
歩
行
な
る
行
為
が
文
明
国
と
み
な
さ
れ
る
わ
が
国
に
お
い
て
体
内
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
焼
却
の
た
め
に
適
切
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
説
が
定
着
し
て

か
ら
し
ば
ら
く
経
つ
た
め
か
、
郊
外
そ
し
て
都
市
部
に
お
い
て
さ
え
時
お

り
一
見
無
目
的
に
見
え
て
ど
こ
か
使
命
感
を
お
び
た
か
の
ご
と
く
歩
い
て

い
る
中
高
年
の
男
女
を
眼
に
す
る
こ
と
も
珍
し
く
な
く
な
っ
た
が
、
実
際

に
は
脂
肪
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
分
す
な
わ
ち
七
千
カ
ロ
リ
ー
を
消
費
す
る
た
め

に
は
時
速
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
ペ
ー
ス
で
四
十
時
間
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
数
値
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
生
半
可
な
歩
行
に
よ
っ
て
実
際

の
効
果
が
ど
こ
ま
で
望
め
る
か
は
お
ぼ
つ
か
な
い
し
、
そ
も
そ
も
身
体
に

は
個
体
差
が
あ
っ
て
こ
の
数
字
さ
え
も
参
考
程
度
に
し
か
な
ら
な
い
わ
け

だ
か
ら
、
健
康
の
た
め
の
歩
行
推
進
へ
の
疑
義
が
徐
々
に
わ
い
て
く
る
の

も
い
た
し
か
た
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
行
為
は
同
時
に
多
く
の
酸
素
を

体
内
に
吸
収
し
う
る
有
酸
素
運
動
で
あ
り
、
血
の
循
環
が
向
上
し
て
身
体

の
「
若
返
り
」
が
期
待
で
き
る
と
い
う
副
次
的
な
効
果
も
一
方
で
は
指
摘

さ
れ
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
多
少
の
歩
行
が
気
分
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
は

誰
し
も
経
験
が
あ
る
の
で
、
歩
行
礼
賛
へ
の
異
議
は
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で

は
唱
え
な
い
一

。
そ
れ
で
も
、
こ
う
し
た
議
論
が
あ
く
ま
で
歩
行
の
有
用

性
の
み
に
傾
き
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
こ
と
は
否
め
ず
、
こ
の
行
為
を
反

対
の
目
的
、
た
と
え
ば
詩
作
な
ど
と
い
う
一
見
非
有
用
な
営
為
の
た
め
に

資
す
る
可
能
性
を
申
し
立
て
た
く
も
な
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
詩
人
を
も
し
書
斎
派
（
な
い
し
引
き
こ
も
り
派
）
と
逍
遥
派

（
な
い
し
歩
行
派
）
と
い
う
二
つ
の
枠
に
今
や
や
乱
暴
に
分
け
る
と
す
る

な
ら
ば
、
西
脇
順
三
郎
と
ア
メ
リ
カ
の
現
代
詩
人
Ａ
・
Ｒ
・
ア
モ
ン
ズ
（
一

九
二
六
―
二
〇
〇
一
）
は
、
後
者
の
代
表
格
に
、
ワ
ー
ズ
ワ
ス
や
芭
蕉
ら

と
な
ら
ん
で
数
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
近
代
以
後
の
詩
人

た
ち
に
あ
っ
て
は
、
フ
ラ
ヌ
ー
ル
的
都
市
彷
徨
者
を
別
に
す
れ
ば
、
引
き

歩
行
の
詩
学││

西
脇
順
三
郎
と
Ａ
・
Ｒ
・ア
モ
ン
ズ

飯

野

友

幸
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こ
も
る
書
斎
派
が
多
数
派
を
形
成
し
て
き
た
こ
と
に
く
わ
え
、
移
動
手
段

が
急
激
に
発
達
し
て
き
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
現
代
詩
人
に
し
て
逍
遥
派
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
稀
有
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
何
が
西
脇
と
ア
モ
ン

ズ
を
し
て
歩
き
、
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
詩
を
書
か
し
め
た
の
か
。
本
稿
で

は
西
脇
と
ア
モ
ン
ズ
の
詩
に
お
け
る
歩
行
の
詩
学
を
比
較
し
て
み
た
い
。

西
脇
の
詩
に
お
い
て
歩
行
が
重
要
な
要
素
と
な
る
の
は
（
題
名
か
ら
も

推
し
は
か
れ
る
と
お
り
）
第
二
詩
集
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』（
一
九
四
七
）
で

あ
る
。
任
意
に
頁
を
繰
る
だ
け
で
も
、
い
つ
ど
こ
を
歩
い
た
か
を
冒
頭
か

ら
き
っ
ち
り
と
記
し
た
詩
句
に
出
く
わ
す
。
た
と
え
ば
、
四
十
六
番
。

武
蔵
野
を
歩
い
て
ゐ
た
あ
の
頃

秋
が
来
る
度
に

黄
色
い
古
さ
び
た
溜
息
の

く
ぬ
ぎ
の
葉
を
ふ
む
そ
の
音
を

明
日
の
ち
ぎ
り
と

昔
の
こ
と
を
憶
ふ

（
Ⅱ
―
三
三
）
二

こ
れ
な
ど
回
想
の
色
が
濃
い
が
、
現
在
形
で
書
か
れ
、
あ
た
か
も
今
こ
の

瞬
間
に
歩
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
も
た
ら
す
も
の
が
、
実
は
大
部

分
を
占
め
る
。
次
の
引
用
は
二
十
二
番
か
ら
。

学
問
も
や
れ
ず

絵
も
か
け
ず

鎌
倉
の
奥

釈
迦
堂
の
坂
道
を
歩
く

（
Ⅱ
―
二
二
）

ま
る
で
歩
く
行
為
を
常
に
前
景
化
す
る
か
の
よ
う
だ
。

『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
以
上
に
歩
き
、
常
に
歩
い
て
い
る
と
い
う
か
、
む

し
ろ
動
き
の
な
か
に
語
り
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
せ
る
の
が
、

そ
れ
に
続
い
て
出
版
さ
れ
た
『
近
代
の
寓
話
』（
一
九
五
三
）
や
『
第
三
の

神
話
』（
一
九
五
六
）
な
ど
の
中
期
の
詩
集
群
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
い

つ
ど
こ
を
歩
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
の
よ
う
に
冒
頭
で
語
ら
れ
る
。

「
梅
の
に
が
さ
」
を
引
い
て
み
よ
う
。

五
月
の
末
む
さ
し
の
の
女
達
を
た
ず
ね
て

く
ぬ
木
の
夢
も
は
か
な
い
昔
い
た
梅
の

庭
へ
迷
い
こ
ん
だ
の
だ
。

オ
リ
ー
ブ
色
の
芝
生
を
越
え

下
を
向
い
て
歩
い
た
。

（
Ⅲ
―
二
三
）

ま
る
で
日
記
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
場
所
と

時
間
と
が
愚
直
な
ま
で
に
記
録
さ
れ
る
と
こ
ろ
な
ど
は
、
小
学
生
の
作
文

の
よ
う
で
さ
え
あ
る
（
西
脇
の
詩
は
ガ
ー
ト
ル
ー
ド
・
ス
タ
イ
ン
に
も
通

じ
る
よ
う
な
幼
児
性
を
は
ら
ん
で
い
る
）。

さ
て
、
中
期
の
作
品
か
ら
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
学
問
的
な
言
及
が
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増
え
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
近
代
の
寓
話
』
出
版
前

年
に
西
脇
が
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
を
訳
し
た
こ
と
と
関
連
づ
け
な
い

わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
エ
リ
オ
ッ
ト
が
こ
の
長
編
詩
に
お
い
て
過

去
の
文
学
・
神
話
・
ロ
マ
ン
ス
な
ど
か
ら
自
在
に
引
用
し
つ
つ
、
そ
の
断

片
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
詩
を
書
い
た
背
景
に
は
、
独
特
の
歴
史
感
覚
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
脳
裡
を
去
来
す
る
古
今
の
書
物
世
界
を
ラ
ン
ダ
ム
に
並
列

さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
脇
は
と
い
え
ば
、
た
と
え
ば
ス
ペ
ン

サ
ー
を
引
用
す
る
エ
リ
オ
ッ
ト
を
、
さ
ら
に
引
用
し
て
み
せ
た
り
も
す
る
。

『
第
三
の
神
話
』
中
の
「
し
ゅ
ん
ら
ん
」
を
例
に
取
る
。

こ
れ
を
井
口
と
い
う
百
姓
の
庭
へ
あ
ず
け
て

再
び
旅
へ
出
て
エ
マ
オ
寺
の
方
へ
歩
い
た
。

く
ず
れ
た
土
壁
の
下
を
曲
が
つ
て
行
く
。

畑
の
中
に
二
本
の
梅
が
心
細
い
花
を

白
く
点
々
と
出
し
て
ひ
と
み
を
か
す
め
た
。

「
君
達
と
一
緒
に
行
く
も
う
ひ
と
り
の
人
は

誰
か
」
（
Ⅲ
―
二
五
三
）

『
荒
地
』
の
第
五
章
「
雷
の
言
っ
た
こ
と
」
の
冒
頭
部
分
に
関
す
る
エ
リ

オ
ッ
ト
の
自
注
（「
エ
マ
オ
へ
の
旅
」）
を
日
本
の
寺
に
重
ね
合
わ
せ
て

「
エ
マ
オ
寺
」
な
ど
と
し
、
エ
リ
オ
ッ
ト
が
や
は
り
第
五
章
で
南
極
探
検

記
か
ら
引
い
て
き
た
一
節
（“W

ho
is
the

third
w
ho
w
alks

alw
ays

beside

you?”

と
い
う
意
識
の
朦
朧
と
し
た
探
検
家
の
言
葉
）
を
そ
の
ま
ま
「
君

達
と
一
緒
に
…
…
」
と
引
用
し
て
い
る
。
ま
た
、『
豊
穣
の
女
神
』
の
「
大

和
路
」
も
、『
荒
地
』
の
冒
頭
を
も
じ
っ
て
、「
四
月
の
初
め
は
残
忍
で
は

な
い
」（
Ⅳ
―
一
〇
四
）
な
ど
と
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
西
脇
は
エ
リ
オ
ッ
ト
ほ
ど
頻
繁
に
引
用
・
言
及
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
エ
リ
オ
ッ
ト
流
の
パ
ロ
デ
ィ
（
の
パ
ロ
デ
ィ
）
と
い
う
よ
り
は
、

そ
の
歴
史
感
覚
だ
け
を
働
か
せ
、
歩
き
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
者
・
哲

学
者
の
名
前
や
作
品
を
想
起
し
、
そ
れ
を
挙
げ
つ
ら
ね
る
の
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、「
近
代
の
寓
話
」
の
次
の
よ
う
な
詩
行
が
そ
う
で
あ
る
。

ベ
ド
ウ
ズ
の
自
殺
論
の
話
を
し
な
が
ら

道
玄
坂
を
の
ぼ
つ
た
頃
の
彼
の
こ
と
を
考
え

た
り
白
髪
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ア
メ
リ
カ
の
村
を

歩
い
て
い
る
こ
と
な
ど
思
つ
て
ね
む
れ
な
い

（
Ⅲ
―
九
）

宿
で
酒
を
酌
み
交
わ
し
て
い
る
と
き
に
、
思
考
の
流
れ
か
ら
十
九
世
紀
イ

ギ
リ
ス
の
マ
イ
ナ
ー
詩
人
と
二
十
世
紀
ド
イ
ツ
の
知
ら
ぬ
者
な
き
物
理
学

者
が
連
想
さ
れ
る
。
意
識
の
な
か
で
自
由
に
時
空
を
越
え
、
そ
れ
を
記
録

し
た
も
の
が
詩
に
な
る
。
だ
が
、
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、『
旅
人
か

へ
ら
ず
』
の
緊
密
な
言
葉
遣
い
に
か
わ
り
、『
近
代
の
寓
話
』
は
緩
や
か
で

伸
び
や
か
に
な
り
、
言
及
だ
け
で
な
く
得
意
の
擬
音
語
を
散
り
ば
め
た
り
、

現
実
に
耳
に
し
た
台
詞
を
挿
入
し
た
り
、と
い
う
風
に
、
書
物
の
世
界
と

並
列
さ
せ
て
現
実
の
世
界
も
描
き
こ
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
西
脇
は
野
を
歩
く
書
斎
派
と
も
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
三

。

歩行の詩学
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身
体
と
頭
脳
（
西
脇
風
に
言
う
な
ら
脳
髄
）
と
の
均
衡
が
取
れ
て
い
る
と

い
つ
こ
と
だ
。

さ
ら
に
、
も
う
ひ
と
つ
、
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
飯
島
耕
一

が
『
田
園
に
異
神
あ
り
』
の
な
か
で
行
な
う
次
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。

こ
の
ウ
イ
ッ
ト
の
水
車
を
ま
わ
す
近
代
の
牧
人
は
、
ま
た
「
曲
っ
た

も
の
」
に
、
非
常
な
興
味
を
示
す
の
で
あ
る
。『
近
代
の
寓
話
』
は
ま

た
「
曲
っ
た
も
の
」
の
発
見
の
詩
集
と
言
っ
て
も
い
い
く
ら
い
だ
。

…
…
﹇
西
脇
﹈
氏
は
『A

m
barvalia

』
の
は
じ
め
か
ら
、「
曲
っ
た
も

の
」
に
眼
を
向
け
て
い
る
が
、「
曲
る
」「
ま
が
り
」
と
い
う
こ
と
ば

く
ぬ
ぎ

は
ま
だ
出
て
こ
な
い
。『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
の
「
櫟
の
ま
が
り
立
つ

／
う
す
雲
の
走
る
日
／
…
…
」
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
「
ま
が
り
」

が
出
て
く
る
。
…
…
西
脇
順
三
郎
は
、
日
本
の
自
然
と
、
日
本
語
の

な
か
に
、「
曲
っ
た
も
の
」
を
探
し
出
す
。
二
十
世
紀
は
直
線
と
ス

ピ
ー
ド
の
世
紀
で
あ
る
が
、
そ
れ
へ
の
反
対
物
を
、
微
小
な
も
の
の

う
ち
に
、「
つ
ま
ら
な
い
も
の
」
の
う
ち
に
探
す
の
だ
。
微
小
な
も

の
、「
つ
ま
ら
な
い
も
の
」
の
う
ち
に
、
永
遠
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

永
遠＝

曲
り＝

ウ
イ
ッ
ト
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
曲
っ
た

も
の
の
ウ
イ
ッ
ト
、
曲
っ
た
も
の
が
、
詩
と
永
遠
を
暗
示
す
る
だ
ろ

う
。

（
五
六
―
五
七
）

そ
し
て
、「
さ
ら
に
波
う
っ
た
り
、
ま
わ
っ
た
り
、
く
ね
っ
た
り
す
る
の

が
、
西
脇
氏
の
詩
の
世
界
の
人
々
や
オ
ブ
ジ
ェ
…
…
の
運
動
で
あ
り
、
決

し
て
直
線
に
進
ん
で
行
き
止
ま
っ
た
り
、
完
結
す
る
こ
と
は
な
」
く
、

「
運
動
は
つ
ね
に
曲
線
を
描
い
て
、
永
遠
の
繰
り
返
し
を
暗
示
」
し
、「
持

続
、
永
続
な
ど
の
観
念
の
こ
と
さ
ら
失
わ
れ
た
第
二
次
大
戦
後
と
い
う
時

期
、と
り
わ
け『
永
遠
』の
観
念
の
失
わ
れ
た
時
代
に
、西
脇
氏
一
人
が
…
…

『
永
遠
』
と
呟
く
の
だ
」
と
い
う（
五
七
）。
そ
れ
は
、
歩
行
中
の
思
索
が
直

線
的
に
進
ん
だ
末
に
決
定
的
な
結
論
に
落
ち
着
く
こ
と
な
ど
な
く
、
連
想

の
流
れ
と
し
て
曲
が
り
く
ね
り
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
終
わ
ら
な
い
永
遠

運
動
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
詩
人
Ａ
・
Ｒ
・
ア
モ
ン
ズ
も
や
は
り
逍
遥
詩
派
に
属
す
と
考

え
ら
れ
、
し
か
も
学
匠
詩
人
（
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
長
年
教
鞭
を
執
っ
た
）

で
あ
る
と
こ
ろ
も
西
脇
と
共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
二
人
の
生
涯
に

は
そ
も
そ
も
時
代
的
な
ず
れ
が
あ
り
、
さ
ら
に
生
前
互
い
の
詩
を
読
ん
だ

形
跡
な
ど
な
い
の
で
比
較
す
る
こ
と
自
体
が
唐
突
と
映
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
と
歩
行
と
い
う
こ
と
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
西
脇
と
の
親
和
性
が
認

め
ら
れ
る
。
初
期
の
代
表
作
で
あ
る“C

orsons
Inlet”

（「
コ
ー
ソ
ン
ズ
入

り
江
」）
で
は
、
西
脇
同
様
に
歩
く
場
所
と
時
間
を
冒
頭
か
ら
明
言
し
て

い
る
。

I
w
entfor

a
w
alk

over
the

dunes
again

this
m
orning

to
the

sea,

then
turned

rightalong

the
surf....

（
五
）

94



（
私
は
今
朝
ふ
た
た
び
散
歩
に
出
た
、
砂
洲
を
わ
た
り
／
海
ま
で
／

そ
れ
か
ら
向
き
を
変
え
波
打
ち
際
に
／
沿
っ
て
ず
っ
と
…
…
）

そ
し
て
、
語
り
手
は
入
り
江
を
め
ぐ
る
あ
て
ど
な
い
歩
行
を
通
じ
て
、

真
っ
直
ぐ
で
は
な
い
も
の
、
た
と
え
ば
曲
が
っ
た
も
の
こ
そ
が
自
然
に
あ

ふ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
す
る
。

the
w
alk

liberating,I
w
as
released

from
form

s,

from
the

perpendiculars,

straightlines,blocks,boxes,binds

of
thought

into
the

hues,shadings,rises,flow
ing

bends
and

blends

of
sight:

（
五
、
傍
線
引
用
者
）

（
歩
行
が
解
放
的
な
の
で
、
私
は
形
態
か
ら
解
き
放
た
れ
る
、
／
垂

直
な
も
の
か
ら
も
、
／
直
線
か
ら
も
、
塊
か
ら
も
、
箱
か
ら
も
、
思

考
の
／
縛
り
か
ら
も
、
／
そ
し
て
入
っ
て
い
く
、
色
合
い
、
陰
影
、

高
ま
り
、
た
ゆ
た
う
曲
り
と
融
合
に
満
ち
た
光
景
へ
│
│
）

さ
ら
に
、
同
じ
よ
う
な
認
識
│
│“in

nature
there

are
few

sharp
lines:”

（
六
）（「
自
然
の
な
か
に
は
鋭
い
線
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
」）
│
│
を
経
て
、

次
の
よ
う
な
詩
行
が
全
体
を
締
め
く
く
る
。

I
see

narrow
orders,lim

ited
tightness,butw

ill

notrun
to
thateasy

victory:...

I
w
illtry

to
fasten

into
order

enlarging
grasps

of
disorder,w

idening

scope,butenjoying
the

freedom
that

Scope
eludes

m
y
grasp,thatthere

is
no
finality

of
vision,

thatI
have

perceived
nothing

com
pletely,

thattom
orrow

a
new

w
alk

is
a
new

w
alk.

（
八
）

（
私
に
は
偏
狭
な
秩
序
が
、
限
定
的
な
締
ま
り
が
見
え
る
の
だ
が
／

そ
ん
な
安
易
な
勝
利
へ
と
は
走
ら
な
い
―
―
…
…
／
／
伸
び
ゆ
く
無

秩
序
の
、
広
が
り
ゆ
く
視
界
の
、
支
配
力
を
秩
序
に
縛
り
つ
け
よ
う

と
／
し
な
が
ら
も
、
自
由
を
享
受
し
よ
う
と
す
る
、
／
そ
の
視
界
が

私
の
支
配
を
す
り
ぬ
け
る
と
い
う
、
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
終
わ
り
は
な
い

と
い
う
、
／
何
も
完
全
に
は
知
覚
し
て
い
な
い
と
い
う
、
／
明
日
新

し
い
歩
行
は
新
し
い
歩
行
に
な
る
と
い
う
、
自
由
を
。）

こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
は
一
瞬
秩
序
の
誘
惑
に
傾
き
つ
つ
も
、
無
秩
序
に

ひ
そ
む
緩
や
か
さ
、
拡
が
り
、
自
由
さ
、
終
わ
り
の
な
さ
を
求
め
る
決
心

を
す
る
。
モ
ダ
ン
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
へ
の
発
想
の
転
換
が
こ
こ
に
は
あ

る
。

“A
Poem

is
a
W
alk”

と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
な
か
で
、
ア
モ
ン
ズ
自
身

歩行の詩学
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も
詩
と
歩
行
の
類
似
点
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
ま
ず
、「
ど
ち
ら
も

身
体
全
体
を
利
用
し
、
精
神
と
肉
体
の
ト
ー
タ
ル
な
参
加
と
な
る
」
と
書

き
は
じ
め
、
さ
ら
に
「
詩
人
が
歩
く
（
そ
し
て
考
え
る
）
ペ
ー
ス
、
自
然

な
息
の
長
さ
、
追
い
求
め
る
線
│
│
そ
れ
が
真
っ
直
ぐ
な
の
か
、
縫
う
よ

う
で
瞑
想
的
な
の
か
…
…
│
│
こ
う
い
っ
た
こ
と
全
部
、
さ
ら
に
多
く
が

詩
人
の
書
く
詩
の
『
生
理
学
』
の
な
か
に
形
を
取
る
」（
十
六
）
と
主
張
す

る
と
こ
ろ
は
、
右
に
飯
島
が
指
摘
し
た
西
脇
の
特
徴
と
通
底
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
詩
と
歩
行
に
共
通
の
動
き
」
と
し
て
、
具
体
的
に
は
「
重
々
し

か
っ
た
り
、
き
び
き
び
し
た
り
、
た
め
ら
っ
た
り
、
よ
ろ
け
た
り
、
機
械

的
だ
っ
た
り
、
踊
る
よ
う
で
あ
っ
た
り
、
ぎ
こ
ち
な
か
っ
た
り
、
ふ
ら
ふ

ら
し
た
り
等
々
…
…
」（
十
八
）
と
、
や
は
り
「
曲
が
り
」
に
み
ち
た
歩
き

方
の
特
徴
が
列
挙
さ
れ
る
。

そ
う
考
え
て
い
く
と
、
こ
の
共
通
の
詩
学
が
、
両
者
の
後
期
長
編
詩
へ

の
道
を
開
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。「
コ
ー
ソ
ン
ズ
入
り

江
」
に
お
い
て
は
、「
ア
モ
ン
ズ
の
言
語
は
き
わ
め
て
模
倣
的
で
、
地
形

お
よ
び
印
刷
レ
イ
ア
ウ
ト
の
配
列
と
い
う
点
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
や
ス
ナ
イ

ダ
ー
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
」（
ギ
ル
バ
ー
ト

二
一
三
）
も
の
の
、
そ
の
試

み
が
さ
ま
ざ
ま
な
変
奏
を
へ
た
の
ち
、
と
り
わ
け
詩
人
最
晩
年
の
作
品
、

G
arbage

（
一
九
九
三
）
そ
し
て
さ
ら
にG

lare

（
一
九
九
七
）
に
お
い
て

頂
点
に
達
す
る
と
き
に
は
、
整
然
た
る
カ
プ
レ
ッ
ト
の
半
永
久
的
と
も
思

わ
れ
る
連
続
体
の
形
を
取
る
に
い
た
る
。
一
応
章
分
け
が
成
さ
れ
、
各
章

と
も
新
た
な
書
き
起
こ
し
が
な
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
小
文
字
で
始
ま

り
、
途
中
コ
ロ
ン
で
便
宜
的
に
切
れ
な
が
ら
も
、
ピ
リ
オ
ド
で
終
わ
ら
な

い
章
も
多
く
、
延
々
と
続
く
語
り
な
の
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
マ
コ
ン

キ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
「
特
殊
な
日
誌
、
意
識
の
記
録
で

あ
り
、
そ
の
と
き
意
識
が
行
な
う
連
想
を
言
葉
に
転
記
し
た
も
の
で
あ
る

│
│
意
識
は
い
く
つ
も
の
矛
盾
を
は
ら
む
し
、
鋭
い
ひ
ら
め
き
の
瞬
間
も

あ
れ
ば
、
滑
稽
な
ほ
ど
馬
鹿
げ
た
瞬
間
、
自
分
が
愚
か
し
く
見
え
る
瞬
間
、

そ
し
て
落
ち
こ
む
瞬
間
な
ど
も
あ
る
」（
二
八
一
）。
そ
し
て
、「
一
冊
の
本

の
長
さ
を
も
つ
詩
、
さ
ま
ざ
ま
な
抽
象
の
発
展
と
構
成
を
許
容
す
る
詩
集

を
再
読
し
て
い
る
と
、
昔
よ
り
も
っ
と
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
動

き
│
│
直
線
的
な
動
き
で
は
な
く
、
弧
だ
の
曲�

が�

り�

だ
の
と
い
っ
た
形
の

動
き
│
│
が
こ
の
抽
象
（
そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
詩
そ
れ
自
体
）
の
含

む
す
べ
て
に
欠
か
せ
な
い
こ
と
だ
っ
た
」（
二
八
六
―
二
八
七

傍
点
引

用
者
）
と
、
や
は
り
「
曲
が
り
」
が
重
要
な
要
素
に
数
え
ら
れ
る
。

西
脇
の
詩
に
も
同
じ
こ
と
は
言
え
る
『
失
わ
れ
た
時
』（
一
九
六
〇
）、

『
え
て
る
に
た
す
』（
一
九
六
二
）、
そ
し
て
『
壤
歌
』（
一
九
六
九
）
と

い
っ
た
六
〇
年
代
の
詩
は
、
句
読
点
も
な
く
ど
こ
ま
で
も
伸
び
て
い
く
。

新
倉
俊
一
の
西
脇
・
エ
リ
オ
ッ
ト
比
較
論
を
引
く
な
ら
、
前
者
の
『
失
わ

れ
た
時
』
と
後
者
の
『
四
つ
の
四
重
奏
』
を
比
べ
た
と
き
、「
西
脇
の
詩
法

は
エ
リ
オ
ッ
ト
の
よ
う
な
哲
学
的
観
念
性
と
は
反
対
に
、
豊
か
な
感
性
に

よ
っ
て
綴
ら
れ
た
意
識
の
流
れ
の
日
記
に
近
い
」（
二
二
五
―
二
二
六
）。

た
だ
し
、
ア
モ
ン
ズ
の
詩
作
に
は
西
脇
流
の
衒
学
的
な
言
及
は
あ
ま
り

な
く
、
そ
の
一
方
で
よ
り
即
興
性
の
強
い
書
き
方
が
み
と
め
ら
れ
る
。
西

脇
は
こ
れ
と
対
照
的
に
、
た
と
え
ば
、『
近
代
の
寓
話
』
の
前
書
き
で
、
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こ
こ
に
出
て
い
る
詩
は
勿
論
一
時
停
止
さ
れ
て
い
る
形
に
す
ぎ
な
い
。

し
か
し
こ
の
停
止
さ
れ
て
い
る
そ
れ
等
の
形
を
取
る
ま
で
に
二
十
ペ

ン
﹇
マ
マ
﹈
以
上
も
皆
書
き
か
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
元
の

形
の
あ
と
か
た
も
な
い
の
で
あ
る
（
七
）

と
断
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
歩
行
の
詩
学
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
か
ら
自
己
の
成
熟
し

た
詩
学
、
と
り
わ
け
後
期
の
長
編
詩
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
書
法
を
構
築
し

て
い
っ
た
点
で
、
ふ
た
り
の
詩
人
に
は
無
視
し
が
た
い
共
通
点
が
あ
る
。

と
す
る
な
ら
、
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
西
脇
が
モ
ダ
ン
の
か
な
た
へ

と
歩
み
だ
し
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

歩
行
は
こ
う
し
て
詩
に
使
わ
れ
た
と
き
、
精
神
と
肉
体
の
バ
ラ
ン
ス
を
取

る
だ
け
で
な
く
、
き
わ
め
て
現
代
的
な
「
曲
が
り
」
を
誘
発
し
て
く
れ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
非
有
用
と
見
え
て
、
そ
う
と
ば
か
り
侮
れ
る
も

の
で
も
な
い
。

注一

以
上
の
歩
行
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
七
年
十
二

月
二
五
日
版
日
刊
、
二
〇
頁
に
拠
る
。

二

西
脇
の
詩
の
引
用
は
す
べ
て
筑
摩
書
房
編
『
西
脇
順
三
郎

詩
と
詩

論
』（
全
六
巻
、
東
京
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
五
年
）
か
ら
。
巻
数

（
ロ
ー
マ
数
字
）
と
頁
数
（
漢
数
字
）
は
括
弧
の
な
か
に
記
す
。

三

新
倉
は
『
第
三
の
神
話
』
に
つ
い
て
、「
エ
リ
オ
ッ
ト
が
ロ
ン
ド
ン
の

風
景
を
ダ
ン
テ
の
『
地
獄
篇
』
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
風
景
に
結
び
付
け

て
そ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
差
異
を
楽
し
ん
だ
よ
う
に
、
西
脇
は
現
代
の
多

摩
川
べ
り
の
風
景
や
人
物
を
い
ろ
い
ろ
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
楽
し
ん
で
い

る
」
が
、「
西
脇
の
作
品
が
エ
リ
オ
ッ
ト
の
作
品
と
同
質
だ
と
か
、
そ

の
ま
ね
を
し
て
い
る
と
言
う
の
で
は
決
し
て
な
い
」
と
断
じ
、「
互
い

に
異
質
で
あ
っ
て
、
西
脇
の
ほ
う
は
浮
世
絵
師
の
よ
く
や
る
『
見
立

て
』
の
よ
う
に
、
純
粋
な
笑
い
の
意
識
が
つ
よ
い
」（
二
一
四
）
と
そ
の

差
異
を
強
調
す
る
。

三

エ
リ
オ
ッ
ト
が
『
荒
地
』
の
草
稿
の
大
部
分
を
し
た
た
め
た
の
は
、

心
身
と
も
に
不
調
に
お
ち
い
り
、
マ
ー
ゲ
イ
ト
の
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
た

折
り
の
こ
と
で
あ
り
、
一
箇
所
に
閉
じ
こ
も
っ
て
書
い
て
い
た
の
は
西

脇
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
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