
気
を
帯
び
気
迫
が
押
し
寄
せ
て
く
る
。二
行
目
頭
の「
動
静
」の

二
字
が
、臨
場
す
る
中
盤
を
予
兆
し
て
い
る
よ
う
で
胸
躍
る
。小

野
道
風
に
憧
れ
て
育
っ
た
佐
理
は
、若
い
頃
は
道
風
に
似
た
書
き

ぶ
り
だ
っ
た
が
、年
齢
と
と
も
に
独
自
の
用
筆
法
を
見
出
だ
し
て
ゆ
く
。

さ
て
、離
洛
帖
を
書
い
た
時
の
筆
や
紙
、墨
は
宿
か
ら
拝
借
し
た
も
の
と
伝
わ
る
。そ

う
言
わ
れ
て
改
め
て
彼
の
書
蹟
を
一
つ
ひ
と
つ
見
直
し
て
み
る
と
、離
洛
帖
だ
け
特
別

に
骨
格
が
強
く
感
じ
る
。唸
る
筆
触
は
遣
い
慣
れ
な
い
筆
の
せ
い
か
？
九
州
に
四
年
余

り
滞
在
し
た
佐
理
は
、大
宰
府
の
官
人
と
宇
佐
八
幡
宮
の
役
人
と
乱
闘
騒
ぎ
を
起
こ

し
、免
職
と
な
り
京
へ
召
還
さ
れ
る
。五
十
四
歳
の
時
、流
行
し
た
疱
瘡
に
倒
れ
、還
ら

ぬ
身
と
な
っ
た
。

【
補
足
１
】離
洛
帖
以
外
の
佐
理
の
真
筆
↓
①
詩
懐
紙…

二
十
六
歳
に
詩
会
で
書
い

た
漢
詩
。②
恩
命
帖…

始
末
書
。③
国
申
文
帖…

く
に
の
も
う
し
ぶ
み
じ
ょ
う
、と
も

い
う
。三
十
九
歳
の
時
の
詫
び
状
。④
去
夏
帖…

陳
情
書
。⑤
頭
弁
帖…

最
晩
年
の

書
、不
満
を
訴
え
た
書
状
。

【
補
足
２
】三
蹟
と
は…

平
安
初
期
は
、遣
唐
使
を
交
流
の
橋
渡
し
に
し
、唐
の
文
化

を
積
極
的
に
吸
収
し
た
。書
に
お
い
て
も
晋
唐
書
法
を
学
び
、三
筆
と
呼
ば
れ
る
空

海
、嵯
峨
天
皇
、橘
逸
勢
の
ほ
か
、最
澄
が
能
書
と
し
て
活
躍
し
た
。平
安
中
期
に
な

る
と
遣
唐
使
が
廃
止
さ
れ
た
後
、唐
も
滅
び
、や
が
て
わ
が
国
独
自
の
文
化
を
育
む

気
風
が
生
ま
れ
る
。書
に
も
そ
れ
が
反
映
さ
れ
、小
野
道
風
、藤
原
佐
理
、藤
原
行
成

が
三
筆
と
は
ひ
と
味
違
う
書
風
を
展
開
し
、そ
の
書
蹟
を
三
蹟
と
呼
ぶ
。ま
た
、平
安

初
期
の
能
書
を「
唐
様
の
書
」と
言
う
の
に
対
し
、平
安
中
期
の
そ
れ
を「
和
様
の
書
」

と
呼
ぶ
。し
か
し
三
蹟
の
人
も
、王
羲
之
を
は
じ
め
と
す
る
中
国
の
古
典
を
礎
と
し
て

い
る
。即
ち
、中
国
書
法
を
学
び
つ
つ
、日
本
人
ら
し
い
感
性
で
新
し
い
書
の
創
造
を

模
索
し
た
の
で
あ
る
。そ
の
先
駆
け
と
な
っ
た
の
が
道
風
で
あ
る
。た
だ
、こ
と
離
洛
帖

に
関
し
て
は
、唐
風
の
骨
気
を
感
じ
る
。な
お
、中
国
書
法
の
基
本
用
筆
は
、仮
名
古

筆
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

 

「
さ
り
」の
呼
び
名
の
ほ
う
が
し
っ
く
り
く
る
が
、こ
れ
は
有
職
読
み(

書
芸
苑
八
六
〇
号
二

十
九
頁
参
照)

、正
式
に
は「
す
け
ま
さ
」で
あ
る
。 

藤
原
家
は
名
門
だ
が
、佐
理
は
大
化
の
改
新
で
名
高
い
藤
原
鎌
足
の
末
裔
に
あ
た
る
。父
親

は
彼
が
幼
少
の
頃
に
他
界
、祖
父
の
も
と
で
育
っ
た
。 

佐
理
は
出
世
が
早
か
っ
た
。そ
れ
は
非

凡
な
る
書
の
才
能
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
、三
蹟
と
称
さ
れ
る
佐
理
の
能
書
ぶ
り
は
羨
望
の

的
で
あ
っ
た
。平
安
の
世
、貴
族
の
教
養
と
言
え
ば
一
に
読
書
、二
に
書
芸
で
あ
る
。書
を
能

(

よ)

く
す
る
者
は
、そ
れ
だ
け
で
尊
ば
れ
た
。古
書
に「
日
本
第
一
の
御
手
」「
手
か
き
の
す
け

ま
さ
」と
記
さ
れ
て
い
る
。と
こ
ろ
が
筆
を
持
た
ぬ
時
の
評
判
は
真
逆
。物
臭
、怠
け
者
、呑

ん
だ
く
れ
、と
手
厳
し
い
。佐
理
は
無
類
の
酒
好
き
だ
っ
た
。腕
一
本
で
出
世
街
道
を
走
っ
て

い
た
佐
理
だ
が
、素
行
の
悪
さ
が
仇
と
な
り
四
十
過
ぎ
て
か
ら
は
出
世
コ
ー
ス
か
ら
次
第

に
外
れ
て
ゆ
く
。そ
し
て
四
十
七
歳
の
時
、大
宰
府
の
次
官
と
し
て
転
勤
す
る
。左
遷
で
は

な
く
自
ら
の
志
願
で
あ
る
。当
時
の
大
宰
府
次
官
は
実
質
上
の
ト
ッ
プ
、収
入
も
は
る
か
に

よ
か
っ
た
。在
京
の
ま
ま
で
は
こ
れ
以
上
出
世
は
望
め
な
い
と
考
え
た
な
ら
、選
択
肢
と
し

て
は
あ
り
得
る
。ま
た
一
説
に
は
、権
力
争
い
に
嫌
気
が
さ
し
た
と
も
言
わ
れ
る
。

い
ざ
、佐
理
は
西
へ
と
旅
立
っ
た
。そ
の
途
上
、下
関
で
立
ち
寄
っ
た
宿
で
書
い
た
書
状
が
国

宝
と
な
っ
て
い
る
。冒
頭
に
先
ず
佐
理
の
草
名(

後
の
花
押
の
原
形)

が
書
か
れ「
謹
言
離
洛

之
後
」と
あ
る
こ
と
か
ら
離
洛
帖
の
名
が
つ
い
て
い
る
。洛
は
京
の
こ
と
、謹
み
て
も
う
す
、京

を
離
れ
た
後…

云
々
と
続
く
。宛
先
は
甥
の
藤
原
誠
信
、内
容
は「
摂
政
の
藤
原
道
隆
殿
に

お
別
れ
の
挨
拶
を
忘
れ
た
か
ら
代
わ
り
に
と
り
な
し
を
頼
む
」と
い
う
も
の
。い
わ
ゆ
る
詫

び
状
で
あ
る
。直
接
、殿
下
に
手
紙
を
書
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
見
る
と
、よ
ほ
ど
罰
が
悪

か
っ
た
の
か
。彼
の
性
格
を
垣
間
見
る
よ
う
で
面
白
い
。

謹
み
て
も
う
す
、と
書
き
出
し
て
お
き
な
が
ら
、そ
の
筆
致
は
謹
直
さ
を
遠
ざ
け
る
か
の
如

く
冴
え
に
冴
え
渡
り
、動
と
静
を
往
き
来
す
る
よ
う
な
変
化
の
妙
を
尽
く
し
、且
つ
強
い
骨

ゆ
う
そ
く

ふ
じ
わ
ら
の
ゆ
き
な
り

離 

洛 

帖 

991
年
　
藤 

原  

佐 

理
（
944
〜
998
年
）
筆
31.7×

64.6㎝
　
東
京
都
畠
山
記
念
館
蔵

尾
形
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神

　り
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国
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化
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