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雲

間

雑

蒙
古
大
同
に
於
い
て
今
夏
併
教
櫨
鷲
曾
'講
演
曾
が
行
は
れ
､

f

雪
間
石
瑞
に
於
S
て
同
時
に
大
法
要
が
行
は
れ
る
こ
と
1
な

り
'
そ
の
資
料
な
ど
を
携

へ
て
現
華
に
着
い
た
の
は
七
月
七
日

の
朝
で
'
催
し
は
丁
度
そ
の
日
か
ら
十
日
間
に
わ
た
っ
て
行
は

れ
る
こ
と
1
な
っ
て
ゐ
た
｡

大
同
の
筒
の
戸
毎
に
は
今
度
の
催
し
に
封
す
る
慶
祝
の
装
飾

が
賑
や
か
で
､
定
期
の
石
講
専
行
の
バ
ス
は
現
地
の
人
々
で
趨

浦
且
で
あ
っ
た
｡
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
も
出
し
た
が
乗
-
き
れ
ぬ
有

＼

様
で
'
土
地
の
人
々
に
も
悦
ば
れ
て
ゐ
る
さ
ま
を
知
っ
た
｡

大
同
の
盆
地
を
酉
走
し
雲
岡
の
台
地
に
入
っ
て
､
東
西
に
連

る
二
つ
の
丘
の
問
を
武
州
川
に
沿
っ
て
な
ほ
も
西

へ
行
け
ば
ヽ

丘
が
つ
き
て
川
が
曲
る
と
こ
ろ
に
石
瑞
寺
は
在
る
｡

川
の
北
側
に
あ
る
丘
の
裾
は
崖
に
き
ち
れ
て
西
か
ら
東

へ
と

腰
S
て
ゐ
る
｡
丘
の
高
さ
を
百
五
十
米
と
す
れ
ば
育
米
ほ
ど
の

八
/

木

正

治

確
壁
が
白
-
風
化
し
た
砂
岩
の
両
を
露
出
し
て
ゐ
る
｡
そ
れ
に

寄
り
そ
っ
て
碧
瓦
で
葺
い
た
糾
唐
様
が
あ
り
､
そ
れ
に
つ
ゞ
い

た
数
棟
の
建
物
と
､
そ
れ
ら
を
と
わ
阻
ん
だ
蟹
と
門
が
あ
る
｡

こ
.の
建
物
の
東
に
も
､酉
に
も
洞
窟
や
俳
麗
は
つ
ゞ
い
て
ゐ
藩
｡

前
の
河
原
に
は
幾
十
本
か
の
楊
樹
が
並
び
立
ち
､
そ
の
下
に

泥
造
り
の
柑
家
が
わ
づ
か
に
連
る
｡
見
た
と
こ
ろ
殆
ん
ど
す
べ

て
黄
土
色
の
風
景
で
あ
る
｡

は
じ
め
て
寺
門
を
く
ゞ
を
と
き
'
内
地
の
大
和
の
寺
々
な
ど

に
較
べ
て
簡
し
い
こ
～
の
建
築
に
倍
し
-
思
っ
た
が
､
な
が
-

荒
厳
碇
ま
か
さ
れ
て
ゐ
た
ゆ
ゑ
無
理
は
な
い
.

寺
に
は
先
着
の
水
野
清

一
'権
田
我
秋
の
両
氏
が
を
ら
れ
た
｡

二
人
は
第
五
洞
第
六
洞
の
苗
に
建
て
ら
れ
た
四
唐
様
の
前
の
中

i

庭
に
画
し
た
厨
房
に
つ
ゞ
-
部
屋
に
泊
っ
て
ゐ
ら
れ
た
｡

部
屋
は
坑
と
土
間
と
か
ら
な
る
十
二
三
坪
の
簡
略
な
も
の
で
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あ
っ
た
｡部
屋
の
南
窓
を
明
け
る
と
雲
間
の
相
生
濃
が
見
え
た
O

蒙
と
樹
と
河
原
､
明
代
に
田
雅
た
城
壁
や
城
門
の
牛
壊
の
壷
な

ど
が
見
え
､
川
を
越
し
た
封
岸
も
見
え
た
.
向
ふ
は
や
は
り
こ

ち
ら
と
同
じ
位
の
高
さ
に
起
伏
し
て
連
る
丘
で
､
西
か
ら
東

へ

1
常
の
草
原
と
な
っ
て
つ
ゞ
い
て
ゐ
る
.
所
々
に
峰
台
の
あ
と

が
見
え
る
ば
か
り
で
あ
る
o
こ
･･
か
ら
は
兜
年
来
石
器
や
土
器

が
採
集
さ
れ
て
ゐ
る
｡
こ
の
地
は
高
原
と
な
つ
て
を
る
た
め
北

.

京
の
暑
熱
は
な
い
O′
今
年
は
雨
が
多
-
て
殊
に
涼
し
-
'
時
に

は
寒
さ
を
覚
え
を
日
さ
へ
あ
っ
た
.
夏
春
秋
の
雑
草
が
同
時
に
喚

い
て
ゐ
た
｡

×

今
年
の
法
曹
の
期
間
は
天
候
に
凄
ま
れ
な
か
つ
た
に
も
係
ら

ず
老
幼
男
女
は
遠
近
よ
-
衆
っ
た
.
天
津
､
北
京
､
張
家
口
'

厚
和
な
ど
か
ら
も
､
ま
た
大
同
や
附
近
の
村
々
か
ら
も
'
自
動

軍
馬
串
徒
歩
で
参
集
し
た
｡

近
邑

へ
嫁
し
た
相
の
娘
達
や
こ
･1

の
村
の
人
達
で
さ
へ
も
が
晴
衣
を
着
飾
っ
て
洞
窟
にl
詣
で
た
O

洞
瑞
の
苑
の
草
原
や
河
原
の
魔
場
赦
ど
こ
れ
ら
の
人
々
で
埋
め

ら
れ
た
｡
内
地
人
も
あ
つ
た
が
現
地
の
人
達
が
多
-
'
そ
の
服

色
は
報
っ
て
美
し
か
っ
た
｡
村
に
姓
天
幕
が
張
ら
れ
て
宿
泊
す

る
人
も
あ
っ
た
｡
河
原
に
親
ま
れ
た
舞
茎
の
歌
舞
の
色
彩
と
膏

曲
に
群
衆
は
集
め
ら
れ
~
見
世
物
~
賭
け
事
'
飲
食
店
､
ざ
ま

IF
ま
な
物
昏
店
な
ど
市
日
の
や
う
に
並
ん
だ
O
大
同
と
雲
間
と

の
間
の
競
走
､
競
馬
､
自
韓
革
競
技
な
ど
も
人
束
を
加

へ
た
｡

洞
瑞
で
も
香
は
焚
か
れ
鉦
は
鳴
ら
さ
れ
て
､
本
尊
の
繭
に
脆
坐

し
ーて
三
井
九
拝
す
る
純
朴
な
人
々
も
多
か
サ
た
p

k)
の
人
出
と
雑
踏
と
は
大
域
腔
の
入
山
式
と
洗
骨
の
所
願
祭

と
が
併
せ
行
は
れ
た
十
五
日
に
最
高
潮
に
達
し
た
｡

そ
の
日
は

折
よ
-
晴
天
に
恵
ま
れ
て
特
に
参
詣
の
人
.々
は
多
つ
た
｡
､顧
衆

の
な

か
を
日
豪
文
の
伶
侶
連
は
銘
へ々
の
僧
服
を
つ
け
て
経
を
捧

げ
蒙
古
楽
に
合
せ
て
山
門
よ
り
第
六
洞
の
前
室

へ
と
進
ん
だ
｡

i.

経
が
式
壇
に
供

へ
ら
れ

1
心
き
り
の
奏
楽
と
詩
経
が
あ
っ
て
､

臥
豪
文
の
櫓
侶
､
蒙
古
政
府
主
席
徳
王
代
理
､大
同
軍
部
像
長
､

木
下
杢
太
郎
氏
な
ど
人
々
の
式
辞
や
焼
香
が
あ
っ
た
､
北
魂
五

帝
並
び
に
曇
曜
の
追
悼
'
戦
役
皇
軍
将
兵
の
追
悼
､
併
せ
て
大

東
訳
戦
勝
所
願
'
蒙
古
自
治
邦
隆
昌
所
願
な
ど
が
勤
修
せ
ら
れ

た
｡

一
方
中
庭
や
ゴ

十
洞
の
露
備
前
の
焼
場
で
は
蒙
古
舞
楽

｢
打
鬼
｣
が
演
ぜ
ら
れ
た
｡
黄
赤
線
な
ど
原
色
に
綾
ら
れ
た
服

装
に
狗
や
鬼
の
面
を
つ
け
て
蒙
古
栗
に
合
せ
た
素
朴
な
廟
で
あ

る
O

寺
に
泊
り
こ
ん
だ
北
京
放
選
局
の
人
々
は
こ
れ
ち
の
錬
菅

に
性
し
か
っ
た
｡
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(

×

7
万
大
同
の
衛
で
は
華
厳
寺
の
境
内
に
件
数
に
陶
す
る
寛
虞

や
薗
版
を
陳
べ
て
'
沸
教
の
歴
史
と
そ
の
遺
鏡
を
示
し
'
同
時

に
林
産
明
'
塚
本
善
隆
'
水
野
清

二

木
下
杢
太
郎
の
諸
氏
の

併
教
に
関
す
る
講
演
が
な
さ
れ
て
一
般
に
少
か
ら
ぬ
感
銘
を
輿

へ
た
｡

×

今
度
の
催
物
を
通
じ
て
こ
れ
を
斬
れ
ば
'
現
地
の
人
達
に
抄

か
ら
ぬ
慰
籍
を
輿
へ
た
の
み
に
は
止
ら
ず
'
沸
教
が
過
去
に
於

い
て
は
東
熊
諸
民
族
に
底
-
斉
し
-
信
仰
さ
れ
た
こ
と
1
'
そ

れ
に
ょ
つ
て
現
在
に
於
い
て
も
な
は
各
民
族
は
そ
の
文
化
に
何

等
か
の
有
縁
な
共
通
性
を
残
し
て
ゐ
る
こ
と
を
､今
度
の
展
観
､

講
演
'
式
典
に
よ
っ
て
人
々
に
教
へ
憎
ら
し
め
た
こ
と
は
､
た

と
払
そ
れ
が
晴
々
の
裸
に
無
意
識
に
人
々
の
心
に
頼
ゑ
ら
れ
た

と
し
て
も
民
族
相
互
の
融
和
に
貢
献
す
る
と
こ
ろ
は
抄
-
あ
る

ま
い
｡
今
や
東
亜
の
諸
民
族
が
軍
に
政
治
的
経
済
的
の
み
で
な

-
文
化
的
或
は
思
想
的
に
粕
結
ば
れ
ね
は
な
ら
ぬ
時
に
あ
た

り
､
而
も
か
1

る
文
化
工
作
が
閑
却
さ
れ
遅
れ
が
ち
の
際
に
'

こ
の
盛
事
を
み
た
こ

と
を
慶
ぶ
と
と
も
に
､
東
亜
の
最
も
南
に

蓉
挿
し
た
JJ
の
宗
教
と
聾
術
と
が
北
方
の
民
族
意
慾
と
結
ば
れ

て
最
も
偉
大
な
葦
を
生
の
ら
し
'
東
方
の
各
民
族
に
俸
播
す
る

根
股
の
地
と
な
っ
た
大
同
雲
間
の
地
に
於
い
て
特
に
催
さ
れ
た

こ
と
に
意
義
深
い
の
を
想
っ
た
｡

×

″
迭
要
が
済
む
と
雪
間
で
は
､
峯
ゆ
-
雲
'
草
食
ふ
家
畜
､
う

つ
か
ゆ
-
騒
ぎ
し
の
ほ
か
動
-
庵
の
も
な
-
､ま
た
村
の
子
供
･.

洞
窟
の
山
鳩
､
流
れ
る
水
や
風
の
ほ
か
塘
ゆ
る
晋
も
な
-
淋
し

い
日
が
璃
い
た
O

日
毎
に
バ
ス
が
運
ぶ
遊
鷺
客
は

一
二
時
間
の

慌
し
い
見
物
に
掃
っ
て
街
-
｡
こ
の
静
寂
の
雲
附
に
滞
っ
て
'

京
都
東
方
文
化
研
究
所
が
五
ヶ
年
に
わ
た
り
堰
壇
し
っ
1
あ
る

聖
的
右
記
調
密
の
計
測
を
手
樽
ひ
っ
1

'
石
俳
の
郡
像
の
な
か

に
起
き
臥
し
'
歩
き
悪
ひ
っ
1

月
除
を
過
し
た
が
'
こ
･J

の
彫
･

刻
の
質
と
量
と
に
較
べ
れ
ぼ
な
ほ
足
り
な
い
の
を
感
じ
る
.

東
か
ら
西

へ
二
軒
に
も
わ
た
っ
て
断
簡
す
る
丘
に
並
ん
だ
瑞

や
轟
は
数
多
-
.I,

蜂
の
奥
の
や
う
に
山
を
く
-
放
い
て
ゐ
る
.

六
丈
に
も
鎗
る
大
体
か
ら
二
三
寸
の
小
像
に
及
ん
で
数
限
り
な

い
多
-
の
解
像
は
'
は
じ
め
は
殆
ん
ど
同

一
形
式
の
繰
り
返

へ

し
と
思
は
れ
た
が
'
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
次
第
に
そ
の
間
の
差

異
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
っ
た
｡
初
期
の
曇
曜
五
籍

(第
十

六
洞
よ
り
第
二
十
桐
ま
で
)
か
ら
､
そ
れ
に
療
S
て
造
ら
れ
て
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顔
の
表
楠
や
衣
紋
さ
て
は
兼
の
撞
遇
な
ど
次
男
に
支
郵
ら
し
-

な
っ
て
雲
間
末
期
に
は
龍
門
様
式
に
う
つ
り
ゆ
-
壁
逮
の
み
な

ら
ず
､
時
を
同
-
し
て
着
工
さ
れ
た
と
思
は
れ
る
忠
昭
五
討
相

克
間
の
棚
蓬
､
或
は

一
つ
の
洞
鞘
内
の
群
像
の
冊
に
見
る
差
異

な
ど
が
少
し
-
判
る
や
う
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
が
判
る

や
う
に
な
る
に
つ
れ
て
益
々
私
の
心
を
牽
い
た
の
は
曇
曜
九
瑞

で
あ
り
'
そ
.の
う
ち
に
も
第
二
十
洞
'
第
十
九
洞
'
第
十
八
洞

で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
造
っ
た
美
し
さ
に
美
し
い
O

二
十
洞
は
前
壁
が
崩
壊
し
て
露
出
俳
と
な
っ
た
が
､
こ
の
たI

め
に
観
賞
は
容
易
と
な
っ
て
ゐ
る
o
烈
し
い
夏
の
陽
光
を
浴
び

た
坐
像
は
陰
影
が
-
つ
き
り
と
し
て
'
そ
の
面
や
線
の
碩
妙
な

銃
さ
が
よ
-
浮
び
Lで
て
資
に
立
沢
で
あ
る
｡
雲
附
を
通
じ
て
'

こ
の
像
ほ
ど
表
情
に
性
格
の
著
し
い
の
は
比
類
な
-
､戯
い
額
､

秀
で
た
LE
員
'
強
-
筋
の
と
捻
っ
た
鼻
､
迂
し
い
口
か
ら
顎
に

か
け
て
の
肉
附
け
'
長
S
.耳
な
ど
'
そ
の
叡
智
は
無
敵
で
あ
り
'

そ
の
慈
悲
は
無
濠
で
あ
っ
て
､
貧
.に
雄
偉
俊
遇
な
尊
紋
で
あ
′る
｡

こ
れ
に
封
し
て
十
九
洞
の
本
尊
は
山
の
や
う
に
重
々
し
く
､
そ

の
頑
丈
な
肉
附
け
と
格
が
ぬ
静
坐
の
貴
感
は
賓
に
も
の
凄
い
｡

肩
か
ら
胸

へ
腹

へ
と
ヽ
逗
ま
し
い
肉
附
け
の
盛
り
あ
が
っ
た
表

面
に
さ
1

や
か
に
美
し
い
垂
鹿
の
線
棟
と
な
っ
て
下
る
衣
紋
の

緑
は
左
右
に
湛
-
張
っ
て
組
ま
れ
た
両
脚

へ
水
平
に
流
れ
去
る

ほ
か
に
は
動
き
も
な
-
､
不
動
の
剛
批
さ
は
限
-
な
く
搾
く
速

い
｡こ

れ
ら
二
像
は
雲
間
を
通
じ
た
傑
作
と
思
は
れ
る
が
､
華
や

ヽ

か
に
明
る
-
動
き
に
み
ち
た
像
が
､
静
か
に
暗
-
格
が
ぬ
像
と

互
に
相
並
ん
だ
の
は
､
造
像
の
常
時
各
上
の
作
者
の
偶
桃
の
野

球
さ
れ
た
も
の
か
或
は
計
測
的
に
構
想
さ
れ
た
も
の
か
は
判
ら

ぬ
が
'
各
上
異
る
性
格
を
示
し
っ
1
互
に
粕
譲
ら
ぬ
迫
力
と
充

嘗
を
示
し
て
ゐ
て
'
薮
術
の
高

さ
や
探
さ
の
ほ
か
に
境
地
の
焼

き
を
感
じ
る
｡

吏
に
こ
れ
に
隣
し
て
十
八
洞
が
あ
る
が
､
そ
の
本
尊
は
素
顔

と
も
見
え
る
塊
椎
な
食
客
で
'
萌
の
二
像
が
各

1̂
明
暗
に
激
し

い
迫
力
を
示
す
の
に
比
べ
て
､
こ
れ
は
無
心
'
放
心
に
も
薄
い

東
棟
さ
に
立
っ
て
､
清
純
な
穏
か
さ
の
う
ち
に
探
い
親
し
み
を

溝

へ
て
ゐ
る
｡

そ
し
て
'
こ
れ
ら
の
綱
紀
の
構
造
も
'
二
十
洞
の
明
る
く
輝

い
て
動
き
､
十
九
洞
の
飾
寡
-
捉
-
曙
-
沈
ん
だ
の
に
封
し
て
､

十
八
洞
は
両
脇
尊
が
粛
然
と
相
封
望
且
ち
簡
内
の
狭
く
慎
ま
し

い
静
か
さ
に
整
っ
て
ゐ
る
な
ど
各
本
尊
の
様
子
と
ま
.こ
と
に
よ

-
調
和
し
'
そ
れ
ら
の
性
格
を
詣
内
に
溢
ら
す
の
に
役
立
っ
て

ラ
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ゐ
る
や
う
に
見
え
る
｡

､

こ
れ
ら
の
像
と
そ
の
籍
の
完
成
の
大
き
さ
は
記
念
碑
的
で
あ

っ
て
'
東
洋
の
歴
史
を
通
じ
て
そ
の
比
を
見
な
い
の
み
か
､
世

界
の
各
地
に
も
稀
れ
で
あ
ら
う
.

曇
暇
の
五
艶
に
は
曾
っ
て
こ

土
の
相
の
家
が
つ
ゞ
S
て
ゐ
た
が
､
そ
れ
が
た
め
に
盗
掘
の
難

を
免
れ
た
ら
し
-
t
t
の
鮎
で
は
こ
1
の
村
人
達
は
こ
I

の
傑

作
の
保
存
に
役
立

つ
所
は
少
-
な
か
っ
た
.
今
こ
れ
ら
は
練
べ

て
取
り
排
は
れ
て
､
前
に
は
廉
い
原
が
出
来
て
'
こ
1

か
ら
は

五
荒
が

1
と
日
に
見
渡
さ
れ
る
が
､
ね
に
肝
観
で
あ
る
.
雄
大

で
あ
り
､
厳
粛
で
あ
り
､
静
穏
で
あ
る
｡

.

こ
れ
ら
の
傑
出
し
た
作
品
に
校
べ
る
と
'
造
像
の
年
次
が
降

る
に
つ
れ
て
次
第
に
人
間
味
が
加
は
る
.
そ
の
内
腰
に
も
､
そ

の
表
情
に
も
穿
寛
の
面
白
さ
が
ま
し
て
装
飾
も
多
-
な
る
｡

し

か
し
'
そ
れ
に
つ
れ
'
厳
粛
峯
尚
さ
､
静
寂
な
遠
さ
､
神
秘
な

深
さ
を
失
ふ
O
曇
曜
五
箇
に
丸
い
で
開
窟
さ
れ
た
と
思
は
れ
る

七
八
洞
は
過
渡
期
を
示
し
て
ゐ
る
｡
横
門
の
壁
面
や
､
内
室
南

壁
に
あ
る
六
美
人
像
な
ど
の
構
図
は
動
き
が
あ
っ
て
面
白
い
.

肉
附
は
豊
満
で
あ
る
が
な
ほ
厳
粛
さ
を
と
ゞ
め
､
.マ
イ
ヨ
-
ル

i+▲■-･1

や
デ
ス
ビ
オ
な
ど
に
似
た
生

々

し
さ
を
法

へ
て
ゐ
る
｡
造
像
の

簸
巧
が
自
由
と
な
っ
て
些
一し
の
不
安
や
伝
仙託
も
な
い
O

攻
に
五
六
洞
か
ら
五
華
洞
､
東
端
西
端
の
諸
瑞
に
及
ぶ
に
従

ひ
造
像
形
式
は
次
第
に
定
っ
て
'
よ
が
以
前
に
洗
文
化
が
示
し

た
思
想
や
造
型
が
多
分
に
睦
み
こ
ん
で
ゐ
み
の
を
見
る
.

か
-
て
雲
間
の
造
像
を
通
.じ
て
見
る
と
き
に
は
､
な
ほ
砲
門

な
ど
こ
れ
に
つ
ゞ
-
も
の
と
は
明
か
な
差
異
を
示
し
'
雲
間
的

な

1
つ
の
型
式
と
精
油
の
特
徴
を
持
っ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
は
親
じ

て
明
朗
で
あ
り
豊
満
で
あ
り
､
ゆ
た
か
に
生
気
の
粘
っ
た
健
康

な
肉
鰻
に
見
ら
る
1
力
と
美
と
の
嘗
感
を
侍

へ
る
と
と
も
に
､

精
沖
的
な
崇
高

な
品
格
を
そ
な

へ
て
ゐ
る
｡
そ
れ
は
健
全
な
内

腔
と
高
揚
さ
れ
た
精
神
と
の
完
全
な
調
和
で
あ
っ
て
､
こ
1
に

ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
と
等
し
い
完
全
さ
を
示
し
て
〟'
鷺
に
爽
か
で
あ

る
.
た
ゞ

ギ
リ
シ
ャ
は
ま
す
-

そ
の
造
型
に
富
貴
性
を
求
め

て
理
知
的
な
静
展
を
示
し
た
が
､
こ
1
で
は
観
念
的
'
象
徴
的

な
両
が
よ
り
著
し
-
な
っ
た
｡
こ
の
鮎
で
は
ゴ
シ
ッ
ク
の
そ
れ

ら
と
は
多
-
の
類
似
を
持
つ
が
'
雪
間
の
も
の
は
明
る
-
､
ゆ

た
か
に
'
園
ろ
か
で
あ
る
｡
よ
り
近
代
的
な
感
覚
を
持
ち
t
よ

り
古
典
的
な
形
式
に
整

っ

て
ゐ
る
.
こ
の
意
味
で
雪
組
t:苗
代

エ
ヂ
プ
ト
'
ギ
リ
シ
ャ
の
も
の
に
も
､
同
時
に
近
代
フ
う
ン
ス

の
も
の
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
を
持
つ
｡
塵
陀
羅
塾
術
の
源
で
あ

る
後
期
ギ
サ
シ
ャ
と
も
鰯
聯
を
も
つ
JJ
と
壮
勿
論
で
あ
る
が
､

∵ 52-
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何
言
わ
も
近
い
と
思
は
れ
る
の
は
ネ
オ
ク
ラ
シ
ッ
ク
昔
時
の
ピ

カ
ソ
の
作
品
で
あ
る
｡近
代
の
寛
貧
と
苗
代
の
構
成
と
を
結
び
､

軍
縮
雄
勤
な
両
の
鬼
理
に
ょ
つ
て
大
き
な
量
感
を
表
現
し
た
､

健
康
そ
の
も
の
ゝ

や
う
な
多
-
の
婦
人
像
は
､
こ
1

の
彫
刻
に

著
⊥
い
類
似
を
も
つ
｡
そ
の
道
ま
し
い
野
性
も
と
も
に
等
し
い
｡

最
後
に
こ
1
の
諸
語
を
通
じ
て
思
ふ
こ
と
は
'
こ
れ
ら
を
完

威
し
た
民
族
の
計
り
知
れ
ぬ
大
き
な
力
で
あ
る
｡
僅
か
三
凶
十

年
の
間
に
こ
の
瀞
し
い
造
像
を
仕
上
げ
た
驚
-
可
き
精
力
と
､
ノ

山
を
次
か
ら
次

へ
と
同
じ
や
う
な
造
像
に
よ
っ
て
形
を
蟹

へ
て

了
ふ
ま
で
止
ま
な
い
執
鋤
な
根
気
と
に
は
溢
れ
を
感
す
る
ほ
か

は
な
い
｡
両
も
大
僻
か
ら
小
像
に
至
る
ま
で
総
べ
て
賛
し
-
坐

々
と
造
り
出
さ
れ
て
､
岩
で
あ
る
モ
と
を
疑
ふ
ば
か
り
に
爽
か

に
'
健
康
の
喜
び
に
あ
ふ
れ
明
る
い
莱
品
高
い
按
笑
を
浮
べ
て

-

生
き
て
ゐ
る
｡
こ
れ
は
工
人
連
の
巧
み
な
技
巧
は
さ
る
こ
と
乍

ら
'
こ
1

の
岩
質
が
う
ま
-
協
和
し
て
工
人
蓮
が
こ
1
の
岩
質

を
生
か
し
た
や
う
に
'
こ
1

の
岩
質
が
エ
人
達
を
援
け
た
と
こ

ろ
が
砂
-
な
い
｡
同
時
に
こ
れ
は
こ

1

の
景
色
と
も
調
和
し
､

こ
の
景
色
を
背
景
と
し
て
始
め
七

こ
れ
ら
の
野
性
是
ま
L
i
野

犬
溝
が
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
思
ふ
の
で
あ
る
.

い
ろ
-
～

の
軌
鮎
か
ら
眺
め
憩
ふ
と
き
'
こ
れ
ら
雲
附
の
諸

籍
の
作
品
は
限
り
な
S
間
瞳
を
提
供
し
て
'
壷
き
る
と
こ
ろ
か

i

な
い
｡

た
ゞ
､
こ
の
悦
ば
し
い
観
賞
に
あ
た
っ
て
'
少
か
ら
す
妨
げ

と
な
る
の
は
自
然
の
風
化
と
盗
掘
の
損
傷
と
'
後
世
の
補
修
と

で
あ
る
｡
風
化
と
盗
掘
の
あ
と
は
賓
に
痛
ま
し
い
が
'
補
修
の

観
賞
を
損
ふ
こ
と
も
そ
れ
に
劣
ら
な
い
｡
そ
の
俗
恵
な
塗
彩
と

成
形
が
こ
1

の
優
秀
な
作
品
と
粕
並
ん
で
存
在
す
る
こ
と
の
不

自
然
不
合
理
な
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
'
そ
の
被
覆
の
下
に

は
殆
ん
ど
完
全
な
原
形
が
美
し
い
岩
肌
と
形
と
で
準
り
こ
め
ら

れ
て
ゐ
る
こ
と
が
少
-
良
-
､
こ
の
場
合
な
ど
は
殊
に
補
修
の

不
適
首
も
甚
だ
し
い
の
せ
思
ふ
o
自
然
の
風
化
や
盗
掘
に
ょ
る

損
傷
は
も
早
や
如
何
と
も
復
薯
の
方
法
は
な
-
た
ゞ
､
将
乗
の

保
全
に
意
を
用
ふ
る
外
な
い
が
t
fJ
の
俗
患
な
補
形
や
捨
彩
だ

け
除
去
し
訂
正
す
る
と
と
の
み
に
よ
っ
て
も
雲
間
の
観
賞
は
ギ

れ
ほ
ど
豊
か
に
心
持
ち
よ
く
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
と
思
う
た
こ

と
は
幾
度
で
あ
っ
た
こ
と
か
｡

√

こ
､1
に
来
て
最
初
に
う
け
た
印
象
は
歴
嘘
の
い
た
ま
し
さ
で

あ
っ
た
.

そ
し
て
､
L
L
l
!
を
去
る
と
き
に
心
に
か
.1
る
の
は
保

存
の
問
態
で
あ
っ
た
｡
希
は
-
ば
と
の
名
故
の
保
証
が
将
釆
益

々
充
分
に
壷
さ
れ
ん
こ
と
を
望
ん
で
拙
稿
を
了
る

.0
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