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夏
目
漱
石
『
そ
れ
か
ら
』
の
「
自
然
」

AConsiderationof"Shizen"in

NatsumeS6sekibS"F〃α、

MitsuhiroTAKEDA

武
田
充
啓

「
二
十
世
紀
の
堕
落
」
（
九
）
を
生
き
る
『
そ
れ
か
ら
』
の
人
物
た
ち
は
、
誰
も
が
二
元
的
な

存
在
で
あ
る
。
「
相
手
が
今
如
何
な
る
罪
悪
を
犯
し
っ
入
あ
る
か
を
、
互
い
に
黙
知
し
っ
上
、

談
笑
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
同
）
と
い
う
言
葉
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
誰
も
が

「
頭
の
中
」
と
「
頭
の
外
」
と
の
対
立
を
生
き
る
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
少

数
の
例
外
を
除
い
て
、
多
く
は
自
己
の
二
重
性
を
自
覚
せ
ず
に
（
で
き
ず
に
）
一
元
的
な
存
在

者
ら
し
く
調
和
を
装
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
維
新
前
の
「
道
義
本
位
の
教
育
」
（
同
）
に
執
着
し
な
が
ら
、
一
方
で
「
生
活
欲
に

冒
さ
れ
易
い
実
業
に
従
事
」
（
同
）
し
て
い
る
父
が
そ
う
で
あ
る
。
自
ら
は
「
道
義
」
の
人
で
あ

る
こ
と
を
疑
わ
な
い
。
し
か
し
「
利
己
本
位
の
立
場
に
居
り
な
が
ら
、
自
ら
は
固
く
人
の
為
と

信
じ
て
」
（
十
三
）
い
る
そ
の
姿
は
、
代
助
に
と
っ
て
は
「
自
己
を
隠
蔽
す
る
偽
君
子
か
、
も
し

く
は
分
別
の
足
ら
な
い
愚
物
」
（
九
）
と
し
か
映
ら
な
い
。
「
泰
西
の
文
明
の
圧
迫
を
受
け
」
（
八
）

る
「
劇
烈
な
生
存
競
争
場
裏
」
（
同
）
に
お
い
て
は
、
「
膨
彊
し
た
生
活
欲
の
高
圧
力
が
道
義
欲

『
そ
れ
か
ら
』
（
明
治
四
二
・
六
’
十
）
全
編
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
長
井
代
助
の
恋
愛
と
結

婚
の
問
題
で
あ
る
。
友
人
平
岡
の
妻
三
千
代
と
の
恋
愛
と
父
親
得
を
は
じ
め
周
囲
の
家
族
か
ら

勧
め
ら
れ
る
結
婚
と
の
間
に
立
っ
て
苦
し
む
代
助
は
、
「
自
然
」
か
「
社
会
」
か
①
「
あ
る
い

は
「
自
然
」
か
「
人
為
」
か
②
と
い
っ
た
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
、
結
果
的
に
は
「
自
然
」
に
向

か
う
こ
と
に
な
る
。

小
宮
豊
隆
は
、
『
そ
れ
か
ら
』
の
悲
劇
は
《
社
会
に
背
む
い
た
恋
の
叶
へ
ら
れ
ぬ
点
に
あ
る

の
で
は
な
い
》
と
し
、
む
し
ろ
代
助
が
《
頭
の
中
の
世
界
と
頭
の
外
の
世
界
と
を
並
べ
て
、
其

調
和
平
衡
に
生
き
て
ゐ
る
》
《
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
の
人
間
》
で
あ
り
、
そ
の
彼
が
《
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
に
生
き
て
其
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ソ
を
一
直
線
に
現
実
化
し
や
う
と
す
る
×
一
種
の
イ
デ
ァ
リ
ス

ト
》
と
し
て
の
《
ド
ソ
キ
ホ
ー
テ
た
ら
ん
事
を
翼
っ
て
、
し
か
も
ド
ソ
キ
ホ
ー
テ
た
り
得
ざ
る

処
に
あ
る
〉
と
指
摘
し
て
い
る
《
留

小
論
の
主
眼
は
、
代
助
の
「
頭
の
中
」
に
あ
る
「
自
然
」
と
「
頭
の
外
」
に
あ
る
「
自
然
」

と
の
関
係
を
読
み
解
き
、
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
が
如
何
に
し
て
「
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
」
た
り
得
な
か
っ

た
の
か
を
問
い
直
す
こ
と
に
あ
る
。

は
じ
め
に

一
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の
崩
壊
を
促
が
」
（
九
）
す
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
人
は
「
道
義
」
の
う
ち
に
潜
む
「
利
己
」

に
対
し
て
意
識
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

代
助
の
批
判
は
こ
う
し
た
二
重
性
の
隠
蔽
と
自
己
欺
購
に
向
け
ら
れ
る
。
し
か
し
「
融
通
の

利
く
両
つ
の
眼
が
付
い
て
ゐ
て
、
双
方
を
一
時
に
見
る
便
宜
を
有
し
て
」
（
十
五
）
い
る
代
助
は
、

そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
「
即
か
ず
離
れ
ず
現
状
に
立
ち
疎
ん
で
ゐ
る
事
が
屡
」
（
同
）
で
あ
る
。

彼
は
父
を
「
腹
の
中
で
」
「
侮
辱
し
て
ゐ
る
」
（
九
）
だ
け
で
、
面
と
向
か
っ
て
批
判
し
よ
う
と
は

し
な
い
。
代
助
は
「
煮
え
切
ら
な
い
」
（
十
二
）
「
元
来
が
何
方
付
か
ず
の
男
」
（
十
五
）
な
の
で

あ
る
。「

『
先
祖
の
栫
ら
え
た
因
縁
』
」
（
三
）
の
あ
る
佐
川
の
娘
と
の
結
婚
を
強
い
ら
れ
た
代
助
は
、

「
父
の
人
格
に
」
「
疑
を
置
」
（
十
三
）
き
、
「
結
婚
其
物
が
必
ず
し
も
父
の
唯
一
の
目
的
で
は
あ

る
ま
い
」
（
同
）
と
ま
で
考
え
る
。
し
か
も
彼
は
そ
の
よ
う
に
父
を
疑
う
こ
と
を
「
不
徳
義
と
は

考
へ
」
ず
、
し
た
が
っ
て
自
分
は
「
不
幸
」
で
は
な
い
と
す
る
（
同
）
。
父
の
よ
う
な
「
人
の

為
」
を
街
っ
た
「
道
義
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
を
偽
ら
な
い
「
疑
」
の
ほ
う
が
、
「
堕
落
」

で
あ
れ
「
徳
義
」
に
か
な
う
。
そ
う
い
う
独
自
の
論
理
が
彼
の
幸
・
不
幸
を
決
定
し
て
い
る
。

「
貰
へ
ば
貰
っ
て
も
櫛
は
な
か
っ
た
」
（
七
）
は
ず
の
代
助
が
、
そ
れ
で
も
結
婚
に
抵
抗
す
る
の

は
、
そ
こ
に
彼
特
有
の
欺
購
を
許
さ
ぬ
倫
理
が
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
代
助
の
倫

理
は
徹
底
し
得
な
い
。

代
助
は
「
父
と
違
っ
て
」
「
自
然
を
以
て
人
間
の
栫
え
た
凡
て
の
計
画
よ
り
も
偉
大
な
も
の
と

信
じ
て
ゐ
た
」
（
十
三
）
。

代
助
の
倫
理
の
基
準
は
「
自
然
」
で
あ
る
。
「
自
然
」
に
は
「
今
利
他
本
位
で
や
っ
て
ゐ
る

か
と
思
ふ
と
、
何
時
の
間
に
か
利
己
本
位
に
変
っ
て
ゐ
る
」
（
三
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
い
。

「
利
己
」
を
隠
蔽
し
、
偽
善
的
に
「
利
他
」
を
装
う
の
は
「
不
自
然
」
で
あ
り
「
不
徳
蕊
」
で

あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
罪
悪
か
ら
自
由
で
い
る
た
め
に
、
代
助
が
そ
の
「
自
然
」
を
押
し
進

め
れ
ば
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
。

た
苫
結
婚
に
興
味
が
な
い
と
云
ふ
、
自
己
に
明
か
な
事
実
を
握
っ
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
未

来
を
自
然
に
延
ば
し
て
行
く
気
で
ゐ
た
。
だ
か
ら
、
結
婚
を
必
要
条
件
と
、
初
手
か
ら
断

定
し
て
、
何
時
か
之
を
成
立
さ
せ
様
と
喘
る
努
力
を
、
不
自
然
で
あ
り
、
不
合
理
で
あ
り
、

且
つ
あ
ま
り
に
俗
臭
を
帯
び
た
も
の
と
解
釈
し
た
。
（
七
）

も
し
馬
鈴
薯
が
金
剛
石
よ
り
大
切
に
な
っ
た
ら
、
人
間
は
も
う
駄
目
で
あ
る
と
、
代
助

父
親
に
「
金
銭
」
を
頼
っ
て
い
る
以
上
、
父
親
が
そ
こ
か
ら
金
を
得
て
い
る
社
会
に
対
し
て

も
中
途
半
端
な
態
度
で
い
る
し
か
な
い
。
彼
が
「
昌
一
且
日
時
胃
一
の
域
に
達
し
て
仕
舞
っ
た
」

（
二
）
の
は
そ
の
結
果
で
あ
り
原
因
で
は
な
い
。
代
助
の
「
人
間
」
を
「
駄
目
」
に
し
な
い
た

め
に
は
、
父
親
や
社
会
が
、
つ
ま
り
は
「
金
銭
」
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
彼
は
知
っ
て

い
る
。
当
然
、
彼
の
文
明
批
判
も
父
親
批
判
も
徹
底
し
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

代
助
は
「
金
剛
石
」
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
た
「
利
己
」
を
抱
え
て
い
る
。
彼
は
自
己
の
二
重

性
に
意
識
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
利
己
」
を
倫
理
的
に
救
済
す
る
た
め
に
一
元
的
「
自
然
」

を
持
ち
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
④
。
し
か
し
「
自
然
の
愛
」
を
真
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い

彼
は
、
と
り
あ
え
ず
父
や
社
会
を
「
『
怒
ら
せ
な
い
様
に
』
」
（
十
二
）
し
て
、
自
分
を
救
う

「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
の
延
命
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
代

助
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
は
、
「
利
己
」
を
隠
蔽
す
る
た
め
の
「
金
」
で
支
え
ら
れ
た
虚

構
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

代
助
の
兄
誠
吾
も
ま
た
「
利
己
」
と
「
利
他
」
の
二
重
性
を
生
き
る
男
で
あ
る
。
し
か
し

「
親
の
金
と
も
、
兄
の
金
と
も
つ
か
ぬ
も
の
」
（
三
）
と
い
う
言
葉
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
長

男
で
あ
る
兄
に
は
、
〈
家
〉
と
自
己
と
の
境
界
が
不
明
瞭
で
あ
る
。

平
岡
夫
婦
の
た
め
に
借
金
を
申
し
出
た
代
助
は
、
兄
か
ら
は
っ
き
り
と
断
ら
れ
る
の
だ
が
、

そ
の
と
き
彼
は
「
連
借
で
も
し
た
ら
、
何
う
す
る
だ
ら
う
」
と
兄
を
「
試
験
し
て
見
た
く
」
思

う
の
で
あ
る
（
六
）
。
兄
は
父
の
よ
う
な
偽
善
的
「
利
他
」
主
義
者
で
は
な
い
。
で
は
「
利
己
」

主
義
者
の
は
ず
の
兄
が
以
前
代
助
に
代
わ
っ
て
「
放
蕩
費
を
苦
傭
も
云
は
ず
に
弁
償
し
て
呉
れ

た
」
（
同
）
の
は
何
故
か
。
兄
は
「
利
他
」
の
人
な
の
か
、
そ
れ
と
も
や
は
り
〈
家
〉
Ⅱ
自
分
の

た
め
を
考
え
る
「
利
己
」
の
人
な
の
か
、
と
い
う
疑
問
は
解
消
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

兄
へ
の
「
試
験
」
は
ひ
と
ま
ず
中
止
さ
れ
る
の
だ
が
、
自
身
の
「
利
己
」
に
関
し
て
暖
昧
な

ま
ま
「
煮
え
切
ら
な
い
」
で
い
る
代
助
が
兄
の
二
重
性
を
暴
こ
う
と
す
る
の
は
、
彼
自
身
そ
う

思
う
よ
う
に
「
性
質
が
能
く
な
い
」
（
同
）
の
で
あ
る
。

代
助
に
と
っ
て
誠
吾
は
「
蔓
の
な
い
薬
缶
と
同
じ
こ
と
で
、
何
処
か
ら
手
を
出
し
て
好
い
か

分
ら
な
い
」
（
五
）
。
だ
が
兄
も
ま
た
弟
が
分
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
試
験
」
は
回
避
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
い
。
終
盤
、
父
に
宛
て
た
平
岡
の
手
紙
を
持
っ
て
訪
ね
て
来
た
誠
吾
は
「
今
迄
折
角

金
を
使
っ
た
甲
斐
が
な
い
ぢ
や
な
い
か
」
（
十
七
）
と
い
う
言
葉
を
口
に
す
る
。
「
つ
い
此
間
ま

は
平
生
か
ら
考
へ
て
ゐ
た
。
向
後
父
の
怒
り
に
触
れ
て
、
万
一
金
銭
上
の
関
係
が
絶
え
る

と
す
れ
ば
、
彼
は
厭
で
も
金
剛
石
を
放
り
出
し
て
、
馬
鈴
薯
に
噛
り
付
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
さ
う
し
て
其
償
に
は
自
然
の
愛
が
残
る
丈
で
あ
る
。
（
十
三
）

－ 1 0 －
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で
全
く
兄
と
同
意
見
で
あ
っ
た
」
（
同
）
代
助
が
「
自
然
」
向
か
う
と
き
、
兄
の
正
体
は
は
っ
き

り
と
す
る
。
む
ろ
ん
兄
を
「
試
験
」
す
る
た
め
に
代
助
の
〈
恋
愛
〉
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
そ
こ
ま
で
徹
底
し
な
け
れ
ば
肉
親
で
さ
え
そ
の
正
体
は
つ
か
め
は
し
な
い
と
い
う
、

人
間
や
そ
の
「
利
己
」
に
対
す
る
疑
い
と
絶
望
の
深
さ
が
「
試
験
」
の
一
語
に
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
今
度
と
云
ふ
今
度
は
、
全
く
分
ら
な
い
人
間
だ
と
、
お
れ
も
諦
め
て
仕
舞
っ

た
。
世
の
中
に
分
ら
な
い
人
間
程
危
険
な
も
の
は
な
い
。
」
（
同
）
。
こ
の
兄
の
言
葉
は
〈
家
〉

の
言
葉
で
も
あ
り
社
会
の
言
葉
で
も
あ
る
。
代
助
に
と
っ
て
父
が
そ
の
ま
ま
世
間
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
兄
も
ま
た
「
世
の
中
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

〈
家
〉
の
た
め
に
生
き
る
の
か
生
き
な
い
の
か
。
結
婚
問
題
を
通
じ
て
、
代
助
が
突
き
つ
け

ら
れ
強
い
ら
れ
る
の
は
〈
家
〉
の
齢
理
に
従
っ
た
二
者
択
一
的
言
説
で
あ
る
。
代
助
に
は
〈
家
〉

の
た
め
に
生
き
る
こ
と
が
自
分
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
彼
は
自
己
の

二
重
性
を
で
き
れ
ば
一
元
的
な
も
の
に
し
た
い
の
だ
が
、
そ
こ
に
虚
偽
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
拒

む
の
で
あ
る
。
〈
家
〉
の
讃
理
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
苦
肉
の
策
が
彼
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」

で
あ
る
。
「
利
己
」
に
関
す
る
欺
購
の
有
無
、
「
自
然
」
か
否
か
の
判
断
基
準
に
よ
っ
て
、
代

助
は
〈
家
〉
や
社
会
と
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
論
理
は
自
身
の
「
利
己
」

に
関
し
て
暖
昧
な
点
を
残
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
〈
家
〉
や
社
会
を
批
判
す
る
有
効
な
論
理

を
持
ち
得
な
い
。
不
快
な
二
重
性
を
甘
ん
じ
て
生
き
る
代
助
の
「
煮
え
切
ら
な
い
」
言
説
は
通

用
性
を
持
た
ず
、
彼
の
周
囲
は
「
悉
く
暗
黒
」
（
六
）
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
ば
「
胆
力
」
を
有
難
が
る
父
に
対
し
て
「
御
父
さ
ん
の
様
に
云
ふ
と
、
世

の
中
で
石
地
蔵
が
一
番
偉
い
こ
と
に
な
っ
て
仕
舞
ふ
」
と
一
緒
に
「
笑
っ
た
事
が
あ
る
」
捜
梅

子
は
別
格
の
存
在
で
あ
る
（
三
）
。
代
助
は
．
家
族
中
悉
く
馬
鹿
に
し
て
」
（
七
）
い
る
の
だ

が
、
そ
ん
な
自
分
を
捜
の
前
で
は
素
直
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
「
天
保
調
と
明

治
の
現
代
調
を
、
容
赦
な
く
継
ぎ
合
せ
た
様
な
」
（
三
）
彼
女
は
二
重
性
を
隠
蔽
す
る
こ
と
な
く

そ
の
ま
ま
生
き
得
る
人
な
の
で
あ
り
、
〈
家
〉
の
言
説
が
強
い
る
二
者
択
一
的
世
界
か
ら
自
由

な
存
在
な
の
で
あ
る
。
「
代
助
は
此
捜
を
好
い
て
ゐ
る
」
（
同
）
。
そ
の
捜
が
「
父
や
兄
と
共
謀

し
て
」
（
十
一
）
代
助
に
結
婚
を
迫
る
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
彼
女
を
父
や
兄
と
同
類
と
見
な
さ
ざ

る
を
得
な
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
社
会
を
拒
む
代
助
は
〈
家
〉
に
お
け
る
競
小
限
の
自
由
度
さ

え
失
い
、
全
く
の
二
者
択
一
的
世
界
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ

か
ら
「
代
助
は
鰻
の
肉
薄
を
恐
れ
た
。
又
三
千
代
の
引
力
を
恐
れ
た
」
（
十
二
）
の
で
あ
る
。

「
三
千
代
の
引
力
」
と
は
、
「
其
所
に
わ
が
安
住
の
地
を
見
出
し
た
様
な
気
」
に
さ
せ
る
力

で
あ
る
。
三
千
代
だ
け
は
「
芸
妓
で
は
な
い
」
と
思
わ
せ
る
力
と
い
っ
て
も
よ
い
。
代
助
は
そ

の
「
頭
」
で
は
「
男
女
は
、
両
性
間
の
引
力
に
於
て
、
悉
く
随
縁
臨
機
に
、
測
り
が
た
き
変
化

を
受
け
」
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
都
会
人
は
、
よ
り
少
な
き
程
度
に
於
て
、
ぶ
ん
な
芸
妓
」

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
自
分
の
三
千
代
に
対
す
る
「
情
合
」
も
「
た
壁
現
在
的
の
も

の
」
で
「
癒
ら
ざ
る
愛
」
で
な
い
こ
と
を
罷
め
て
い
る
。
し
か
し
「
心
」
で
は
そ
う
感
じ
ら
れ

な
い
。
彼
は
「
漁
ら
ざ
る
愛
」
を
「
口
に
す
る
も
の
を
偽
善
家
の
第
一
位
」
に
考
え
る
が
、
そ

の
と
き
三
千
代
の
姿
が
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
或
因
数
は
数
へ
込
む
の
を
忘
れ
た
の
で

は
」
と
疑
う
の
だ
が
、
平
岡
敏
夫
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
代
助
の
〈
都
会
人
芸
妓

説
な
る
論
理
は
、
鋭
い
現
実
批
判
（
ア
イ
ロ
ニ
ー
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
た
ん
な
る
『
道
楽
』

の
論
理
に
落
ち
込
む
も
の
》
で
も
あ
る
⑤
。
代
助
が
忘
れ
て
い
る
の
は
彼
自
身
の
倫
理
で
あ
る
。

彼
は
「
随
縁
臨
機
」
を
「
自
然
」
と
混
同
し
、
非
「
偽
善
」
を
そ
の
ま
ま
非
「
利
己
」
で
あ
る

か
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
代
助
の
倫
理
Ⅱ
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
は
、
や
は
り
暖
昧
な
の

で
あ
る
（
十
二
。

「
安
住
の
地
」
は
、
「
た
壁
、
か
れ
の
心
の
調
子
全
体
で
、
そ
れ
を
誕
め
た
丈
で
あ
っ
た
」

（
同
）
。
し
か
し
、
三
千
代
の
存
在
に
暖
昧
な
も
の
は
な
い
。
彼
女
は
そ
れ
が
自
ら
の
宿
命
で
で

も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
生
活
を
共
に
す
る
相
手
を
親
か
ら
兄
に
、
母
と
兄
を
亡
く
し
て
再
び
父

に
、
そ
し
て
父
か
ら
平
岡
へ
と
移
し
変
え
、
そ
の
生
き
る
場
所
を
「
東
京
近
県
」
（
七
）
の
田
舎

か
ら
東
京
に
、
東
京
か
ら
ま
た
田
舎
に
、
結
婚
後
東
京
か
ら
関
西
に
、
さ
ら
に
関
西
か
ら
再
び

東
京
へ
と
入
れ
替
え
て
み
せ
る
。
こ
の
二
者
択
一
と
い
う
よ
り
は
二
者
の
往
復
に
彼
女
の
意
志

や
「
計
画
」
は
な
い
。
〈
往
復
の
人
〉
三
千
代
は
偽
善
や
欺
購
か
ら
自
由
に
生
き
て
い
る
「
自

然
」
の
人
な
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
一
元
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。

代
助
の
「
頭
」
は
、
彼
の
「
心
」
や
彼
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
を
支
え
る
も
の
が
「
物

質
的
状
況
」
（
十
六
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
日
糖
事
件
」
（
八
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
日
露
戦
後

の
社
会
情
勢
に
か
ら
ん
で
脅
か
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
現
実
も
、
ま
た
父
の
勧
め
る
結
婚
が
そ

の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
代
助
が
暖

昧
な
倫
理
を
抱
え
た
「
頭
」
に
頼
っ
て
い
る
限
り
、
二
重
性
を
そ
の
ま
ま
生
き
る
こ
と
が
許
さ

れ
ず
、
虚
偽
や
欺
購
を
含
ん
だ
二
者
択
一
を
強
い
ら
れ
る
「
薄
弱
な
生
活
」
か
ら
逃
れ
ら
れ
な

い
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
方
法
は
、
た
選
一
つ
」
、
「
矢
っ
張
り
、
三
千
代
さ
ん
に
逢
は
な
く
ち

ゃ
不
可
ん
」
（
十
二
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
三
千
代
の
引
力
」
は
、
「
暗
黒
」
か
ら
「
安
住

の
地
」
へ
、
「
頭
」
か
ら
「
心
」
へ
、
言
説
か
ら
行
為
へ
、
批
判
か
ら
実
践
へ
、
そ
れ
が
自
己

の
本
来
の
生
存
の
あ
り
方
な
の
だ
と
い
う
方
向
に
代
助
を
導
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
代
助
は
そ
の
三
千
代
を
恐
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
当
然
代
助
の
個
人
的
な
倫
理
の
暖

昧
さ
が
質
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
そ
れ
は
具
体
的
に
は
「
自
然
の
児
」
か
「
意
志
の
人
」
か
の

選
択
決
定
に
関
わ
る
「
自
然
」
と
「
意
志
」
の
関
係
を
読
み
解
く
問
題
と
な
る
）
だ
ろ
う
し
、
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友
人
平
岡
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
代
助
は
「
頭
の
中
の
世
界
と
、
頭
の
外
の
世
界
を
別
々
に

建
立
し
て
生
き
て
ゐ
る
」
（
六
）
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
個
人
的
な
倫
理
の
暖
昧
さ
は
、
彼

の
論
理
と
感
性
⑥
の
両
面
に
影
を
落
と
し
て
い
る
。
代
助
の
論
理
に
「
『
胡
麻
化
し
』
」
（
同
）

が
あ
る
こ
と
は
、
三
千
代
も
見
抜
い
て
い
る
。
感
性
の
領
域
に
お
い
て
は
、
冒
頭
の
夢
と
現
実
、

意
識
と
無
意
識
の
二
重
性
の
境
界
が
明
瞭
で
な
く
な
る
場
面
か
ら
す
で
に
現
わ
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
こ
の
こ
と
は
単
に
代
助
の
《
生
の
不
安
〉
⑦
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

代
助
は
「
頭
の
中
心
か
ら
、
半
径
の
違
っ
た
円
が
、
頭
を
二
重
に
仕
切
っ
て
ゐ
る
様
な
心
持

ち
が
し
」
（
十
一
）
「
夫
で
能
く
自
分
で
自
分
の
頭
を
振
っ
て
み
て
、
二
つ
の
も
の
を
混
ぜ
や
う

と
力
め
」
（
同
）
て
い
る
。
二
重
性
を
生
き
る
代
助
は
一
元
的
で
あ
り
た
い
と
願
う
人
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
「
利
己
」
や
欺
艤
を
恐
れ
て
「
意
志
を
発
展
さ
せ
る
事
の
出
来
な
と
「
不
調
和
を

忍
ん
で
ゐ
る
」
（
六
）
の
で
あ
る
。
代
助
の
こ
の
暖
昧
さ
は
彼
の
心
瞳
の
鼓
動
の
よ
う
に
「
自
分

は
今
流
れ
る
命
を
掌
で
抑
へ
て
ゐ
る
ん
だ
」
と
確
信
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

「
自
分
を
死
に
誘
ふ
警
鐘
の
様
な
も
の
」
で
も
あ
る
（
一
）
。
つ
ま
り
は
安
心
と
不
安
の
両
義

的
な
性
格
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
代
助
は
、
二
重
の
頭
が
ぐ
る
Ｉ
、
回
転
す
る

ほ
ど
、
風
に
吹
か
れ
た
」
と
き
に
、
「
意
識
に
乏
し
い
自
分
を
、
半
睡
の
状
態
で
宙
に
運
ん
で

行
く
有
様
が
愉
快
」
に
感
じ
ら
れ
、
は
じ
め
て
「
気
色
が
余
程
晴
々
し
て
来
」
（
十
こ
る
の
で

あ
る
。

「
物
質
上
の
供
給
」
（
十
六
）
を
持
た
な
い
代
助
の
倫
理
や
彼
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
が
ど

の
よ
う
な
形
で
存
在
し
得
る
の
か
（
代
助
の
〈
恋
愛
〉
が
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
か
と
い
う

問
題
）
も
問
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

代
助
は
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
自
然
の
児
」
に
せ
よ
「
意
志
の
人
」
に
せ

よ
、
択
一
と
い
う
方
法
自
体
が
「
硬
張
っ
た
方
針
で
あ
り
」
、
「
意
志
」
に
よ
る
自
ら
の
「
束

縛
」
で
あ
る
。
代
助
が
い
ず
れ
を
選
択
す
る
か
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
「
寒
暑
に
さ
へ
す
ぐ

－
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自
然
の
児
に
な
ら
う
か
、
又
意
志
の
人
に
な
ら
う
か
と
代
助
は
迷
っ
た
。
彼
は
彼
の
主

義
と
し
て
、
弾
力
性
の
な
い
硬
張
っ
た
方
針
の
下
に
、
寒
暑
に
さ
へ
す
ぐ
反
応
を
呈
す
る

自
己
を
、
器
械
の
様
に
束
縛
す
る
の
愚
を
忌
ん
だ
。
同
時
に
彼
は
、
彼
の
生
活
が
、
一
大

断
案
を
受
く
べ
き
危
機
に
達
し
て
居
る
事
を
切
に
自
覚
し
た
。
（
十
四
）

反
応
を
呈
す
る
自
己
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
「
自
然
」
に
対
し
て
「
反
応
」
す
る
代
助
が
本
来

「
自
然
の
児
」
で
あ
る
こ
と
が
予
め
明
か
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

よ
り
重
要
な
の
は
、
代
助
の
〈
選
択
を
拒
否
し
た
い
と
い
う
欲
望
〉
と
〈
選
択
を
受
容
せ
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
自
覚
〉
と
の
相
剋
で
あ
る
。
代
助
は
一
方
的
に
「
意
志
」
的
で
あ
る
こ
と

を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
代
助
が
自
ら
の
「
意
志
」
を
働
か
せ
て
未
来
を
決
定
す
る

の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
何
も
の
か
に
よ
っ
て
「
彼
の
生
活
が
、
一
大
断
案
を
受
く
」
こ
と
に
な

る
の
か
、
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

代
助
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

代
助
に
、
し
か
し
「
即
席
」
や
「
臨
機
」
は
許
さ
れ
な
い
。
彼
は
「
自
然
の
児
」
か
「
意
志

の
人
」
か
を
自
ら
の
「
意
志
」
に
よ
っ
て
選
ば
ざ
る
を
得
な
い
「
運
命
」
に
あ
る
。
代
助
は
そ

う
し
た
「
運
命
」
に
対
し
「
卑
怯
」
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
（
十
四
）
。
そ
の
姿
勢
は
父
親

や
娘
に
「
運
命
」
の
役
割
を
代
行
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
は
む
し
ろ
そ
れ
を
望
ん
で
い
る
。

代
助
は
「
意
志
」
に
よ
っ
て
行
為
し
よ
う
と
し
な
い
、
で
き
れ
ば
「
相
手
と
自
分
を
商
趾
」
で

き
る
「
顔
色
」
が
欲
し
い
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
「
ヂ
レ
ソ
ご
（
十
三
）
の
相
手
は
「
運
命
」

で
あ
り
、
ま
た
自
分
自
身
で
あ
る
。
そ
し
て
「
運
命
」
の
「
顔
色
」
が
わ
か
ら
ぬ
代
助
に
自
分

の
「
顔
色
」
が
作
れ
る
は
ず
は
な
い
。
「
運
命
」
は
彼
の
「
頭
の
中
」
の
暖
昧
な
「
自
然
」
を

質
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
代
助
に
自
己
検
証
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
が
三
千
代
に
対
す
る
倫
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
代
助
は
自
ら
の
「
利
己
」
を
「
解
剖
」

し
「
吟
味
」
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
三
千
代
Ⅱ
「
自
然
」
に
近
づ
き
得
る
十
分
条
件
と
は
な

代
助
は
固
よ
り
呼
び
出
さ
れ
る
迄
何
も
考
へ
ず
に
居
る
気
で
あ
っ
た
。
呼
び
出
さ
れ
た
ら
、

父
の
顔
色
と
相
談
の
上
、
又
何
と
か
即
席
に
返
事
を
栫
ら
え
る
心
組
で
あ
っ
た
。
（
略
）

あ
ら
ゆ
る
返
事
は
、
斯
う
云
ふ
具
合
に
、
相
手
と
自
分
を
商
盆
し
て
、
臨
機
に
湧
い
て
来

る
の
が
本
当
だ
と
思
っ
て
ゐ
た
。
（
十
四
）

自
分
が
平
岡
に
対
し
て
、
比
較
的
真
面
目
で
あ
っ
た
の
は
、
三
千
代
を
弁
護
し
た
時
丈
で

あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
其
真
面
目
は
、
単
に
動
機
の
真
面
目
で
、
口
に
し
た
言
葉
は
矢
張
好

加
減
な
出
任
せ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
厳
酷
に
云
へ
ば
、
虚
許
と
云
っ
て
も
可
か
つ
た
。
自

分
で
真
面
目
だ
と
信
じ
て
ゐ
た
動
機
で
さ
へ
、
必
寛
は
自
分
の
未
来
を
救
ふ
手
段
で
あ
る
。

へ

十
三
一
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「
紙
の
指
環
」
（
十
二
）
に
関
し
て
、
代
助
は
三
千
代
を
「
罪
の
あ
る
人
に
し
て
仕
舞
っ
た
」

と
考
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
代
助
の
良
心
を
蟹
す
に
は
至
ら
な
」
い
・
彼
は
「
法
律
の
制
裁

は
い
ざ
知
ら
ず
、
自
然
の
制
裁
と
し
て
、
平
岡
も
」
「
責
を
分
か
た
な
け
れ
ば
」
と
考
え
る
。
代

助
の
「
良
心
」
は
「
自
然
」
に
対
し
て
し
か
働
か
な
い
の
で
あ
る
（
十
三
）
。

縁
談
の
進
行
に
伴
い
〈
情
調
の
人
〉
代
助
は
「
自
然
」
に
過
敏
な
反
応
を
示
す
こ
と
に
な
る
。

「
三
千
代
の
方
に
頭
が
滑
っ
て
行
」
く
と
き
に
は
「
美
し
い
空
に
星
が
ぽ
っ
Ｉ
、
影
を
増
し
て

行
く
様
に
見
え
」
、
彼
女
に
紙
入
れ
の
中
身
を
渡
し
た
そ
の
帰
り
に
も
「
高
い
星
を
戴
い
て
」

い
る
（
十
二
）
。
佐
川
の
娘
と
の
見
合
い
の
数
日
後
、
赤
坂
の
「
待
合
」
で
過
ご
し
た
翌
日
に

三
千
代
を
訪
ね
る
と
き
に
は
、
「
湿
っ
ぽ
い
梅
雨
が
却
っ
て
待
ち
遠
し
い
程
熾
ん
に
日
が
照
っ

た
。
代
助
は
昨
夕
の
反
動
で
、
此
陽
気
な
空
気
の
中
に
落
ち
る
自
分
の
黒
い
影
が
苦
に
な
っ
た
。

（
略
）
早
く
梅
雨
に
入
れ
ば
好
い
と
云
ふ
心
持
が
あ
っ
た
」
（
十
三
）
と
あ
り
、
彼
は
し
き
り
に

空
や
天
候
を
気
に
し
て
い
る
。
代
助
は
熱
を
冷
ま
す
よ
う
な
夜
間
で
あ
れ
ば
「
歩
き
つ
望
け
て

も
疲
れ
る
事
は
な
か
ら
う
」
（
十
二
）
と
し
な
が
ら
、
昼
間
の
太
陽
に
対
し
て
は
そ
れ
が
「
天
」

の
倫
理
的
な
視
線
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
「
広
い
鍔
の
夏
帽
」
で
そ
れ
を
避
け
、
「
自
分
の

黒
い
影
」
を
苦
に
し
、
家
に
帰
る
と
す
ぐ
に
「
髪
を
冷
水
に
浸
し
」
て
い
る
（
十
三
）
自
然
現

象
に
対
す
る
代
助
の
感
性
は
、
お
そ
ら
く
彼
の
個
人
的
な
倫
理
と
無
関
係
で
は
な
い
。

「
利
己
」
か
ら
は
自
由
な
は
ず
の
、
代
助
の
三
千
代
に
対
す
る
「
気
の
毒
」
の
語
を
重
ね
た

強
調
（
十
三
）
は
尋
常
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
さ
え
も
小
宮
豊
隆
の
い
う
よ
う

に
結
婚
問
題
な
ど
の
外
か
ら
の
刺
激
や
事
実
と
同
様
、
〈
代
助
の
眼
の
上
に
か
ぶ
さ
っ
て
ゐ
た

薄
膜
を
、
一
枚
一
枚
剥
ぎ
と
る
事
に
は
役
立
っ
て
も
、
決
し
て
偶
然
の
も
の
を
必
然
に
押
し
や

る
働
き
を
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
》
の
で
あ
る
⑧
。

「
最
後
の
権
威
は
自
己
に
あ
る
」
と
「
腹
の
う
ち
で
定
め
」
て
は
い
る
も
の
の
、
代
助
は
縁

談
を
「
断
っ
た
後
、
其
反
動
と
し
て
、
自
分
を
ま
と
も
に
三
千
代
の
上
に
浴
せ
か
け
ね
ば
己
ま

い
必
然
の
勢
力
が
来
る
」
と
思
う
と
「
恐
ろ
し
く
な
」
り
、
「
不
決
断
の
自
己
嫌
悪
に
陥
」
る
。

「
心
待
に
」
す
る
父
か
ら
の
「
催
促
」
は
な
く
、
三
千
代
に
会
う
「
勇
気
」
も
な
い
（
十
四
）
。

然
'一一

ら
な
い
。
語
り
手
は
、
平
岡
夫
婦
の
隔
た
り
に
関
す
る
代
助
の
無
自
覚
を
指
摘
し
て
い
る
。
彼

は
自
分
「
と
云
ふ
第
三
者
」
の
た
め
に
夫
婦
の
「
疎
隔
が
起
っ
た
」
と
は
「
信
ず
る
事
が
出
来

な
」
い
し
、
「
自
分
が
三
千
代
の
心
を
動
か
す
が
為
」
と
も
「
思
ひ
得
な
」
い
。
そ
し
て
自
分

た
ち
の
「
関
係
を
、
平
岡
か
ら
隠
す
」
よ
う
な
、
「
不
信
な
言
動
を
敢
て
す
る
に
は
、
余
り
に

高
尚
で
あ
る
と
、
優
に
自
己
を
評
価
し
て
ゐ
た
」
の
で
あ
る
。
代
助
の
自
己
評
価
は
彼
の
「
自

で
あ
る
と
、
優
に
自
己
を
評
価
し
て
ゐ
た
」
の

へ
の
「
意
志
」
を
正
当
化
し
得
な
い
（
十
三
）
。

代
助
は
「
反
動
」
を
恐
れ
、
し
か
し
「
反
動
」
を
求
め
て
い
る
。
彼
の
「
意
志
」
が
実
の
と

こ
ろ
「
反
動
」
の
、
し
た
が
っ
て
「
必
然
」
の
わ
き
役
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

つ
い
で

こ
こ
で
い
う
「
告
白
」
（
「
好
い
た
女
が
あ
る
ん
で
す
」
）
も
父
親
に
で
は
な
く
「
序
」
で
捜
に
な

さ
れ
て
い
る
。
代
助
の
「
意
志
」
は
、
は
ぐ
ら
か
さ
れ
て
い
る
の
て
あ
る
。
代
助
に
「
意
志
」

に
よ
る
二
者
択
一
は
な
く
、
彼
は
一
種
の
消
去
法
を
取
る
。
す
な
わ
ち
、
「
結
婚
」
は
「
道
徳

の
形
式
」
に
過
ぎ
ず
「
道
徳
の
内
容
」
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
「
心
を
束
縛
す
る
事
の
出
来

な
い
形
式
は
」
彼
の
「
ヂ
レ
ソ
亘
を
解
消
で
き
な
い
。
だ
か
ら
「
縁
談
を
断
る
よ
り
外
に
道

は
な
く
な
っ
た
」
と
す
る
の
で
あ
る
（
十
四
）
。
し
か
し
こ
れ
は
同
じ
論
法
で
、
逆
に
結
婚
を

肯
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
決
心
」
の
翌
日
、
代
助
は
「
床
屋
の
鏡
」
で
自
分
の
「
顔
色
」
を
確
か
め
て
い
る
。
そ
し

て
「
積
極
的
生
活
」
を
選
ん
だ
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
彼
自
身
の
「
意
志
」
に

よ
っ
て
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
二
三
日
凄
ま
じ
く
降
っ
た
」
雨
の
せ
い
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

代
助
を
許
す
か
の
よ
う
に
「
雲
の
切
れ
間
か
ら
、
落
ち
て
来
る
光
線
は
」
「
柔
ら
か
に
見
え
」
る

（
十
四
）
。
お
そ
ら
く
作
者
は
、
こ
の
「
偶
然
」
が
そ
の
ま
ま
「
必
然
」
で
も
あ
る
「
自
然
」

（
自
然
現
象
）
に
よ
っ
て
代
助
の
個
人
的
な
倫
理
（
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
）
を
救
っ
た
の
で

あ
る
。代

助
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
を
救
う
も
う
一
つ
の
「
自
然
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

代
助
は
「
自
分
の
動
機
や
行
為
を
、
よ
く
吟
味
し
て
見
て
、
其
あ
ま
り
に
、
狡
詰
く
っ
て
、

不
真
面
目
で
、
大
抵
は
虚
偽
を
含
ん
で
ゐ
る
の
を
知
っ
て
ゐ
る
」
。
彼
は
自
ら
の
「
意
志
」
に

よ
っ
て
は
動
け
な
い
。
そ
の
結
果
「
社
会
的
に
安
全
」
だ
が
「
自
己
に
対
し
て
無
能
無
力
」
と

な
る
（
十
三
）
。
で
は
「
利
己
」
か
ら
自
由
な
「
熱
誠
」
は
如
何
に
し
て
可
能
な
の
か
。

一
一
一

代
助
の
考
へ
に
よ
る
と
、
誠
実
だ
ら
う
が
、
熱
心
だ
ら
う
が
、
自
分
が
出
来
合
の
奴
を
胸

歩
き
な
が
ら
、
自
分
は
今
日
、
自
ら
進
ん
で
、
自
分
の
運
命
の
半
分
を
破
壊
し
た
の
も

同
じ
事
だ
と
、
心
の
う
ち
に
騒
い
だ
。
（
略
）
彼
は
何
う
し
て
も
、
今
日
の
告
白
を
以
て
、

自
己
の
運
命
の
半
分
を
破
顔
し
た
も
の
と
認
め
た
か
っ
た
。
さ
う
し
て
、
そ
れ
か
ら
受
け

る
打
撃
の
反
動
と
し
て
、
思
ひ
切
っ
て
三
千
代
の
上
に
、
掩
つ
被
さ
る
様
に
烈
し
く
働
き

掛
け
た
か
っ
た
。
（
十
四
）

－ 13－
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「
だ
か
ら
相
手
が
悪
く
っ
て
は
起
こ
り
様
が
な
い
」
（
同
）
。
こ
の
意
味
で
三
千
代
は
「
自
然
」

で
あ
り
、
「
自
然
」
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
代
助
は
三
千
代
の
存
在
の
あ
り
方
に

「
自
然
」
を
見
、
自
分
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
を
融
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
彼
女
が
「
自

然
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
代
助
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
も
倫
理
的
に
正
当

化
さ
れ
得
る
。
「
自
然
」
と
し
て
の
三
千
代
は
「
計
画
」
を
持
た
ず
「
利
己
」
か
ら
自
由
で
あ

り
、
そ
れ
を
求
め
る
代
助
に
「
利
己
」
や
欺
購
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
縮
小
を
余
駿
な
く
さ
れ
て
い
た
代
助
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
も
、
相
手
が
倫

理
的
に
保
証
さ
れ
た
「
自
然
」
で
あ
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
拡
大
が
許
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味

で
は
『
そ
れ
か
ら
』
の
〈
恋
愛
〉
は
個
人
の
「
内
面
」
（
六
）
⑨
や
「
意
志
」
の
克
明
な
描
写
の

上
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
私
は
、
作
者
の
自
然
や
恋
愛
に
つ
い
て
の
認
識
⑩
に
忠
実
に

従
っ
た
『
そ
れ
か
ら
』
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
失
敗
し
て
い
る
と
は
考
え
な
い
。
そ
し
て
作
者
の

そ
う
し
た
思
想
の
核
に
は
現
在
と
い
う
時
間
に
対
す
る
不
信
と
恋
愛
成
立
の
不
可
能
へ
の
罷
識

が
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
「
代
助
は
辛
う
じ
て
、
今
一
歩
と
云
ふ
際
ど
い
所
で
、
踏
留
ま
っ
た
」
（
同
）
。
彼
は

「
無
意
識
」
を
厭
い
、
進
み
つ
つ
あ
る
〈
現
在
と
い
う
暖
昧
な
場
所
〉
で
の
「
自
然
」
を
信
じ

な
い
。
で
は
代
助
が
信
頼
し
得
る
「
自
然
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

「
何
だ
っ
て
、
ま
だ
奥
さ
ん
を
御
貰
ひ
な
さ
ら
な
い
の
」
（
略
）
其
時
代
助
は
三
千
代
と
差

向
で
、
よ
り
長
く
坐
っ
て
ゐ
る
事
の
危
険
に
、
始
め
て
気
が
付
い
た
。
自
然
の
情
合
か
ら

流
れ
る
相
互
の
言
葉
が
、
無
意
識
の
う
ち
に
彼
等
を
駆
っ
て
、
準
縄
の
埒
を
踏
み
超
え
さ

せ
る
の
は
、
今
二
三
分
の
裡
に
あ
っ
た
。
（
十
三
）

に
蓄
は
へ
て
い
る
ん
ぢ
や
な
く
つ
て
、
石
と
鉄
と
触
れ
て
火
花
の
出
る
様
に
、
相
手
次
第

で
摩
擦
の
具
合
が
う
ま
く
行
け
ば
、
当
事
者
二
人
の
間
に
起
る
べ
き
現
象
で
あ
る
。
自
分

の
有
す
る
性
質
と
云
ふ
よ
り
は
精
神
の
交
換
作
用
で
あ
る
。
（
三
）

も
っ
と
三
千
代
と
対
座
し
て
ゐ
て
、
自
然
の
命
ず
る
が
侭
に
、
話
し
尽
し
て
帰
れ
ば
可
か

つ
た
と
い
ふ
後
悔
も
な
か
っ
た
。
彼
は
、
彼
所
で
切
り
上
げ
て
も
、
五
分
十
分
の
後
切
り

上
げ
て
も
、
必
寛
は
同
じ
事
で
あ
っ
た
と
思
ひ
出
し
た
。
自
分
と
三
千
代
と
の
現
在
の
関

係
は
、
此
前
逢
っ
た
時
、
既
に
発
展
し
て
ゐ
た
の
だ
と
思
ひ
出
し
た
。
否
、
其
前
逢
っ
た

時
既
に
、
と
思
ひ
出
し
た
。
代
助
は
二
人
の
過
去
を
順
次
に
遡
ぼ
っ
て
見
て
、
い
づ
れ
の

「
自
然
の
命
」
に
従
う
に
せ
よ
従
わ
な
い
に
せ
よ
「
必
寛
は
同
じ
事
」
に
過
ぎ
ぬ
。
代
助
は

も
う
眼
の
前
の
、
現
在
た
だ
い
ま
の
「
自
然
」
に
さ
え
背
を
向
け
て
、
ひ
た
す
ら
「
過
去
」
を

遡
る
。
確
か
に
代
助
は
三
千
代
を
平
岡
に
「
周
旋
し
た
事
を
後
悔
し
た
」
（
同
）
。
し
か
し
そ
れ

は
代
助
が
新
し
い
生
活
に
向
か
う
た
め
の
自
己
否
定
の
認
識
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
自
分
の
内

面
」
の
歴
史
に
「
虚
偽
」
を
発
見
し
、
そ
れ
を
正
す
た
め
に
「
思
ひ
出
し
」
て
い
る
の
で
は
な

い
。
時
間
軸
上
の
一
点
と
し
て
の
「
過
去
」
で
は
な
く
、
さ
ら
な
る
「
過
去
」
へ
「
何
も
知
ら

ぬ
昔
」
（
同
）
へ
「
自
然
の
昔
」
（
十
四
）
へ
と
遡
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」

に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
を
超
え
る
大
き
な
「
自
然
」
に
抵
抗
し
た
こ
と
を
悔
い
る
代
助
に
三
千
代

に
対
す
る
罪
意
識
は
な
く
、
彼
女
に
も
「
内
面
」
が
あ
る
こ
と
を
見
な
い
。
代
助
が
遡
る
「
過

去
」
は
も
は
や
誰
の
時
間
軸
上
に
あ
る
の
で
も
な
い
⑪
、

三
千
代
は
い
な
い
。
代
助
の
「
頭
の
中
」
に
あ
る
小
さ
な
「
自
然
」
と
「
頭
の
外
」
に
あ
る

大
き
な
「
自
然
」
と
の
〈
恋
愛
〉
は
成
就
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
自
然
」
と
し
て
の
一

元
的
存
在
、
む
ろ
ん
そ
れ
は
「
夢
」
で
あ
る
。
「
や
が
て
、
夢
か
ら
覚
め
」
「
此
一
刻
の
幸
か
ら

生
ず
る
永
久
の
苦
痛
」
が
「
卒
然
と
し
て
、
代
助
の
頭
を
冒
し
て
来
た
」
と
き
、
彼
は
「
甘
い

香
に
咽
せ
て
、
失
心
し
て
室
の
中
に
倒
れ
た
か
っ
た
」
（
同
）
。
だ
が
「
失
心
」
は
代
助
に
許
さ

れ
ず
、
彼
が
再
び
〈
死
ぬ
〉
こ
と
は
な
い
。

〈
恋
愛
〉
の
「
夢
」
の
瞬
間
が
〈
死
〉
の
時
間
と
同
義
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
〈
生
〉

を
象
徴
す
る
「
赤
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
対
照
的
な
「
白
百
合
の
花
」
（
同
）
が
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
、
そ
の
覚
醒
後
に
代
助
に
あ
ら
た
め
て
「
流
れ
て
ゐ
る
血
潮
」
や
胸
の
「
鼓
動
を
感
じ
」
（
同
）

断
面
に
も
、
二
人
の
間
に
撚
え
る
愛
の
炎
を
見
出
さ
な
い
事
は
な
か
っ
た
。
必
寛
は
、
三

千
代
が
平
岡
に
嫁
ぐ
前
、
既
に
自
分
に
嫁
い
で
ゐ
た
の
も
同
じ
事
だ
と
考
え
詰
め
た
時
、

彼
は
堪
え
が
た
き
重
い
も
の
を
、
胸
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
。
（
十
三
）

「
今
日
始
め
て
自
然
の
昔
に
帰
る
ん
だ
」
と
胸
の
中
で
云
っ
た
。
斯
う
云
ひ
得
た
時
、
彼

は
年
頃
に
な
い
安
慰
を
総
身
に
覚
え
た
。
何
故
も
っ
と
早
く
帰
る
事
が
出
来
な
か
っ
た
の

か
と
思
っ
た
。
始
か
ら
何
故
自
然
に
抵
抗
し
た
の
か
と
思
っ
た
。
彼
は
雨
の
中
に
、
百
合

の
中
に
、
再
現
の
昔
の
な
か
に
、
純
一
無
雑
に
平
和
な
生
命
を
見
出
し
た
。
其
生
命
の
裏

に
も
表
に
も
、
欲
得
は
な
か
っ
た
、
利
害
は
な
か
っ
た
、
自
己
を
圧
迫
す
る
道
徳
は
な
か

プ
リ
ス

つ
た
。
雲
の
様
な
自
由
と
、
水
の
如
き
自
然
と
が
あ
っ
た
。
さ
う
し
て
凡
て
が
幸
で
あ
っ

た
。
だ
か
ら
凡
て
が
美
し
か
っ
た
。
（
十
四
）
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さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
三
千
代
の
乗
る
車
の
音
が
聞
こ
え
た
と
き
、
代

助
は
「
蒼
白
い
頬
に
微
笑
を
洩
ら
し
な
が
ら
、
右
の
手
を
胸
に
当
て
」
（
同
）
て
い
る
。
「
生
き

た
が
る
男
」
（
こ
は
く
死
〉
を
望
ん
で
い
る
。
し
か
し
彼
は
二
重
の
意
味
で
三
千
代
と
一
緒
に

〈
死
ぬ
〉
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
『
仕
様
が
な
い
。
覚
悟
を
決
め
ま
せ
う
』
」
。
こ
こ
で
も
三
千
代
は
「
自
然
」
そ
の
も
の

で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
自
身
は
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
を
生
き
て
き
た
「
自
然
」

が
代
助
に
よ
っ
て
〈
恋
愛
〉
と
し
て
共
有
さ
れ
よ
う
と
す
る
瞬
間
、
そ
れ
が
変
質
し
て
し
ま
う

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

「
相
並
ん
で
存
在
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
自
覚
が
、
た
と
え
一
刻
で
あ
れ
許
さ
れ
た
こ
と
は

「
愛
の
喪
」
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
「
愛
の
刑
」
は
、
「
二
人
の
魂
」
が
「
社
会
か
ら
逐
ひ
放

た
る
べ
き
」
も
の
と
な
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
む
し
ろ
幸
い
で
あ
る
。
た
と

え
ば
『
門
』
の
宗
助
と
御
米
の
よ
う
に
、
社
会
の
片
隅
で
「
二
人
」
し
て
生
き
て
行
け
ば
よ
い

か
ら
で
あ
る
。

「
覚
悟
」
の
一
言
で
、
三
千
代
は
い
わ
ば
大
き
な
「
自
然
」
の
象
徴
と
し
て
の
一
元
的
存
在

か
ら
、
一
個
人
の
小
さ
な
「
自
然
」
を
抱
え
た
二
重
性
を
生
き
る
生
身
の
存
在
に
変
身
す
る
。

彼
女
の
〈
個
人
的
な
自
然
〉
は
蘇
り
、
し
か
し
間
も
な
く
息
絶
え
る
の
で
あ
る
。
「
自
然
」
と

〈
個
人
的
な
自
然
〉
と
は
、
「
夢
」
Ⅱ
〈
死
〉
以
外
の
場
所
で
は
「
相
並
ん
で
」
は
存
在
し
得

な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
確
実
な
の
は
、
か
っ
て
代
助
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、
い
ま
再
び
生

き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
三
千
代
の
〈
個
人
的
な
自
然
〉
が
、
そ
れ
を
彼
女
が
「
意
志
」
し
た

そ
の
瞬
間
に
、
代
助
の
求
め
て
い
る
当
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

二
重
性
を
生
き
る
三
千
代
に
存
在
す
る
場
所
は
な
い
。
代
助
は
三
千
代
へ
の
愛
の
告
白
の
直

後
に
「
『
万
事
終
る
』
と
宣
告
」
し
て
い
る
。
「
恋
愛
の
彫
刻
」
は
三
千
代
の
死
を
前
提
に
し

て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
「
夢
」
で
し
か
な
い
。
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
「
解

剖
」
さ
れ
「
吟
味
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
「
利
己
」
を
含
ん
で
し
ま
う

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
〈
個
人
的
な
自
然
〉
が
そ
れ
本
来
の
〈
生
〉
を
「
意
志
」
す
る
と
き
に

は
、
別
の
（
た
と
え
ば
三
千
代
の
あ
る
い
は
平
岡
の
）
〈
個
人
的
な
自
然
〉
の
〈
死
〉
を
も
た
ら

す
こ
と
に
な
る
。
「
物
に
襲
は
れ
た
様
に
」
泣
き
出
し
た
と
き
、
彼
女
に
は
そ
の
こ
と
さ
え
了

解
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
（
十
四
）
。

代
助
は
「
復
讐
」
を
口
に
す
る
。
三
千
代
が
否
定
し
て
も
「
代
助
は
そ
れ
に
耳
を
貸
さ
」
ず
、

弓
僕
は
貴
方
に
何
所
迄
も
復
讐
し
て
賃
ひ
た
い
』
」
と
い
っ
て
い
る
（
十
四
）
。
こ
れ
は
三
千

代
個
人
へ
の
言
葉
で
は
な
く
、
「
自
然
」
に
向
け
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
「
人
間
」
は
代
助
に

「
自
然
」
そ
の
も
の
で
な
く
な
っ
た
三
千
代
は
ま
る
で
「
世
の
中
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
代

助
の
「
責
任
」
や
「
職
業
」
⑫
な
ど
三
千
代
は
「
欲
し
く
な
い
」
（
十
六
）
。
代
助
が
「
物
質
」

に
こ
だ
わ
る
の
は
、
そ
れ
が
自
分
の
「
精
神
」
の
基
盤
だ
か
ら
で
あ
り
、
三
千
代
へ
の
「
気
の

毒
」
で
あ
る
以
上
に
自
身
の
「
夢
」
（
「
自
然
」
と
の
〈
恋
愛
〉
）
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
欲

望
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
保
身
に
過
ぎ
な
い
。
二
人
の
生
活
に
「
金
銭
」
が
必
要
な
の
は

三
千
代
に
は
「
始
め
か
ら
解
っ
て
る
」
（
同
）
。
自
分
自
身
に
向
け
ら
れ
た
く
恋
愛
〉
を
望
ん
で

「
死
ぬ
積
で
覚
悟
を
極
め
て
ゐ
る
」
（
同
）
三
千
代
に
対
し
、
い
か
に
も
代
助
は
「
そ
わ
’
～
し

て
」
（
十
五
）
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
〈
個
人
的
な
自
然
〉
に
「
利
己
」
と
い
う
「
罪
」
を
見
ざ
る
を
得
ず
、
「
意
志
」
に
よ

る
選
択
を
拒
み
、
む
し
ろ
自
身
の
〈
個
人
的
な
自
然
〉
を
縮
小
さ
せ
て
生
き
て
き
た
代
助
が
、

そ
の
拡
大
を
許
す
「
自
然
」
と
し
て
で
は
な
く
自
ら
の
〈
個
人
的
な
自
然
〉
を
拡
大
さ
せ
て
生

き
よ
う
と
「
意
志
」
す
る
三
千
代
に
ど
う
し
て
近
づ
き
得
よ
う
か
。
代
助
と
三
千
代
で
は
、
そ

の
〈
恋
愛
〉
の
対
象
が
す
れ
違
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
自
身
の
〈
個
人
的
な
自
然
〉
の
扱
い

方
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
違
い
の
本
質
は
「
覚
悟
」
、
す
な
わ
ち
自
身
の
「
利
己
」
を
他
の
も
の
（
た
と
え
ば

大
き
な
「
自
然
」
）
の
存
在
を
借
り
ず
に
許
し
得
る
か
ど
う
か
の
差
異
に
あ
る
。
代
助
は
「
自

己
」
の
み
に
よ
っ
て
生
き
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
三
千
代
が
、
彼
女
自
身
と
し
て
は

一
元
的
な
く
自
己
本
位
〉
を
生
き
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
ド

ソ
キ
ホ
ー
テ
」
は
一
瞬
の
「
夢
」
と
し
て
は
あ
り
得
て
も
「
ド
ソ
キ
ホ
ー
テ
」
で
あ
る
こ
と
を

自
覚
す
る
「
ド
ソ
キ
ホ
ー
テ
」
に
「
そ
れ
か
ら
」
は
な
い
。
《
代
助
の
自
己
回
復
の
試
み
》
が

《
彼
の
自
己
解
体
と
同
じ
》
⑬
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、
現
実
の
代
助
が
ど
こ
ま
で
も
「
自
己
」

と
「
利
己
」
の
「
双
方
を
一
時
に
見
る
」
二
重
性
を
生
き
る
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

罰
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
「
自
然
」
だ
け
に
そ
れ
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
三
千
代

は
代
助
の
「
復
讐
」
の
一
語
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
、
「
自
然
」
と
し
て
の
一
元
的
な
存
在

と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
一
元
的
「
自
然
」
と
い
う
「
夢
」
を
の
み
相
手
に
す
る
代
助
は
、
眼

の
前
の
二
重
性
を
余
儀
な
く
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
三
千
代
の
〈
個
人
的
な
自
然
〉
を
認
め
よ

う
と
は
し
な
い
。

代
助
は
平
生
か
ら
物
質
的
状
況
に
愈
き
を
置
く
の
結
果
、
た
選
貧
苦
が
愛
人
の
満
足
に

価
し
な
い
と
云
ふ
事
丈
を
知
っ
て
ゐ
た
。
だ
か
ら
富
が
三
千
代
に
対
す
る
責
任
の
一
つ
と

考
へ
た
の
み
で
、
夫
よ
り
外
に
明
か
な
観
念
は
丸
で
持
つ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
（
十
六
）
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⑤
平
岡
敏
夫
（
弓
そ
れ
か
ら
』
論
」
、
『
漱
石
序
説
』
塙
書
房
、
昭
和
五
一
・
一
○
）

⑥
吉
田
熈
生
（
弓
代
助
の
感
性
ｌ
「
そ
れ
か
ら
」
の
一
面
』
、
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
六
・

二
に
、
「
代
助
の
〈
論
理
〉
は
、
実
は
彼
の
感
性
の
職
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

⑦
猪
野
謙
二
（
弓
そ
れ
か
ら
』
の
思
想
と
方
法
」
、
『
明
治
の
作
家
』
岩
波
書
店
、
昭
和
四
一
・

一
二
に
、
「
八
重
椿
の
花
の
色
」
は
、
「
根
源
的
な
生
の
不
安
の
、
ま
た
同
時
に
」
「
社
会

④③②① し
か
し
三
千
代
の
一
元
的
「
自
然
」
と
し
て
の
存
在
が
代
助
の
幻
想
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
女

の
〈
自
己
本
位
〉
も
ま
た
「
永
く
生
き
ら
れ
る
身
体
ぢ
や
な
い
」
（
十
六
）
こ
と
を
前
提
に
し
た

虚
構
な
の
で
あ
る
。

三
千
代
は
「
自
然
」
で
あ
り
、
〈
変
わ
ら
な
い
も
の
〉
（
「
少
し
も
変
っ
て
ゐ
や
し
な
い
」

（
十
三
）
）
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
三
千
代
は
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

「
自
然
」
は
死
ぬ
運
命
に
あ
る
。
代
助
が
悲
劇
的
な
の
は
、
三
千
代
Ⅱ
「
自
然
」
の
死
に
目
に

会
え
な
い
、
死
を
見
届
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
せ
め
て
そ
れ
が
叶

え
ば
、
彼
は
諦
め
の
中
に
あ
る
種
の
安
息
を
覚
え
つ
つ
、
二
度
と
熱
す
る
こ
と
の
な
い
「
邑

且
日
冒
凰
」
を
生
き
得
た
で
あ
ろ
う
。
「
自
然
」
が
ど
こ
か
で
生
き
残
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
と
い
う
微
か
な
望
み
さ
え
抱
か
な
い
そ
れ
は
、
〈
死
と
し
て
の
生
〉
生
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
さ
え
代
助
に
は
許
さ
れ
ず
、
同
じ
く
死
に
ゆ
く
運
命
に
あ
る
三
千
代
の

〈
個
人
的
な
自
然
〉
を
も
見
殺
し
に
す
る
し
か
な
い
。
代
助
は
「
自
然
」
と
し
て
の
三
千
代
と

も
三
千
代
の
〈
個
人
的
な
自
然
〉
と
も
一
緒
に
死
ぬ
こ
と
が
出
来
な
い
。
「
『
何
故
棄
て
上
仕

舞
っ
た
ん
で
す
』
」
（
十
四
）
と
三
千
代
は
詰
る
。
「
棄
て
上
仕
舞
っ
た
」
こ
と
に
後
か
ら
気
づ

く
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
〈
棄
て
つ
つ
あ
る
〉
こ
と
に
自
覚
的
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
頭
の

外
」
に
あ
る
「
自
然
」
と
の
つ
な
が
り
が
な
い
以
上
、
「
頭
の
中
」
の
「
自
然
」
を
「
生
き
た

外
」
に
あ
る
「
自
然
」
と
の
つ
な
が
り
が
な
い
以
上
、
「
頭
（

が
る
」
人
は
そ
れ
を
学
習
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

越
智
治
雄
（
弓
そ
れ
か
ら
』
誌
」
、
『
漱
石
私
論
』
角
川
書
店
、
昭
和
四
六
・
六
）
に
「
代

助
の
自
己
正
当
化
の
論
理
と
し
て
自
然
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
」
と
の
指
摘
が
あ

註一
二
に
、
「
八
重
椿
の
花
の
色
」
は
、
「
根
声

的
な
不
安
の
象
徴
」
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

デ
（
ぜ
。

武
者
小
路
実
篤
（
弓
そ
れ
か
ら
』
に
就
い
て
」
、
『
白
樺
』
明
治
四
三

安
倍
能
成
（
「
『
こ
上
ろ
』
を
読
ぶ
て
」
、
『
思
想
』
昭
和
一
○
・
二
）

小
宮
豊
隆
（
弓
そ
れ
か
ら
』
を
読
む
」
、
『
新
小
説
』
明
治
四
三
・
三
）

『
白
樺
』
明
治
四
三
・
四
）

［
後
記
］

本
稿
は
先
に
発
表
し
た
拙
論
「
「
変
化
」
に
つ
い
て
ｌ
夏
目
漱
石
『
そ
れ
か
ら
』
試
論

ｌ
」
（
神
戸
大
学
国
語
教
育
学
会
誌
「
国
語
年
誌
」
第
十
号
、
平
成
三
・
十
一
）
の
前
提
の

役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
代
助
の
〈
恋
愛
〉
に
関
す
る
考
察
（
本
稿
第
三
章
）
に
つ
い
て

は
、
一
部
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
断
わ
っ
て
お
く
。

⑧
小
宮
豊
隆
（
『
そ
れ
か
ら
』
、
岩
波
版
漱
石
全
集
第
四
巻
『
解
説
』
）

⑨
安
部
次
郎
（
弓
そ
れ
か
ら
』
を
読
む
」
、
筑
摩
版
漱
石
全
集
別
巻
所
収
）
に
、
「
要
す
る

に
『
そ
れ
か
ら
』
の
欠
点
は
情
緒
的
方
面
の
省
略
に
あ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

山
室
静
（
「
漱
石
の
『
そ
れ
か
ら
』
と
『
門
竺
、
『
近
代
文
学
』
昭
和
二
九
・
五
、
『
日

本
文
学
研
究
資
料
鐙
書
夏
目
漱
石
Ｉ
』
有
精
堂
、
昭
和
五
七
・
三
、
所
収
）
に
、
代
助
の

「
内
面
か
ら
押
し
出
す
力
が
希
薄
」
で
あ
り
「
彼
の
決
意
に
、
し
ん
じ
つ
の
重
み
が
出
て
来

な
い
」
「
と
り
わ
け
三
千
代
の
ご
と
き
は
、
お
人
形
す
ぎ
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

⑩
漱
石
の
『
日
記
』
（
明
治
四
二
・
三
・
六
）
に
お
け
る
『
煤
煙
』
に
関
す
る
記
述
を
さ
す
。

⑪
伊
豆
利
彦
（
「
『
そ
れ
か
ら
』
に
つ
い
て
」
、
『
一
冊
の
認
座
夏
目
漱
石
』
有
精
堂
、
昭
和

五
七
・
三
に
、
「
再
現
の
昔
」
は
「
四
、
五
年
昔
の
こ
と
で
は
な
ど
。
「
こ
れ
は
生
以
前

の
生
と
も
い
う
べ
き
、
生
の
根
源
に
あ
る
自
然
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

⑫
石
原
千
秋
（
『
次
男
坊
の
記
号
学
』
、
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
至
文
堂
、
昭
和
六
三
・
八
）

代
助
に
「
自
己
の
内
な
る
〈
家
〉
へ
の
郷
愁
」
を
想
定
し
、
「
責
任
」
や
、
「
職
業
」
を
ロ

に
す
る
「
代
助
の
〈
恋
〉
が
」
「
〈
家
〉
の
外
で
演
じ
ら
れ
る
〈
家
〉
の
言
説
、
す
な
わ
ち
成

熟
の
儀
式
だ
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑬
越
智
治
雄
（
前
掲
に
同
じ
）
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