
（
一

）

漱
石
は、

明
治
三
十
九
年
九
月、
『
新
小
説
』

に
『
草
枕
』
を

発
表
し
た。
『
草
枕
』・
は、

東
京
帝
国
大
学
英
文
科
講
師
で
あ
る

漱
石
が

執箪
し
た

長厨

小説
と
し
て
は、
第
三
作
目
の
作
品
で
あ
る。

こ
の
初
期
の
作
品
『
草
枕
』
に
対
し
て、

自
己
評
価
を
下
し
て

漱
石
は、

明
治
三
十
九
年
八
月
二
十
六
日、

小
宮
豊
隆
宛
の
苔
簡

に
於
て、

「
こ
ん
な
小
説
は
天
地
関
闘
以
来
類
の
な
い
も
の
で
す。」．

と
述
ぺ
て
い
ろ。
こ
こ
で
漱
石
が、

「
天
地
開
闘
以
来
類
の
な
い

も
の
」
と
言
い
切
っ
た
時
に、

彼
の
中
に
は、

自
分
が
そ
れ
ま
で

．
に
見
て
来
た

小説
及
び
近

来見
て
い
る

小説、
漱
石
の
宮
菓
を
借
り
て

営
う
な
ら
ば、

所
謂II
普
通
の

小説
“
が、
描
き
出
し
て
い
る
事
柄
と、

自
ら
が
f
草
枕
』
の
中
で
志
向
し、
表
現
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
と
の

聞
に
は、

明
ら
か
な
差
違
が
あ
る
の
だ
と
い
う
自
党
が
あ
っ
た。

こ
の
自
党、

即
ち
r
草
枕
』
で
描
き
出
そ
う
と
意
図
し
た
も
の
、

更
に
召
う
な
ら
ば、
『
草
枕
』
を
描
く
際
に
志
向
し
た
文
学
観
ー

J漱
石
初
期
の
文
学
観

j
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か、

を

『

草
枕

（

二
）

漱
石
は、

明
治
三
十
九
年
八
月
三
十一
日、
藤
岡
作
太
郎
宛
の
宙

4
 

簡
に
於
て、

自
分
が
『
草
枕
』
を
描
く
際
に
意
図
し
た
も
の、

換
―3

 

言
す
れ
ば
漱
石
自
身
が
『
草
枕
』
の
中
で
求
め
た
世
界
を
語
っ
て、
一

「
在
来
の
小
説
は
い
づ
れ
も
人
俯
的
な
方
面
を
窟
す
こ
と
に
骨
を

折
り
純
美
の
客
観
的
賓
在
を
閑
却
す
る
傾
向
あ
る
故
其
反
封
の
も

の
を
か
い
て
見
様
と
の
考
よ
り
班
を
と
り
候
も
の
に
有
之
候」
と

述
ぺ
て
い
る。

こ
こ
で
漱
石
は、

在
来
の
小
説
か
ら
読
み
取
っ
て
い
た、
た
だ

人
間
間
の
ど
ろ
ど
ろ
し
た
情
の
世
界
を
描
く
¥
の
み
に
終
始
し
て

い
る
文
学
傾
向
を
批
判
し、

そ
の
反
対
の
「
純
美」
の
世
界
を
描

き
出
す
平
が、
『
草
枕
』
の
意
図
で
あ
る
事
を
語
っ
て
い
る。
こ

の
辺
り
に
つ
い
て
は
別
に、

明
治
三
十
九
年
十
一
月
十
五
日
の
『

文
章
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
余
が
『
草
枕
』」
と
題
す
る
談
話
の

漱
石
自
身
の
営
菓
を
通
し
て
考
え
て
見
た
い。

』

の
美
に
対
す
る
一

考
察

越

智

悦

子



中
で、

更
に
詳
し
く
述
ぺ
て
い
る。

そ
こ
で、
こ
の
談
話
を
眺
め
て
み
る
と、

漱
石
は
ま
ず
「
一
腔、

小
説
と
は
ど
ん
な
も
の
か、

定
義
が
一
定
し
て
ゐ
る
の
か
知
ら
ん
9

と
述
べ、

当
時
世
間
で
色
々
な
呼
び
名
で
云
々
さ
れ
て
い
た
”
心

理
小
説
II
9
傾
向
小
説
II
と
い
っ
た
も
の
を
一
括
し
て、

「
此
等、

普
通
に
小
説
と
梱
す
る
も
の
の
目
的
は、

必
ず
し
も
美
し
い
感
じ

を
土
寮
に
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
ら
し
い。

汚
な
く
と
も、

不
愉

快
で
も、
一
切
無
頓
若
の
や
う
で
あ
る。

唯
世
の
中
の
人
聞
は
こ

ん
な
も
の
で
あ
る、

世
の
中
に
は
こ
の
位
汚
な
い
こ
と
が
あ
る、

こ
ん
な
弊
が
あ
る、

人
間
は
斯
く
ま
で
に
恐
ろ
し
い
も
の
で
あ
ろ

と
い
ふ
こ
と
が、

讀
者
に
解
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
の
ら
し
い。
」

盃
す
る
に、

世
の
中
に
立
っ
て、

如
何
に
生
き
る
か
を
解
決
す

る
の
が
主
で
あ
ろ
ら
し
い。
」
と
い
う
風
に
11
普
通
の
小
説
II
の

傾
向
を
指
摘
す
る。

こ
こ
で
漱
石
は、

当
時
新
し
く
台
頭
し
て
来
た
自
然
主
義
派
の

小
説
が、

人
間
の
情
の
問
題
に
終
始
し、

人間
の
酪
悪
面
を
描
き
出

す
事
を
主
と
し
た
陰
鬱
な
厭
世
的
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
平
へ
の

批
判
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
れ
に
対
し、

自
作
で
求
め
た
世
界
は、

「
美
を
生
命
と
す
る

俳
句
的
小
説」
で
あ
っ
た
と
結
論
し
て
い
る。

即
ち
漱
石
は
『
草

枕
』
の
世
界
が、

俳
句
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
た
世
界
で
あ
る
こ

と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ。

こ
の
「
俳
句
的
小
説」
の
語
に
こ
め
た
大
意
は
樋
々
考
え
ら
れ

る
が、
『
草
枕
』
の
中
に、
こ
の
辺
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
箇
所
が
あ
る。

そ
れ
は、

俳
句
を
作
る
こ
と
と、

そ
れ
に
続

く
作
者
の
内
面
に
つ
い
て
述
ぺ
て
い
る
所
で、

春
の
星
を
落
し
て
夜
半
の
か
ざ
し
か
な

海
棠
の
精
が
出
て
く
る
月
夜
か
な

他、

数
句
の
俳
句
を
作
っ
て
い
る
う
ち
に
画
工
が
「
う
と

／＼、
眠

く
な
ろ。
」
こ
の
際
の
「
熟
睡」
と
「
明
党
」
の
際
に
あ
る
境
を

「
洸
惚」
と
い
う
の
だ
ろ
う。
こ
の
「
雨
域
の
間
に
櫻
の
如」
＜

横
わ
る
「
幻
悦」
は、

「
起
臥
の
二
界
を
同
瓶
裏
に
盛
り
て、

詩

歌
の
彩
管
を
以
て、
ひ
た
す
ら
に
攪
き
雑
ぜ
た
る
が
如
き
状
態
を

云
ふ
」
と
い
う
の
で
あ
る。

こ
れ
は
俳
句
を
作
っ
た
後
の、

心
の
状
態
が、

世
俗
的
現
実
と

は
別
な
境
地
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で、

漱
石
の
創
作
に
於

け
る
俳
句
の
位
相
を
物
語
っ
て
い
る。

こ
れ
と
同
旨
の
こ
と
は、

漢
詩
を
通
し
て
も
語
ら
れ
て
い
る。

少
し
長
く
な
る
が
引
用
し
て
み
る
と、

「
普
通
の
芝
居
や
小
説
で

は
人
惜
を
免
か
れ
ぬ。

苦
し
ん
だ
り、

怒
っ
た
り、

騒
い
だ
り、

泣
い
た
り
す
る。
」

「
余
が
欲
す
る
詩
は
そ
ん
な
世
間
的
の
人
情

を
鼓
舞
す
る
様
な
も
の
で
は
な
い。

俗
念
を
放
棄
し
て、
し
ば
ら

く
で
も
座
界
を
離
れ
た
心
持
ち
に
な
れ
ろ
詩
で
あ
る。
」
「
う
れ

し
い
事
に
東
洋
の
詩
歌
は
そ
こ
を
解
脱
し
た
の
が
あ
る。

採
菊
東
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篇
下、

悠
然
見
南
山、

只
そ
れ
ぎ
り
の
炭
lL
暑
苦
し
い
世
の
中
を

丸
で
忘
れ
た
光
景
が
出
て
く
る。
」

「
超
然
と
出
世
間
的
に
利
害

損
得
の
汗
を
流
し
去
っ
た
心
持
ら
に
な
れ
る。

獨
坐
幽
箪
襄、

弾

琴
復
長
嗚、

深
林
人
不
知、

明
月
来
相
照、

只
二
十
字
の
う
ら
に

優
lL
別
乾
坤
を
建
立
し
て
居
る。

此
乾
坤
の
功
徳
は
「
不
如
節
」

や
「
金
色
夜
叉」
の
功
徳
で
は
な
い。
」
と
い
う
の
で
あ
る。

漱
石
が
『
草
枕
』
で
意
図
し
た
世
界
は、

普
通
の
小
説
と
は
対

紐
の
位
臨
に
岡
か
れ
た
こ
の
解
脱
境
で
あ
り、
先
に
述
ぺ
た
、
現
II

を

離
れ
た、

即
ら
「
人
俯
を
離
れ
た」
世
界
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。

次
に、
こ
の
「
人
箭
を
離
れ
た」

世
界、

解
脱
の
文
学
世
界
を、

漱
石
が
如
何
に
見
て
い
た
の
か
に
少
し
触
れ
て
お
き
た
い。

漱
石
は
談
話
に
於
て、

先
の
批
判
に
続
け
て、

自
分
の
目
指
す

文
学
世
界
の
あ
り
方
を、

「
文
學
に
し
て、

荀
も
美
を
現
は
す
人

間
の
エ
キ
ス
プ
レ
ツ
シ
ョ
ン
の
一
部
分
で
あ
る
以
上
は、

文
學
の

一
部
分
た
る
小
説
も
ま
た
美
し
い
感
じ
を
典
へ
る
も
の
で
な
け
れ

・

ば
な
る
ま
い。
」
と
述
ぺ
て
い
る。

こ
こ
で
漱
石
は、

II
文

学と
は
美
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
II
と

い
う
文
学
に
対
す
る
自
ら
の
定
義
に
よ
っ
て、

小
説
が
文
学
で
あ

る
限
り、

そ
の
根
底
に
は
I
美
II
を
表
現
す
る、

と
い
う
要
素
が

必
要
で
あ
る
串
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る。

即
ら、

漱
石
は
人

閻
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
文
学
世
界
を、

“
美
の
世
界
II
と
見

て
い
た
の
で
あ
る。
そ
し
て、

美
を
紬
粋
に
美
と
し
て
の
み
捉
え

る
文
学
志
向
を
小
説
の
上
に
も
求
め
て
い
た。

そ
の
た
め
に、
こ

の
主
張
に
則
っ
て、

当
時
流
行
し
て
い
た
小
説
を
批
評
し、

「
現

に、

美
を
打
ち
壌
し
て
構
は
ぬ
も
の
に
傑
作
と
云
は
れ
る
も
の
の

あ
る
の
は
可
笑
し
い。

私
は
こ
れ
が
不
審
な
ん
だ」
と、

当
時
の

文
学
界
に
対
す
る
不
満
を
述
ぺ
て
い
る。

そ
し
て、
こ
の
不
満
か
ら
生
じ
た
『
草
枕
』
に
於
け
る
自
ら
の

意
図
を、

「
私
の
『
草
枕
』
は、
こ
の
世
闇
普
通
に
い
ふ
小
説
と

は
全
く
反
封
の
意
味
で
宙
い
た
の
で
あ
る。

唯一
稲
の
感
じ＇
�
美

し
い
感
じ
が
讀
者
の
頭
に
残
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い。

そ
れ
以
外
に

何
も
特
別
な
目
的
が
あ
る
の
で
は
な
い。

さ
れ
ば
こ
そ、
プ
ロ
ッ

ト
も
無
け
れ
ば、

事
件
の
殺
展
も
な
い。
」
と
示
し、
『
草
枕
』

を
創
作
す
る
際
に、

漱
石
の
中
に
あ
っ
た
―
つ
の
文
学
殴
、
そ
の

文
学
観
に
則
っ
て
『
草
枕
』
の
中
で
志
向
し
た
文
学
が、

9

美
の

文
学
II
で
あ
る
事
を
解
説
し
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
れ
で
は、
こ
の
『
草
枕
』
で
志
向
さ
れ
た11
美
II
の

性格
は
如
何

に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か。

そ
の
点

に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い。

（

三
）

漱
石
は
『
草
枕
』
に
於
け
る
美
に
つ
い
て、

明
治
三
十
九
年

九
月
三
十
日、

森
田
米
松
宛
の
祖
簡
で、

先
ず
「
草
枕
の
主
張
が

第一
に
感
牝
的
美
に
あ
る
也
は
貧
説
の
通
り
で
あ
る。

感
覺
的
美

-36-



は
人
情
を
含
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
（
見
る
人
か
ら
云
ふ
て
も
見
ら
れ

る
方
か
ら
云
ふ
て
も）
」
と
説
明
し
て
い
る。

こ
の
説
明
か
ら
解
る
こ
と
は、

漱
石
の
目
指
し
た
美
と
は、
II

人
惰
を
含
ま
ぬ
感
党
美
II
で
あ
っ
た
と
い
う
事
で
あ
ろ。

そ
し
て、

こ
の
美
の
実
例
と
し
て、
II
自
然
美
II
を
取
り
上
げ、
「
自
然
天
然

は
人
情
が
な
い。

見
る
人
に
も
人
情
が
な
い。

嬰
方
非
人
梢
で
あ
る。

只
芙
し
い
と
思
ふ
1

と、
II
自
然
美
II
即
ら
II
非
人
惜
の
英
II
と

呼
ば
れ
る
芙
の
状
態
を
説
明
し
て
い
る。

．
続
い
て、
こ
の
美
が
人
間
に
も
用
い
ら
れ
る
事、

言
い
換
え
れ

ば
＂
自
然
美
II
に
対
す
る
態
度
は、

自
然
を
見
る
見
方
を
規
準
と

し
て、

情
緒
（
人
情）

を
持
っ
た
相
手
で
あ
る
人
間
を
な
が
め
る

際
に
も
応
用
で
き
る
事、

そ
の
応
用
の
際
に
三
つ
の
段
階
の
あ
ろ

事
を
説
い
て
い
る。

そ
の
三
段
階
と
は、

⑥
全
く
人
情
を
す
て
A
見
る。

⑪
人
情
を
す
て
は
せ
ぬ
が、

現
実
世
界
か
ら
離
れ
た、

自
己

の
利
害
を
打
算
し
な
い、

純
粋
な
る
同
俯
と
反
感
を
起
こ

し
て
見
る。

3
人
情
の
ま
ま
に、

現
実
世
界
で
起
こ
す
同
情
と
反
感
を
起

こ
し
て
人
間
の
活
動
を
見
る。

の
三
段
階
で
あ
る。

漱
石
は
こ
れ
ら
三
つ
の
態
度
を
そ
れ
ぞ
れ

⑥
非
人
梢

⑪
純
人
情

3
俗
人
惜

と
呼
ん
で
い
る。

そ
し
て、
『
草
枕
』
の
画
工
は、

「
可
成
⑥
で

見
や
う
と
す
る。
よ
し
3
丈
で
見
ら
れ
な
い
で
も
全
然
⑪
に
な
っ

て
は
も
う
い
や
だ
と
云
ふ
男
で
あ
る。
だ
か
ら、
一
歩
譲
つ
て
⑳

を
離
れ
て
も
⑥
迄
は
飛
ば
な
い。

⑥
と
⑥
の
中
間
位
で
あ
る。
」

「
た
と
ひ
全
く
非
人
情
で
押
し
通
せ
な
く
て

も尤
も
非
人
俯
に
近

い
人
餅
（
能
を
見
る
と
き
の
如
き）
で
人
間
を
見
や
う
と
い
ふ
の

で
あ
る。
」
と
言
う。

即
ち、

漱
石
が
『
草
枕
』
の
中
で
描
き
出
そ
う
と
し
た
の
は、

7
 

右
の
米
松
宛
の
薔
簡
に
於
て
解
説
さ
れ
た
三
段
階
の
態
度
の
中
で、
―3

 

人
間
界
を
③
の
ヽ
非
人
情
II
の
態
度
で
見
る
事
に
よ
っ
て
獲
得
さ

一

れ
る
美
の
世
界
だ
っ
た
の
で
あ
る。

そ
れ
故
に
『
草
枕
』
は、

世
の
中
を
非
人
梢
で
見
る
と
は
ど
う

い
う
事
な
の
か、

さ
ら
に
は
偕
緒
の
活
動
を
し
て
い
る

人間、
即
ち

大
い
に
人
情
を
発
揮
し
て
い
る
人
間
を
非
人
惜
の
立
場
で
観
察
す

れ
ば
如
何
に
見
え
る
か、

そ
の
非
人
情
が
あ
っ
て
始
め
て
獲
得
さ

れ
る
人
間
界
に
於
け
る
自
然
美
と
は
如
何
な
る
も
の
か、
と
い
う

こ
と
を
採
り
広
げ
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
こ
に
於
て、

人
間
は
天
然
と
同
じ
位
囮
で
把
握
さ
れ
る
の
で

あ
る
が、
こ
の
『
草
枕
』
の
視
点
は
漱
石
に
俳
句
を
教
え、

俳
句

作
を
勧
め
た
正
岡
子
規
の
俳
句
の
世
界
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て



い
る。子

規
の
言
菜
を
引
い
て
み
る
と、

「
我
邦
の
詩
歌
に
至
り
て
は

些
の
人
事
感
俯
を
雑
へ
ず
し
て
限
に
山
水
を
叙
し
花
烏
を
詠
ず
る

者
尤
多
く
其
詩
歌
の
作
者
が
人
間
な
る
か
神
仙
な
る
か
を
疑
は
し

む
る
者
さ
へ
少
な
か
ら
ず。

散
文
に
て
人
事
を
叙
す
る
者
は
小
説

を
以
て
極
度
と
す。

言
は
ゞ
詩
歌
は
天
然
の

小説
に
し
て
小
説
は
人

間
の
小
説
な
り。

（
「
文
學
漫
言」
日
本

明
治
27
.
7.
24)
」

と
い
う
も
の
で、

こ
こ
で
子
規
は
日
本
の
詩
の
世
界
は、

天
然
を

扱
う
も
の
で
あ
る
と
規
定
し
て
い
ろ。

漱
石
の
『
草
枕
』
に
は、

子
規
の
こ
の
考
え
方
が
投
彩
し
て
お
り、

そ
の
点
に
俳
句
的
と
い

注
1)

る。

{
 

う
こ
と
の
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
し

次
に、
こ
の
よ
う
に
し
て
捉
え
た
天
然
素
材
を、

作
者
は
ど
の

よ
う
に
観
察
し
よ
う
と
す
ろ
の
か
に
つ
い
て
眺
め
て
み
る
と、

漱

石
はII
非
人
梢
II
で、

更
に
小
説
的
世
界
を
成
り
立
た
せ
る
た
め

に
特
別
な
観
察
方
法
を
定
め
て
い
る。
こ
の
観
察
方
法
に
つ
い
て

は、

前
掲
の
談
話
の
中
で
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る。

「
あ
の
『

草
枕
』

は、
一
種
慶
っ
た
妙
な
親
察
を
す
る
一
蓋
エ
が、
た
ま

／＼

美
人
に
遅
返
し
て、

之
を

践察
す
る
の
だ
が、

此
美
人
即
ら
作
物

の
中
心
と
な
る
べ
き
人
物
は、

い
つ
も
同
じ
所
に
立
つ
て
ゐ
て、

少
し
も
動
か
な
い。

そ
れ
を
益
エ
が、

或
は
前
か
ら、

或
は
後
か

ら、

或
は
左
か
ら、

或
は
右
か
ら
と、

種
々
な
方
面
か
ら
観
察
す

る。
唯
そ
れ
だ
け
で
あ
る。
」

こ
こ
で
漱
石
は、
『
卓
枕
』

は
画
工
の
「
観
察」
を
描
い
た
だ

け、

「
唯
そ
れ
だ
け
で
あ
る
」
と
明
言
し
て
い
ろ。

そ
れ
故
に
普

通
の
小
説
が
待
っ
て
い
る
「
事
件
の
殺
展」
も
「
プ
ロ
ッ
ト
」
も

無
い。

即
ち
漱
石
が
『
草
枕
』
で
描
き
出
そ
う
と
意
図
し
た
も
の

は‘
―
つ
の
美
の
世
界
で
あ
り、
そ
の
英
の
世
界
と
は
画
工
の
「

一
稲
愛
つ
た
妙
な
観
察」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
世
界
だ
っ
た

の
で
あ
る。

こ
の
『
草
枕
』
の
芙
の
世
界
を
創
り
出
す
画
工
の
目、

即
ら
観

察
対
衆
を
中
心
に
据
え
て
お
い
て、

そ
れ
を
前
後
左
右、

稲
々
な

方
面
か
ら
観
察
す
る
だ
け
と
い
う
画
工
の
「一
種
焚
っ
た
妙
な
観

察」
態
度
は、

高
浜
虚
子
の
短
編
小
説
集
『
賠
頭
』

の
巻
頭
に
付

さ
れ
た
漱
石
の
序
文
の
中
で、

漱
石
に
よ
っ
て
ff
低
徊
趣
味
II
と

名
付
け
ら
れ
た
態
度
で
も
あ
る。
こ
の
こ
と
は
一
つ
の
素
材
を
多

面
的
に
見
る
観
察
法
に
、
虚
子
に
も
つ
な
が
る
観
察
方
法
が
存
在

し
た
と
い
う
事
で
あ
り、

こ
こ
に
も
俳
句
的
と
い
う
言
菜
に
こ
め

た
一
面
が
あ
る
と
言
え
る。

そ
こ
で
「
『
競
頭
』

の
序」
を
眺
め
て
見
る
と、
こ
の
序
は
明

治
四
十
年
十
一
月
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で、
そ
の
内
容
は
虚
子
の
作

品
に
つ
い
て
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
が、
こ
れ
は
同
時
に
漱
石
自

身
の
小
説
に
対
す
る
説
明
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る。

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は、

小
説
の
分
類
と、

そ
の
分
類
を

生
じ
さ
せ
る
作
者
の
事
象
を
見
る
態
度
で
あ
る
が、

そ
の
中
で
自
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分
た
ら

ーー
虚
子、

漱
石

ーー
が
自
然
主
義
と
別
な
位
図
に
立
っ

て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
る。

そ
こ
で、

小
説
の
分
類
で
あ
る
が、

漱
石
は

⇒＾
下
の

小説」
を

「
餘
裕
の
あ
る
小
説」
と
「
餘
裕
の
な
い
小
説」
と
の
「
二
種
に

厖
別」
し
で、

虚
子
の
作
品
の
特
色
を
イ
プ
セ
ン
に
代
表
さ
れ
る、

人
軍
葛
藤
を
描
い
た
作
品
と
比
較
し
な
が
ら
分
析
解
明
し
て
み
せ

て
い
る。

•
そ
の
中
で
漱
石
は、

イ
プ
セ
ン
流
の
作
品
は
「
吾
人
の
一
生
の

浮
沈
に
闊
す
る
様
な
非
常
な
大
問
題
を
つ
ら
ま
え
て
来
て
其
問
囮

の
解
決
が
し
て
あ
る。
」
し
か
も
そ
の
問
図
解
決
を
通
し
て、

「

百
尺
竿
頭
に
一
歩
を
進
め
た
解
決」
を
描
き
出
し
た
り、

「
篇
中

の
性
格
を
裏
返
し
に
し
て
人
間
の
腹
の
底
に
は
こ
ん
な
妙
な
も
の

が
潜
ん
で
い
る
と
云
ふ
事
を
讀
者
に
示
さ
う
と
す
る
」
た
め
に、

「
勢
ひ
篇
中
の
人
物」
は
「
度
外
れ
な
境
界
に
置
か
」
れ、
セ
ッ。ハ

詰
っ
た
「
死
活
問
題
」
を
中
心
に
し
た
「
餘
裕
の
な
い
小
説」
に

な
っ
て
い
る
と
言
う。

そ
れ
に
対
し
て、

虚
子
の
作
品
は
と
い
う
と、

広
い
世
の
中
の

色
々
な
住
み
方
を
「
随
緑
臨
機
に
築
し」
ん
だ
り、

「
観
察」
し

た
り、

「
味
は
」
っ
た
り
す
る
余
裕
が
あ
っ
て
始
め
て
「
生
ず
る

事
件
な
り
事
件
に
封
す
る
情
緒
な
り
」
を
描
い
た
「
餘
裕
の
あ
る

小
説」
で
あ
る
と
言
う。

こ
こ
で
漱
石
は、

文
芸
と
は
特
別
な
事
件
を
持
え、

度
外
れ
な

状
況
を
作
り
出
し
て、

人
間
性
を
え
ぐ
り
出
し
て
見
せ
た
り、

人

生
を
考
え
た
り、

人
間
の
迎
命
を
追
求
し
て
み
せ
た
り
す
ろ
の
ば

か
り
が
文
芸
で
は
な
く、

日
常
の
平
凡
な、

何
の
変
哲
も
な
い
も

の
の
中
に、

観
察
者
の
固
有
の
目
に
よ
っ
て、

観
察
者
独
自
の
興

味
ゃ、

美
を
見
出
し、

そ
れ
を
描
き
出
す
事
も
ま
た
文
芸
の
価
器

で
あ
る
軍
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
し
て、
こ
の
観
察
者
固

有
の
目
に
つ
い
て
11
低
徊
趣
味
II
と
い
う
言
業
を
用
い
て
説
明
す

る。漱
石
は、
II
低
徊
趣
味
II
と
は
「一
事
に
即
し
一
物
に
倒
し
て、

獨
特
も
し
く
は
連
想
の
興
味
を
起
し
て、

左
か
ら
眺
め
た
り
右
か

ら
眺
め
た
り
し
て
容
易
に
去
り
難
い
と
云
ふ
風
な
趣
味
を
指
す
の

で
あ
る
」
と
定
義
し
て
い
る。
そ
し
て、
こ
の
趣
味
を
可
能
に
す

る
余
裕
の
あ
る
人
生
観
と
い
う
も
の
を、
11
禅
II
の
悟
り
を
獲
得

し
た
人
が
現
象
界
を
見
ろ
際
の
余
裕
を
例
に
引
き
な
が
ら
説
明
す

る。そ
の
余
裕
と
は、

禅
に
於
て
「
自
己
の
本
橙
は
」
「
現
象
界
の

奥
に
」
あ
ろ
と
い
う
悟
り
を
開
い
た
人
々
は、

現
象
界
を
越
え
た

所
に
「
立
ち
退
き
場」
を
持
っ
て
流
俗
の
喜
怒
哀
楽
を
眺
め
て
い

ろ。

従
っ．
て、

「
此
見
地
に
住
す
る
人
か
ら
云
ふ
と
」
「
流
俗
で

云
ふ
第
一
義
の
問
穎
も」

「
第
二
義
以
下
に
堕
ら
て
仕
舞
ふ。
」

即
ち
「
我
等
か
ら
云
つ
て
セ
ッ
。ハ
詰
っ
た
問
題
も
此
人
等
か
ら
云

ふ
と
餘
裕
の
あ
ろ
問
題
に
な
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る。
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そ
し
て
、

こ
の
II

禅
II
に
於
け
る
余
裕
を
11

文
芸
II
上
の
余
裕

に
重
ね
合
わ
せ
て
、

文
芸
に
於
け
る
「
面
味
と
云
ふ
事
は
暗
に
餘

裕
の
あ
る
文
學
と
云
ふ
意
味
に
一

致
す
ろ
。

さ
う
し
て
そ
の
餘
裕

は
生
死
以
上
に
第
一

義
を
甜
く
か
ら
出
て
く
る
」

と
、

11

余
裕
の

あ
る
小
説
II
を
生
み
出
す
背
殿
を
説
明
す
る
。

以
上
の
平
を
整
理
す
る
と
次
の
様
に
な
る
。

即
ち、

fl

余
裕
の

な
い
小
説
II
は
、

生
死
の
問
題
に
第
一

義
を
囲
く
が
故
に
「
人
生

の
死
活
問
題
を
拉
し
来
つ
て
切
寅
な
る
迎
命
の
極
致
を
碍
す
の
を

特
色
と
す
る
。
」

し
か
し
、

こ
の
第
一

義
は
「
生
死
界
中
に
在
つ

て
の
第
一

義
で
あ
る
。
」

そ
れ
に
対
し
て
、

“

余
裕
の
あ
る
小
説

II
と
は
「
生
死
の
闊
門
を
打
破
し
て
二

者
を
眼
中
に

措
か
ぬ
」

立

場
に
立
っ
て
現
象
界
を
眺
め
て
い
る
た
め
、

生
死
界
中
の
第
一

義

に
触
れ
た
作
品
に
は
な
ら
な
い
。

「
生
死
以
上
に
第
一

義
を
固
く
」

所
か
ら
生
ず
る
余
裕
を
持
っ
た
作
品
と
な
る
の
で
あ
る
。

•

こ
こ
で
明
ら
か
な
様
に
、

11

余
裕
の
あ
る
小
説
II
と
、

11

余
裕

の
な
い
小
説
II
と
の
差
追
は
、

物
の
見
方、

即
ら
現
象
界
を
見
る

際
の
立
場、

即
ら
人
生
観
の
差
違
で
あ
る
、

と
い
う
事
が
で
き
る
。

そ
し
て
漱
石
は
最
後
に
、

「
世
間
で
は
よ
く
俳
味
椰
味
と
拉
ペ

．
て
云
ふ
様
で
あ
る
。

虚
子
は
俳
句
に
於
て
長
い
間
苦
心
し
た
男
で

あ
る
。

従
が
つ
て
所
謂
俳
味
な
る
も
の
が
流
露
し
て
小
説
の
上
に

あ
ら
は
れ
た
の
が
一

見
郡
味
か
ら
来
た
餘
裕
と
一

致
し
て
、

こ
ん

な
除
裕
を
生
じ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
」

と
述
ぺ
、

虚
子
に
右
の

様
な
人
生
観
を
も
た
ら
し、

余
裕
を
生
む
態
度
を
可
能
に
し
た
の

．

．

．

．

は、

俳
句
創
作
に
於
け
る
梢
進
の
賜
物
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

以
上、

「
『

鶏
頭
』

の
序
」

に
於
て
11

余
裕
の
あ
る
小
説
JI
と

“

余
裕
の
な
い
小
説
II
と
の
比
較
を
通
し
て
論
じ
ら
れ
た
、

虚
子

の
作
品
の
持
つ
余
裕
を
生
み
出
す
根
本
で
あ
る
所
の
＂

低
徊
趣
味

II
と
い
う
も
の
を
ま
と
め
て
み
る
と
次
の
様
に
な
る
。

虚
子
の
作
品
に
余
裕
を
与
え
る
II

低
徊
趣
味
II
は、

虚
子
の
作

品
が
セ
ッ
。ハ

詰
っ

た
事
柄
を
扱
っ
て
お
ら
ぬ
か
ら
出
来
る
趣
味
で

あ
る
。

虚
子
の
作
品
が
セ
ッ
。ハ

詰
っ
て
お
ら
ぬ
の
は
、

作
者
の
虚

子
が
人
生
の
諸
現
象
を
セ
ッ
。ハ

詰
っ
た
も
の
に
見
な
い
か
ら
で
あ

る
。

虚
子
が
諸
現
象
を
セ
ッ
パ

詰
っ

た
も
の
に
見
な
い
の
は
、

彼

が
現
象
界
を
越
え
た
所
に
「
立
ち
退
き
楊
」

を
持
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、

生
死
以
上
の
所
に
第
一

義
を
固
い
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

虚
子
の
こ
の
立
場
は
、

彼
の
俳
句
作
に
於
け
る

長
年
の
精
進
に
よ
っ

て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事

を
召
葉
を
変
え
て
言
え
ば、

＂

低
徊
趣
味
II
と
は
、

観
察
者
が
観

察
し
よ
う
と
す
る
対
象
に
の
め
り
込
む
印
な
く
、

も
っ

ば
ら
傍
観

的
に
、
一

歩
雌
れ
た
「
立
ら
退
き
場
」

か
ら
対
象
を
設
察
す
る
、

と
い
う
観
察
態
度
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

こ
の
態
度
は
俳
句
作
に
於

け
る
俳
人
の
態
度
が
応
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
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（

四
）

こ
の
態
度
が
あ
っ
て
始
め
て
『
草
枕
』
の
美
の
世
界
は
生
み
出

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

右
に
述
ぺ
た
俳
句
作
に
於
け
る
俳
人
の
態
度
に
つ
い
て、

漱
石

は
『
草
枕
』
の
中
で
は
次
の
様
に
述
ぺ
て
い
る。

「
ど
う
す
れ
ば

詩
的
な
立
脚
地
に
蹄
れ
る
か
と
云
へ
ば、

お
の
れ
の
感
じ、

其
物

を、

お
の
が
前
に
据
ゑ
つ
け
て、

其
感
じ
か
ら
一
歩
退
い
て
有
燈

に
格
ら
付
い
て、

他
人
ら
し
く
之
を
検
査
す
る
除
地
さ
へ
作
れ
ば

ぃ
A
の
で
あ
る。
」

「
其
方
便
は
色
々
あ
る
が
一
番
手
近
な
の
は

何
で
も
蚊
で
も
手
営
り
次
第
十
七
字
に
ま
と
め
て
見
る
の
が
一
番

ぃ
/I0

十
七
字
は
詩
形
と
し
て
尤
も
軽
便
で
あ
る
か
ら、

顔
を
洗

ふ
時
に
も、

厠
に
上
っ
た
時
に
も、

鼈
車
に
乗
っ
た
時
に
も、

容

易
に
出
来
る。

十
七
字
が
容
易
に
出
来
ろ
と
云
ふ
意
味
は
安
直
に

詩
人
に
な
れ
る
と
云
ふ
意
味
で
あ
っ
て、

詩
人
に
な
る
と
云
ふ
の

は
一
種
の
悟
り
で
あ
る
か
ら
軽
便
だ
と
云
つ
て
侮
蔑
す
る
必
要
は

な
い。

軽
便
で
あ
れ
ば
あ
る
あ
る
程
功
徳
に
な
る
か
ら
反
つ
て
尊

重
す
ぺ
き
も
の
と
思
ふ。

ま
あ
一

寸
腹
が
立
つ
と
俣
定
す
ろ。

腹

が
立
っ
た
所
を
す
ぐ
十
七
字
に
す
る。

十
七
字
に
す
る
と
き
は
自

分
の
腹
立
ら
が
既
に
他
人
に
髪
じ
て
居
ろ。

腹
を
立
っ
た
り、

俳

句
を
作
っ
た
り、

さ
う
一
人
が
同
時
に
働
け
る
も
の
で
は
な
い。

一
寸
涙
を
こ
ぼ
す。

此
涙
を
十
七
字
に
す
る。

す
る
や
否
や
う
れ

し
く
な
る。

涙
を
十
七
字
に
纏
め
た
時
に
は、

苦
し
み
の
涙
は
自

分
か
ら
遊
雌
し
て、

お
れ
は
泣
く
事
の
出
来
る
男
だ
と
云
ふ
迅
し

さ
丈
の
自
分
に
な
る。
」

こ
こ
で
漱
石
は、

現
実
を
離
れ、

世
の
中
を
美
的
に
眺
め
経
ら

す
た
め
に
は、

自
ら
が
芸
術
家
の
立
脚
地
を
獲
得
す
る
必
要
の
あ

る
こ
と。

そ
の
立
脚
地
は
俳
句
作
に
於
け
る
俳
人
の
立
脚
地
で
あ

ろ
事。

更
に
そ
の
立
脚
地
を
具
体
的
に
含
え
ば、

俳
句
創
作
に
於

け
る、

対
象
と
な
る
も
の
を
自
分
か
ら
一
歩
離
し
て、

対
象
そ
の

も
の
を
有
り
の
ま
ま
に
見
る
態
度
で
あ
る
事
を
解
説
し
て
い
る
の

で
あ
る。

そ
し
て、

こ
の
態
度
を
獲
得
し
た
人
間
は、

自
分
の
感

情
を
も
客
観
視
す
る
事
が
可
能
と
な
り、

客
観
視
で
き
る
事
に
よ

っ
て
諸
々
の
煩
悩
か
ら
解
説
す
る
事
が
で
き
る、

と
い
う
俳
句
作

の
功
徳
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
俳
句
方
法
を
拡
大
し
た
の
が
写
生
文
碑

逗苔
は
評
論
「
篤
生

文」
で
は、
右
の
俳
人
の
態
度
を
写
生
文
家
の
態
度
と
し
て
論
じ
て
い
ろ。

そ
の
中
で
漱
石
は、

写
生
文
の
特
色
は
「
対
象
を
視
察
す
る
際

の
作
者
の
立
脚
地」
に
あ
る
と
規
定
し、

そ
の
作
者
（
写
生
文
家）

の
立
脚
地、

即
ら
対
象
に
向
う
態
度
を
説
明
し
て
「
大
人
が
子
供

を
脱
る
の
態
度」
で
あ
る
と
言
う。

こ
れ
は、

叙
述
さ
れ
る
対

象と

同
じ
平
面
に
降
り
立
ち、

共
に
煩
悶
し
た
り、

号
泣
し
た
り
は
せ

ぬ
が、

「
傍
か
ら
見
て
氣
の
滋
の
念
に
堪
ぇ
ぬ
斑
に
微
笑
を
包
む

同
情」
を
持
っ
た
立
場
に
立
っ
て
対
象
を
眺
め
て
は、

そ
の
観
察
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を
客
践
的
に、

従
つ
て
大
抵
の
場
合
は
滑
稽
の
分
子
を
含
み
な
が

ら、

ゆ
と
り
を
も
っ
て
叙
す
る
の
で
あ
る、

と
い
う
立
楊
の
特
色

を
た
と
え
た
も
の
で
あ
る。

そ
し
て、

最
後
に、

こ
の
写
生
文
家

の
態
度
の
依
っ
て
来
た
る
所
を、

「
か
く
の
如
き
態
度
は
全
く
俳

句
か
ら
脱
化
し
て
来
た
も
の
で
あ
る。
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
の

で
あ
る。

こ
れ
ら
の
俳
句
作
の
喉
度
に
対
す
る
漱
石
の
考
え
は、

子
規
の

捉
唱
し
た
11
写
生
論
II
に
根
底
を
痴
い）

漱
石
自
ら
の
俳
句
創
作

の
経
験
を
通
し
て
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る。
こ
の
事
は、
JI
低
徊

趣
味
II
の
作
品
を
創
り
上
げ
た
虚
子
が、

子
規
の
第
一
後
継
者
で

あ
り、

「
俳
句
に
於
て
長
い
間
苦
心
し
た
男
で
あ
る
」
事。

「
窯

生
文
」
と
い
う
文
体
が、

子
規
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
俳
句
方

法
と
し
て
の
II
写
生
の
方
法
II
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

車。
そ
し
て、

紙
幅
の
関
係
上
詳
し
く
触
れ
る
車
が
で
き
な
い
が、

そ
の
II
写
生
の
方
法
II
が、

そ
れ
を
思
索
し
提
唱
し
た
芍
呻
紅
哀

て、

絵
画
に
於
け
る
II

ス底缶
げ
に
そ
の
源
を
発
し
て
い
た

と、

漱
石
が
『
草
枕
』
の
語
り
手
と
し
て
面
工
を
設
定
し
た
事
と
の
関

連、

等
々
を
露
ね
合
わ
せ
て
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る。

従
っ
て、

右
の
態
度
で
苔
き
進
め
ら
れ
た
『
草
枕
』
の
各
場
面

は、

全
篇
を
通
じ
て、

画
工
の
目
が
一
刻
一
瞬
を
「一
幅
の
釜
」

と
し
て
眺
め
た
世
界
と
し
て、

換
言
す
れ
ば
写
生
句
を
作
る
際
に、

俳
人
が
自
分
の
目
に
写
っ
た
世
界
を
一
空
間
と
し
て
俳
句
の
中
に

封
じ
込
め
る
方
法
で
描
写
さ
れ
て
い
る。

こ
の
事
は、
『
草
枕
』
の
中
で
は、

非
人
俯
の
旅
を
決
窓
し
た

画
工
に
よ
っ
て、

次
の
様
に
語
ら
れ
て
い
る。

少
し
長
く
な
る
が

引
用
す
る
と、

「
余
も
是
か
ら
迩
ふ
人
物

ーー
百
姓
も、

町
人
も、

村
役
場
の
掛
記
も、

爺
さ
ん
も
婆
さ
ん
も

｀ーー
悉
く
大
自
然
の
貼

景
と
し
て
描
き
出
さ
れ
た
も
の
と
俣
定
し
て
取
り
こ
な
し
て
見
様。

尤
も

班中
の
人
物
と
退
つ
て

彼等
は
お
の
が
じ
A

勝手
な

近似
を
す
る
だ

ろ
う。
然
し
晋
通
の

小説家
の
様
に

其勝手な
演
似
の
根
本
を
探
ぐ
っ
て、

心

理作
用
に
立
ち
入
っ
た
り、
人
事
葛
藤
の
詮
議
立
て
を
し
て
は
俗
に
な

る。
動
い
て

も構
は
な
い。
斑
中
の

人間
が
動
く
と
見
れ
ば
差
し
支
え
な

い。
彊
中
の
人
物
は
ど

う動
い
て
も

平面

以外
に
出
ら
れ
る
も
の
で
な
い。
た4
 

平
面
以
外
に
飛
び
出
し
て、

立
方
的
に
働
く
と
思
へ
ば
こ
そ、

此
―

方
と
衝
突
し
た
り、

利
宮
の
交
渉
が
起
っ
た
り
し
て
面
倒
に
な
る。

面
倒
に
な
れ
ば
な
る
程
美
的
に
見
て
居
る
諄
に
行
か
な
く
な
る。

是
か
ら
逸
ふ
人
間
に
は
超
然
と
遠
き
上
か
ら
見
物
す
る
氣
で、

人

情
の
電
氣
が
無
暗
に
双
万
で
起
ら
な
い
様
に
す
る。
さ
う
す
れ
ば

相
手
が
い
く
ら
働
い
て
も、
こ
ち
ら
の
悛
に
は
容
易
に
飛
び
込
め

な
い
講
だ
か
ら、
つ
ま
り
は
棗
の
前
へ
立
つ
て、
ill

中
の
人
物
が

班
面
の
中
を
あ
ら
ら
こ
ら
ら
と
騒
ぎ
廻
る
の
を
見
る
の
と
同
じ
諄

に
な
る。

間
三
尺
も
隔
て
A
居
れ
ば
落
ら
付
い
て
見
ら
れ
る。

あ

ぶ
な
氣
な
し
に
見
ら
れ
る。

百
を
換
へ
て
云
へ
ば、

利
害
に
氣
を

奪
は
れ
な
い
か
ら、

全
力
を
繋
げ
て
彼
等
の
動
作
を
務
術
の
方
面



か
ら
観
察
す
る
事
が
出
来
る。

除
念
も
な
く
芙
か
美
で
な
い
か
と
雲

識
す
る
車
が
出
来
る。
」

こ
の
様
に
表
明
し
た
態
度
に
則
っ
て、

画
工
は
女
主
人
公
の
那

美
さ
ん
を
観
察
す
る。

最
初
の
夜、

哀
室
の
画
工
を
驚
か
す
那
美

さ
ん
の
観
察
か
ら
始
ま
っ
て、

。
翌
朝
風
呂
場
で
見
た
那
芙
さ
ん
の
表
情

0

欄
干
に
頬
杖
を
突
い
た

那芙
さ
ん

0

振
袖
姿
の
那
美
さ
ん

°
風
呂
に
入
っ
て
来
た
裸
体
の
那
美
さ
ん

0

画
エ
と
対
話
す
る
那
美
さ
ん

0

鋭
が
池
に
現
わ
れ
た
那
美
さ
ん

。
九
寸
五
分
の
白
鞘
を
持
っ
た
那
英
さ
ん

。
男
に
金
を
渡
す
那
芙
さ
ん

°
駅
で
fl
憐
れ
11
の
表
情
を
見
せ
た
那
美
さ
ん

ま
で、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
於
け
る
那
美
さ
ん
を、

傍
践
的
に
践

察
し
て
は、

そ
の
践
察
を
右
の
態
度
で
美
的
に
分
析
し、

解
説
し

て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
女
主
人
公
那
芙
さ
ん
に
対
す
る
観
察
の
部
分
に
用
い
ら
れ

た、

各
場
面
を
傍
践
的、

客
観
的
に
描
き
出
す
と
い
う、
11
写
生

の
方
法
11
の
特
色
で
あ
る。ハ
ノ
ラ
マ
的
描
写
は、

人
物
描
写
だ
け

で
は
な
く、

背
景
と
し
て
の
天
然
描
写
に
も
当
然、
よ
り
顕
著
な

形
で
用
い
ら
れ
て
い
る。

そ
の
代
表
例
と
し
て、

第一
章
に
於
け
る、

山
で
の
梢
景
を
写
し
出
し
た
部
分
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
て
み
る。

ま
ず
最
初
に、

画
工
の
目
は
周
囲
の
山
々
を、

「
向
ふ
を
見
る

と、

路
か
ら
左
の
方
に
パ
ケ
ツ
を
伏
せ
た
様
な
峯
が
姿
え
て
居
ろ。

杉
か
檜
か
分
か
ら
な
い
が
根
元
か
ら
頂
き
迄
悉
く
蒼
黒
い
中
に、

山
櫻
が
蒋
赤
く
だ
ん
だ
ら
に
棚
引
い
て、

績
ぎ
目
が
確
と
見
え
ぬ

位
霞
が
濃
い。

少
し
手
前
禿
山
が
一
っ、

群
を
ぬ
き
ん
で
A
眉
に

通
ろ。

禿
げ
た
側
面
は
巨
人
の
斧
で
削
り
去
っ
た
か、

鋭
ど
き
平

面
を
や
け
に
谷
の
底
に
埋
め
て
居
る。

天
邊
に
一
本
見
え
る
の
は

赤
松
だ
ら
う。

枝
の
間
の
空
さ
へ
判
然
し
て
居
る。
」
と
捉
え
て

い
る。こ

の
部
分
は、

周
囲
の
山
々
を
画
工
の
視
点
の
移
動
に
つ
れ
て

一
文
ず
つ
独
立
し
て、

左
の
峯
全
体
の
姿
か
ら
↓
峯
に
繁
茂
す
る

針
菓
樹
と
そ
の
中
に
点
在
す
る
山
桜
↓
木
々
を
覆
っ
て
い
る
霞
↓

手
前
の
禿
山
↓
禿
山
の
鋭
い
側
面
↓
天
辺
の
赤
松
↓
松
の
枝
の
間

か
ら
見
え
る
空、

と
順
次
移
動
さ
せ
な
が
ら、

そ
れ
ぞ
れ
に
一
枚

ず
つ
の
絵
の
連
続
と
し
て
全
体
を
捉
え
る、

と
い
う
方
法
に
よ
っ

て
描
き
出
し
て
い
る。

右
の
様
に
周
囲
の
全
体
的
な
呆
色
を
描
い
て
見
せ
た
漱
石
は、

続
い
て、

画
工
の
行
動
の
後
を
追
い
な
が
ら、

画
工
の
目
に
留
ま

っ
た
惰
景
を
一
場
面
ず
つ
小
さ
な
単
位
で
捉
え
て
は
並
ぺ
て
行
く。

ま
ず
画
工
は
自
ら
が
歩
い
て
い
る
道
に
目
を
留
め、

山
道
を、

「
土
の
中
に
は
大
き
な
石
が
あ
る。

土
は
平
ら
に
し
て
も
石
は
平
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ら
に
な
ら
ぬ。
石
は
切
り
辞
い
て
も
岩
は
始
末
が
つ
ぬ
。

堀
崩
し

た
土
の
上
に
悠
然
と
峙
つ
て、

吾
等
の
為
め
に
道
を
譲
る
景
色
は

な
い
」
と
見
る。

続
い
て、

「
忽
ち
足
の
下
で
雲
雀
の
繋
が
し
出

し
た。
」
と
雲
雀
に
耳
を
留
め
る。

少
し
進
ん
で、

「
巌
角
を
鋭

ど
く
廻
つ
て、

按
摩
な
ら
呉
逆
様
に
落
つ
る
所
を、

際
ど
く
右
へ

切
れ
て、

横
に
見
下
す
と、

菜
の
花
が
一
面
に
見
え
る
」

と
菜
の

花
に
目
を
留
め、

「
し
ば
ら
く
は
路
が
平
で、

右
は
雑
木
山、

左

は
菜
の
花
の
見
つ
ゞ
け
で
あ
る。
」
と
し
ば
ら
く
進
ん
だ
後、

「

足
の
下
に
時
々
蒲
公
英
を
踏
み
つ
け
る。

鋸
の
様
な
薬
が
遠
慮
な

く
四
万
へ
の
し
て
直
中
に
黄
色
な
珠
を
擁
護
し
て
居
る。
」
と
蒲

公
英
へ
視
点
を
移
す。

こ
こ
で
画
工
の
注
意
は
天
候
へ
と
移
さ
れ、

周
囲
の
天
然
描
写
は
終
っ
て
い
る。

以
上
の
様
に、

第一
章
に
於
け
る
天
然
描
写
は、

画
工
の
目
が

一
枚
の
写
生
画
と
し
て
捉
え
た
各
場
面
の
情
泉
が
11
石
の
道
II
か

ら
II
蒲
公
英
II
ま
で、

視
点
の
移
動
に
つ
れ
て
次
か
ら
次
へ
と
並

べ
ら
れ、

絵
巻
物
の
様
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

こ
の
描
写
構
成
の
方
法
は、
『
草
枕
』
全
筒
を
通
し
て
貧
か
れ

て
お
り、

こ
れ
ら
11
写
生
II
の
方
法
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
た
各

場
面
C
と
に、

漱
石
独
特
の
解
釈
が
付
け
加
え
ら
れ
て、

作
品
が

進
め
ら
れ
て
い
る。

．
即
ち、

右
の
様
な
fJ
写
生
II
の
方
法、

写
生
文
の
方
法
が、
『

草
枕
』
の
fJ
芙
II
の
世
界
を
生
み
出
す
根
本
方
法
で
あ
っ
た
の
で

以
上、
『
草
枕
』
を
描
く
際
に
漱
石
が
自
己
の
文
学
観
と
し
て

持
っ
て
い
た
自
梵、

そ
の
自
党
に
基
づ
い
て
漱
石
が
『
草
枕
』
の

中
に
創
り
出
し
た
世
界、

そ
の
世
界
を
創
り
出
す
根
本
と
な
る
諸

条
件、

を
考
察
し
て
来
た
訳
で
あ
る。

漱
石
は
初
期
の
文
学
践
と
し
て、

文
学
は
「
美
を
現
は
す
人
間

の
エ
キ
ス
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
部
分
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
を
持
っ

て
い
た。
こ
の、

文
学
の
中
心
に
II
芙
II
を
据
え
て
考
え
る
文
学

観
は、

自
然
主
義
派
の
文
学
観
に
対
す
る
も
の
と
し
て
打
ち
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
っ
た。

自
然
主
義
派
の
文
学
銀
を
漱
石
は、

文
学

I
特
に
そ
の
中
で
も
小
説
た
る
も
の
は、

人
間
の
II
哀
Ii
を
追
求

し
て
い
さ
え
す
れ
ば、

そ
れ
以
外
の
文
学
的
要
素
は
不
必
要
で
あ

る、
と
い
う
考
え
方
と
し
て
受
け
と
め
て
い
た。
こ
の
II
真
JI
を

追
求
す
る
の
あ
ま
り、
II
芙
IIII
善
II
と
い
っ
た
他
の
文
学
的
要

紫
を
打
ち
瑕
わ
し
て
平
然
と
し
て
い
る、

否、

当
然
と
い
う
顔
を

し
て
い
る
文
学
観
に
漱
石
は
不
猫
だ
っ
た
の
で
あ
る。
こ
の
事
に

つ
い
て
は、

彼
の
明
治
四
十
年
四
月、

東
京
芙
術
学
校
に
於
て
行

な
わ
れ
た
講
演
「
文
藪
の
哲
學
的
基
礎」
に
も
詳
し
く
論
じ
ら
れ

て
い
る。

（
註
5)

あ
る。

（

五
）
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こ
う
し
た
当
時
の
文
学
界
に
対
す
る
不
醐
と
共
に、
も
う一
っ

の
理
由
と
し
て、
当
時
の
漱
石
が
自
ら
の
精
神
に
安
ら
ぎ
を
与
え

て
く
れ
る
世
界
を
渇
望
し
て
い
た
事
も
挙
げ
ら
れ
る。
こ
の
こ
と

は
先
に
あ
げ
た
藤

岡作
太
郎
宛
の、
『
草
枕
』
の
意
図
を
吐
露
し

た
書
簡
に
於
け
る、
「
小
生
は」
「
頻
年
人
平
の
煩
瑣
に
し
て
日

常
を
不
快
に
の
み
蘇
ら
し
居
侯
神
紐
も
無
暗
に
昂
進
す
る
の
み
に

て
何
の
所
得
も
無
之
思
ふ
に
世
の
中
に
は
余
と
同
感
の
人
も
有
之

ペ
＜
此
等
の
人
に
か
A
る
境
界
の
あ
る
甲
を
教
へ
又
は
し
ば
ら
く

で
も
此
裡
に
逍
逼
せ
し
め
た
ら
ば
よ
か
ら
う
と
の
精
神
か
ら
草
枕

“

 

を
草
候。
小
生
自
身
す
ら
自
分
の
慰
籍
に
密
き
た
る
も
の」
と
い

っ
た
言
菓
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う。

こ
う
し
て
漱
石
は
『
ヰ
枕
』
の
中
で
美
の
世
界
を
求
め
た
訳
で

あ
る
が、
そ
の
美
と
は
右
の
理
由
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
と
し

て、
II
自
然
芙
II
に
代
表
さ
れ
る、
人
閥
世
界
を
離
れ
た
11
人
伯

を
含
ま
ぬ
芙
II
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。

そ
し
て、
こ
の
II
人
情
を
離
れ
た
美
II
は、
現
実
世
界
に
対
す
る

―
つ
の
態
度
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た。
こ
の、

世
俗
の
現
象
界
を
美
的
に
捉
え
る
事
を
可
能
に
す
る
態
度、
II
非

人
情
IIII
低
徊
趣
味
ll
と
も
呼
ば
れ
た
態
度
は、
俳
句
界
で
正
岡

子
規
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
fl
写
生
“
の
方
法
で
俳
句
作
を
す
る

際
の
俳
人
の
態
度
で
あ
っ
て、
そ
れ
は
具
体
的
に
は
対
象
を一
歩

難
れ
た
所
か
ら
傍
観
的
に
眺
め
る
こ
と、
対
象
に
執
舒
す
る
こ
と

な
く
客
観
的
に
捉
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る．
こ
の
態
度
の
生
み

出
す
人
情
を
雌
れ
た
世
界
が、
漱
石
に
よ
っ
て
よ
り
広
い
文
学
界

に
発
展
さ
せ
ら
れ、
小
説
の
形
式
で
表
出
さ
れ
た
の
が
『
草
枕』

だ
っ
た
の
で
あ
る。

そ
し
て、
こ
の
態
度
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
人
間
臭
さ
の
な
い

美
の
世
界
を、
人
間
精
神
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
安
ら
ぎ
と

し
て、
漱
石
は
文
学
の
中
に
求
め
て
い
た
の
で
あ
る。

註
1
瞑漱

石
の
II
俳
句
的
II
と
い
う
ぶ
lC

oo
わ
る
考
え
万
が
子
規
の

俳
句
観
の
投
彩
で
あ
る
事、
又
漱
石
自
身
の
創
作
体
験
に
基
づ

く
も
の
で
あ
る
軍
は、
松
井
利
彦
氏
の
「
漱
石
に
於
け
る
俳
句

的
小
説」
（
角
川
祖
店
『
吉
田
栢一
博
士
古
稀
記
念

日
本
の

近
代
文
学

1
作
家
と
作
品』）
に、
漱
石
の
実
作
分
析
を
通
し

て
論
じ
ら
れ
て
い
る。

ー

註
2
4pa写

生
文
が
俳
句
方
法
の
拡
大
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
串
は、
北

住
敏
夫
氏
の苫
霜
生
説
の
研
究
』
（
角
川
也
店
昭
四
十
八）
に、

写
生
文
が
子
規
に
よ
っ
て、
小
品
文
と
呼
ば
れ
る
散
文
に
俳
句

に
於
け
る
写
実、
写
生
が
応
用
さ
れ、
そ
の
結
果
生
み
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
事
の
指
摘
を
通
し
て
詮
じ
ら
れ
て
い
る。
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3
4
 
R
 

註

漱
石
が
俳
句
世
界
に
認
め
、
r
卒
枕
』
の
中
で
求
め
た
11

美

•
II
の
世
界
が、

子
規
の
写
生
論
に
根
底
を
凶
い
て
い
る
事
は
、

北
住
敏
夫
氏
の、

子
規
の
写
生
説
の
基
本
的
態
度
が
「
感
覺
的

な
美
を
享
受
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
」

（
『
訂
生
説
の
研
究
』

前
掲）

と
い
う
指
摘
か
ら
も
知
ら
れ
る。

註
4
四子

規
の
写
生
論
が
絵
面
論
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
甲
実
は、

松
井
利
彦
氏
の
『
正
岡
子
規
の
研
究
』
（
明

治
困
院
昭
四
十
七）

に
、

子
規
の
少
年
期、

学
校
時
代
の
絵
画

経
験
及
び
そ
の
背
景、

漢
詩
の
影
嘔、

「
小
説
神
随」

の
理
論

的
な
影
編
を
踏
ま
え
な
が
ら、

中
村
不
折
か
ら
教
え
ら
れ
た
絵

画
の
方
法
と
し
て
の
「
ス
ケ
ッ
チ
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
印
が

示
さ
れ
て
い
る。

註
5

“R写
生
文
と
『

草
枕
』
と
の
関
述
に
つ
い
て
は、

北
住
敏
夫
氏

の
『

写
生
俳
句
及
ぴ
写
生
文
の
研
究
』
（
明
治
栂
院
昭
五
十
三）

に、

漱
石
の
評
論
「
窯
生
文」

を
論
じ
る
事
を
通
し
て
言
及
さ

れ
て
い
る。

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
皿

近
代
文
学
論
巣

第
五
号
（
日
本
近
代
文
学
会
九
州
支
部）

研
究
紀
要

第
三
号
（
尚
転
大
学）

研
究
報
告
染

2
（
国
立
国
語
研
究
所）

高
知
大
学
学
術
研
究
報
告

28

甲
南
国
文

第
二
十
七
号
（
甲
南
女
子
大
学）

甲
南
大
学
紀
要

文
学
篇

34

語
学
研
究

第
二
号
（
神
奈
川
大
学）

国
語
学
研
究
と
資
料

第
五
号
（
早
稲
田
大
学）

国
語
研
究

第
七
号
（
九
州
大
谷
短
期
大
学）

国
語
国
文
学
研
究

第
十
五
号
（
熊
本
大
学）

国
語
国
文
学
会
誌

第
二
十
三
号
（
学
習
院
大
学）

国
語
国
文
学
会
誌

21
（
福
岡
教
育
大
学）

国
語
国
文
学
誌

第
九
号
（
広
島
女
学
院
大
学）

国
語
国
文
学
報

第
三
十
六
集
•

第
三
十
七
集
（
愛
知
教
育
大
学）

国
語
国
文
研
究

第
六
十
二
号
•

第
六
十
三
号
•

第
六
十
四
号（
北

海
道
大
学）

国
語
国
文
論
集

第
九
号
•
第
十
号
（
安
田
女
子
大
学）

国
語
国
文
論
集

第
九
号
（
学
習
院
女
子
短
期
大
学）

国
語
と
教
育

第
四
号
（
長
崎
大
学）

国
語
の
研
究

第
十
一
号
（
大
分
大
学）

国
文
学

第
五
十
六
号
（
関
西
大
学）

国
文
学
会
誌

第
十
五
号
（
京
都
教
育
大
学）
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