
引

の
方
に
向
か
っ
て
腕
が
倒
れ
込
む
よ
う

に
左
肘
が
伸
び
て
、
手
首
が
返
っ
て
ス

ら
つ
き
出
し
て
い
る
斜
め
に
角
度
を
つ

ス
ラ
イ
ド
し
て
上
昇
し
て
い
く
か
ら
で

つ
ま
み
、
し
っ
か
り
固
定
す
る
た
め
に

お
り
、
矢
を
ロ
ッ
ク
す
る
機
能
と
そ
れ

す
べ
て
糸
で
操
ら
れ
る
。

弓
を
手
に
持
っ
た
ま
ま
肘
が
左
側
側
板

さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
左
腕
の 二

で
運
び
、
そ
の
逆
の
動
作
を
行
う
。
こ

側
板
の
外
側
に
軸
受
け
板
が
設
け
ら
れ

設
け
ら
れ
て
お
り
、
右
腕
の
上
記
の
動

引
く
こ
と
で
行
う
。
ま
た
、
矢
を
つ
ま

腕
の
付
け
根
の
突
起
に
つ
け
た
糸
を
引

動
作
が
な
め
ら
か
に
弧
を
描
く
よ
う
に

し
て
い
る
。
こ
の
二
本
の

す
こ
と
で
、
左
腕
が
伸
び

と
左
腕
が
矢
台
の
方
へ
も

押
し
出
さ
れ
る
が
、
肘
か

き
絞
ら
れ
矢
が
放
た
れ
た

に
な
る
。
つ
ま
り
、
矢
を

ナ
ッ
プ
す
る
こ
と
に
な
る
。

け
た
真
鍮
製
の
誘
導
板
の

あ
る
。
右
腕
手
首
部
に
は
、

強
力
な
真
鍮
製
の
バ
ネ
が

を
解
除
す
る
機
能
を
持
た

を
通
っ
て
水
平
に
ス
ラ
イ

付
け
根
か
ら
垂
直
に
支
柱

六
二

の
一
連
の
動
き
を
制
御
す

て
お
り
、
腕
の
下
部
に
水

作
は
、
こ
の
滑
車
に
か
け

む
動
作
を
す
る
た
め
の
腕

く
こ
と
で
行
う
。
矢
を
弓

見
え
る
の
は
、
こ
の
糸
を



田
中
近
江

形
の
技
術
に
よ
っ
て

最
後
に
付
言
す
れ

を
平
均
化
す
る
円
錐

わ
せ
た
、
ぜ
ん
ま
い

て
操
作
糸
を
結
び
つ

ジ
ラ
が
喉
木
の
後
方

ら
れ
、
そ
の
糸
が
喉

狙
い
を
つ
け
る
微
妙

の
緊
張
し
た
顔
や
射

よ
う
に
見
え
る
の
は

れ
は
真
鍮
製
の
バ
ネ

で
あ
り
、
あ
え
て
真

ー
チ
ェ
リ
ー
の
射
方

首
は
、
前
述
し
た

け
根
に
打
た
れ
た
竹

肩
板
の
下
、
側
板
に

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る

そ
の
糸
を
緩
め
る
と

バ
ネ
で
も
ど
る
よ
う

こ
れ
に
よ
っ
て
、
矢

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

、
そ
の
精
細
な
人
形
の
動
き
を
実
現
し

ば
、「
弓
曳
き
童
子
」
は
、
真
鍮
ぜ
ん

滑
車
を
使
い
、
カ
ム
の
輪
列
と
連
動
し

細
工
の
糸
か
ら
く
り
人
形
で
あ
っ
た
。

け
た
腕
木
に
よ
っ
て
自
動
的
に
行
わ
れ

に
差
し
込
ま
れ
て
い
る
。
首
の
頭
頂
部

木
を
通
っ
て
下
に
延
び
て
お
り
、
こ
の

な
首
の
動
き
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き

た
後
の
得
意
げ
な
顔
へ
と
人
形
の
表
情

、
実
は
、
こ
の
ク
ジ
ラ
の
バ
ネ
の
反
発

で
は
困
難
で
あ
る
こ
と
を
田
中
近
江
は

鍮
バ
ネ
は
用
い
ず
、
ク
ジ
ラ
の
バ
ネ
と

に
近
い
。

よ
う
に
繊
細
な
動
き
を
す
る
が
、
左
右

釘
か
ら
左
右
に
伸
び
て
い
る
糸
の
操
作

渡
し
た
喉
木
を
固
定
し
て
あ
る
横
板
の

。
首
板
前
面
左
端
に
つ
い
て
い
る
糸
を

、
首
板
後
面
左
端
の
糸
が
通
じ
て
い
る

に
な
っ
て
い
る
。
首
の
内
部
に
は
、
操

は
精
確
に
前
方
に
跳
び
出
し
て
い
く
。

た
の
で
あ
る
。

ま
い
と
そ
の
動
力

た
腕
木
を
組
み
合

糸
の
操
作
は
す
べ

る
。
六
本
の
腕
木

座
敷
か
ら
く

う
に
工
夫
し

属
歯
車
を
使

座
敷
か
ら
く

る
。
文
字
通

に
糸
が
取
り
付
け

糸
を
引
く
こ
と
で
、

る
。
弓
を
射
る
前

が
変
化
し
て
い
る

力
で
あ
っ
た
。
こ

熟
知
し
て
い
た
の

い
う
伝
統
的
な
人

み
で
模
様
を

う
か
。
私
は

る
」
と
指
摘

こ
の
よ
う

な
か
ら
く
り

体
の
箱
胴
内

座
敷
か
ら
く

回
転
は
喉
木
の
付

で
行
う
。
前
傾
は
、

前
後
の
傾
き
に
よ

引
く
と
前
傾
し
、

台
座
の
ク
ジ
ラ
の

り
人
形
と
同
じ
ク

糸
が
取
り
付

実
現
し
て
い

に
し
て
い
る

か
ら
く
り

結
び
つ
け
て

る
工
夫
が
な

は
、「
久
重
は

楊
弓
の
場
合
、
ア

が
あ
り
、
両

二

り
と
し
て
、
真
鍮
ぜ
ん
ま
い
を
動
力
と

た
も
の
と
言
え
る
。
自
動
演
奏
楽
器
の

用
す
る
の
で
は
な
く
、
台
座
も
含
め
て

り
と
し
て
の
持
ち
運
び
に
も
配
慮
さ
れ

り
、
伝
統
の
か
ら
く
り
の
「
技
」
と
技

織
る
機
織
機
｜
そ
れ
と
、
こ
こ
に
あ
る

、
弓
曳
童
子
の
機
構
の
ア
イ
デ
ア
が

し
て
い
る
。

に
「
弓
曳
き
童
子
」
は
、
糸
か
ら
く
り

人
形
の
内
部
構
造
で
あ
り
、
操
作
法
で

部
を
通
し
た
操
作
糸
で
す
べ
て
の
動
き

り
や
山
車
か
ら
く
り
と
な
ん
ら
変
わ
る

け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
二
本
の
糸
が
、

る
。
複
雑
で
繊
細
な
動
き
を
実
に
シ
ン

の
で
あ
る
。

人
形
で
も
操
作
糸
を

字
型
や

字
型

、
ひ
と
つ
の
操
作
で
ふ
た
つ
の
ア
ク
シ

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
同
様
の
工
夫

歳
の
と
き
久
留
米
絣
の
織
機
改
良

側
に
は
一
本
ず
つ
、
あ
と
の
四
本
に
は

六
三

し
て
自
動
制
御
で
き
る
よ

よ
う
に
、
ワ
イ
ヤ
ー
や
金

、
本
体
は
木
製
で
あ
り
、

て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

術
が
ひ
と
つ
に
な
っ
た
名

機
構
は
似
て
い
な
い
だ
ろ

そ
こ
に
あ
る
気
が
し
て
い

で
あ
り
、
基
本
は
伝
統
的

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本

を
制
御
す
る
。
そ
れ
は
、

と
こ
ろ
は
な
い
。
そ
れ
を

首
と
腕
の
動
作
の
連
動
を

プ
ル
な
シ
ス
テ
ム
で
可
能

の
操
作
棒
の
両
端
に
糸
を

ョ
ン
が
可
能
な
よ
う
に
操

と
い
え
よ
う
。
峰
崎
十
五

に
貢
献
し
て
い
る
。
足
踏

、
そ
れ
ぞ
れ
二
本
ず
つ
の



り
人
形
で
あ
っ
た
こ

と
表
情
を
備
え
た
人

入
し
て
き
た
科
学
知

に
は
お
か
な
い
演
技

ま
た
、
同
時
に
、

明
す
る
た
め
の
貴
重

ば
竹
田
か
ら
く
り
の

い
操
作
で
、
巧
み
な

曳
き
童
子
」
は
竹
田

と
言
え
る
。

お
わ

演
技
と
構
造
の
両

た
。「
弓
曳
き
童
子
」

田
中
近
江

作
の
ひ
と
つ
と
言
え

竹
田
か
ら
く
り
の

手
が
か
り
に
考
え
て

形
に
弓
を
引
か
せ
て

演
す
る
舞
台
の
奈
落

細
な
動
き
を
さ
せ
て

と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
き
わ
め
て

形
で
あ
っ
た
。
か
ら
く
り
の
伝
統
的
な

識
・
技
術
と
出
会
い
融
合
し
、
見
る
も

へ
と
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い

こ
の
か
ら
く
り
は
、
竹
田
か
ら
く
り
の

な
研
究
資
料
で
も
あ
っ
た
。
言
い
方
を

弓
矢
の
か
ら
く
り
の
動
態
を
、
ミ
ニ
チ

人
形
の
動
き
を
実
現
で
き
て
い
た
可

か
ら
く
り
の
研
究
資
料
と
し
て
も
価
値

り
に

面
か
ら
、「
弓
曳
き
童
子
」
に
つ
い
て

が
、
日
本
の
か
ら
く
り
の
最
高
峰
に

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

よ
う
。

演
目
の
弓
矢
の
か
ら
く
り
人
形
も
、

み
る
と
、
実
は
こ
の
よ
う
に
糸
を
操
る

い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ

で
、
人
力
で
糸
を
操
り
、
人
形
が
的
に

い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が

人
間
ら
し
い
動
き

技
が
西
洋
か
ら
流

の
を
感
動
さ
せ
ず

る
。

演
技
・
演
出
を
解

変
え
れ
ば
、
い
わ

ュ
ア
の
座
敷
か
ら

拙
稿

学
』
六
一

東
野
コ

ら
に
つ
い

る
。鈴

木
一

『
弓
曳
童

峰
崎
十

能
性
が
あ
る
。「
弓

の
高
い
か
ら
く
り

検
討
を
加
え
て
き

到
達
し
た
か
ら
く

る
こ
と
が
で

い
。最

後
に
資

東
京
大
学
総

に
深
謝
申
し

注

「
弓
曳
き
童
子
」
を

こ
と
で
巧
み
に
人

る
。
当
時
は
、
上

狙
い
を
定
め
る
繊

思
う
以
上
に
少
な

く
り
と
し
て

る
こ
と
が
で

が
、
こ
う
し

こ
と
は
あ
り

な
お
、
現

ら
く
り
と
愛「

田
中
近
江
大
掾
の
か
ら
く
り
｜
芸
能
と
科
学

号
・
二
〇
〇
四
年
十
一
月
）

レ
ク
シ
ョ
ン
蔵
二
体
。
ト
ヨ
タ
コ
レ
ク
シ
ョ

て
調
査
を
行
っ
た
結
果
を
踏
ま
え
て
、
内
部

義
『
か
ら
く
り
人
形
』（
学
習
研
究
社
・
一

子
の
再
生
』（
タ
イ
ガ
ー
社
・
一
九
九
八
年
八

五
『
前
掲
書
』

き
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た

料
の
閲
覧
及
び
掲
載
を
お
許
し
い
た
だ

合
図
書
館
、
東
京
都
立
中
央
図
書
館
、

上
げ
ま
す
。

二

、
冷
凍
保
存
し
て
残
し
て
く
れ
た
類
い

き
る
。
絵
尽
し
や
絵
番
付
に
よ
っ
て
は

た
現
存
す
る
か
ら
く
り
人
形
を
通
し
て

が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

存
す
る
弓
を
射
る
山
車
か
ら
く
り
と
し

知
県
東
海
市
円
通
組
、
知
立
市
西
組
等

の
狭
間
｜
」（『
同
志
社
国
文

ン
一
体
。
本
稿
で
は
、
こ
れ

構
造
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い

九
九
四
年
七
月
）、
峰
崎
十
五

月
）

め
て
考
察
を
加
え
て
み
た

い
た
国
立
国
会
図
書
館
、

早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館

六
四

ま
れ
な
人
形
と
位
置
づ
け

知
り
え
な
い
演
技
や
演
出

把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る

て
は
、
日
立
風
流
物
の
か

の
か
ら
く
り
人
形
を
掲
げ



田
中
近
江

譜
」
は
、
田
中
近

近
江
翁
顯
彰
曾
・

前
稿
に
お
い
て

彫
り
直
し
た
も
の

収
『
観
物
画
譜
』

す
る
と
、
ほ
と
ん

を
差
替
え
た
も
の

六
月
も
し
く
は
八

年
興
行
の
番
付
で

な
お
、
同
書
所

て
い
る
こ
と
も
加

最
後
に
、
前
掲

〔
付
記
〕

大
掾
の
か
ら
く
り

そ
の
二

江
の
伝
記
研
究
の
基
礎
資
料
で
あ
る
『
田

一
九
三
一
年
一
二
月
）
に
よ
る
こ
と
を
記
し

紹
介
し
た
絵
番
付
の
う
ち
、
文
政
七
年
六
月

が
『
日
本
庶
民
文
化
資
料
集
成
』
第
八
巻

に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
追
加
報
告
し
て

ど
一
致
し
て
お
り
、
番
付
の
右
端
を
削
っ
て

で
あ
り
、『
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成
』
の

年
三
月
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て

あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

収
『
摂
陽
観
画
譜
』
に
、
嘉
永
六
年
正
月
の

え
て
お
く
。

の
田
中
近
江
大
椽
の
興
行
略
年
表
で
引
用

中
近
江
大
椽
』（
田
中

て
お
き
た
い
。

の
絵
番
付
の
版
木
を

「
寄
席
・
見
世
物
」
所

お
く
。
両
者
を
比
較

、
興
行
年
次
・
口
上

解
題
で
、
文
政
七
年

、
同
番
付
が
文
政
八

絵
番
付
が
収
め
ら
れ

し
た
「
翁
手
記
の
年

二
六
五


