
精
神
の
か
た
ち
と
強
烈
さ
が
、
同
時
代
の
人
々
に
強
い
印
象
を
輿
え
、
こ
の
時

代
の
皐
聞
が
形
成
さ
れ
る
に
つ
い
て
大
き
な
力
を
渡
揮
し
た
の
で
あ
っ
た
。

フ
ァ

l
テ
ィ
マ
朝
カ
リ
フ

H

ム
イ
ッ
ズ

|
|
イ
ス
マ
l
イ
l
ル
波
神
政
君
主
の
像
ー
ー
ー

菟

原

卓
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フ
ァ
!
テ
ィ
マ
朝
カ
リ
フ
H

ム
イ
ッ
ズ
の
言
動
を
記
録
し
た
、
カ

1
デ
ィ

l
・
ア

ン
・
ヌ
ウ
マ

l
ン
著
=
牛
豆
同
王
宮
司
ω
包
・
玄

5
3
2帥
ぺ
"
の
記
述
か

ら
は
、
現
寅
の
イ
ス
マ
l
イ
l
ル
波
イ
マ

1
ム
の
像
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

付
カ
リ
フ
の
個
人
的
能
力
に
つ
い
て
い
え
ば
、
彼
は
皐
に
秀
れ
て
い
る
だ
け

で
は
な
く
、
超
人
間
的
な
資
質
を
有
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
的
資
質
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
多
く
は
、
寅
は
人
間
的

な
勉
皐
や
修
練
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
。

同
カ
リ
フ
の
園
家
内
に
針
す
る
姿
勢
を
み
れ
ば
、
彼
は
ま
ず
教
導
者
で
あ

る
。
カ
リ
フ
は
自
ら
信
徒
の
教
育
指
導
に
あ
た
り
、
彼
ら
の
精
一
科
的
向
上
と
理

論
武
装
を
促
す
。
ま
た
カ
リ
フ
は
信
徒
の
保
護
者
か
つ
救
済
者
で
あ
り
、
そ
れ

は
兵
艦
的
に
は
善
政
と
な
っ
て
願
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
カ
リ
フ
の
日
常
は
、
禁

欲
主
義
に
貫
か
れ
、
園
事
に
波
頭
す
る
生
活
で
あ
っ
た
。

同
封
外
的
に
は
、
カ
リ
フ
は
イ
ス
マ
l
イ
l
ル
仮
に
よ
る
イ
ス
ラ
ム
共
同
畿

の
統
一
を
め
ざ
し
て
お
り
、
イ
ス
ラ
ム
、
非
イ
ス
ラ
ム
を
問
わ
ず
、
他
の
勢
力

に
射
す
る
ジ
ハ
l
ド
(
雲
戟
)
の
決
意
は
固
い
。
宮
廷
は
イ
ス
マ
!
イ

1
ル
波

数
宣
活
動
の
本
部
で
あ
り
、
理
想
的
カ
リ
フ
の
貫
在
こ
そ
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
最

大
の
援
り
所
で
あ
っ
た
。

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
イ
ス
ラ
ム

|
|
オ
ス
マ
ン
朝
末
期
ト
ル
コ
の
場
合
|
|新

井

政

美

近
代
西
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
復
興
運
動
な
い
し
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
の
展
開

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
イ
ラ
ン
及
び
ア
ラ
ブ
地
域
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
ら
の
地
域
で
は
、
多
く
の
場
合
、
反
一
帝一

園
主
義
運
動
が
イ
ス
ラ
ム
復
興
運
動
と
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い

は
、
民
族
運
動
の
指
導
者
が
同
時
に
ウ
ラ
マ
ー
で
あ
っ
た
り
し
た
。
そ
れ
に
射

し
て
ト
ル
コ
の
場
合
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
イ
ス
ラ
ム
の
批
判
を
浴
び
な
が
ら

成
長
し
た
。
さ
ら
に
、
ア
タ
テ
ユ
ル
ク
に
よ
る
園
家
建
設
が
、
イ
ス
ラ
ム
を
徹

底
的
に
排
除
す
る
形
で
行
わ
れ
た
た
め
、
近
代
ト
ル
コ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム

は
、
せ
い
ぜ
い
ア
プ
デ
ユ
ル
ハ
ミ
ト
二
世
の
汎
イ
ス
ラ
ム
主
義
が
と
り
あ
げ
ら

れ
る
程
度
で
、
ト
ル
コ
人
が
寅
際
に
イ
ス
ラ
ム
の
改
革
に
員
剣
に
取
り
組
ん
だ

こ
と
や
、
あ
る
い
は
、
ト
ル
コ
人
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
ア
タ
テ
ユ
ル
ク
の
よ
う

に
イ
ス
ラ
ム
を
敵
視
す
る
態
度
を
と
っ
て
は
い
な
か
っ
た
黙
に
つ
い
て
は
、
と

り
た
て
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

本
日
の
褒
表
で
は
、
オ
ス
マ
ン
朝
末
期
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
改
革
主
義
の
展

開
を
跡
寺
つ
け
る
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
ま
ず
オ
ス
マ
ン
人

一
般
の
イ
ス
ラ
ム

翻
と
、
そ
の
観
黙
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
批
剣
と
を
検
討
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
興
起
す
る
時
代
の
思
想
風
土
を
瞥
見
す
る
。
綴
い
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
の
反
批
判
刊
を
吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
イ
ス
ラ
ム
観
、
及
び
イ
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ス
ラ
ム
の
現
状
に
劃
す
る
彼
ら
の
考
え
方
、
そ
し
て
、
で
き
れ
ば
、
彼
ら
の
改

杢
案
ま
で
を
も
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

ト
ル
フ
ァ
ン
・
ウ
イ
グ
ル
入
社
舎
の
一
断
面

i悔

村

土日

近
年
、
ウ
イ
グ
ル
文
書
の
研
究
は
併
教
関
係
の
も
の
を
中
心
と
し
て
、
内
外

で
次
々
に
成
果
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
十
世
紀
以
降
ウ
イ
グ
ル

人
た
ち
が
ト
ル
フ
ァ
ン
盆
地
を
は
じ
め
と
す
る
中
央
ア
ジ
ア
の
諸
地
域
に
築
き

あ
げ
て
い
っ
た
社
舎
の
特
徴
に
つ
い
て
も
、
断
片
的
な
が
ら
既
に
い
く
つ
か
の

事
貨
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
そ
の
い

っ
そ
う
の
解
明
の
た
め
に
ウ
イ

グ
ル
俗
文
書
は
な
お
大
き
な
利
用
領
値
を
持
っ
て
い
る
。

今
回
は
、
十
三
J
十

四
世
紀
の
も
の
と
さ
れ
る
一
群
の
レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
所
磁
の
文
書
を
検
討
し
て

み
た
い
。
す
べ
て
な
ん
ら
か
の
形
で
解
讃
研
究
が
護
表
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
相
互
に
こ
ま
か
く
比
較
検
討
し
て
み
る
と
、
あ
る
一

族
と
そ
の
周
迭
の
人
び
と
の
生
活
が
う
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
彼
ら
は
ト

ル
フ

ァ
ン
盆
地
を
支
配
す
る
櫨
力
の
下
で
地
主
と
し
て
、
奴
隷
主
と
し
て
、
あ
る
い

は
商
人
と
し
て
生
活
す
る
も
の
も
あ
っ
た
が
、
一
族
の
中
で
土
地
の
賓
買
を
お

こ
な
い
、
ま
た
か
な
り
の
借
金
を
し
て
葬
式
を
だ
し
た
り
結
婚
式
を
お
こ
な
う

な
ど
、
社
舎
の
し
き
た
り
ど
お
り
に
生
き
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
貨
の
分
析
か

ら
ト
ル
フ
ァ
ン
祉
舎
の
あ
る
程
度
の
貧
態
が
判
明
す
る
が
、
人
び
と
の
生
活
を

歴
史
的
に
位
置
づ
け
る
方
法
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

陳
の
江
総
と
併
敬

三と
口

忠、

夫

)11 

陳
の
江
総
〈
五
一
九
|
九
四
)
は
、
浮
艶
の
文
皐
と
酒
色
に
耽
溺
し
、
つ
い

に
亡
園
を
ま
ね
い
た
陳
の
後
主
陳
叔
賓
の
宰
相
と
し
て
、
か
ん
ば
し
か
ら
ざ
る

評
剣
を
得
て
い
る
。
い
ま
そ
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
お
き
、
江
総
の
生
涯
は
悌
数

と
深
い
関
係
で
結
ぼ
れ
て
い
る
。
晩
年
の
江
総
が
婿
山
棲
霞
寺
の
慧
布
と
親
し

く
交
わ
り
、
そ
の
因
縁
か
ら
「
掻
山
棲
震
寺
碑
」
を
書
い
た
次
第
は
、
拙
稿

「五、

六
世
紀
東
方
沿
海
地
域
と
例
数
|
掻
山
棲
霞
寺
の
歴
史
に
よ
せ
て
|」

〈
『
東
洋
史
研
究
』
四
一
一
一
ニ
)
に
述
べ
た
。
済
陽
考
城
の
江
氏
は
そ
も
そ
も

篤
く
例
数
に
腕
依
し
た

一
家
で
あ
り
、
父
の
江
都
は
建
康
に
慈
眼
寺
を
創
建
し

た
。
ま
た
江
総
は
梁
末
に
侯
景
の
鋭
を
避
け
て
以
後
、
陳
の
天
嘉
四
年

(
五
六

一
二
)
に
い
た
る
ま
で
、
呉
、
曾
稽
さ
ら
に
嶺
南
の
各
地
を
制
時
々
と
す
る
が
、
舎

稽
で
身
を
寄
せ
た
龍
華
寺
は
六
代
の
組
の
江
夷
の
創
建
に
か
か
る
。
そ
し
て
男

の
粛
勃
、
あ
る
い
は
ま
た
欧
陽
領
に
身
を
寄
せ
た
嶺
南
滞
在
中
に
、

江
総
は
唯

識
息
子
を
俸
え
た
員
一
諦
と
な
ん
ら
か
の
交
渉
を
も
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
欧

陽
顧
と
欧
陽
絡
の
二
代
こ
そ
は
、
嶺
南
に
お
け
る
岡
県
請
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ

た
。
欧
陽
絶
は
欧
陽
詞
の
父
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
江
総
と
例
数
と
の
関
係
を
通
じ
て
、
陳
代
の
悌
教
の
一
端
を

瞥
見
す
る
。
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