
毛
利
元
就
の
三
本
の
矢
の
話

岩

下

己糸

之

　
逸
話
の
類
は
、
有
名
な
も
の
で
あ
っ
て
も
ど
ん
な
典
拠
に
基
づ
く
も
の
か
、
思

い
あ
た
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
戦
国
大
名
毛
利
元
就
の
三
本
の
矢
の
話
も
、
そ
の

一
例
で
あ
っ
て
、
あ
ま
ね
く
人
の
知
る
逸
話
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ざ
そ
の
出

典
は
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
ふ
さ
わ
し
い
書
物
が
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。
こ

の
題
材
を
研
究
す
る
と
な
る
と
、
二
つ
の
方
向
か
ら
の
追
求
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

一
つ
は
史
的
人
物
と
し
て
の
毛
利
元
就
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
話
の
真
偽
を
明
ら

か
に
す
る
。
も
う
一
つ
は
説
話
そ
れ
自
体
と
し
て
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ま
ず
歴
史
上
の
人
物
と
し
て
の
毛
利
元
就
は
、
何
と
言
っ
て
も
重
要
人
物
で
あ

る
か
ら
、
信
頼
で
き
る
伝
記
も
多
い
。
毛
利
家
は
長
州
の
大
名
と
な
り
、
子
孫
も

絶
え
な
か
っ
た
の
で
、
史
料
も
「
毛
利
家
文
書
」
を
始
め
、
注
意
深
く
、
敬
意
を

も
っ
て
保
存
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
昭
和
に
な
っ
て
出
版
さ
れ
た
伝
記

を
二
点
紹
介
し
て
み
よ
う
。
瀬
川
秀
雄
「
毛
利
元
就
」
（
昭
和
十
七
年
刊
）

　
　
　
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
　
第
十
二
号
　
一
九
八
七

　
　
元
就
が
臨
終
三
子
を
病
床
に
招
き
、
弓
矢
を
折
ら
せ
て
、
三
子
が
協
力
一
致

　
　
し
て
毛
利
家
の
為
に
尽
力
す
る
こ
と
が
、
結
局
三
家
永
続
の
基
で
あ
る
旨
を

　
　
訓
誠
し
た
と
い
う
説
話
は
、
治
ね
く
人
口
に
胞
灸
す
る
と
こ
ろ
で
、
其
出
典

　
　
の
最
も
旧
い
も
の
は
、
前
橋
旧
蔵
聞
書
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

と
書
き
、
こ
の
「
前
橋
旧
蔵
聞
書
」
と
い
う
書
物
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
後
文
で
ま
た
と
り
上
げ
る
。

　
戦
後
の
著
作
と
し
て
、
三
坂
圭
治
「
毛
利
元
就
」
（
昭
和
四
一
年
刊
）

　
　
元
就
の
「
三
矢
の
訓
」
は
賢
明
な
庭
訓
の
例
と
し
て
昔
か
ら
有
名
で
あ
る
。

　
　
三
人
の
子
供
が
手
に
一
本
ず
つ
の
弓
の
矢
を
も
っ
て
、
老
人
の
前
に
並
ん
だ

　
　
挿
絵
が
、
小
学
校
の
修
身
の
本
に
載
っ
て
い
た
。
一
本
ず
つ
の
矢
な
ら
簡
単

　
　
に
折
れ
る
が
、
三
本
ま
と
め
て
束
に
し
た
ら
折
れ
な
い
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う

　
　
に
、
お
前
ら
三
人
が
力
を
合
わ
せ
れ
ば
、
誰
に
も
負
け
る
こ
と
は
な
い
と
諭

　
　
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
絵
で
あ
る
。

　
こ
の
両
著
は
そ
れ
ぞ
れ
水
準
の
高
い
き
ち
ん
と
し
た
著
作
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

一
一
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こ
の
話
に
関
し
て
言
え
ば
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
臨
終

の
時
の
で
き
ご
と
だ
が
、
も
う
一
方
で
は
そ
う
で
は
な
い
。
出
典
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
る
も
の
も
、
「
前
橋
旧
蔵
聞
書
」
と
修
身
の
教
科
書
と
い
う
の
で
あ
る
。

厳
密
な
史
料
に
立
脚
す
べ
き
歴
史
学
の
研
究
と
し
て
は
、
ど
う
も
い
い
加
減
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
言
う
と
、
「
前
橋
家
旧
蔵
聞
書
」
に
あ
る
話
は
・

三
本
の
矢
と
は
な
っ
て
い
な
い
し
、
修
身
の
教
科
書
も
、
実
は
こ
の
話
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
手
は
じ
め
に
修
身
の
国
定
教
科
書
の
文
章
と
挿
絵
を
紹
介
し
て
お
こ

う
。
大
正
七
年
の
第
三
期
国
定
教
科
書
で
あ
る
。

　
　
あ
る
時
毛
利
元
就
は
そ
の
子
の
隆
元
・
元
春
・
隆
景
の
三
人
に
一
つ
の
書
き

　
　
も
の
を
わ
た
し
ま
し
た
。
そ
の
中
に
「
三
人
と
も
毛
利
の
家
を
大
せ
つ
に
思

　
　
ひ
、
た
が
ひ
に
少
し
で
も
、
へ
だ
て
心
を
も
つ
て
は
な
ら
ぬ
。
隆
元
は
二
人

　
　
の
弟
を
愛
し
、
元
春
・
隆
景
は
よ
く
兄
に
つ
か
へ
よ
。
」
と
あ
り
ま
し
た
。

　
　
又
隆
元
に
べ
つ
の
書
き
も
の
を
わ
た
し

て
、
「
あ
の
書
き
も
の
を
ま
も
り
と
し

て
、
家
の
さ
か
え
を
は
か
れ
よ
。
」
と

ね
ん
ご
ろ
に
い
ま
し
め
ま
し
た
。
そ
れ

゜
で
兄
弟
い
つ
し
よ
に
名
を
書
き
な
ら
べ

た
請
書
を
父
に
さ
し
出
し
、
「
三
人
が

共
同
し
て
、
御
い
ま
し
め
を
ま
も
り
ま

す
。
」
と
ち
か
ひ
ま
し
た
。

そ
の
後
隆
元
は
早
く
死
ん
で
、
そ
の
子

輝
元
が
家
を
つ
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

　
　
が
、
元
春
・
隆
景
は
よ
く
元
就
の
い
ま
し
め
を
ま
も
り
、
心
を
合
は
せ
て
輝

　
　
元
を
た
す
け
た
の
で
、
毛
利
家
は
長
く
さ
か
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
話
は
次
の
第
四
期
国
定
教
科
書
（
昭
和
十
一
年
）
に
も
ほ
ぼ
同
文
で
収
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
毛
利
元
就
が
三
子
に
対
し
て
教
訓
状
を
送
っ
た
話
で
、
正
し

い
史
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
三
本
の
矢
は
影
も
形
も
な
い
。

　
し
か
し
教
科
書
の
類
に
、
こ
の
矢
の
話
が
出
て
こ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
一
例

を
挙
げ
れ
ば
、
「
小
学
校
用
　
日
本
歴
史
」
前
編
第
二
巻
（
明
治
二
十
六
年
）

　
　
世
二
伝
フ
、
元
就
死
ス
ル
時
子
弟
ヲ
枕
元
二
呼
ビ
集
メ
一
束
ノ
矢
ヲ
出
ダ
シ

　
　
テ
之
ヲ
折
ラ
シ
ム
ル
ニ
、
能
ク
折
ル
者
ナ
カ
リ
シ
カ
バ
、
更
二
之
ヲ
解
キ
テ

　
　
一
本
ヅ
ツ
折
ラ
シ
メ
、
「
汝
等
之
ヲ
見
ヨ
。
カ
ヲ
合
ハ
ス
レ
バ
折
レ
難
ク
、

　
　
離
ル
レ
バ
折
レ
易
シ
。
吾
レ
死
ナ
ン
後
汝
等
心
ヲ
一
ツ
ニ
シ
カ
ヲ
合
ハ
セ

　
　
ヨ
。
」
ト
云
ヒ
シ
ト
ゾ
。

　
こ
こ
に
は
人
数
の
限
定
は
な
い
も
の
の
、
確
か
に
矢
を
用
い
た
教
訓
が
で
て
く

る
。
と
こ
ろ
で
「
世
二
伝
フ
…
…
ト
云
ヒ
シ
ト
ゾ
」
と
い
う
書
き
方
は
、
実
は
こ

の
教
科
書
の
編
者
が
、
こ
の
話
が
史
実
で
な
い
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
を
暗

示
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
治
の
中
頃
ま
で
は
こ
の
よ
う
な
逸
話
を
使
用
す
る

の
に
さ
ほ
ど
抵
抗
が
な
か
っ
た
ら
し
く
、
同
じ
時
期
に
二
、
三
こ
の
話
を
引
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　

教
科
書
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
国
定
教
科
書
の
段
階
に
な
り
、
材
料
の
吟
味
が
き

び
し
く
な
る
に
つ
れ
て
、
こ
の
よ
う
な
教
材
は
姿
を
消
し
、
史
実
に
の
っ
と
っ
た

元
就
の
教
訓
状
の
話
に
さ
し
か
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
い
う
の
は
こ
こ
ま
で
に
引
用
し
た
、
元
就
臨
終
の
教
訓
に
つ
い
て
は
、
と
う

に
、
瀬
川
秀
雄
に
よ
る
伝
記
で
、
そ
れ
が
史
実
で
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
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の
で
あ
る
。
伝
記
の
出
版
は
昭
和
十
七
年
だ
が
、
こ
の
部
分
の
考
証
は
早
く
明
治

三
十
七
年
頃
公
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
い
つ
ま
ん
で
言
う
と
、
元
就
臨
終
に

毛
利
隆
元
、
吉
川
元
春
、
小
早
川
隆
景
の
三
人
を
招
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

長
男
の
隆
元
は
、
父
元
就
よ
り
九
年
前
に
死
去
し
て
い
る
。
ま
た
、
毛
利
関
係
の

正
史
類
に
も
、
臨
終
に
遺
訓
を
垂
れ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
記
載
が
な
い
。
こ
の

二
点
を
指
摘
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
う
論
証
は
つ
き
て
い
る
。
つ
ま
り
三
本
の

矢
の
話
と
い
う
の
は
見
え
す
い
た
作
り
話
で
あ
る
と
い
う
の
が
は
っ
き
り
し
て
い

る
の
で
、
ま
と
も
な
歴
史
学
者
は
、
そ
の
出
典
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
気
も

起
き
な
い
程
度
の
代
物
な
の
で
あ
る
。
た
だ
三
本
の
矢
と
い
う
よ
う
な
末
流
の
話

に
な
る
一
歩
手
前
の
段
階
、
つ
ま
り
臨
終
に
諸
子
を
集
め
る
と
い
う
話
は
、
何
時

ご
ろ
毛
利
元
就
に
附
会
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
瀬
川
秀
雄
は

く
わ
し
く
考
証
し
て
い
る
。

　
さ
き
に
引
用
し
た
通
り
、
「
前
橋
旧
蔵
聞
書
」
と
い
う
書
物
に
、
こ
の
話
が
で

て
い
る
。
こ
の
書
は
現
在
内
閣
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
書
写
年
代
は
江
戸
後

期
か
ら
末
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
成
立
は
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
り
、
享
保
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ニ

元
文
ご
ろ
か
と
さ
れ
る
。

　
　
毛
利
大
江
元
就
死
二
臨
ン
デ
子
ト
モ
大
勢
ア
リ
シ
ヲ
、
暇
乞
二
不
残
喚
集
、

　
　
ソ
ノ
子
ノ
数
ホ
ト
矢
ヲ
取
寄
テ
、
一
本
ツ
・
ヲ
レ
ハ
無
子
細
ヲ
ル
・
モ
ノ
也
。

　
　
此
矢
ヲ
一
ツ
ニ
シ
テ
折
レ
ハ
、
ホ
ソ
キ
物
モ
不
折
モ
ノ
也
、
各
一
味
同
心
ノ

　
　
思
ヲ
ナ
シ
テ
、
親
ヲ
親
ト
ス
ル
ニ
ア
リ
ヌ
ベ
シ
ト
遺
言
ス
、
時
二
隆
景
力
云

　
　
ク
、
何
事
モ
皆
欲
ヨ
リ
出
ル
事
ナ
レ
ハ
、
欲
ヲ
棄
テ
義
ヲ
専
二
守
リ
申
サ
バ
、

　
　
兄
弟
ノ
中
不
和
ナ
ル
事
ハ
有
間
布
ト
、
答
ヘ
ケ
レ
ハ
、
元
就
大
二
感
シ
テ
、

　
　
　
毛
利
元
就
の
三
本
の
矢
の
話
　
（
岩
下
紀
之
）

　
　
各
隆
景
ガ
云
処
ニ
シ
タ
カ
ビ
候
ヘ
シ
ト
、
被
申
ケ
ル
ト
也

　
こ
れ
が
先
に
引
い
た
歴
史
の
教
料
書
の
種
本
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

　
考
証
は
さ
ら
に
進
め
ら
れ
、
次
に
大
槻
磐
渓
の
「
近
古
史
談
」
を
引
用
し
て
論

じ
て
い
る
。
大
槻
は
幕
末
の
学
者
で
「
近
古
史
談
」
は
元
治
元
年
に
出
版
さ
れ
て

い
る
。

　
芸
侯
戒
諸
子

　
　
元
亀
二
年
⊥
ハ
月
、
芸
侯
元
就
病
将
レ
死
、
致
二
諸
子
於
一
レ
前
、
呼
二
取
箭
数

　
　
条
一
、
｝
如
二
其
子
之
数
一
、
乃
手
自
糾
為
二
一
束
一
極
力
折
レ
之
、
不
レ
能
レ

　
　
断
也
。
単
抽
二
其
一
条
一
随
折
随
断
、
因
戒
日
、
兄
弟
猶
二
此
箭
一
也
、
和
則

　
　
相
依
済
レ
事
、
不
レ
和
則
各
人
各
敗
、
汝
等
銘
レ
心
勿
レ
忘
、
次
子
隆
景
進
日
、

　
　
夫
兄
弟
之
争
必
起
レ
於
レ
欲
、
棄
レ
欲
思
レ
義
何
不
和
之
有
、
元
就
悦
以
為
レ

　
　
然
、
顧
二
余
子
一
日
、
宜
レ
従
二
仲
兄
之
＝
＝
三

　
　
又
日

　
　
崔
鴻
西
秦
録
云
、
吐
谷
渾
阿
柴
臨
レ
卒
呼
二
子
弟
一
謂
日
、
汝
等
各
奉
二
我
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ロ

　
　
隻
箭
一
、
俄
而
命
二
母
第
慕
延
一
日
、
取
二
汝
一
隻
箭
一
折
レ
之
、
又
日
、
汝

　
　
取
二
十
九
隻
箭
一
折
レ
之
、
延
不
レ
能
レ
折
也
、
柴
日
、
汝
曹
知
二
単
者
易
レ

　
　
折
衆
則
難
一
レ
提
、
毅
レ
力
一
レ
心
、
然
後
社
稜
可
レ
固
、
言
終
而
卒
、
是

　
　
与
二
芸
侯
事
一
、
太
相
類
、
蓋
暗
合
也
、
記
以
資
二
博
雅
一
、

こ
こ
ま
で
引
用
し
、
結
論
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
私
は
不
幸
に
し
て
未
だ
西
秦
録
と
い
ふ
書
物
を
一
見
す
る
機
会
に
接
し
な
い

　
　
が
、
北
史
列
伝
の
第
八
十
四
吐
谷
渾
と
、
魏
書
列
伝
第
八
十
九
吐
谷
渾
の
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
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に
拠
れ
ば
、
大
槻
氏
の
引
用
せ
ら
れ
た
西
秦
録
中
の
阿
柴
は
阿
射
の
誤
、
慕

　
　
延
は
慕
利
延
の
誤
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
而
し
て
大
槻
氏
が
如
何
な
る

　
　
根
拠
に
よ
っ
て
、
元
就
の
弓
矢
に
関
す
る
説
話
と
吐
谷
渾
の
伝
説
と
が
其
内

　
　
容
を
一
に
し
て
ゐ
て
、
全
く
東
西
の
暗
合
で
あ
る
と
唱
へ
ら
れ
た
か
は
不
明

　
　
で
あ
る
。
然
し
大
槻
氏
の
本
書
の
記
事
が
後
年
各
種
の
修
身
書
に
採
用
せ
ら

　
　
れ
た
為
に
、
其
説
話
は
弘
く
諸
方
に
流
布
す
る
に
至
っ
た
こ
と
だ
け
は
明
白

　
　
な
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
元
来
元
就
は
弓
矢
に
関
す
る
説
話
よ
り
も
、
猶
一
層
内
容
の
充
実
し
た

　
　
立
派
な
教
訓
状
が
あ
っ
た
か
ら
、
之
を
通
俗
的
に
し
て
、
一
般
民
衆
に
面
白

　
　
く
且
了
解
し
易
く
す
る
為
に
特
に
支
那
の
吐
谷
渾
の
弓
矢
に
関
す
る
伝
説
を

　
　
元
就
の
話
と
し
て
故
意
に
作
成
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
東
西
の
暗
合
で
は
無

　
　
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
教
訓
話
の
出
所
、
尾
ひ
れ
の
つ
き
か
た
の
道
す
じ
が

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
毛
利
元
就
が
子
供
達
に
教
訓
状
を
送
り
、

そ
の
教
訓
状
は
子
孫
が
現
代
ま
で
守
り
伝
え
て
い
る
。
こ
の
史
実
が
核
と
な
り
、

江
戸
中
期
に
誰
か
が
吐
谷
渾
の
故
事
を
持
っ
て
き
て
脚
色
し
た
の
で
あ
る
。
最
後

に
、
話
を
も
っ
と
面
白
く
す
る
た
め
に
毛
利
両
川
の
子
供
、
隆
元
、
元
春
、
隆
景

の
三
人
と
い
う
よ
う
に
作
り
変
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
来
る
と
、
史
実
で

は
有
り
得
な
い
話
に
な
っ
て
し
ま
い
、
す
っ
か
り
馬
脚
を
あ
ら
わ
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

　
以
上
は
歴
史
学
者
か
ら
み
た
矢
の
教
訓
話
の
考
証
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
す

れ
ば
、
毛
利
元
就
そ
の
人
と
関
わ
り
の
な
い
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

目
的
は
達
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

一
四

　
も
う
一
つ
の
研
究
は
、
説
話
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
調
査
で
あ
り
、
こ
れ
と
似

た
話
は
ま
だ
他
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。
明
治
時
代
に
西
洋
文
学
が
本
格
的
に
紹
介

さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
中
国
関
係
の
書
物
も
よ
り
一
層
広
い
範
囲
の
作
品
が

読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
、
毛
利
元
就
の
話
と
類
似
し
た
も
の
が
い
く
つ
か

発
見
さ
れ
た
。
こ
の
節
で
は
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
、
「
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
」
と
「
イ
ソ
ッ

プ
寓
話
」
を
見
て
お
こ
う
。
い
ず
れ
も
明
治
時
代
に
注
目
さ
れ
論
じ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
ま
ず
「
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
」
を
引
い
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
ひ
と
ひ

　
　
春
の
一
日
、
乾
し
た
羊
肉
を
煮
て
、
ベ
ル
グ
ヌ
テ
イ
、
ブ
グ
ヌ
テ
イ
、
ブ
グ
ゥ
・

　
　
カ
タ
ギ
、
ブ
カ
ト
ゥ
・
サ
ル
ジ
、
ボ
ド
ン
チ
ャ
ル
・
ム
ン
カ
ク
、
こ
れ
ら
五

　
　
人
の
子
供
を
並
べ
て
坐
ら
せ
、
「
一
本
ず
つ
矢
を
折
っ
て
ご
ら
ん
」
と
言
っ

　
　
て
与
え
た
。
一
本
ず
つ
の
矢
な
ど
ど
う
し
て
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
れ
よ
う
。
°

　
　
た
ち
ど
こ
ろ
に
折
っ
て
し
ま
っ
た
。
又
、
，
五
本
の
矢
を
い
っ
し
ょ
に
束
ね
て

　
　
「
折
っ
て
ご
ら
ん
」
と
言
っ
て
渡
し
た
。
五
人
で
五
本
束
ね
た
矢
を
一
人
ご

　
　
と
に
取
っ
て
回
し
た
が
、
今
度
は
だ
れ
も
折
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　
（
中
略
）

　
　
又
、
ア
ラ
ン
・
コ
ア
が
五
人
の
子
供
に
教
え
さ
と
し
て
言
う
に
は
、
「
お
前

　
　
た
ち
五
人
の
子
供
は
私
の
一
つ
の
お
腹
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
す
よ
。
た
だ
い
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ま
の
五
本
の
矢
の
よ
う
に
、
ひ
と
り
び
と
り
に
な
る
な
ら
、
あ
の
一
本
の
矢

　
　
の
よ
う
に
だ
れ
に
で
も
た
や
す
く
折
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
よ
、
お
前
た
ち
は
。

　
　
あ
の
束
ね
た
矢
の
よ
う
に
、
と
も
に
一
つ
に
和
ら
ぎ
合
う
な
ら
、
だ
れ
に
も

　
　
た
や
す
く
ど
う
し
て
折
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
で
す
か
、
お
前
た
ち
は
」
と
言
っ

　
　
た
。
そ
の
う
ち
に
彼
ら
の
母
の
ア
ラ
ン
・
コ
ア
は
亡
く
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
洋
文
庫
旧
「
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
1
」
村
上
正
二
訳
）

親
が
子
供
に
対
し
矢
を
折
ら
せ
て
教
訓
す
る
。
し
か
も
子
供
の
数
と
矢
の
数
が
等

し
い
。
さ
ら
に
親
の
死
去
の
記
事
が
あ
る
。
こ
の
話
が
毛
利
元
就
の
話
と
類
似
し

て
い
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。

　
こ
こ
に
登
場
し
た
ア
ラ
ン
・
コ
ア
は
テ
ム
ジ
ン
ー
ー
ジ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
の
十
一
代

前
の
先
祖
に
あ
た
る
女
性
で
あ
る
。
彼
女
は
夫
ド
プ
ン
・
メ
ル
ゲ
ン
と
の
あ
い
だ

に
ベ
ル
グ
ヌ
テ
イ
、
プ
グ
ヌ
テ
イ
の
二
人
を
も
う
け
た
。
と
こ
ろ
が
夫
の
死
後
さ

ら
に
三
人
の
子
供
を
生
ん
だ
の
で
、
先
の
二
人
は
子
供
の
父
親
に
つ
い
て
あ
れ
こ

れ
言
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
女
は
こ
の
た
と
え
話
を
し
、
実
は
夜
ご
と
に
「
光
る
黄

色
の
人
」
が
私
の
お
腹
を
さ
す
り
、
そ
の
光
は
お
腹
の
中
に
し
み
通
っ
て
行
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
つ
み
ニ

だ
か
ら
か
の
人
は
天
御
子
な
の
だ
と
語
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
ラ
ン
・
コ
ア

は
神
話
的
太
古
の
人
物
、
歴
史
的
に
は
実
在
の
疑
わ
し
い
人
物
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
お
よ
そ
の
目
安
と
し
て
、
仮
に
十
一
代
の
祖
先
と
い

う
世
代
数
を
一
代
三
十
年
と
い
う
よ
う
な
計
算
を
す
る
と
、
ジ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
よ

り
は
る
か
昔
約
三
百
年
ほ
ど
も
昔
の
人
物
と
な
ろ
う
か
。

　
こ
の
「
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
」
と
い
う
書
物
は
、
朝
廷
に
深
く
蔵
せ
ら
れ
て
い
た
の

を
元
朝
滅
亡
の
際
に
明
政
府
が
入
手
し
た
も
の
で
、
世
間
に
流
布
は
し
な
か
っ
た
。

　
　
　
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
　
第
十
二
号
　
一
九
八
七

ま
た
文
章
も
原
文
の
モ
ン
ゴ
ル
文
に
、
対
訳
と
し
て
俗
語
の
中
国
語
が
附
載
さ
れ

て
い
る
と
い
う
体
裁
で
、
普
通
の
漢
文
の
知
識
で
は
歯
が
立
た
な
い
。
こ
う
し
た

わ
け
で
、
江
戸
時
代
の
日
本
に
そ
の
影
響
が
及
ぶ
こ
と
は
考
え
る
必
要
が
な
い
で

あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
明
治
に
な
っ
て
、
秘
史
が
日
本
語
訳
さ
れ
る
と
す
ぐ
に
、
こ

の
話
が
毛
利
元
就
の
話
と
関
係
づ
け
ら
れ
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
手
は
じ
め
に
、
訳
者
村
上
正
二
氏
の
訳
注
を
引
い
て
お
こ
う
。

　
　
こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
内
容
の
話
が
、
チ
ン
ギ
ス
・
カ
ン
と
そ
の
息
子
た
ち

　
　
の
間
で
取
り
交
さ
れ
た
こ
と
と
し
て
、
当
時
の
イ
ス
ラ
ム
史
家
の
ジ
ュ
ワ
イ

　
　
ニ
ー
は
そ
の
著
書
『
世
界
征
服
者
の
歴
史
』
の
中
に
二
度
も
繰
り
返
し
て
述

　
　
べ
て
お
り
、
ラ
シ
ィ
ー
ド
も
又
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
い
る
。
（
中
略
）

　
　
特
に
矢
を
た
ば
ね
て
部
族
の
統
一
を
誓
う
風
習
は
、
ほ
と
ん
ど
全
世
界
に
広

　
　
ま
っ
て
い
る
古
い
民
間
説
話
で
、
西
欧
で
は
イ
ソ
ッ
プ
の
「
狩
人
と
四
人
の

　
　
息
子
」
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
で
は
タ
バ
リ
ー
の
ウ
マ
イ
ヤ
朝
の
名
将
ム
ハ
ッ
ラ

　
　
ム
の
話
、
北
ア
ジ
ア
で
は
『
魏
書
』
巻
一
〇
一
「
吐
谷
渾
伝
」
及
び
『
北
史
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
い

　
　
巻
九
六
「
吐
谷
渾
伝
」
に
、
首
長
阿
射
の
話
が
あ
り
、
又
わ
が
国
で
は
、
や

　
　
は
り
イ
ソ
ッ
プ
物
語
の
影
響
を
受
け
た
毛
利
元
就
の
話
が
特
に
著
名
で
あ

　
　
る
。

こ
こ
で
と
り
上
げ
ら
れ
た
イ
ス
ラ
ム
史
料
に
つ
い
て
は
、
容
易
に
入
手
で
き
る
和

訳
が
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
一
ま
ず
さ
し
お
く
こ
と
に
す
る
。
『
魏
書
』
『
北
史
』

と
い
う
二
つ
の
正
史
に
つ
い
て
は
前
節
で
言
及
し
た
。
な
お
瀬
川
、
村
上
両
氏
で
、

巻
数
表
示
が
く
い
違
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
瀬
川
氏
は
列
伝
第
八
十
九
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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い
う
こ
と
、
村
上
氏
は
本
紀
列
伝
の
通
算
で
一
〇
一
巻
と
い
う
よ
う
に
示
し
た
の

で
、
両
氏
と
も
に
原
典
に
あ
た
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
て
こ

こ
に
、
「
イ
ソ
ッ
プ
の
影
響
下
の
毛
利
元
就
説
話
」
と
い
う
題
材
が
あ
ら
わ
れ
て

き
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
節
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

三

　
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
は
岩
波
文
庫
に
原
典
か
ら
の
訳
が
あ
る
。
そ
の
八
六
番
は
次
の

通
り
で
あ
る
。

　
　
或
る
百
姓
の
息
子
た
ち
が
よ
く
兄
弟
喧
嘩
を
や
り
ま
し
た
。
彼
は
い
ろ
い
ろ

　
　
と
言
っ
て
聞
か
せ
ま
し
た
が
、
言
葉
で
説
い
た
の
で
は
、
彼
ら
を
ど
う
し
て

　
　
も
改
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
事
実
に
よ
っ
て
こ
れ
を
や
ら
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
と
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
息
子
た
ち
に
薪
の
束
を

　
　
持
っ
て
く
る
よ
う
に
言
い
つ
け
ま
し
た
。
彼
ら
が
言
わ
れ
た
こ
と
を
し
ま
し

　
　
た
の
で
、
ま
ず
彼
ら
に
薪
を
束
ね
た
ま
ま
で
渡
し
て
、
そ
れ
を
折
っ
て
み
よ

　
　
と
命
じ
ま
し
た
。
彼
ら
が
ど
れ
ほ
ど
力
を
出
し
て
み
て
も
、
折
る
こ
と
が
で

　
　
き
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
次
に
彼
は
束
を
ほ
ど
い
て
彼
ら
に
一
本
ず
つ
与
え

　
　
ま
し
た
。
彼
ら
が
そ
れ
を
や
す
や
す
と
折
り
ま
し
た
の
で
、
彼
は
言
い
ま
し

　
　
た
。
「
い
い
か
ね
、
伜
た
ち
、
お
前
た
ち
も
、
も
し
心
を
合
わ
せ
て
い
れ
ば
、

　
　
決
し
て
敵
に
負
け
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
喧
嘩
を
し
て
い
れ
ば
、

　
　
直
ぐ
に
や
っ
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
」

　
　
　
こ
の
話
は
、
不
和
は
人
に
打
ち
負
か
さ
れ
易
く
す
る
が
、
一
致
は
逆
に
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

　
　
　
強
く
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
山
本
光
雄
訳
）

こ
の
話
も
、
見
る
通
り
、
毛
利
元
就
の
矢
の
教
訓
と
類
似
し
て
い
る
。
す
で
に
明

治
時
代
に
こ
の
二
つ
の
話
の
類
似
が
注
目
さ
れ
、
イ
ソ
ッ
プ
の
話
が
毛
利
元
就
の

話
の
原
典
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
し
、
日
本

へ
の
伝
来
に
つ
い
て
こ
こ
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
キ
リ
シ
タ
ン
の
印
刷
物
の
な
か

に
「
イ
ソ
ポ
の
ハ
ブ
ラ
ス
」
と
い
う
イ
ソ
ッ
プ
の
翻
訳
が
あ
る
。
ロ
ー
マ
字
書
き

の
日
本
文
で
文
禄
二
年
（
一
五
九
三
）
の
成
立
で
あ
り
、
大
英
博
物
館
に
一
本
が

蔵
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ロ
ー
マ
字
本
は
流
布
は
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の

百
姓
の
話
は
確
か
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
近
世
初
期
に
な
る
と
「
伊
曽
保

物
語
」
と
い
う
仮
名
草
子
が
出
版
さ
れ
、
こ
れ
は
広
く
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

残
念
な
が
ら
、
こ
の
話
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
う
な
っ
て
く
る
と
、
元
就
の
話

は
江
戸
中
期
以
降
に
作
ら
れ
た
の
が
明
ら
か
で
あ
る
の
で
、
イ
ソ
ッ
プ
に
も
と
つ

い
た
と
す
る
説
は
や
や
不
利
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
毛
利
元
就
の
旧
主
で

あ
る
大
内
氏
は
山
口
に
本
拠
地
が
あ
り
、
し
か
も
こ
の
地
は
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ザ

ビ
エ
ル
の
伝
道
の
拠
点
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
わ
ず
か
に
両
者
の
接
点
は
あ
る
と
は

言
え
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
は
、
中
公
新
書
「
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
1
そ
の
伝
承

と
変
容
」
と
い
う
小
堀
桂
一
郎
氏
の
著
書
が
あ
っ
て
、
毛
利
元
就
と
イ
ソ
ッ
プ
物

語
に
つ
い
て
の
明
治
時
代
の
論
文
と
し
て
、
南
方
熊
楠
と
新
村
出
の
も
の
を
紹
介

し
て
お
ら
れ
る
。
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ま
ず
南
方
の
説
を
と
り
あ
げ
る
と
、
毛
利
元
就
と
キ
リ
シ
タ
ン
が
必
ず
し
も
関

係
が
な
く
は
な
い
と
し
た
あ
と
、

　
　
同
じ
モ
テ
ィ
ー
フ
の
話
は
リ
ン
ゼ
イ
の
『
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
史
』
の
ケ
ン
ネ

　
　
ジ
ー
僧
正
の
ゼ
ー
ム
ス
ニ
世
へ
の
教
訓
、
ハ
イ
ト
ン
の
『
東
国
史
』
の
成
吉

　
　
思
汗
の
条
に
あ
り
、
バ
ー
ト
ン
版
の
『
ア
ラ
ビ
ア
夜
話
』
の
補
遺
の
部
に
も

　
　
見
え
、
「
賢
愚
因
縁
経
」
や
「
雑
宝
蔵
経
」
に
似
た
よ
う
な
話
が
あ
る
。
大

　
　
槻
磐
渓
も
『
近
古
史
談
』
で
崔
鴻
の
『
西
秦
録
』
に
出
て
い
る
吐
谷
潭
の
阿

　
　
柴
の
逸
話
を
紹
介
し
て
い
る
ー
等
と
列
記
し
、
棒
折
り
の
教
訓
は
イ
ソ
ッ
プ

　
　
か
ら
毛
利
元
就
へ
と
い
う
伝
播
経
路
よ
り
も
、
要
す
る
に
元
就
・
隆
景
等
戦

　
　
国
武
士
の
逸
話
を
蒐
め
た
編
纂
者
が
漢
籍
か
ら
抄
し
て
作
っ
た
か
、
ま
た
は

　
　
諸
方
で
お
の
お
の
が
個
別
独
立
に
発
生
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
、
誰
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

　
　
案
出
し
そ
う
な
話
な
の
だ
、
と
い
う
。

右
は
小
堀
氏
の
要
約
を
引
い
た
の
だ
が
、
南
方
の
博
引
妾
証
は
大
変
な
も
の
で
あ

る
。
た
だ
一
寸
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
引
か
れ
た
例
は
、
ケ
ン
ネ
ジ
ー

僧
正
が
西
洋
の
教
養
人
で
あ
る
か
ら
に
は
、
イ
ソ
ッ
プ
を
知
っ
て
い
て
そ
の
状
況

に
応
用
し
た
の
で
は
な
い
か
、
成
吉
思
汗
の
話
は
、
「
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
」
で
す
で

に
見
た
よ
う
に
、
ア
ラ
ン
・
コ
ア
の
話
が
よ
り
有
名
な
人
物
に
適
用
さ
れ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
に
、
必
ず
し
も
一
次
的
な
資
料
と
は
言
い
に
く
い
も
の

も
あ
る
。
仏
典
の
指
摘
は
ま
た
驚
く
べ
き
博
識
で
あ
る
が
、
現
代
で
は
「
大
正
大

蔵
経
」
で
簡
単
に
原
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
賢
愚
因
縁
経
」
巻
第
十
二
、

　
　
　
　
　
　
ロ
も
　

波
婆
離
品
第
五
十

　
　
時
閻
浮
提
、
有
二
一
大
国
一
。
名
二
波
羅
奈
一
。
爾
時
国
中
、
有
二
一
薩
薄
一
。

　
　
　
毛
利
元
就
の
三
本
の
矢
の
話
　
（
岩
下
紀
之
）

　
　
家
居
巨
富
。
無
レ
所
二
乏
少
一
。
有
二
二
男
見
一
。
各
皆
端
正
。
長
名
二
涙
託
一
。

　
　
小
字
二
阿
涙
托
一
。
父
垂
二
命
終
一
、
告
二
塑
二
子
一
。
我
必
不
レ
免
。
当
レ

　
　
即
二
後
世
一
。
汝
等
兄
弟
、
念
相
承
奉
、
合
レ
心
井
レ
カ
、
慎
勿
二
分
居
一
。

　
　
所
コ
以
然
一
者
、
昏
如
下
一
糸
、
不
レ
任
レ
繋
レ
象
、
合
二
集
多
糸
一
、
乃
能

　
　
制
上
レ
象
。
昏
如
下
一
葦
、
不
レ
能
二
独
燃
一
、
合
コ
捉
一
把
一
、
燃
不
上
レ
可
レ

　
　
滅
。
今
汝
兄
弟
、
亦
復
如
レ
是
。
共
相
依
侍
、
外
人
不
レ
壊
、
内
穆
勲
レ
家

　
　
則
財
業
日
増
。
嘱
レ
誠
之
後
、
気
絶
命
終
。

南
方
の
引
い
た
も
う
一
つ
の
「
雑
宝
蔵
経
」
も
、
ほ
ぼ
同
様
の
話
で
あ
る
。
命
を

終
わ
ろ
う
と
す
る
父
親
が
、
子
供
た
ち
に
訓
誠
す
る
点
は
、
た
し
か
に
共
通
し
て

い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
「
一
糸
」
「
一
葦
」
は
警
え
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
実
際
に
子
供
た
ち
に
持
っ
て
こ
さ
せ
て
折
ら
せ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。

ま
た
替
え
で
あ
る
か
ら
、
糸
で
も
葦
で
も
、
何
に
で
も
変
更
が
き
く
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

元
就
の
ほ
う
の
矢
は
、
他
の
品
物
に
取
り
更
え
は
き
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

武
器
は
戦
士
に
と
っ
て
特
別
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
「
魏
書
」
「
モ
ン
ゴ
ル
秘

史
」
と
、
毛
利
元
就
の
話
は
ど
う
も
深
い
結
び
つ
き
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
く

る
の
で
あ
る
。

　
新
村
出
の
説
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
手
が
た
い
調
査
に
基
づ
き
、
明
治
四
十
四
年

の
学
説
で
あ
り
な
が
ら
本
稿
で
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ
と
の
総
括
の
感
が
あ

る
。
イ
ソ
ッ
プ
の
話
と
毛
利
元
就
の
矢
の
話
を
結
び
つ
け
る
こ
と
を
困
難
と
断
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
る
ワ

た
後
、
「
西
秦
録
」
に
つ
い
て
こ
う
論
ず
る
。

　
　
「
西
秦
録
」
は
「
十
六
国
春
秋
」
の
中
の
一
で
あ
る
が
、
元
来
「
十
六
国
春
秋
」

　
　
編
述
の
時
代
に
は
疑
が
存
す
る
。
漢
魏
叢
書
本
に
由
て
「
西
秦
録
」
を
閲
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
　
第
十
二
号

　
　
る
に
、
阿
柴
の
訓
言
は
見
え
ぬ
し
、
他
の
一
本
に
も
欠
け
て
ゐ
る
。
或
は
『
太

　
　
平
御
覧
』
（
巻
三
四
九
兵
部
八
〇
箭
上
）
所
引
の
も
の
に
拠
っ
て
、
芸
侯
諸

　
　
子
を
戒
め
る
話
を
組
立
て
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。
同
じ
話
は
「
魏
書
」
に
も
見

　
　
え
、
更
に
之
よ
り
出
て
「
北
史
」
に
も
載
っ
て
ゐ
る
。

こ
の
論
は
、
す
で
に
前
に
引
い
た
瀬
川
秀
雄
の
考
証
を
ふ
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る

が
、
「
西
秦
録
」
に
も
と
つ
く
と
い
う
の
は
疑
わ
し
く
、
同
じ
話
は
「
魏
書
」
「
北

史
」
に
も
あ
る
と
い
う
。
「
魏
書
」
「
北
史
」
は
中
国
歴
代
の
正
史
「
二
十
四
史
」

に
含
ま
れ
る
歴
史
書
で
、
王
朝
の
史
官
の
命
が
け
の
い
と
な
み
で
あ
り
、
記
事
の

信
頼
性
も
か
な
り
正
確
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
こ
の
場
合
は
、
吐

谷
渾
と
い
う
異
民
族
に
つ
い
て
の
記
録
で
あ
る
か
ら
、
例
え
て
言
う
と
、
邪
馬
台

国
や
卑
弥
呼
に
関
す
る
「
三
国
志
」
の
確
度
な
ど
に
類
似
し
て
い
る
。
阿
貌
の
記

事
の
あ
た
り
に
は
、
晋
の
年
号
「
義
煕
」
、
宋
の
年
号
「
元
嘉
」
が
あ
ら
わ
れ
、

い
ず
れ
も
五
世
紀
前
半
の
年
号
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
人
物
の
生
存
年
代
は
確
定
す

る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
江
戸
時
代
の
中
期
頃
、
毛
利
元
就
の
遺
誠
の
話
を
造
作
し
た
人
物
は
、

阿
射
の
話
を
ど
の
書
物
で
読
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
新
村
は
「
西
秦
録
」
が
「
十

六
国
春
秋
」
の
一
部
を
な
す
書
物
で
、
か
つ
現
行
の
漢
魏
叢
書
本
に
も
、
他
の
一

本
に
も
、
こ
の
話
が
見
え
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
太
平
御
覧
」

所
引
の
文
に
よ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
の
推
定
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ

こ
の
無
名
の
造
作
者
は
、
種
本
に
つ
い
て
何
も
語
ら
ず
、
吐
谷
渾
の
人
名
を
も
引

い
て
い
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
る
。
し
か
し
、
大
槻
磐
渓
の
考
証
と

な
る
と
、
も
う
少
し
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

　
「
十
六
国
春
秋
」
は
そ
も
そ
も
侠
書
で
あ
り
現
行
の
も
の
は
漢
魏
叢
書
本
を
は

じ
め
輯
侠
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
西
秦
録
」
も
本
来
の
書
か
ら
引
用
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
何
ら
か
の
孫
引
を
し
た
か
、
「
魏
書
」

「
北
史
」
か
ら
の
引
用
を
、
も
っ
と
も
ら
し
く
「
西
秦
録
」
と
い
う
書
名
に
改
窟

し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
ん
な
手
間
を
か
け
て
何
か
利
益
が
あ
る
と
も
思
え

な
い
。
孫
引
す
る
と
な
る
と
、
「
太
平
御
覧
」
を
引
い
た
可
能
性
は
充
分
に
あ
る

だ
ろ
う
。
今
問
題
に
し
て
い
る
文
は
、
「
太
平
御
覧
」
の
文
と
、
「
近
古
史
談
」
と

が
ほ
と
ん
ど
一
致
し
、
特
に
人
名
を
阿
柴
、
慕
延
と
す
る
の
が
共
通
す
る
。
こ
れ

に
対
し
、
正
史
の
「
魏
書
」
「
北
史
」
で
は
、
阿
射
、
慕
利
延
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
大
槻
は
正
史
の
方
を
引
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
類
書
に
よ
っ

て
故
事
を
探
る
こ
と
は
漢
文
に
習
熟
し
て
い
た
江
戸
の
知
識
人
に
と
っ
て
、
い
か

に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
な
お
幕
末
の
日
本
人
に
親
し
ま
れ
た
類
書
と
し
て
は
、
「
淵
鑑
類
函
」
が
あ
る
が
、

そ
の
巻
二
二
六
矢
三
の
「
奉
一
」
な
る
見
出
し
の
と
こ
ろ
に
、
「
太
平
御
覧
」
と

全
く
同
文
で
こ
の
阿
柴
の
話
が
見
え
る
。
「
崔
鴻
三
十
国
春
秋
西
秦
録
日
」
と
し

て
始
ま
り
、
こ
の
三
十
国
春
秋
と
い
う
書
名
は
十
六
国
春
秋
の
誤
り
と
思
わ
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
太
平
御
覧
」
と
同
形
で
あ
る
の
で
「
淵
鑑
類
函
」
が
「
西

秦
録
」
の
原
典
を
見
て
お
ら
ず
、
「
御
覧
」
を
孫
引
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

　
　
　

あ
る
。
そ
こ
で
大
槻
が
こ
の
二
つ
の
類
書
の
ど
ち
ら
か
を
利
用
し
て
、
「
近
古
史
談
」

の
考
証
を
な
し
た
と
推
定
し
て
お
き
た
い
。

　
　
吐
谷
渾
は
南
北
朝
時
代
に
は
中
国
の
西
辺
に
拠
っ
た
が
、
本
、
遼
東
鮮
卑
か

　
　
ら
出
た
と
す
る
と
、
箭
の
喩
言
は
此
故
地
か
ら
伝
へ
た
話
と
も
見
ら
れ
る
。
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西
紀
第
⊥
ハ
世
紀
の
中
程
に
当
る
阿
柴
の
時
代
か
ら
尚
数
世
紀
を
経
て
、
蒙
古

　
　
　
　
　
ア
ラ
ン
　

ボ
ド
ン
チ
ヤ
ル

　
　
の
名
媛
阿
蘭
が
李
端
察
児
を
始
め
其
五
子
に
向
っ
て
、
臨
終
の
際
に
や
は
り

　
　
箭
の
喩
言
を
以
て
和
合
を
諭
す
こ
と
が
「
元
朝
秘
史
」
巻
一
に
見
え
る
。
吐

　
　
谷
渾
で
の
話
と
蒙
古
で
の
話
と
は
父
と
母
と
の
差
、
子
ど
も
の
数
が
二
十
人

　
　
と
五
人
と
の
違
ひ
で
、
共
に
臨
終
に
当
っ
て
の
訓
言
で
あ
り
、
精
神
は
全
く

　
　
同
一
で
あ
る
か
ら
、
同
一
根
原
の
喩
言
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
な
い
。
而
し
て

　
　
吐
谷
渾
の
故
地
も
蒙
古
も
中
国
か
ら
の
方
角
は
略
々
同
一
で
あ
る
か
ら
、
説

　
　
話
の
由
来
は
中
国
の
北
部
又
は
東
北
部
に
出
た
と
見
倣
さ
れ
る
。
但
し
一
方

　
　
の
話
は
他
方
よ
り
書
物
上
で
借
り
た
も
の
で
は
な
く
て
、
寧
ろ
口
碑
上
で
伝

　
　
へ
た
や
う
に
見
え
る
。
自
分
の
予
想
で
は
、
更
に
西
の
方
の
民
族
か
ら
得
た

　
　
喩
言
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
が
、
そ
れ
は
今
後
の
研
究
で
段
々
明
ら
か
に

　
　
な
っ
て
来
る
だ
ら
う
。

　
　
伊
曽
保
喩
言
に
あ
る
細
枝
の
束
を
以
て
訓
へ
た
農
夫
の
話
の
出
典
は
い
つ
れ

　
　
に
あ
る
か
、
未
だ
不
明
で
あ
る
が
、
箭
の
束
の
讐
喩
譜
に
縁
を
引
か
ぬ
こ
と

　
　
は
無
か
ら
う
と
考
へ
る
。
そ
れ
を
調
べ
る
と
、
東
西
説
話
喩
言
の
連
鎖
を
攻

　
　
究
す
る
上
に
良
い
手
掛
り
を
得
る
に
違
ひ
な
い
。

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
新
村
は
こ
の
段
階
で
す
で
に
「
魏
書
」
と
「
モ
ン
ゴ
ル

秘
史
」
の
共
通
話
に
着
目
し
、
さ
ら
に
イ
ソ
ッ
プ
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
て
い
た

の
で
あ
っ
て
、
流
石
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
考
証
の
内
容
に
つ
い
て
は
い

か
が
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
吐
谷
渥
の
出
自
に
つ
い
て
は
、
「
魏
書
」
の
吐
谷
潭

伝
冒
頭
に
「
本
遼
東
鮮
卑
徒
河
渉
帰
子
也
」
と
あ
っ
て
、
も
と
も
と
そ
ち
ら
に
居

た
の
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
阿
射
の
時
代
に
は
、
中
国
西
北
部
、
今
の
青
海
省
辺

　
　
　
毛
利
元
就
の
三
本
の
矢
の
話
　
（
岩
下
紀
之
）

に
居
住
し
た
と
思
わ
れ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
五
世
紀
義
煕
・
元
嘉
頃
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
新
村
が
六
世
紀
云
々
と
い
う
の
は
単
純
な
誤
記
で
あ
ろ
う
。
モ
ン
ゴ

ル
族
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
後
代
に
、
よ
り
東
方
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
説
話

の
伝
播
と
し
て
は
逆
に
西
か
ら
東
へ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

　
イ
ソ
ッ
プ
の
寓
話
は
、
き
わ
め
て
複
雑
な
伝
承
過
程
を
経
て
今
日
の
形
に
な
っ

て
い
る
。
紀
元
前
六
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
人
ア
イ
ソ
ー
ボ
ス
が
、
賢
者
と
し
て
い
ろ

い
ろ
の
た
と
え
話
を
し
た
こ
と
、
古
典
時
代
に
す
で
に
ア
イ
ソ
ー
ボ
ス
の
寓
話
が

広
ま
っ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
け
れ
ど
も
現
存
の
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
の
う
ち
の

ど
の
話
が
ア
イ
ソ
ー
ボ
ス
そ
の
人
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
か
は
到
底
確
言
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
話
は
演
説
す
る
と
き
使
用
す
べ

き
手
ご
ろ
な
材
料
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
自
体
が
文
学
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
る
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
、
散
文
で
書
か
れ
た
寓
話
集
は
、
さ
き
の
岩
波
文
庫
の
底

本
と
な
っ
た
も
の
で
、
現
在
ま
で
伝
わ
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
古
代
で
は
あ
ま
り

広
く
読
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
詩
人
が
寓
話
集
を
韻
文
化
し
た
場
合
は
、

そ
の
詩
人
の
作
品
と
し
て
享
受
さ
れ
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
、
愛
読
さ
れ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
に
し
て
、
二
千
年
以
上
に
わ
た
り
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
韻

文
、
散
文
の
形
で
、
あ
る
い
は
改
作
さ
れ
、
あ
る
い
は
翻
訳
さ
れ
な
が
ら
、
内
容

を
増
加
さ
せ
つ
つ
伝
わ
っ
て
き
た
の
が
、
現
存
の
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
集
な
の
で
あ
る
。

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
関
係
の
資
料
の
解
読
が
進
み
、
オ
リ
エ
ン
ト
起
源
の
伝
承
が
含
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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れ
て
い
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
百
姓
と
子
供
」
の
話
は
、
何
時
ご
ろ
か
ら
確
認
さ
れ
る

か
と
い
う
と
、
紀
元
一
世
紀
に
生
存
し
た
バ
．
ブ
リ
オ
ス
と
い
う
詩
人
に
よ
る
詩
に

す
で
に
あ
る
。
こ
の
バ
ブ
リ
オ
ス
は
、
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
の
諸
伝
承
の
う
ち
で
も
最

も
古
い
ギ
リ
シ
ャ
語
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
連
の
矢
の
教
訓
話

を
と
り
あ
げ
て
、
さ
き
の
イ
ソ
ッ
プ
の
話
に
目
を
転
ず
る
と
、
似
か
よ
っ
た
話
で

あ
る
こ
と
は
違
い
な
い
が
、
細
部
は
い
ろ
い
ろ
と
相
違
し
て
い
た
。
主
要
な
点
は
、

矢
に
対
し
て
薪
の
束
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
随
分
に
卑
近
な
材
料
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
父
親
は
す
ぐ
に
死
ぬ
の
で
も
な
く
、
場
面
と
し
て
の
緊
張
感
も
異
な
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
バ
ブ
リ
オ
ス
に
よ
る
こ
の
話
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
日
本
語
訳

が
な
い
の
で
私
訳
を
か
か
げ
て
お
く
。

　
　
昔
大
そ
う
年
と
っ
た
人
が
い
て
、

　
　
子
供
が
大
ぜ
い
あ
り
ま
し
た
。

　
　
も
う
命
が
終
り
そ
う
に
な
っ
た
時
、

　
　
ど
こ
か
に
細
い
棒
の
た
ば
が
あ
・
っ
た
ら

　
　
持
っ
て
く
る
よ
う
命
じ
ま
し
た
。

　
　
た
ば
を
持
っ
て
く
る
と
、

　
　
「
子
供
た
ち
よ
、
全
力
を
出
し
て
棒
の
た
ば
を
た
ば
ね
た
ま
ま
で
折
っ
て
み

　
　
ょ
」

　
　
誰
も
折
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
「
そ
れ
で
は
一
本
ず
つ
で

　
　
や
っ
て
み
よ
。
」
そ
れ
で
ど
の
棒
も
簡
単
に
折
れ
た
時

　
　
彼
は
言
い
ま
し
た
。
「
子
供
た
ち
よ
、
お
前
た
ち
が
み
な

二
〇

　
　
心
を
一
つ
に
し
て
い
る
な
ら
ば
、
誰
も
お
前
た
ち
を
、

　
　
ど
ん
な
強
い
力
に
よ
っ
て
も
そ
こ
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
も
し
お
前
た
ち
お
互
い
の
心
が
は
な
れ
て
い
れ
ば
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
が
こ
の
一
本
の
棒
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
r
o
Φ
●
Ω
霧
乙
・
一
⇔
巴
亡
σ
田
蔓
』
ω
⑦
゜
O
N
O
）

見
る
よ
う
に
岩
波
文
庫
版
と
の
重
要
な
相
違
点
が
あ
る
。
ま
ず
教
訓
を
与
え
る
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ァ
ザ

物
は
百
姓
で
は
な
く
大
そ
う
年
と
っ
た
人
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
か
か
る
寓

話
の
主
人
公
は
、
割
合
自
由
に
改
変
さ
れ
て
、
そ
の
読
者
に
親
し
み
や
す
く
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
こ
こ
で
は
命
が
終
る
時
、
臨
終

の
遺
誠
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
条
件
の
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

バ
ブ
リ
オ
ス
版
の
寓
話
は
、
は
っ
き
り
毛
利
元
就
の
説
話
に
近
づ
い
て
く
る
。
と

こ
ろ
で
、
こ
こ
に
棒
と
訳
し
た
語
は
、
原
語
で
“
、
「
巷
α
o
の
”
ラ
ブ
ド
ス
と
い
う
の

で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
木
製
の
棒
状
の
も
の
を
意
味
す
る
。
用
例
を
当
っ
て

み
る
と
、
中
々
に
興
味
深
い
例
が
で
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ザ

　
古
く
ホ
メ
ロ
ス
の
「
イ
ー
リ
ア
ス
」
二
十
四
巻
三
四
三
ー
三
四
四
に
こ
う
あ
る
。

　
　
（
ヘ
ル
メ
ス
は
）
そ
の
上
に
杖
を
と
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
好
き
勝
手
な
人
間

　
　
の
目
を
ま
ど
わ
し
（
て
眠
ら
せ
）
た
り
、
ま
た
逆
に
、
眠
っ
て
い
る
の
を
覚

　
　
ま
さ
せ
た
り
す
る
道
具
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
世
界
古
典
文
学
全
集
「
ホ
メ
ロ
ス
」
呉
茂
一
訳
）

オ
リ
ュ
ン
ボ
ス
の
十
二
神
の
一
で
あ
る
と
こ
ろ
の
ヘ
ル
メ
ス
神
の
持
ち
物
”
杖
”

が
、
こ
の
ラ
ブ
ド
ス
で
あ
り
、
そ
の
霊
力
は
こ
こ
に
あ
る
通
り
で
あ
る
。
「
オ
デ
ュ
ッ

セ
イ
ア
」
の
次
の
例
に
な
る
と
、
さ
ら
に
す
さ
ま
じ
い
威
力
を
発
揮
す
る
。
（
第
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へ
　
　

十
巻
二
三
八
－
二
四
一
）

　
　
か
れ
ら
が
飲
み
ほ
す
と
、
女
神
は
す
ぐ
さ
ま
杖
で
彼
ら
を
打
ち
、
豚
の
囲
い

　
　
に
入
れ
た
。
か
れ
ら
の
頭
や
声
や
毛
や
姿
は
豚
だ
っ
た
が
、
心
は
以
前
と
同

　
　
じ
く
そ
の
ま
ま
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
書
　
高
津
春
繁
訳
）

女
神
は
キ
ル
ケ
ー
で
、
彼
女
の
住
む
島
ヘ
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
と
部
下
た
ち
が
漂
着

す
る
が
、
こ
の
場
面
で
部
下
た
ち
は
豚
に
姿
を
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
時
の

杖
も
ま
た
、
ラ
ブ
ド
ス
な
の
で
あ
る
。

　
バ
ブ
リ
オ
ス
と
同
じ
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
例
と
し
て
、
七
十
人
訳
聖
書
を
考
え

て
み
て
も
、
同
じ
く
霊
力
を
持
っ
た
ラ
ブ
ド
ス
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　

エ
ジ
プ
ト
記
」
四
章
一
一
節
ー
五
節

　
　
主
は
彼
に
言
わ
れ
た
、
「
あ
な
た
の
手
に
あ
る
そ
れ
は
何
か
」
。
彼
は
言
っ
た
、

　
　
「
つ
え
で
す
」
。
ま
た
言
わ
れ
た
、
「
そ
れ
を
地
に
投
げ
な
さ
い
」
。
彼
が
そ

　
　
れ
を
地
に
投
げ
る
と
、
へ
び
に
な
っ
た
の
で
、
モ
ー
セ
は
そ
の
前
か
ら
身
を

　
　
避
け
た
。
主
は
モ
ー
セ
に
言
わ
れ
た
、
「
あ
な
た
の
手
を
伸
ば
し
て
、
そ
の

　
　
尾
を
取
り
な
さ
い
。
1
そ
こ
で
手
を
伸
ば
し
て
そ
れ
を
取
る
と
、
手
の
な

　
　
か
で
つ
え
と
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
聖
書
協
会
訳
）

こ
の
畏
る
べ
き
つ
え
も
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
ラ
ブ
ド
ス
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
イ
ソ
ッ
プ
の
寓
話
は
、
主
人
公
な
ど
は
変
え
ら
れ
て
百
姓
、
動
物
な
ど
に
な
っ

て
よ
い
と
す
る
と
、
持
ち
物
の
ラ
ブ
ド
ス
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
ち
主
に
よ
っ
て
様

相
を
変
容
さ
せ
て
ゆ
く
可
能
性
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ブ
ド
ス
を
持
つ
人
が
百

　
　
　
毛
利
元
就
の
三
本
の
矢
の
話
　
（
岩
下
紀
之
）

姓
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
単
な
る
棒
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
棒
は
持
ち
主
し

だ
い
で
畏
る
べ
き
呪
力
を
発
し
得
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
矢
が
戦
士

に
と
っ
て
特
別
の
霊
力
を
そ
な
え
て
い
た
た
め
に
、
一
連
の
阿
射
、
ア
ラ
ン
・
コ

ア
夫
人
と
い
う
よ
う
な
人
々
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
と
関
連
性
が
浮
ん
で
く
る
と
思

わ
れ
る
。
要
す
る
に
バ
プ
リ
オ
ス
の
段
階
で
の
こ
の
話
は
、
毛
利
元
就
の
話
に
一

層
近
づ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

五

　
最
近
公
刊
さ
れ
た
プ
ル
タ
ル
コ
ス
「
饒
舌
に
つ
い
て
」
か
ら
一
文
を
引
用
し
て

み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
ニ

　
　
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
の
王
ス
キ
ル
ロ
ス
は
八
〇
人
の
息
子
を
遺
し
た
が
、
死
に

　
　
臨
ん
で
、
槍
を
束
ね
て
持
っ
て
こ
い
と
言
い
、
息
子
た
ち
に
こ
の
槍
を
束
の

　
　
ま
ま
折
れ
と
命
じ
た
。
息
子
た
ち
が
あ
き
ら
め
る
と
、
王
自
身
が
槍
を
一
本

　
　
一
本
引
き
抜
い
て
、
や
す
や
す
と
全
部
折
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
て
王
は
、

　
　
息
子
た
ち
が
互
い
に
協
調
し
一
致
す
れ
ば
強
く
不
敗
た
り
得
る
が
、
ば
ら
ば

　
　
ら
に
な
れ
ば
弱
く
不
安
定
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岩
波
文
庫
、
柳
沼
重
剛
訳
）

こ
れ
も
毛
利
元
就
の
矢
の
話
と
よ
く
似
て
い
る
。
現
に
訳
者
の
柳
沼
氏
は
訳
注
で

元
就
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
槍
を
折
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
か
ら
見
る
と
随

分
妙
な
話
で
、
一
本
で
も
容
易
に
折
れ
そ
う
も
な
い
。
し
か
し
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で

は
、
槍
は
ま
ず
第
一
に
投
げ
る
物
、
飛
道
具
で
あ
っ
た
。
「
イ
ー
リ
ア
ス
」
の
戦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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闘
場
面
に
い
く
ら
で
も
出
て
く
る
が
、
一
例
を
引
い
て
お
こ
う
。
第
五
巻
六
＝

　
　
テ
ラ
モ
ー
ン
の
子
の
大
ア
イ
ア
ー
ス
が
憐
れ
と
思
っ
て
、
す
ぐ
そ
の
か
た
わ

　
　
ら
に
い
っ
て
立
ち
添
い
、
輝
く
槍
を
投
げ
つ
け
て
、
セ
ラ
ゴ
ス
の
息
子
ア
ン

　
　
ピ
オ
ス
に
打
ち
当
て
た
。

し
た
が
っ
て
、
加
藤
清
正
の
槍
と
は
違
っ
て
、
軽
く
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
折
れ

や
す
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
こ
に
言
う
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
「
歴
史
」

第
四
巻
の
全
部
が
、
こ
の
民
族
の
記
述
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
だ
い
た
い
里
…
海
の

北
方
に
居
住
す
る
騎
馬
民
族
で
、
ペ
ル
シ
ャ
人
と
も
ギ
リ
シ
ャ
人
と
も
接
触
が

あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
出
て
く
る
ス
キ
ル
ロ
ス
な
る
王
は
、
ス
ト
ラ
ボ
ン

の
地
理
書
七
・
四
・
三
に
記
事
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
ポ
ン
ト
ス
の
王
ミ
ト

リ
ダ
テ
ス
が
、
里
…
海
北
岸
の
都
市
ケ
ル
ソ
ネ
ソ
ス
市
の
保
護
者
と
な
っ
た
時
、
ス

キ
ル
ロ
ス
な
ら
び
に
そ
の
子
供
た
ち
と
戦
闘
を
ま
じ
え
た
。
そ
し
て
、
ス
キ
ル
ロ

ス
の
子
供
た
ち
と
い
う
の
は
、
ポ
セ
イ
ド
ニ
オ
ス
に
よ
れ
ば
五
〇
人
、
ア
ポ
ロ
ニ

デ
ス
に
よ
れ
ば
八
〇
人
あ
っ
た
」
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の

伝
承
と
八
〇
人
の
子
供
と
い
う
数
が
一
致
す
る
の
で
、
こ
の
二
つ
の
資
料
に
出
て

来
る
、
ス
キ
ル
ロ
ス
は
同
一
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ミ
ト
リ
ダ
テ
ス
王
は
著
名

な
人
物
で
、
生
存
年
代
は
紀
元
前
一
二
〇
～
六
三
年
と
判
明
し
て
お
り
、
ロ
ー
マ

の
将
軍
ポ
ン
ペ
イ
ウ
ス
と
戦
っ
た
人
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
交
戦
し
た
ス

キ
ル
ロ
ス
も
前
一
世
紀
前
半
の
人
で
あ
り
、
今
ま
で
に
引
用
し
た
さ
ま
ざ
ま
の

人
々
の
う
ち
で
最
古
の
人
物
で
あ
る
。
こ
の
話
を
伝
え
た
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
ト
ラ

ヤ
ヌ
ス
帝
頃
に
生
存
し
て
い
て
、
一
、
二
世
紀
の
人
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ニ

　
ス
キ
ル
ロ
ス
の
逸
話
に
よ
っ
て
、
本
稿
の
結
論
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で

あ
る
。
イ
ソ
ッ
プ
と
ス
キ
ル
ロ
ス
の
間
に
何
か
の
つ
な
が
り
が
あ
る
か
ど
う
か
を

証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
と
ギ
リ
シ
ャ

人
と
は
隣
り
合
っ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
話
を
書
き
残
し
た
、
バ
ブ
リ
オ
ス
と
プ

ル
タ
ル
コ
ス
は
共
に
一
、
二
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
語
圏
に
属
す
る
知
識
人
で
あ
る
。

両
話
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
実
に
魅
力
的
な
こ
と
で
あ
る
。

　
一
方
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
が
北
方
の
遊
牧
騎
馬
民
族
で
あ
り
、
中
央
ア
ジ
ア
を
疾

駆
し
て
い
た
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
み
る
。
す
る
と
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
中
央

乾
燥
地
帯
は
あ
の
広
大
な
空
間
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
に
交
通
路
が
開
け
て
い
た

こ
と
を
す
ぐ
に
思
い
出
す
の
で
あ
る
。
中
国
史
料
に
あ
ら
わ
れ
る
旬
奴
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
出
現
し
た
フ
ン
族
と
関
係
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
こ
の
よ
う
な
学
説
の

存
在
自
体
、
交
通
路
の
連
続
性
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
数
多
く
の
ト
ル
コ
系

民
族
の
分
布
、
仏
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
の
伝
播
、
こ
う
い
う
道
を
こ
の
話
も
通
っ
て

い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
一
世
紀
の
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
の
話
、

五
世
紀
の
吐
谷
渾
の
話
、
ま
た
後
の
モ
ン
ゴ
ル
の
話
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
あ
る

個
人
の
遺
誠
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
主
人
公
と
、
話
を
書
き
と
め
た
記
者
と

の
距
離
が
か
な
り
遠
い
こ
と
ま
で
も
似
か
よ
っ
て
い
る
。
ス
キ
ル
ロ
ス
と
プ
ル
タ

ル
コ
ス
、
阿
射
と
「
魏
書
」
の
撰
者
、
ア
ラ
ン
・
コ
ア
と
「
モ
ン
ゴ
ル
秘
史
」
、

時
代
が
百
年
以
上
も
違
い
、
民
族
ま
で
異
な
っ
た
り
し
て
い
る
。

　
け
れ
ど
も
、
史
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
距
離
の
説
話
の
伝
播
の
可
能
性
こ
そ
が
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。
英
雄
達
は

死
に
絶
え
る
。
蓋
世
の
英
雄
達
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
ス
キ
ル
ロ
ス
、
阿
射
等
を
、
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今
知
る
人
が
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
霊
力
の
あ
る
武
器
に
託
し
て
遺
誠
を
述
べ
る

と
い
う
説
話
は
、
主
人
公
を
取
り
変
え
な
が
ら
生
き
残
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
イ

ソ
ッ
プ
の
寓
話
は
、
そ
れ
自
体
の
伝
承
の
過
程
で
自
ら
を
変
形
し
つ
つ
、
百
姓
と

子
供
、
と
い
う
形
で
固
定
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
原
型
は
、
よ
り
毛
利
元
就
の

説
話
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
段
階
で
ス
キ
ュ
テ
ィ
ア
人
ス
キ

ル
ロ
ス
の
話
と
の
関
連
が
あ
る
い
は
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
活
躍
し
た
時
代
に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
の
宣
教
師
た

ち
に
よ
っ
て
海
路
は
る
ば
る
日
本
に
運
ば
れ
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
日
本
語
に
ま

で
翻
訳
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
同
じ
話
が
、
一
方
は
陸
路
を
通

り
、
も
う
一
方
は
海
路
を
運
ば
れ
、
極
東
の
こ
の
日
本
の
地
に
お
い
て
毛
利
元
就

の
話
と
し
て
脚
色
さ
れ
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
教
訓
話
と
な
っ
た
と
す
る
想
定
に

は
、
胸
を
躍
ら
せ
る
も
の
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
注

（
1
）
　
小
学
中
等
科
読
本
巻
ノ
一
（
明
治
十
六
年
）
帝
国
読
本
巻
之
五
（
明
治
二
十
六
年
）

　
等
に
見
え
る
。

（
2
）
　
新
村
出
「
文
禄
旧
訳
伊
曽
保
物
語
」
附
録
（
新
村
出
全
集
第
七
巻
所
収
）
に
引
く
、

　
辻
善
之
助
の
指
示
。

（
3
）
　
引
用
文
は
中
公
新
書
「
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
」
凹
ペ
ー
ジ
か
ら
凶
ペ
ー
ジ
。
南
方
の
原

　
文
は
「
南
方
能
…
楠
全
集
3
」
所
収
。
論
文
名
「
「
大
日
本
時
代
史
」
に
載
す
る
古
話
三

　
則
」

（
4
）
　
「
大
正
大
蔵
経
」
第
四
巻
本
縁
部
下
、
綴
ペ
ー
ジ
下
欄
。
な
お
次
に
言
う
「
雑
宝
蔵

　
経
」
も
同
巻
仰
ペ
ー
ジ
下
欄
に
当
該
文
あ
り
。

（
5
）
　
注
（
2
）
に
同
じ
。
こ
の
引
用
文
は
捌
ペ
ー
ジ
。

毛
利
元
就
の
三
本
の
矢
の
話
　
（
岩
下
紀
之
〉

（
6
）
　
「
太
平
御
覧
」
明
萬
暦
元
年
刊
本
は
、
「
十
六
国
春
秋
」
と
改
訂
し
て
い
る
。
現
代
の
、

　
宋
刊
本
に
基
づ
く
影
印
本
は
「
三
十
国
春
秋
」
で
、
「
淵
鑑
類
函
」
は
宋
刊
本
を
利
用

　
　
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
　
原
文
は

　
　
Ω
＜
⇒
O
e
笥
m
O
く
ゴ
O
ε
の

（
8
）
　
原
文
は

　
　
無
㌃
司
o
彩
合
言
c
子
昌
目
、
昏
己
⇔
＾
ぎ
言
，
ξ
日
エ
勢
く
－
－
〔

　
合
く
窒
∩
㌃
∫
d
昆
吟
ひ
。
昆
g
×
E
旨
≦
e
◎
≦
＾
お
含
而
ε
撃

（
9
）
　
原
文
は

　
　
〉
障
昏
O
警
堅
ひ
e
惹
く
司
m
×
9
否
×
自
o
＜
’
《
邑
詳
×
。
警
e
弓
∈
ぺ
c

　
　
合
言
ε
自
己
ミ
ご
日
§
昆
曾
8
丁
・
箒
◎
＜
ぽ
C
く
≦
°

　
　
9
ひ
仲
忠
∂
＜
鳥
く
爪
×
o
＜
×
喜
ρ
江
の
S
ε
≦
ブ
g
e
（
×
＾
お
g

　
　
×
9
念
盲
ρ
昆
司
君
≦
邑
の
⊃
＜
m
§
而
σ
o
伯
＾
忘
尋
9
0
c
の
ロ
ひ
⇔
°

（
1
0
）
　
二
節
と
四
節
の
原
文
は
、

　
　
．
．
ひ
穿
・
。
＜
ひ
仲
合
昌
×
ぶ
ε
ぬ
↓
〔
回
。
⇔
H
O
ぴ
2
参
帥
く
己
8
m
ε
〔
⑳
。
三
ひ
影
m
［
自
く

　
　
、
ま
蓉
。
の
゜
フ
：
×
9
・
。
官
・
・
＜
×
8
5
の
昌
8
の
≧
ε
ご
⑳
ヨ
ピ
P
8
ぐ
。
＜
叶
身
く
×
鵬
8
c
さ
～

　
　
伽
ヨ
言
O
o
O
d
⊃
の
×
8
き
己
．
鍵
曇
≦
の
。
■
ニ
ヨ
×
ト
・
■
c
伽
a
而
〆
怠
日
二
詩
×
■
×
。
ご
輻
さ
～

　
　
伽
言
儒
目
o
客
言
o
の
警
昌
×
g
O
↑
合
叶
c
ρ
＝

　
　
な
お
他
に
、
「
詩
篇
」
二
三
篇
四
節
と
四
五
篇
六
節
参
照
。

二
三
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