
独
歩
に
お
げ
る
浪
漫
主
義

六
八

独
歩
に
巻
け
る
浪
漫
主
義

そ
の
二
元
的
構
造
に
つ
い
て

水
　
　
　
上

勲

　
「
我
等
が
選
ぶ
可
き
は
二
者
の
一
の
み
。
目
く
天
地
に
大
道
存
し
、
大
遣
は

神
よ
り
出
で
、
人
は
之
を
信
じ
て
、
愛
と
美
と
を
永
久
の
真
と
信
ず
る
こ
と
。

目
く
天
地
は
た
父
盲
動
の
暗
黒
の
み
、
人
は
愚
と
悪
と
の
肉
塊
の
み
、
…
…
。

此
二
者
の
み
、
光
若
く
ぱ
暗
。
さ
れ
ど
奇
怪
な
る
は
我
等
が
心
の
立
場
な
り
。

二
者
の
一
を
も
信
ず
る
能
は
ず
。
確
信
す
る
能
は
ず
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

　
独
歩
『
悪
魔
』
（
明
・
３
６
）
中
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
引
用
し
て
、
勝

本
清
一
郎
氏
は
、
　
『
座
談
会
　
明
治
文
学
史
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て

い
る
。
　
「
こ
の
懐
疑
次
ん
で
す
ね
。
こ
れ
が
独
歩
の
文
学
の
い
ち
ぱ
ん
の
主
題

だ
と
思
う
の
で
す
。
独
歩
の
文
学
は
結
局
、
独
歩
の
思
索
力
の
停
滞
の
上
に
成

立
し
て
い
る
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
の
停
滞
の
根
元
に
自
分
の
出
生
に
関
す
る
間

題
が
あ
る
わ
け
で
す
。
」

　
独
歩
の
文
章
に
度
々
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
二
元
的
分
裂
、
ま
た
は
「
懐
疑
」

に
、
独
歩
文
学
の
主
題
を
見
よ
う
と
す
る
勝
本
氏
の
意
見
に
は
賛
意
を
表
し
た

い
。
し
か
し
、
さ
ら
に
、
こ
こ
か
ら
出
生
の
間
題
を
か
ら
ま
せ
て
、
独
歩
の
思

索
力
の
停
滞
を
云
々
さ
れ
る
の
は
如
何
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
む
し
ろ
、
こ
の
独
歩
の
、
正
直
た
、
あ
り
の
ま
ま
の
告
白
（
む
ろ
ん
『
悪
魔
』

の
主
人
公
は
作
者
自
身
で
は
な
い
が
、
こ
の
思
想
そ
の
も
の
は
独
歩
自
身
の
も

の
に
他
な
ら
た
い
）
に
こ
そ
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
シ
ソ
セ
リ
テ
ィ
」
を
見
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
独
歩
の
語
っ
て
い
る
思
想
に
は
、
軽
々
に
見
す
ご
せ

た
い
本
質
的
な
問
題
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
。

　
独
歩
の
場
合
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人
は
「
地
上
感
染
の
衣
」
に

よ
っ
て
真
実
を
見
る
眼
が
お
お
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
慣
習
の
衣
を
ぬ
ぎ
す
て
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
の
天
地
間
に
直
接
己
れ
を
接
し
、
そ
こ
に
自
由
美
妙
神
聖
次

る
霊
的
存
在
を
実
感
し
、
　
「
神
、
自
然
、
人
性
」
を
一
貫
す
る
美
し
い
調
和
を



つ
く
り
だ
す
、
と
い
う
汎
神
的
基
督
教
的
た
理
想
主
義
が
強
く
存
在
し
て
い
た
。

こ
う
し
た
理
想
を
形
成
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
要
因
を
な
し
た
主
要
た
契
機

が
、
基
督
教
と
の
接
触
や
、
カ
ー
ラ
イ
ル
、
ワ
ー
ス
ワ
ー
ス
、
エ
マ
ー
ソ
ソ
な

ど
の
西
欧
文
学
か
ら
受
け
た
刺
激
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
独
歩

の
精
神
彩
成
の
記
録
た
る
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
を
一
読
す
れ
ぱ
、
独
歩
が
い
か

　
　
　
　
シ
ソ
セ
リ
テ
イ

に
真
剣
に
、
誠
実
に
、
こ
の
よ
う
た
理
想
主
義
的
浪
漫
精
神
を
確
立
し
よ
う
と

悪
戦
苦
闘
し
た
か
、
明
ら
か
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
、
こ
こ
で
独
歩
は
っ
い
に
そ
の
理
想
主
義
を
貫
き
え
な
か
っ
た
こ

と
を
、
お
の
ず
か
ら
告
白
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
熱
烈
に
「
神
」
を
信
じ
、
愛

や
美
や
自
由
を
望
み
な
が
ら
、
彼
は
一
方
で
ま
た
、
天
地
を
「
盲
動
暗
黒
」
と

み
る
冷
徹
な
知
的
現
実
的
判
断
を
否
定
し
き
れ
な
か
っ
た
。
中
途
半
端
と
い
え

ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
う
し
た
二
元
的
分
裂
、
動
揺
そ
れ
こ
そ
が
独
歩
の
内
面

の
実
相
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
分
裂
を
意
識
し
っ
っ
、
そ
の
統
一
と

調
和
を
は
か
り
た
い
、
と
い
う
の
が
、
独
歩
の
何
よ
り
も
最
大
の
願
望
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
独
歩
文
学
の
こ
の
よ
う
な
二
元
的
把
握
は
、
夙
に
様
々
た
人
々
に
１
よ
っ
て
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
芥
川
龍
之
介
の
次
の
文
は
、
や
は
り

　
　
　
　
　
　
　
＠

大
変
示
唆
的
で
あ
る
。

　
「
し
か
し
更
に
独
歩
を
見
れ
ば
、
彼
は
鋭
い
頭
脳
の
為
に
地
上
を
見
ず
に
は

ゐ
ら
れ
な
い
た
が
ら
、
や
は
り
柔
か
い
心
臓
の
為
に
天
上
を
見
ず
に
も
ゐ
ら
れ

　
　
　
　
　
独
歩
に
お
け
る
浪
漫
主
義

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

た
か
っ
た
。
　
（
中
略
）
自
然
主
義
者
も
人
道
主
義
者
も
独
歩
を
愛
し
た
の
は
偶

然
で
は
た
い
。
」
（
傍
点
筆
者
）
。

　
独
歩
文
学
を
正
確
に
把
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
つ
の
側
面
　
　
「
天
」
と

「
地
」
に
か
か
わ
る
　
　
を
統
一
的
に
と
ら
え
る
必
要
が
あ
る
、
と
私
に
は
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

わ
れ
る
。
従
来
、
（
吉
江
喬
松
『
国
木
田
独
歩
研
究
』
以
来
）
、
独
歩
文
学
を
、

浪
漫
主
義
か
ら
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
ヘ
、
と
い
う
推
移
転
換
に
お
い
て
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

ら
え
る
理
解
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
独
歩
に
は
か
な
り
早
く
か
ら
、
両
方
の

傾
向
が
同
時
に
存
在
し
て
、
様
々
た
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
指

摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
に
「
明
治
の
児
」
と
し
て
の
独
歩
の
特
性
を
見
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
一
一

　
若
き
独
歩
の
理
想
と
し
た
所
は
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
よ
う
に
、
現
実
杜
会

の
「
習
俗
猟
感
」
よ
り
の
が
れ
、
　
「
シ
ソ
セ
リ
テ
ィ
」
を
も
っ
て
、
　
「
天
地
自

　
　
　
フ
エ
イ
ス
・
ツ
ウ
・
フ
エ
イ
ス

然
」
と
「
面
と
面
」
と
を
相
接
し
、
そ
こ
に
「
自
然
の
児
」
　
「
神
の
子
」
と

し
て
の
自
己
の
存
在
を
痛
切
に
実
感
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　
青
年
独
歩
に
お
い
て
は
、
「
自
然
」
は
「
神
」
の
力
の
表
現
（
カ
ー
ラ
イ
ル
）

で
あ
り
、
神
聖
に
し
て
犯
し
が
た
い
荘
厳
性
、
神
秘
性
を
は
ら
む
存
在
で
あ
っ

た
。
「
神
の
子
」
た
る
こ
と
は
、
即
ち
「
天
地
の
子
」
た
る
こ
と
で
あ
り
、
「
天

地
の
子
」
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
こ
の
現
世
杜
会
の
習
慣
的
生
命
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



　
　
　
　
　
独
歩
に
お
け
る
浪
漫
主
義

が
れ
、
自
由
に
し
て
美
な
る
世
界
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
独
歩
に
お
け
る
「
天
地
自
然
」
は
、
そ
の
ま
ま
「
神
」
と
置
き
か
え

得
る
存
在
に
ほ
か
た
ら
た
か
っ
た
の
だ
が
、
し
か
し
ま
た
、
独
歩
の
半
面
は
、

こ
の
よ
う
た
理
想
化
さ
れ
た
「
自
然
」
と
は
逆
の
一
面
を
敏
感
に
と
ら
え
て
い

た
こ
と
を
見
逃
す
わ
げ
に
は
い
か
な
い
。
独
歩
に
お
い
て
「
自
然
」
は
明
ら
か

に
二
つ
の
異
た
っ
た
貌
を
見
せ
て
い
る
。
一
つ
は
、
前
述
の
如
く
、
理
想
的
た

神
の
表
象
と
し
て
の
自
然
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
暗
く
怖
る
べ
き
力
を
持
つ
、

虚
無
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。

　
こ
の
両
者
の
間
に
た
え
ず
動
揺
す
る
独
歩
の
姿
を
、
私
達
は
『
歎
か
ざ
る
の

記
』
の
至
る
所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
基
督
教
的
理
想
主
義
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
独
歩
に
と
っ
て
の
「
自
然
」
は
、
と
も
す
れ
ぱ
そ
れ
を
裏
切
っ
て
、

「
冷
々
然
、
黙
々
乎
」
と
し
た
、
　
「
悠
久
と
し
て
無
限
」
で
あ
る
巨
大
な
虚
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
し
て
、
彼
の
前
に
立
ち
あ
ら
わ
れ
る
。

　
独
歩
は
そ
こ
に
恐
怖
を
感
じ
、
（
「
此
の
怖
し
き
流
動
、
呼
吸
、
変
化
を
保
つ

自
然
の
中
に
吾
の
介
立
す
る
を
思
へ
ぱ
実
に
懐
然
た
ら
ず
ん
ぱ
あ
ら
ず
。
」
２
６
・

１
０
・
４
）
ま
た
、
「
名
づ
げ
難
き
幽
愁
」
「
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
暗
愁
」
を
感
ず
る
。

　
（
「
大
山
高
岳
に
登
り
、
人
蜜
を
脱
し
て
親
し
く
笹
言
漢
々
な
る
自
然
と
面
々

相
接
す
る
時
は
余
は
実
に
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
暗
愁
を
催
す
た
り
。
昨
日
も
又
其

の
如
し
。
余
は
ウ
オ
ー
ズ
ウ
オ
ー
ス
の
詩
想
に
由
っ
て
、
自
然
と
人
生
の
調
和

を
得
た
る
こ
と
を
信
ず
、
而
も
此
の
暗
愁
は
容
場
に
払
ふ
可
か
ら
ざ
る
は
何
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

や
。
」
２
６
・
１
０
・
９
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

　
さ
ら
に
『
信
仰
生
命
』
や
『
苦
悶
の
叫
』
な
ど
と
い
う
後
の
評
論
に
も
、
同

じ
よ
う
な
感
想
が
く
り
か
え
し
語
ら
れ
て
い
る
。
西
欧
の
基
督
教
的
伝
統
を
有

し
え
た
い
我
国
に
お
い
て
、
　
「
自
然
」
が
こ
の
よ
う
に
、
流
動
し
、
全
て
を
呑

み
こ
む
巨
大
な
無
と
し
て
実
感
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
必
然
的
で
あ
っ
た
。
独

歩
は
こ
う
し
て
、
　
一
方
で
は
「
自
然
」
に
神
の
光
を
求
め
つ
つ
、
他
方
で
は

「
自
然
」
の
怖
る
べ
き
力
　
　
そ
の
前
で
の
人
間
の
卑
小
た
無
力
さ
に
直
面
す

る
。
こ
う
し
た
独
歩
の
自
然
把
握
に
、
そ
の
浪
漫
的
志
向
と
、
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
存
在
す
る
動
か
し
が
た
い
現
実
的
実
際
的
感
覚
を
私
達
は
見
出
し
得
る
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
、
独
歩
が
い
っ
ま
で
も
こ
の
よ
う
た
自
然
の
虚
無
の
前
に
立
ち
す
く

み
、
た
だ
停
滞
す
る
し
か
た
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
決
し
て
当
を
得
た
も
の
で

は
な
い
。
く
り
か
え
し
言
え
ぱ
、
独
歩
の
願
望
は
、
こ
の
理
想
と
現
実
と
の
二

元
的
分
裂
を
、
ど
う
か
し
て
調
和
さ
せ
た
い
と
い
う
所
に
こ
そ
あ
っ
た
。
自
然

と
人
生
と
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
中
の
人
物
た
ち
の
如
く
、
調
和
さ
れ
て
い
な

げ
れ
ぽ
た
ら
な
い
。
彼
の
理
想
に
お
い
て
は
、
　
「
神
、
自
然
、
人
性
」
の
三
者

は
互
い
に
切
り
離
し
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
汎
神
的
自
然
観
の
、
そ
れ
が

　
　
　
　
　
　

特
徴
で
あ
っ
た
。
事
実
、
独
歩
は
、
佐
伯
時
代
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
た
調

和
感
を
見
出
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
「
夜
。
観
察
の
為
め
、
独
り
散
歩
す
。
　
（
中
略
）
此
の
さ
び
し
き
市
街
！



ウ
ォ
ー
ズ
ゥ
ォ
ー
ス
が
村
落
を
見
た
る
同
情
を
以
て
観
せ
し
め
よ
。
意
味
深
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

物
語
な
か
ら
め
や
。
　
（
中
略
）
か
の
か
じ
や
。
か
の
を
け
や
。
か
の
こ
っ
じ
き
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

彼
の
小
供
等
。
彼
の
理
髪
所
。
彼
の
井
戸
、
豊
に
意
味
深
き
物
語
た
し
と
せ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｏ
　
　
Ｏ

や
。
記
憶
せ
よ
。
皆
な
天
地
問
に
存
し
、
此
自
然
の
中
に
起
る
事
実
た
り
。
高

き
処
よ
り
見
下
せ
。
」
（
２
６
・
ｕ
．
４
）

　
「
十
二
段
よ
り
帰
路
、
又
た
河
船
に
乗
る
、
船
頭
只
だ
吾
等
両
人
の
為
め
に

船
を
行
る
、
…
…
吾
此
老
人
を
忘
る
上
能
は
ず
。
何
と
た
れ
ぱ
彼
を
一
個
の
ソ

ー
ル
と
し
て
天
地
問
に
於
け
る
人
間
の
生
涯
と
た
せ
ぱ
也
。
此
老
翁
の
一
生
と

難
も
、
必
ず
深
き
物
語
あ
る
こ
と
必
せ
り
。
」
（
２
６
．
ｕ
．
７
）

　
こ
の
よ
う
に
、
地
上
の
実
在
の
人
物
の
上
に
、
二
個
の
ソ
ー
ル
」
を
見
る

発
想
に
、
や
は
り
独
歩
の
す
ぐ
れ
た
現
実
的
感
覚
が
う
か
が
わ
れ
る
。
芥
川
の

言
う
と
お
り
、
ま
さ
に
独
歩
は
「
天
」
を
仰
ぎ
っ
っ
、
「
地
」
に
む
か
う
。
地

の
生
命
に
対
す
る
彼
の
愛
着
は
、
ひ
じ
よ
う
に
強
く
深
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
そ
の
際
、
独
歩
が
特
に
注
意
を
ひ
か
れ
た
の
が
、
老
人
と
か
乞
食
と
か
、
世

問
か
ら
忘
れ
さ
ら
れ
た
よ
う
な
「
小
民
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
人
々
は
、
か
た
ら
ず
し
も
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
詩
中
の
人
物
（
た
と
え
ぱ

「
マ
イ
ケ
ル
」
）
の
よ
う
に
、
確
固
た
る
信
仰
に
立
っ
て
人
生
の
悲
劇
に
耐
え
る

よ
う
た
、
強
い
信
念
を
持
っ
た
人
々
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
生
の
敗
北
者
、

敗
残
者
と
い
う
べ
き
人
々
で
あ
る
。
独
歩
が
、
そ
の
観
念
的
な
基
督
教
的
理
想

　
　
　
　
　
独
歩
に
お
け
る
浪
漫
主
義

主
義
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
忘
れ
さ
ら
れ
た
「
小
民
」
の
現
実
的
存
在
に
ひ
き
つ

げ
ら
れ
て
い
っ
た
時
、
や
が
て
独
歩
の
文
学
的
開
花
が
約
束
さ
れ
る
に
至
る
の

で
あ
る
。

三

　
独
歩
の
自
然
文
学
の
代
表
的
作
品
が
『
武
蔵
野
』
（
明
．
３
１
）
で
あ
る
こ
と
は
、

改
め
て
言
う
ま
で
も
た
い
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
処
女
作
『
源
お
ち
』
（
明
．
３
０
）
を

経
て
、
翌
年
に
は
『
武
蔵
野
』
は
じ
め
、
『
忘
れ
え
ぬ
人
女
』
『
死
』
『
二
少
女
』

『
河
霧
』
『
鹿
狩
』
た
ど
の
初
期
作
品
が
次
々
と
生
ま
れ
、
小
説
家
と
し
て
の
独

歩
が
誕
生
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
初
期
小
説
に
お
い
て
、
自
然
は
ど
の
よ
う
に
把
え
ら
れ
、
描
か
れ

た
か
、
ま
ず
『
武
蔵
野
』
を
中
心
に
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。

　
こ
の
、
小
説
と
も
随
筆
と
も
記
録
と
も
つ
か
ぬ
作
品
が
、
そ
の
後
独
歩
の
名

を
高
か
ら
し
め
、
多
く
の
人
々
に
読
み
つ
が
れ
て
き
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

自
然
文
学
と
Ｌ
て
の
そ
の
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
描
き
方
か
ら
先
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
五
感
に
触
れ
、
感
じ
た
こ
と
の
実

際
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
描
く
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
実
懸
」

描
写
が
、
読
者
に
、
武
蔵
野
の
自
然
の
清
新
た
印
象
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
で

あ
る
。

　
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通
り
、
『
武
蔵
野
』
は
二
葉
亭
訳
に
な
る
『
あ
ひ
び
き
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
　
独
歩
に
お
げ
る
浪
漫
主
義

の
強
い
影
響
下
に
書
か
れ
て
い
る
。
彼
が
そ
こ
か
ら
学
ん
だ
も
の
が
、
徴
細
な

自
然
風
景
の
実
感
的
描
写
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
自
身
、
　
「
自
分
が
か
二
る
落
葉

林
の
趣
き
を
解
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
此
（
『
あ
ひ
び
き
』
を
さ
す
）
徴
妙
な

叙
景
の
筆
の
力
が
多
い
。
」
と
記
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

　
前
半
部
に
お
い
て
、
櫓
の
類
の
落
葉
林
の
、
秋
の
末
か
ら
冬
に
か
げ
て
の
情

景
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
作
者
の
五
感
に
映
ず
る
も
の
を
描

く
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
彼
の
写
が
き
き
わ
げ
る
徴
妙

た
様
々
の
音
、
鳥
の
羽
音
、
虫
の
音
、
空
車
の
響
き
、
馬
の
蹄
が
落
葉
を
蹴
散

ら
す
音
、
村
の
人
の
だ
み
声
、
銑
銃
声
、
栗
の
落
ち
る
音
、
さ
さ
や
く
よ
う
な

時
雨
の
音
…
…
な
ど
、
き
わ
め
て
実
感
的
に
写
生
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
独
歩
の
描
写
法
が
、
当
時
と
し
て
は
い
か
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ

づ
た
か
、
そ
れ
を
見
る
に
は
、
同
時
期
に
や
は
り
自
然
文
学
と
し
て
名
を
馳
せ

た
、
徳
富
盧
花
の
『
自
然
と
人
生
』
（
明
・
３
３
）
と
比
較
し
て
み
る
の
が
良
い
だ

ろ
う
。

　
そ
の
中
の
一
節
、
武
蔵
野
を
描
い
た
「
雑
木
林
」
（
『
自
然
に
対
す
る
五
分

時
』
）
の
一
部
を
引
用
し
て
み
る
。

　
「
木
は
櫓
、
櫟
、
榛
、
栗
、
櫨
な
ど
、
猶
多
か
る
べ
し
。
大
木
稀
れ
に
し
て
、

多
く
は
切
株
よ
り
籏
生
せ
る
若
木
た
り
。
　
（
中
略
）
霜
落
ち
て
、
大
根
ひ
く
頃

は
一
林
の
黄
葉
錦
し
て
ま
た
楓
林
を
羨
ま
ず
。
其
葉
落
ち
尽
し
て
、
寒
林
の
千

万
枝
族
々
と
し
て
寒
空
を
刺
す
も
可
、
目
落
ち
て
煙
地
に
満
ち
、
林
楕
の
空
薄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

紫
に
た
り
た
る
に
、
大
月
盆
の
如
く
出
で
た
る
、
尤
も
可
。
」

　
僅
か
こ
れ
だ
げ
の
引
用
で
も
、
両
者
の
文
体
の
相
異
は
明
ら
か
で
あ
る
。
藍

花
の
文
章
に
は
、
漢
文
脈
か
ら
来
る
類
型
的
塗
言
辞
が
多
く
、
比
楡
、
擬
人
化

　
　
　
　
　
　
　
　

が
多
用
さ
れ
て
い
る
　
　
そ
こ
に
藤
花
独
特
の
自
然
観
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
　
　
た
め
、
そ
れ
ほ
ど
清
新
な
印
象
を
与

え
な
い
。
こ
れ
に
較
べ
れ
ぱ
、
独
歩
の
文
章
は
自
然
の
与
え
る
し
み
じ
み
と
し

た
情
感
を
写
実
的
に
良
く
う
つ
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
『
武
蔵
野
』

の
魅
力
の
一
つ
の
要
因
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
、
読
者
に
な
じ
み
や
す
く
、
広
く
読
ま
れ
て
き
た
原

因
と
し
て
、
そ
の
自
然
の
把
握
の
仕
方
が
目
常
的
で
現
世
的
で
あ
る
こ
と
、
い

い
か
え
れ
ぱ
、
身
近
か
た
、
誰
で
も
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
自
然
が
そ
こ
で
は

描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
さ
ら
に
指
摘
さ
れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
地
勢
的
特
色
か
ら
み
て
も
、
彼
の
好
ん
だ
武
蔵
野
は
、
ま
さ
に
東
京
の
「
郊

外
」
に
位
置
し
、
ち
ょ
う
ど
「
都
」
と
「
自
然
」
の
接
点
に
あ
た
っ
て
い
た
。

そ
れ
が
独
歩
の
詩
興
を
呼
び
お
こ
す
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
自
身
の
記
し

て
い
る
所
で
も
あ
る
。
独
歩
は
そ
こ
に
「
一
種
の
生
活
と
一
種
の
自
然
と
を
配

合
し
て
一
種
の
光
景
を
呈
し
居
る
」
姿
を
見
出
す
。
何
故
こ
の
よ
う
な
光
景
に

ひ
か
れ
る
の
か
、
と
い
え
ぱ
、
そ
の
光
景
が
「
何
と
な
く
人
を
し
て
杜
会
と
い

ふ
も
の
の
縮
図
で
も
見
る
や
う
な
思
」
を
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

自
然
と
人
々
の
生
活
と
は
互
い
に
密
着
し
、
そ
の
有
様
が
独
歩
を
ひ
き
っ
け
る



の
で
あ
る
。

　
「
野
や
ら
林
や
ら
、
た
だ
乱
雑
に
入
り
組
ん
で
居
て
、
…
…
そ
れ
又
た
実
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

武
蔵
野
に
一
種
の
特
色
を
与
へ
て
居
て
、
こ
こ
に
自
然
あ
り
、
こ
こ
に
生
活
あ

り
、
北
海
道
の
様
な
自
然
そ
の
ま
ま
の
大
原
野
大
森
林
と
は
異
た
っ
て
居
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

其
趣
も
特
異
で
あ
る
。
」
「
林
と
野
と
が
斯
く
も
能
く
入
り
乱
れ
て
、
生
活
と
自

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
＾
　
、

然
と
が
斯
の
様
に
密
接
し
て
届
る
処
が
何
処
に
あ
る
か
。
」
（
傍
点
筆
者
）

　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
自
然
は
、
ま
さ
に
人
間
的
た
、
現
世
的
た
自
然
で
あ
っ
て
、

抽
象
化
さ
れ
た
理
想
的
観
念
と
し
て
の
自
然
で
は
た
い
。
こ
の
よ
う
た
人
懐
し

い
、
ご
く
身
近
か
た
、
誰
に
で
も
経
験
し
う
る
よ
う
な
自
然
に
、
「
永
遠
の
呼

吸
」
を
見
出
し
、
神
聖
な
る
も
の
の
息
吹
き
を
感
ず
る
こ
と
、
そ
こ
に
『
武
蔵

野
』
の
も
つ
魅
力
の
秘
密
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
た
意
味
で
の
「
自
然
」
は
、
他
の
初
期
作
品
　
　
『
源
お
ち
』
『
忘

れ
え
ぬ
人
々
』
　
『
河
霧
』
な
ど
に
も
共
通
し
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
作
品
に
お
い
て
は
、
「
自
然
」
は
登
場
人
物
た
ち
　
　
多
く
は
人
生
に
傷

っ
い
た
敗
残
者
や
、
忘
れ
さ
ら
れ
た
よ
う
た
小
民
で
あ
る
　
　
の
背
後
に
あ
っ

て
、
彼
等
の
現
世
的
た
、
あ
ま
り
に
も
現
世
的
な
惨
め
な
生
活
を
支
え
、
そ
こ

に
救
済
の
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ
こ
で
自
然
と
人
々
と
は
一
体
と
化
し
、

人
生
の
敗
残
者
や
、
忘
れ
さ
ら
れ
た
小
民
た
ち
は
、
そ
の
故
に
こ
そ
「
天
地
の

子
」
た
り
得
て
い
る
。
実
人
生
に
お
げ
る
挫
折
の
代
償
と
し
て
、
「
自
然
」
が

新
た
な
意
義
を
お
び
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
独
歩
に
お
け
る
浪
漫
主
義

　
た
と
え
ぱ
、
処
女
作
で
あ
る
『
源
お
ぢ
』
に
お
い
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
主

題
は
、
確
か
に
人
間
的
な
愛
情
が
遂
に
相
手
に
通
じ
え
た
い
と
い
う
悲
劇
で
あ

り
、
独
歩
の
信
子
を
失
っ
た
痛
切
た
悲
し
み
が
強
く
投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

疑
い
な
い
。
し
か
し
、
紀
州
を
失
っ
た
源
お
ぢ
の
死
が
、
そ
の
み
じ
め
さ
、
絶

望
感
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
よ
り
出
で
て
白
然
へ
帰
っ
た
と
い
う
よ
う
た
安

堵
感
を
読
者
に
与
え
る
の
は
、
や
は
り
そ
こ
で
自
然
が
、
源
お
ぢ
と
共
に
喜
び
、

共
に
悲
し
む
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
の
調
和
的
安
定
感
に
立
っ
て
、
独
歩
の
筆
は
思
う
ま
ま
に
、
佐
伯
の
幽
寂

な
、
も
の
さ
び
た
自
然
の
風
景
を
写
生
的
に
巧
み
に
描
い
て
い
く
。

　
『
河
霧
』
に
お
げ
る
豊
吉
も
、
源
お
ぢ
や
紀
州
と
同
じ
く
、
人
生
に
疲
れ
き

っ
た
「
世
外
の
人
」
で
あ
る
。
二
十
年
ぶ
り
に
尾
羽
う
ち
枯
ら
し
て
故
郷
に
ま

い
戻
っ
た
豊
吉
を
、
周
囲
の
人
々
は
あ
た
た
か
く
む
か
え
て
く
れ
る
の
だ
が
、

あ
る
日
突
然
、
豊
青
は
何
処
と
も
な
く
河
舟
に
乗
り
、
霧
と
共
に
、
永
遠
の
彼

方
へ
消
え
去
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
後
姿
に
は
、
悲
劇
的
な
な
印
象
は
さ
ほ
ど
感
じ

ら
れ
ず
、
む
し
ろ
や
っ
と
人
生
の
重
荷
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
安
堵

感
が
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
自
然
の
写
生
の
見
事
さ
と
、
　
「
詩
趣
」
に
お
い
て
、
際
立
っ

て
す
ぐ
れ
た
作
品
は
、
や
は
り
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
で
あ
ろ
う
。
瀬
戸
内
の
小

島
の
漁
夫
、
阿
蘇
山
麓
で
出
会
っ
た
屈
強
た
馬
子
、
三
津
浜
の
雑
踏
の
中
の
琵

琶
僧
、
い
ず
れ
も
自
然
そ
の
ま
ま
の
存
在
と
い
っ
て
よ
い
人
々
で
あ
り
、
　
「
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三



　
　
　
　
　
独
歩
に
お
げ
る
浪
漫
主
義

林
海
浜
の
小
民
」
に
ほ
か
な
ら
た
い
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
、
そ
れ
を
と
り
巻
く

自
然
と
共
に
、
み
ご
と
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
初
期
作
品
に
お
い
て
、
独
歩
の
持
つ
浪
漫
性
と
現
実
性
と
は
た
く

み
に
調
和
さ
れ
、
き
わ
め
て
現
世
的
な
「
小
民
」
の
姿
に
、
神
秘
的
な
永
遠
性

が
託
さ
れ
、
そ
こ
に
一
種
独
特
の
詩
趣
が
漂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
初
期
作
品
に
お
い
て
、
独
歩
は
自
か
ら
そ
の
二
元
的
分
裂
を

克
服
し
、
現
世
的
日
常
的
生
活
の
う
ち
に
自
然
と
人
生
と
の
調
和
感
を
見
出
し
、

（
そ
れ
は
必
ず
し
も
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
的
た
信
仰
性
を
お
び
て
は
い
た
い
が
、
神

秘
的
な
永
遠
性
は
有
し
て
い
る
。
）
清
新
な
実
感
的
描
写
に
よ
っ
て
自
然
の
新

た
た
詩
趣
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
い
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
調
和
的
自
然
観
が
彼
の
内
に
成
立
し
え
た
の
は
、
あ

ま
り
に
短
か
い
期
間
で
し
か
た
か
っ
た
。
こ
の
後
の
約
三
年
ほ
ど
の
間
、
独
歩

は
報
知
新
聞
記
者
、
つ
い
で
民
声
新
報
記
者
と
新
聞
界
入
り
を
果
た
し
、
西
園

寺
公
望
と
の
交
際
や
、
有
名
た
星
享
と
の
政
治
的
提
携
を
は
か
り
、
身
を
激
し

い
名
利
競
争
の
た
だ
た
か
に
置
か
ん
と
す
る
。
こ
の
間
、
　
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』

な
ど
の
作
品
を
除
げ
ぱ
、
作
品
の
数
は
少
な
く
、
三
五
年
二
月
、
鎌
倉
へ
去
っ

て
か
ら
再
び
本
格
的
た
作
家
活
動
が
始
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ

の
後
の
彼
の
作
品
に
は
、
も
は
や
初
期
作
品
に
み
ら
れ
た
よ
う
た
自
然
と
の
調

和
感
は
見
ら
れ
な
く
た
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

四

七
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独
歩
の
初
期
作
品
に
見
ら
れ
た
、
自
然
と
の
調
和
、
一
体
化
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
は
、
や
が
て
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
既
述
し
た
と
お
り
で
あ

る
。
そ
の
崩
壊
の
原
因
の
一
と
し
て
、
　
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
中
で
、
最
も
人

口
に
膳
夷
さ
れ
た
部
分
、
大
津
の
最
後
の
告
白
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
「
要
す
る
に
僕
は
絶
え
ず
人
生
の
問
題
に
苦
し
む
で
ゐ
な
が
ら
又
た
自
己
将

来
の
大
望
に
圧
せ
ら
れ
て
自
分
で
苦
し
ん
で
ゐ
る
不
幸
た
男
で
あ
る
。
そ
こ
で

僕
は
今
夜
の
や
う
な
晩
に
独
り
夜
更
て
燈
に
向
っ
て
ゐ
る
と
此
生
の
孤
立
を
感

じ
て
堪
え
難
い
ほ
ど
の
哀
情
を
催
ふ
し
て
来
る
。
そ
の
時
僕
の
主
我
の
角
が
ぽ

き
り
折
れ
て
了
っ
て
、
何
ん
だ
か
人
懐
か
し
く
な
っ
て
来
る
。
色
々
の
古
い
事

や
友
の
上
を
考
へ
だ
す
。
其
時
油
然
と
し
て
僕
の
心
に
ー
浮
む
で
来
る
の
は
則
ち

此
等
の
人
々
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
僕
は
其
時
ほ
ど
心
の
平
穏
を
感
ず
る
こ
と
は

な
い
、
其
時
ほ
ど
自
由
を
感
ず
る
こ
と
は
な
い
、
其
時
ほ
ど
名
利
競
争
の
俗
念

消
え
て
総
て
の
物
に
対
す
る
同
情
の
念
の
深
い
時
は
た
い
。
」

　
引
用
が
長
く
た
っ
た
が
、
独
歩
も
ま
た
こ
の
大
津
と
同
じ
懸
想
を
抱
い
て
い

た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
告
白
部
分
に
隈
っ
て
は
、
大
津
即
独
歩
と
み
な
し
て
よ

い
。　

こ
こ
で
、
そ
の
「
小
民
」
　
　
自
然
と
共
に
あ
る
　
　
へ
の
愛
は
、
　
「
主
我

の
角
」
が
ぽ
き
り
と
折
れ
た
時
に
、
油
然
と
し
て
浮
ん
で
く
る
と
さ
れ
て
い
る



点
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
「
主
我
の
角
」
と
は
、
生
涯
独
歩
を
苦
し
め
続
け
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
７
ソ
ピ
シ
ョ
ソ

非
合
理
的
な
衝
迫
、
「
功
名
心
」
を
意
味
し
て
い
た
と
言
え
る
。
「
自
己
将
来

の
大
望
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
「
明
治
の
児
」
と
し
て
、
独
歩
も
ま
た
当
時
の
多
く
の
青
年
と
同
じ
く
、
早

く
か
ら
熾
烈
な
国
家
的
政
治
的
関
心
を
抱
い
て
い
た
。
少
年
の
頃
か
ら
ナ
ポ
レ

オ
ソ
、
豊
太
閤
に
心
酔
し
、
長
じ
て
は
『
佳
人
之
奇
遇
』
　
『
経
国
美
談
』
に
若

き
血
を
た
ぎ
ら
せ
、
吉
田
松
陰
以
下
数
々
の
維
新
の
志
士
を
生
ん
だ
長
州
に
育

　
　
　
　
ｏ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

っ
た
独
歩
に
。
、
　
「
覇
気
縦
横
一
世
を
圧
倒
す
る
の
快
事
」
へ
の
憧
れ
が
な
い
は

ず
は
な
か
っ
た
。

　
十
九
歳
に
し
て
、
彼
は
処
女
評
論
と
い
っ
て
も
い
い
文
章
『
ア
ソ
ビ
シ
ョ
ソ
』

（
明
・
２
２
）
を
、
　
『
女
学
雑
誌
』
に
投
稿
し
て
い
る
が
、
基
督
教
に
ふ
れ
た
ぼ
か

り
の
彼
に
と
っ
て
は
、
自
己
内
面
の
悪
と
し
て
、
ま
ず
こ
の
「
ア
ソ
ビ
シ
ョ
ソ
」

が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
に
１
も
、
独
歩
は
何
度
も
挫
折
、
反
省

を
く
り
か
え
し
な
が
ら
、
な
お
そ
の
野
心
、
功
名
心
は
断
お
き
り
が
た
い
も
の

が
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
激
し
い
焦
燥
に
駆
ら
れ
て
い
た
独
歩
で
あ
れ
ぱ
こ
そ
、
飽
く
ま
で

も
蓋
世
の
雄
た
ら
ん
と
す
る
欲
望
か
ら
ふ
と
我
に
か
え
っ
た
時
、
い
い
か
え
れ

ぱ
自
然
の
中
に
我
を
見
出
し
た
時
、
功
名
に
あ
せ
る
気
持
と
は
逆
に
、
世
の
中

か
ら
忘
れ
さ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
々
や
、
失
意
落
醜
の
人
々
に
、
い
い
知
れ
ぬ

シ
ソ
バ
シ
イ
を
感
じ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
人
々
の
中
に
、
自
然
と
の
調
和
感
を

　
　
　
　
　
独
歩
に
お
け
る
浪
漫
主
義

見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
独
歩
を
そ
の
身
内
か
ら
焼
き
っ
く
す
炎
は
決
し
て
衰
え
た
わ
け
で

は
た
い
。
こ
こ
で
も
独
歩
は
ま
っ
ぷ
た
っ
に
分
裂
し
て
い
る
。
　
「
世
外
の
人
」

へ
の
シ
ソ
パ
シ
イ
と
、
名
利
競
争
杜
会
で
激
し
く
功
名
を
競
い
あ
い
た
い
と
い

う
欲
求
。
前
者
が
独
歩
初
期
小
説
を
生
み
だ
し
た
と
す
れ
ぱ
、
後
者
は
そ
れ
を

破
壌
す
る
働
き
を
し
た
。
後
者
に
み
ら
れ
る
積
極
性
、
活
動
性
、
　
「
開
化
」
性

は
、
前
者
の
消
極
的
た
調
和
的
世
界
に
お
さ
ま
り
き
れ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
た
二
律
背
反
が
独
歩
を
と
ら
え
る
。
そ
れ
は
彼
の
文
学
に
ど

の
よ
う
た
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
は
っ
き
り
言
え
る
こ
と
は
、
彼
が
も

は
や
「
自
然
」
に
そ
の
調
和
を
求
め
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
説

『
帰
去
来
』
（
明
・
３
４
）
で
は
、
『
源
お
ぢ
』
の
よ
う
に
、
人
生
の
悲
劇
を
自
然
が

大
き
く
包
み
こ
ん
で
く
れ
る
よ
う
な
静
穏
さ
は
見
ら
れ
た
い
。
そ
こ
に
描
か
れ

て
い
る
自
然
は
む
し
ろ
冷
淡
で
よ
そ
よ
そ
し
い
。

　
こ
う
し
た
自
然
と
の
調
和
感
の
崩
壌
と
い
う
地
点
か
ら
、
独
歩
は
ど
の
よ
う

な
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
の
か
、
中
期
の
代
表
作
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
（
明
．
４
３
）

の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
れ
を
探
っ
て
み
た
い
。
　
『
牛
肉
と
馬
鈴
薯
』
は
、
一
種

の
思
想
小
説
で
あ
っ
て
、
作
者
自
身
の
思
想
が
そ
こ
で
は
も
っ
と
も
直
接
的
に

語
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
夙
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
小
説
の
主
人
公
た
る
岡
本
誠
夫
一
人

だ
け
に
、
作
者
の
分
身
が
託
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
若
い
頃
、
北
海
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
　
　
独
歩
に
お
げ
る
浪
漫
主
義

に
憧
れ
て
開
拓
に
従
事
し
た
も
の
の
、
三
月
と
も
た
な
い
で
逃
げ
だ
し
て
し
ま

っ
た
経
験
を
、
露
悪
的
に
披
露
す
る
上
村
や
、
ま
た
徹
底
し
て
冷
笑
的
で
シ
ニ

ヵ
ル
た
態
度
を
と
り
、
岡
本
を
の
ぞ
く
他
の
全
て
の
人
々
に
対
し
て
痛
烈
な
皮

肉
を
投
げ
つ
げ
る
近
藤
、
い
ず
れ
も
独
歩
の
分
身
と
い
え
る
。

　
中
で
も
注
目
さ
れ
る
存
在
が
近
藤
で
あ
る
。
彼
は
、
上
村
の
挫
折
に
対
し
て
、

彼
を
「
薄
志
弱
行
」
と
の
の
し
り
、
　
「
詩
人
の
堕
落
し
た
の
だ
」
と
き
び
し
く

極
め
付
げ
、
そ
し
て
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
は
、
　
「
君
等
は
牛
肉
党
た
ん
だ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
，

牛
肉
主
義
た
ん
だ
、
僕
の
は
牛
肉
が
最
初
か
ら
嗜
き
た
ん
だ
、
主
義
で
も
ヘ
チ

マ
で
も
な
い
！
」
と
言
う
。
始
め
か
ら
理
想
も
幻
想
も
見
な
い
、
徹
底
し
た
現

実
主
義
者
で
あ
る
こ
と
を
彼
は
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
近
藤
の
言
葉

に
「
賛
成
で
す
な
ア
」
と
応
じ
る
形
で
、
岡
本
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に

た
る
の
だ
が
、
こ
の
二
人
の
間
に
、
不
思
議
た
共
感
の
通
じ
て
い
る
こ
と
は
、

小
説
末
尾
の
岡
本
の
、
　
「
矢
張
り
道
楽
で
さ
ア
」
と
い
う
自
潮
か
ら
も
、
ま
た

そ
う
言
う
岡
本
の
顔
に
「
言
ふ
可
か
ら
ざ
る
苦
痛
の
色
」
を
見
て
と
る
の
が
、

他
た
ら
ぬ
近
藤
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
十
分
に
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

こ
と
を
ま
ず
明
確
に
し
た
上
で
、
岡
本
誠
夫
に
つ
い
て
語
る
必
要
が
あ
る
。
岡

本
の
抱
く
思
想
は
、
周
知
の
と
お
り
、
　
「
驚
き
た
い
！
」
と
い
う
、
一
見
奇
矯

た
願
望
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
「
驚
異
の
思
想
」
に
つ
い
て
、
私
な

り
の
分
析
を
試
み
て
み
た
い
。

　
ま
ず
岡
本
は
、
こ
れ
と
い
っ
た
理
想
を
奉
ず
る
こ
と
も
で
き
ず
、
と
い
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

世
俗
に
ま
み
れ
て
こ
の
現
世
の
生
に
満
足
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
と
自
分
の

こ
と
を
語
る
。
彼
自
身
は
理
想
家
に
も
現
実
家
に
も
な
り
き
れ
な
い
、
と
言
う

の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
独
歩
に
お
げ
る
二

元
的
分
裂
の
投
影
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
い
で
独
歩
は
、
自
ら
の
恋
愛
体
験
を

か
な
り
美
化
し
た
形
で
岡
本
に
語
ら
せ
て
い
る
。
　
（
独
歩
の
半
面
で
あ
る
女
性

不
信
、
女
性
憎
悪
は
、
こ
こ
で
は
近
藤
に
受
げ
お
わ
せ
ら
れ
て
い
る
。
）

　
そ
の
上
で
、
岡
本
は
、
こ
れ
ま
で
独
歩
が
辿
っ
て
き
た
、
或
い
は
憧
れ
て
き

た
理
想
、
願
望
　
　
恋
愛
、
政
治
、
宗
教
、
自
然
、
科
学
、
哲
学
等
々
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
つ
く
り

次
々
と
否
定
し
な
が
ら
、
「
喫
驚
し
た
い
と
い
ふ
の
が
僕
の
願
な
ん
で
す
。
」
と
、

よ
う
や
く
そ
の
願
い
を
皆
の
前
に
明
ら
か
に
す
る
。
　
（
こ
こ
で
も
、
他
の
人
々

は
「
何
だ
！
　
馬
鹿
々
々
し
い
！
」
「
何
の
こ
っ
た
－
」
と
軽
蔑
的
に
言
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
２
つ

に
対
し
、
一
人
「
近
藤
の
み
は
黙
言
っ
て
岡
本
の
説
明
を
待
て
居
る
ら
し
い
。
」

と
記
さ
れ
て
あ
り
、
二
人
の
間
の
暗
黙
の
共
感
を
暗
示
し
て
い
る
。
）

　
こ
の
岡
本
の
、
　
「
宇
宙
の
不
思
議
を
知
り
た
い
と
い
ふ
願
で
は
な
い
、
不
思

議
な
る
宇
宙
を
驚
き
た
い
と
い
ふ
願
」
、
「
死
の
秘
密
を
知
り
た
い
と
い
ふ
願
」

で
は
な
く
、
　
「
死
て
ふ
事
実
」
そ
の
も
の
に
驚
き
た
い
、
と
い
う
願
い
に
は
、

ど
の
よ
う
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
或
る

面
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
明
ら
か
に
浪
漫
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

綿
貫
の
、
　
「
イ
ク
ラ
で
も
君
勝
手
に
驚
げ
ぱ
可
い
じ
ゃ
ア
た
い
か
、
何
で
も
な

い
こ
と
だ
！
」
と
い
う
潮
り
に
対
し
、
岡
本
は
「
勝
手
に
驚
げ
と
は
至
極
面
白



い
言
葉
で
あ
る
、
然
し
決
し
て
勝
手
に
驚
げ
次
い
の
で
す
。
」
と
答
え
て
、
我

々
の
目
常
生
活
を
い
っ
の
ま
に
か
形
骸
化
し
、
生
命
の
実
感
を
失
わ
せ
て
し
ま

　
　
カ
ス
ト
ム

う
「
習
慣
」
の
怖
る
べ
き
カ
を
指
摘
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ス
ト
ム

　
「
如
何
に
か
し
て
此
古
び
果
て
た
習
慣
の
圧
力
か
ら
脱
が
れ
て
、
驚
異
の
念

を
以
て
此
宇
宙
に
傭
仰
介
立
し
た
い
の
で
す
」
。
　
　
こ
の
岡
本
の
願
い
に
は
、

初
め
に
ー
指
摘
し
た
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
時
代
の
汎
神
的
基
督
教
的
浪
漫
主
義
の

影
響
が
は
っ
き
り
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
習
慣
習
俗
に
束
縛
さ
れ
た
現
世
杜
会
か

ら
脱
離
し
て
、
　
（
岡
本
は
「
此
使
用
ひ
古
る
し
た
葡
萄
の
や
う
た
眼
球
を
刺
り

出
し
た
い
」
と
も
言
っ
て
い
る
。
）
実
存
的
な
生
命
の
充
実
感
を
天
地
宇
宙
間

に
見
出
し
た
い
、
と
い
う
願
望
は
、
ま
さ
し
く
浪
漫
的
な
心
情
が
生
み
だ
し
た

も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
岡
本
の
こ
の
「
驚
き
た
い
！
」
と
い
う
願
望
に
は
、
浪
漫
的
と
い

う
言
葉
で
は
お
お
い
き
れ
な
い
要
素
が
一
方
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
驚
異
の
念
を
以
て
此
宇
宙
に
僻
仰
介
立
し
た
い
の
で
す
。
」
と
岡
本
が
言
う

時
、
彼
は
同
時
に
「
原
因
を
虚
偽
に
置
き
た
く
な
い
。
習
慣
の
上
に
立
つ
遊
戯

的
研
究
の
上
に
前
提
を
置
き
た
く
な
い
。
」
と
語
り
、
月
の
光
と
か
花
の
夕
と
か

星
の
夜
と
か
を
云
々
す
る
詩
人
に
、
つ
い
て
、
　
「
あ
れ
は
道
楽
で
す
。
彼
筆
は
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
て
本
物
を
見
て
は
盾
な
い
、
ま
ぽ
ろ
し
を
見
て
居
る
の
で
す
。
習
慣
の
眼
が

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

作
る
処
の
ま
ぼ
ろ
し
を
見
て
居
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
」
と
き
び
し
く
批
判
す
る
。

こ
こ
で
見
ら
れ
る
隈
り
、
　
「
驚
き
た
い
！
」
と
い
う
岡
本
の
切
実
な
願
い
は
、

　
　
　
　
　
独
歩
に
お
げ
る
浪
漫
主
義

、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

ま
ぽ
ろ
し
を
打
ち
破
っ
て
真
実
を
見
つ
め
た
い
、
と
い
う
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
欲
求
そ
の
も
の
に
筆
し
い
。
そ
こ
に
偶
像
破
壊
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
一
面
が

明
瞭
に
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
先
に
岡
本
と
近
藤
と
の
間
に
見
ら
れ
る
共
感
に
。
つ
い
て
触
れ
た
が
、
岡
本
の

彼
に
対
す
る
共
感
も
、
近
藤
の
冷
笑
的
な
シ
ニ
カ
ル
な
態
度
に
向
げ
ら
れ
て
い

る
の
で
は
た
く
、
上
村
た
ち
の
「
主
義
」
と
い
う
名
の
自
己
欺
蹄
に
対
す
る
、

近
藤
の
強
い
反
感
、
嫌
悪
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
近
藤
の
発
想
の
中
に
も
、

”
現
実
暴
露
〃
的
リ
ァ
リ
ズ
ム
の
萌
芽
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
。

　
二
人
は
、
ま
ぽ
ろ
し
を
打
ち
破
っ
て
真
実
を
見
よ
、
と
い
う
点
に
お
い
て
一

致
す
る
。
た
だ
、
近
藤
は
そ
の
結
果
と
し
て
シ
ニ
シ
ズ
ム
に
陥
り
、
後
の
自
然

主
義
者
の
先
駆
的
表
現
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
岡
本
は
「
驚
き
た
い
！
」

　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
い
う
主
体
的
内
面
的
感
動
に
賭
げ
よ
う
と
す
る
点
で
、
近
藤
と
は
明
ら
か
に

異
な
り
、
浪
漫
主
義
者
と
し
て
の
片
鱗
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た

岡
本
の
姿
勢
が
、
こ
の
の
ち
必
ず
し
も
一
般
の
自
然
主
義
文
学
者
と
は
一
致
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

え
な
か
っ
た
独
歩
の
思
想
の
根
底
に
直
結
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

こ
の
よ
う
な
岡
本
誠
夫
像
に
は
、
受
動
的
な
暴
露
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
満
足
し

え
ず
、
主
体
の
内
部
感
情
に
即
し
た
生
き
生
き
と
し
た
感
動
を
あ
く
ま
で
求
め

よ
う
と
す
る
、
若
々
し
い
新
鮮
た
息
吹
き
が
、
い
か
に
も
「
明
治
の
児
」
ら
し

い
活
気
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



　
　
　
　
　
独
歩
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け
る
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漫
主
義

　
岡
本
は
ま
ず
始
め
に
、
自
分
は
理
想
家
で
も
現
実
家
で
も
な
い
、
と
い
う
意

味
の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
そ
の
前
提
の
上
に
築
か
れ
た
、
岡
本
の
「
驚
異
の

思
想
」
に
は
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
両
者
が
統
一
さ
れ
た
形
で
存
在
し
て
い
る
。

習
慣
の
ま
ぽ
ろ
し
を
打
ち
破
り
、
虚
偽
を
排
し
て
、
真
実
を
こ
の
天
地
問
に
見

出
し
、
そ
こ
に
「
驚
異
」
を
実
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
命
の
限
り
な
い
充
実

感
を
味
わ
う
こ
と
、
こ
う
し
た
「
驚
異
の
思
想
」
に
、
独
歩
に
お
け
る
浪
漫
性

と
現
実
性
と
の
見
事
に
調
和
さ
れ
た
姿
が
見
ら
れ
る
生
言
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は
あ
る
危
う
さ
、
脆
弱
さ
が
見
ら
れ
な
い
訳
で
は
な
い
。

そ
れ
は
た
え
ず
、
観
念
的
理
想
主
義
に
お
ち
い
る
か
、
さ
も
な
く
ぱ
”
現
実
暴

露
”
的
な
リ
ァ
リ
ズ
ム
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。

実
際
、
独
歩
初
期
の
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
　
（
特
に
前
編
）
に
は
前
者
の
傾
向
が

強
く
、
最
後
期
の
『
二
老
人
』
『
窮
死
』
『
竹
の
木
戸
』
な
ど
に
は
後
者
の
傾
向

が
強
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
独
歩
の
傑
作
と
い
わ
れ
る
諸
作
品
『
富
岡
先
生
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

『
春
の
鳥
』
『
空
知
川
の
岸
辺
』
『
少
年
の
悲
哀
』
『
号
外
』
な
ど
で
は
、
い
ず
れ

も
こ
う
し
た
浪
漫
性
と
現
実
性
が
た
く
み
に
調
和
さ
れ
、
そ
こ
に
彼
独
特
の
、

い
わ
ゆ
る
独
歩
調
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
独
歩
に
お
い
て
、
そ
の
二
元
的
分
裂
は
飽
く
ま
で
統
一
さ
れ
、

調
和
さ
れ
ね
ぱ
た
ら
ぬ
性
質
の
も
の
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
彼
の
創
造
の

力
が
、
日
本
の
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
者
と
は
異
な
る
、
そ
の
独
自
な
創
造
性
が

働
い
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

七
八

〔
註
〕

◎
　
同
じ
よ
う
な
文
章
が
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、
さ
か
の
ぽ
れ
ば
『
歎
か
ざ
る
の
記
』

　
に
辿
り
つ
く
こ
と
が
で
き
る
。
一
々
引
用
は
避
げ
る
が
、
同
日
記
の
明
・
２
７
・
２
．

　
１
２
、
同
・
６
・
４
の
記
事
等
を
参
照
。
従
っ
て
、
小
説
『
悪
魔
』
が
書
か
れ
た
時
点

　
よ
り
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
独
歩
が
こ
う
し
た
考
え
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
。

　
清
水
茂
氏
「
独
歩
に
お
げ
る
二
、
三
の
問
題
」
（
昭
・
３
３
・
１
２
『
日
本
文
学
』
）
、

相
馬
庸
郎
氏
「
『
歎
か
ざ
る
の
記
』
前
編
研
究
」
（
『
目
本
自
然
主
義
論
』
昭
・
４
５
所

収
）
、
笹
淵
友
一
氏
『
文
学
界
と
そ
の
時
代
下
』
（
昭
・
３
５
）
中
の
「
国
木
田
独
歩
」

　
な
ど
参
照
。

＠
　
芥
川
龍
之
介
『
文
芸
的
な
、
あ
ま
り
に
文
芸
的
な
』
（
昭
・
２
）

＠
新
潮
杜
『
日
本
文
学
講
座
』
十
七
巻
、
十
八
巻
（
昭
・
３
）

＠
例
え
ぱ
、
吉
田
精
一
氏
『
自
然
主
義
の
研
究
上
』
（
昭
・
３
０
）
な
ど
が
そ
の
一
例

　
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

　
　
こ
の
よ
う
な
独
歩
と
自
然
の
関
係
に
っ
い
て
は
、
唐
木
順
三
氏
「
国
木
田
独
歩
に

　
お
げ
る
自
然
に
っ
い
て
」
（
『
現
代
目
本
文
学
序
説
』
昭
・
７
）
参
照
。

¢
　
こ
れ
ら
の
評
論
の
原
型
は
、
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
中
の
明
・
２
７
・
６
・
７
の
記
事

　
に
見
え
る
「
今
井
氏
に
与
ふ
る
の
書
」
で
あ
る
。

＠
　
独
歩
に
お
げ
る
汎
神
的
自
然
観
の
特
徴
に
っ
い
て
は
、
前
出
の
笹
淵
友
一
氏
論
文

　
を
参
照
。
そ
こ
で
氏
は
、
独
歩
に
は
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
と
異
な
る
伝
統
的
仏
教
的
自
然

　
観
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
中
野
好
夫
氏
『
贋
花
徳
冨
健
次
郎
第
二
部
』
（
昭
・
４
７
）
の
第
二
章
「
自
然
と
人

　
生
」
を
参
照
。
氏
は
、
『
自
然
と
人
生
』
に
お
い
て
、
「
自
然
に
対
す
る
五
分
時
」

　
と
「
湘
南
雑
筆
」
と
の
聞
の
大
き
な
差
異
を
見
出
さ
れ
、
前
者
に
あ
っ
て
は
な
お
文

　
語
的
美
文
調
の
色
濃
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

＠
　
「
我
は
如
何
に
し
て
小
説
家
と
な
り
し
か
」
な
ど
参
照
。



＠
　
「
唯
暗
を
見
る
」
（
『
独
歩
遺
文
』
所
収
）

＠
　
佐
藤
勝
氏
「
小
説
家
の
誕
生
」
（
目
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
自
然
主
義
文
学
』

　
所
収
）
参
照
。
な
お
独
歩
の
「
予
が
作
品
と
事
実
」
に
１
、
「
上
村
と
近
藤
は
余
の
或

　
趣
味
を
表
は
し
た
想
像
人
物
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

＠
　
「
余
と
自
然
主
義
」
「
病
床
雑
記
」
「
不
可
思
議
な
る
大
自
然
」
な
ど
に
明
ら
か
で

　
あ
る
。

＠
　
た
と
え
ぱ
、
独
歩
の
最
高
傑
作
と
言
わ
れ
る
『
春
の
鳥
』
に
お
い
て
も
、
単
な
る

　
自
然
憧
僚
に
と
ど
ま
ら
ず
、
リ
ァ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
眼
の
光
っ
て
い
る
こ
と
を
、
北

　
野
昭
彦
氏
が
克
明
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
『
白
痴
讃
美
』
の
ロ
マ
ソ
チ
シ
ズ
ム

　
と
『
春
の
鳥
』
」
（
『
国
木
田
独
歩
の
文
学
』
昭
・
４
９
）
参
照
。

〈
独
歩
の
引
用
は
学
習
研
究
杜
版
全
集
に
■
拠
っ
た
。
旧
漢
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
ル

　
ピ
は
適
宜
省
略
し
た
。
Ｖ

独
歩
に
お
け
る
浪
漫
主
義

七
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