
一

国
木
田
独
歩
の
文
学
が
そ
の
基
本
的
性
格
に
お
い
て
宇
宙
・
大
自
然
の
無

限
性
と
そ
の
中
に
浮
沈
す
る
有
限
瞬
間
的
な
人
生
の
諸
相
を
対
比
的
に
描
き
、

宇
宙
・
人
生
の
秘
義
を
痛
感
さ
せ
る
こ
と
を
目
指
し
た
文
学
で
あ
る
こ
と
は
、

す
で
に
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
独
歩
に
こ
の
よ
う
な
文
学
思
想
を

植
え
付
け
る
上
で
、
最
も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
が
、
ワ
ー
ヅ
ワ
ー

ス
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
ま
た
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
カ
ー
ラ
イ
ル
も

こ
う
し
た
面
で
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
に
次
い
で
大
き
な
影
響
力
の
あ
る
｝
」
と
が
、

①

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
や
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
に
な

る
と
、
い
ず
れ
も
独
歩
に
対
し
て
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
影
響
感
化
を
及
ぼ
し
た

ら
し
い
西
欧
作
家
で
あ
る
こ
と
が
、
た
び
た
び
述
尋
へ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
ま
だ
い
か
な
る
影
響
感
化
を
与
え
た
か
の
具
体
的
な
研
究
が
ほ
と

ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響

と
言
え
ば
、
つ
ね
に
二
葉
亭
訳
「
あ
ひ
其
き
」
（
明
治
二
一
年
七
・
八
月
「
国

民
之
友
」
）
の
「
武
蔵
野
」
（
三
一
年
一
・
二
月
「
国
民
之
友
」
に
発
表
当
時
「
今
の

国
木
田
独
歩
に
お
け
る
ヅ
ル
ゲ
１
不
フ
の
影
響

1

｣
』

０
０
－

②

武
蔵
野
」
）
へ
の
影
響
が
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
独
歩
に
対
す
る
ツ
ル

ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響
感
化
泰
自
然
描
写
の
面
で
だ
け
考
え
る
こ
と
は
、
き
わ
め

て
偏
頗
な
狭
い
解
釈
な
の
で
あ
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
も
ま
た
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス

や
カ
ー
ラ
イ
ル
と
と
も
に
冒
頭
に
述
ぺ
た
よ
う
な
独
歩
文
学
の
根
本
理
念
の

形
成
に
感
化
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
小
説
と
し
て
の
形
象
化
の
手
法
の
上
に

重
要
な
示
唆
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
小
論
に
お
い
て
は

こ
う
し
た
点
で
独
歩
の
文
学
形
成
の
上
に
及
ぼ
し
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響

感
化
を
中
心
と
し
て
、
独
歩
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
諸
作
に
接
し
た
経
緯
の
一

端
に
つ
い
て
も
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
独
歩
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
諸
作
に
接
し
た
経
緯
に
つ
い
て
述
寒
へ
て
み

よ
う
。
そ
の
経
路
に
は
次
の
三
つ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

１
二
葉
亭
四
迷
の
翻
訳
を
通
し
て

２
友
人
今
井
忠
治
の
紹
介
、
翻
訳
に
よ
っ
て

３
英
訳
を
通
し
て 2

．
芦
谷
信
和

齢

○
4

１
１

ｰ



ま
ず
二
葉
亭
に
よ
る
翻
訳
を
通
し
て
の
場
合
に
つ
い
て
概
説
し
て
お
こ
う
。

。
③

こ
の
経
路
に
つ
い
て
は
従
来
も
し
ば
し
ば
説
か
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
か

ら
、
そ
う
い
う
点
は
で
き
る
だ
け
重
複
を
避
け
た
い
。
二
葉
亭
の
訳
に
な
る

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品
中
、
独
歩
が
読
ん
だ
こ
と
の
確
証
し
得
る
も
の
は
、

④

「
あ
ひ
嘆
き
」
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
、
（
一
二
年
一
○
月
’
一
三
年
一
月
「
都
の
花
」
、

単
行
『
片
恋
』
で
は
「
奇
遇
」
）
「
片
恋
」
（
二
九
年
一
○
月
『
片
恋
』
）
「
う
き

草
」
（
三
○
年
四
月
’
一
○
月
「
太
陽
」
）
の
四
作
で
あ
る
。
そ
う
し
て
「
あ
ひ

且
き
」
「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
そ
の
他
の
二
葉
亭
訳
を
筆
写
研
究
し
て
い
た
ら

｛
し
い
。
（
「
獣
か
ざ
る
の
記
」
鏥
・
６
．
８
１
以
下
日
付
の
み
記
す
。
斎
藤
弔
花
著

「
国
木
田
独
歩
と
其
周
朋
」
Ｐ
一
九
○
’
一
九
一
）
け
れ
ど
も
独
歩
は
二
葉
亭
の

訳
で
こ
れ
以
外
の
も
の
を
も
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ

こ
で
二
葉
亭
訳
に
な
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品
の
う
ち
、
上
記
四
作
以
外
の

も
の
を
年
代
順
に
挙
げ
て
み
よ
う
。
「
夢
か
た
り
」
「
猶
太
人
」
「
く
さ
れ

縁
」
の
三
作
と
、
他
に
未
発
表
の
「
け
ふ
り
」
が
あ
り
、
ま
た
翻
案
戯
曲

「
わ
か
ら
ず
や
」
（
三
八
年
一
月
「
文
芸
界
」
）
が
あ
る
。
「
け
ふ
り
」
を
除
い

て
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
独
歩
が
読
ん
だ
も
の
と
し
て
お
そ
ら
く
間
違
い
あ
る

ま
い
。
「
猶
太
人
」
は
三
十
一
年
一
月
の
「
国
民
之
友
」
第
三
六
五
号
に
発

表
さ
れ
た
が
、
同
誌
上
に
は
独
歩
が
「
今
の
武
蔵
野
」
の
第
一
回
を
発
表
し

て
い
る
。
二
葉
亭
訳
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響
下
に
成
っ
た
作
侃
「
今
の
武
蔵

野
」
と
同
じ
号
に
掲
載
さ
れ
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
二
葉
亭
訳
を
読
ま
な
か
っ

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
か
も
独
歩
は
二
十
九
年
の
末
頃
か
ら
三
十
一
年

八
月
の
「
国
民
之
友
」
の
廃
刊
ま
で
毎
月
の
よ
う
に
同
誌
上
に
作
品
を
書
い

て
お
り
、
彼
に
と
っ
て
内
輪
の
雑
誌
で
あ
っ
た
「
国
民
之
友
」
は
か
な
ら
ず

国
木
田
独
歩
に
お
け
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響

V

。

⑤

や
読
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
治
子
夫
人
は
、
そ
れ
ほ
ど
読
書
家
で

も
な
い
独
歩
が
、
二
葉
亭
の
も
の
は
か
な
ら
ず
読
ん
だ
、
た
い
て
い
の
雑
誌
は

寄
贈
を
受
け
て
い
た
が
、
「
文
芸
倶
楽
部
」
な
ど
の
贈
呈
さ
れ
な
い
雑
誌
に
二

葉
亭
の
も
の
が
掲
載
さ
れ
る
と
、
大
急
ぎ
で
購
読
し
、
会
心
の
作
が
あ
る
と
、

彼
女
に
も
読
ま
せ
て
、
文
学
談
な
ど
を
聞
か
せ
た
、
と
言
っ
て
い
る
。
（
「
中

央
公
論
」
・
追
悼
「
鳴
呼
国
木
田
独
歩
」
所
収
「
家
庭
に
於
け
る
独
歩
」
）
し
た
が
っ
て

三
十
年
四
月
お
よ
び
三
十
一
年
十
一
月
の
「
文
芸
倶
楽
部
」
（
い
ず
れ
も
増
刊

号
）
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
「
夢
か
た
り
」
「
く
さ
れ
縁
」
も
、
き
っ
と

読
ん
だ
に
違
い
な
い
。
田
山
花
袋
も
、
二
葉
亭
の
作
品
は
ど
ん
な
も
の
で
も

読
ま
ぬ
も
の
は
な
か
っ
た
、
「
く
さ
れ
縁
」
な
ど
と
い
う
も
の
ま
で
読
ん
だ
、

と
述
べ
て
お
り
、
（
単
行
「
イ
ソ
キ
ヅ
ポ
」
Ｐ
九
六
’
九
七
）
両
者
の
二
葉
亭
へ

の
傾
倒
の
深
さ
を
示
す
言
葉
が
一
致
を
見
る
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
こ
の
引

用
文
に
す
ぐ
続
い
て
、
花
袋
は
、
独
歩
に
「
太
陽
」
か
ら
一
冊
に
纒
め
た

⑥

「
う
き
草
」
を
借
し
、
そ
れ
を
返
し
に
来
た
時
、
作
品
か
ら
受
け
た
感
銘
を

夢
中
で
語
り
、
作
中
の
語
句
や
登
場
人
物
の
言
葉
な
ど
を
ま
ね
て
、
感
慨
に

耽
っ
た
｝
」
と
、
ま
た
逆
に
独
歩
所
有
の
「
片
恋
」
を
留
守
中
に
家
に
上
っ
て

読
ん
だ
こ
と
が
述
寒
へ
ら
れ
て
い
る
。
（
Ｐ
九
七
’
一
○
○
）
こ
の
こ
と
は
、
彼

等
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
熱
が
、
互
い
に
作
品
を
紹
介
し
合
い
、
書
籍
や
雑
誌
を

貸
借
し
、
感
銘
を
語
り
合
い
、
共
感
を
求
め
、
ま
た
は
議
論
を
闘
わ
す
と
い

う
密
接
な
友
人
関
係
の
中
で
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
と
と

も
に
、
独
歩
が
読
書
家
花
袋
と
こ
う
し
た
関
係
に
あ
る
以
上
、
上
に
掲
げ
た

諸
作
を
か
な
ら
ず
や
愛
読
し
た
に
違
い
な
い
と
の
確
信
を
深
め
さ
せ
ら
れ
る
。

と
く
に
「
夢
か
た
り
」
「
猶
太
人
」
「
く
さ
れ
縁
」
の
三
作
品
は
い
ず
れ
も

一
一

姓

凸



三
十
年
・
三
十
一
年
の
発
表
で
あ
り
、
こ
の
頃
は
彼
等
花
袋
や
松
岡
（
柳
田
）

国
男
な
ど
の
仲
間
の
間
で
こ
の
よ
う
に
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
熱
の
盛
ん
な
時
期
で

も
あ
り
、
近
く
二
十
九
年
十
月
乃
至
十
一
月
に
「
片
恋
」
を
読
み
、
弱
・

皿
・
型
田
山
花
袋
著
「
イ
ン
キ
ッ
ポ
」
Ｐ
九
九
、
「
東
京
の
三
十
年
」
市
民
文
庫
Ｐ

一
○
一
、
「
趣
味
」
追
悼
号
「
文
豪
国
木
田
独
歩
」
所
収
田
山
花
袋
「
渋
谷
時
代
の

独
歩
」
）
ま
た
同
じ
頃
今
井
忠
治
か
ら
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
話
を
聞
き
、
弱
，

９
・
叫
羽
、
出
、
羽
・
皿
・
ど
同
じ
頃
「
う
き
草
」
を
も
読
ん
で
い
る

し
、
傾
倒
し
た
二
葉
亭
の
翻
訳
の
う
ち
で
も
、
こ
と
に
深
い
感
銘
を
受
け
た

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
を
独
歩
は
か
な
ら
ず

や
熟
読
し
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
友
人
今
井
忠
治
の
紹
介
翻
訳
に
よ
る
場
合
で
あ
る
が
、
｜
」
れ
も
す
で

に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
略
述
す
る
に
留
め
よ
う
。
「
欺
か
ざ
る
の
記
」

に
よ
れ
ば
、
二
十
九
年
九
月
十
二
日
の
輪
読
会
で
今
井
は
「
初
恋
」
を
講
じ

て
お
り
、
「
病
航
録
」
に
よ
れ
ば
、
麻
陣
狂
に
罹
っ
て
後
で
さ
え
、
文
辞
ほ

と
ん
ど
意
を
な
さ
ぬ
な
が
ら
、
な
お
独
歩
の
た
め
に
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
な
ど
を

た
び
た
び
訳
し
た
と
い
う
。
（
全
集
Ｖ
９
Ｐ
八
七
）
宮
崎
湖
処
子
も
、
と
く
に

渋
谷
時
代
に
は
独
歩
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
傾
倒
し
て
い
た
の
で
、
今
井
に
独

文
か
ら
読
ん
で
も
ら
っ
て
話
を
聞
く
と
い
う
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
と
述
・
へ
て
い

る
。
（
「
文
豪
国
木
田
独
歩
」
所
収
「
民
友
社
時
代
の
独
歩
」
）
「
決
闘
家
」
（
三
七
年

⑦

四
月
「
文
芸
倶
楽
部
」
）
も
今
井
の
訳
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。

次
に
英
訳
を
通
し
て
独
歩
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
諸
作
に
接
し
た
事
情
を
考

察
し
て
み
よ
う
。

田
山
花
袋
は
「
東
京
の
三
十
年
」
に
次
の
よ
う
に
述
・
へ
て
い
る
。

･

q

サ

外
国
の
文
学
の
話
に
な
る
と
ト
ル
ス
ト
イ
と
ツ
ル
ゲ
ネ
ブ
と
ド
ス
ト
ェ

フ
ス
キ
ー
と
ゾ
ラ
と
ア
ル
フ
オ
ン
ス
・
ド
オ
デ
エ
と
が
い
つ
も
出
た
。
Ｋ

は
中
で
も
ツ
ル
ゲ
ネ
ブ
が
好
き
で
あ
っ
た
。
其
時
分
は
容
易
に
手
に
入
れ

る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
『
烟
』
の
英
訳
を
一
冊
持
っ
て
ゐ
て
、
イ
リ
ナ

の
話
を
い
つ
も
Ｋ
は
持
出
し
た
。
何
方
か
と
言
へ
ば
、
か
れ
は
ツ
ル
ゲ
ネ

フ
の
自
然
に
対
す
る
形
を
好
き
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
Ｉ
‐
「
猟
夫
日
記
』

の
あ
る
も
の
な
ど
は
殊
に
好
き
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
一
烟
」
は
イ
リ
ナ

・
の
恋
が
お
信
さ
ん
と
か
れ
と
の
恋
に
似
て
ゐ
る
の
で
、
殊
に
Ｋ
は
愛
読
し

た
。
「
女
っ
て
、
皆
な
か
う
い
ふ
も
ん
だ
よ
』
と
言
っ
た
り
、
『
本
当
に
こ

の
通
り
だ
。
《
血
目
○
百
》
陣
〕
５
胃
ご
と
言
ふ
あ
た
り
は
何
と
も
言
は
れ
な

い
』
と
言
っ
た
り
し
た
。
最
後
に
、
イ
リ
ナ
が
そ
こ
の
男
の
許
に
行
く
と

こ
ろ
を
評
し
て
、
『
こ
れ
は
蛇
足
の
や
う
だ
が
、
さ
う
ぢ
や
な
い
。
こ
こ

が
大
き
い
ん
だ
、
人
生
だ
、
広
い
不
可
解
な
人
生
だ
』
と
言
っ
た
。
（
後
略
）

（
Ｐ
一
三
八
）

「
Ｋ
と
Ｔ
」
の
一
節
で
、
「
Ｋ
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
国
木
田
独
歩
で
あ
る
。

彼
は
「
烟
」
の
英
訳
を
所
持
し
て
い
て
、
こ
れ
と
「
猟
人
日
記
」
を
愛
読
し

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
「
烟
」
の
方
で
あ
る
が
、
吉
江
喬
松
も
「
ツ

ル
ゲ
ェ
ネ
フ
の
英
訳
本
を
自
分
で
も
読
み
耽
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
所
持

し
て
ゐ
て
、
幾
回
も
読
み
耽
っ
た
カ
ア
ラ
イ
ル
の
『
英
雄
崇
拝
』
と
、
ツ
ル

ゲ
ェ
ネ
フ
の
「
煙
」
寿
い
輝
七
僻
迄
誇
癖
卵
咋
蝉
罪
逗
と
は
、
独
歩
自
身
が
自
分

の
青
年
期
の
感
懐
を
構
成
し
た
記
念
の
書
物
だ
と
い
っ
て
、
死
ぬ
少
し
前
に

私
に
呉
れ
た
の
を
今
も
保
存
し
て
ゐ
る
・
」
（
「
国
木
田
独
歩
研
究
」
）
と
言
っ
て

い
る
。
．
句
一
節
一
章
録
」
（
四
一
年
八
月
「
文
豪
国
木
田
独
歩
」
。
『
独
歩
小
品
』

ｰ



r

グ

で
は
「
恋
の
日
記
」
）
に
「
「
ス
モ
ー
ク
』
の
一
冊
が
机
の
上
に
置
て
あ
る
。
」
と

い
う
「
ス
モ
ー
ク
」
は
こ
の
書
物
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
己
と
治
子
と
の
恋

愛
を
「
ス
モ
ー
ク
」
の
リ
ト
イ
ノ
フ
と
イ
リ
ナ
の
そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。

独
歩
が
「
ス
モ
ー
ク
」
を
耽
読
し
て
強
い
感
動
を
受
け
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

、

次
に
花
袋
が
「
煙
」
と
並
べ
て
独
歩
の
愛
読
害
と
し
て
挙
げ
た
「
猟
人
日

記
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
先
に
引
用
し
た
「
東
京
の
三
十
年
」
の

一
節
に
、
独
歩
が
「
猟
人
日
記
」
を
愛
読
し
た
の
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の

‐
「
自
然
に
対
す
る
形
」
を
好
ん
だ
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
ひ
貫

き
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
『
猟
人
日
記
」
中
の
一
篇
で
あ
り
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
の
「
自
然
に
対
す
る
形
」
を
最
も
典
型
的
に
示
し
た
作
品
と
し
て
、
独
歩

が
傾
倒
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
『
猟
人
日
記
』
に
は
全
般
的
に
ロ
シ
ア
の

広
大
な
自
然
を
背
景
と
し
た
生
活
が
描
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
自
然

描
写
の
豊
か
な
篇
が
多
く
、
い
か
に
も
独
歩
好
み
の
諸
篇
を
多
数
含
ん
で
い

る
。
だ
か
ら
「
あ
ひ
凶
き
」
に
傾
倒
し
た
独
歩
が
、
「
猟
人
日
記
」
の
全
篇

を
英
訳
本
で
愛
読
し
た
の
は
、
き
わ
め
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
時

期
は
花
袋
の
叙
述
か
ら
二
人
が
日
光
照
尊
院
に
過
ご
す
以
前
か
ら
で
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
・

斎
藤
弔
花
に
よ
る
と
、
氷
川
町
時
代
「
独
歩
は
、
よ
く
小
形
の
英
訳
ツ
ル

ゲ
ネ
ー
フ
を
読
ん
で
ゐ
た
。
但
し
彼
は
そ
の
一
冊
を
寝
て
も
覚
め
て
も
一
宇

一
句
も
忽
に
せ
ず
丁
寧
に
読
ん
だ
。
こ
れ
も
花
袋
か
ら
の
借
物
だ
っ
た
。
」

（
「
国
木
田
独
歩
と
其
周
囲
」
Ｐ
一
二
○
）
と
い
う
。
こ
の
英
訳
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ

が
何
と
い
う
作
品
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
鎌
倉
在
住
時
代
に
は

国
木
田
独
歩
に
お
け
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響

〃

6

「
当
時
の
日
本
文
学
に
は
餘
り
注
意
を
払
は
な
か
っ
た
。
只
寝
て
も
起
き
て

も
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
ブ
の
全
集
を
手
に
し
て
耽
読
し
て
居
た
。
」
（
「
新
潮
」
追
悼
号

「
国
木
田
独
歩
」
所
収
「
鎌
倉
在
住
前
後
の
独
歩
氏
」
）
と
も
い
う
。
花
袋
は
三
十

五
年
頃
に
は
「
英
語
に
訳
さ
れ
た
ツ
ル
ゲ
ネ
フ
の
全
集
も
も
う
や
っ
て
来
て

ゐ
た
・
」
（
「
近
代
の
小
説
」
角
川
文
庫
Ｐ
七
九
）
と
述
《
へ
て
い
る
。
江
馬
修
は
独

歩
の
読
ん
だ
の
は
ガ
ー
ネ
ッ
ト
の
英
訳
本
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
「
人
及
び

芸
術
家
と
し
て
の
国
木
田
独
歩
」
Ｐ
二
一
）
四
十
年
の
「
文
章
世
界
」
に
、
ツ

ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
英
訳
本
に
は
ガ
ー
ネ
ッ
ト
の
訳
で
〈
イ
ネ
マ
ン
会
社
出
版
の

十
五
冊
の
全
集
と
ア
メ
リ
カ
の
ア
ス
タ
ー
・
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
中
の
も
の
と
が

あ
る
、
訳
は
前
者
の
方
が
ず
っ
と
文
学
的
で
立
派
で
あ
り
、
序
文
も
優
れ
て

い
る
、
値
段
は
前
者
が
一
冊
一
円
七
十
銭
、
後
者
が
一
冊
九
十
銭
で
、
後
者

の
方
が
は
る
か
に
安
く
、
い
ず
れ
も
丸
善
、
中
西
屋
に
来
て
い
る
、
と
説
明
さ

れ
て
い
る
。
（
第
二
巻
第
一
○
号
所
収
「
文
章
顧
問
」
、
第
二
巻
第
二
号
所
収
「
和

漢
洋
文
学
研
究
順
序
」
）
し
た
が
っ
て
独
歩
が
鎌
倉
時
代
に
読
ん
だ
全
集
と
は
、

〈
イ
ネ
マ
ン
社
版
の
ガ
ー
ネ
ッ
ト
訳
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
〈
イ
ネ
マ
ン
出
版
の
十
五
冊
本
全
集
と
い
う
の
は
、
実
は
選
集
で
あ

っ
て
、
現
在
京
都
大
学
文
学
部
の
図
書
室
に
そ
の
十
二
冊
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。

耆
名
は
《
《
目
胃
ｚ
ｏ
ぐ
①
厨
旦
辱
四
国
目
自
侭
①
ロ
の
ぐ
』
》
、
ロ
ン
ド
ン
の
ウ
エ
ス

ト
・
セ
ン
ト
ラ
ル
郵
便
局
区
内
令
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
ス
ト
リ
ー
ト
ニ
ー

弓
昌
国
目
国
の
旨
①
言
自
冒
の
出
版
で
、
黄
土
色
布
ク
ロ
ス
丸
背
コ
ン
。
〈
ク
ト

判
の
書
物
で
あ
る
。
訳
者
は
９
口
の
冨
口
。
①
①
自
国
①
ヰ
、
ロ
シ
ヤ
語
か
ら
の

翻
訳
で
あ
る
。
十
五
巻
の
内
訳
は
第
一
巻
、
《
詞
且
旨
・
こ
（
ル
ー
ヂ
ン
）
欠
本
、

第
二
巻
《
↑
Ｐ
国
○
易
の
ｇ
ｏ
の
ご
号
昏
房
・
』
、
（
貴
族
の
家
）
再
版
一
九
○
○



年
、
初
版
一
八
九
四
年
、
第
三
巻
《
《
○
』
〕
言
①
国
ど
の
）
》
』
（
そ
の
前
夜
）
再
版

一
九
○
三
年
、
初
版
一
八
九
五
年
、
第
四
巻
《
↑
弓
凹
昏
自
画
且
。
巨
国
Ｈ
①
ロ
・
』
》

（
父
と
子
）
第
五
版
一
九
○
五
年
、
初
版
一
八
九
五
年
、
再
版
一
八
九
九
年
、

第
三
版
一
九
○
一
年
、
第
四
版
一
九
○
三
年
、
第
五
巻
《
《
凹
国
○
胃
・
』
、
（
煙
）

欠
本
、
第
六
巻
及
び
第
七
巻
《
《
臼
品
冒
の
畠
・
こ
（
処
女
地
）
第
三
版
一
九
○

五
年
、
初
版
一
八
九
六
年
へ
再
版
一
九
○
一
年
、
第
八
巻
及
び
第
九
巻
《
《
シ

普
日
尉
昌
凹
旨
ゞ
の
四
脚
①
甘
言
ｍ
・
こ
（
猟
人
日
記
）
再
版
一
九
○
二
年
、
初
版
一
八

九
五
年
、
第
十
巻
《
↑
ｐ
Ｈ
①
四
目
目
己
①
、
凹
目
国
○
の
①
勺
。
③
日
の
。
、
』
（
夢
語
り
・
散
文

⑧

詩
）
再
版
一
九
○
四
年
、
初
版
一
八
九
七
年
、
第
十
一
巻
・
《
目
胃
目
○
胃
。
貝
、

昌
普
昌
侭
四
目
○
昏
目
陣
。
風
①
、
．
ご
再
版
一
九
○
五
年
、
初
版
一
八
九
七

年
、
《
《
弓
胃
員
）
目
⑦
冒
尉
且
普
凰
］
侭
・
》
、
（
春
の
水
）
・
《
句
目
黒
Ｆ
ｏ
く
の
・
こ
（
初
恋
）

《
《
旨
ロ
日
ロ
・
こ
（
ム
ム
ー
）
を
収
録
、
第
十
二
巻
《
《
シ
胃
自
旦
昏
①
聾
①
弓
。
“

四
旦
○
昏
日
陣
○
己
①
準
．
こ
（
雅
野
の
リ
ャ
王
．
他
）
欠
本
、
第
十
三
巻
《
《
目
５

口
国
ｑ
旦
四
：
胃
昆
ロ
Ｑ
厚
い
旨
騨
］
】
色
目
○
昏
の
門
聾
○
国
の
“
・
》
〕
初
版
一
八
九

九
年
、
《
自
冨
冒
騨
ｑ
旦
騨
普
胃
Ｈ
旨
○
口
の
冒
騨
ロ
・
こ
（
余
計
者
の
日
記
）
、
《
《
シ

円
○
口
同
旨
岳
①
蜀
○
吊
降
．
》
》
（
森
林
の
旅
）
、
《
《
邑
少
丙
○
く
も
四
凰
］
烏
○
ぐ
．
こ
（
ヤ
ー
コ

フ
・
パ
ス
ィ
ン
コ
フ
）
、
《
《
シ
ロ
・
禺
巴
属
○
］
○
の
○
く
・
園
〕
（
ア
ン
ド
レ
イ
・
コ
ロ
ソ
フ
）
、

《
《
Ｐ
Ｃ
Ｏ
目
①
恩
○
且
２
〕
。
①
』
》
（
手
紙
）
を
収
録
、
第
十
四
巻
《
《
戸
口
の
名
の
烏
旦
の

．
。
目
５
３
日
色
目
○
昏
①
Ｈ
月
旦
①
の
・
こ
初
版
一
八
九
九
年
、
《
“
シ
ロ
①
名
①
国
ｇ

ｏ
琶
胃
四
○
甘
Ｈ
↑
』
〕
（
向
う
見
ず
）
、
《
↑
鈩
降
Ｈ
四
口
鴨
陣
Ｏ
ｑ
・
こ
（
奇
妙
な
話
）
、
。
《
冠
口
唇
旨

餌
ロ
ロ
田
島
巨
拭
目
．
こ
（
プ
ー
｜
一
ソ
と
バ
ブ
ー
リ
ソ
）
、
《
《
○
匡
勺
○
吋
貫
巴
菌
・
》
》
（
古
い

肖
像
画
）
、
《
《
目
冒
国
昌
噌
昌
ｏ
Ｈ
・
』
》
（
旅
団
長
）
、
《
《
弓
淵
目
昏
買
）
く
・
》
）
（
・
ヘ
ッ
シ
コ

ー
フ
）
を
収
録
、
第
十
五
巻
《
自
胃
］
①
争
、
四
目
○
菩
の
肖
煕
○
国
①
の
・
ゞ
」
初
版
一

－

b

■
’

八
九
九
年
、
《
一
目
胃
］
①
葛
・
葛
（
ユ
ダ
ヤ
人
）
、
《
《
陰
ロ
ロ
目
９
国
○
巳
・
こ
（
不
幸

な
女
）
、
《
《
昌
扁
ご
戸
①
晨
騨
．
』
》
（
決
闘
家
）
、
《
《
目
胃
①
①
冠
日
茸
④
拝
・
こ
（
三
つ
の
肖

像
画
）
、
《
《
届
ロ
○
口
箸
・
』
》
（
充
分
）
を
収
録
し
て
い
る
。
・

治
子
夫
人
は
、
独
歩
は
読
書
も
あ
ま
り
し
な
い
し
、
書
物
も
ほ
と
ん
ど
持

た
な
い
が
、
そ
の
乏
し
い
蔵
書
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
二
三
冊
と
水
涛
伝
く
ら
い

の
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
と
言
っ
て
い
る
。
（
前
掲
「
家
庭
に
於
け
る
独
歩
」
）
こ

⑨

の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
も
前
掲
の
「
ス
モ
ー
ク
」
乃
至
は
こ
の
《
《
目
胃
ｚ
ｏ
ご
①
辰

具
弓
鯉
口
月
日
噌
口
。
ぐ
・
］
》
全
十
五
巻
中
の
二
三
冊
な
の
で
あ
ろ
う
や
独
歩
に

は
「
非
凡
人
」
と
い
う
作
品
が
あ
り
、
彼
の
三
十
五
年
四
月
八
日
付
薄
田
泣

菫
宛
書
簡
に
よ
っ
て
こ
れ
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
「
ア
ン
ド
レ
イ
・
「
一
ロ
ソ
フ
」

の
翻
案
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
（
「
新
小
説
」
追
憶
録
所
収
薄
田
泣
菫

「
国
木
田
独
歩
君
」
）
こ
れ
は
お
そ
ら
く
こ
の
《
《
己
〕
①
屋
○
ぐ
こ
の
○
白
く
凹
冒
目
ロ
‐

揖
臼
〕
・
く
・
』
』
第
十
三
巻
か
ら
の
翻
案
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
独
歩
は
、
《
目
胃

己
属
昌
旦
の
の
口
も
①
Ｈ
浄
巨
○
口
砧
旨
伊
ロ
・
》
》
・
《
《
シ
門
○
巨
円
旨
陣
扁
蜀
○
吋
①
黒
・
）
〕
》

《
《
昌
鳥
ｏ
ぐ
甸
尉
旨
百
く
。
こ
》
《
《
シ
９
口
①
ｇ
ｇ
ａ
。
］
］
８
．
』
》
を
も
同
巻
で
読
ん
だ

で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
近
松
秋
江
は
花
袋
か
ら
松
岡
国
男
が

所
有
す
る
ハ
イ
ネ
マ
ン
出
版
の
上
製
の
「
オ
ン
・
ゼ
・
イ
ブ
」
を
借
り
た
と
述

尋
へ
て
い
る
か
ら
、
（
「
文
壇
無
駄
話
」
河
出
文
庫
Ｐ
五
四
’
五
五
）
こ
れ
も
独
歩
が

借
り
て
読
ん
だ
で
あ
る
』
孔
洋
書
の
入
手
が
か
な
り
困
難
な
当
時
に
あ
っ
て
、

花
袋
や
松
岡
（
柳
田
）
や
独
歩
等
の
仲
間
の
間
で
互
い
に
書
物
を
貸
借
し
合

っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
に
掲
げ
た
花
袋
や
秋
江
や
弔
花
の
言
葉
か
ら
も
知
れ

る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
ほ
と
ん
ど
蔵
書
の
な
い
独
歩
は
た
い
て
い
借
り
る

方
で
あ
っ
た
ろ
う
。

’

』

四
画
○
竜

／
〃



戸

次
に
感
化
影
響
の
検
討
に
移
ろ
う
。
独
歩
は
い
か
な
る
面
で
ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
の
影
響
を
受
け
た
の
て
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
「
雑
談
」
（
四
○

年
一
○
月
「
趣
味
」
）
で
次
の
よ
う
に
述
需
へ
て
い
る
。

マ
マ

ひ
ご
ろ

あ
ん
ま

一
体
僕
は
大
の
無
性
者
で
、
平
生
か
ら
読
書
な
ん
か
餘
り
し
な
い
方
だ

が
、
先
づ
僕
の
好
き
な
作
家
と
云
へ
ば
、
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
」
だ
ろ
う
。

国
木
田
独
歩
に
お
け
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響

、

結
局
、
こ
の
〈
イ
ネ
マ
ン
社
版
ガ
ー
ネ
ッ
ト
訳
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
小
説
集

で
、
独
歩
が
ど
れ
だ
け
の
作
品
を
読
ん
だ
か
は
確
認
で
き
な
い
が
、
こ
れ
も

「
文
章
世
界
」
第
二
巻
第
十
三
号
の
「
文
章
顧
問
」
中
に
「
ツ
ル
ゲ
ー
子
フ

中
に
て
は
、
何
と
何
が
最
も
傑
作
に
て
且
つ
面
白
き
や
。
」
と
の
問
い
に
答

え
て
、
《
《
詞
ロ
昌
口
・
こ
ゞ
《
・
甸
呉
弓
①
円
陣
○
冨
匡
Ｈ
①
胃
・
）
》
》
《
《
ぐ
肖
唱
ｐ
ｍ
ｏ
鴬
》
、
の
三

作
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
選
集
中
に
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
主
要
作
品
は

一
応
収
録
さ
れ
て
お
り
、
独
歩
が
こ
れ
ら
の
う
ち
、
か
な
り
の
も
の
を
読
ん

だ
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
独
歩
は
英
訳
で
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品
中
「
ス
モ
ー
ク
」
と
「
猟

人
日
記
」
「
ア
ン
ド
レ
イ
・
コ
ロ
ソ
フ
」
そ
の
他
相
当
数
を
ハ
イ
ネ
マ
ン
社

版
ガ
ー
ネ
ッ
ト
訳
そ
の
他
に
よ
っ
て
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
定
で
き
る

の
で
あ
る
。

以
上
三
つ
の
経
路
以
外
に
龍
土
会
に
お
け
る
話
題
か
ら
得
た
も
の
や
、
嵯

峨
の
や
の
「
国
民
之
友
」
に
発
表
し
た
翻
訳
や
、
独
歩
の
雑
誌
で
あ
っ
た

「
新
古
文
林
」
に
掲
載
さ
れ
た
少
数
の
翻
訳
と
の
関
係
な
ど
も
考
え
ら
れ
る

が
、
紙
面
の
都
合
上
、
割
愛
し
て
お
く
。

3

､

"

凸

ど
う

さ
う
、
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
」
の
如
何
云
ふ
処
が
好
き
だ
と
云
っ
て
、
辿
て
も
言

葉
ぢ
や
云
ひ
顕
は
せ
ん
。
慾
っ
か
如
何
の
此
う
の
と
言
葉
に
云
ひ
顕
す
と

一
種
の
型
に
入
っ
た
も
の
に
な
っ
て
、
真
に
僕
の
感
じ
て
る
其
の
ま
＆
の

も
の
で
無
く
な
っ
て
仕
舞
ふ
。
ま
あ
好
き
だ
か
ら
好
き
と
云
ふ
訳
な
ん
だ
。

「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
」
の
何
の
作
が
好
き
だ
と
云
っ
て
別
に
取
り
出
で
虫

其
と
云
ふ
訳
に
往
か
ん
。
ど
の
作
に
も
、
其
相
応
の
面
白
味
が
あ
る
。
手

取
早
く
云
っ
て
見
れ
ば
、
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
」
の
作
は
、
ど
れ
も
こ
れ
も
．

好
き
と
云
ふ
訳
な
ん
だ
。

．
さ
つ
き

先
刻
好
き
だ
か
ら
好
き
と
云
っ
た
が
、
強
い
て
云
へ
ば
、
「
ツ
ル
ゲ
ー

ネ
フ
」
の
や
う
な
自
然
人
生
の
観
方
、
描
写
の
方
法
が
気
に
入
っ
て
る
ん

だ
。
そ
れ
に
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
」
の
作
に
は
バ
ッ
ク
に
深
い
悲
哀
が
横
っ

て
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
ｌ
こ
れ
は
僕
一
人
に
然
う
感
じ
ら
れ
る
の
か

も
知
れ
ん
が
ｌ
此
の
点
が
誰
よ
り
も
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
Ｚ
の
好
き
な
所

以
だ
。
！
ｌ
と
云
っ
て
那
様
に
沢
山
読
ん
で
居
な
い
が
ｌ
兎
に
角
非
読

書
子
な
る
僕
の
好
き
な
作
家
を
挙
げ
れ
ば
、
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
」
以
外
に

は
無
い
ん
だ
か
ら
…
…
。
（
全
集
Ｖ
１
Ｐ
五
二
五
）
ゞ

こ
こ
で
独
歩
が
述
舎
へ
て
い
る
好
き
な
点
、
す
な
わ
ち
自
然
、
人
生
の
観
方
と

描
写
の
方
法
、
そ
れ
か
ら
バ
ッ
ク
に
漂
っ
て
い
る
深
い
悲
哀
感
と
が
、
そ
の

ま
ま
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
独
歩
に
感
化
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
こ

と
は
、
直
ち
に
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
独
歩
の
い
う
「
自
然
人
生
の
観
方
」
と
は
い
か
な
る
観
方
を
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
紅
葉
山
人
」
（
三
五
年
四
月
「
現
代
百
人
豪
」
）
に
お
い
て
独

歩
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

一
五

生
』

〆



（
前
略
）
十
九
世
紀
の
小
説
家
中
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
最
も
深
く
人
生
の
根
底

に
触
着
し
て
居
る
と
の
評
あ
る
所
以
も
、
畢
寛
ツ
ル
ゲ
！
不
フ
の
材
を
取

る
必
ず
し
も
珍
奇
の
境
に
求
め
ず
と
雌
も
、
人
間
を
観
る
や
常
に
此
大
自

然
の
懐
に
置
い
て
見
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
小
説

を
読
ん
だ
者
は
必
ず
此
消
息
を
解
す
る
で
あ
ら
う
。
（
全
集
Ｖ
１
Ｐ
四
三
二

’
四
三
三
）

す
な
わ
ち
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
雌
大
な
所
は
人
生
を
常
に
大
自
然
の
懐
に
お
い

て
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
自
然
人

生
の
観
方
」
で
あ
る
。
「
雑
談
」
で
独
歩
は
こ
の
「
自
然
人
生
の
観
方
」
と

作
品
の
背
景
に
漂
っ
て
い
る
悲
哀
感
と
を
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
好
き
な
理
由
と

し
て
並
列
的
に
述
録
へ
て
お
り
、
両
者
を
明
確
に
結
び
付
け
て
認
識
し
て
い
な

い
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
二
つ
の
事
は
単
に
並
列
的
に
理
解
す
べ
き

事
柄
で
は
な
い
。
後
者
は
前
者
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

⑩

独
歩
は
決
し
て
論
理
家
で
は
な
い
。
が
、
彼
の
直
観
は
極
め
て
鋭
い
。
だ
か

ら
理
論
と
し
て
は
不
備
な
点
が
あ
っ
て
も
、
鑑
賞
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。
ツ

ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
物
に
憂
愁
と
悲
哀
と
を
見
る
こ
と
は
、
今
日
ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
研
究
家
の
問
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
池
田
健
太
郎
氏
の

文
に
よ
っ
て
、
独
歩
の
感
想
に
理
流
的
整
術
を
与
え
て
お
こ
う
。
「
人
間
の
は

か
な
さ
、
宇
宙
的
な
孤
独
を
表
わ
す
章
句
を
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
長
短
の
小
説

に
求
め
た
ら
き
り
が
あ
る
ま
い
。
」
「
も
と
も
と
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
創
作
の
態

度
は
、
何
か
大
き
な
も
の
ｌ
自
然
、
永
遠
、
時
ｌ
と
、
み
じ
め
な
小
さ

い
も
の
ｌ
人
間
、
人
生
、
瞬
間
ｌ
と
い
う
二
本
の
線
の
対
比
に
の
っ
と

っ
て
い
は
し
な
い
か
。
こ
の
宇
宙
的
な
二
元
性
が
、
彼
の
作
の
背
景
で
は
あ

ゆ

4

一
一
ハ

る
ま
い
か
。
」
「
文
学
史
家
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
自
然
の
雄
大
さ
と
人
間
の

み
じ
め
さ
の
対
比
を
、
三
○
年
代
の
ロ
シ
ア
に
流
行
し
た
逃
避
的
、
や
や
厭

世
的
な
哲
学
詩
の
影
響
と
考
え
る
。
」
「
そ
れ
は
自
然
に
対
す
る
人
間
の
み
じ

め
さ
で
あ
り
、
永
遠
に
対
す
る
瞬
間
の
は
か
な
さ
で
あ
る
。
人
は
死
す
べ
き

、
、

も
の
と
い
う
宇
宙
の
公
理
の
提
示
で
あ
る
。
」
（
岩
波
文
庫
「
散
文
詩
」
解
説
）

独
歩
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
こ
の
よ
う
な
自
然
人
生
の
観
方
ｌ
永
遠
な
る

宇
宙
大
自
然
の
懐
に
有
限
瞬
間
の
人
生
を
低
い
て
見
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る

悲
哀
感
に
強
く
打
た
れ
た
。
こ
れ
こ
そ
「
人
生
の
深
意
を
描
い
て
見
せ
て
呉

れ
た
。
」
（
「
捕
虜
」
全
集
Ｖ
３
Ｐ
三
一
四
）
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
な

点
で
独
歩
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
た
。
こ
の
無
限
と
有
限

の
対
比
の
醸
す
哀
感
が
独
歩
文
学
の
顕
著
重
要
な
一
大
特
色
で
あ
る
こ
と
は
、

吉
江
喬
松
「
国
木
田
独
歩
研
究
」
以
来
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ

フ
の
こ
う
し
た
面
で
の
独
歩
へ
の
影
響
感
化
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。
が
、
近
年
は
全
く
忘
れ
ら
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
描
写
の
影
響

の
み
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
。
今
そ
う
し
た
古
い
時
代
の
指
摘
を
挙
げ
て
お
こ

う
。
明
治
四
十
一
年
七
月
の
「
新
潮
」
追
悼
号
「
国
木
田
独
歩
」
に
は
徳
田

秋
江
が
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
を
愛
読
し
た
の
は
、
そ
の
自
然
の
描
写
に
意
気
の

傾
倒
し
た
所
が
あ
っ
た
ろ
う
。
人
生
の
運
命
を
描
い
た
所
に
寂
し
い
哲
学
を

発
見
し
た
ら
う
・
」
（
「
性
格
の
入
国
木
田
独
歩
」
）
と
、
自
然
描
写
と
悲
哀
感
を

独
歩
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
愛
読
の
理
由
と
し
て
並
べ
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
馬
場

孤
蝶
は
、
独
歩
の
作
品
に
は
、
作
者
の
鋭
利
な
観
察
力
、
一
種
調
刺
の
力
、

悲
哀
寂
蓼
の
感
情
等
が
明
ら
か
に
表
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
三
点
に
お
い
て
ツ

ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
感
化
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
が
は
な
は
だ
多
い
と
述

午

Ｊ
ｐ
」



~~て’

寺
へ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
「
作
物
皆
感
情
の
流
露
也
」
）
こ
の
よ
う
に
独
歩
の
死
の

直
後
す
で
に
そ
の
悲
哀
感
の
影
響
感
化
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
後
年

に
は
こ
う
し
た
根
本
的
な
面
は
全
く
遺
却
さ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
自
然
描
写
の
影

響
の
み
が
論
ぜ
ら
れ
て
、
今
日
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

次
に
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
こ
の
よ
う
な
自
然
人
生
の
観
方
、
す
な
わ
ち
無
限

な
る
大
自
然
と
有
限
な
る
人
生
の
対
比
よ
り
生
ず
る
悲
哀
の
情
が
、
そ
の
作

品
に
い
か
に
表
わ
れ
て
い
る
か
を
、
と
く
に
独
歩
が
接
し
た
作
品
に
つ
い
て

検
討
し
、
そ
こ
か
ら
独
歩
自
身
は
ど
の
よ
う
な
文
学
的
方
法
を
摂
取
し
た
か

を
考
察
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
こ
そ
語
句
や
用
語
に
関
す
る
描
写
上
の
影
響
摂

取
の
問
題
よ
り
も
、
よ
り
根
本
的
な
重
要
な
文
学
的
方
法
の
問
題
な
の
で
あ

つ
（
》
Ｏ

そ
こ
で
ツ
ル
ゲ
！
不
フ
の
作
品
か
ら
そ
の
悲
哀
の
情
の
と
く
に
顕
著
な
箇

所
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
二
葉
亭
訳
「
あ
ひ
其
き
」
の
結
び
は
、
「
可
哀
さ
う
と
思
ヅ
た
『
ア
ク

ー
リ
ナ
」
の
姿
は
久
し
く
眼
前
に
ち
ら
つ
い
て
、
忘
れ
か
ね
た
。
持
帰
ヅ
た

花
の
束
ね
は
、
か
ら
び
た
ま
氏
で
、
尚
ほ
い
ま
だ
に
秘
蔵
し
て
有
る
。
：
．
：
…

：
：
．
」
と
な
っ
て
い
る
。
哀
れ
な
少
女
ア
ク
ー
リ
ナ
は
そ
の
後
ど
う
な
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。
か
ら
び
た
花
束
が
時
の
流
れ
を
象
徴
し
て
哀
感
の
余
韻
を
曳

く
終
局
で
あ
る
。

「
め
ぐ
り
あ
ひ
」
は
哀
愁
に
充
ち
た
一
篇
で
あ
り
、
そ
の
結
び
は
こ
う
で
あ

こ
ひ
び
と

る
。
「
其
後
も
ウ
何
処
で
も
此
婦
人
を
見
か
け
な
か
シ
た
。
婦
人
の
意
中
人

国
木
田
独
歩
に
お
け
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響

4

下

箔

の
名
を
閲
た
か
ら
は
、
婦
人
の
何
者
と
い
ふ
事
も
遂
に
は
、
多
分
、
聞
出
せ

た
で
あ
ら
う
が
、
自
分
は
も
ウ
聞
出
し
た
く
な
か
シ
た
。
以
前
に
も
云
シ
た

通
り
、
此
婦
人
は
幻
の
如
く
に
現
は
れ
た
ｌ
が
ま
た
幻
の
如
く
に
自
分
の

わ
き
と
こ
し
な
へ

傍
を
通
り
す
ぎ
て
、
鎮
長
に
消
え
失
せ
て
し
ま
シ
た
・
」
ひ
そ
か
に
心
ひ
か

れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
な
く
永
久
に
別
れ
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
人
の
運
命
の

哀
し
さ
を
描
き
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
片
恋
」
の
結
び
の
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

（
前
略
）
私
は
今
淋
し
い
月
日
を
送
っ
て
ゐ
る
が
、
ア
ー
シ
ヤ
の
手
紙
と
、

か
ら

そ
れ
か
ら
今
は
乾
び
て
了
っ
た
が
、
昔
ア
ー
シ
ャ
が
投
げ
て
呉
れ
た
風
呂

草
の
花
と
は
今
だ
に
重
宝
の
や
う
に
し
て
蔵
っ
て
あ
る
。
花
は
ま
だ
微
に

残
香
を
留
め
て
ゐ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
投
げ
て
呉
れ
た
人
の
、
後
に
も
前

た
つ

に
も
僅
た
一
度
私
の
層
に
触
れ
た
手
は
、
今
頃
は
最
う
疾
く
に
土
に
帰
っ

て
ゐ
る
か
も
知
れ
ん
・
・
…
・
私
と
て
も
ｌ
今
は
老
込
ん
だ
。
昔
の
我
も
、

と
め
ど

而
白
く
心
の
陳
い
で
娯
し
か
っ
た
歳
月
も
、
止
所
も
な
く
狂
っ
た
希
望
も

あ
と
か
た
は
か

意
気
も
ｌ
今
は
皆
痕
逃
も
無
く
な
っ
て
了
っ
た
。
之
を
思
へ
ば
、
果
敢

か
を
り
も
つ

な
い
草
花
の
幽
か
な
香
で
も
、
人
の
喜
憂
よ
り
は
永
く
保
も
の
で
’
だ

か
ら
人
よ
り
も
寿
命
の
長
い
も
の
で
す
。

蛇
足
を
加
え
る
必
要
を
認
め
な
い
。
草
花
よ
り
も
は
か
な
い
人
生
な
の
で
あ

づ
（
句
○

「
う
き
草
」
の
終
局
は
千
八
百
四
十
八
年
の
共
和
党
の
乱
で
あ
る
。
長
く

な
る
の
で
、
引
用
は
割
愛
し
よ
う
。
そ
こ
に
は
後
年
の
ル
ー
ヂ
ン
の
ま
こ
と

に
あ
え
な
い
最
期
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
同
じ
く
二
葉
亭
訳
「
猶
太
人
・
」
は
陣
地
の
模
様
を
ス
パ
イ
し
た
た
め
、

一
七

1

可



絞
罪
に
処
せ
ら
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
ギ
ル
シ
ェ
リ
を
描
い
て
い
る
。
最
後
ま
で
助

命
を
乞
い
、
激
し
い
生
へ
の
執
着
を
示
し
な
が
ら
、
処
刑
さ
れ
て
い
く
年
老

い
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
姿
に
、
人
の
命
の
哀
れ
さ
が
強
く
迫
る
の
で
あ
る
。

「
く
さ
れ
縁
」
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
も
、
‐
作
品
の
中
心
場
面
か
ら
は
十
年
程
経

過
し
て
か
ら
の
こ
と
で
、
・
ヘ
ヅ
シ
コ
ー
フ
も
す
っ
か
り
変
り
、
パ
ン
屋
の
主

婦
は
既
に
死
亡
し
、
娘
の
ワ
シ
リ
ー
サ
が
結
婚
し
て
後
を
引
き
受
け
て
い
る
。

オ
’
一
シ
ム
は
ど
う
な
っ
た
の
か
知
っ
て
い
る
者
は
一
人
も
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
移
る
い
や
す
い
人
の
世
の
様
が
語
ら
れ
て
い
る
。
時
の
流
れ
の
中
に

跡
か
た
な
く
消
え
去
っ
て
い
く
人
の
営
み
の
は
か
な
さ
な
の
で
あ
る
。

独
歩
訳
、
実
は
今
井
訳
と
言
わ
れ
る
「
決
闘
家
」
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
を
な
す

教
養
の
あ
る
博
識
な
貴
族
青
年
キ
ス
タ
ー
の
決
闘
に
よ
る
あ
え
な
い
死
は
、

暗
い
帝
政
ロ
シ
ア
の
階
級
社
会
の
制
度
・
し
き
た
り
の
中
で
希
望
を
圧
し
枯

ら
さ
れ
た
人
間
の
哀
し
さ
と
共
に
、
静
か
な
諦
め
を
も
っ
て
大
地
に
横
た
わ

り
、
自
然
に
帰
っ
て
ゆ
く
人
間
の
は
か
な
い
運
命
を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に

し
み
じ
み
と
し
た
哀
感
を
揺
曳
さ
せ
て
い
る
。

以
上
は
、
独
歩
の
読
ん
だ
こ
と
を
証
明
乃
至
ほ
ぼ
確
実
視
し
得
る
諸
作
品

か
ら
挙
げ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
悲
哀
感
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
他
の
諸
作
に

も
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
・
彼
の
主
要
な
作
品
の
大
部
分
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
」

「
貴
族
の
家
」
「
そ
の
前
夜
」
「
初
恋
」
「
父
と
子
」
「
春
の
水
」
や
『
散

文
詩
』
中
の
諸
篇
な
ど
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
中
に
は
前
掲
の
諸

作
よ
り
も
む
し
ろ
一
層
明
瞭
に
そ
れ
の
読
み
と
れ
る
も
の
さ
え
あ
る
。
こ
の

う
ち
「
貴
族
の
家
」
「
そ
の
前
夜
」
「
初
恋
」
「
父
と
子
」
「
春
の
水
」

『
散
文
詩
』
は
ハ
イ
ネ
マ
ン
版
選
集
に
含
ま
れ
て
い
る
。

’

じ

４
、

一
八

シ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
諸
作
に
は
こ
の
よ
う
に
悲
哀
感
が
表
わ
れ
て
い
る
。
そ

う
し
て
そ
の
悲
哀
感
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
な
る
も
の
、
永
遠
な
る
も

の
ｌ
自
然
、
時
と
、
小
な
る
も
の
、
瞬
間
的
な
る
も
の
ｌ
‐
人
間
、
人
生

と
の
対
比
と
い
う
、
宇
宙
的
二
元
性
か
ら
来
る
、
い
わ
ば
宇
宙
観
的
悲
哀
感

と
で
も
言
う
今
へ
き
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
文
学
と
し
て
そ
れ
の
形
象
化
を
果

た
す
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
方
法
が
採
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と

く
に
小
説
家
独
歩
は
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
文
学
的
方
法
を
摂
取
し
た
の
て

あ
ろ
う
か
。
し
ば
ら
く
こ
の
点
を
考
察
し
て
み
た
い
・

ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
作
品
に
お
け
る
悲
哀
感
は
先
に
挙
げ
た
例
か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
死
（
あ
る
い
は
衰
菫
、
永
遠
の
生
別
）
に
よ
っ
て
醸
し

出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
登
場
人
物
の
死
を
扱
っ
た
も
の
が
極
め
て
多
い
・

死
こ
そ
は
人
生
の
有
限
性
を
具
体
的
に
示
す
典
型
的
な
事
実
で
あ
る
。
ま
た

こ
の
死
が
決
ま
っ
て
終
局
に
設
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
終
結
は
多
く
作

品
の
中
心
部
よ
り
年
移
り
世
を
経
た
場
面
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
永
遠
な

時
の
流
れ
が
象
徴
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
中
心
部
に
描
か
れ
た
よ
う
な
華
麗
な

青
春
の
歓
楽
は
名
残
り
な
く
消
え
て
、
淋
し
い
死
や
、
さ
ら
に
は
死
に
遅
れ

た
者
の
う
す
ら
寒
い
残
暦
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
手
法
が
作
品

⑪

の
結
び
に
尽
き
ぬ
余
韻
と
哀
愁
を
漂
わ
せ
る
。
独
歩
は
主
と
し
べ
こ
の
手
法

を
学
び
取
っ
た
の
で
あ
る
。
紙
面
の
都
合
で
詳
し
い
論
証
は
差
し
控
え
る
が
、

「
源
叔
父
」
「
鹿
狩
」
「
河
霧
」
「
関
山
越
」
「
帰
去
来
」
「
浪
の
あ
と
」

「
富
岡
先
生
」
「
少
年
の
悲
哀
」
「
画
の
悲
み
」
「
酒
中
日
記
」
「
第
三
者
」

「
春
の
烏
」
「
窮
死
」
「
都
の
友
へ
Ｂ
生
よ
り
」
「
竹
の
木
戸
」
は
そ
の
典

型
的
な
例
で
あ
る
。
吉
江
喬
松
の
い
う
「
無
限
と
有
限
と
の
対
照
」
す
な
わ

､

'?

Ｑ
タ
デ



ち
「
時
の
大
き
な
流
を
基
調
と
し
て
、
そ
の
中
に
浮
沈
す
る
人
生
の
相
を
な

が
め
や
る
と
き
、
総
の
も
の
が
そ
の
流
れ
に
捲
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
の
を
思
ふ

時
、
一
種
の
悲
痛
な
感
じ
が
湧
き
上
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
‐
一
（
「
国
木
田
独
歩

研
究
」
）ツ

ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
悲
哀
感
に
は
永
遠
無
窮
の
自
然
と
有
限
瞬
間
の
人
生
と

の
対
比
と
い
う
宇
宙
的
二
元
性
か
ら
く
る
一
面
以
外
に
、
な
お
他
の
一
面
が

存
す
る
。
そ
れ
は
強
大
な
階
級
社
会
の
圧
力
を
前
に
し
た
個
人
の
非
力
を
痛

感
す
る
悲
哀
な
の
で
あ
る
。
前
者
を
宇
宙
観
的
形
而
上
学
的
悲
哀
感
と
言
う

な
ら
ば
、
後
者
は
社
会
観
的
悲
哀
感
と
で
も
名
付
け
る
ゞ
へ
き
－
面
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
前
節
の
『
決
闘
家
」
の
と
こ
ろ
で
少
し
触
れ
て
お
い
た
。

「
ス
モ
ー
ク
」
に
表
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
官
僚
貴
族
に
も
在
外
革
命
家
に

も
頽
廃
と
堕
落
を
見
て
と
っ
た
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
ロ
シ
ヤ
社
会
の
現
実
に
絶

望
を
感
じ
、
そ
れ
が
一
層
深
い
悲
愁
の
色
を
作
品
に
重
ね
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
独
歩
に
も
そ
う
し
た
明
治
社
会
の
賭
さ
に
根
ざ
す
人
生
の
悲
哀

を
形
象
化
し
た
面
が
、
そ
の
「
小
民
」
の
生
活
に
取
材
し
た
こ
と
と
深
い
関

連
を
も
っ
て
明
ら
か
に
指
摘
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
面
も
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影

⑫

響
感
化
と
し
て
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
点
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
す

で
に
紙
数
も
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
面
は
こ
こ
で
は
割
愛
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
‐

以
上
に
よ
っ
て
独
歩
が
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
感
化
影
響
を
受
け
た
主
な
二
回
、

宇
宙
の
無
限
性
と
人
間
の
有
限
性
と
の
対
比
か
ら
く
る
宇
宙
観
的
形
而
上
学

国
木
田
独
歩
に
お
け
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
影
響

5

$

汀

的
悲
哀
感
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
最
後
に
こ
う
し
た
点

に
関
し
て
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
や
カ
ー
ラ
イ
ル
や
モ
ー
パ
ッ
サ
ン
な
ど
と
の
関
係

を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

独
歩
は
「
病
躰
録
」
に
「
余
が
思
想
上
の
感
化
は
、
英
の
カ
ァ
ラ
イ
ル
、

ウ
オ
ヅ
オ
ー
ス
等
よ
り
、
作
品
上
の
感
化
は
、
ツ
ル
ゲ
ネ
ー
プ
、
ト
ル
ス
ト

イ
、
モ
ウ
・
ハ
ツ
サ
ン
等
よ
り
享
受
せ
り
。
」
（
全
集
Ｖ
９
Ｐ
七
六
）
と
述
べ
て
い

る
。
評
論
家
、
歴
史
家
で
あ
る
カ
ー
ラ
イ
ル
や
、
詩
人
で
あ
る
ワ
ー
ヅ
ワ
ー

ス
か
ち
は
、
小
説
家
独
歩
は
思
想
上
の
感
化
を
受
け
た
に
過
ぎ
な
い
。
作
品

の
手
法
上
の
感
化
は
や
は
り
小
説
家
で
あ
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
や
モ
ー
・
ハ
ツ
サ

ン
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
お
け
る
手
法

上
の
感
化
は
前
節
で
述
べ
た
。
思
想
上
で
も
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
は
、
先
述
し

た
よ
う
に
、
宇
宙
、
大
自
然
の
無
限
性
と
人
間
、
人
生
の
有
限
性
と
の
対
比
と

い
う
点
で
、
カ
ー
ラ
イ
ル
や
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
と
根
本
的
に
共
通
し
た
と
こ
ろ

が
あ
っ
た
。
ま
ず
カ
ー
ヲ
イ
ル
や
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
に
接
し
た
独
歩
が
、
間
も

な
く
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
傾
倒
し
た
の
は
、
こ
の
故
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ

⑬

に
は
こ
う
し
た
思
想
が
東
洋
的
、
伝
統
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
や
、

独
歩
自
身
の
素
質
的
、
環
境
的
な
特
質
や
そ
の
経
歴
な
ど
の
側
而
か
ら
の
要

因
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
今
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
論
ず
る
余
裕
は
な
い
。
と
に

か
く
カ
ー
ラ
イ
ル
や
ワ
ー
ヅ
ワ
ー
ス
か
ら
こ
の
よ
う
な
思
想
を
強
く
受
け
た

独
歩
は
同
じ
様
な
思
想
的
一
両
の
強
く
見
ら
れ
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
共
感
し
、

詩
か
ら
小
説
へ
と
そ
の
文
学
形
態
を
転
換
し
て
ゆ
く
際
に
、
そ
の
作
品
は
、
前

述
し
た
よ
う
な
手
法
の
上
で
、
重
要
な
手
本
の
役
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
る
に
晩
年
病
床
の
独
歩
は
こ
れ
ほ
ど
の
傾
倒
ぶ
り
を
示
し
た
ツ
ル
ゲ

一
九

3



『

１
ネ
フ
を
す
で
に
飽
い
た
と
言
い
、
そ
れ
は
そ
の
作
が
余
り
に
貴
族
的
、
高

踏
的
、
非
実
践
的
、
非
活
動
的
な
為
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
（
「
病
淋
録
」

全
集
Ｖ
９
Ｐ
六
七
’
六
八
）
そ
こ
に
は
モ
ｒ
パ
ヅ
サ
ン
な
ど
へ
の
傾
倒
の
理

由
の
一
端
な
ど
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ツ
ル
ゲ

ー
ネ
フ
か
ら
も
社
会
観
的
悲
哀
感
な
ど
の
影
響
も
受
け
、
そ
の
作
品
の
上
に

次
第
に
現
実
味
を
加
え
て
い
っ
た
独
歩
が
、
晩
年
に
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
吐

い
た
こ
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
な

お
小
論
に
は
考
究
す
べ
き
幾
つ
か
の
問
題
が
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
ま
た
稿
を
更
め
て
論
ず
る
こ
と
と
し
て
、
本
稿
を
燗
筆
す
る
。

（
注
）①

益
田
道
三
著
「
比
較
文
学
的
散
歩
」

②
も
う
古
い
こ
と
だ
が
、
こ
う
し
た
自
然
描
写
に
お
け
る
影
響
感
化
の
研
究
中
最

‐
も
早
期
の
も
の
で
あ
り
、
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
「
岩
波
講
座
日
本
文
学
」
所
収

の
塩
田
良
平
「
国
木
田
独
歩
」
で
は
「
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
か
ら
は
、
自
然
描
写
以
外

の
影
響
は
少
な
か
っ
た
と
認
め
て
よ
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

③
平
井
照
敏
「
『
武
蔵
野
』
時
代
の
独
歩
と
モ
ー
・
〈
ツ
サ
ソ
」
（
「
比
較
文
学
研
究
」

第
二
巻
第
二
号
所
収
）
に
は
そ
の
詳
密
な
論
述
が
み
ら
れ
る
。

④
斎
藤
弔
花
は
独
歩
の
口
か
ら
よ
く
「
あ
ひ
目
き
」
の
中
の
林
間
の
静
け
さ
を
書

い
た
一
節
を
読
ん
で
聞
か
さ
れ
た
と
・
い
う
。
（
「
国
木
田
独
歩
と
其
周
囲
」
Ｐ
一
九

一
）
弔
花
が
初
め
て
独
歩
に
会
っ
た
の
は
三
十
四
年
夏
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
独

歩
は
二
十
六
年
五
月
三
十
日
に
「
あ
ひ
虞
き
」
を
読
ん
で
以
来
、
後
年
ま
で
も
愛

読
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

⑤
山
田
仲
光
「
独
歩
と
民
友
社
」
（
「
文
学
」
第
三
三
巻
鮒
一
号
所
収
）
に
は
独
歩

が
「
国
民
之
友
」
の
廃
刊
ま
で
在
社
し
た
も
の
と
考
証
し
て
い
る
ｐ

⑥
「
文
壇
無
駄
話
」
に
よ
る
と
、
近
松
秋
江
も
ま
た
こ
の
「
太
陽
」
か
ら
ち
ぎ
っ

卜

Ｏ
Ｂ
）

二
○

て
綴
じ
た
「
う
き
草
」
を
花
袋
か
ら
「
こ
れ
で
国
木
田
も
柳
田
も
見
た
の
だ
。
」

と
言
っ
て
借
り
た
と
い
う
。
（
河
出
文
庫
Ｐ
五
五
）

⑦
小
山
内
薫
は
独
歩
訳
と
は
名
ば
か
り
で
、
実
際
は
独
歩
訳
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
だ
と
言
っ
て
お
り
、
（
「
新
潮
」
追
悼
号
「
国
木
田
独
歩
」
所
収
「
故
独
歩
の
作

物
に
就
て
」
）
平
塚
篇
も
全
然
他
人
の
代
作
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
（
近
代
文
学

鑑
賞
講
座
「
国
木
田
独
歩
」
所
収
「
独
歩
君
の
思
出
」
）
江
馬
修
は
「
是
は
今
井

が
元
を
訳
し
た
の
で
あ
る
。
」
（
「
人
及
び
芸
術
家
と
し
て
の
国
木
田
独
歩
」
Ｐ
一

一
二
と
述
需
へ
て
い
る
。
瀬
沼
茂
樹
氏
の
言
う
よ
う
に
、
た
し
か
に
そ
の
訳
文
に

は
意
味
の
不
明
瞭
な
箇
所
が
あ
る
。
（
全
集
Ｖ
４
解
題
）

⑧
京
都
府
綜
合
資
料
館
に
は
こ
の
初
版
本
一
冊
だ
け
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

⑨
京
都
府
綜
合
資
料
館
に
あ
る
、
↓
目
〕
。
シ
鴛
○
門
司
。
酸
。
留
『
旨
の
ゞ
》
（
ア
ス
タ
ー
散

文
叢
書
）
の
《
巾
日
○
百
』
』
は
同
じ
く
一
三
Ｉ
ヨ
ー
ク
で
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、

一
八
七
二
年
の
版
権
で
、
独
歩
所
有
の
も
の
と
は
お
そ
ら
く
別
で
あ
ろ
う
。

⑩
「
欺
か
ざ
る
の
記
」
の
晦
渋
さ
な
ど
も
幾
分
は
こ
う
し
た
点
に
根
ざ
し
て
い
る
。

⑪
「
貴
族
の
家
」
な
ど
は
そ
の
最
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。

⑫
ア
レ
ク
サ
ソ
ド
ル
二
世
に
農
奴
解
放
の
志
を
立
て
さ
せ
た
の
は
、
皇
太
子
時
代

に
読
ん
だ
「
猟
人
日
記
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
反
農
奴
制
的
な
書
物
の
出
版

の
た
め
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
同
年
コ
ー
ゴ
リ
ヘ
の
追
悼
文
を
理
由
に
逮
捕
、
追
放

の
目
に
遭
っ
た
。

⑬
大
谷
深
「
ロ
シ
ヤ
文
学
の
翻
訳
と
日
本
文
学
」
（
「
国
文
学
」
第
四
巻
第
五
号
）

は
ロ
シ
ヤ
文
学
作
品
の
邦
訳
紹
介
さ
れ
た
篇
数
を
作
家
別
年
代
順
に
統
計
し
て
い

る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
ば
最
も
早
く
か
ら
明
治
時
代
を
通
じ
て

最
も
盛
ん
に
翻
訳
紹
介
さ
れ
た
作
家
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
氏
は
「
ロ

シ
ヤ
文
学
の
影
響
の
点
か
ら
云
っ
て
、
明
治
時
代
は
即
ち
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
時
代
で

も
あ
っ
た
。
」
と
言
っ
て
い
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が
こ
れ
ほ
ど
読
ま
れ
た
の
も
、

一
つ
に
は
そ
の
東
洋
的
、
伝
統
的
な
性
格
に
通
ず
る
も
の
の
あ
る
が
故
に
比
較
的

受
け
入
れ
易
か
っ
た
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
引
用
文
中
、
「
全
集
」
と
あ
る
の
は
、
す
．
へ
て
学
習
研
究
社
版
国
木
田
独
歩
全

集
で
あ
る
。
）

す

‐
峰
侭
い
‐
‐
‐
‐
‐
Ｉ
ワ
‐
全

’


