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時
局
と
作
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浪
漫
主
義
者
の
自
己
暴
露

　
九
月
の
諸
雑
誌
は
、
ほ
と
ん
ど
満
目
こ
れ
北
支
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、

時
節
柄
い
ろ
い
ろ
の
形
で
特
種
の
工
夫
が
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
い
わ

ゆ
る
現
地
報
告
と
し
て
、
相
当
の
蘊
蓄
を
も
っ
て
そ
の
人
な
り
の
視
点
か
ら

書
か
れ
て
い
る
の
は
『
改
造
』
山
本
実
彦
氏
の
「
戦
乱
北
支
を
行
く
」
で
あ

る
。
同
じ
『
改
造
』
に
吉
川
英
治
氏
の
「
戦
禍
の
北
支
雑
感
」
が
あ
る
。
こ

れ
を
読
む
と
吉
川
氏
の
よ
う
に
あ
る
意
味
で
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
高
揚
で

軍
事
的
行
動
を
想
像
の
上
で
描
き
出
し
て
い
た
人
で
も
、
悲
惨
の
現
実
、
複
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雑
な
国
際
関
係
の
実
際
を
目
撃
す
る
と
、
締
っ
て
来
る
と
こ
ろ
も
あ
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。

　
今
度
の
事
変
が
は
じ
ま
っ
て
ま
だ
間
も
な
か
っ
た
時
、
尾
崎
士
郎
氏
が
時

局
と
作
家
の
関
係
に
つ
い
て
感
想
を
新
聞
に
発
表
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
尾
崎
氏
ら
し
い
感
情
の
道
を
た
ど
り
つ
つ
も
結
論
と
し
て
は
、
ど
う
い

う
場
合
で
も
作
家
は
作
家
ら
し
く
生
き
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
強
調
さ
れ
て

い
た
。

　
九
月
号
の
『
新
潮
』
で
は
「
戦
争
と
文
学
者
」
と
い
う
項
を
設
け
て
、
こ

の
問
題
を
と
り
上
げ
て
い
る
。
作
家
が
益
々
作
家
と
し
て
生
き
ん
と
す
る
欲

求
は
こ
こ
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
持
味
を
も
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
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あ
る
。
ダ
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
が
飛
行
機
で
飛
び
ま
わ
っ
て
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
発
揮
し

た
よ
う
な
時
代
か
ら
こ
の
か
た
、
今
日
の
世
界
の
動
き
と
そ
の
間
に
生
き
る

作
家
の
気
持
と
は
、
い
か
程
多
角
的
に
、
観
察
と
沈
着
と
現
実
に
対
す
る
透

徹
し
た
洞
察
力
を
求
め
る
と
こ
ろ
へ
進
ん
で
来
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
吉

川
氏
で
さ
え
そ
の
場
へ
行
っ
て
見
て
い
れ
ば
祖
界
間
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
関
係

を
反
映
し
て
、
文
章
の
表
現
に
も
誇
張
的
な
日
頃
の
持
味
を
制
し
て
い
る
。

林
房
雄
氏
あ
た
り
が
「
い
の
ち
」
と
い
う
よ
う
な
紙
面
で
、
ソ
連
を
相
手
に

見
立
て
て
盛
な
身
振
り
を
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
氏
が
褒
め
て
欲
し
い
と
こ

ろ
が
案
外
そ
う
で
も
な
い
気
受
け
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
が
あ
る
社
会
的
時
期
に
示
す
危
険
性
と
い
う
も
の
が
人
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々
の
注
目
を
ひ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
二
年
来
の
こ
と
で
あ
る
が
、
時
局

が
紛
糾
し
た
と
き
、
作
家
ら
し
く
な
い
作
家
的
面
を
露
出
す
る
の
が
か
え
っ

て
日
頃
、
い
わ
ゆ
る
抒
情
的
な
作
風
で
買
わ
れ
て
い
る
作
家
で
あ
る
こ
と
は
、

意
味
深
い
一
つ
の
警
告
で
あ
る
と
思
う
。
た
と
え
ば
岡
本
か
の
子
氏
、
林
芙

美
子
氏
の
あ
る
種
の
文
章
が
そ
う
で
あ
る
。
一
人
の
作
家
が
、
秘
密
な
使
に

つ
か
わ
れ
た
こ
と
そ
の
こ
と
は
作
家
と
し
て
の
名
誉
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

装
飾
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
面
で
役
に
立
つ
な
ら
ば
、
役
に
立
て

た
人
に
対
す
る
徳
義
と
し
て
沈
黙
し
て
い
る
べ
き
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

　
現
在
北
支
で
経
過
し
て
い
る
事
件
の
性
質
は
、
全
く
素
人
の
一
市
民
と
し

て
見
て
も
、
世
界
歴
史
の
上
に
豊
富
、
多
岐
な
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
歴
史
小
説
の
題
材
と
し
て
の
蒋
介
石
の
生
涯
は
東
洋
史
の
新
た
な
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本
質
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
波
瀾
重
畳
に
作
用
を
及
ぼ
す
力
は
尾
崎
秀

実
氏
の
「
南
京
政
府
論
」
（
中
央
公
論
）
が
分
析
さ
れ
て
い
る
種
類
だ
け
の

も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
及
び
明
日
の
作
家
に
は
、
文
学
の
大
道
か

ら
、
今
日
お
び
た
だ
し
い
犠
牲
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
る
心
を
痛
ま
し
め
る

衝
突
と
一
刻
も
早
く
望
ま
れ
る
最
善
の
解
決
と
を
、
歴
史
性
の
動
向
に
つ
き

入
っ
て
観
察
し
描
破
し
よ
う
と
す
る
熱
意
、
力
量
の
蓄
積
、
鍛
練
が
希
望
さ

れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
国
際
作
家
会
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
国
作
家
に
課
せ
ら
れ
た
重
荷
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第
二
回
の
文
化
擁
護
国
際
作
家
会
議
が
去
る
七
月
四
日
か
ら
ス
ペ
イ
ン
で

開
か
れ
た
が
、
こ
の
会
議
が
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ア
か
ら
マ
ド
リ
ッ
ド
に
移
り
、
更

に
ヴ
ァ
レ
ン
シ
ア
と
バ
ル
セ
ロ
ナ
へ
移
動
し
て
、
最
後
は
パ
リ
に
移
っ
た
こ

と
は
様
々
の
点
か
ら
意
味
ふ
か
い
関
心
を
よ
び
お
こ
す
。
第
二
回
の
こ
の
会

議
は
、
開
催
さ
れ
た
場
所
が
物
語
っ
て
い
る
と
お
り
ス
ペ
イ
ン
の
文
化
擁
護

を
議
題
と
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
旧
い
支
配
者
た
ち
に
よ
っ
て
内
乱
が
企
て
ら
れ
た
の

は
去
年
の
七
月
で
あ
っ
た
。
二
年
目
の
今
日
で
は
、
独
伊
両
国
の
干
渉
戦
と

化
し
、
本
質
的
に
最
も
深
刻
な
歴
史
的
衝
突
の
姿
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
周

知
で
あ
る
。
殆
ど
す
べ
て
の
学
者
、
芸
術
家
が
マ
ド
リ
ッ
ド
政
府
の
側
に
在

り
、
有
名
な
セ
ロ
の
名
手
、
私
た
ち
に
馴
染
ふ
か
い
パ
ブ
ロ
・
カ
ザ
ル
ス
が
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全
財
産
を
寄
附
し
た
り
、
画
家
ピ
カ
ソ
が
ス
ペ
イ
ン
美
術
を
フ
ァ
シ
ス
ト
の

砲
火
か
ら
守
る
た
め
に
マ
ド
リ
ッ
ド
の
プ
ラ
ド
美
術
館
館
長
に
任
命
さ
れ
た

り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
僅
か
に
『
セ
ル
パ
ン
』
の
ニ
ュ
ー
ス
で
知
り

得
る
。

　
文
化
擁
護
の
会
議
に
は
各
国
か
ら
の
代
表
者
八
十
名
（
日
本
代
表
は
い
な

い
）
ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
レ
ン
、
マ
ル
ロ
オ
、
ミ
ハ
イ
ル
・
コ
リ
ツ
ォ
フ
、
ア

レ
ク
セ
イ
・
ト
ル
ス
ト
イ
、
ア
ン
ナ
・
ゼ
ー
ゲ
ル
ス
、
エ
レ
ン
ブ
ル
グ
、
フ

ァ
ジ
ェ
ー
エ
フ
そ
の
他
。
会
議
は
二
十
八
ヵ
国
の
作
家
組
織
の
代
表
百
名
か

ら
な
る
国
際
事
務
局
を
設
定
し
、
十
八
名
の
統
制
委
員
を
選
出
し
た
そ
う
で

あ
る
。
な
か
に
セ
ル
マ
・
ラ
ゲ
ル
レ
フ
夫
人
さ
え
入
っ
て
い
る
。
セ
ル
マ
・
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ラ
ゲ
ル
レ
フ
は
彼
女
の
作
品
を
自
国
皇
室
に
愛
読
さ
れ
て
い
る
作
家
で
あ
る
。

ル
ー
ド
ウ
ィ
ヒ
・
レ
ン
の
感
動
す
べ
き
活
動
も
こ
の
会
議
で
報
告
さ
れ
、
ジ

イ
ド
の
「
ソ
ヴ
ェ
ト
旅
行
記
」
の
批
判
も
の
っ
て
い
る
。

　
ス
ペ
イ
ン
が
流
血
の
苦
難
を
通
じ
て
世
界
文
化
・
文
学
の
領
域
の
中
に
新

し
い
自
身
の
価
値
を
創
造
し
つ
つ
、
同
時
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
的
良
心
の

沸
騰
す
る
発
露
、
更
新
力
と
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
疑
う
も
の
は
今
日
い
な

い
の
で
あ
る
。

『
文
芸
』
の
「
現
在
中
国
文
学
界
鳥
瞰
図
」
（
鹿
地
亘
氏
）
「
抗
日
作
家
と

そ
の
作
品
」
（
武
田
泰
淳
氏
）
を
読
む
と
、
地
球
の
東
半
球
の
文
学
も
い
か

に
意
義
ふ
か
い
呻
き
の
中
に
い
る
か
が
察
せ
ら
れ
る
。
鹿
地
氏
の
文
章
で
、
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何
故
今
日
ま
で
中
国
文
学
が
特
に
そ
の
理
論
的
な
面
、
批
評
の
面
で
全
く
薄

弱
で
あ
る
か
と
い
う
理
由
を
学
ぶ
す
べ
て
の
読
者
は
、
社
会
生
活
の
複
雑
な

旧
い
羈
絆
き
は
ん
が
文
学
を
害
す
る
こ
と
の
夥
し
い
こ
と
に
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
だ

ろ
う
と
思
う
。
中
国
の
作
家
が
封
建
的
な
重
荷
と
た
た
か
い
時
を
同
じ
く
し

て
歪
ん
だ
る
新
し
い
も
の
と
も
た
た
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
苦
難
と
堅
忍

と
は
、
す
べ
て
お
く
れ
て
急
に
育
っ
た
国
の
文
化
が
生
き
ぬ
か
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
急
坂
な
路
な
の
で
あ
る
。

　
第
三
回
の
文
化
擁
護
の
国
際
作
家
会
議
は
ア
メ
リ
カ
で
開
か
れ
る
そ
う
で

あ
る
。
太
平
洋
を
か
こ
む
諸
国
の
文
化
の
正
当
な
開
花
の
た
め
に
来
る
べ
き

会
議
が
冷
淡
で
あ
り
得
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

『
文
芸
』
や
『
星
座
』
が
試
み
は
じ
め
た
つ
つ
ま
し
や
か
な
民
衆
の
文
化
交こ
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驩 
う
か
ん
の
機
会
が
、
ど
う
か
ま
た
す
み
や
か
に
恢
復
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
女
の
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
篇
に
現
わ
れ
た
異
な
る
思
想
性

　
中
本
た
か
子
氏
は
数
年
来
、
非
常
な
困
難
を
経
て
、
肉
体
に
も
精
神
に
も

深
い
損
傷
を
蒙
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
健
康
も
十
分
恢
復
し

て
い
な
い
の
に
、
出
獄
し
て
か
ら
も
う
い
く
つ
か
の
執
筆
を
し
て
い
る
。
中

本
さ
ん
ら
し
い
骨
身
を
惜
し
ま
な
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
白
衣
作

業
」
（
文
芸
）
も
そ
の
一
つ
の
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
う
い
う
題
材
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が
婦
人
作
家
に
と
り
あ
げ
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
作
者
ら

し
い
力
を
こ
め
た
感
情
の
緊
張
で
全
篇
が
貫
か
れ
て
い
る
。

　
菊
池
寛
氏
が
東
日
の
「
廻
旋
扉
」
で
こ
の
作
者
が
昔
の
浮
上
っ
た
と
こ
ろ

を
ふ
る
い
落
し
た
こ
と
を
買
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
あ
の
批
評
を
、
作
者

自
身
は
何
と
よ
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
元
よ
り
も
落
付
い
た
と
い
う
よ
う
な
局
部
的
な
こ
と
は
当
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
あ
の
批
評
を
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
作
家
が
作
家
に
向
っ
て

い
う
も
の
と
し
て
は
随
分
変
な
も
の
で
あ
っ
た
。
何
だ
か
役
人
ぽ
い
。
そ
し

て
、
大
旦
那
っ
ぽ
い
。
小
説
を
か
く
も
の
に
は
刑
務
所
も
た
め
に
な
る
と
か
、

自
分
が
「
機
嫌
を
直
し
た
」
と
か
。
あ
あ
い
う
程
度
の
言
葉
が
、
褒
め
た
よ

う
な
印
象
を
誤
っ
て
一
般
に
与
え
る
と
こ
ろ
に
、
謂
わ
ば
今
日
の
文
学
の
時
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代
的
な
弱
さ
が
か
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
中
本
さ
ん
が
昨
今
書
か
れ
る
も
の
に
は
、
大
衆
の
生
活
と
発
展
と
い
う
も

の
を
見
る
角
度
、
労
働
と
い
う
も
の
を
見
る
角
度
に
、
独
特
の
見
解
が
示
さ

れ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
「
白
衣
作
業
」
で
も
、
主
題
は
や
は
り
そ
の

基
調
の
上
に
立
て
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
作
品
が
、
題
材
的
に
は
極
め
て
具
体

的
で
あ
る
が
、
主
題
は
必
ず
し
も
客
観
的
な
現
実
を
と
ら
え
深
め
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
場
合
、
作
品
の
歴
史
的
真
実
性
は
減
殺
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

特
に
、
こ
の
種
の
作
品
は
、
作
品
の
出
現
の
本
質
に
、
そ
の
点
の
統
一
を
き

び
し
く
求
め
る
因
子
を
ふ
く
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
一
方
に
池
田
小
菊
氏
の
「
札
入
」
（
改
造
）
が
あ
る
。
他
方
に
尾
崎
一
雄
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氏
の
「
暢
気
眼
鏡
」
（
文
芸
春
秋
）
が
あ
る
。
そ
の
中
央
に
、
こ
の
二
人
の

作
家
に
直
接
間
接
影
響
を
も
っ
て
い
る
志
賀
直
哉
氏
の
生
き
方
と
芸
術
的
境

地
と
を
置
い
て
考
え
る
と
、
池
田
氏
、
尾
崎
氏
、
そ
れ
ぞ
れ
志
賀
的
完
成
を

あ
ば
い
て
も
っ
と
生
々
し
く
自
分
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
努
力
の
途
上
で
、

今
日
ど
ん
な
方
角
へ
出
て
来
て
い
る
か
と
い
う
点
が
真
面
目
に
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
「
札
入
」
の
作
者
は
「
万
暦
赤
絵
」
が
そ
の
経
済
的
知
的
貴
族

性
か
ら
持
っ
て
い
な
い
俗
塵
、
世
塵
を
正
面
か
ら
引
か
ぶ
ろ
う
と
構
え
て
い

る
ら
し
い
。
し
か
し
、
作
者
は
自
身
の
気
構
え
の
つ
よ
さ
に
現
実
の
苛
烈
さ

を
錯
覚
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
志
賀
直
哉
氏
の
人
為
及
び
芸
術
の
魔
法

の
輪
を
破
る
に
は
、
志
賀
氏
の
芸
術
の
一
見
不
抜
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
、
広

い
風
波
た
か
き
今
日
の
日
本
の
現
実
の
関
係
の
中
で
、
実
際
は
ど
う
い
う
居
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り
場
処
を
占
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
、
何
の
上
に
あ
っ
て
、
し
か
く
あ
り

得
て
い
る
か
を
看
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
志
賀
氏
か
ら
縦
に

一
歩
、
歴
史
的
に
一
歩
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
佐
藤
俊
子
氏
の
「
残
さ
れ
た
る
も
の
」
（
中
央
公
論
）
は
こ
の
作
者
の
感

覚
が
横
溢
し
て
い
て
、
帰
朝
当
時
『
改
造
』
に
書
か
れ
た
作
品
よ
り
、
地
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
作
者
が
、
駒
吉
と
い
う
少
年
の
感
情
の
動

き
の
中
に
暗
示
し
、
希
望
し
よ
う
と
し
て
い
る
勤
労
者
と
し
て
の
健
全
性
の

要
求
も
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
十
五
歳
の
少
年
の
半
ば
目
ざ
め
、
半
ば
眠
っ

て
い
る
官
能
的
な
愛
、
そ
の
対
象
を
母
に
集
注
し
て
い
る
心
持
、
素
朴
な
原

始
的
な
反
抗
心
、
そ
れ
ら
が
こ
の
作
者
の
特
徴
で
あ
る
色
彩
の
濃
い
、
体
温
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の
た
か
い
感
覚
で
か
か
れ
て
い
る
の
で
、
た
と
え
ば
「
労
働
に
ま
け
る
な
。

そ
れ
が
労
働
者
の
運
命
な
ん
だ
よ
」
と
い
う
川
原
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
が

ん
ば
ろ
う
と
思
う
駒
吉
の
気
持
も
、
気
持
と
し
て
の
と
こ
ろ
に
止
ま
る
感
じ

で
あ
る
。
こ
の
作
品
で
作
者
が
ほ
と
ん
ど
我
知
ら
ず
溢
れ
さ
せ
て
い
る
色
調

と
感
覚
と
は
、
年
来
の
読
者
に
馴
染
ぶ
か
い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
れ
か

ら
の
成
行
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
努
力
の
作
品

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
川
達
三
氏
の
「
日
蔭
の
村
」

　
府
下
西
多
摩
郡
の
小
河
内
村
が
東
京
市
の
貯
水
池
と
な
る
こ
と
に
決
定
し
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て
か
ら
、
今
日
工
事
に
着
手
さ
れ
る
ま
で
六
ヵ
年
の
間
に
、
小
河
内
村
の
村

民
の
蒙
っ
た
経
済
的
・
精
神
的
な
損
害
の
甚
だ
し
さ
は
、
こ
う
い
う
場
合
に

あ
り
勝
で
、
謂
わ
ば
既
に
手
お
く
れ
に
な
っ
て
か
ら
一
般
人
の
注
意
を
ひ
く

よ
う
に
な
っ
た
。
悲
劇
が
終
結
し
た
と
き
、
は
じ
め
て
そ
れ
が
悲
劇
で
あ
っ

た
こ
と
が
第
三
者
の
心
の
中
に
活
き
て
立
ち
上
っ
て
来
る
と
い
う
現
実
の
一

つ
の
例
で
あ
る
。

　
石
川
達
三
氏
が
『
新
潮
』
九
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
日
蔭
の
村
」
は
、
小

河
内
村
の
住
民
の
永
年
に
及
ん
だ
窮
乏
化
と
受
け
た
偽
瞞
と
最
後
の
離
散
と

を
記
録
し
た
小
説
で
あ
る
。
一
般
の
読
者
に
漠
然
と
な
が
ら
用
意
さ
れ
た
心

持
が
あ
る
今
日
で
あ
る
か
ら
、
作
者
の
努
力
は
十
分
に
納
得
さ
れ
る
条
件
を

18文芸時評



も
っ
て
い
る
。
石
川
氏
と
い
う
作
家
の
資
質
に
あ
っ
た
題
材
で
も
あ
る
。

　
村
民
の
経
済
事
情
が
悪
化
し
剥
脱
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
、
市
会
議
員
の
利
権

あ
さ
り
、
官
僚
的
冷
血
、
自
然
発
生
的
に
高
ま
り
や
が
て
無
気
力
な
怨
嗟
え
ん
さ
に

か
わ
っ
て
ゆ
く
村
民
の
心
持
の
推
移
な
ど
を
、
作
者
は
恐
ら
く
実
地
に
あ
た

っ
て
調
査
し
た
上
で
書
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
龍
三
や
安
江
な
ど
の
性
格

化
、
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、
「
蒼
氓
」
で
こ
の
作
者
の
示
し
た
好
み
の

再
現
が
感
じ
ら
れ
る
。
石
川
氏
の
筆
致
は
、
動
き
が
つ
よ
く
あ
っ
て
し
か
も

奇
妙
に
立
体
性
、
色
や
音
が
な
い
。
そ
う
い
う
大
衆
も
の
の
持
つ
特
徴
が
混

り
あ
い
な
が
ら
こ
こ
で
は
作
者
の
真
面
目
な
調
べ
の
力
で
最
後
ま
で
読
者
を

ひ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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現
代
社
会
に
お
け
る
都
会
と
農
村
と
の
関
係
が
、
複
雑
な
矛
盾
に
充
た
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
作
者
も
い
っ
て
い
る
と
お
り
、
様
々
の
形
で
い
く
つ
か

の
「
日
蔭
の
村
」
を
こ
し
ら
え
つ
つ
あ
る
。
農
村
と
都
会
と
の
分
離
、
対
立

は
文
化
の
面
だ
け
で
さ
え
傷
ま
し
い
裂
け
口
を
深
め
つ
つ
あ
る
。
農
村
の
人

々
が
都
会
人
に
対
す
る
感
情
に
は
実
に
ひ
と
く
ち
に
い
い
つ
く
せ
ぬ
も
の
が

籠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば
と
い
っ
て
、
都
会
の
住
民
の
九
十

パ
ー
セ
ン
ト
は
、
今
日
果
し
て
ど
う
い
う
現
実
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

　
そ
こ
に
は
望
ま
ず
し
て
対
立
に
お
か
れ
る
苦
し
さ
の
切
実
な
も
の
が
あ
る
。

「
日
蔭
の
村
」
の
作
者
は
、
こ
の
小
説
の
最
後
を
、
「
都
会
文
明
勝
利
の
歌
、

機
械
文
明
の
か
ち
ど
き
の
合
唱
」
が
「
小
河
内
の
閑
寂
な
昔
の
姿
」
を
打
ち
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く
だ
い
て
い
る
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
役
人
の
仕
打
ち
を
怨
み
、
東

京
市
民
を
怨
み
つ
つ
資
本
主
義
的
な
力
に
踏
み
に
じ
ら
れ
る
錯
綜
を
記
録
的

に
各
面
か
ら
と
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
作
品
の
結
び
と
し
て
、
こ
れ
は
必

要
な
だ
け
の
深
さ
と
重
さ
と
に
不
足
し
て
い
る
。
長
篇
が
愈
々
最
後
の
一
行

と
迫
っ
た
と
き
作
者
は
亢
奮
す
る
。
そ
の
ペ
ン
の
勢
い
で
結
ば
れ
す
ぎ
て
い

る
。
こ
の
題
材
が
真
に
ヒ
ュ
ー
メ
ン
な
現
代
の
共
感
で
生
か
さ
れ
る
た
め
に

は
、
作
者
の
眼
が
「
日
蔭
の
村
」
を
く
ま
な
く
観
察
す
る
と
同
時
に
、
近
代

大
都
市
の
只
中
に
あ
る
様
々
な
「
日
蔭
の
町
」
へ
、
そ
の
社
会
感
情
を
く
ば

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
作
品
で
、
都
会
が
農
村
に
対
す
る
一
般

的
な
破
壊
力
と
し
て
だ
け
立
ち
現
れ
る
旧
套
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ

る
。
少
く
と
も
作
者
の
洞
察
の
前
で
は
、
水
道
を
切
ら
れ
て
い
る
日
蔭
の
町
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の
居
住
者
達
の
存
在
が
社
会
的
相
関
的
に
見
と
お
さ
れ
て
い
る
上
で
、
農
村

の
蹂
躙
が
語
ら
れ
る
べ
き
現
代
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
つ
の
宿
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
舟
橋
聖
一
氏
の
「
新
胎
」

「
新
胎
」
と
い
う
舟
橋
聖
一
氏
の
小
説
（
文
学
界
）
を
読
み
は
じ
め
て
、
あ

あ
、
こ
れ
は
い
つ
ぞ
や
『
行
動
』
か
何
か
で
読
ん
だ
の
に
似
て
い
る
と
思
っ

た
。
編
輯
後
記
を
見
た
ら
、
旧
作
「
濃
淡
」
に
骨
子
を
得
云
々
と
あ
り
、
作

者
も
そ
の
こ
と
を
附
記
さ
れ
て
い
る
。

　
旧
作
が
生
憎
手
元
に
な
い
の
で
比
較
し
て
作
者
の
新
た
な
意
企
や
技
術
の
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上
で
の
試
み
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
「
新
胎
」
に
つ

い
て
技
術
的
な
面
で
感
じ
る
こ
と
は
、
現
実
の
錯
雑
の
再
現
と
そ
の
全
体
の

確
実
性
の
強
調
と
し
て
、
作
品
の
上
で
、
科
学
的
用
語
や
保
険
会
社
の
死
亡

調
査
報
告
書
、
く
び
く
く
り
の
説
明
図
な
ど
に
場
所
を
与
え
す
ぎ
る
こ
と
は
、

寧
ろ
却
っ
て
読
者
の
実
感
を
白
け
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
探
偵
小
説
は
し
ば
し
ば
こ
う
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
精
密

そ
う
な
仮
普
請
を
す
る
。
そ
れ
が
科
学
的
に
詳
細
で
あ
り
、
現
実
ら
し
い
確

実
さ
が
あ
れ
ば
あ
る
程
、
読
者
は
そ
の
底
に
ち
ら
つ
く
う
そ
へ
の
興
味
を
刺

戟
さ
れ
る
。
舟
橋
氏
が
、
こ
の
「
新
胎
」
と
い
う
あ
る
意
味
で
の
現
代
図
絵

に
、
そ
う
い
う
面﹅
白﹅
さ﹅
も
加
味
し
よ
う
と
意
識
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
や
は

り
そ
の
面﹅
白﹅
さ﹅
の
試
み
は
、
作
品
の
真
の
テ
ー
マ
と
游
離
し
た
結
果
に
な
っ

23



て
い
る
。
こ
の
小
説
で
作
者
の
語
ろ
う
と
す
る
テ
ー
マ
は
、
朝
田
医
院
主
及

び
そ
れ
を
と
り
ま
く
一
群
の
現
代
的
腐
敗
、
堕
落
を
逆
流
と
し
て
身
に
う
け

る
志
摩
の
技
術
的
知
識
人
の
人
間
的
良
心
、
能
動
性
の
発
展
の
過
程
に
在
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
単
な
る
事
件
、
人
事
関
係
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
錯
綜

追
跡
の
探
偵
も
の
風
な
興
味
が
主
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
真
面
目
な
意
図

を
も
つ
小
説
に
ど
う
に
か
し
て
目
新
し
さ
、
面
白
さ
の
綾
を
つ
け
よ
う
と
、

作
者
の
努
力
を
つ
い
に
逸
脱
さ
せ
る
ま
で
暗
黙
に
刺
戟
し
て
い
る
も
の
を
、

文
学
の
大
局
か
ら
何
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
読
者
に
と
っ
て
も
作
者
に
と

っ
て
も
、
新
し
く
な
い
の
に
未
だ
本
当
の
解
答
は
出
て
い
な
い
一
つ
の
大
き

い
宿
題
で
あ
る
。
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舟
橋
氏
の
技
術
的
知
識
人
と
し
て
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
能
動
性
の
展
開

の
方
向
が
こ
の
作
品
で
読
者
の
関
心
の
焦
点
と
な
る
所
以
は
、
二
三
年
前
、

雑
誌
『
行
動
』
に
よ
っ
て
当
時
の
文
学
的
動
向
に
能
動
性
、
行
動
主
義
を
提

唱
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
作
品
の
作
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
主
張
の
作
品
行
動
と
し
て
「
濃
淡
」
が
発
表
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
が
、
や
が
て
そ
の
創
作
と
提
唱
が
中
絶
し
て
、
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　
二
年
を
経
て
現
れ
た
今
日
の
「
新
胎
」
は
、
あ
る
意
味
で
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ

ン
ド
の
小
説
で
あ
る
。
「
冷
酷
聰
明
な
科
学
者
の
態
度
」
か
ら
「
技
術
的
知

識
人
の
生
活
と
医
学
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
た
め
に
」
「
野
蛮
と
虚
偽
か
ら

理
性
を
守
り
、
ま
た
守
る
た
め
に
抵
抗
す
る
精
神
」
に
目
醒
め
、
朝
田
医
院

を
と
び
出
し
た
志
摩
が
、
や
が
て
「
ど
う
も
い
ま
ま
で
の
や
り
方
は
青
年
の
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論
理
だ
っ
た
。
爛
熟
し
た
洞
察
が
必
要
だ
」
と
思
い
は
じ
め
る
。
「
今
ま
で

よ
り
ず
っ
と
大
人
に
な
る
の
だ
、
そ
し
て
勇
気
を
も
ち
、
明
白
な
判
断
を
少

し
も
こ
だ
わ
ら
ず
に
、
キ
チ
ン
と
し
て
ゆ
く
、
無
駄
な
神
経
を
つ
か
わ
ず
」

そ
し
て
、
「
実
力
を
つ
け
る
」
た
め
に
、
そ
の
主
人
は
つ
か
ま
っ
て
い
る
が

か
つ
て
飛
び
出
し
た
朝
田
の
医
院
へ
、
新
規
蒔
直
し
に
何
も
か
も
や
っ
て
く

れ
と
い
う
夫
人
の
求
め
に
応
じ
て
戻
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
夜
妻
が
姙
娠
し

て
い
る
と
き
か
さ
れ
て
、
新
鮮
な
シ
ョ
ッ
ク
を
感
じ
る
。
「
そ
の
と
き
彼
の

耳
は
既
に
、
医
者
の
耳
で
な
く
父
親
の
耳
で
あ
り
、
人
間
の
耳
で
あ
っ
た
の

だ
。
彼
は
長
い
間
の
難
解
な
問
題
が
思
わ
ず
こ
こ
に
釈
然
と
し
た
思
い
が
し

た
」
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。
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「
あ
ら
く
れ
」
に
同
じ
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
自
分
の
家
系
の
物
語
、

愛
子
物
語
を
あ
わ
せ
読
む
と
、
舟
橋
氏
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
一
般
人
間
性

の
観
念
に
あ
や
ま
ら
れ
、
血
肉
の
情
に
絡
ま
っ
て
今
日
、
ど
の
よ
う
な
洞
に

頭
を
向
け
て
い
る
か
が
実
に
明
瞭
に
分
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ハ
ッ
ピ
ー
・
エ
ン
ド
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
心
あ
る
読
者
に
鋭
い

疑
問
と
憤
り
ふ
か
い
悲
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
知
識
人
と
し
て
の
憤
り
悲
し

み
を
感
じ
さ
せ
る
。
こ
の
短
い
文
章
で
書
き
つ
く
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る

ほ
ど
、
重
大
な
、
深
刻
な
現
代
日
本
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
下
降
線
を
、

「
新
胎
」
は
『
文
学
界
』
の
誌
上
に
席
を
得
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
七
年
八
月
〕
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