
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」

論

１
中
河
与
一
「
偶
然
文
学
論
」
を
中
心
に
ー

真
　
　
銅

正
　
　
宏

中
河
与
一
の

「
偶
然
」
論
の
位
置

　
昭
和
十
年
前
後
に
中
河
与
一
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ
た
「
偶
然
」
と
い
う

言
葉
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
同
時
代
の
横
光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
（
昭
和
一

〇
年
四
月
、
『
改
造
』
）
や
小
林
秀
雄
の
「
私
小
説
論
」
一
昭
和
一
〇
年
五
月
－

八
月
、
『
経
済
往
来
』
）
を
め
ぐ
る
議
論
に
比
し
て
、
現
在
、
文
学
史
の
問
題
と

し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
当
時
、
後
二
者
に
決
し
て

ひ
け
を
取
ら
な
い
重
要
な
問
題
圏
を
形
成
し
て
い
た
。
本
論
の
巨
視
的
な
目
的

は
、
当
時
、
狭
義
の
「
文
学
」
を
超
え
て
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
わ
た
っ
て
検
討
さ

れ
た
「
偶
然
」
と
い
う
語
を
鍵
語
と
し
て
、
従
来
と
は
別
の
角
度
か
ら
昭
和
十

年
前
後
を
ト
ー
タ
ル
な
形
で
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
先

ず
中
河
与
一
の
議
論
を
中
心
に
、
問
題
の
所
在
を
明
確
に
し
た
い
。

　
中
河
与
一
の
当
初
の
趣
旨
は
極
め
て
単
純
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の

　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

文
壇
は
、
私
小
説
が
リ
ア
リ
ズ
ム
を
曲
解
な
い
し
局
部
肥
大
し
、
作
家
の
身
辺

と
日
常
生
活
を
描
く
こ
と
ば
か
り
に
な
り
、
創
造
性
が
希
薄
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
一
方
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
弾
圧
と
い
う
外
か
ら
の
力
と
、
小
説
と
そ

の
目
的
意
識
と
の
レ
ベ
ル
の
混
同
に
よ
る
混
乱
に
よ
り
行
き
詰
ま
っ
た
状
況
下

に
あ
り
、
こ
れ
ら
を
打
破
す
る
に
は
、
前
者
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
極
北
と
し
て
の

「
必
然
」
性
と
、
後
者
の
背
景
に
あ
る
歴
史
観
か
ら
く
る
「
必
然
」
性
を
、
ひ

と
ま
と
め
に
「
必
然
」
と
し
て
捉
え
、
こ
の
「
必
然
」
な
る
も
の
が
当
時
の
文

壇
の
限
界
状
況
の
要
因
で
あ
る
と
し
、
そ
の
反
意
語
で
あ
る
「
偶
然
」
的
要
素

が
要
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
論
理
の
飛
躍
が
窺
え
る
が
、

同
時
代
的
に
は
問
題
の
核
心
を
突
い
た
議
論
と
受
け
取
ら
れ
て
も
不
思
議
の
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。
周
知
の
と
お
り
小
林
多
喜
二
の
虐
殺
と
、
共
産
党
の
リ
ー

ダ
ー
で
あ
っ
た
佐
野
学
と
鍋
山
貞
親
の
転
向
声
明
、
お
よ
び
滝
川
事
件
な
ど
、

日
本
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
化
の
最
初
の
ピ
ー
ク
が
あ
っ
た
の
が
昭
和
八
年
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

一
方
、
い
わ
ゆ
る
私
小
説
作
家
ら
し
い
私
小
説
作
家
は
、
嘉
村
礒
多
を
除
き
当

時
ほ
と
ん
ど
活
動
を
停
止
し
て
い
た
。
こ
の
状
況
を
ま
と
め
て
「
必
然
」
と
い

う
要
素
の
衰
退
と
呼
ぶ
こ
と
は
た
や
す
い
。
こ
の
同
時
代
の
文
学
の
危
機
的
状

況
の
打
開
策
と
し
て
、
「
偶
然
」
と
い
う
言
葉
を
一
種
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
よ
う

に
用
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
し
く
中
河
に
と
っ
て
の
「
文
芸
復
興
」
の
合

い
言
葉
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
偶
然
」
に
つ
い
て
の
議
論
自
体
は
中
河
与
一
以
前
に
も
あ
っ

た
よ
う
だ
が
、
い
わ
ゆ
る
「
偶
然
文
学
論
争
」
と
し
て
、
昭
和
十
年
と
い
う
年

に
か
な
り
集
中
的
な
論
争
を
引
き
起
こ
す
直
接
の
引
金
と
な
っ
た
の
は
、
同
年

二
月
九
日
か
ら
一
一
日
ま
で
三
日
間
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
、
中
河
与
一
の

「
偶
然
の
毛
鞠
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
に
触
発
さ
れ
た
各
分
野
の

論
者
た
ち
が
、
「
偶
然
」
と
「
必
然
」
の
陣
営
に
分
か
れ
、
旺
盛
に
議
論
を
戦

わ
せ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
そ
れ
に
答
え
る
形
で
、
中
河
与
一
自
身
も
論
を
深

化
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
応
の
ま
と
め
と
し
て
、
同
年
七
月
の
『
新
潮
』
に
発

表
さ
れ
た
の
が
「
偶
然
文
学
論
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
か
な
り
反
響
を
呼
ん
だ
。

そ
し
て
そ
の
反
響
へ
の
さ
ら
な
る
対
応
を
も
含
め
、
中
河
は
、
自
身
の
偶
然
に

関
す
る
一
連
の
文
章
を
『
偶
然
と
文
学
』
と
題
し
て
同
年
一
一
月
に
第
一
書
房

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

か
ら
刊
行
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
本
は
様
々
な
形
で
版
を
重
ね
て
い
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
の
『
偶
然
と
文
学
』
が
刊
行
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
書
評
が
い
く
っ

か
集
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
は
同
じ
第
一
書
房
か
ら
、
長
谷
川
巳
之
吉
編
輯
発
行
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

し
て
、
実
際
に
は
中
河
与
一
自
身
の
編
輯
に
よ
り
『
「
偶
然
と
文
学
」
批
評
集
』

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
非
売
品
で
あ
る
が
、
刊
記
は
昭
和
一
一
年
三
月
一
五

日
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
の
問
、
す
な
わ
ち
、
中
河
与
一
の
「
偶
然
の
毛
鞠
」
の
連
載
の
始
ま
っ
た

昭
和
一
〇
年
二
月
九
日
よ
り
、
翌
一
一
年
三
月
一
五
日
ま
で
を
、
本
稿
の
一
応

の
射
程
範
囲
と
し
て
お
き
た
い
。

二
　
偶
然
文
学
論
争

　
「
偶
然
の
毛
鞠
」
に
お
い
て
は
、
先
ず
、
現
今
の
小
説
を
改
革
す
る
と
い
う

企
図
が
強
く
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
ヶ
月
後
の
四
月
に
発
表
さ
れ
る
横

光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
と
同
じ
問
題
意
識
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
偶

然
」
と
い
う
要
素
を
用
い
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
は
「
純
粋
小
説

論
」
を
先
取
り
し
て
い
る
と
も
云
え
よ
う
。
中
河
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
そ
れ
は
単
に
マ
ル
ク
ス
主
義
作
家
の
み
な
ら
ず
、
ひ
と
し
く
芸
術
派
と
称

　
す
る
作
家
ま
で
が
、
必
然
論
と
い
ふ
も
の
に
何
の
疑
ひ
も
さ
し
は
さ
ま
な
か

　
つ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
て
吾
々
の
文
学
は
明
ら
か
に
不
思
議
と
い
ふ
も
の
を

　
喪
失
し
て
し
ま
つ
た
。
日
常
微
温
の
小
説
に
専
念
し
、
観
念
の
絶
望
に
耽
溺

　
し
、
創
造
的
気
力
を
見
失
つ
て
し
ま
つ
た
。
も
と
も
と
必
然
思
想
と
い
ふ
も

　
の
・
中
に
不
思
議
と
い
ふ
も
の
・
存
在
の
し
や
う
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
偶
然
の
毛
鞠
」
Ｈ
）



　
つ
ま
り
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
当
時
の
具
体
的
な
文
学
思
潮
と
し
て
の
マ

ル
ク
ス
主
義
文
学
と
芸
術
派
文
学
の
、
ど
ち
ら
を
も
蹴
散
ら
す
際
に
、
そ
の

「
必
然
」
的
性
格
を
挙
げ
て
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
反
対
物
と
し

て
「
偶
然
」
が
語
ら
れ
る
。

　
同
じ
文
章
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
文
壇
の
現
今
を
紹
介
し
て
、
「
ジ
イ
ド
」

を
中
心
に
、
「
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
」
や
「
ク
ル
チ
ュ
ウ
ス
」
な
ど
の
文
学
論
が
、

「
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
の
「
偶
然
」
説
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
云
う
「
流
動
哲
学
」
と

「
創
造
的
進
化
」
と
い
う
、
非
決
定
論
的
な
哲
学
の
考
え
方
を
も
と
に
組
み
立

て
ら
れ
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
借
り
て
「
偶
然
」
論
の
補
強
乃

至
証
明
に
充
て
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
そ
の
自
己
の
論
の
補
強
乃
至
証
明
の
た
め
に
、
最
新
の
科
学
理
論

を
も
持
ち
出
す
こ
と
と
な
る
。
旦
ハ
体
的
に
は
「
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
、
ボ
ル
ン
、

ヨ
ル
ダ
ン
等
」
の
「
波
動
力
学
」
に
お
け
る
「
非
確
定
理
論
と
い
ふ
も
の
」
で

あ
る
。
初
出
で
は
こ
の
と
お
り
の
言
葉
で
あ
る
が
、
単
行
本
に
お
い
て
そ
れ
は

「
量
子
力
学
」
に
お
け
る
「
不
確
定
性
原
理
」
と
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
改

変
は
、
お
そ
ら
く
石
原
純
の
示
唆
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
四
月
一
日
付
の

『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
「
偶
然
論
と
文
学
」
口
に
お
い
て
石
原
は
、
「
中
河
氏
が

そ
の
な
か
に
お
い
て
語
ら
れ
た
科
学
に
お
け
る
偶
然
論
は
不
幸
に
し
て
必
ず
し

も
そ
の
正
当
な
意
味
に
お
い
て
は
解
さ
れ
て
ゐ
な
か
っ
た
こ
と
を
甚
だ
遺
憾
と

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
た
」
「
そ
の
内
容
の
不
正
確
さ
に
対
し
て
は
、

　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

私
は
科
学
理
論
の
厳
正
な
る
こ
と
を
知
る
限
り
、
一
層
こ
れ
を
悲
し
み
、
且
っ

こ
れ
を
平
気
に
見
遁
が
す
わ
け
に
ゆ
か
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
要

す
る
に
用
語
が
暖
味
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
中
河
も
石
原
の
言
を
受
け
入
れ
、
九

ヵ
月
ほ
ど
の
ち
の
単
行
本
に
お
い
て
出
来
る
限
り
こ
れ
を
改
め
て
い
る
。
初
出

か
ら
の
違
い
が
目
立
っ
と
こ
ろ
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
彼
等
は
い
ふ
「
人
智
に
は
位
置
と
速
度
と
が
あ
る
。
而
も
位
置
と
速
度
と

　
は
同
時
に
あ
り
得
な
い
。
」
（
略
）

　
　
　
非
確
定
　
　
偶
然
と
は
確
か
に
吾
吾
に
と
つ
て
一
種
の
苦
悶
で
あ
る
に

　
　
違
ひ
な
い
。
だ
が
「
非
確
定
を
自
然
の
真
相
と
し
て
寧
ろ
こ
れ
を
受
け
入

　
　
れ
る
と
こ
ろ
に
現
代
が
あ
る
」
と
エ
デ
イ
ン
ト
ン
は
批
評
し
て
ゐ
る
。
又

　
　
「
非
確
定
理
論
は
、
相
対
性
原
理
を
更
に
越
え
る
と
こ
ろ
の
廿
世
紀
の
科

　
　
学
上
に
お
け
る
一
大
創
見
で
あ
る
」
と
説
明
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
月
十
日
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
、
傍
線
引
用
者
）

　
　
彼
等
は
い
ふ
「
電
子
の
有
様
は
位
置
と
速
度
と
に
よ
つ
て
与
へ
ら
れ
る
。

　
し
か
も
位
置
と
速
度
と
は
同
時
に
確
定
し
な
い
。
」
（
略
）

　
　
不
確
定
　
　
偶
然
と
は
確
か
に
吾
々
に
と
つ
て
一
種
の
苦
悶
で
あ
る
に
違

　
ひ
な
い
。
だ
が
「
不
確
定
を
自
然
の
真
相
と
し
て
寧
ろ
こ
れ
を
受
け
入
れ
る

　
と
こ
ろ
に
現
代
が
あ
る
」
と
エ
デ
イ
ン
ト
ン
は
批
評
し
て
ゐ
る
。
又
「
不
確

　
定
性
原
理
は
、
相
対
性
原
理
を
更
に
越
え
る
と
こ
ろ
の
二
十
世
紀
の
科
学
上

　
に
お
け
る
一
大
創
見
で
あ
る
」
と
も
説
明
し
て
ゐ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
月
十
五
日
、
第
一
書
房
、
傍
線
引
用
者
）

　
右
の
と
お
り
、
初
出
に
お
い
て
は
、
元
来
量
子
力
学
の
用
語
で
あ
り
、
電
子
に

つ
い
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
を
、
い
き
な
り
人
智
に
関
わ
る
も
の
に
敷
術
し
て

述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
あ
ま
り
に
論
理
を
飛
躍
し
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
を

指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
単
行
本
に
お
い
て
は
穏
健
な
表
現
に
戻

し
て
い
る
。
こ
れ
が
最
大
の
改
変
で
、
さ
ら
に
中
河
自
身
が
「
偶
然
論
の
訂
正
」

（
同
年
四
月
八
日
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
）
と
い
う
文
章
を
発
表
し
て
、
初
出
の

文
章
が
他
人
の
論
の
引
き
写
し
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
量
子
力
学
に
限
定
す

る
方
向
に
戻
す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
改
変
も
重
要
で
あ
る
。

　
　
　
現
代
の
物
理
学
は
数
理
に
基
礎
を
置
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
「
幾
多
の
意

　
　
識
を
以
て
描
か
れ
た
る
自
然
は
結
局
単
な
る
数
字
に
化
し
て
し
ま
ふ
」
。

　
　
然
し
そ
の
数
字
の
根
元
が
「
確
率
」
と
「
偶
然
」
と
に
あ
り
と
す
れ
ば
、

　
　
数
は
数
と
し
て
の
本
質
が
な
く
な
つ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
デ
イ

　
　
ラ
ツ
ク
は
数
の
本
質
を
Ｐ
数
と
名
づ
け
、
Ｐ
数
は
実
数
で
な
い
と
し
て
ゐ

　
　
る
。
「
神
は
整
数
を
造
り
、
そ
の
他
は
人
が
造
っ
た
も
の
だ
（
ク
ロ
ー
ネ

　
　
カ
ー
）
物
理
は
畢
克
心
理
で
あ
る
」

　
　
　
し
て
み
る
と
、
今
や
吾
々
の
世
界
で
は
客
観
と
い
ふ
も
の
が
主
観
に
接

　
　
し
、
偶
然
論
に
お
い
て
烈
し
く
密
接
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
事
に
気
付
く
の

　
　
で
あ
る
。
　
　
　
　
（
二
月
十
一
日
、
『
東
京
朝
日
新
聞
』
、
傍
線
引
用
者
）

　
　
　
現
代
の
物
理
学
は
数
理
に
基
礎
を
置
い
て
ゐ
る
。
そ
し
て
「
描
か
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

る
自
然
は
結
局
単
な
る
数
字
に
化
し
て
し
ま
ふ
。
」
然
し
そ
の
数
字
の
根
元

が
「
確
率
」
と
「
偶
然
」
と
に
あ
り
と
す
れ
ば
、
数
は
数
と
し
て
の
本
質
が
な

く
な
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
デ
イ
ラ
ツ
ク
は
数
の
本
質
を
Ｑ
数
と
名

づ
け
、
Ｑ
数
は
実
数
で
な
い
と
し
て
ゐ
る
。
《
神
は
整
数
を
造
り
、
そ
の
他
は

人
が
造
っ
た
も
の
だ
》
（
ク
ロ
ー
ネ
カ
ー
）
。
物
理
は
畢
寛
心
理
で
あ
る
　
　
。

　
　
こ
こ
ま
で
い
ふ
と
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
混
同
で
あ
る
。
だ
が
今
や
吾
々
の

　
世
界
で
は
客
観
と
い
ふ
も
の
が
主
観
に
接
近
し
、
偶
然
論
に
お
い
て
烈
し
く

　
密
接
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
十
一
月
十
五
日
、
第
一
書
房
、
傍
線
引
用
者
）

　
こ
こ
の
Ｐ
数
と
Ｑ
数
の
書
替
え
は
一
見
何
で
も
な
い
よ
う
だ
が
、
Ｑ
数
と
は

量
子
力
学
の
量
子
（
｛
昌
巨
昌
）
の
頭
文
字
か
ら
き
た
も
の
で
、
一
般
的
に

こ
の
言
い
方
を
用
い
、
Ｐ
数
は
通
常
運
動
量
を
示
す
際
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
、

物
理
学
を
少
し
で
も
知
る
人
問
に
は
そ
の
意
味
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
と
い

　
う
。
仮
に
譲
っ
て
こ
れ
を
専
門
用
語
的
な
改
変
と
し
て
許
容
し
た
と
し
て
も
、

後
半
の
改
変
は
、
初
出
の
中
河
の
文
章
が
い
か
に
独
断
的
な
書
き
方
で
あ
っ
た

か
が
窺
え
る
。
極
論
に
過
ぎ
た
点
が
穏
や
か
な
表
現
に
変
え
ら
れ
て
い
る
と
い

う
程
度
で
は
な
く
、
順
説
表
現
を
逆
説
表
現
に
変
え
て
も
、
そ
の
あ
と
に
続
い

て
い
く
言
葉
は
結
局
同
じ
と
い
う
、
決
定
的
な
論
理
の
す
り
替
え
が
窺
え
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
の
「
偶
然
」
論
に
科
学
的
な
根
拠
を
得
る
た
め
に
、
性

急
な
証
明
を
試
み
た
結
果
で
あ
ろ
う
。



　
の
ち
に
「
文
学
と
科
学
の
結
婚
」
と
称
さ
れ
た
中
河
与
一
理
論
の
眼
目
の
一

つ
が
、
こ
の
科
学
理
論
の
応
用
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
彼
は
、
好
意

的
に
批
判
を
加
え
た
石
原
純
と
、
こ
の
の
ち
手
を
結
び
、
同
じ
側
に
立
っ
て
、

他
の
批
判
者
に
立
ち
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
第
一
書
房
版
の
単
行
本
の
こ
の
論

文
の
最
後
に
も
、
「
（
文
中
、
物
理
学
に
関
す
る
部
分
は
誤
り
な
き
を
期
し
石
原

純
博
士
の
校
閲
を
得
た
）
」
と
い
う
文
章
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ

は
全
的
に
科
学
的
な
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
挑
戦
の
た
め
の
や
や
あ
や
ふ
や

な
応
用
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
彼
は
こ
の
文
章
の
な
か
で
、
「
偶
然
」
の
必
要
性
を
文
芸
思
潮
上
の
リ

ア
リ
ズ
ム
と
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
関
係
の
問
題
に
ま
で
敷
術
す
る
。
従
来
対
立

項
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
二
っ
を
、
今
や
結
び
っ
け
る
必
要
が
あ
る
と

し
、
そ
の
た
め
に
は
「
偶
然
」
が
媒
介
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ

る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
あ
た
か
も
現
実
そ
の
も
の
を
写
す
こ
と
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
き
た
が
、
そ
れ
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
問
題
に
移
す
べ
き
で
あ
り
、
た

と
え
空
想
の
世
界
で
も
リ
ア
リ
ズ
ム
は
成
立
し
得
る
、
と
い
っ
た
こ
と
を
積
極

的
に
述
べ
た
て
よ
う
と
し
て
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
共
存
し
得
る
と
い
う
こ

と
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
芸
術
派
の
文
学
へ

の
批
判
に
対
応
し
、
攻
撃
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
発
展
解
消
さ
せ
る

べ
く
、
そ
の
一
応
の
具
体
的
方
策
の
見
解
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
文
章
に
対
し
て
、
賛
否
さ
ま
ざ
ま
の
意
見
が
寄
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

た
。

そ
の
批
判
者
の
代
表
的
な
意
見
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

果
し
て
「
純
文
学
」

は
、

偶
然
性
を
除
排
し
、
「
必
然
性
で
か
た
め
て
ゐ
る
」

た
め
に
退
屈
に
お
ち
い
っ
た
と
一
言
ひ
得
る
だ
ら
う
か
。
一
体
純
文
学
も
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
も
凡
そ
い
か
な
る
文
学
も
、
偶
然
を
排
除
し
て
成
り
立
ち
得

た
た
め
し
が
あ
る
だ
ら
う
か
。
否
だ
。

純
文
学
は
、
む
し
ろ
歴
史
の
一
般
的

進
行
に
と
つ
て
本
質
的
な
意
義
を
も
た
ぬ
個
人
の
偶
然
的
な
生
活
を
の
み
、

偶
然
な
ま
・
に
描
い
て
き
た
た
め
に
こ
そ
無
力
化
し
た
の
だ
。
（
略
）

　
こ
・
で
は
、
中
河
与
一
氏
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
必
然
論
だ
、
と
片
付
け
て

居
た
こ
と
に
対
し
て
、
；
日
つ
け
加
へ
て
お
き
た
い
。
こ
の
世
界
の
森
羅
万

象
は
た
、
・
必
然
的
な
も
の
だ
と
の
み
説
き
、
そ
の
必
然
が
現
は
れ
る
特
殊
な

形
式
で
あ
る
個
々
の
偶
然
性
の
客
観
的
意
義
を
抹
殺
す
る
の
は
、
い
は
ゆ
る

機
械
的
唯
物
論
や
或
種
の
観
念
論
で
あ
つ
て
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
は
な
い
。

（
略
）
私
達
は
偶
然
性
の
客
観
的
意
義
に
っ
い
て
、
た
と
へ
ば
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
の
運
動
に
と
つ
て
個
々
の
作
家
の
親
ゆ
づ
り
の
性
質
は
偶
然
的
な

も
の
だ
と
認
め
る
が
、
そ
の
発
展
の
仕
方
の
な
か
に
は
必
然
的
な
も
の
を
認

め
る
し
、
ま
た
作
家
の
偶
然
的
な
個
性
が
、
文
学
運
動
全
体
の
な
か
で
必
然

的
な
役
割
を
果
し
て
来
た
し
呆
し
行
く
こ
と
を
旦
一
体
的
に
認
め
る
の
で
あ
る
。

（
森
山
啓
「
小
説
論
に
お
け
る
必
然
と
偶
然
」
昭
和
十
年
五
月
、
『
文
芸
』
、

傍
線
引
用
者
）

こ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
か
ら
の
反
論
の
典
型
的
な
も
の
で
、
「
マ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
一



　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

キ
シ
ズ
ム
」
と
「
機
械
的
唯
物
論
や
或
種
の
観
念
論
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
を

求
め
、
純
文
学
衰
退
の
原
因
も
、
「
必
然
」
に
拠
る
の
で
は
な
く
む
し
ろ
「
偶

然
」
的
要
素
に
拠
る
と
す
る
、
中
河
理
論
の
か
な
り
根
本
的
な
否
定
で
あ
る
。

森
山
に
よ
る
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
「
必
然
」
で
は
な
い
。
つ
ま
り
二
重
の
意
味

で
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
中
河
の
批
判
か
ら
自
由
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
別
に
、
次
の
よ
う
な
反
論
も
あ
る
。

　
　
文
学
の
通
俗
性
（
乃
至
純
粋
性
）
の
問
題
で
は
、
必
然
と
偶
然
と
の
た
“

　
の
対
立
で
は
な
く
て
初
め
か
ら
そ
の
関
連
が
主
題
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

　
之
は
一
般
の
偶
然
論
の
立
場
か
ら
云
つ
て
も
、
梢
々
進
ん
だ
形
態
の
問
題
だ

　
と
い
ふ
こ
と
を
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
処
が
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
の
問

　
題
か
ら
提
出
さ
れ
る
偶
然
論
は
、
全
く
、
偶
然
を
必
然
か
ら
分
離
す
る
こ
と

　
自
身
に
興
味
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
や
う
だ
。
こ
・
で
は
必
然
性
と
の
内
部

　
的
な
連
関
が
興
味
で
は
な
く
、
必
然
性
が
如
何
に
偶
然
と
い
ふ
、
或
ひ
は
又

　
可
能
性
・
自
由
其
他
と
い
ふ
、
剰
余
を
残
す
か
と
い
ふ
こ
と
が
、
興
味
の
中

　
心
で
あ
る
や
う
に
見
え
る
。
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
が
リ
ァ
リ
ズ
ム
と
対
立
す

る
限
り
、
即
ち
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
と
対
立
す
る
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
の
立

場
を
守
り
又
主
張
す
る
限
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
原
理
と
考
へ
ら
れ
る
必
然
性

と
　
ロ
マ
ン
テ
イ
シ
ズ
ム
の
原
理
と
考
へ
ら
れ
る
偶
然
性
と
が
、

単
純
に
排

他
的
に
対
立
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

こ
・
で
は
偶
然
論
は
、
必
然
主
義
と
思
し

き
も
の
に
対
立
す
る
偶
然
主
義
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
ハ
イ
ゼ

二
二

　
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
の
原
則
な
ど
が
証
人
に
引
き
出
さ
れ
た
り
何
か
す
る

　
の
で
あ
る
。

　
（
戸
坂
潤
「
文
学
に
於
け
る
偶
然
性
と
必
然
性
」
昭
和
十
年
六
月
、
『
文
学
評

　
論
』
、
傍
線
引
用
者
）

　
こ
の
論
で
は
、
直
接
的
に
は
横
光
利
一
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
け
だ
が
、
引

用
文
の
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
云
々
の
内
容
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
批
判
対
象

と
し
て
は
中
河
与
一
が
暗
に
そ
の
代
表
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く

彼
の
論
が
公
式
的
に
解
さ
れ
や
す
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
偶
然

論
は
必
然
性
を
排
除
す
る
た
め
の
、
い
わ
ば
議
論
の
た
め
の
議
論
に
過
ぎ
ず
、

内
的
な
理
由
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
い
っ
た
批
判
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
内
容
ば
か
り
で
な
く
、
中
河
の
論
法
に
関
す
る
批
判
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
偶
然
論
は
中
河
与
一
氏
な
ど
に
よ
っ
て
文
芸
理
論
一
方
の
旗
幟

　
　
と
さ
れ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
中
河
氏
は
ひ
と
り
思
想
家
の
文
章
か
ら
だ
け

　
　
で
な
く
、
科
学
者
の
言
説
の
中
か
ら
も
、
自
己
に
好
都
合
な
部
分
を
引
用

　
　
し
、
自
己
の
主
張
を
固
む
る
に
懸
命
で
あ
ら
れ
る
や
う
だ
。
し
か
し
作
家

　
　
と
し
て
の
氏
が
如
何
に
優
れ
て
ゐ
よ
う
と
も
、
文
芸
の
形
而
上
学
者
と
し

　
　
て
の
氏
を
尊
重
す
る
気
に
は
な
れ
な
い
。
思
ひ
つ
き
は
よ
い
と
し
て
も
、

　
　
論
証
の
過
程
は
今
の
と
こ
ろ
腹
立
し
い
ほ
ど
の
杜
撰
さ
で
あ
る
。
そ
れ
だ

の
に
他
説
、
特
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
無
理
解
を
臆
面
も
な
く
押
し

つ
け
よ
う
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
少
し
思
想
の
流
れ
に
注
意
し
て
ゐ
る
も
の
な



　
　
ら
、
偶
然
論
、
特
に
自
然
科
学
に
お
け
る
そ
れ
が
ど
の
方
面
か
ら
思
想
的

　
　
に
注
目
さ
れ
だ
し
た
か
を
知
っ
て
ゐ
る
筈
で
あ
る
。
自
然
弁
証
法
の
問
題

　
　
な
ど
も
、
こ
れ
を
続
っ
て
討
議
さ
れ
た
こ
と
を
、
中
河
氏
は
御
存
じ
な
い

　
　
の
で
あ
ら
う
か
。
（
略
）
）

（
本
多
謙
三
「
誤
謬
・
偶
然
・
運
Ａ
叩
－
知
識
者
問
題
の
実
存
的
理
解
一
下
）
」

　
昭
和
十
年
六
月
十
日
、
『
帝
国
大
学
新
聞
』
、
傍
線
引
用
者
）

　
こ
れ
は
、
中
河
の
論
の
手
続
き
上
の
問
題
点
、
論
証
の
杜
撰
さ
を
攻
撃
す
る

も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
か
ら
も
、
当
時
の
中
河
の
理
論
が
か
な
り
独
善
的
と
映

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
。
理
論
を
重
要
視
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
陣

営
か
ら
は
、
特
に
強
い
反
発
を
受
け
た
と
い
う
の
も
う
な
づ
け
る
。

　
以
上
が
反
論
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
必
然
」
に
っ
く
か

「
偶
然
」
に
っ
く
か
の
立
場
の
相
違
か
ら
く
る
反
論
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
主
義

的
に
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
述
べ
よ
う
と
す
る
中
河
の
態
度
に
対
す
る
反
論
、
ま
た

そ
の
際
の
手
続
き
上
の
問
題
点
へ
の
指
摘
が
、
対
立
す
る
側
の
主
た
る
論
点
で

あ
っ
た
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
中
河
は
批
判
へ
の
批
判
を
提
出
す
る
。

　
そ
の
際
中
河
は
、
徐
々
に
よ
り
精
密
に
理
論
武
装
し
、
同
年
七
月
の
『
新

潮
』
に
満
を
持
し
て
「
偶
然
文
学
論
」
を
発
表
し
た
。
こ
の
文
章
を
め
ぐ
っ
て

ま
す
ま
す
賛
否
喧
し
く
な
る
が
、
そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
、
こ
の
文
章
の
一

種
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
的
な
性
格
を
想
定
で
き
る
。
こ
こ
で
も
彼
は
次
の
よ
う
な

主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

　
　
私
は
今
に
し
て
、
今
日
の
文
学
が
、
何
よ
り
圭
這
般
の
驚
き
を
失
っ
て
、

　
全
部
の
人
が
全
部
、
安
心
し
き
つ
て
必
然
思
想
に
の
み
掻
か
れ
て
ゐ
る
事
に
、

　
何
よ
り
も
危
険
を
感
じ
る
者
で
あ
る
。
（
略
）

　
　
古
往
今
来
、
誰
れ
が
芸
術
を
計
算
の
中
か
ら
割
り
だ
し
た
男
が
あ
る
だ
ら

　
う
か
。
俳
句
の
如
き
短
詩
形
さ
へ
も
、
吾
々
は
如
何
な
る
数
字
の
組
合
せ
に

　
よ
つ
て
も
制
作
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
さ
ら
な
る
段
階
と
し
て
、
こ
れ
を
芸
術
に
限
っ
た
問
題
で
は
な
く
、

世
界
観
の
問
題
と
し
て
も
敷
術
し
て
い
く
。

　
　
吾
々
は
吾
々
の
芸
術
に
於
て
、
心
臓
を
、
生
活
を
、
社
会
を
、
再
び
偶
然

　
の
事
実
に
よ
つ
て
見
な
ほ
し
、
生
き
生
き
と
そ
れ
を
感
じ
、
蘇
生
せ
し
め
な

　
け
れ
ば
な
ら
ぬ
時
代
に
到
達
し
た
。
（
略
）
未
来
を
空
想
し
て
現
実
を
切
実

　
に
生
き
る
も
の
、
そ
れ
は
恋
人
達
だ
け
で
は
な
い
。
偶
然
の
論
理
に
於
て

　
吾
々
は
初
め
て
未
来
と
現
実
と
を
豊
富
に
生
き
、
吾
々
の
日
常
を
永
遠
に
つ

　
な
ぐ
の
で
あ
る
。

　
　
こ
れ
は
文
学
の
中
に
於
け
る
空
語
で
は
な
い
。
取
っ
て
っ
け
た
や
う
な
社

　
会
的
関
心
と
現
象
論
と
文
体
論
に
も
ま
し
て
、
最
も
深
奥
な
る
文
学
精
神
の

　
根
本
に
さ
か
の
ぼ
ら
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
略
）

　
　
今
日
の
論
理
を
築
く
事
の
困
難
と
得
失
と
は
誰
れ
し
も
知
つ
て
ゐ
る
。
然

　
も
私
は
敢
て
そ
の
無
謀
を
し
た
。
今
は
荒
廃
し
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
園
に
這
入

　
っ
て
、
美
を
愛
す
る
喜
び
を
再
興
し
た
い
。
私
の
論
理
は
粗
草
に
刺
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

　
棟
に
傷
っ
け
ら
れ
た
。
然
し
私
の
開
墾
は
ま
だ
一
日
の
忍
耐
に
も
達
し
て
ゐ

　
な
い
。
（
昭
和
十
年
五
月
柑
日
）

　
こ
と
の
当
否
は
と
も
か
く
、
彼
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
昂
ぶ
ら
せ
る
ほ
ど
、
当
時

の
「
必
然
」
論
も
根
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の

「
偶
然
」
お
よ
び
「
必
然
」
の
論
が
、
昭
和
十
年
前
後
に
さ
か
ん
に
議
論
さ
れ

た
、
あ
る
べ
き
小
説
像
を
め
ぐ
る
問
題
、
及
び
そ
の
背
景
に
認
め
ら
れ
る
世
界

観
の
相
違
の
問
題
を
鋭
く
突
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

「
必
然
」
と
「
偶
然
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
た
か
も
代
理
戦
争
を
演
じ
た
よ
う

な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
ば
、
こ
の
論
争
は
、
文
学
史
的

な
扱
い
の
上
で
不
当
に
無
視
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

三
　
小
説
作
品
の
虚
構
性
と

「
偶
然
」

陛

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
偶
然
」
と
「
必
然
」
は
同
時
代
の
文
学
状
況
の
問
題
点

を
抽
象
的
に
指
し
示
し
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
で
は
い
っ

た
い
、
小
説
作
品
に
お
け
る
「
偶
然
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
で

提
出
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
肝
腎
の
問
題
に
つ
い
て
、
中
河
批

判
の
急
先
鋒
の
一
人
で
あ
っ
た
三
枝
博
音
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
極
め
て
一
般
的
に
言
つ
て
、
小
説
は
そ
れ
が
面
白
い
と
い
ふ
こ
と
を
通
じ

　
て
、
読
者
を
感
動
さ
せ
啓
発
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
小
説
の
存
在
理
由
が
あ
る
、

　
と
い
ふ
こ
と
が
で
き
る
。
面
白
い
の
は
い
っ
た
い
ど
う
し
て
面
白
い
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

　
自
然
や
人
事
に
つ
い
て
の
精
密
な
単
な
る
記
述
や
記
録
（
例
へ
ば
未
開
地
踏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
査
記
と
か
工
場
監
督
官
報
告
な
ど
）
が
小
説
の
や
う
に
面
白
く
な
い
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
そ
れ
が
は
じ
め
か
ら
人
を
感
動
せ
し
め
る
や
う
に
で
き
て
ゐ
な
い
か
ら
で
あ

　
る
。
感
動
せ
し
め
る
や
う
に
で
き
て
ゐ
な
い
の
は
、
そ
の
記
述
物
の
仕
組
如

　
何
に
あ
る
。
小
説
で
は
こ
の
仕
組
の
と
こ
ろ
に
、
感
動
せ
し
め
る
こ
と
の
主

　
因
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
。
小
説
で
偶
然
が
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
の
仕
組
の
と

　
こ
ろ
に
於
て
で
あ
る
。
（
略
）
（
今
更
物
理
学
者
の
説
な
ど
引
き
合
ひ
に
し

　
て
）
現
実
は
偶
然
で
充
ち
て
ゐ
る
か
ら
、
従
っ
て
偶
然
が
支
配
す
る
面
白
い

　
小
説
が
大
い
に
こ
れ
か
ら
も
あ
り
得
る
と
い
ふ
や
う
な
（
こ
の
頃
流
行
の
）

　
小
説
論
は
、
小
説
は
何
で
あ
る
か
を
理
解
し
て
ゐ
な
い
以
上
に
、
吾
々
の
時

　
代
の
現
実
を
理
解
し
て
ゐ
な
い
愚
論
で
あ
る
。

　
（
三
枝
博
音
「
小
説
の
「
偶
然
」
の
分
析
」
昭
和
十
年
八
月
、
『
経
済
往
来
』
）

　
ま
た
し
て
も
中
河
与
一
の
論
が
、
そ
の
名
を
挙
げ
ず
に
批
判
さ
れ
て
い
る
。

横
光
利
一
が
同
じ
論
の
な
か
で
、
否
定
は
さ
れ
る
が
好
意
的
に
論
じ
ら
れ
て
い

る
の
と
好
対
照
で
あ
る
。

　
こ
の
文
章
に
よ
る
と
、
中
河
与
一
の
「
偶
然
」
論
は
、
す
で
に
小
説
の
範
囲

を
超
え
、
現
実
世
界
に
「
偶
然
」
が
満
ち
充
ち
て
い
て
、
そ
れ
を
写
す
の
が
小

説
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
、
議
論
が
小
説
外
の
「
偶
然
」
の
方
に

重
点
を
移
し
た
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
中
河
の
「
偶

然
」
論
は
、
神
秘
主
義
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
そ
れ
を
否
定
す
る



た
め
に
持
ち
出
さ
れ
た
科
学
理
論
と
し
て
の
「
不
確
定
性
原
理
」
に
し
て
も
、

小
説
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
も
の
と
い
う
扱
い
を
受
け
る
。
三
枝
は
と
に
か
く
議

論
を
小
説
に
限
ろ
う
と
す
る
。
「
さ
て
、
偶
然
は
創
作
の
な
か
の
問
題
で
あ
る
。

と
い
っ
て
、
薮
か
ら
棒
の
偶
然
が
、
小
説
を
芸
術
た
ら
し
め
る
の
で
は
な
い
。

必
然
的
な
法
則
的
な
玲
瀧
た
る
認
識
へ
も
り
上
っ
て
ゆ
く
た
め
の
偶
然
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
い
う
言
葉
も
、
こ
の
大
前
提
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
。
っ

ま
り
三
枝
は
「
偶
然
」
の
上
位
項
目
と
し
て
「
必
然
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
「
偶

然
」
が
生
き
る
、
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
翌
月
の
『
経
済
往
来
』
で
中
河
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
即
ち
三
枝
氏
に
よ
る
と
「
偶
然
」
と
い
ふ
も
の
は
小
説
を
面
白
く
す
る
た

　
め
の
単
な
る
手
法
、
小
説
内
の
事
だ
と
い
ふ
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
て
み

　
る
と
三
枝
氏
に
於
て
は
、
小
説
を
面
白
く
す
る
と
い
ふ
事
が
同
時
に
「
小
説

　
の
本
質
論
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
誠
に
恐
れ
入
つ
た
本
質
論
で
あ
る
。
（
略
）

　
私
は
三
枝
氏
の
「
偶
然
論
」
な
ど
は
小
説
に
と
っ
て
有
害
無
益
の
技
巧
論
に

　
す
ぎ
な
い
と
思
っ
て
ゐ
る
。
三
枝
氏
の
い
ふ
や
う
な
「
偶
然
」
な
ら
、
今
日

　
の
通
俗
小
説
を
み
れ
ば
、
実
は
あ
り
す
ぎ
て
困
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
も
の

　
が
今
更
ら
小
説
に
と
っ
て
の
新
ら
し
い
論
理
な
ど
で
あ
つ
て
た
ま
る
も
の
で

　
は
な
い
。

　
（
中
河
与
一
「
偶
然
文
学
論
の
深
化
」
、
昭
和
十
年
九
月
、
『
経
済
往
来
』
）

　
対
立
点
は
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
中
河

　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

与
一
に
と
っ
て
の
偶
然
が
、
い
わ
ゆ
る
「
通
俗
小
説
」
の
通
俗
的
設
定
の
そ
れ

と
は
一
線
を
画
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
は
、
横

光
利
一
の
「
純
粋
小
説
論
」
と
も
う
一
度
切
り
結
ぶ
。
す
な
わ
ち
、
「
通
俗
小

説
」
と
は
一
体
何
か
、
と
い
う
根
本
的
な
問
題
が
そ
こ
に
再
び
登
場
し
て
く
る

の
で
あ
る
。
単
な
る
、
或
い
は
卑
俗
的
と
い
う
意
味
で
の
「
通
俗
小
説
」
は
、

や
や
観
念
的
で
は
あ
る
が
、
横
光
に
よ
っ
て
も
中
河
に
よ
っ
て
も
、
同
様
に
否

定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
「
通
俗
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
名
の
中
で
、

そ
れ
ら
の
厳
密
な
区
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
は
云
う
迄
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

本
来
な
ら
ば
こ
こ
で
両
者
は
、
「
偶
然
」
を
「
通
俗
小
説
」
の
属
性
と
す
る
前

提
自
体
か
ら
問
い
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の

議
論
は
為
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
ま
た
こ
れ
も
典
型
例
で
あ
る
が
、
中
河
の
も
の
は
ま
っ
た
く
因
果
関
係
を
認

め
な
い
、
と
い
う
誤
解
を
も
呼
ぶ
。
例
え
ば
萩
原
中
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　
因
果
概
念
を
棄
却
す
れ
ば
、
残
る
の
は
た
だ
数
の
世
界
だ
け
で
、
芸
術
も

　
何
も
あ
り
は
し
な
い
。
「
計
算
」
（
確
率
）
か
ら
芸
術
が
割
出
せ
な
い
と
す
れ

　
ば
、
無
原
因
（
偶
然
）
か
ら
芸
術
が
創
造
さ
れ
る
か
ど
う
か
。
何
等
の
因
果

　
連
鎖
の
な
い
小
説
。
僕
は
中
河
君
の
小
説
を
読
ん
だ
こ
と
は
な
い
が
、
い
か

　
に
中
河
君
で
も
さ
う
い
ふ
小
説
を
書
い
て
は
ゐ
ま
い
。
も
し
さ
う
い
ふ
も
の

　
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
没
落
を
前
に
し
た
階
級
の
、
狂
気
の
表
白
で

　
し
か
な
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
　
昭
和
十
年
前
後
の
「
偶
然
」
論

　
（
萩
原
中
「
偶
然
文
学
論
へ
の
応
酬
」
、
昭
和
十
年
十
月
、
『
文
学
評
論
』
）

　
も
ち
ろ
ん
中
河
が
そ
の
よ
う
な
小
説
を
想
定
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は

云
う
迄
も
な
い
。
こ
の
萩
原
の
文
章
か
ら
は
、
議
論
が
、
世
の
中
に
は
因
果
概

念
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、
と
い
っ
た
極
端
に
走
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
こ
の
議
論
は
我
々
に
何
の
利
益
も
も
た
ら
さ

な
い
。
我
々
に
と
っ
て
意
義
が
あ
る
の
は
、
「
偶
然
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て

論
じ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
、
小
説
概
念
の
基
本
、
お
そ
ら
く
、
虚
構
と
い
う

も
の
の
性
格
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
展
開
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
偶

然
文
学
論
争
」
は
内
容
的
に
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
目
的
論
的
に
問
う
べ
き
論

争
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

　
小
説
が
虚
構
で
あ
る
こ
と
の
根
本
に
関
わ
る
、
小
説
作
法
上
の
「
偶
然
」
性

の
問
題
は
、
時
代
を
超
え
て
、
全
て
の
虚
構
作
品
に
拡
が
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
森
鴎
外
の
『
雁
』
の
主
人
公
岡
田
は
、
僕
の
夕
食
が
「
青
魚
の
未
醤

煮
」
で
あ
っ
た
と
い
う
「
偶
然
」
か
ら
、
お
玉
さ
ん
と
最
後
ま
で
す
れ
違
っ
て

し
ま
う
。
さ
ら
に
、
雁
を
逃
が
す
た
め
に
投
げ
ら
れ
た
石
は
「
偶
然
」
に
も
雁

に
当
た
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
小
説
に
お
い
て
「
偶
然
」
が
重
要
な
位
置
を
占
め

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
小
説
に
お
け
る
「
偶
然
」
の
一
般
的
な

問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
次
に
、
昭
和
十
年
前
後
に
特
有
の
も
の
と
し
て
も
、

こ
の
問
題
は
重
要
な
意
義
を
も
ち
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、
小
説
の
方
法
論
自
体
が

積
極
的
に
論
じ
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
す
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

交
点
と
し
て
、
中
河
の
「
偶
然
文
学
論
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
言
説
を
位
置
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
偶
然
」
の
問
題
は
、
の
ち
の
時
代
に
は

展
開
し
て
い
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
一
旦
は
取
り
入
れ
ら
れ
た
、
科
学
や

哲
学
と
文
学
と
の
間
で
学
際
的
に
よ
り
発
展
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
「
偶
然
」

論
が
、
結
局
は
や
は
り
、
学
問
上
の
セ
ク
ト
主
義
に
よ
り
、
区
分
さ
れ
て
し
ま

う
様
子
が
強
く
感
じ
取
れ
る
。
一
方
で
は
、
文
学
は
特
別
だ
か
ら
科
学
と
は
違

う
、
と
い
う
理
由
、
も
う
一
方
で
は
文
学
者
は
科
学
的
知
識
に
は
無
知
だ
か
ら

科
学
の
こ
と
は
借
り
物
で
し
か
な
い
、
と
い
う
理
由
で
あ
る
。

　
「
偶
然
」
論
は
、
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
変
化
に
っ
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
の
こ

と
を
示
唆
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
文
学
史
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
文

学
史
に
お
い
て
「
問
題
」
が
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
て

い
く
の
か
を
探
究
す
る
に
際
し
て
も
、
重
要
な
例
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

注
¢
　
管
見
に
入
っ
た
だ
け
で
も
、
昭
和
一
八
年
一
月
、
人
文
書
院
刊
の
『
偶
然
の
問

　
題
』
（
刊
記
に
は
「
偶
然
論
」
と
あ
る
）
や
、
昭
和
二
九
年
六
月
、
角
川
書
店
刊
の

　
『
非
合
理
の
美
学
』
も
、
所
収
作
品
の
出
入
り
は
あ
る
も
の
の
、
主
要
な
論
は
す
べ

　
て
こ
の
時
期
の
偶
然
文
学
論
関
係
の
も
の
で
占
め
ら
れ
て
い
て
、
実
際
に
は
こ
の

　
『
偶
然
と
文
学
』
の
再
版
的
出
版
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
物
理
学
者
の
日
置
善
郎
氏
（
徳
島
大
学
）
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

※
な
お
本
稿
は
、
一
九
九
五
年
六
月
一
一
日
、
同
志
社
大
学
で
行
な
わ
れ
た
同
志
社
大

　
学
国
文
学
会
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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