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国
木
田
独
歩
の
文
章
は
、
今
も
な
お
名
文
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
芸
術
的

文
章
が
確
立
し
て
い
く
過
程
を
検
証
し
た
。
そ
れ
は
、
少
年
時
代
に
自
然
に
恵
ま

れ
た
環
境
で
育
っ
た
こ
と
。
ま
た
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
小
説

に
出
逢
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
、
星
や
空
な
ど
天
体
に
対
す
る
興
味
、
雲
の
観
察
と

研
究
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
独
歩
は
、
少
年
時
代
か
ら
絵
が
好
き
で
、
描

く
こ
と
も
得
意
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
個
人
の
体
験
と
文
章
修
業
か
ら
、
随

筆
「
武
蔵
野
」、
小
説
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
等
の
感
覚
的
な
文
章
に
よ
る
自
然
描
写

が
確
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
文
章
の
生
成
過
程
の
軌
跡
を
辿
り
考
察
す
る
。

　
国
木
田
独
歩
の
小
説
の
評
価
は
、
発
表
当
時
か
ら
頗
る
高
く
、
そ
れ
は
特
に
、

玄
人
筋
の
読
み
手
に
言
え
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
夏
目
漱
石
は
「
独
歩

氏
の
作
に
低
徊
趣
味
あ
り
」
で
、
独
歩
の
〈『
運
命
論
者
』
は
面
白
い
と
思
つ
て

読
ん
だ
。
実
際
面
白
い
〉
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
〈
今
余
の
記
憶
に
残
つ
て
明
ら

か
な
る
は
、『
巡
査
』
だ
け
で
あ
る
。『
巡
査
』
な
る
一
人
の
人
間
を
描
き
出
し
た

も
の
で
、
其
巡
査
が
好
く
出
て
居
る
〉
と
も
述
べ
て
い
る
。
次
に
、
芥
川
龍
之
介

は
「
文
芸
的
な
、
あ
ま
り
に
文
芸
的
な
」
の
中
で
〈
国
木
田
独
歩
は
才
人
だ
つ

た
〉〈
柔
い
心
臓
を
持
つ
て
ゐ
た
独
歩
は
勿
論
お
の
づ
か
ら
詩
人
だ
つ
た
〉
と
言

う
。
そ
し
て
、
独
歩
の
作
品
中
〈
最
も
完
成
し
た
も
の
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、

「
正
直
者
」
や
「
竹
の
木
戸
」
に
と
ど
ま
る
〉
で
あ
ろ
う
が
、
僕
は
〈
最
も
調
和

の
と
れ
た
独
歩
を  

或
は
最
も
幸
福
だ
つ
た
独
歩
を
「
鹿
狩
り
」
等
の
小
品
に

見
出
し
て
ゐ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
日
本
を
代
表
す
る
小
説
家
二
人
に
よ
る
評
で

あ
る
が
、
国
木
田
独
歩
の
小
説
を
賛
美
す
る
同
時
代
作
家
は
多
く
い
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
独
歩
の
作
家
と
し
て
の
出
発
は
詩
で
あ
り
、
詩
集
『
抒
情
詩
』

所
収
の
「
山
林
に
自
由
存
す
」
は
、
余
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
独
歩

の
出
発
を
飾
っ
た
原
点
と
な
る
作
品
で
あ
る
が
、
近
代
明
治
の
自
由
民
権
運
動

に
よ
っ
て
鼓
吹
さ
れ
た
「
自
由
」
を
、
自
然
の
中
に
こ
そ
存
す
る
と
高
ら
か
に
、

歌
い
上
げ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
独
歩
は
、

「
自
然
」
と
「
自
由
」
を
テ
ー
マ
に
掲
げ
文
学
の
世
界
に
打
っ
て
出
た
。
そ
し
て
、

日
記
『
欺
か
ざ
る
の
記
』
の
前
半
に
は
、
こ
の
自
然
、
人
間
、
人
生
を
論
究
し
た

文
章
が
散
見
す
る
。
そ
の
日
記
、
明
治
二
十
六
年
九
月
十
日
に
は
〈
人
間
、
自
然
、

人
生
を
寂
漠
に
瞑
想
〉
す
る
、
人
間
や
人
生
を
思
え
ば
〈
自
然
を
思
ふ
〉、
自
然

に
対
し
て
〈
同
情
あ
ら
し
め
よ
〉
と
書
い
て
い
る
。
次
ぐ
日
に
は
、
宗
教
、
詩
歌
、

哲
学
も
〈「
吾
」
の
疑
問
よ
り
生
ぜ
し
な
り
〉、
故
に
〈
真
理
、
美
、
愛
、
希
望
、
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悉
く
「
吾
」
を
重
ん
じ
「
吾
」
を
求
め
た
る
結
果
の
思
想
〉
で
あ
る
。
さ
ら
に

〈
自
然
の
美
、
神
の
愛
を
感
じ
得
る
は
「
吾
」
を
見
出
し
得
た
る
結
果
の
み
〉
と

記
し
て
い
る
。
初
期
の
独
歩
は
、
人
間
、
自
然
、
人
生
、
及
び
宗
教
、
詩
歌
、
哲

学
、
及
び
真
理
、
美
、
愛
、
希
望
、
吾
、
な
ど
に
激
し
い
思
索
を
巡
ら
せ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
翌
日
の
十
二
日
に
は
、
自
然
に
つ
い
て
考
究
し
〈
ウ
オ
ー

ズ
ウ
オ
ー
ス
の
詩
を
唱
す
〉、
再
度
〈
自
然
を
思
ふ
て
人
生
を
思
ひ
、
人
生
を
思

ふ
て
自
然
を
思
ひ
、
而
し
て
人
間
を
思
ふ
〉
と
言
う
。
そ
し
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス

に
於
い
て
は
〈
自
然
の
意
と
人
生
の
義
〉
を
分
離
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
悉
く
は

〈
神
の
黙
示
た
り
人
生
の
秘
奥
〉
で
あ
り
、
自
分
は
〈
自
然
。
人
生
。
神
。
悉
く

吾
に
在
り
て
融
化
す
る
所
を
得
た
る
と
信
ず
〉と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
独
歩
は
、

自
然
、
人
生
、
宗
教
を
、
吾
に
よ
っ
て
融
化
さ
せ
る
と
い
う
思
考
を
見
せ
て
お
り
、

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
か
ら
の
示
唆
と
言
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
二
ヶ
月
後
に
も
同

じ
く
、
瞑
想
す
れ
ば
〈
人
類
は
直
ち
に
此
大
自
然
の
中
に
見
出
す
〉〈
自
然
と
人

間
と
を
関
係
な
く
想
ふ
能
は
ず
。
人
情
を
忘
る
ゝ
能
は
ず
〉
と
繰
り
返
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
思
想
は
、
翌
年
の
四
月
十
六
日
に
も
〈
人
間
の
外
に
此
の
大
自
然
て
ふ

制
力
あ
り
。
法
則
あ
り
。
而
し
て
玆
の
う
ち
に
人
間
て
ふ
吾
あ
り
。
人
類
て
ふ
吾

あ
り
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間
、
人
類
、
吾
と
は
、
〈
『
情
』
〉
で
あ

り
、
こ
れ
は
、
文
学
も
、
宗
教
も
、
美
術
も
〈
情
と
情
と
の
交
通
〉
で
あ
る
と
い

う
独
歩
の
宗
教
論
、
芸
術
論
に
至
り
着
く
こ
と
に
な
る
。

　
先
に
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
の
影
響
で
あ
る
と
書
い
た
が
、

そ
の
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
「
ウ
オ
ー
ズ
ヲ
ー
ス
の
自
然
に
対
す
る
詩
想
」

で
詳
し
く
論
じ
て
い
る
。
そ
の
論
文
で
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
は
自
然
の
詩
人
と
言
わ

れ
る
が
、
し
か
し
、
彼
が
〈
自
然
を
愛
す
る
は
我
国
の
歌
人
が
花
鳥
風
月
に
浮
か

る
ゝ
心
と
同
一
視
す
べ
か
ら
ざ
る
〉
も
の
で
、
そ
れ
は
実
に
〈
自
然
の
美
を
信
ず

る
〉
思
想
で
あ
る
。
そ
の
自
然
観
は
、
宗
教
家
の
よ
う
に
〈
神
の
御
手
の
力
を
現

は
す
者
と
見
做
し
、
自
然
を
賛
美
す
る
こ
と
を
以
て
神
を
賛
美
す
る
の
手
段
な
り

と
は
為
さ
ゞ
り
し
〉
も
の
で
、
す
な
わ
ち
〈
自
然
の
美
は
何
処
ま
で
も
自
然
の
美

と
し
て
直
ち
に
其
力
を
信
じ
た
る
〉
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が

〈
詩
人
に
し
て
宗
教
家
に
あ
ら
ざ
る
所
以
〉
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
、
彼
の
〈
自
然

観
を
以
て
直
ち
に
彼
の
宗
教
と
見
做
す
の
は
不
可
〉
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
同
じ

く
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
自
然
に
つ
い
て
の
詩
想
は
〈
冷
や
か
な
る
哲
理
よ
り
構
成

せ
ら
れ
た
る
者
〉
で
な
く
、
彼
を
〈
哲
学
的
詩
人
な
り
と
称
す
と
雖
も
彼
は
決
し

て
哲
学
者
〉
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
は
、
最
初
よ
り
〈
智
を
以

て
自
然
に
入
ら
ず
、
情
に
由
て
感
得
し
、
然
る
後
ち
之
れ
を
思
ひ
之
れ
を
信
じ
、

然
る
後
ち
之
れ
を
益
〻
愛
し
た
る
〉
か
ら
と
論
じ
て
い
る
。
独
歩
が
ワ
ー
ズ
ワ
ー

ス
は
、
自
然
の
美
を
追
求
し
た
詩
人
で
あ
り
、
宗
教
家
で
も
哲
学
者
で
も
な
く
、

自
然
詩
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
だ
が
独
歩
の
内
に
は
、
日

本
の
環
境
、
日
本
、
東
洋
の
思
想
、
宗
教
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
は
推
測
で
き
る
。

　
そ
の
こ
と
は
、
独
歩
自
身
の
自
然
体
験
で
あ
る
自
伝
的
小
説
「
少
年
の
悲
哀
」

で
、
ま
ず
は
明
ら
か
に
な
る
。
回
想
風
に
書
か
れ
た
こ
の
小
説
の
中
で
、
独
歩
は
、

少
年
時
代
を
田
舎
で
過
ご
さ
せ
て
く
れ
た
こ
と
を
〈
父
母
の
好
意
を
感
謝
せ
ざ
る

を
得
な
い
〉
と
言
う
。
も
し
僕
が
、
東
京
に
出
て
い
た
な
ら
ば
、〈
智
慧
は
今
よ

り
も
進
ん
で
い
た
〉
が
、〈
心
は
ヲ
ー
ズ
ヲ
ー
ス
一
巻
よ
り
高
遠
に
し
て
清
新
な

る
詩
想
を
受
用
し
得
る
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
〉
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
〈
野
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山
を
駈
け
暮
ら
し
て
、
我
幸
福
な
る
七
年
〉
で
あ
り
、
近
郊
は
〈
樹
林
多
く
、
川

あ
り
泉
あ
り
池
あ
り
、
そ
し
て
程
遠
か
ら
ぬ
所
に
瀬
戸
内
々
海
の
入
江
〉
で
、
自

然
に
〈
不
自
由
を
為
な
か
つ
た
〉
か
ら
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
欺
か
ざ
る
の

記
』
の
明
治
二
十
八
年
一
月
十
五
日
に
は
〈
弟
及
び
一
少
年
と
共
に
数
量
を
遠
行

し
て
釣
を
垂
れ
し
事
あ
り
。
小
川
の
清
冽
な
る
水
の
流
今
猶
ほ
眼
前
に
在
り
〉
と

い
う
よ
う
に
数
々
の
思
い
出
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
〈
岩
国
の
時
代
を
回
顧

す
れ
ば
恍
と
し
て
更
ら
に
夢
の
心
地
す
〉
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
独
歩
は
、

少
年
時
代
を
田
舎
で
過
ご
し
た
こ
と
が
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
を
受
け
入
れ
る
素

地
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
宣
言
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
環
境
に
感
謝
し
て
い
る
。

自
然
に
恵
ま
れ
た
岩
国
で
の
少
年
時
代
と
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
か
ら
、
独
歩
の
自

然
観
、
思
想
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
良
く
わ
か
る
。
そ
し
て
、
あ
の
詩
「
山
林
に
自

由
存
す
」
や
、
優
れ
た
自
然
描
写
に
支
え
ら
れ
た
随
筆
「
武
蔵
野
」、
及
び
数
々

の
名
短
編
小
説
が
執
筆
さ
れ
た
。

　
そ
の
「
武
蔵
野
」
の
中
に
は
、
二
葉
亭
四
迷
が
訳
し
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
あ

ひ
ゞ
き
」
の
一
節
が
、
二
箇
所
も
長
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
は
〈
自
分
が

か
ゝ
る
落
葉
林
の
趣
き
を
解
す
る
に
至
つ
た
の
は
此
微
妙
な
敍
景
の
筆
の
力
が
多

い
〉
と
あ
る
。「
武
蔵
野
」
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
直
接
の
文
章
創
作
上
に

於
い
て
は
、
こ
の
二
葉
亭
四
迷
訳
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響
も
指
摘
で
き
る
。
ま

た
、
本
論
考
と
は
趣
旨
が
異
な
る
の
で
、
論
じ
る
こ
と
は
避
け
る
こ
と
に
す
る
が
、

広
く
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
独
歩
の
筆
そ
の
も
の
が
鍛
え
ら
れ
た
の
は
、
従
軍

記
者
体
験
で
あ
ろ
う
。
明
治
三
十
七
年
十
月
か
ら
五
ヶ
月
の
間
、
千
代
田
艦
に
乗

船
し
、『
国
民
新
聞
』
に
「
愛
弟
通
信
」
と
い
う
記
事
を
送
稿
し
て
好
評
を
得
た
。

兎
に
角
、種
々
多
様
な
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
て
、独
歩
の
文
章
が
出
来
上
が
っ

た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

　
独
歩
の
初
期
の
小
説
に
「
星
」
と
い
う
興
味
深
い
作
品
が
あ
り
、
少
々
、
解
読

を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

と
あ
る
田
舎
に
若
い
詩
人
が
、
自
宅
の
緑
や
木
々
に
囲
ま
れ
た
庭
を
眺
め
て
、
詩

を
作
り
歌
い
、
楽
し
ん
で
暮
ら
し
て
い
た
。
あ
る
夕
べ
、
詩
人
が
燃
や
し
た
落
葉

の
煙
を
、
大
空
に
い
た
相
愛
の
男
星
と
女
星
が
見
つ
け
、
そ
の
煙
を
辿
っ
て
庭
に

降
り
て
き
た
。
若
い
詩
人
が
眠
っ
て
い
る
寝
室
に
入
る
と
、
そ
こ
に
は
、
国
々
の

詩
集
が
取
り
乱
れ
て
あ
り
、
女
星
は
、
開
か
れ
て
い
た
一
編
の
詩
を
読
ん
で
、
こ

の
若
い
詩
人
の
気
高
さ
に
感
動
し
た
。
女
星
は
、
夢
の
中
に
現
れ
て
〈
君
は
恋
を

望
み
玉
ふ
か
、
は
た
自
由
を
願
い
玉
ふ
か
〉
と
問
う
た
。
若
い
詩
人
は
〈
自
由
の

血
は
恋
、
恋
の
翼
は
自
由
な
れ
ば
、
わ
れ
其
一
を
欠
く
事
を
願
は
ず
〉
と
答
え
た
。

再
び
、
西
の
空
に
二
つ
の
星
が
輝
い
た
と
き
、
若
い
詩
人
は
〈
甲
斐
な
き
自
由
に

あ
こ
が
る
〉
と
涙
し
、
声
を
上
げ
て
詩
を
歌
い
上
げ
た
。
蒼
空
に
立
つ
詩
人
の
姿

は
、
さ
な
が
ら
〈
自
由
の
化
身
〉
と
も
見
え
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
埋

も
れ
た
小
品
が
、
独
歩
の
文
章
修
業
を
解
く
意
外
な
鍵
と
思
わ
れ
、
こ
こ
に
将
来

の
可
能
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
ず
は
、
詩
人
の
自
宅
の
庭
周
辺
の
自

然
描
写
、
次
に
、
星
や
夜
空
な
ど
天
空
の
描
写
、
早
い
時
期
に
こ
れ
だ
け
の
確
実

な
描
写
が
完
成
し
て
い
た
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
星
の
世
界
と
人
界
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を
背
景
と
し
て
、
メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
に
恋
と
自
由
を
語
っ
た
テ
ー
マ
も
い
い
。
独

歩
は
、
山
、
川
、
草
、
木
と
い
う
自
然
だ
け
で
な
く
、
天
体
に
対
し
て
も
非
常
な

関
心
を
抱
い
て
お
り
、鋭
い
観
察
眼
を
働
か
せ
て
い
た
。
こ
の
「
星
」
は
独
歩
が
、

天
空
、
天
体
に
興
味
を
寄
せ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
、
続
く
ユ
ニ
ー
ク
な
論
文

「
天
気
の
話
」
に
繋
が
る
。

　
そ
こ
で
独
歩
は
、
雲
は
水
蒸
気
が
凝
結
し
て
成
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
雲
を
子
細

に
観
察
す
れ
ば
、
天
気
を
占
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
発
想
で
、
雲
の
分
析
を
試

み
て
い
る
。
冒
頭
の
「
其
一
　
雲
」
で
は
、
雲
の
形
、
空
の
色
に
よ
っ
て
〈
晴

天
〉〈
雨
並
に
風
〉〈
雪
空
〉
を
予
期
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
総
論
が
展

開
さ
れ
る
。
続
け
て
、
こ
の
論
文
の
先
駆
け
と
し
て
ル
ー
ク
・
ホ
ワ
ー
ド
の
研
究

を
挙
げ
、
そ
こ
に
は
雲
が
七
種
類
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
の
分
類

に
従
っ
て
、
各
七
章
「
巻
雲
（
シ
ラ
ス
）」「
積
雲
（
キ
ユ
ム
ラ
ス
）」「
層
雲
（
ス

ト
レ
ー
ツ
）」「
巻
積
雲
（
シ
ロ
キ
ユ
ム
ラ
ス
）」「
巻
層
雲
（
シ
ロ
ス
ト
レ
ー
ツ
）」

「
積
層
雲
（
キ
ユ
ム
ロ
ロ
ス
ト
レ
ー
ツ
）」「
乱
雲
（
ニ
ン
バ
ス
）」
の
順
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
場
合
に
よ
り
晴
雨
計
も
用
い
て
は
い
る
が
、
基
本
と
し
て
は
、
雲
の

形
や
色
彩
、
そ
の
量
も
現
れ
る
時
間
な
ど
の
分
析
に
よ
っ
て
、
天
候
を
予
測
す
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
行
す
る
研
究
が
あ
り
、
独
歩
の
独
自
性
は
ど
れ
程
か
は

わ
か
ら
な
い
が
、
精
細
な
雲
の
描
写
と
し
て
は
、
大
変
に
優
れ
た
文
章
と
な
っ
て

い
る
。

　
雲
に
つ
い
て
の
作
品
は
、総
題
「
詩
想
」
と
い
う
小
説
風
の
断
片
の
中
に
あ
り
、

そ
れ
は
三
百
字
程
度
の
短
い
文
章
で
、
章
題
は
「
丘
の
白
雲
」
と
な
っ
て
い
る
。

内
容
は
、
大
空
に
漂
う
白
雲
の
も
と
丘
に
横
た
わ
っ
た
童
が
、
そ
の
ま
ま
寝
入
り

夢
を
楽
し
く
見
る
。
雲
は
童
を
の
せ
て
〈
限
り
な
き
蒼
空
を
彼
方
此
方
に
漂
ふ
意

の
閑
け
さ
〉、
童
は
、
う
れ
し
く
地
上
の
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
目
覚
め
た
と

き
は
〈
秋
の
日
西
に
傾
き
て
丘
の
紅
葉
火
の
如
く
か
ゞ
や
き
、
松
の
梢
を
吹
く
風

の
調
は
遠
き
島
根
に
寄
せ
て
は
返
す
波
の
音
〉
に
も
似
て
い
る
。
や
が
て
童
は
、

雲
の
こ
と
を
忘
れ
て
〈
憂
き
事
し
げ
き
世
の
人
と
な
り
つ
、
様
々
の
こ
と
彼
を
悩

ま
し
け
る
〉、
そ
の
〈
を
り
〳
〵
憶
ひ
起
し
て
涙
催
ふ
す
彼
の
白
雲
、
か
の
秋
の

日
の
丘
な
り
き
〉と
い
う
も
の
で
あ
る
。
他
愛
も
な
い
小
説
断
片
と
思
わ
れ
る
が
、

大
空
に
浮
か
ぶ
雲
と
の
戯
れ
や
親
近
感
、
夢
想
と
現
実
等
を
作
品
化
し
た
も
の
で

あ
り
、
夢
想
癖
の
あ
る
独
歩
自
身
の
少
年
時
代
の
懐
か
し
い
回
想
か
と
受
け
取
れ

る
。
先
の
「
星
」、「
天
気
の
話
」、
こ
の
「
詩
想
」、
い
ず
れ
に
し
て
も
独
歩
の
自

然
観
の
中
に
は
、
空
、
星
、
雲
な
ど
の
天
空
、
天
体
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
、
作
品
自
体
は
メ
ル
ヘ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
だ
が
、
内
容
的
に
は
、
初
期
に
盛

ん
に
思
考
し
て
い
る
宇
宙
論
と
無
縁
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
雲
と
文
章
と
言
え
ば
、
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
が
、
島
崎
藤
村
の
「
千
曲

川
の
ス
ケ
ッ
チ
」
等
で
あ
り
、
詩
人
で
あ
っ
た
藤
村
は
、
小
説
家
に
転
身
す
る
た

め
長
野
県
小
諸
に
移
り
住
み
、
千
曲
川
の
自
然
と
人
々
の
暮
ら
し
を
文
章
で
ス
ケ
ッ

チ
し
た
り
、
雲
の
観
察
記
録
ノ
ー
ト
を
付
け
る
と
い
う
習
練
を
行
っ
た
。
こ
の
観

察
記
録
の
緻
密
さ
や
的
確
さ
に
は
、
た
だ
驚
か
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
が
、
藤
村

は
、
こ
の
よ
う
な
地
味
な
努
力
に
よ
っ
て
、
自
己
の
小
説
の
文
章
を
根
気
よ
く
確

立
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
推
測
の
域
を
脱
し
得
な
い
が
、
有
名
な
藤
村

の
雲
の
観
察
に
よ
る
文
章
修
業
に
、
前
述
の
独
歩
の
作
品
や
試
み
は
、
ヒ
ン
ト
と

な
っ
て
は
い
な
い
か
、
或
は
、
影
響
を
与
え
て
は
い
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
雲
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の
描
写
、
研
究
は
、
独
歩
の
ほ
う
が
藤
村
よ
り
一
歩
も
二
歩
も
早
か
っ
た
。

　
ま
た
先
の
「
天
気
の
話
」
に
は
、
文
章
に
添
え
て
各
々
に
七
種
類
の
雲
の
見
事

な
挿
絵
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
人
自
身
の
手
に
成
る
も
の
か
、
挿
絵
画

家
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
独
歩
は
絵
が
好
き
で
あ
り
、
実
作

も
得
意
で
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
後
年
に
回

想
風
に
執
筆
さ
れ
た
自
伝
小
説
「
画
の
悲
み
」
で
良
く
わ
か
る
。
こ
の
話
は
、
独

歩
の
分
身
で
主
人
公
で
あ
る
自
分
（
岡
本
某
）
の
〈
子
供
の
時
、
何
よ
り
も
画
が

好
き
で
あ
っ
た
〉〈
得
意
が
つ
て
居
た
〉
と
い
う
語
り
で
始
ま
る
。
だ
が
、
絵
に

於
け
る
学
校
で
の
第
一
の
名
誉
は
、
同
級
生
の
〈
志
村
と
い
う
少
年
〉
に
奪
わ
れ

て
お
り
、
自
分
は
〈
今
に
見
ろ
と
い
ふ
意
気
込
〉
で
励
ん
で
い
た
。
学
校
の
展
覧

会
で
、
自
分
は
〈
馬
の
頭
〉
の
〈
実
物
の
写
生
を
試
み
〉、
志
村
に
必
ず
勝
つ
と

〈
大
勝
利
を
予
期
し
て
出
品
〉
し
た
。
当
日
の
志
村
の
画
題
は
〈
コ
ロ
ン
ブ
ス
の

肖
像
〉
で
あ
り
、し
か
も
〈
チ
ヨ
ー
ク
〉
で
描
い
た
作
品
で
あ
っ
た
。
二
枚
の
絵
、

馬
の
頭
と
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
肖
像
と
は
、
ま
る
で
〈
比
べ
者
に
な
ら
ん
〉
程
で
、
か

つ
〈
鉛
筆
の
色
〉
は
〈
チ
ヨ
ー
ク
の
色
〉
に
及
ば
な
い
。
つ
ま
り
〈
画
題
と
い
ひ

色
彩
と
い
ひ
、自
分
の
は
要
す
る
に
少
年
が
書
い
た
画
、志
村
の
は
本
物
〉
で
あ
っ

た
。
自
分
は
、
学
校
の
門
を
走
り
出
た
が
〈
止
め
や
う
と
思
ふ
て
も
涙
が
止
ま
ら

な
い
〉、
そ
し
て
〈
口
惜
い
や
ら
情
け
な
い
や
ら
〉
で
、
川
原
に
倒
れ
て
大
声
を

上
げ
て
泣
い
た
。
い
く
ら
か
気
が
晴
れ
た
頃
、
自
分
も
〈
チ
ヨ
ー
ク
で
書
い
て
見

や
う
〉
と
思
い
、
チ
ョ
ー
ク
を
買
っ
て
、
ま
た
写
生
に
出
た
。
再
び
先
の
川
辺
で
、

水
車
の
写
生
を
し
よ
う
と
行
っ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
一
人
の
少
年
、
志
村
が
座
っ

て
い
た
。
そ
こ
で
二
人
は
、
写
生
を
す
る
と
と
も
に
絵
に
つ
い
て
語
り
合
い
、
学

校
で
も
〈
全
く
中
が
善
く
〉
な
り
、
以
来
〈
二
人
で
画
板
を
携
へ
野
山
を
写
生
〉

し
て
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
後
二
人
は
進
学
し
た
が
、
故
あ
っ
て
志
村
は
村

落
に
帰
り
、
自
分
は
東
京
に
遊
学
す
る
こ
と
に
な
り
〈
二
人
の
間
に
音
信
〉
も
な

く
な
っ
た
。
東
京
に
出
て
か
ら
、
自
分
は
〈
画
を
思
ひ
つ
ゝ
も
画
を
自
ら
書
か
な

く
な
り
、
た
ゞ
都
会
の
大
家
の
名
作
を
見
て
、
僅
か
に
自
分
の
画
心
を
満
足
〉
さ

せ
て
い
た
。
そ
し
て
二
十
歳
の
と
き
、
久
し
ぶ
り
に
故
郷
に
帰
っ
た
の
で
、
志
村

の
こ
と
を
人
に
聞
い
て
み
る
と
〈
彼
は
十
七
の
歳
病
死
〉
し
た
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
久
し
ぶ
り
に
画
板
と
鉛
筆
を
さ
げ
て
、
写
生
に
出
て
み
た
故
郷
の
風
景
は

〈
旧
の
通
り
〉
で
あ
っ
た
が
、
自
分
は
〈
最
早
以
前
の
少
年
〉
で
は
な
い
。
か
つ

て
〈
志
村
と
共
に
能
く
写
生
に
出
た
野
末
〉
に
望
ん
で
〈
思
は
ず
泣
い
た
〉
と
い

う
話
で
あ
る
。
こ
れ
は
少
年
時
代
の
、
独
歩
と
友
人
と
の
絵
画
に
ま
つ
わ
る
思
い

出
話
で
あ
る
が
、
し
み
じ
み
と
し
た
味
わ
い
の
あ
る
秀
作
と
思
わ
れ
る
。
作
家
独

歩
は
、
竹
馬
の
友
と
の
写
生
の
思
い
出
と
、
美
し
い
故
郷
の
自
然
と
、
絵
画
を
愛

す
る
心
を
大
切
に
し
て
、
文
学
世
界
を
生
き
て
い
た
。

　
こ
の
「
画
の
悲
み
」
の
姉
妹
品
に
、「
画
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
内
容
的
に

は
、
前
半
は
同
じ
く
展
覧
会
の
話
で
、
後
半
は
弟
と
の
写
生
旅
行
の
話
、
そ
し
て

自
分
と
絵
画
に
つ
い
て
を
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
展
覧
会
の
話
に
つ
い
て
は
、
前

作
と
同
様
な
の
で
触
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
友
人
志
村
は
〈
予
よ
り
一
級
高
き
村

田
と
呼
べ
る
少
年
〉
と
な
っ
て
お
り
、
つ
い
に
〈
村
田
の
コ
ロ
ン
ブ
ス
程
に
至
る

能
は
ざ
り
き
〉
と
告
白
さ
れ
て
い
る
。
続
け
て
、
進
学
し
寄
宿
し
た
中
学
校
が
、

家
か
ら
八
里
余
り
の
都
会
に
あ
り
、
長
期
休
み
に
は
歩
い
て
帰
省
し
た
。
そ
の
道

す
が
ら
、
山
腹
、
渓
流
、
灌
木
の
林
、
山
谷
の
風
、
平
野
な
ど
、
歩
む
に
つ
れ
て
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〈
山
野
渓
流
次
第
に
其
趣
き
を
変
ず
る
〉
の
を
眺
め
て
進
ん
だ
。
最
も
感
動
し
た

の
は
〈
形
、
色
、
光
、
影
〉
が
、
意
味
深
い
〈
迷
語
の
如
く
予
の
眼
に
映
じ
〉
る

こ
と
で
あ
り
、
自
分
は
、
た
だ
〈
如
何
に
画
か
ば
此
迷
語
を
解
き
得
る
か
〉
と
思

い
、
苦
し
み
な
が
ら
も
〈
夢
み
る
如
き
愉
快
に
耽
〉
っ
て
、
八
里
の
難
路
を
歩
い

た
、
と
語
っ
て
い
る
。
中
学
時
代
の
独
歩
は
、
帰
省
の
道
中
で
自
然
に
接
し
、
終

始
、
絵
を
描
く
こ
と
を
考
え
て
お
り
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
独
歩
と
自
然
と
の
親

密
な
交
流
は
存
在
し
た
。
中
学
時
代
に
、
歩
き
な
が
ら
自
然
を
観
察
し
、
自
然
を

深
く
認
識
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
や
が
て
、
大
き
な
芸
術
思
想
と
な
っ

て
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
ぐ
弟
と
の
広
島
へ
の
写
生
旅
行
は
、
感
動
的
で
、

山
海
、
岬
、
島
々
、
海
峡
を
幾
枚
も
下
絵
に
描
い
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

の
広
島
の
風
景
描
写
は
、「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
を
彷
彿
と
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
し
て
、
筆
を
投
ず
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
に
〈
筆
を
と
ら
し
む
る
者
は
自
然

な
れ
ば
な
り
否
、自
然
を
恋
ふ
る
は
人
間
の
霊
な
れ
ば
な
り
〉
と
言
う
。
従
っ
て
、

自
分
が
絵
を
好
む
の
は
自
然
で
〈
形
、
色
、
光
、
影
の
巧
み
な
る
配
合
の
前
に
は

わ
が
無
邪
気
な
る
心
無
邪
気
に
躍
り
し
の
み
〉
と
述
べ
て
い
る
。
美
麗
な
自
然
を

見
る
と
、
直
ち
に
絵
筆
を
取
り
た
く
な
る
の
は
、
独
歩
に
と
っ
て
絵
は
習
慣
化
し

た
肉
体
的
な
行
為
で
あ
り
、
そ
の
絵
の
写
生
に
よ
っ
て
良
く
自
然
を
理
解
す
る
こ

と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
絵
を
描
く
行
為
と
文
章
を
書
く
行
為
と
は
、と
も
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、

原
点
は
素
材
の
観
察
で
、
次
に
、
写
生
、
描
写
す
る
被
写
体
を
よ
り
深
く
認
識
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
観
照
や
観
察
と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
り
、
む

し
ろ
考
察
や
洞
察
と
言
う
表
現
の
ほ
う
が
的
確
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
描
く
題
材

を
内
面
化
す
る
過
程
に
、
作
者
の
人
間
性
や
思
想
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
そ
の

意
味
で
自
覚
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
独
歩
が
絵
画
を
好
み
、
自

ら
写
生
す
る
こ
と
も
得
意
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
注
視
で
き
る
。
独
歩
の
幼
少

年
時
代
の
強
い
自
然
体
験
と
絵
画
創
作
、
ま
た
、
雲
の
形
や
色
彩
な
ど
か
ら
天
気

を
予
測
す
る
雲
の
研
究
は
、
文
章
作
家
の
習
練
と
し
て
は
有
益
で
あ
っ
た
。
先
に

触
れ
た
が
、
藤
村
も
、
千
曲
川
周
辺
の
人
々
の
生
活
と
自
然
を
絵
画
写
生
の
よ
う

に
言
葉
で
描
き
、
か
つ
緻
密
な
雲
の
観
察
記
録
ノ
ー
ト
を
付
け
、
自
己
の
文
章
を

確
立
し
た
。
こ
の
二
人
の
作
家
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
、
絵
画
創
作
で
デ
ッ
サ

ン
や
ス
ケ
ッ
チ
を
厳
し
く
指
導
す
る
よ
う
に
、
文
芸
創
作
に
於
い
て
も
、
言
葉
、

文
章
に
よ
る
デ
ッ
サ
ン
や
ス
ケ
ッ
チ
は
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
か

ら
身
に
付
い
た
独
歩
の
絵
の
写
生
は
、
や
が
て
文
章
の
写
生
と
な
っ
て
、
し
か
も
、

形
、
色
、
光
、
影
の
鮮
や
か
な
配
合
に
よ
る
芸
術
的
文
章
と
な
っ
て
結
集
す
る
こ

と
を
予
感
さ
せ
る
。

　
独
歩
の
文
章
を
論
じ
る
と
き
、
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
作
品
が
、
随
筆

「
武
蔵
野
」
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
で
は
、
武
蔵
野
の
歴
史
と
魅
力
に
つ
い
て
が
語

ら
れ
、
続
い
て
日
記
体
で
、
天
候
と
情
景
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ツ
ル
ゲ
ー

ネ
フ
『
あ
ひ
ゞ
き
』
を
長
く
引
用
し
、
有
名
な
〈
の
類
だ
か
ら
黄
葉
す
る
〉
の

場
面
が
展
開
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
〈
黄
葉
〉〈
蒼
ず
ん
だ
冬
の
空
〉
と
い
う
色
彩

も
鮮
や
か
だ
が
、
所
々
に
〈
時
雨
が
私
語
く
〉〈
凩
が
叫
ぶ
〉
の
よ
う
な
擬
人
法
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を
使
い
、
武
蔵
野
の
様
々
な
音
か
ら
〈
一
種
の
沈
静
〉
を
捉
え
る
。
ま
ず
は
音
の

描
写
だ
が
、
多
種
多
様
に
〈
鳥
の
羽
音
、
囀
る
声
〉〈
風
の
そ
よ
ぐ
、
鳴
る
、
う

そ
ぶ
く
、
叫
ぶ
声
〉〈
林
の
奥
に
す
だ
く
虫
の
音
〉〈
空
車
荷
車
の
林
を
廻
り
、
坂

を
下
り
、
野
路
を
横
ぎ
る
響
〉〈
蹄
で
落
葉
を
躓
く
蹶
散
ら
す
音
〉〈
村
の
者
の
だ

み
声
〉〈
だ
し
ぬ
け
に
起
こ
る
銃
音
〉
な
ど
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
実
に
録
音
マ

イ
ク
で
収
集
し
た
よ
う
な
描
写
だ
が
、
し
か
し
、
目
的
は
音
を
描
く
こ
と
ば
か

り
で
は
な
く
、
次
の
沈
静
を
訴
え
る
こ
と
に
あ
る
。
武
蔵
野
の
時
雨
に
は
、〈
幽

寂
〉
で
〈
幽
か
で
、
又
た
鷹
揚
な
趣
き
〉
が
あ
り
、
そ
れ
は
〈
優
し
く
懐
し
い
〉

の
が
特
色
で
あ
る
。
そ
し
て
、総
て
の
音
が
止
ん
だ
と
き
〈
自
然
の
静
蕭
を
感
じ
、

永
遠
の
呼
吸
身
に
迫
る
を
覚
ゆ
る
〉
、
風
の
音
は
〈
人
の
思
を
遠
く
に
誘
う
〉
と

あ
る
。
武
蔵
野
の
風
景
を
感
覚
で
捉
え
た
描
写
は
、
音
か
ら
沈
静
へ
、
沈
静
か
ら

幽
寂
へ
、
幽
寂
か
ら
思
索
へ
と
移
行
し
て
い
く
が
、
そ
れ
は
、
自
然
の
描
写
の
み

に
留
ま
る
こ
と
な
く
、
人
間
の
深
い
思
考
に
ま
で
到
達
し
て
い
る
。
文
中
に
、
自

ら
の
日
記
に
記
し
た
〈
林
の
奥
に
座
し
て
四
顧
し
、
傾
聴
し
、
睇
視
し
、
黙
想

す
〉
を
掲
げ
、
同
じ
く
『
あ
ひ
ゞ
き
』
中
の
〈
自
分
は
座
し
て
、
四
顧
し
て
、
そ

し
て
耳
を
傾
け
た
〉
も
引
用
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
最
早
、
単
な
る
自
然

で
は
な
く
、「
自
然
の
声
を
聞
く
」
と
い
う
日
本
的
な
瞑
想
の
世
界
、
禅
定
の
境

地
に
入
り
込
ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
音
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
光
に
つ

い
て
も
書
か
れ
て
お
り
、林
の
中
を
歩
い
て
い
る
と〈
澄
み
わ
た
つ
た
大
空
が
梢
々

の
隙
間
か
ら
の
ぞ
か
れ
て
日
の
光
は
風
に
動
く
葉
末
々
々
に
砕
け
、
そ
の
美
さ
言

い
つ
く
さ
れ
ず
〉
と
あ
る
。
ま
た
、
広
い
平
原
の
林
が
〈
隈
な
く
染
ま
つ
て
、
日

の
西
に
傾
く
と
共
に
一
面
の
火
花
を
放
つ
と
い
う
も
特
異
の
美
観
で
は
あ
る
ま
い

か
〉
と
あ
る
。
多
少
は
通
常
的
と
思
わ
れ
る
が
、
木
洩
れ
日
と
夕
日
の
美
観
を
示

し
、
自
然
散
策
の
素
晴
ら
し
さ
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
文
章
と
言

う
よ
り
、
ま
る
で
絵
や
写
真
の
よ
う
で
、
そ
の
姿
は
自
然
の
中
に
独
り
静
か
に
座

し
て
、
じ
っ
と
カ
メ
ラ
を
構
え
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
り
続
け
て
い
る
写
真
家
の
ご

と
く
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
武
蔵
野
」
の
文
章
に
は
、
色
彩
、
音
、
光
が
取
り
込
ま
れ
て
お

り
、
全
体
と
し
て
絵
画
的
で
、
そ
れ
は
続
く
、
高
台
や
林
、
田
畑
な
ど
全
景
を
描

い
た
場
面
で
、
よ
り
は
っ
き
り
と
す
る
。
そ
こ
で
、「
武
蔵
野
」
に
は
〈
禿
山
は

な
い
〉
が
、
し
か
し
〈
大
洋
の
う
ね
り
の
様
に
高
低
起
伏
〉
し
て
お
り
、
外
見
に

は
〈
一
面
の
平
原
の
様
で
、
寧
ろ
高
台
の
処
々
が
低
く
窪
ん
で
小
さ
な
浅
い
谷
〉

を
な
し
て
い
る
。
谷
の
底
は
〈
水
田
〉
で
、
畑
は
〈
高
台
〉、
畑
と
は
〈
野
〉
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
等
だ
け
で
な
く
〈
農
家
が
そ
の
間
に
散
在
〉
し
て
い
る
。
即

ち
、
野
や
林
や
ら
が
〈
た
だ
乱
雑
〉
に
入
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
武
蔵
野
に

〈
一
種
の
特
色
〉
を
与
え
〈
こ
こ
に
自
然
あ
り
、
こ
こ
に
生
活
あ
り
〉
の
趣
で
あ

る
。
前
出
の
音
と
光
の
場
面
が
、
筆
者
が
座
し
て
見
た
近
景
と
す
れ
ば
、
こ
こ
は

高
台
か
ら
一
望
に
眺
め
た
情
景
で
、
絵
画
の
遠
近
法
を
利
用
し
て
全
景
を
描
き
出

し
、
次
に
、
そ
の
断
面
を
大
き
く
写
し
出
す
か
の
よ
う
に
、
水
田
と
野
原
の
細
か

な
情
景
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
稲
が
熟
す
る
頃
に
な
る
と
〈
水
田
が
黄
ん

で
〉、
刈
り
取
ら
れ
た
後
は
〈
大
根
畑
〉
で
、
大
根
が
抜
か
れ
る
と
、
野
は
〈
麦

の
新
芽
で
青
々
〉
と
な
り
、
残
さ
れ
た
〈
尾
花
野
菊
が
風
に
吹
か
れ
て
居
る
〉
と

書
か
れ
て
い
る
。
時
の
流
れ
に
と
も
な
っ
て
、
様
々
な
田
畑
の
収
穫
が
行
わ
れ
、

野
の
色
が
微
妙
に
変
化
し
て
い
く
様
子
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
林
の
絶
え
間
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か
ら
〈
国
境
に
連
る
秩
父
の
諸
嶺
が
黒
く
横
わ
ッ
て
居
て
〉、
恰
も
〈
地
平
線
上

を
走
て
は
又
た
地
平
線
下
に
没
し
て
居
る
〉
よ
う
に
見
え
る
と
遠
景
描
写
に
戻
っ

て
い
る
。
再
び
、
写
真
に
例
え
れ
ば
、
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
の
武
蔵
野
の
原
野
を
、

カ
メ
ラ
ズ
ー
ム
を
用
い
て
撮
影
で
も
す
る
か
の
よ
う
に
、
ま
ず
全
貌
を
写
し
、
次

に
ア
ッ
プ
で
水
田
や
畑
の
姿
を
写
し
出
し
、
さ
ら
に
、
遠
く
の
連
山
か
ら
地
平
線

へ
と
ア
ン
グ
ル
を
移
し
て
い
く
。
自
然
を
断
片
的
に
切
り
取
り
、
連
続
さ
せ
た
写

真
ス
ラ
イ
ド
の
よ
う
な
文
章
、
全
景
、
近
景
、
中
景
、
遠
景
と
自
在
に
描
い
て
い

く
文
章
、
基
本
的
に
は
遠
近
法
を
用
い
た
絵
画
の
手
法
で
、
美
麗
な
武
蔵
野
の
風

景
を
描
き
出
し
て
い
る
。自
然
を
写
実
す
る
文
章
の
確
か
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

絵
画
の
構
図
を
駆
使
し
た
文
章
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
現
実
味
が
増
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　
続
い
て
は
筆
者
が
、
実
際
に
行
動
を
起
こ
し
、
武
蔵
野
の
散
策
に
入
っ
て
い
く

と
い
う
良
く
知
ら
れ
た
〈
武
蔵
野
に
散
歩
す
る
人
は
、
道
に
迷
う
こ
と
を
苦
に
し

て
は
な
ら
な
い
〉。
そ
の
美
し
さ
は
〈
当
て
も
な
く
歩
く
こ
と
〉
に
よ
っ
て
得
ら

れ
、た
だ
道
を
〈
ぶ
ら
ぶ
ら
歩
て
思
い
つ
き
次
第
に
右
し
左
す
れ
ば
〉
満
足
す
る
、

と
い
う
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
文
章
が
、
描
写
か
ら
一
転
し
て
語
り
口
調
と
な
り
、

さ
れ
ば
〈
君
若
し
〉
と
い
う
よ
う
に
語
り
か
け
、
読
者
に
道
案
内
を
す
る
、
或
は
、

散
策
の
心
得
を
諭
す
か
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
る
。
武
蔵
野
で
、
道
に
困
っ
た
な

ら
〈
君
の
杖
を
立
て
て
其
倒
れ
た
方
に
往
き
玉
え
〉、
ま
た
、
道
が
二
つ
に
分
か

れ
て
い
た
ら
〈
其
小
な
る
路
を
ん
で
見
玉
え
〉、
そ
の
道
が
〈
君
を
妙
な
処
に

導
く
〉
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
小
鳥
が
鳴
い
て
い
た
ら
〈
引
き
か
え
し
て
左
の
路
を

進
ん
で
見
玉
え
〉、
た
ち
ま
ち
〈
林
が
尽
て
君
の
前
に
見
わ
た
し
の
広
い
野
が
開

け
る
〉、
も
し
萱
原
の
方
を
下
り
る
な
ら
〈
広
い
景
色
が
悉
く
隠
れ
て
し
ま
っ
て
、

小
さ
な
谷
の
底
に
出
る
〉
と
あ
る
。
と
か
く
武
蔵
野
を
散
歩
す
る
人
が
〈
高
い
処

高
い
処
と
撰
び
た
く
な
る
〉
の
は
〈
広
い
眺
望
を
求
む
る
〉
か
ら
だ
が
、
そ
の
望

み
は
〈
容
易
に
達
せ
ら
れ
な
い
〉、
武
蔵
野
に
〈
見
下
す
様
な
眺
望
〉
は
期
待
で

き
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
〈
真
直
な
道
で
両
側
共
十
分
に
黄
葉
し
た
林
〉
の
道
を
、

独
り
〈
静
か
に
歩
む
事
の
ど
ん
な
に
楽
し
か
ろ
う
〉、
例
え
道
に
迷
っ
て
も
〈
同

じ
道
を
引
き
か
え
し
て
帰
る
は
愚
〉
で
あ
り
、
所
詮
は
〈
迷
つ
た
処
が
今
の
武
蔵

野
〉
に
過
ぎ
な
い
。
方
角
を
決
め
て
〈
別
な
路
を
当
て
も
な
く
歩
く
〉
と
こ
ろ
に

妙
が
あ
り
、
そ
う
す
る
と
思
わ
ず
〈
落
日
の
美
観
を
う
る
〉
こ
と
が
あ
る
、
と
再

び
夕
日
の
風
情
、
落
日
の
美
観
を
強
調
し
て
い
る
。

　
そ
の
後
も
独
歩
の
自
由
散
策
は
、
小
金
井
、
多
摩
川
と
引
き
継
が
れ
て
い
く
が
、

何
度
も
自
然
を
味
わ
い
観
察
し
な
が
ら
、
当
て
も
な
く
彷
徨
す
る
散
策
の
醍
醐
味

が
説
か
れ
る
。
所
々
に
入
る
筆
者
の
実
体
験
に
裏
打
ち
さ
れ
た
現
実
的
な
自
然
描

写
が
、
よ
り
確
実
性
を
持
た
せ
、
共
に
散
策
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥

る
。
こ
の
場
面
は
、
断
片
的
な
写
真
、
ス
ラ
イ
ド
と
い
う
よ
り
、
歩
き
つ
つ
の
自

然
観
照
、
つ
ま
り
、
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
を
ま
わ
し
て
撮
影
し
て
い
る
よ
う
な
気
分
に

な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
幼
少
年
時
代
に
、
野
山
を
駆
け
巡
っ
て
遊
ん
で
い
た
と
い

う
思
い
出
、
中
学
時
代
に
八
里
の
道
を
歩
い
て
帰
省
し
た
と
い
う
回
想
が
彷
彿
と

し
て
く
る
。
ま
た
、
独
り
歩
き
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
か
ら
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
独
歩

と
し
た
と
い
う
逸
話
も
納
得
で
き
る
。
否
、自
然
を
描
写
す
る
手
腕
だ
け
で
な
く
、

文
章
構
成
自
体
が
、
実
に
細
か
く
計
算
さ
れ
て
お
り
、「
武
蔵
野
」
と
い
う
作
品

に
賭
け
た
独
歩
の
並
々
な
ら
ぬ
気
魄
を
伺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
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こ
の
「
武
蔵
野
」
の
延
長
線
上
に
浮
か
ん
で
く
る
小
説
が
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」

で
、
そ
の
舞
台
背
景
は
多
摩
川
の
二
子
の
渡
し
に
あ
る
溝
口
と
い
う
宿
場
と
旅
人

宿
亀
屋
で
、
何
か
物
淋
し
く
陰
鬱
な
風
景
と
な
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
小
説
の

内
容
は
、
主
人
公
で
語
り
手
で
あ
る
大
津
弁
次
郎
が
同
宿
し
た
秋
山
松
之
介
に
、

過
去
の
旅
で
出
逢
っ
た
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な
い
光
景
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
話
の
一
つ
目
は
、
帰
省
す
る
た
め
瀬
戸
内
の
汽
船
に
乗
っ

て
い
て
〈
右
舷
左
舷
の
景
色
を
眺
め
て
い
た
〉
と
き
、
或
る
小
さ
な
島
に
〈
何
か

頻
り
に
拾
つ
て
は
籠
か
桶
か
に
入
れ
て
い
る
〉
人
が
見
え
た
。
僕
は
〈
こ
の
淋
し

い
島
か
げ
の
小
さ
な
磯
を
漁
つ
て
い
る
こ
の
人
を
じ
つ
と
眺
め
て
い
た
〉
が
、
そ

の
う
ち
〈
磯
も
山
も
島
全
体
が
霞
の
彼
方
に
消
え
て
了
つ
た
〉
と
い
う
光
景
で
あ

る
。
こ
の
場
面
も
ま
た
、
ズ
ー
ム
レ
ン
ズ
を
使
い
、
船
の
甲
板
に
佇
ん
で
見
る
全

景
か
ら
、
や
が
て
接
近
し
て
く
る
島
、
遠
ざ
か
っ
て
い
く
島
を
撮
影
す
る
と
い
う

よ
う
な
、
全
景
、
近
景
、
遠
景
の
絵
の
構
図
で
あ
る
。
そ
の
手
法
が
、
長
閑
な
船

旅
の
情
緒
を
醸
し
出
し
雰
囲
気
を
高
め
て
い
る
。
内
容
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
自

然
と
人
間
の
融
合
美
で
、
純
日
本
的
な
美
の
世
界
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
九
州
旅

行
で
阿
蘇
山
に
行
き
、
噴
火
口
を
見
た
夕
暮
れ
の
帰
り
道
に
、
朗
ら
か
な
澄
ん
だ

声
の
馬
子
唄
と
空
車
ら
し
い
荷
車
を
引
く
音
が
近
づ
い
て
き
た
、
そ
の
〈
俗
謡
の

意
と
悲
壮
な
声
と
が
ど
ん
な
に
僕
の
情
を
動
か
し
た
〉
こ
と
か
。
年
の
頃
二
十
四
、

五
歳
と
思
わ
れ
る
屈
強
な
若
者
の
〈
逞
し
げ
な
体
の
黒
い
輪
廓
〉、
僕
は
〈
壮

漢
の
後
影
を
じ
つ
と
見
送
〉
っ
て
、
そ
し
て
〈
阿
蘇
の
噴
煙
を
見
あ
げ
た
〉
と
い

う
思
い
出
で
あ
る
。
先
の
静
か
な
瀬
戸
内
海
の
風
景
か
ら
一
転
し
て
、
荒
々
し
い

自
然
と
共
に
生
き
る
逞
し
い
若
者
の
姿
を
描
き
出
し
、
自
然
と
人
間
の
一
体
化
を

現
し
た
。
阿
蘇
山
の
噴
火
口
を
覗
く
と
い
う
行
為
と
、
俗
謡
を
歌
い
荷
車
を
引
く

若
者
と
の
、
夕
暮
れ
の
帰
路
で
の
交
差
は
、
い
わ
ば
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
近

景
描
写
で
あ
る
。
ま
た
、
次
第
に
近
づ
い
て
く
る
朗
ら
か
な
澄
ん
だ
歌
声
と
、
空

車
ら
し
い
荷
車
の
音
と
い
う
聴
覚
を
利
用
し
、大
い
に
迫
力
を
盛
り
上
げ
て
い
る
。

こ
の
小
説
の
三
つ
の
話
の
中
で
は
、
最
も
長
く
書
か
れ
て
あ
り
、
内
容
、
描
写
と

も
に
勝
れ
て
い
る
が
、
こ
の
テ
ー
マ
は
後
の
、
北
海
道
を
舞
台
と
し
た
小
説
「
空

知
川
の
岸
辺
」
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。
三
つ
目
は
、
四
国
の
三
津
ヶ
浜
で
の
朝

の
魚
市
場
で
の
雑
踏
の
中
で
の
出
来
事
で
、
そ
こ
ら
に
〈
腥
い
臭
が
人
々
の
立
騒

ぐ
袖
や
裾
に
煽
ら
れ
て
鼻
を
打
つ
〉
な
か
に
、
一
人
の
〈
琵
琶
僧
〉
が
立
っ
て
い

た
。
そ
の
顔
の
色
、
眼
の
光
は
〈
悲
し
げ
な
琵
琶
の
音
に
相
応
し
く
、
あ
の
咽
ぶ

よ
う
な
糸
の
音
に
つ
れ
て
謡
う
声
が
沈
ん
で
濁
つ
て
淀
ん
で
〉
い
た
が
、
し
か
し

〈
忙
し
そ
う
な
巷
の
光
景
が
こ
の
琵
琶
僧
と
こ
の
琵
琶
の
音
と
に
調
和
し
な
い
様

で
而
も
何
処
に
深
い
約
束
が
あ
る
〉
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
光
景
で
あ
る
。

こ
の
場
面
は
、
魚
市
場
の
鼻
を
打
つ
程
の
生
臭
い
と
い
う
嗅
覚
と
、
雑
踏
の
賑
わ

い
及
び
歌
う
声
と
琵
琶
の
音
と
い
う
聴
覚
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ

る
整
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
調
和
で
は
な
く
、
雑
然
と
し
た
生
活
と
い
う
現

実
空
間
と
、
清
浄
無
垢
な
世
界
と
の
対
照
に
よ
る
理
不
尽
な
調
和
、
不
調
和
と
い

う
調
和
の
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
大
津
弁
次
郎
は
、
人
生
に
苦
し
み
〈
生
の
孤
立

を
感
じ
て
堪
え
難
い
〉
と
き
、
こ
れ
ら
〈
周
囲
の
光
景
〉
と
〈
人
々
〉
を
思
い
出

す
。
そ
の
と
き
〈
心
の
平
穏
〉
と
〈
自
由
〉
を
感
じ
、
ま
た
〈
名
利
競
争
の
俗

念
〉
が
消
え
て
〈
同
情
の
念
〉
が
深
く
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
情
景
を
思
い

浮
か
べ
る
こ
と
に
よ
り
、
孤
立
か
ら
抜
け
出
し
心
の
安
定
を
得
、
自
己
を
支
え
ら
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れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　「
武
蔵
野
」
の
冒
頭
で
、「
聞
く
」
「
見
る
」
か
ら
自
然
と
和
す
幽
寂
の
境
地
を

描
き
出
し
た
が
、
こ
の
「
忘
れ
え
ぬ
人
々
」
で
は
、
優
れ
た
風
景
描
写
を
背
景
に

個
性
の
あ
る
人
を
登
場
さ
せ
、
力
強
く
大
自
然
の
中
に
生
き
る
人
々
、
大
自
然
と

人
間
の
融
合
、
調
和
の
世
界
を
作
り
上
げ
た
。
そ
こ
で
宇
宙
大
自
然
に
抱
か
れ
、

生
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
思
い
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
と
人
と
の
絆
、
人
類

愛
を
深
く
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。こ
の
人
間
的
な
自
覚
を
持
つ
こ
と
で
、

自
己
を
確
固
と
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
言
う
。
こ
の「
忘
れ
え
ぬ
人
」

は
、
単
に
自
然
と
人
間
を
書
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
自
然
と
人
間
の
一
体
化
、

融
合
、
調
和
の
境
地
と
い
う
日
本
及
び
東
洋
の
思
想
を
見
事
に
小
説
化
し
た
稀
有

な
作
品
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
独
歩
の
小
説
で
大
自
然
と
人
間
と
い
え
ば
、
も

う
一
つ
「
空
知
川
の
岸
辺
」
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
は
北
海
道
に
移
り
住
む
た
め
、

土
地
の
選
定
に
行
っ
た
時
の
話
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
は
、
広
大
な
自
然
と
人
々

が
描
か
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
人
々
の
心
理
と
荒
々
し
い
生
活

の
様
子
も
書
か
れ
て
い
る
。
独
歩
の
ペ
ン
は
、
自
然
の
描
写
を
礎
と
し
て
、
人
間
、

生
活
、
心
理
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
。
本
論
考
は
、
自
然
描
写
に
限
っ
て
お
り
、
人

間
、
生
活
、
心
理
の
描
写
に
つ
い
て
は
稿
を
新
た
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

詳
し
い
検
証
は
行
わ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
初
期
の
独
歩
は
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
に
心
酔
し
て
お
り
、
前
掲
論
文
で
、
ワ
ー
ズ

ワ
ー
ス
は
自
然
の
美
を
歌
っ
た
自
然
詩
人
で
あ
り
、
哲
学
者
で
も
宗
教
者
で
も
な

い
と
言
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
初
め
は
独
歩
も
、
自
然
の
美
そ

の
も
の
を
追
求
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
や
が
て
日

本
的
東
洋
的
な
思
想
を
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
受
け
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。実
は
、

そ
の
日
本
へ
の
文
学
的
回
帰
に
よ
っ
て
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
詩
か
ら
脱
却
し
、
自

己
の
個
性
が
確
立
さ
れ
、
小
説
を
思
想
的
に
、
芸
術
的
に
高
い
時
限
に
押
し
上
げ

ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
独
歩
は
亡
く
な
る
二
年
ほ
ど
前
に
、
自
ら
の
文
章
の
理
論
を
纏
め
た
「
自
然
を

写
す
文
章
」
と
い
う
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
そ
こ
で
〈
自
然
を
見
て
自
然
を
写

す
に
は
、
見
た
ま
ゝ
、
見
て
感
じ
た
ま
ゝ
を
書
か
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
〉
と
言
い
、

少
し
で
も
〈
多
く
〉〈
大
き
く
〉
書
け
ば
、
そ
れ
は
〈
嘘
を
書
い
た
の
で
あ
つ
て
、

真
の
敍
景
文
で
も
な
け
れ
ば
、
詩
と
し
て
も
価
値
は
な
い
〉
と
書
い
て
い
る
。
さ

ら
に
〈
自
然
を
見
て
、
感
じ
た
と
こ
ろ
を
な
る
べ
く
忠
実
〉
に
表
わ
し
、
人
に

〈
自
分
の
感
じ
た
と
こ
ろ
を
、
感
じ
さ
し
さ
へ
す
れ
ば
、
そ
れ
で
成
功
〉
と
述
べ

て
い
る
。
こ
こ
ま
で
で
は
、
平
凡
な
写
実
論
で
し
か
な
い
が
、
続
い
て
、
自
ら

「
武
蔵
野
」「
空
知
川
の
岸
辺
」
を
直
接
的
に
解
説
し
た
と
こ
ろ
は
、
独
歩
個
人
の

文
章
論
と
し
て
注
視
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、「
武
蔵
野
」
は
〈
感
じ
た
事
を
そ
の
ま
ゝ

直
敍
し
た
と
い
ふ
事
は
事
実
〉
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
常
に
〈
頭
の
中
に
自
然
が

充
ち
満
ち
て
、
自
分
で
消
し
に
か
ゝ
つ
て
も
消
さ
れ
ぬ
程
に
、
明
か
に
写
つ
た
自

然
を
そ
の
ま
ゝ
敍
し
た
〉
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
面
か
ら
言
え
ば
〈
自
分
の
心
を

う
ち
つ
け
に
自
然
に
托
し
て
書
い
た
も
の
と
も
言
え
る
、
自
然
を
か
り
て
、
自
然

よ
り
享
け
た
感
じ
を
書
い
た
敍
情
詩
で
あ
る
〉
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
空
知
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川
の
岸
辺
」
に
つ
い
て
は
、
私
は
〈
自
然
を
精
細
に
描
写
し
て
は
無
い
、
た
ゞ
自

然
の
感
じ
た
、
真
に
心
の
そ
こ
へ
自
然
が
沁
み
渡
つ
た
中
心
点
よ
り
外
書
い
て
い

な
い
〉〈
心
の
中
に
あ
ふ
れ
き
る
ほ
ど
感
じ
た
と
こ
ろ
し
か
筆
に
あ
ら
わ
さ
ぬ
〉

と
解
説
し
て
い
る
。
独
歩
は
、
見
た
ま
ま
を
忠
実
に
書
く
の
で
あ
り
、
過
度
な
文

飾
や
嘘
、
い
わ
ゆ
る
誇
張
は
嫌
だ
と
語
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、

た
だ
事
実
を
そ
の
ま
ま
写
す
の
で
は
な
く
、
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
事
実
か
ら
感
じ

た
も
の
、
頭
の
中
に
自
然
が
満
ち
て
消
え
な
い
ほ
ど
明
ら
か
に
写
っ
た
自
然
を
書

く
。
さ
ら
に
は
、
自
分
の
心
を
自
然
に
托
す
よ
う
に
し
て
書
く
、
自
然
か
ら
受
け

た
感
じ
を
書
く
抒
情
詩
の
よ
う
な
文
章
と
述
べ
て
い
る
。
自
ら
の
小
説
も
、
自
然

を
精
細
に
描
写
し
た
の
で
な
く
、
真
に
心
に
沁
み
、
あ
ふ
れ
出
る
ほ
ど
感
じ
て
書

い
た
と
断
言
す
る
。
自
然
を
よ
り
感
動
的
に
捉
え
、
深
く
理
解
し
、
心
か
ら
迸
る

よ
う
に
現
わ
す
。
い
わ
ば
自
然
を
体
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
文
章
論
で
あ
る
。
こ

こ
ま
で
く
れ
ば
、
こ
の
理
論
は
も
う
、
事
実
を
写
す
客
観
描
写
で
は
な
く
、
客
観

を
根
底
に
置
い
た
主
観
に
よ
る
も
の
で
、
主
観
的
な
描
写
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
自
然
は
、
決
し
て
〈
精
細
に
写
せ
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
〉、
主
要
な

〈
一
部
分
を
取
つ
て
、
そ
れ
を
描
写
す
れ
ば
足
り
る
〉
、
後
は
〈
読
む
人
の
聯
想

に
ま
か
せ
る
〉
と
言
う
。
ま
た
、
自
然
を
写
す
の
に
〈
美
し
い
と
か
い
ふ
て
断
は

る
こ
と
は
い
ら
ぬ
〉、
そ
れ
は
〈
こ
う
い
ふ
景
色
で
あ
る
と
さ
へ
言
へ
ば
宜
し

い
〉、
つ
ま
り
〈
ニ
ニ
ン
が
四
ま
で
言
は
な
く
と
も
、『
ニ
ニ
ン
』
だ
け
で
、
あ
と

の
四
は
読
者
の
判
断
に
ま
か
せ
ん
け
れ
ば
い
か
ん
〉
と
忠
告
し
て
い
る
。
こ
の
一

断
面
を
描
い
て
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
を
読
者
に
連
想
さ
せ
る
と
い
う
の

は
、
一
般
の
文
章
論
か
ら
成
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
は
詩
の
技
法
で
あ

り
、
短
編
小
説
の
理
論
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
論
文
の
最
後
は
、
自
然
を
書
く
に
は

〈
一
見
一
瞥
で
は
い
か
ぬ
〉
、
よ
ほ
ど
〈
頭
へ
沁
み
込
む
〉
か
、
し
っ
か
り

〈
印
象
さ
れ
た
も
の
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
を
〈
研
究
〉
し
、〈
勉

強
〉
し
、〈
散
策
〉
し
、
至
る
と
こ
ろ
を
〈
さ
ぐ
つ
て
あ
る
か
な
け
れ
ば
〉
な
ら

な
い
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、自
然
は
〈
日
に
日
に
新
た
な
る
も
の
を
示
し
て
、我
々

を
啓
発
し
て
呉
れ
ま
す
〉
と
締
め
括
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
理
論
は
、
日
常
的
な
自

然
観
照
や
観
察
と
い
う
段
階
で
は
な
く
、
よ
り
高
度
な
考
察
や
洞
察
、
及
び
勉
強

や
研
究
と
い
う
次
元
で
の
自
然
の
捉
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
感
動
し
て
書
く
だ

け
で
な
く
、
研
究
す
る
ほ
ど
に
追
求
し
、
自
然
を
実
体
験
し
、
肉
体
化
し
て
表
現

す
る
と
い
う
強
い
文
章
論
で
あ
る
。

　
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
が
、
独
歩
は
、
見
て
感
じ
た
も
の
を
忠
実
に
書
く
の
で

あ
り
、
文
飾
、
嘘
、
誇
張
は
嫌
だ
と
言
っ
て
い
た
が
、
こ
の
点
で
は
、
坪
内
逍
遥

や
二
葉
亭
四
迷
の
提
唱
す
る
写
実
論
や
、
自
然
主
義
作
家
の
飾
ら
ず
偽
ら
ず
有
り

の
ま
ま
を
書
く
と
い
う
客
観
描
写
と
共
通
す
る
。
だ
が
、
事
実
中
心
の
自
然
主
義

作
家
と
独
歩
の
文
章
論
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
単
に
自
然
を
精
細
に
描
く
の
で
は

な
く
、
自
然
か
ら
深
く
感
動
し
た
も
の
を
書
く
、
そ
こ
に
は
、
自
ず
と
取
捨
選
択

と
い
う
意
志
も
働
い
て
お
り
、
む
し
ろ
、
感
じ
た
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
総
て
を
精
細
に
書
く
の
で
は
な
く
、
主
要
な
一
部
分
の

み
を
書
き
、後
は
読
者
の
連
想
に
托
す
と
い
う
叙
情
詩
の
よ
う
な
文
章
論
で
あ
る
。

自
然
主
義
作
家
の
代
表
的
存
在
で
あ
る
島
崎
藤
村
と
国
木
田
独
歩
と
は
、
詩
創
作

か
ら
文
学
に
出
発
し
た
詩
人
で
あ
り
、
同
じ
よ
う
に
、
自
然
を
描
き
、
雲
の
観
察

記
録
を
付
け
る
と
い
う
文
章
修
業
を
し
て
小
説
家
と
な
っ
た
。
緻
密
な
記
録
文
章
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と
し
て
は
、
藤
村
の
ほ
う
が
勝
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
上
に
立
っ
た

文
章
の
抒
情
性
及
び
芸
術
性
と
し
て
は
、
独
歩
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

述
べ
て
き
た
よ
う
な
、
確
固
と
し
た
感
覚
的
文
章
論
と
で
も
い
う
べ
き
文
章
理
論

を
内
部
に
有
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
確
か
に
独
歩
は
、

文
飾
、
嘘
、
誇
張
は
嫌
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
一
方
で
、
文
章
の
技
巧
と
い
う
も

の
は
充
分
に
凝
ら
し
て
い
た
。「
自
然
を
写
す
文
章
」
で
は
、
芸
術
創
作
上
の
精

神
面
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
み
で
、
文
章
の
技
巧
に
つ
い
て
は
全
く
と
言
っ
て
よ

い
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
自
ら
の
文
章
の
良
さ
が
理
解
で
き

て
い
な
い
か
、
も
し
く
は
理
論
化
で
き
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
、
敢
え
て
解
説

す
る
こ
と
を
避
け
た
の
か
、
な
ど
定
か
で
は
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
実
際
の
作
品

は
、
こ
の
論
文
を
は
る
か
に
越
え
た
レ
ト
リ
ッ
ク
を
持
つ
、
芸
術
性
の
高
い
文
章

で
あ
る
。

　
既
述
の
よ
う
に
「
武
蔵
野
」
は
、
自
然
を
描
く
と
き
筆
者
の
位
置
を
、
前
半
は

静
的
な
状
態
、
後
半
は
動
的
な
状
態
と
に
分
け
て
お
り
、
そ
れ
が
、
自
然
散
策
に

ふ
さ
わ
し
い
躍
動
感
を
持
た
せ
て
い
る
。ま
た
、擬
人
法
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
自
然
の
生
命
を
強
調
し
、
生
々
と
感
じ
さ
せ
、
自
然
と
人
間
の
融
合
、
一
致

の
境
地
を
内
々
に
演
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、こ
の
文
章
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、

自
然
を
事
実
の
み
理
論
の
み
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
音
、
色
彩
な
ど
聴
覚
と
視

覚
を
軸
と
し
た
五
感
に
よ
っ
て
捉
え
、
五
感
に
訴
え
て
、
心
象
を
高
め
る
と
い
う

詩
的
な
文
章
法
で
あ
る
。
さ
ら
に
自
然
の
風
景
を
、
絵
画
の
遠
近
法
を
活
用
し
て

文
章
表
現
し
て
お
り
、
全
体
か
ら
部
分
へ
、
部
分
か
ら
全
体
へ
と
い
う
よ
う
に
描

写
し
て
い
る
。
自
然
描
写
が
、
感
覚
的
、
絵
画
的
で
あ
る
と
言
う
だ
け
で
な
く
、

文
章
の
構
成
自
体
が
絵
画
の
構
図
の
取
り
方
で
、
密
か
な
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
技
法
に
よ
っ
て
「
武
蔵
野
」
は
、
描
か
れ
た
自
然
の
情
景
が
ま
ざ
ま
ざ

と
目
に
浮
か
び
想
像
で
き
る
文
章
と
な
っ
て
お
り
、
実
務
文
章
と
は
明
ら
か
に
異

な
る
随
筆
文
と
い
う
文
章
芸
術
の
域
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
こ

に
小
さ
な
付
言
を
す
る
な
ら
ば
、
絵
の
写
生
と
文
章
の
描
写
は
類
似
し
て
い
る
と

は
言
う
も
の
の
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
芸
術
化
す
る
方
法
は
異
な
っ
て
お
り
、
絵

は
点
と
線
を
道
具
と
し
て
為
さ
れ
、
文
章
は
言
葉
を
持
っ
て
為
さ
れ
る
。
そ
れ
故

に
絵
は
、
外
面
的
な
形
が
中
心
で
、
色
彩
に
強
く
音
は
弱
い
。
文
章
は
、
外
面
も

捉
え
ら
れ
る
が
内
面
性
、
つ
ま
り
精
神
や
思
想
が
中
心
で
、
想
像
に
於
い
て
は
秀

で
て
い
る
が
、
色
彩
や
音
は
然
程
で
は
な
い
。
因
に
、
音
を
道
具
と
し
た
芸
術
と

は
音
楽
の
こ
と
だ
が
、
或
は
、
独
歩
の
文
章
は
、
こ
れ
ら
の
芸
術
の
持
つ
特
性
を

相
互
に
関
連
さ
せ
統
合
し
た
文
章
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
二
葉
亭
四
迷
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
小
説
を
新
し
い
感
覚
的
な
文
章
で
訳
し
、

独
歩
は
非
常
に
感
銘
を
受
け
影
響
さ
れ
た
の
だ
が
、
し
か
し
二
葉
亭
自
身
の
文
章

は
、
翻
訳
ほ
ど
感
覚
的
な
文
章
で
は
な
い
。『
浮
雲
』
の
評
価
は
、
表
現
的
に
は

口
語
文
体
を
定
着
さ
せ
た
こ
と
、
坪
内
逍
遥
が
『
小
説
神
髄
』
で
説
い
た
心
理
葛

藤
の
世
界
を
描
い
た
こ
と
に
あ
る
。
ま
た
、
藤
村
も
独
歩
と
似
た
方
法
で
自
己
の

文
章
を
完
成
さ
せ
た
が
、
し
か
し
、
独
歩
ほ
ど
の
感
覚
的
な
描
写
は
構
築
で
き
な

か
っ
た
。
こ
の
二
人
の
大
家
に
比
べ
て
独
歩
は
、
ご
く
短
期
間
に
感
覚
的
描
写
を

成
功
さ
せ
た
が
、
そ
の
相
違
は
何
処
に
あ
る
の
か
。
や
は
り
独
歩
に
は
、
若
い
時

代
に
絵
の
写
生
に
打
ち
込
ん
だ
と
い
う
絵
画
創
作
の
実
体
験
が
あ
っ
た
か
ら
と
考

え
る
し
か
な
い
。
絵
を
愛
す
る
心
、
絵
の
ス
ケ
ッ
チ
が
、
直
ち
に
文
章
の
ス
ケ
ッ
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チ
に
転
じ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
姿
勢
の
内
側
に
は
「
自
然
の
声
に
耳
を
傾
け
よ
」

と
い
う
自
然
と
人
間
の
一
致
、
融
合
、
調
和
の
精
神
、
日
本
的
東
洋
的
思
想
が
存

在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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Doppo Kunikida's Writing Technique

Shukundo ITO
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Abstract

Even now the literary works of Doppo Kunikida have a great deal of literary merit. 

This report shows that Kunikida had an original writing style. It developed as a result 

of a boyhood spent in a beautiful natural environment. He was also influenced by the 

poetry of Wordsworth and the novels of Turgenev. Moreover he was interested in 

astronomy and cloud observation, which further influenced him. He also liked painting 

as a child and excelled at it. His description of nature from these kinds of experience 

and writing training are obvious in his works,including in his essays and novels.

This report investigated the origin of Kunikidas writing style.


