
激
石
の
写
生
文
と
同
時
代

ー
虚
子
と
自
然
主
義
、

そ
の
様
相

i

序

激石の写生文と同時代

夏
目
激
石
研
究
に
お
い
て
、
私
が
最
も
関
心
を
持
ち
、
進
め
て
い
こ
う
と
す

る
も
の
は
、
彼
の
文
学
的
変
遷
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
の
軸
に
な
る
も
の

と
し
て
考
え
て
い
る
の
が
、
彼
の
文
学
的
出
発
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
、
正

岡
子
規
提
唱
の
写
生
文
で
あ
る
。
私
は
、
こ
れ
ら
を
追
求
す
る
に
当
た
り
、
二

つ
の
視
点
が
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
一
つ
は
、
激
石
文
学
に
お
け
る
写

生
文
の
位
置
、
あ
る
い
は
写
生
文
の
影
響
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
激
石
を
取

り
巻
く
当
時
の
文
壇
の
様
相
を
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
、
今
触
れ
た
問
題
の
後
者
、
す
な
わ
ち
当
時
の
文
壇
の
様
相
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
高
浜
虚
子
の
写
生
文
に
着
目
し
た
。

そ
れ
は
、
虚
子
の
写
生
文
と
、
特
に
当
時
の
中
心
で
あ
っ
た
自
然
主
義
文
学
と

の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
激
石
と
同
時
代
の
文
壇
の
関
係
を
把
握
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
は
、
ま
ず
、
虚
子
の
写
生
文
の
展
開
と
彼
の
問
題
意
識
の

所
在
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
、
自
然
主
義
文
学
の
文
学
的
志
向
に
つ
い
て
考

察
し
、
虚
子
の
写
生
文
と
の
関
わ
り
を
論
じ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ
ら
と
、

山

下

ム凡白河

正

激
石
の
認
識
と
の
関
連
を
追
求
し
て
い
く
。

虚
子
の
写
生
文
研
究
の
現
在

写
生
文
の
研
究
は
、
「
写
生
文
派
」
あ
る
い
は
「
余
裕
派
」
と
称
さ
れ
た
、
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
を
中
心
に
活
躍
し
た
作
家
た
ち
に
よ
る
作
品
、
評
論
が
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
中
心
は
、
提
唱
者
で
あ
る
正
岡
子
規
、
そ
の
理
念
を
発
展
さ
せ

た
激
石
、
子
規
の
後
継
者
と
称
さ
れ
る
虚
子
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
次
に
阪
本

四
方
太
、
寒
川
鼠
骨
、
伊
藤
左
千
夫
、
長
塚
節
ら
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

ま
た
、
近
代
文
学
史
に
お
い
て
、
写
生
文
は
自
然
主
義
文
学
と
相
対
す
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
子
規
の
「
言
葉
を
飾
る
べ
か
ら
ず
、

誇
張
を
加
ふ
べ
か
ら
ず
只
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
〉
に
其
事
物
を
模
写
す
る
を

可
と
す
」
(
「
叙
事
文
」
、
明
治
三
十
三
年
三
月
十
二
日
『
日
本
』
付
録
週
報
)

と
い
う
見
解
を
基
と
す
る
写
生
文
の
理
念
と
、
例
え
ば
島
村
抱
月
の
「
客
観
は

た
ゾ
一
の
合
図
に
し
て
、
之
れ
に
よ
っ
て
実
は
際
涯
知
れ
ざ
る
主
観
の
お
の
が

内
面
の
生
活
を
読
み
、
数
へ
、
味
は
ん
と
す
る
な
り
」
(
「
俳
句
的
評
象
」
、
明

治
三
十
九
年
十
月
一
日
『
東
京
日
日
新
聞
』
)
と
い
う
主
張
に
見
ら
れ
る
、
悲
惨
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小
説
、
社
会
小
説
を
源
と
し
、
描
く
べ
き
事
物
に
対
す
る
作
家
の
主
観
を
中
心

と
す
る
自
然
主
義
文
学
と
の
あ
い
だ
に
、
客
観
と
主
観
の
対
立
を
見
る
た
め
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
一
般
的
に
い
う
写
生
文
、
少
な
く
と
も
子
規
が
「
叙
事
文
」

に
お
い
て
主
張
し
た
写
生
文
に
は
該
当
す
る
.
た
ろ
う
。
し
か
し
、
虚
子
に
関
し

て
は
大
分
様
相
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
風
流
償
法
」
(
明

治
四
十
年
四
月
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
)
、
「
続
風
流
償
法
」
(
明
治
四
十
一
年
五
月
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
)
、
「
風
流
償
法
後
日
謂
」
(
大
正
八
年
一
月
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
)
を

見
た
と
き
に
虚
子
の
写
生
文
の
変
遷
が
う
か
が
え
、
そ
こ
に
自
然
主
義
文
学
と

相
似
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

虚
子
の
写
生
文
に
つ
い
て
、
高
橋
春
雄
氏
に
よ
る
指
摘
が
存
す
る
(
注
1
1

写
生
文
な
い
し
そ
の
系
統
の
文
学
が
、
い
ち
お
う
近
代
文
学
史
上
の
傍

流
と
見
ら
れ
る
向
き
が
多
い
に
し
て
も
、
余
裕
派
が
反
自
然
主
義
的
な
流

派
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
が
ら
そ
の
中
に
は
自
然
主
義
と
の
異
質
性
と
同
時

に
共
通
性
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
、
等
々
が
問
題
と
し
て
残
る
は

ず
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
相
対
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
写
生
文
派
と
自

然
主
義
と
に
つ
な
が
り
を
見
出
そ
う
と
す
る
意
図
が
見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、

高
橋
氏
が
言
う
と
こ
ろ
の
自
然
主
義
と
の
「
共
通
性
」
に
関
し
て
は
、
以
下
、
「
人

間
研
究
」
「
自
然
主
義
的
真
実
」
と
い
う
暖
昧
な
表
現
に
回
収
さ
れ
る
に
留
ま
っ

て
お
り
、
そ
の
具
体
像
は
う
か
が
い
に
く
い
。
ま
た
、
引
用
箇
所
の
後
に
続
く

「
写
生
文
の
過
渡
期
的
な
問
題
点
を
提
示
し
た
の
は
虚
子
の
「
俳
諾
師
」
で
あ

っ
た
J

と
い
う
見
解
も
、
そ
れ
は
虚
子
の
写
生
文
の
変
遷
の
一
端
を
解
く
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
氏
が
こ
の
論
で
対
象
と
し
て
い
る
「
俳
話
師
」
「
続

俳
話
師
」
を
も
っ
て
、
写
生
文
の
全
体
像
を
語
り
尽
く
せ
る
と
は
限
ら
な
い
よ

う
に
思
え
る
。

虚
子
の
写
生
文
の
変
遷
を
た
ど
る
に
は
、
そ
の
通
過
点
で
あ
る
「
俳
話
師
」

や
「
続
俳
話
師
」
に
視
点
を
あ
て
る
の
も
一
つ
で
あ
る
が
、
私
は
、
十
年
以
上

の
月
日
を
通
し
て
書
き
継
が
れ
て
い
っ
た
「
風
流
償
法
」
三
部
作
の
ほ
う
が
、

よ
り
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
「
風
涜
儲
法
」
三
部
作
の
分
析
と
彼
の
写
生
文
論
を
通
し

て
、
虚
子
の
写
生
文
観
の
変
還
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
同
時
代
の
言
説

も
取
り
上
げ
、
虚
子
の
写
生
文
の
同
時
代
的
位
置
づ
け
を
は
か
る
。

二
、
虚
子
の
変
遷
の
様
相

「
風
流
償
法
」
三
部
作
に
つ
い
て
、
思
想
や
手
法
に
視
座
を
据
え
て
、

そ
こ

-14 -

に
う
か
が
え
る
変
遷
の
跡
を
探
っ
て
み
る
。

ー
、
「
風
流
償
法
」

「
風
流
償
法
」
は
)
「
横
河
」
「
一
力
」
の
二
章
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、

そ
の

特
色
と
し
て
、
ま
ず
は
会
話
が
多
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
「
横
河
」
二
百
二

十
五
行
の
う
ち
百
十
七
行
、
「
一
力
」
二
百
八
十
四
行
の
う
ち
百
六
十
八
行
が
会

話
文
に
な
て
い
る
。

つ
ま
り
、
全
五
百
九
行
中
二
百
八
十
五
行
、
約
五
割
六
分

が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
(
注
2
1
こ
れ
ら
多
用
さ
れ
た
会
話
の
意
味

を
考
察
し
て
み
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
会
話
文
の
み
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ

る。

「
君
は
何
処
の
小
僧
サ
ン
」

「
大
師
堂
」



「
君
の
う
ち
は
ど
こ
」

「
僕
の
う
ち
は
東
京
、
だ
け
れ
ど
京
都
に
伯
母
サ
ン
が
ゐ
る
の
、
あ
す

は
伯
母
サ
ン
の
う
ち
へ
行
く
の
」

「
伯
母
サ
ン
の
う
ち
は
京
都
の
ど
こ
」

「
祇
園
町
」

「
僕
か
、
僕
も
明
日
京
都
へ
行
く
積
り
な
の
。
」

「
君
は
い
つ
小
僧
サ
ン
に
な
っ
た
ん
だ
い
」

「一一月」

(
「
横
河
」
)

一
念
を
真

「
僕
か
、
僕
も
明
日
京
都
へ
行
く
積
り
な
の
。
」
と
い
う
台
詞
に
、

似
た
文
末
表
現
で
話
す
「
余
」
の
酒
落
気
め
い
た
も
の
は
う
か
が
え
る
も
の
の
、

具
体
的
な
人
物
像
は
見
え
て
来
な
い
。
「
小
僧
サ
ン
」
す
な
わ
ち
一
念
に
つ
い
て

も
、
彼
が
大
師
堂
か
ら
来
た
こ
と
、
東
京
出
身
で
祇
園
町
に
伯
母
が
い
る
こ
と
、

小
僧
に
な
っ
た
の
は
二
月
と
い
う
こ
と
以
外
、
特
に
彼
の
人
物
像
に
関
わ
る
言

説
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
「
一
カ
」
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
登
場
人
物

の
数
に
比
例
し
て
会
話
が
「
横
河
」
よ
り
多
く
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
人
物

の
内
面
に
迫
り
得
る
よ
う
な
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

「
風
流
償
法
」
に
お
け
る
会
話
に
は
、
発
話
者
の
思
想
な
ど
を
含
ん
だ
要
素

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
人
物
の
内
面
描
写
が
希
薄
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
か

ら
、
「
余
」
が
加
わ
っ
た
、
あ
る
い
は
「
余
」

の
眼
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
会
話

激石の写生文と同時代

を
そ
の
ま
ま
記
す
こ
と
に
よ
り
、
会
話
が
行
わ
れ
て
い
る
現
在
の
聴
覚
的
な
イ

メ
!
ジ
を
持
た
せ
る
こ
と
を
作
者
が
意
図
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
か
。

続
い
て
、
地
の
文
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
。

横
河
は
叡
山
の
三
塔
の
う
ち
で
一
番
奥
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
淋
し
い
事
も
亦

格
別
だ
。
二
三
町
離
れ
た
慮
に
あ
る
大
師
堂
の
方
に
は
日
に
よ
る
と
参
詣

人
も
ぽ
つ
/
¥
あ
る
が
、
中
堂
の
方
は
年
中
一
人
の
参
拝
者
も
な
い
と
い

っ
て
よ
い
。
大
き
な
建
物
が
杉
を
圧
し
て
立
っ
て
居
る
。
四
方
の
扉
は
皆

締
切
っ
て
あ
る
の
で
中
は
真
暗
だ
。
只
正
面
に
一
尺
角
許
り
の
穴
が
聞
い

て
居
る
の
で
其
処
か
ら
中
を
覗
く
と
、
其
真
暗
な
中
に
常
燈
明
が
淋
し
く

と
も
っ
て
居
る
。
政
所
は
其
中
堂
を
十
問
許
り
離
れ
た
処
に
別
棟
に
な
っ

て
建
っ
て
居
る
。
其
処
に
和
尚
サ
ン
が
下
男
も
置
か
ず
に
一
人
で
自
炊
し

て
居
ら
れ
る
。
余
も
自
炊
の
手
伝
ひ
を
し
な
が
ら
四
五
日
滞
在
し
て
居
る

(
「
横
河
」
)

の
で
あ
る
。

の
置
か
れ
て
い
る
場
所
や
状
況
を
説
明
し
て
い
る
箇

所
で
あ
る
。
「
余
」
に
よ
る
詳
細
な
観
察
に
支
え
ら
れ
た
、
中
堂
や
政
所
の
説
明

は
、
全
景
か
ら
一
点
に
焦
点
化
し
て
い
く
語
り
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
し

こ
れ
は
、
作
中
「
余
」
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か
し
そ
れ
ら
は
、
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
の
ズ

l
ム
ア
ッ
プ
の
よ
う
に
、
た
だ
に
目
の

前
の
光
景
を
説
明
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
会
話
の
聞
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
地
の
文
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

〈
と
い
ふ
声
が
聞
こ
え
る
。
舞
妓
は
余
等
の
前
に
指
を
突
い
て
、
〉

〈
と
お
艶
に
会
釈
す
る
。
厚
化
粧
の
頬
に
置
が
出
来
て
、
唇
が
玉
虫
の
や

う
に
光
る
。
お
艶
の
赤
前
垂
れ
の
赤
い
の
が
此
時
も
と
の
通
り
帯
の
聞
に

畳
ま
れ
て
、
極
彩
色
の
京
人
形
が
一
つ
畳
の
上
に
坐
っ
て
居
る
。
〉

〈
と
お
艶
は
銀
煙
管
に
煙
草
を
つ
め
る
。
〉

〈
と
赤
い
ハ
ン
ケ
チ
を
膝
の
上
で
た
が
ね
て
見
せ
る
。
白
い
指
が
其
ハ
ン

ケ
チ
に
か
ら
ま
っ
て
美
し
い
。
〉

い
ず
れ
も
三
千
歳
が
登
場
す
る
場
面
で
あ
る
が
、
言
葉
を
発
し
た
お
艶
や
三

千
歳
の
動
作
、
仕
草
、
服
装
な
ど
の
説
明
が
大
半
を
占
め
て
お
り
、
そ
れ
以
外
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に
は
、
舞
妓
の
隠
除
と
し
て
の
「
極
彩
色
の
京
人
形
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
程

度
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
地
の
文
は
、
直
前
に
あ
る
発
話
者
の
様
子
を
、
視
覚
的

に
補
足
す
る
た
め
に
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
地
の
文
は
、
眼
前
の
具
体
的
な
光
景
を
語
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
自
の
前
に
見
え
る
光
景
は
、
「
余
」
の
、
一
人
称
に
よ
る
語
り
に
よ
っ
て

記
さ
れ
て
い
る
。
作
品
の
文
末
表
現
が
、
人
物
の
平
素
の
日
常
や
、
過
去
の
出

来
事
を
語
る
場
合
を
除
い
て
、
す
べ
て
現
在
形
も
し
く
は
現
在
進
行
形
で
あ
る

の
も
、
一
人
称
に
よ
る
語
り
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

聴
覚
的
に
現
在
を
感
じ
さ
せ
る
会
話
と
、
視
覚
的
に
現
在
を
想
起
さ
せ
る
地

の
文
。
こ
の
二
つ
が
組
み
合
わ
さ
っ
た
と
き
、
読
み
手
は
「
余
」
と
同
じ
時
間

を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
は
、
「
な
ぜ
か
」
、
で
は
な

く
「
そ
れ
か
ら
ど
う
し
た
」
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
ッ
ト
よ
り
も
ス
ト
ー
リ
ー
を
重
視

す
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
た
め
、
読
み
手
に
は
、
語
ら
れ
た
事
象
を
そ
の
ま
ま

受
け
入
れ
る
姿
勢
が
要
求
さ
れ
る
。
激
石
が
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
(
明
治
四

十
年
十
二
月
二
十
三
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
)
で
述
べ
た
、
「
言
葉
を
換
へ
る
と
、

虚
子
は
小
坊
主
の
運
命
が
ど
う
変
っ
た
と
か
、
ど
う
な
っ
て
行
く
と
か
云
ふ
問

題
よ
り
も
妓
楼
一
タ
の
光
景
に
深
い
興
味
を
有
っ
て
、
其
光
景
を
思
ひ
浮
か
べ

て
恋
々
た
る
の
で
あ
る
。
此
光
景
を
虚
子
と
共
に
味
は
う
気
が
な
く
っ
て
は
、

始
か
ら
風
流
償
法
は
物
に
な
ら
ん
。
」
と
い
う
指
摘
は
、
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
、
「
続
風
流
償
法
」

「
続
風
流
償
法
」
は
、
「
三
条
大
橋
」
二
力
上
」
「
一
カ
下
」
「
九
皐
堂
」
「
鳥

部
山
」
の
五
章
か
ら
成
る
。
こ
こ
で
の
語
り
手
は
、
「
風
流
機
法
」
よ
り
も
「
語

り
」
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
変
化
が
見
ら
れ
る
。

余
は
三
条
橋
畔
の
宿
に
泊
っ
て
居
る
。
今
日
は
朝
か
ら
の
降
り
で
一
日
聾

居
し
て
欄
干
に
免
れ
て
ポ
カ
ン
と
橋
を
眺
め
て
居
る
。
橋
の
上
に
は
春
雨

傘
が
往
来
す
る
。
白
い
雨
傘
の
中
に
黒
い
幅
掴
傘
も
交
っ
て
、
其
傘
が
団

々
と
固
ま
っ
て
往
来
が
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
か
と
思
は
れ
る
事
も
あ
る
が
、

其
が
す
ぐ
又
散
ら
ば
っ
て
東
か
ら
西
へ
、
西
か
ら
東
へ
な
だ
れ
行
く
様
が

面
白
い
。
幌
を
控
け
た
車
が
文
其
聞
を
縫
う
て
駆
け
る
。
(
「
三
条
大
橋
」
)

「
続
風
流
償
法
」
の
官
頭
、
「
余
」
が
阪
東
君
の
到
着
を
待
ち
な
が
ら
、
外
の

景
色
を
眺
め
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
「
余
」
自
身
が
自
に
し
た
光
景
の
叙
述
と
い

う
こ
と
も
あ
る
が
、
「
風
流
償
法
」
と
同
様
、
「
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
、
こ
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
コ
ニ
条
大
橋
」
に
は
、
「
横

河
の
和
尚
さ
ん
の
事
、
蕗
の
蔓
の
田
楽
の
事
、
一
念
の
事
を
思
ふ
」
、
二
念
は

ど
う
し
た
ら
う
。
尚
横
河
に
在
る
か
、
今
で
も
時
々
伯
母
の
う
ち
と
か
へ
帰
る

か
、
相
変
ら
ず
い
た
づ
ら
小
僧
で
あ
ら
う
か
」
と
い
っ
た
箇
所
に
見
ら
れ
る
よ

ro 

噌

B
A

う
に
、
「
余
」
の
想
起
し
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
想
起
し
た
こ
と
、
ま
た
そ

の
内
容
も
事
実
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
、
こ
に

比
し
て
、
少
し
心
情
ま
で
立
ち
入
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
の
み
で
は
な

く
、
心
情
や
観
念
を
描
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
「
あ
り
の
ま
』
見

た
る
ま
』
」
に
新
た
な
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
物
語
の
末
尾
も
作
品
の
特
徴
が
う
か
が
え
る
。

阪
東
君
は
マ
ッ
チ
を
一
念
に
渡
し
て
沢
山
の
文
殻
を
薪
の
如
く
地
上
に
立

一
念
は
黙
っ
て
マ
ッ
チ
を
受
取
っ
て
磨
る
。
パ
ツ
と
明
る
く

な
っ
て
、
白
々
と
立
て
か
け
ら
れ
た
文
殻
、
踏
ん
で
ゐ
る
阪
東
君
と
一
念
、

て
か
け
る
。

其
を
取
り
囲
ん
で
た
っ
て
ゐ
る
四
人
が
ゆ
ら
ゆ
ら
と
見
え
る
。

マ
ッ
チ
の

火
は
容
易
く
一
本
の
文
殻
に
燃
え
移
る
と
直
ち
に
文
他
の
文
殻
に
移
る
。



一
念
は
文
マ
ッ
チ
を
磨
る
。
今
度
の
火
は
傍
に
在
る
大
き
な
石

塔
の
側
面
を
照
ら
し
て
石
の
膚
の
乾
い
た
苔
を
見
せ
る
。
コ
一
千
歳
が
、

(
中
略
)

「
お
墓
の
横
に
蓋
が
お
し
た
。
」

と
い
ふ
。
一
念
は
又
マ
ッ
チ
を
磨
っ
て
地
上
を
照
ら
す
。
成
程
石
塔
の
す

ぐ
下
に
僅
か
に
二
本
の
悲
し
い
花
が
咲
い
て
居
る
。

「
淋
し
い
火
ど
し
た
な
あ
。
」

と
お
藤
さ
ん
は
初
め
て
口
を
利
く
。

人
物
の
行
動
や
言
動
に
つ
い
て
の
叙
述
は
、
「
風
流
償
法
」
に
比
し
て
さ
ほ
ど

調
子
が
変
わ
っ
て
い
な
い
が
、
墓
の
横
に
咲
く
蓋
や
、
艶
書
を
焼
く
火
に
対
す

る
、
「
悲
し
い
」
「
淋
し
い
」
と
い
う
心
情
語
が
加
わ
り
、
客
観
性
よ
り
も
人
物

の
内
面
を
意
識
し
た
語
り
と
な
っ
て
い
る
(
注
3
1
「
一
力
上
」
に
お
け
る
、

「
ま
こ
と
七
十
年
前
の
恋
の
一
念
が
今
此
処
で
灰
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
と

思
ふ
と
其
天
井
に
訪
笹
ふ
大
き
な
一
片
に
格
別
の
意
味
が
あ
る
や
う
に
も
思
は

(
「
鳥
部
山
」
)

れ
る
」
と
い
う
語
り
も
同
様
で
あ
る
。

「
続
風
流
機
法
」
に
お
い
て
は
、
人
物
の
過
去
を
語
る
際
や
同
じ
名
前
の
人

物
を
登
場
さ
せ
因
縁
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
、
ま
た
終
末
部
で
の
語
り
な
ど
に
、
「
風

流
償
法
」
と
の
相
違
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
事
象
を
客
観
的
に

伝
え
る
た
め
の
方
法
に
加
え
て
、
人
物
の
内
面
描
写
を
意
識
し
始
め
て
い
る
の

で
あ
る
。

激石の写生文と同時代

3
、
「
風
流
償
法
後
日
諒
」

「
風
流
償
法
後
日
謂
」
は
、
「
序
」
「
駒
太
郎
」
「
風
流
償
法
後
日
謂
に
就
て

手
紙
四
本
」
と
い
っ
た
章
に
、
「
ご
か
ら
「
十
ご
ま
で
の
一
念
と
三
千
歳
の

物
語
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
阪
東
君
へ
の
余
か
ら
の
手
紙
と
い
う
額
縁

構
造
を
持
ち
、
物
語
内
部
で
は
「
余
」
は
語
り
手
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
。

さ
う
い
ふ
と
僕
自
身
は
不
相
変
太
平
の
逸
民
を
以
て
居
る
や
う
に
取
れ

る
が
必
ず
し
も
さ
う
で
は
無
い
。
唯
ふ
と
し
た
事
か
ら
富
之
助
に
出
逢
ひ
、

続
い
て
駒
太
郎
に
、
こ
れ
は
こ
ち
ら
か
ら
面
会
の
機
会
を
も
と
め
、
遂
に

三
千
歳
か
ら
手
紙
を
受
取
る
や
う
な
始
末
に
な
っ
て

る
と
、
ど
う
も
君

程
落
着
き
払
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
出
来
無
く
な
っ
た
と
い
ふ
だ
け
の
事
だ
。

其
為
め
僕
は
狙
り
で
西
下
し
て
、
こ
』
に
暫
く
鴨
の
水
と
に
ら
め
つ
く
ら

を
し
て
居
る
。
(
「
風
流
償
法
後
日
謂
に
就
て
手
紙
四
本
」
)

「
風
涜
償
法
後
日
謂
」
そ
の
も
の
は
、
旅
の
途
中
で
「
続
風
流
償
法
」
の
中

で
出
会
っ
た
芸
妓
富
之
助
と
駒
太
郎
か
ら
聞
い
た
話
に
始
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
、

こ
の
作
品
の
連
載
に
対
す
る
反
響
の
手
紙
の
中
に
三
千
歳
か
ら
の
も
の
が
あ
っ

た
と
し
て
、
「
話
は
三
千
歳
、
一
念
が
十
五
歳
の
春
を
以
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。
」

と
い
う
前
書
き
の
も
と
、
一
念
と
三
千
歳
の
物
語
が
語
ら
れ
て
い
く
。
「
続
風
流

償
法
」
が
い
わ
ば
阪
東
君
を
軸
と
し
た
物
語
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
風
涜
償

法
後
日
謂
」
は
、
一
念
と
三
千
歳
の
恋
愛
謂
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
風
流
償
法
後
日
謂
」
に
は
、
「
風
流
憤
法
」
や
「
続
風
流
償
法
」
に

は
見
ら
れ
な
か
っ
た
特
徴
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
二
作
で
は
、
台
詞
の
後
に
〈
と

三
千
歳
は
手
を
前
髪
の
後
ろ
に
や
る
〉
と
い
う
程
度
し
か
語
り
手
が
割
り
込
ま

な
い
、
眼
前
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
「
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま

弓

t
唱
Z
A

L

」
の
会
話
だ
け
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
風
流
償
法
後
日
謂
」
で
は
、

「
な
つ
か
し
い
や
う
な
淋
し
い
や
う
な
心
持
で
あ
っ
た
。
」
「
『
こ
』
へ
来
て
や

は
っ
た
ら
え
』
の
に
。
』
と
そ
ん
な
事
も
思
っ
た
J

(
「
二
」
)
な
ど
の
よ
う
に
、

三
千
歳
に
重
な
っ
て
の
、
彼
女
の
心
情
や
内
面
に
ま
で
迫
る
語
り
が
展
開
さ
れ

て
い
る
。

ま
た
、
語
り
手
が
重
な
る
の
は
=
一
千
歳
だ
け
で
は
な
い
。
次
は
、
妾
と
な
っ



帯主石の写生文と同時代

た
三
千
歳
の
も
と
に
一
念
が
訪
ね
て
き
た
シ

l
ン
で
あ
る
。

お
三
千
の
目
に
は
文
涙
が
に
じ
み
か
け
た
と
思
ふ
と
今
度
は
一
念
の
膝

に
つ
』
ぷ
し
て
背
に
浪
を
打
た
せ
て
シ
ヤ
ク
リ
上
げ
て
泣
き
出
し
た
。
流

召
に
お
三
千
を
可
耳
さ
う
と
思
ふ
心
は
萌
し
か
け
て
も
、

人
の
眼
の
前
に

突
き
つ
け
た
大

髭
を
見
る
こ
と
は
一
念
に
取
っ
て
耐
へ
難
い
不
快
で
あ

っ
た
。

山
っ
て
其
蛇
の
や
う
に
う
ね
っ
て
山

い
じ
ゃ
く
っ
て
ゐ

る
女
の
背
中
を
見
つ
め
て
ゐ
た
。

(
中
略
)

お
三
千
は
淋
し
さ
う
に
黙
っ
た
。
自
分
の
体
の
周
囲
に
纏
綿
し
て
ゐ
る

あ
ら
ゆ
る
粋
を
切
り
断
つ
に
は
一
念
の
力
は
余
り
に
弱
い
と
思
は
れ
た
。

↓
周
防
年
以
引
叫
老
町
℃
即
刻
お
.
「
，
念
が
新
凶
ザ
ベ
松
川
}
‘
町
罫
，
h

門川いい，
U

んロ.

戻
っ
た
や
う
な
心
持
が
し
て
、
い
ぢ
ら
し
く
も
あ
れ
ば
心
細
く
も
思
は
れ

た。

(「五」。

傍
点
は
本
文
に
よ
る
)

傍
線
の
箇
所
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
念
と
三
千
歳
の
内
面
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
語
り
手
が
ど
ち
ら
か
の
人
物
の
み
に
重
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
語
り
手
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
同
等
に
接
し
て
、

一
念
と
三
千
歳
の
物
語
を
術
敵
す
る
よ
う
な
位
置
に
お
り
、
二
人
と
の
距
離
を

平
等
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
別
の
新
た
な
語
り
手
の
存
在
も
う
か
が
え
る
。
次
は
‘
一
念
が
三
千

歳
た
ち
を
宿
院
に
招
き
、
一
泊
さ
せ
た
そ
の
晩
の
場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

「
あ
り
の
ま
』
」
と
い
う
語
り
手
の
姿
勢
は
崩
壊
し
て
い
る
。

二
人
は
何
処
に
居
る
の
で
あ
ら
う
。

其
は
も
う
西
塔
の
釈
迦
堂
に
近
い
処
に
一
つ
の
堂
が
あ
っ
た
。
杉
木
立

が
其
を
取
り
囲
ん
で
ゐ
た
。

(
中
略
)

一
念
と
三
千
歳
は
?

あ
りl月
げ|は
に|物
彼|凄
の|い

ゃ
っ

明
か

て
の
も
の
を
照
ら
し
て
ゐ
た
。
殊
に
由

つ
の
堂
を
照
ら
し
て
ゐ
た
。

，圏、
ー「

一一-
L-、...... 

「
二
人
は
何
処
に
居
る
の
で
あ
ら
う
。
」
二
念
と
三
千
歳
は
?
」
と
繰
り
返

し
発
せ
ら
れ
る
疑
問
、
そ
し
て
末
部
に
配
置
さ
れ
て
い
る
「
月
は
」
「
殊
に
由
あ

り
げ
に
彼
の
一
つ
の
堂
を
照
ら
し
て
ゐ
た
。
」
と
い
う
語
り
は
、
き
わ
め
て
意
図

的
で
あ
り
、
繰
り
返
さ
れ
た
疑
問
に
対
し
て
暗
に
解
答
を
与
え
て
い
る
。
つ
ま

り
、
二
人
が
御
堂
に
い
た
と
い
う
読
み
へ
、
最
か
し
な
が
ら
も
、
導
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

「
続
風
流
償
法
」
か
ら
「
風
流
儲
法
後
日
謂
」
へ
の
変
化
は
、
人
物
の
内
面

の
描
写
を
主
と
し
て
い
く
点
で
著
し
く
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
事
象
を
「
あ

り
の
ま
』
見
た
る
ま
』
」
に
伝
え
る
と
い
う
、
「
風
流
償
法
」
「
続
風
流
惜
法
」

に
見
ら
れ
た
姿
勢
は
、
「
風
流
償
法
後
日
謂
」
に
お
い
て
は
、
他
人
か
ら
聞
い
た

話
で
あ
る
と
い
う
設
定
に
よ
っ
て
残
さ
れ
、
試
み
ら
れ
で
も
い
る
の
で
あ
る
。

n
D
 

唱

E
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「
主
観
的
写
生
文
」

ー
虚
子
の
写
生
文
観
|

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
三
つ
の
作
品
の
変
遷
の
背
景
を
探
る
た
め
に
、
虚
子
の

写
生
文
観
を
見
て
い
く
。
最
初
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
写
生
文
は
虚
子
の
師
で
あ

る
正
岡
子
規
が
提
唱
し
た
、
写
実
主
義
を
志
向
す
る
技
法
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
は
、
特
に
「
風
流
償
法
」
に
見
ら
れ
た
特
徴
と
一
致
す
る
。

し
か
し
、
「
風
疏
惜
法
」
は
虚
子
本
人
の
見
聞
に
の
み
よ
る
も
の
で
は
な
く
、



激石の写生文と同時代

彼
の
実
体
験
と
虚
構
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
福
田
清
人
氏
は
、
「
な
お
『
叡
山
詣
』
は
小
説
『
風
流
機
法
』
に
も
関
連
し
、

ま
た
後
年
の
叡
山
と
の
深
い
関
係
に
つ
な
が
る
」
(
注
4
)
と
、
虚
子
が
明
治
四

十
年
三
月
六
日
か
ら
十
五
日
ま
で
叡
山
で
暮
ら
し
た
際
の
写
生
文
、
『
叡
山
詣
』

と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
木
谷
喜
美
枝
氏
も
、
福
田
氏
の
指
摘
と

併
せ
て
、
明
治
三
十
七
年
九
月
十
三
日
か
ら
四
日
間
の
叡
山
に
於
け
る
吟
行
の

記
『
四
夜
の
月
』
を
挙
げ
、
「
風
流
償
法
」
は
「
怯

'u・c-ナ
台
レ
い
世
界
」
を
「
虚

実
を
な
い
ま
ぜ
に
し
て
成
立
し
て
い
る
」
(
注
5
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

一
見
、
子
規
の
唱
え
る
写
生
文
観
と
反
す
る
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。

そ
こ
で
、
当
時
の
虚
子
の
写
生
文
観
を
探
る
こ
と
に
よ
り
、
虚
子
の
中
で
の

位
置
づ
け
を
確
か
め
る
こ
と
に
す
る
。

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
「
風
流
償
法
」
執
筆
以
前
の
見
解
、
「
写
生
文
と

小
説
」
(
明
治
三
十
九
年
十
月
二
十
三
日
『
国
民
新
聞
』
)
で
あ
る
。

主
と
し
て
俳
人
の
手
に
よ
っ
て
な
る
写
生
文
と
い
ふ
も
の
は
俳
句
と
同

じ
く
趣
味
に
の
み
立
脚
す
る
散
文
で
あ
る
。
人
世
を
斯
く
ノ
¥
の
論
拠
よ

り
観
察
す
る
と
か
、
人
間
の
運
命
を
し
か
/
¥
の
思
想
に
よ
っ
て
描
く
と

か
い
ふ
や
う
な
左
様
な
智
的
の
も
の
で
は
無
い
。
唯
俳
句
趣
味
な
る
一
種

例
制
射
訓
引
川
同
州
到
倒
剖
嗣
割
叫
甘
副
削
川
副
尉
オ
剖
割
剖
剖
引
制
剖

』
に
描
く
。
其
描
写
の
動
機
に
も
理
屈
が
無
く
。
其
描
写
の
方
法
に
も
理

屈
が
無
い
。
世
人
は
風
俗
文
選
、
韓
衣
等
の
配
分
と
写
生
文
と
を
相
似
た

も
の
与
や
う
に
い
ふ
が
、
こ
れ
は
非
常
に
差
が
あ
る
。
俳
文
の
方
は
非
理

屈
な
が
ら
も
兎
角
理
屈
を
い
ひ
た
が
る
。
何
々
な
る
が
故
に
し
か
し
か
と

か
、
と
い
ふ
心
持
を
常
に
離
れ
る
事
が
出
来
ぬ
。
(
後
略
)

「
唯
俳
句
趣
味
な
る
一
種
の
趣
味
よ
り
人
間
の
動
作
を
観
察
し
て
面
白
い
と

思
っ
た
事
を
あ
り
の
ま
与
に
描
く
」
と
あ
る
が
、
「
風
流
償
法
」
発
表
半
年
前
の

こ
の
見
解
は
、
「
あ
り
の
ま
与
に
描
く
」
と
い
う
点
に
、
子
規
の
写
生
文
を
意
識

し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

し
か
し
、
そ
の
約
五
ヶ
月
後
、
「
風
流
償
法
」
の
一
ヶ
月
前
に
発
表
さ
れ
た
「
写

生
文
の
由
来
と
そ
の
意
義
」
(
明
治
四
十
年
三
月
『
文
章
世
界
』
)
で
は
、
や
や

趣
が
異
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
、
唯
だ
目
で
見
、
耳
で
問
い
た
だ
け
で
は
、
何
と
な
く
不
満
足

を
感
じ
て
、
何
か
他
に
或
る
も
の
が
欲
し
い
と
感
じ
て
来
た
の
も
、
一
つ

の
原
因
で
あ
る
・
剖
剖
パ
川
副
刻
凶
叶
札
制
剖
劃
州
引
剖
川
引
剰
刺
創

っ
て
、
写
生
文
は
単
に
そ
の
下
捺
へ
の
つ
も
り
で
や
っ
て
来
た
の
だ
が
、

川
剖
川
制
釧
劇
剖
剖
剖
剖
可
制
到
刻
剰
矧
叶
司
削

1
d引
叫
川
州
制

1
何

か
ま
だ
他
に
要
す
る
こ
と
が
分
っ
た
の
で
、
そ
の
新
方
法
を
見
出
し
た
い

と
、
各
自
が
多
少
の
工
夫
を
し
た
が
、
一
寸
い
々
思
ひ
付
が
な
か
っ
た
。

虚
子
は
、
小
説
へ
移
行
す
る
た
め
の
「
下
排
へ
」
と
し
て
の
写
生
文
と
い
う

意
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
続
け
て
い
る
。

所
が
、
写
生
文
は
、
元
来
俳
句
の
上
の
写
生
を
応
用
し
て
、
主
と
し
て

俳
人
が
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
(
中
略
)
従
っ
て
、
人
間
の
面
白
味
よ
り
は

寧
ろ
事
件
の
面
白
味
に
着
眼
し
、
事
件
の
面
白
味
よ
り
は
寧
ろ
シ

l
ン
の

面
白
味
に
着
眼
す
る
。
か
う
し
た
俳
句
の
趣
意
か
ら
、
人
間
は
殆
ど
そ
の

研
究
以
外
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
始
め
、
写
生
文
が
俳
句
か
ら
移
っ
て
来
た

や
う
に
、
容
易
く
は
人
間
の
研
究
に
手
が
着
け
難
い
。
つ
ま
り
、
人
間
の

刷
矧
削
倒
剰
側
副
剛
司
川
刈
明
到
凶
州
側
引
制
割
削
引
叫
l
(

中
略
)
州
側
UU1

引
同
州
割
出
刻
削
1
制
吋
↓
割
削
州
側
劃
叫
剛
オ
廿
1

d
州
刈
闘
副
矧
凶

「
組
制
引
制
引
闘
州
引
出
U
廿
剖
剖
削
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激石の写生文と同時代

こ
こ
で
虚
子
は
、
「
従
来
の
意
味
で
い
ふ
写
生
以
外
の
も
の
で
あ
る
」
「
人
間

の
研
究
」
に
向
け
て
、
「
今
日
の
写
生
文
は
、
漸
く
一
転
化
の
機
運
に
向
っ
て
、

一
進
路
を
切
り
開
か
う
と
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
上

に
た
っ
て
、
論
は
次
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

更
に
、
現
在
吾
々
写
生
文
家
の
聞
に
、
自
ら
二
派
あ
る
こ
と
を
述
べ
て

置
か
う
。
そ
の
一
は
、
客
観
の
描
写
に
、
主
と
し
て
勢
力
を
注
ぐ
人
で
、

他
の
一
は
、
割
制
州
引
制
剃
討
対
劇
叫
同
国
剖
剖
園
川
引
1
引
制
劇
叫
剖

対
剣
削
瑚
凶
引
剖
削
叫
可
制
闘
訓
捌
割
割
引
引
人
で
あ
る
。
則
ち
、
主
観

派
か
ら
見
れ
ば
、
何
れ
も
遥
か
に
客
観
的
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
純
客

観
派
と
、
や
』
主
観
的
に
傾
い
た
派
と
の
国
別
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
客
観
か
ら
得
来
っ
た
感
じ
に
重
き
を
置
い
て
、
そ
の
感
じ
を
充

分
に
現
は
す
た
め
に
、
客
観
の
描
写
を
す
る
」
「
や
』
主
観
的
に
傾
い
た
派
」
の

説
明
で
あ
る
。
虚
子
自
身
、
子
規
の
写
生
文
か
ら
自
然
主
義
的
な
方
向
、
換
言

す
れ
ば
主
観
を
重
ん
じ
る
方
向
に
進
み
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
「
写
生
文
の
由
来
と
そ
の
意
義
」
に
は
、
「
人
間
の
面
白
味
よ

り
は
寧
ろ
事
件
の
面
白
味
に
着
眼
し
、
事
件
の
面
白
味
よ
り
は
寧
ろ
シ

l
ン
の

面
白
味
に
着
眼
す
る
」
の
を
良
し
と
す
る
見
解
、
「
従
来
の
意
味
で
い
ふ
写
生
」

す
な
わ
ち
子
規
の
写
生
文
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
「
風
流
償
法
」
に
は
、
子
規
の
写
生
文
の
傾
向
が
多
分
に
あ
る
。

虚
子
は
、
そ
の
後
も
主
観
を
重
ん
じ
る
方
向
を
押
し
進
め
、
そ
れ
を
、
「
主
観

的
写
生
文
」
(
明
治
四
十
年
八
月
三
十
日
『
国
民
新
聞
』
)
や
「
写
生
文
界
の
転

化
」
(
明
治
四
十
一
年
十
二
月
『
文
章
世
界
』
)
に
表
し
て
い
っ
た
。
後
者
か
ら

コ
ワ
/
¥
。

然
し
な
が
ら
四
十
年
の
写
生
文
界
は
、
何
れ
か
と
云
へ
ば
従
来
の
客
観

的
の
写
生
文
(
冷
や
か
な
る
態
度
に
於
け
る
写
生
文
)
よ
り
も
、
主
観
的

写
生
文
(
前
に
述
べ
た
る
新
ら
し
き
態
度
に
於
け
る
写
生
文
|
客
観
的
描

写
に
重
き
を
置
く
事
は
何
れ
も
変
り
は
無
い
が
、
此
の
方
は
前
に
も
云
へ

る
如
く
、
先
づ
作
者
の
主
観
の
側
に
重
き
を
置
き
て
、
其
の
主
観
を
経
来

り
し
客
観
的
描
写
を
重
ん
ず
る
が
故
に
、
前
の
冷
や
か
な
る
態
度
に
於
け

る
写
生
文
を
客
観
的
写
生
文
と
呼
ぶ
に
対
し
て
、
此
の
方
を
主
観
的
写
生

文
と
命
名
す
る
の
で
あ
る
。
敢
て
主
観
其
の
僅
を
文
学
の
上
に
現
さ
ん
と

す
る
に
非
ず
し
て
主
観
を
通
し
現
れ
た
る
精
細
な
る
客
観
的
描
写
を
重
ん

じ
、
客
観
的
措
写
を
通
じ
て
、
底
深
く
潜
め
る
深
遠
な
る
主
観
を
窺
ひ
得

の
方
が
多
か
っ
た
。
此
の
主
観
的
写
生
文
は

る
事
を
目
的
と
す
る
も
の
)

今
将
に
歩
を
転
じ
つ
』
あ
る
処
な
れ
ば
如
何
し
で
も
未
だ
思
ふ
通
り
に
行

-20-
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右
文
中
の
最
後
に
、
「
此
の
主
観
的
写
生
文
は
今
将
に
歩
を
転
じ
つ
』
あ
る
処

な
れ
ば
知
何
し
で
も
未
だ
思
ふ
通
り
に
行
か
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は

ま
だ
完
全
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
直
前
に
あ
る
、
「
客
観
的
描
写
を
通
じ
て
、

底
深
く
潜
め
る
深
遠
な
る
主
観
を
窺
ひ
得
る
事
を
目
的
と
す
る
も
の
」
と
い
う

表
現
は
、
客
観
を
合
図
と
し
て
主
観
に
よ
る
内
面
描
写
へ
と
向
か
う
、
「
写
生
文

の
由
来
と
そ
の
意
義
」
に
見
た
「
人
間
の
研
究
」
を
言
い
表
す
も
の
で
あ
り
、

後
に
触
れ
る
自
然
主
義
の
立
場
に
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
は
、
「
風
流
償
法
」
を
含
め
た
「
四
十
年
の
写
生
文
界
」
に
お
い

て
、
自
己
の
目
指
す
主
観
的
写
生
文
の
実
現
は
、
ま
だ
途
上
段
階
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
進
め
る
た
め
に
、
「
続
風
流
償
法
」

を
表
す
と
共
に
、
高
橋
氏
が
着
目
し
た
「
俳
話
師
」
「
続
俳
話
師
」
や
そ
の
他
の



作
品
を
経
て
、
「
風
涜
償
法
後
日
謂
」

へ
と
向
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
関
し
て
、
「
風
流
償
法
後
日
謂
」
を
経
た
後
の
「
序
」
(
『
高

第
四
巻
』
、
昭
和
九
年
五
月
、
改
造
社
)
で
は
次
の
よ
う
に
記
し

浜
虚
子
全
集

て
い
る
。

私
の
書
く
文
章
は
所
調
写
生
文
と
称
へ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
世

間
の
人
は
之
を
特
に
写
生
文
と
称
へ
た
為
、
私
等
仲
間
で
も
写
生
文
と
呼

ぷ
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
私
等
は
之
を
文
章
の
正
道
と
心
得
て
書

い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

此
篇
に
輯
め
た
も
の
は
其
私
の
書
い
た
文
章
の
う
ち
、
比
較
的
作
為
の

あ
る
小
説
が
』
っ
た
も
の
を
輯
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
、
こ
れ
も
世

れ
ば
所
謂
写
生
文
で
あ
ら
う
。
其
で
結
構
な
の
で
あ
る
。

聞
の
人
か
ら

(
昭
和
九
年
五
月
五
日
)

自
分
の
文
章
は
「
世
間
の
人
か
ら
見
れ
ば
所
謂
写
生
文
」
か
も
知
れ
な
い
、
「
其

で
結
構
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
所
謂
写
生
文
」
と
は
、
「
従

来
の
意
味
で
い
ふ
写
生
」
、
す
な
わ
ち
子
規
の
写
生
文
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
試

み
と
し
て
は
「
主
観
的
写
生
文
」
を
目
指
し
て
き
た
が
、
創
作
し
て
き
た
作
品

に
は
「
従
来
の
意
味
で
い
ふ
写
生
」
が
ま
だ
存
し
て
い
る
と
自
分
は
考
え
る
。

そ
の
点
で
「
所
調
写
生
文
」
と
さ
れ
て
も
異
議
は
な
い
、
と
い
う
。
大
括
り
と

激石の写生文と同時代

し
て
の
写
生
文
の
中
の
一
つ
と
し
て
、
虚
子
は
考
え
て
い
る
。

「
風
流
償
法
」
か
ら
「
続
風
流
償
法
」
へ
、
更
に
「
風
流
償
法
後
日
謂
」

と
い
う
変
還
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
「
続
風
流
償
法
」
と
「
風
琉
償

法
後
日
謂
」
の
聞
に
は
、
現
在
形
や
現
在
進
行
形
の
使
用
か
ら
完
了
形
の
表
現

へ
と
い
う
文
末
表
現
の
相
違
、
更
に
は
一
人
称
か
ら
三
人
称
へ
と
い
う
移
行
も

見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
、
登
場
人
物
に
同
等
に
接
し
つ
つ
も
彼
ら
の

物
語
を
師
敵
で
き
る
よ
う
な
語
り
、
す
な
わ
ち
額
縁
構
造
と
い
う
物
語
の
外
部

に
お
け
る
語
り
の
位
置
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
。
語
り
手
は
直
接
に
は
物
語
に
ふ

れ
な
い
立
場
に
い
る
の
で
、
こ
れ
が
、
虚
子
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
主
観
的
写
生

文
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
同
時
代
の
言
説
の
中
で

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
虚
子
の

「
主
観
的
写
生
文
」

へ
の
移
行
は
、
同
時

代
の
作
家
、
評
論
家
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

明
治
四
十
年
三
月
の
『
文
章
世
界
』
に
、
「
写
生
と
写
生
文
」
と
い
う
特
集
が

組
ま
れ
て
い
る
。
虚
子
は
「
写
生
文
の
由
来
と
そ
の
意
義
」
を
発
表
し
て
い
る

唱
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の
だ
が
、
こ
の
号
に
は
、
自
然
主
義
文
学
の
作
家
、
評
論
家
た
ち
の
見
解
も
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
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ン
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イ
=
ツ
シ
ユ
ド

ま
ず
、
島
村
抱
月
は
、
「
今
の
写
生
文
」
と
題
し
て
、
写
生
文
を
「
未
完
成

フ
ォ
ー
ム
レ
ス

の
も
の
、
無
形
式
の
も
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
、
完
成
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
は

出
来
な
」
い
な
が
ら
も
、
「
手
習
い
」
や
「
筆
な
ら
し
を
す
る
に
い
与
、
筆
力
を

養
ふ
に
い
』
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
作
者
心
内
の
感
じ
を
も
っ
て
、
散

そ
の
文
章
を
統
一
し
て
ゐ
る
点
が
あ
る
の
だ
」
と
、
写

漫
な
る
文
章
以
外
に
、

f¥ 

生
文
の
中
に

評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
作
者
心
内
の
感
じ
」

ま
た
、
長
谷
川
天
渓
は
「
写
生
文
の
妙
趣
」
と
い
う
表
題
の
も
と
、
『
脈
」
と

い
う
語
を
用
い
な
が
ら
、
「
観
察
者
の
思
想
、
感
情
貯
如
品
川
に
よ
小
で
、
、
そ
伶
喪

恥
千
か
脈
怯
畏
?
で
来
」
、
「
写
生
的
芸
術
に
も
作
者
の
思
想

を
い
か
に
表
す
か
が
重
要
で

を
見
出
し
、

こ
の
点
に
お
い
て

感
情
が
混
入
す
る
」

と
し
て
い
る
。

そ
の

「脈」
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そ
の
際
に
「
作
者
の
思
想
感
情
」
「
観
察
者
の
個
性
が
著
る
し
く
顕
出
さ

れ
る
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。

二
人
は
共
通
し
て
、
写
生
文
を
、
文
章
あ
る
い
は
小
説
の
基
礎
を
養
う
も
の

と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
換
言
す
れ
ば
、
物
事
を
捉
え
る
た
め
に
は
重

要
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
捉
え
た
も
の
を
表
出
す
る
際
に
現

れ
る
作
家
の
個
性
や
作
者
の
主
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

写
生
文
に
対
す
る
批
判
の
色
は
強
く
表
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
肯
定
的
で
さ
え

あ
る
。
そ
し
て
、
客
観
に
支
え
ら
れ
た
主
観
と
い
う
見
解
は
、
先
ほ
ど
見
た
虚

子
の
「
主
観
的
写
生
文
」
が
目
指
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
と
は
別
に
、
片
上
天
弦
に
よ
る
「
文
壇
最
近
の
趨
勢
」
(
明
治
四
十
一

年
一
月
『
ホ
ト
』
ギ
ス
』
)
も
存
す
る
。
天
弦
は
、
明
治
四
十
年
の
文
壇
に
つ
い

て
述
べ
る
中
で
、
「
そ
の
写
生
文
派
白
か
ら
が
、
そ
ん
な
太
平
楽
の
天
地
で
は
満

足
し
な
く
な
っ
て
来
」
て
、
「
外
面
か
ら
見
て
外
面
を
写
す
と
い
ふ
以
上
に
、
内

面
の
意
味
を
も
味
は
ひ
取
ら
う
と
す
る
傾
き
、
こ
の
世
に
住
む
人
間
と
し
て
の

わ
が
歎
き
悲
し
み
を
も
吐
露
し
ゃ
う
と
い
ふ
要
求
が
お
の
づ
か
ら
起
こ
っ
て
来

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
写
生
文
派
の
文
学
が
自
然
主
義
の
文
学
、

す
な
わ
ち
「
人
間
臭
く
」
、
「
主
観
的
」
「
内
面
的
」
で
、
「
現
実
の
人
間
生
活
」

を
描
く
文
学
に
近
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
明
治
四
十
年
に
は
、

虚
子
は
「
風
流
償
法
」
以
外
に
も
い
く
つ
か
作
品
を
発
表
し
て
お
り
、
当
時
の

虚
子
の
傾
向
が
、
自
然
主
義
か
ら
見
れ
ば
主
観
へ
の
歩
み
寄
り
と
取
ら
れ
る
も

あ
り
、

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
、
自
然
主
義
が
最
終
的
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
の
は
、
こ
れ
ら
と

は
逆
の
地
平
で
あ
っ
た
。

天
渓
は
「
所
謂
余
裕
派
小
説
の
価
値
」
(
明
治
四
十
一
年
三
月
『
太
陽
』
)

中
で
、
激
石
の
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
を
ふ
ま
え
、
自
然
主
義
の
立
場
を
説

い
て
い
る
。
彼
は
、
激
石
の
言
う
「
余
裕
の
あ
る
小
説
と
余
裕
の
無
い
小
説
」

に
つ
い
て
触
れ
、
「
人
生
の
大
問
題
を
材
料
と
す
る
者
は
、
胸
中
寸
竃
の
余
裕
す

ら
無
い
人
物
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
が
、
「
偽
な
き
事
安
を
暑
と
す
粁
降
、
非
常

な
仕
余
斡
b
?
で
ご
十
、
研
砂
で
長
m
w
冊
居
mw
栓
-P
栂
が
た
昔
仇
り
朴
粋
と
な
仕
」

と
し
た
上
で
、
「
自
然
主
義
者
」
は
「
其
の
状
態
(
「
人
生
の
問
題
に
迷
ふ
場
合
」

|
引
用
者
)
を
、
虚
飾
な
く
、
担
造
な
く
、
潤
飾
な
し
に
表
現
す
る
。
こ
れ
其

の
胸
中
に
其
の
問
題
を
客
観
的
に
見
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
「
即

ち
有
り
の
僅
に
見
る
だ
け
の
余
裕
あ
る
証
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
(
注
6
1

ま
た
、
抱
月
「
自
然
主
義
の
価
値
」
(
明
治
四
十
一
年
五
月
『
早
稲
田
文
学
』
〉

は
、
そ
の
前
半
で
、
「
理
想
主
義
写
実
主
義
等
」
が
「
自
然
、
物
質
、
現
実
等
の

裏
面
的
な
も
の
を
押
し
隠
し
た
人
生
を
描
い
た
」
の
に
対
し
て
、
自
然
主
義
と

し
て
は
「
斯
か
る
偏
し
た
人
生
を
破
砕
せ
ん
が
た
め
、
隠
れ
た
半
面
を
大
胆
に

暴
露
し
、
以
て
真
実
な
全
人
生
と
触
面
せ
し
め
る
」
と
述
べ
る
。
こ
こ
ま
で
は
、

以
前
の
も
の
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
だ
が
、
後
半
で
は
、
そ
の
立
場
の
こ
と

を
「
在
り
の
ま
』
主
義
」
「
無
解
決
無
理
想
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い

。，hn
L
 

る
の
で
あ
る
(
注
7
Y

こ
れ
ら
は
、
子
規
の
写
生
文
観
「
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
、
こ
と
一
致
す
る

つ
ま
り
、
最
初
は
作
者
の
「
主
観
」
を
重
ん
じ
て
い
た
自
然
主

義
が
、
次
第
に
、
「
客
観
」
と
い
う
写
生
文
派
の
位
相
へ
と
歩
み
寄
っ
て
い
る
と

も
の
が
あ
る
。

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
抱
月
と
天
渓
と
い
う
、
自
然
主
義
の
立
場
に
立
つ
評

論
家
の
二
人
共
に
、
そ
の
動
き
が
見
ら
れ
る
の
は
重
要
で
あ
る
。

の



五

虚
子
と
自
然
主
義
の
位
相

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

〈
作
品
・
文
章
論
の
発
表
時
期
と
そ
の
変
遷
〉

年
月

虚
子

明
治
労

-
m
「
写
生
文
と
小
説
」

ω
・
3

「
写
生
文
の
由
来
と
そ
の
意
義
」

" 
4

「
風
流
機
法
」

8

「
主
観
的
写
生
文
」

ロ
「
写
生
文
界
の
転
化
」

制
・

l3 5

「
続
風
流
機
法
」

大
正
8
・
1

「
風
流
機
法
後
日
課
」

激石の写生文と同時代

t
，Q
u
-
P
U
 

昭
和

9
・
5

「
『
高
浜
虚
子
全
集
第
四
巻
』
序
」(

直
線
|
L
虚
子
、
点
線
|
|
自
然
主
義
)

客
観

自
然
主
義

一・ーー・ーーー 主
観

「
今
の
写
生
文
]

「
写
生
文
の
妙
趣
」

「
文
壇
最
近
の
趨
勢
」

「
所
謂
余
裕
派

小
説
の
価
値
」

『
自
然
主
義
の
価
値
]

「
写
生
文
と
小
説
」
に
あ
る
よ
う
に
、
虚
子
は
、
当
初
子
規
の
唱
え
る
、
「
あ

り
の
ま
』
見
た
る
ま
』
」
の
写
生
文
か
ら
出
発
し
た
。
し
か
し
、
以
前
か
ら
持
つ

て
い
た
小
説
へ
の
憧
慣
に
よ
っ
て
、
「
事
件
の
面
白
味
」
や
「
シ

l
ン
の
面
白
味
」

か
ら
「
人
間
の
面
白
味
」
の
方
へ
興
味
を
向
け
て
行
っ
た
。
そ
の
現
れ
と
し
て
、

客
観
と
主
観
の
共
存
が
「
写
生
文
の
由
来
と
そ
の
意
義
」
に
見
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
「
風
流
償
法
」
に
お
い
て
、
そ
の
具
現
を
試
み
る
も
、
結
果
不
十
分
な
も
の

で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
「
主
観
的
写
生
文
」
や
「
写
生
文
界
の
転
化
」
で
自
己
の

写
生
文
観
を
深
め
つ
つ
、
「
続
風
流
償
法
」
「
風
流
償
法
後
日
謂
」

へ
と
向
か
っ

て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
動
き
は
、
自
然
主
義
の
評
論
家
た
ち
に
は
、
歩
み
寄
り
と
見
え
た
。
そ

れ
に
対
す
る
賛
意
が
、
「
今
の
写
生
文
」
な
ど
に
あ
り
、
彼
等
は
虚
子
の
動
き
、

主
観
的
写
生
文
の
方
向
を
、
正
確
に
捉
え
て
い
た
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
そ

の
自
然
主
義
自
体
は
、
今
度
は
虚
子
が
出
発
点
と
し
て
い
た
「
あ
り
の
ま
』
」

へ
と
向
か
っ
て
い
き
、
虚
子
と
は
逆
の
方
向
を
取
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
こ
の

ニ
者
は
、
明
治
四
十
年
前
後
に
、
そ
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
が
交
差
し
て
、
そ
れ

ぞ
れ
逆
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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J、
激
石
の
視
座

以
上
、
虚
子
の
写
生
文
の
変
遷
と
、
そ
れ
に
対
す
る
自
然
主
義
の
反
応
、
ま

た
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
づ
け
を
考
察
し
て
き
た
。
で
は
、
激
石
は
、
こ
の
よ
う
な

文
壇
の
動
き
を
ど
う
捉
え
、
ど
う
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

写
生
文
派
の
出
発
点
は
、
冒
頭
で
触
れ
た
よ
う
に
、
子
規
が
「
叙
事
文
」
で

提
示
し
た
「
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
』
」
で
あ
り
、
激
石
も
例
外
で
は
な
い
。



激石の写生文と同時代

そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
て
、
自
己
の
写
生
文
観
を
提
示
し
た
の
が
「
写
生
文
」
(
明

治
四
十
年
一
月
二
十
日
『
読
売
新
聞
』
)
で
あ
っ
た
。

俳
句
は
俳
句
、
写
生
文
は
写
生
文
で
面
白
い
。
其
態
度
も
亦
東
洋
的
で

頗
る
面
白
い
。
面
白
い
に
は
違
な
い
が
、
二
十
世
紀
の
今
日
こ
ん
な
立
場

の
み
に
龍
城
し
て
得
意
に
な
っ
て
他
を
軽
蔑
す
る
の
は
誤
っ
て
ゐ
る
。
か

』
る
立
場
か
ら
出
来
上
が
っ
た
作
物
に
は
そ
れ
相
当
の
長
所
が
あ
る
と
同

時
に
短
所
も
亦
多
く
含
ま
れ
て
ゐ
る
。
作
家
は
身
辺
の
状
況
と
天
下
の
形

勢
に
応
じ
て
時
々
其
立
場
を
変
へ
ね
ば
な
ら
ん
。
評
価
も
亦
限
界
を
広
く

し
て
必
要
の
場
合
に
は
作
物
に
対
す
る
毎
に
其
見
地
を
改
め
ね
ば
活
き
た

批
評
は
出
来
ま
い
。
読
者
は
無
論
の
事
、
色
々
な
種
類
の
も
の
を
手
に
応

じ
て
賞
翫
す
る
趣
味
を
養
成
せ
ね
ば
損
で
あ
ら
う
。

右
の
前
半
で
は
写
生
文
を
擁
護
す
る
立
場
で
あ
っ
た
激
石
だ
が
、
後
半
で
は
、

写
生
文
派
が
写
生
に
固
執
す
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
写
生
文
の
長
所

短
所
を
見
据
え
、
ま
た
「
身
辺
の
状
況
と
天
下
の
形
勢
」
、
す
な
わ
ち
当
時
の
文

壇
の
動
き
を
見
据
え
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
態
度
は
、
「
写
生
文
」
の
約
一
年
後
、
虚
子
の
写
生
文
を
文
壇
に
ア
ピ
ー

ル
す
る
場
で
も
あ
っ
た
、
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
(
明
治
四
十
年
十
二
月
二
十

三
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
)
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
以
前
に
、

虚
子
に
宛
て
た
書
簡
(
明
治
四
十
年
七
月
一
六
日
付
)
の
中
で
、
激
石
は
次
の

よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
。

小
生
の
思
ふ
所
は
。
大
内
旅
館
は
あ
な
た
が
今
週
か
い
た
も
の
』
う
ち

で
別
機
軸
だ
と
思
ひ
ま
す
。
そ
こ
が
あ
な
た
に
は
一
変
化
だ
ら
う
と
存
じ

ま
す
。
即
ち
あ
な
た
の
作
が
普
通
の
小
説
に
近
く
な
っ
た
と
云
ふ
意
味
と
。

夫
か
ら
普
通
の
小
説
と
し
て
見
る
と
大
内
旅
館
が
あ
る
点
に
於
て
独
特
の

見
地
(
作
者
側
)
が
あ
る
様
に
見
え
る
事
で
あ
り
ま
す
。
詳
し
い
事
は
も

う
一
遍
読
ま
ね
ば
何
と
も
云
へ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
色
々
な
生
面
を
持
っ

て
居
る
と
い
ふ
事
は
そ
れ
自
身
に
能
力
で
あ
り
ま
す
.
御
奮
励
を
祈
り
ま

す。
こ
こ
に
見
え
る
「
別
機
軸
」
や
こ
変
化
」
と
い
う
語
は
、
こ
れ
ま
で
の
写

生
文
と
は
違
う
も
の
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
新
た
な
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と

を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
虚
子
の
写
生
文
の
変
遷
す
な
わ
ち
主
観
的
写
生
文

へ
の
移
行
を
、
激
石
が
把
握
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
写
生
文
か
ら

自
然
主
義
的
な
立
場
に
移
行
す
る
こ
と
に
、
激
石
も
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

続
く
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
で
は
、
こ
の
こ
と
を
う
け
て
激
石
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

余
裕
の
あ
る
小
説
と
云
ふ
の
は
、
名
の
示
す
如
く
道
ら
な
い
小
説
で
あ

る
。
「
非
常
」
と
云
ふ
字
を
避
け
た
小
説
で
あ
る
。
不
断
着
の
小
説
で
あ
る
。

此
問
中
流
行
っ
た
言
葉
を
拝
借
す
る
と
、
あ
る
人
の
所
謂
触
れ
る
と
か
触

れ
ぬ
と
か
云
ふ
う
ち
で
、
触
れ
な
い
小
説
で
あ
る
。
(
中
略
〉
あ
る
人
々
は
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4
A
 

n
L
 

触
れ
な
け
れ
ば
小
説
に
な
ら
な
い
と
考
へ
て
居
る
。
だ
か
ら
余
は
と
く
に

触
れ
な
い
小
説
と
云
ふ
一
種
の
範
鶴
を
持
ら
へ
て
、
触
れ
な
い
小
説
も
亦
、

触
れ
た
小
説
と
同
じ
く
存
在
の
権
利
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
等
の
成
功

を
収
め
得
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
の
前
半
に
当
た
る
こ
の
部
分
で
、
激
石
は
、
写
生

文
派
の
小
説
を
自
然
主
義
の
小
説
と
は
反
対
の
、
「
逼
ら
な
い
小
説
」
「
「
非
常
」

と
云
ふ
字
を
避
け
た
小
説
」
「
不
断
着
の
小
説
」
「
触
れ
な
い
小
説
」
と
し
て
位

そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る
。
自
然
主
義

置
づ
け
、



の
評
論
家
は
、
こ
の
見
解
を
自
然
主
義
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
受
け
止
め
た
。

だ
が
、
自
然
主
義
の
「
触
れ
た
小
説
」
が
存
在
す
る
権
利
を
認
め
た
上
で
、
そ

れ
と
は
対
極
に
位
置
す
る
文
学
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
言
っ
て
い

る
の
で
、
激
石
は
自
然
主
義
の
小
説
を
全
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
れ
は
、
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
の
後
半
で
も
同
様
で
あ
る
。

か
う
云
ふ
宜
場
(
「
此
光
景
を
虚
子
と
共
に
味
は
う
見
が
な
く
っ
て
は
、

始
め
か
ら
「
風
流
償
法
」
は
物
に
な
ら
ん
」
|
引
用
者
注
)
か
ら
し
て
読

川
明
則
引
日
劇
刊
叫
川
剖
削
副
副
川
捌
州
制
剖
叶
l

我
々
が
気
の
付
か
な
い

所
や
言
ひ
得
な
い
様
な
所
に
低
個
趣
味
を
発
揮
し
て
居
る
。
此
集
に
は
見

と
ん
ね
る

え
な
い
が
京
の
隈
道
を
舟
で
抜
け
る
所
杯
は
未
だ
に
余
が
頭
に
残
っ
て
ゐ

る
。
其
代
り
人
間
の
運
命
と
云
ふ
事
を
主
に
し
て
見
る
と
、
あ
ま
り
成
功

し
て
居
ら
ん
。
只
大
内
旅
館
丈
は
う
ま
く
出
来
て
ゐ
る
。
然
し
こ
与
に
は

味
が
欠
乏
し
て
ゐ
る
。

低
掴

ま
ず
こ
こ
か
ら
、
激
石
が
「
写
生
文
」
で
触
れ
た
、
写
生
文
の
長
短
の
意
味

内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
低
佃
趣
味
を
発
揮
し
て
居
」
り

「
面
白
い
所
が
あ
る
」
と
い
う
の
が
長
所
を
、
「
其
代
り
人
間
の
運
命
と
云
ふ
事

を
主
に
し
て
見
る
と
、
あ
ま
り
成
功
し
て
居
ら
ん
」
が
短
所
を
指
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

ま
た
、
激
石
の
写
生
文
の
分
析
を
反
転
さ
せ
れ
ば
、
彼
が
考
え
る
自
然
主
義

激石の写生文と同時代

文
学
の
長
所
と
短
所
も
見
え
て
こ
よ
う
。
つ
ま
り
、
自
然
主
義
文
学
は
、
低
侶

趣
味
に
は
欠
け
る
が
、
人
間
の
運
命
と
い
う
点
は
充
実
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
大
内
旅
宿
」
に
関
し
て
の
評
価
と
一
致
し
て
い
る
。

「
人
間
の
運
命
と
云
ふ
事
を
主
に
し
て
見
る
と
」
「
大
内
旅
館
丈
は
う
ま
く
出
来

て
ゐ
る
。
然
し
こ
与
に
は
低
掴
趣
味
が
欠
乏
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

「
風
流
償
法
」
な
ど
の
写
生
文
に
対
し
て
の
評
価
と
、
「
大
内
旅
宿
」

で
の
自

然
主
義
的
傾
向
へ
の
評
価
、
こ
の
二
つ
や
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
前
半
で
の

見
解
を
み
る
と
、
瀬
石
は
ど
ち
ら
の
立
場
に
も
立
っ
て
い
な
い
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
だ
が
、
先
ほ
ど
の
虚
子
宛
の
書
簡
で
見
た
自
然
主
義
的
立
場
へ
の
関
心

と
比
べ
て
み
れ
ば
、
や
や
写
生
文
派
に
戻
っ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。

さ
ら
に
激
石
の
見
解
を
追
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る

(注
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1
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彼
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激石の写生文と同時代

加
。
富
山
口
四
デ
ア
ル
。

激
石
は
、
ま
ず
自
然
主
義
の
小
説
の
傾
向
が
こ
匂
ニ

B
E
B
ス
ル
コ
ト
ノ

出
来
ル
様
ナ
ロ
同
町
ヲ
同
町
宮

g
gこ
し
て
い
く
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
写
生
文
派

も

E
P
ヲ
呂
田

5
8ロ
ご
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
つ
つ
、
「
両
方
共

o忍
nn号
。

デ
ア
ル
。

E
吾

E
母
田
口
江
主
o
ロ
0
2
n
Eと
z
p
デ
ア
ル
」
、
あ
る
い
は
「
匂
E
2
0

民
n"

此
点
ニ
於
テ
両
者
間
ニ
何
の
差
異
ガ
ア
ル
モ
ノ
デ
ハ
ナ
イ
」
と
い
う
よ

う
に
、
両
者
に
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
。
加
え
て
、
「
一
句
ニ
人
生
ヲ
示
サ
ウ

【
ネ
]

ト
ス
ル
カ
ラ
シ
テ

E
n
ヲ
『
岳
お
お
足
ス
ル
様
ナ

g
ロ
民
自
主
O
ロ
ヲ
作
ラ
ヌ
パ

ナ
ラ
ヌ
」
と
、
立
場
に
関
わ
ら
な
い
、
叙
述
の
際
の
留
意
点
に
つ
い
て
も
言
及

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
と
き
、
自
然
主
義
に
は

E
P
ノ

E
n
B勺
B
m
g
E
Zロ
デ
ナ
ク

テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
ニ
モ
関
セ
ズ
斧
聖
ノ
痕
ヲ
免
レ
ヌ
」
こ
と
を
理
由
に
、
否
定
的
な

評
価
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
写
生
文
に
つ
い
て
は
「
読
ン
デ
一
個

ノ
言
。
吉
田
E
Oロ
ヲ
得
ナ
イ
コ
ト
ガ
多
イ
。
民
間
目
ヲ
円
4
5
8
2
シ
タ
ニ
モ
拘
ハ
ラ

ズ

E
n
ノ
真
相
ヲ
一
句
ニ
握
ツ
タ
様
ナ
心
持
ガ
シ
ナ
イ
」
と
、
一
旦
は
否
定
し

た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
最
終
的
に
は
「
人
生
ノ
一
句
ニ
マ
ト
マ
ラ
ヌ
代
リ
ニ

真
ノ
『
4
8回目
E
E
S
デ
ア
ル
唱
E
E
n
デ
ア
ル
」
と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
原
因
を
、
自
然
主
義
が
「
之
ハ
意
味
ヲ
深
ク
ス
ル
為

メ
テ
趣
向
ス
ル
カ
ラ
デ
ア
ル
」
、
つ
ま
り
、
「

-5
ヲ
」
深
く
「
『
町
宮

g
gご
す

る
故
に
、
趣
向
に
走
り
す
ぎ
る
た
め
と
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
先
ほ
ど
見

た
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
の
延
長
に
あ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

し
か
し
、
次
の
「
『
坑
夫
』
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」
(
明
治
四
十

で
は
、
激
石
の
関
心
は
再
び
自
然
主
義
的
傾
向
へ
と

一
年
四
月
『
文
章
世
界
』
)

向
か
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

何
と
な
れ
悶
私
は
白
剤
派
が
嫌
ひ
ぢ
ゃ
な
い
。
そ
の
侃
の
小
説
も
面
白

い
と
思
ふ
。
私
の
作
物
は
自
然
派
の
小
説
と
或
る
意
味
ぢ
や
違
ふ
か
も
知

引
川
州
1
剖
村
削
剖
廿
副
剰
刺
剖
割
割
引
引
剖
割
削
州
U
剖
割
削
刈
叶
1

誰

が
書
い
て
も
出
来
損
ひ
は
悪
く
、
善
い
物
は
善
い
に
極
っ
て
ゐ
る
ん
だ
か

ら
、
そ
こ
で
殊
更
に
何
と
い
ふ
意
見
も
発
表
し
な
か
っ
た
訳
な
の
だ
。

こ
こ
で
激
石
は
、
自
分
は
「
自
然
派
が
嫌
ひ
ぢ
ゃ
な
い
」
し
、
自
分
の
小
説

は
「
自
然
派
の
小
説
と
或
る
意
味
ぢ
や
違
ふ
か
も
知
ら
ん
が
、
さ
れ
ば
と
て
自

然
派
攻
撃
を
や
る
必
要
は
少
し
も
認
め
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
今
度
は
、
自
然

主
義
の
立
場
に
寄
り
添
う
形
で
、
好
意
的
に
評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
何
よ
り
、
「
そ
の
派
」
、
す
な
わ
ち
自
然
主
義
の

「
小
説
も
面
白
い
と
思
ふ
」

と
い
う
箇
所
に
、
彼
の
自
然
主
義
に
対
す
る
大
き
な
関
心
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
よ
う
に
二
転
し
た
激
石
だ
が
、
そ
の
動
き
に
ま
た
も
や
変
化
が
見
ら
れ

る
。
次
の
文
章
は
、
「
『
坑
夫
』
の
作
為
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」
か
ら
お
よ

そ
三
年
後
に
、
自
然
主
義
と
文
壇
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
た
「
教
育
と
文
芸
」

-26-

(
講
演
、
明
治
四
十
四
年
六
月
)
で
あ
る
。

さ
て
斯
く
削
剥
封
劃
叫
剖
倒
刻
斜
(
「
極
め
て
通
常
の
も
の
を
其
佳
、
其

僅
と
云
ふ
所
に
重
き
を
置
い
て
世
態
を
あ
り
の
僅
に
欠
点
も
、
弱
点
も
、

表
裏
共
に
、
一
元
に
あ
ら
ぬ
二
元
以
上
に
百
一
つ
て
実
際
を
描
き
出
す
」
|

引
用
者
注
)
の
為
め
に
、
自
己
改
良
の
念
が
浅
く
向
上
渇
仰
の
動
機
が
薄

く
な
る
と
い
ふ
こ
と
は
必
ず
あ
る
に
相
違
な
い
、
是
は
髄
に
欠
点
で
あ
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、
「
従
っ
て
現
代
の
教
育
の
傾
向
、
文
学
の
潮
流
が
、

自
然
主
義
的
で
あ
る
為
め
に
ボ
ツ
ボ
ツ
其
の
弊
」
が
生
じ
、
「
日
本
の
自
然
主
義
」

は
「
甚
だ
し
く
卑
し
む
可
き
も
の
」
に
な
っ
て
来
た
、
「
け
れ
ど
も
是
は
間
違
で



しあ
てる

ま自
子燃

は孟
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1~ も

ぷ竺
翌五
し無
めい
注ど
なし
らて
ぬい
もる
の
」そ

で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

人
間
の
心
の
底
に
永
久
に
、
ロ
ー
マ
ン
劃
義
の
英
雄
崇
拝
附
情
緒
的
の

傾
向
の
存
す
る
限
り
、
此
心
は
永
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
夫
を
全
く
無

視
し
て
、
人
聞
の
弱
点
許
り
を
示
す
の
は
、
文
学
と
し
て
の
真
価
を
有
す

る
も
の
で
は
な
い
。
片
輪
な
出
来
損
い
の
芸
術
で
あ
り
ま
す
。

激
石
は
、
「
人
間
の
弱
点
許
り
を
示
」
す
自
然
主
義
は
、
そ
の
状
況
を
打
開
し

て
い
こ
う
と
す
る
「
倫
理
的
渇
仰
の
念
」
を
起
こ
さ
せ
な
い
点
に
お
い
て
、
「
文

学
と
し
て
の
真
価
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
片
輪
な
出
来
損
い
の
芸
術
で
あ
」

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
続
く
箇
所
で
「
ロ

l
マ
ン
主
義
の
反
動
」
と
し

て
生
じ
た
「
自
然
主
義
其
も
の
の
欠
点
で
無
く
取
扱
ふ
同
派
の
文
学
者
の
失
敗
」

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
主
義
そ
の
も
の
否
定
で
は
な
い
。

し
か
し
激
石
は
、
後
に
「
自
然
主
義
対
ロ
!
マ
ン
主
義
の
最
後
に
生
ず
る
筈
で

あ
る
、
新
ロ

l
マ
ン
主
義
」
を
興
す
と
述
べ
て
も
い
る
。
こ
こ
に
は
、
「
『
坑
夫
』

の
作
為
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」
で
見
た
自
然
主
義
的
な
立
場
か
ら
再
度
離

れ
、
距
離
を
取
っ
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
激
石
の
動
き
を
考
察
す
る
た
め
に
、
激
石
が
客
観
と
主
観
と

い
う
こ
と
を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
を
も
視
野
に
入
れ
て
み
る
。
ま
ず
「
創
作

激石の写生文と同時代

家
の
態
度
」
(
講
演
、
明
治
四
十
一
年
二
月
)
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
見
解
が
見

ら
れ
る
。

そ
れ
ぢ
や
私
が
小
供
の
時
に
寝
小
便
を
し
た
。
夫
を
今
日
考
へ
て
見
る

と
、
其
時
の
心
持
は
幾
分
か
記
憶
で
思
ひ
出
せ
る
が
、
ど
う
も
髭
を
は
や

し
た
今
の
自
分
が
や
っ
た
様
に
は
受
取
れ
な
い
。
(
中
略
)
か
う
云
ふ
意
味

か
ら
云
ふ
と
、
前
に
申
し
た
我
の
内
に
も
、
彼
我
と
同
様
の
趣
で
取
り
扱

は
れ
得
る
部
分
が
出
て
参
り
ま
す
。
即
ち
過
去
の
我
は
彼
我
と
同
価
値
だ

か
ら
、
彼
我
の
方
へ
分
類
し
て
も
差
し
支
な
い
と
云
ふ
結
論
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
自
分
、
現
在
の
「
我
」
か
ら
見
れ
ば
、
自
分
の
過
去
の
こ
と
、
「
過
去

の
我
」
で
あ
っ
て
も
、
「
彼
我
」
と
し
て
距
離
を
置
い
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
を
、
激
石
は
目
指
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
こ
こ
に
は
ま
だ
、
出
発
点
で
あ
っ
た
「
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
』
」
の

客
観
と
の
差
異
は
明
確
に
は
現
れ
て
い
な
い
。

到
達
し
た
見
解
が
提
出
さ
れ
た
の
は
、
「
客
観
描
写
と
印
象
描
写
」
〈
明
治
四

十
三
年
二
月
一
日
『
東
京
朝
日
新
聞
』
)
に
お
い
て
で
あ
る
。

元
来
純
客
観
な
描
写
と
称
す
る
も
の
は
厳
密
に
云
ふ
と
小
説
の
上
で
行

は
れ
べ
き
害
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
兎
に
角
俗
に
客
観
的
な
事
柄

と
云
ふ
の
は
、
我
々
の
頭
の
中
に
映
る
現
象
の
う
ち
で
、
甲
に
も
乙
に
も

丙
に
も
共
通
の
点
丈
を
引
き
抽
い
て
、
便
宜
名
づ
け
た
約
束
に
過
ぎ
な
い
。

云
ひ
直
す
と
、
主
観
の
う
ち
の
一
般
に
共
通
な
部
分
が
即
ち
客
観
な
の
で

あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
「
客
観
」
を
定
義
し
て
、
次
の
よ
う
に
補
足
す
る
。

其
上
厳
密
に
論
じ
る
と
、
前
に
も
言
っ
た
通
り
、
純
客
観
の
叙
述
な
る

も
の
は
科
学
以
外
に
は
殆
ん
ど
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
事
で
あ
る
。
も
し
客

観
的
描
写
を
主
張
し
て
極
端
迄
行
く
と
す
る
と
、
彼
は
頭
を
下
げ
た
と
は

云
へ
る
が
、
彼
は
感
謝
し
た
と
は
書
け
な
い
訳
に
な
る
。
感
謝
の
積
り
で

頭
を
下
げ
た
の
だ
か
、
人
を
茶
化
す
積
り
で
頭
を
下
げ
た
か
は
、
向
ふ
の

心
理
状
態
を
こ
ち
ら
で
好
い
加
減
に
想
像
し
た
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
れ
が
見
て
も
頭
を
下
げ
さ
へ
す
れ
ば
感
謝
の
精
神
が
現
れ
た
ん
だ
と
断



激石の写生文と同時代

定
す
る
程
、
吾
人
は
此
客
観
的
現
象
の
裏
面
に
固
定
し
た
心
理
状
態
を
附

着
し
て
ゐ
な
い
。

激
石
は
、
「
客
観
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
哲
学
的
な
意
味
で
は
限
界
が
あ

る
こ
と
を
述
べ
、
「
主
観
の
う
ち
の
一
般
に
共
通
な
部
分
」
を
「
客
観
」
と
「
便

宜
」
名
付
け
て
、
「
科
学
以
外
に
は
殆
ん
ど
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
」
「
あ
り
の
ま

』
見
た
る
ま
』
」
の
「
純
客
観
」
、
純
粋
客
観
の
叙
述
と
は
異
な
る
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
欺
石
の
認
識
を
考
え
れ
ば
、
ま
ず
「
純
客
観
」
と
「
主
観
」
が
あ

り
、
そ
の
聞
の
「
純
客
観
」
に
近
い
位
置
に
、
「
低
梱
趣
味
」
を
重
ん
じ
た
従
来

の
写
生
文
が
あ
る
。
そ
し
て
、
「
創
作
家
の
態
度
」
で
見
た
よ
う
な
、
語
る
べ
き

事
象
や
物
語
と
の
距
離
を
置
く
見
方
が
、
彼
が
考
え
る
「
客
観
」
で
あ
り
、
激

石
の
写
生
文
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

七

激
石
の
周
辺

こ
れ
ま
で
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
最
後
に
激
石
の
写
生
文
の
変
遷
を
ま
と
め

て
み
る
。
激
石
の
言
葉
を
元
に
、
「
純
客
観
」
と
「
主
観
」
の
ニ
極
を
設
定
し
、

そ
の
中
に
先
の
図
式
を
重
ね
る
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
表
中
の

O
印

は
、
激
石
の
各
論
や
作
品
の
位
置
を
示
し
て
い
る
。

〈
激
石
の
写
生
文
論
の
発
表
時
期
と
そ
の
変
遷
〉

純
客
観

「
客
観
」

主
観

明
治
相
・

1

「
写
生
文
」
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7

「
虚
子
宛
書
簡
」

ロ
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」

?
「
断
片
」

れ
・

2

「
創
作
家
の
態
度
」

4

「
『
坑
夫
』
の
作
意
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」

ね
・

2

「
客
観
描
写
と
印
象
描
写
」

料

-
6
「
教
育
と
文
芸
」

大
正

4

・
6
「
道
草
」

(
直
線
|
|
鹿
子
、

子
規
が
説
い
た
「
あ
り
の
ま
』
見
た
る
ま
、
こ
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
「
写

生
文
」
に
お
い
て
写
生
文
の
長
短
を
見
定
め
て
い
た
激
石
は
、
「
低
個
趣
味
」
は

不
十
分
で
あ
る
が
「
人
間
の
運
命
」
か
ら
見
れ
ば
成
功
し
て
い
る
と
い
う
、
自

然
主
義
的
傾
向
の
あ
る
『
大
内
旅
宿
』
に
つ
い
て
、
好
意
的
な
評
価
を
し
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
「
虚
子
宛
書
簡
」
で
は
、
純
客
観
か
ら
主
観
の
ほ
う
へ
歩
み
寄
っ

て
い
る
。
し
か
し
「
虚
子
著
『
鶏
頭
』
序
」
を
見
る
と
、
写
生
文
の
存
在
を
認

め
、
ま
た
自
然
主
義
を
否
定
も
し
な
い
と
い
う
点
で
、
や
や
写
生
文
派
に
近
づ

い
た
位
置
に
い
る
。
「
断
片
」
は
そ
の
延
長
、

つ
ま
り
自
然
主
義
的
傾
向
か
ら
離

れ
て
い
く
動
き
の
延
長
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
創
作
家
の
態
度
」
に
お
い
て

は
、
自
己
の
立
場
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
こ
れ



も
「
断
片
」
と
同
様
の
位
置
づ
け
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
後
に
、
「
『
坑
夫
』
の
作

為
と
自
然
派
伝
奇
派
の
交
渉
」
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
再
び
自
然
主
義
へ
の

関
心
が
出
て
く
る
が
、
「
客
観
描
写
と
印
象
描
写
」
で
述
べ
る
よ
う
な
、
自
己
の

文
学
的
位
置
、
即
ち
激
石
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
客
観
」
を
確
立
す
る
た
め
、
自

然
主
義
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て
行
く
。
そ
し
て
そ
の
立
場
が
、
自
然
主
義
の
も

の
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
教
育
と
文
芸
」
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。こ

の
図
式
に
現
れ
て
い
る
、
純
客
観
か
ら
主
観
で
あ
る
い
は
主
観
か
ら
純

客
観
へ
と
い
う
動
き
は
、
自
己
の
文
学
を
模
索
し
て
い
た
撤
石
の
姿
を
、
そ
の

ま
ま
表
す
も
の
で
も
あ
る
。
そ
れ
が
彼
の
文
学
的
変
遷
の
跡
で
あ
り
、
そ
の
軌

跡
の
幅
、
す
な
わ
ち
図
式
で
の
斜
線
を
施
し
た
部
分
が
、
激
石
が
い
う
と
こ
ろ

の
「
客
観
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
主
人
公

健
三
の
過
去
を
語
り
手
が
回
想
し
、
そ
の
過
去
が
語
り
に
挿
入
さ
れ
つ
つ
展
開

し
て
い
く
作
品
で
あ
る
「
道
草
」
(
大
正
四
年
六
月
1
同
九
月
)
が
想
起
さ
れ
よ

う
。
「
道
草
」
は
、
「
過
去
の
我
」
も
「
彼
我
」
と
し
て
見
る
激
石
の
「
客
観
」

を
用
い
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
の
語
ら
れ
る
過
去
が
三
人
称
の
語
り
手
に
よ
っ
て
よ

り
客
観
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
道
草
」
も
図
式
の
よ
う
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
激
石
の
論
述
と
文
学
は
、
「
純
客
観
」

激石の写生文と同時代

と
「
主
観
」
の
い
ず
れ
へ
も
偏
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

幸吉

激
石
と
写
生
文
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
論
究
が
費
や
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
、
激
石
の
写
生
文
を
、
子
規
と
の
影
響
関
係
を
も
と
に
、
あ
る
一
時
期

に
お
い
て
論
じ
る
も
の
が
大
半
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
以
前
私
は
、
激
石
の

後
期
作
品
に
、
「
回
想
」
の
要
素
を
得
て
深
化
し
た
写
生
文
が
見
出
せ
る
こ
と
を

論
じ
た
(
注
9
1
本
稿
は
、
そ
こ
へ
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
、
激
石
の
写
生
文

の
変
遷
を
同
時
代
的
に
見
る
試
み
で
あ
る
。
写
生
文
は
、
激
石
個
人
の
内
部
で

の
み
熟
成
さ
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
同
時
代
の
小
説
、
あ
る
い
は
文
章
を

充
分
に
射
程
に
入
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

注1 

ー
『
俳
詰
師
』
『
続
俳
詰
師
』
ま
で
|
」
(
問
和

3 

「
写
生
文
と
自
然
主
義

四
十
三
年
九
月
『
解
釈
と
鑑
賞
』
)

こ
の
行
数
は
、
『
明
治
文
学
全
集
日
高
浜
虚
子
・
河
東
碧
梧
桐
集
』
(
昭
和

四
十
二
年
五
月
、
筑
摩
書
房
)
に
よ
る
。

「
風
流
償
法
」
「
横
河
」
に
も
「
淋
し
い
」
と
い
う
語
が
三
例
存
す
る
。
そ

の
う
ち
二
つ
は
中
堂
や
そ
の
周
辺
を
指
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
横
河
」

そ
の
も
の
が
こ
力
」
の
華
や
か
な
様
相
と
対
を
な
す
も
の
と
し
て
書
か

れ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
「
続
風
流
償
法
」
の
も
の
と
は
異
な
る
。
も

う
一
つ
は
和
尚
の
境
涯
を
表
す
「
淋
し
い
境
涯
だ
が
文
気
楽
な
境
涯
だ
」

と
い
う
箇
所
だ
が
、
「
気
楽
」
の
方
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
上
、
「
余
」

が
和
尚
の
内
面
に
ま
で
迫
っ
た
語
り
と
は
言
え
な
い
。

「
解
説
」
(
『
定
本
高
浜
虚
子
全
集
』
第
八
巻
、
昭
和
四
十
九
年
四
月
、
毎

日
新
聞
社
)
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2 4 5 

「
虚
子
の
散
文

『
風
流
償
法
』
」
(
昭
和
六
十
二
年
八
月
『
解
釈
と
鑑
賞
』
)
。
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6 

傍
点
は
本
文
に
よ
る
。

天
渓
は
、
「
所
謂
余
裕
派
小
説
の
価
値
」
以
後
も
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い

る
。
「
自
然
主
義
と
本
能
満
足
主
義
と
の
別
」
(
明
治
四
十
一
年
四
月
『
文

章
世
界
』
)
で
の
「
此
の
第
三
者
の
位
置
、
即
ち
傍
観
者
の
位
置
に
立
っ
て
、

人
生
の
現
象
を
描
写
せ
む
と
す
る
の
が
、
即
ち
自
然
主
義
の
目
的
で
あ
る
。

(
中
略
)
た
ゾ
有
り
の
僅
を
写
す
だ
け
で
、
其
れ
に
是
非
の
言
を
加
へ
ぬ
。
」

ゃ
、
「
笹
川
解
決
と
解
決
」
(
明
治
四
十
一
年
五
月
『
太
陽
』
)
に
お
け
る
「
紛

か
た
w

宇
野
安
野
b
卦
レ
千
、
品
W
位
干
仇
り
普
督
時
特
断
を
下
か
」
子
、
肌
州
・
サ
僻
決

ト
」
肌
昨
今
干
?
と
と
な
や
、

+
f
F
m
w
佳
を
怯
む
守
山
り
が
骨
伶
金
義
で
hu
ウ
で
、

。o
o
o
c

。。。。。。

此
処
が
芸
術
の
範
囲
で
あ
る
。
」
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
。

「
自
然
主
義
の
価
値
」
の
四
ヶ
月
前
に
、
抱
月
は
「
文
芸
上
の
自
然
主
義
」

(
明
治
四
十
一
年
一
月
『
早
稲
田
文
学
』
)
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、

欧
州
の
自
然
主
義
に
つ
い
て
論
じ
つ
つ
、
方
法
態
度
に
お
い
て
二
分
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
消
極
的
で
あ
れ
ば
「
純
客
観
的
」
で
「
写
実
的
」
な

「
本
来
自
然
主
義
」
と
な
り
、
積
極
的
で
あ
れ
ば
「
主
観
挿
入
的
」
で
「
説

明
的
」
な
「
印
象
派
自
然
主
義
」
と
な
る
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、

抱
月
が
「
あ
り
の
ま
』
」
に
つ
な
が
る
「
写
実
」
を
自
然
主
義
の
中
に
見

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

7 8 

激
石
「
明
治
四

O
，
四
一
年
頃

四
七

D
」
。
こ
の
表
記
は
、
『
激

断
片

石
全
集
』
第
十
九
巻
(
平
成
七
年
十
一
月
、
岩
波
書
届
)
に
依
っ
て
い
る
。

ま
た
、
本
来
こ
の
「
断
片
」
は
、
記
さ
れ
た
年
代
が
正
確
に
特
定
で
き
な

い
も
の
な
の
だ
が
、
明
治
四
十
年
四
月
の
講
演
「
文
芸
の
哲
学
的
基
礎
」

と
、
明
治
四
十
一
年
二
月
の
講
演
「
創
作
家
の
態
度
」
に
関
わ
る
内
容
が

あ
る
た
め
、
こ
の
二
つ
の
聞
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
。

9 

拙
論
「
『
回
想
』
と
『
写
生
文
』

l
後
期
激
石
文
学
試
論
|
」
(
平
成
十

年
十
二
月
『
近
代
文
学
試
論
』
第
三
十
六
号
)

〔
付
記
〕

「
風
流
償
法
」
「
続
風
流
償
法
」
「
風
流
償
法
後
日
謂
」
の
本
文
は
、
『
ホ
ト

ト
ギ
ス
』
初
出
型
を
採
る
『
明
治
文
学
全
集
日
高
浜
虚
子
・
河
東
碧
梧
桐
集
』
(
昭

和
四
十
二
年
五
月
、
筑
摩
書
房
)
に
、
虚
子
の
写
生
文
論
の
引
用
は
『
定
本
高

浜
虚
子
全
集
』
(
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
1
五
十
年
十
一
月
、
毎
日
新
聞
社
)
に

依
っ
た
。
ま
た
、
自
然
主
義
の
評
論
家
に
つ
い
て
は
、
『
明
治
文
学
全
集
担
島
村

抱
月
・
長
谷
川
天
渓
・
片
上
天
弦
・
相
馬
御
風
集
』
(
昭
和
四
十
二
年
十
二
月
、

筑
摩
書
房
)
も
し
く
は
初
出
雑
誌
に
、
激
石
に
関
し
て
は
新
版
『
激
石
全
集
』
(
平

成
五
年
十
二
月

1
十
一
年
三
月
、
岩
波
書
庖
)
を
使
用
し
た
。
な
お
、
本
稿
は

第
十
二
回
広
島
近
代
文
学
研
究
会
(
平
成
十
一
年
九
月
十
八
日
、
広
島
女
学
院

大
学
)
で
の
口
頭
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。
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(
や
ま
し
た

こ
う
せ
い
)




