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は
じ
め
に

　

西
脇
順
三
郎
の
詩
集
『
近
代
の
寓
話
』
は
、
一
九
五
三
年
に
創
元
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。

日
本
語
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
詩
集
で
は
、
『Am

barvalia
』、
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
に
続
く
第

三
の
詩
集
で
あ
る
。
詩
集
に
は
五
十
二
篇
も
の
詩
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
第
二
次
世
界
大
戦

前
に
書
か
れ
た
二
篇
を
除
け
ば
、
す
べ
て
行
分
け
詩
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
と
し

て
は
、
詩
集
『Am

barvalia

』
や
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
を
め
ぐ
る
詩
論
は
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、

『
近
代
の
寓
話
』
以
降
の
詩
集
で
あ
る
『
第
三
の
神
話
』、
『
失
わ
れ
た
時
』、
『
豊
穣
の
女
神
』、

『
え
て
る
た
に
す
』、
『
宝
石
の
眠
り
』、
『
禮
記
』、
『
壌
歌
』、
『
鹿
門
』、
『
人
類
』
へ
の
論
は
い

ま
だ
十
分
な
も
の
と
は
言
い
難
い
。
「
近
代
詩
の
父
」
と
称
さ
れ
る
萩
原
朔
太
郎
と
、
西
脇
順

三
郎
は
同
時
期
に
活
動
し
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
学
術
的
な
言
及
の
な
さ
れ
方
に
は
大
き
な

差
異
が
生
じ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、

　
　

西
脇
順
三
郎
の
詩
は
難
解
で
あ
る
、
と
い
う
批
評
が
し
ば
し
ば
世
間
で
聞
か
れ
る一

　

と
い
う
こ
と
が
先
行
研
究
に
て
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
西
脇
の
詩
法
に

も
関
係
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
萩
原
朔
太
郎
ら
近
代
詩
と
位
置
付
け
ら
れ
て

い
る
詩
人
の
詩
は
、
自
身
の
経
験
や
体
験
に
基
づ
く
も
の
が
詩
に
結
実
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
現
代
詩
の
は
じ
ま
り
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
西
脇
の
詩
は
、
必

ず
し
も
自
身
の
経
験
や
体
験
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
産
物
と
こ
れ

ま
で
目
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
西
脇
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
「
紹
介
」

し
、
あ
る
い
は
「
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
実
践
例
」
と
し
て
詩
「
馥
郁
タ
ル
火
夫
」
を
創
作

し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
紹
介
者
た

る
西
脇
の
詩
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
詩
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
曲
解
が
為
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
西
脇
の
詩
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
西
脇
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
産
物
と
対
峙
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
た
め
、
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
が
成
立
し
得
る

と
い
う
考
え
の
も
と
に
、
避
け
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、
西
脇
の
詩
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
と
き
、
西
脇
の
人
柄
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
詩
に
関
し

て
は
、
「
独
自
の
」
あ
る
い
は
、
「
西
洋
的
な
」
と
い
う
曖
昧
な
形
容
に
よ
る
評
言
が
、
こ
れ

ま
で
批
評
の
大
き
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
確
か
に
、
『Am

barvalia

』
の
も
つ
鮮
烈
な
詩
篇

は
、
萩
原
朔
太
郎
ら
に
激
賞
さ
れ
、
詩
壇
に
衝
撃
を
与
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
続

く
詩
集
や
、
西
脇
の
詩
業
の
す
べ
て
を
『Am

barvalia

』
一
冊
の
印
象
に
よ
る
評
言
が
な
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る二

。

　

本
論
文
で
は
、
詩
集
『
近
代
の
寓
話
』
の
詩
句
の
分
析
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
西
脇
自
身

西
脇
順
三
郎
『
近
代
の
寓
話
』
論
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の
体
験
・
経
験
が
詩
篇
に
表
れ
て
い
る
か
明
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
西
脇
の
経
験
や

体
験
に
基
づ
く
も
の
―
―
私
性
が
、
『Am

barvalia

』
や
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
に
共
通
し
て
詩

集
『
近
代
の
寓
話
』
に
も
通
底
し
う
る
の
か
、
更
に
は
植
物
名
な
ど
の
固
有
名
も
、
論
を
支

え
る
軸
と
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
研
究
発
表
し
て
き
た
論
文
で
は
、『Am

barvalia

』
と
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
に
は
、

詩
法
の
差
異
こ
そ
あ
れ
ど
も
、
ど
ち
ら
の
詩
集
に
も
私
性
が
内
在
し
て
お
り
、
西
脇
の
経
験

や
体
験
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
論
じ
た三

。
本
論
文
に
お
い
て
、『
近
代
の
寓
話
』
に
お
い
て
も
、

共
通
し
て
通
底
す
る
西
脇
の
私
性
が
作
中
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
近
代
詩
人
・
西
脇

と
い
う
再
定
義
を
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。

第
一
項　

体
験
と
想
像
を
織
り
交
ぜ
る
詩
法

　

一
九
三
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『Am

barvalia

』
は
西
脇
順
三
郎
に
と
っ
て
、
日
本
語
で
最

初
に
編
ま
れ
た
詩
集
で
あ
っ
た
。
戦
間
期
を
経
て
一
九
四
七
年
、
実
に
一
四
年
ぶ
り
に
詩
集

『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
が
刊
行
さ
れ
た
。

　

こ
の
論
文
に
て
論
じ
る
対
象
で
あ
る
『
近
代
の
寓
話
』
は
、
先
の
二
冊
の
詩
集
に
続
く
日

本
語
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
一
九
五
三
年
に
創
元
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
西
脇
の
長
き
に
わ

た
る
詩
業
に
お
い
て
、
『
近
代
の
寓
話
』
は
、
後
の
『
第
三
の
神
話
』、
『
失
わ
れ
た
時
』
と
合

わ
せ
て
中
期
の
作
品
と
位
置
付
け
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
初
期
作
品
で
あ
る
『Am

barvalia
』

と
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
に
お
け
る
詩
法
の
変
化
や
、
モ
チ
ー
フ
の
違
い
に
比
べ
、
『
近
代
の
寓

話
』
を
含
め
た
三
冊
は
、
詩
法
の
深
化
こ
そ
見
ら
れ
ど
も
、
扱
わ
れ
て
い
る
語
彙
や
モ
チ
ー

フ
に
は
、
ほ
と
ん
ど
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
合
わ
せ
て
、
中
期
か
ら
続
く
、『
豊

穣
の
女
神
』、
『
え
て
る
た
に
す
』、
『
宝
石
の
眠
り
』、
『
禮
記
』、
『
壌
歌
』、
『
鹿
門
』、
『
人
類
』

を
後
期
作
品
と
位
置
付
け
る
論
点
に
つ
い
て
は
、
本
論
文
と
は
別
の
機
会
に
ま
と
め
た
い
。

『
近
代
の
寓
話
』
に
収
め
ら
れ
た
詩
篇
の
初
出
は
、
一
九
二
六
年
か
ら
一
九
五
三
年
と
い
う
長

期
間
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
が
、
詩
集
の
冒
頭
に
「
ま
た
時
間
的
に
み
る
と
こ
れ
等
の
詩
の

順
位
は
初
め
の
部
分
は
最
近
の
も
の
で
そ
の
後
の
方
の
も
の
は
三
四
年
前
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
追
加
と
し
て
最
後
の
部
分
に
は
友
人
の
す
ゝ
め
で
『
あ
む
ば
る
わ
り
あ
』
以
前
の
若

い
時
の
詩
を
つ
け
た
」
と
い
う
西
脇
の
言
が
あ
る
。
筑
摩
書
房
の
『
定
本
西
脇
順
三
郎
全
詩
集
』

で
は
、
西
脇
の
意
向
に
よ
り
こ
の
「
最
後
の
部
分
」
に
あ
た
る
三
作
は
削
除
さ
れ
て
い
る
。

本
論
文
で
は
、
削
除
前
の
『
近
代
の
寓
話
』
初
出
に
も
と
づ
く
。
大
方
の
詩
篇
は
戦
後
に
編

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
言
論
統
制
が
解
か
れ
た
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い

つ
ど
こ
で
何
を
し
た
か
、
と
い
う
私
性
の
表
出
を
作
品
内
に
表
し
て
も
拘
束
さ
れ
る
恐
れ
の

な
い
時
期
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
前
提
に
し
て
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

　

西
脇
の
詩
で
は
、
名
詞
の
多
さ
が
特
徴
と
し
て
あ
る
。
『Am

barvalia

』
に
お
け
る
「
西
洋

的
な
」
モ
テ
ィ
ー
フ
、
と
り
わ
け
西
洋
に
由
来
す
る
植
物
や
文
物
が
頻
出
し
て
い
る
。
他
方
、

『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
で
は
、
日
本
固
有
の
植
物
が
散
見
さ
れ
、「
永
遠
の
旅
人
」
た
る
西
脇
の
「
さ

み
し
さ
」
の
表
出
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
『
近
代
の
寓
話
』
に
お
い
て
も
名
詞
は
頻
出
し
て

い
る
が
、

　
　

 

読
者
に
詩
の
謎
解
き
を
強
い
る
よ
う
な
ゲ
ー
ム
と
し
て
の
挑
戦
的
な
魅
力
も
内
包
し
て

い
る四

。

　

と
、
千
葉
宣
一
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
謎
解
き
」
の
部
分
を
「
難
解
」
と
さ
れ
る
向
き

が
あ
っ
た
。

　

そ
の
た
め
第
一
項
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
難
解
」
と
さ
れ
て
き
た
西
脇
の
詩
か
ら
、
西
脇
の

私
性
が
抽
出
で
き
る
か
を
調
査
し
、
こ
の
結
果
、
西
脇
の
詩
が
従
来
と
は
異
な
る
読
み
に
つ

い
て
論
じ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
は
『
近
代
の
寓
話
』
に
お
け
る
西
脇
自
身
の
体
験
や
経

験
に
通
じ
る
詩
句
を
渉
猟
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
西
脇
の
詩
篇
に
お
け
る
引
喩
に
関
し

て
は
、
新
倉
俊
一
に
よ
る
『
西
脇
順
三
郎
全
詩
引
喩
集
成
』
に
詩
句
の
典
拠
が
ま
と
め
ら
れ
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て
い
る
。
西
脇
自
身
の
協
力
を
得
て
編
ま
れ
た
資
料
で
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
適
宜
参
考

す
る
こ
と
に
す
る
が
、
論
文
と
い
う
学
術
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、
作
者
で
あ
る
西
脇
の
言
を

弁
別
し
論
じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
あ
く
ま
で
も
参
考
に
留
め
る
こ
と
を
こ
こ
に

明
記
す
る
。

　

最
初
に
、
詩
集
の
題
名
で
も
あ
り
、
巻
頭
に
置
か
れ
、
先
行
文
献
に
於
い
て
も
重
要
性
が

高
い
と
さ
れ
て
い
る
詩
篇
「
近
代
の
寓
話
」
を
全
文
引
用
す
る
。

　
　
　

近
代
の
寓
話

　
　

四
月
の
末
の
寓
話
は
線
的
な
も
の
だ

　
　

半
島
に
は
青
銅
色
の
麦
と
キ
ャ
ラ
色
の
油
菜

　
　

た
お
や
め
の
衣
の
よ
う
に
さ
び
れ
て
い
た

　
　

考
え
る
故
に
存
在
は
な
く
な
る

　
　

人
間
の
存
在
は
死
後
に
あ
る
の
だ

　
　

人
間
で
な
く
な
る
時
に
最
大
な
存
在

　
　

に
合
流
す
る
の
だ
私
は
い
ま

　
　

あ
ま
り
多
く
を
語
り
た
く
な
い

　
　

た
だ
罌け

し粟
の
家
の
人
々
と

　
　

形
而
上
学
的
神
話
を
や
っ
て
い
る
人
々
と

　
　

ワ
サ
ビ
の
の
び
る
落
合
で
お
湯
に
は
い
る
だ
け
だ

　
　

ア
ン
ド
ロ
メ
ダ
の
こ
と
を
私
は
ひ
そ
か
に
思
う

　
　

向
う
の
家
で
は
た
お
や
め
が
横
に
な
り

　
　

女
同
士
で
碁
を
う
つ
て
い
る

　
　

ふ
と
こ
ろ
か
ら
手
を
出
し
て
考
え
て
い
る

　
　

わ
れ
わ
れ
哲
学
者
は
こ
わ
れ
た
水
車
の
前
で

　
　

ツ
ツ
ジ
と
ア
ヤ
メ
を
も
つ
て
記
念
の

　
　

写
真
を
う
つ
し
て
又
お
湯
に
は
い
り

　
　

そ
れ
か
ら
河こ
う
ほ
ね骨

の
よ
う
な
酒
を
つ
い
で

　
　

夜
中
幾
何
的
な
思
考
に
ひ
た
つ
た
の
だ

　
　

ベ
ト
ウ
ズ
の
自
殺
論
の
話
を
し
な
が
ら

　
　

道
玄
坂
を
の
ぼ
つ
た
頃
の
彼
の
こ
と
を
考
え

　
　

た
り
白
髪
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ア
メ
リ
カ
の
村
を

　
　

歩
い
て
い
る
こ
と
な
ど
思
つ
て
ね
む
れ
な
い

　
　

ひ
と
り
で
ネ
ッ
コ
川
の
ほ
と
り
を
走
る

　
　

白
い
道
を
朝
早
く
セ
コ
の
宿
へ
歩
く
の
だ

　
　

一
本
の
ス
モ
ヽ
の
木
が
白
い
花
を
つ
け
て

　
　

道
ば
た
に
曲
が
つ
て
い
る
、
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
く
方
を

　
　

み
れ
ば
深み
や
ま山

の
桜
は
も
う
散
つ
て
い
た

　
　

岩
に
し
が
み
つ
く
青
ざ
め
た
菫
、
シ
ャ
ガ
の
花

　
　

は
む
ら
が
つ
て
霞
の
中
に
た
れ
て
い
た

　
　

私
の
頭
髪
は
ム
ジ
ナ
の
灰
色
に
な
つ
た

　
　

忽
然
と
し
て
オ
フ
ィ
ー
リ
ア
的
思
考

　
　

野
イ
チ
ゴ
、
レ
ン
ゲ
草
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
野
バ
ラ

　
　

ス
ミ
レ
を
摘
ん
だ
鉛
筆
と
一
緒
に
手
に
一
杯

　
　

に
ぎ
る
こ
の
花
束

　
　

あ
の
た
お
や
め
に
あ
の
果
て
し
な
い
恋れ

ん
し
ん心

　
　

の
た
め
に
パ
ス
カ
ル
と
リ
ル
ケ
の
女
と
と
も
に

　
　

こ
の
水
精
の
呪
い
の
た
め
に

 

（
ル
ビ
は
「
恋
心
」
の
み
マ
マ
、
後
は
難
読
文
字
の
み
付
し
た
）
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事
前
の
手
が
か
り
な
し
に
一
読
す
る
だ
け
で
は
、
こ
の
詩
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
技
法

を
用
い
た
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
解
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
生
じ
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
こ
の
詩
篇
に
お
け
る
詩
句
が
、
西
脇
の
私
性
と
容
易
に
は
結
び

つ
き
づ
ら
い
。
と
こ
ろ
が
謎
解
き
の
よ
う
に
、
解
釈
を
施
し
て
い
く
と
、
ま
た
異
な
る
読
み

が
あ
ら
わ
れ
る
。

　

詩
篇
の
書
誌
情
報
と
し
て
は
、
初
出
の
『G

ALA

五

』
二
号
（
一
九
五
三
年
）
に
収
め
ら
れ
た

と
き
は
、「
四
月
の
寓
話
」
と
い
う
題
名
で
あ
り
、
詩
集
に
組
み
込
ま
れ
た
際
に
改
題
さ
れ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
「
四
月
」
と
い
う
語
句
を
西
脇
が
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
の
「
四
月
」
は
、
西
脇
も
訳
し
た
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
荒
地
』
の
冒
頭
を
踏
ま
え
て
い
る
。

　

二
行
目
の
「
半
島
」
と
い
う
語
句
に
つ
い
て
、
架
空
の
半
島
で
あ
る
の
か
、
現
実
の
も
の

で
あ
る
の
か
、
考
え
て
ゆ
く
。
読
み
進
め
て
ゆ
く
と
、
「
ワ
サ
ビ
の
の
び
る
落
合
で
お
湯
に
は

い
る
」
と
あ
る
。
ワ
サ
ビ
は
日
本
原
産
の
植
物
で
あ
り
、
清
麗
な
水
辺
に
し
か
群
生
し
な
い
。

「
落
合
」
は
、
落
ち
合
う
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
地
名
で
あ
る
の

か
。
こ
の
場
合
の
「
お
湯
」
は
、
家
湯
で
は
な
く
、
温
泉
に
入
っ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

し
ば
ら
く
読
み
進
め
る
と
、
「
ネ
ッ
コ
川
」
と
「
セ
コ
の
宿
」
と
い
う
語
句
が
見
ら
れ
る
。
往

時
の
西
脇
の
資
料
を
も
と
に
検
証
す
る
と
、
「
ネ
ッ
コ
川
」
は
、
正
し
く
は
猫
越
川
と
い
う
伊

豆
半
島
に
あ
る
川
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
猫
越
川
と
合
流
す
る
狩
野
川
か
ら
上
流
一
キ
ロ
に

わ
た
っ
て
続
く
の
が
世
古
峡
と
い
う
渓
谷
で
あ
る
こ
と
も
判
る
。
つ
ま
り
「
セ
コ
の
宿
」
と

い
う
の
は
、
「
世
古
（
峡
）
の
宿
」
で
あ
る
。
周
辺
は
伊
豆
随
一
の
蛍
の
名
所
で
あ
り
、
観
光

地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
伊
豆
へ
湯
治
に
赴
い
た
西
脇
が
、
そ
こ
で
の
記
憶
を
も
と
に
詩
を
書

い
た
と
い
う
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
「
落
合
」
に
つ
い
て
、
当
地
に
、
川

端
康
成
『
伊
豆
の
踊
り
子
』
ゆ
か
り
の
「
落
合
楼
」
と
い
う
明
治
創
業
の
温
泉
宿
が
あ
る
た
め
、

こ
れ
を
指
す
も
の
と
考
え
る
。
「
道
玄
坂
」
は
、
東
京
・
渋
谷
に
あ
る
坂
の
こ
と
。
西
脇
は
往

時
、
宇
田
川
町
に
居
住
し
、
港
区
三
田
に
あ
る
慶
應
義
塾
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
の
で
、
よ

く
こ
の
坂
を
歩
い
て
い
た
。
「
彼
」
と
は
、
代
田
に
居
住
し
て
い
た
萩
原
朔
太
郎
の
こ
と
か
。

す
で
に
鬼
籍
に
入
っ
て
い
る
朔
太
郎
の
往
時
を
偲
び
、
悼
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
詩
篇
「
四
月
の
寓
話
」
は
、
伊
豆
の
温
泉
宿
に
投
宿
し
た
西
脇
が
、
遠
く

渋
谷
の
地
に
あ
る
道
玄
坂
を
行
き
来
し
た
日
々
に
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
、
朔
太
郎
を
悼
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
詩
篇
に
、
過
去
と
現
在
の
体
験
を
混
在
さ
せ
、
ま
た
伊
豆
と

渋
谷
の
坂
な
ど
実
在
の
地
名
を
混
在
さ
せ
て
い
る
と
し
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
読
み
が
成
立

し
う
る
の
か
。
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
の
技
法
で
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
従
来
の
読
み
と
は
、
ど

の
よ
う
に
変
わ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
詩
篇
に
お
い
て
、
「
伊
豆
」
と
「
渋
谷
」

の
よ
う
に
距
離
の
あ
る
地
名
を
併
記
し
、
時
間
軸
を
混
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
く
に

あ
る
も
の
を
近
く
に
、
近
く
の
も
の
を
遠
く
に
す
る
技
法
は
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
方
法

の
一
つ
で
あ
る
、
デ
ペ
イ
ズ
マ
ン
（D

épaysem
ent

）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ

な
ら
『
超
現
実
主
義
詩
論
』、
『
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
文
学
論
』
に
よ
っ
て
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス

ム
を
日
本
に
「
紹
介
」
し
た
西
脇
が
、
著
書
の
な
か
で
、
詩
篇
に
お
い
て
二
つ
の
「im

age

」

を
交
錯
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
幾
度
も
説
い
て
い
る
こ
と
よ
り
、
導
き
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
日
常
に
お
い
て
非
日
常
を
混
在
さ
せ
る
手
法
は
、
西
脇
に
と
っ
て
異
化
作
用
を
も

た
ら
せ
る
詩
的
手
法
の
実
践
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、
詩
篇
「
近
代
の
寓
話
」
は
、
決
し
て
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
に
よ
る
架

空
の
世
界
の
創
出
で
は
な
く
、
西
脇
自
身
の
体
験
・
経
験
を
も
と
に
、
詩
法
の
実
践
と
し
て

書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

続
い
て
、
西
脇
の
私
性
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
確
た
る
証
拠
と
な
る
、
彼
の
居
住
地
が
こ
の

分
析
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
考
え
、
次
に
列
挙
す
る
。

　

新
潟
県
の
小
千
谷
に
生
ま
れ
た
西
脇
は
、
慶
應
義
塾
大
学
入
学
と
と
も
に
上
京
し
て
い
る
。

上
京
当
時
は
大
学
至
近
の
三
田
に
住
ん
で
い
た
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
留
学
を
経
て
帰
国
後

の
一
九
二
六
年
、
三
二
歳
に
し
て
慶
應
義
塾
大
学
教
授
と
な
っ
た
西
脇
は
、
麻
布
区
富
士
見

町
四
五
番
地
（
現
・
天
現
寺
）
に
居
を
構
え
る
。
一
九
三
二
年
、
桑
山
冴
子
と
結
婚
し
、
渋

谷
区
宇
田
川
町
六
三
番
地
に
転
居
。
一
九
三
五
年
、
渋
谷
区
宇
田
川
町
五
九
番
地
に
転
居
。
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代
田
に
居
住
し
て
い
た
萩
原
朔
太
郎
と
の
交
流
が
始
ま
る
。
一
九
四
二
年
、
戦
況
の
悪
化
の

た
め
、
鎌
倉
市
大
町
四
―
三
―
六
、
服
部
禎
三六

方
に
移
る
。
一
九
四
四
年
、
郷
里
の
小
千
谷

へ
疎
開
。
一
九
四
五
年
、
終
戦
後
、
渋
谷
区
元
広
尾
二
十
九
番
地
に
転
居
。
一
九
五
〇
年
、

港
区
芝
白
金
台
町
一
―
八
〇
番
地
に
移
る
。
一
九
六
〇
年
、
渋
谷
区
代
々
木
本
町
八
三
七
番

地
に
移
る
。

　

『
近
代
の
寓
話
』
の
成
立
年
は
前
出
の
と
お
り
、
一
九
五
三
年
で
あ
る
た
め
、
白
金
台
町
時

代
に
編
ま
れ
た
詩
集
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

西
脇
は
自
宅
の
周
辺
を
散
策
し
、
詩
想
を
練
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
西
脇

の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
脇
の
詩
に
お
い
て
西
脇
に

ゆ
か
り
あ
る
土
地
の
固
有
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
西
脇
自
身
の
私
性
の
表
出
と
し

て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

先
述
し
た
詩
篇
「
近
代
の
寓
話
」
の
み
な
ら
ず
、
詩
集
『
近
代
の
寓
話
』
す
べ
て
の
詩
篇

に
対
し
て
の
分
析
方
法
と
し
て
、
１
、
日
本
国
内
の
地
名
な
ど
、
西
脇
自
身
が
訪
れ
た
場
所

を
示
し
て
い
る
箇
所
。
２
、
萩
原
朔
太
郎
な
ど
西
脇
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
を
示
し
て
い
る

箇
所
。
３
、
そ
の
他
、
論
文
構
成
上
必
要
に
応
じ
て
摘
出
し
た
。

　

分
析
は
特
に
記
載
の
な
い
限
り
鉤
括
弧
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
語
句
は
、
詩
篇
の
題
名
を
意

味
す
る
。

Ａ　

武
蔵
野
で
の
生
活
と
観
察

「
冬
の
日
」
で
は
、

　
　

斯
く
の
如
く
ご
て
ご
て
を
思
い
浮
べ
て

　
　

榎
の
パ
イ
プ
を
吸
い
な
が
ら

　
　

メ
グ
ロ
駅
の
方
へ
冬
祭
り
を
見
に
走
つ
た
。

　

と
あ
る
。
「
メ
グ
ロ
駅
」
と
は
、
目
黒
駅
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
「
無
常
」

で
は
、
「
水
仙
の
咲
く
こ
の
目
黒
の
山
」
と
あ
る
。
「
冬
の
日
」
で
は
「
メ
グ
ロ
駅
」
と
し
て

い
た
が
、
「
無
常
」
で
は
漢
字
表
記
と
な
っ
て
い
る
。

「
秋
の
写
真
」
で
は
、

　
　

都
に
た
ゞ
一
つ
生
き
残
つ
て
い
る

　
　

こ
の
武
蔵
野
の
門
を
く
ゞ
つ
て
み
る
と

　
　

ひ
と
り
の
監
視
人
以
外
に
人
間
ら
し
い

　
　

も
の
は
な
に
も
な
か
つ
た
。

　

と
あ
る
。
西
脇
は
「
武
蔵
野
」
と
い
う
詩
句
を
好
み
、
此
岸
・
彼
岸
の
よ
う
に
都
市
と
対

比
的
な
概
念
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
「
武
蔵
野
」
と
い
う
詩
句
は
、
「
む
さ
し
の
」
と

い
う
表
記
を
用
い
て
、「
梅
の
に
が
さ
」
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
梅
の
に
が
さ
」
で
は
「
む

さ
し
の
」
が
平
仮
名
表
記
で
あ
る
の
は
、
前
後
に
置
か
れ
た
詩
句
の
漢
字
表
記
と
重
な
っ
て

見
ら
れ
る
こ
と
へ
の
視
覚
的
影
響
を
避
け
る
狙
い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
詩
篇
の

み
な
な
ら
ず
、
先
述
し
た
「
冬
の
日
」
と
「
無
常
」
に
お
け
る
「
メ
グ
ロ
／
目
黒
の
山
」
の

よ
う
に
、
同
音
同
意
の
漢
字
、
片
仮
名
、
平
仮
名
を
混
在
さ
せ
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
図

が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
点
は
論
点
と
し
、
詳
し
く
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

「
山さ
ん
ざ
し樝

の
実
」
で
は
、

　
　

な
ぜ
私
は
ダ
ン
テ
を
読
み
な
が
ら

　
　

深
沢
に
住
む
人
々
の
生
垣
を

　
　

徘
徊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
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追
放
さ
れ
た
魂
の
よ
う
に
。

　

と
あ
る
。

「
深
沢
」
と
は
、
現
存
す
る
世
田
谷
区
の
地
名
。
住
宅
街
と
し
て
知
ら
れ
る
が
、
往
時
は
緑
豊

か
な
武
蔵
野
の
面
影
を
残
す
郊
外
で
あ
っ
た
。

「
ア
タ
ラ
ン
タ
の
カ
リ
ド
ン
」
に
お
い
て
も
、
「
深
沢
の
お
か
み
さ
ん
」
と
あ
る
。
な
お
、
題

名
は
ス
ウ
ィ
ン
バ
ー
ン
に
よ
る
一
八
六
五
年
の
劇
詩
を
意
味
す
る
。
こ
の
劇
詩
は
、
ギ
リ
シ
ャ

悲
劇
の
形
式
に
の
っ
と
っ
て
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。

「
深
沢
」
の
よ
う
に
、
世
田
谷
の
地
名
を
用
い
た
詩
篇
は
多
く
、

「
午
後
の
訪
問
」
で
は
、

　
　

下
馬
で
お
湯ゆ

や屋
を
は
じ
め
た
男
と
話
が

　
　

し
た
い
の
で
用
賀
を
ま
わ
つ
て
行
っ
た
。

（
…
…
）

　
　

世
田
ヶ
谷
で
古
い
茶
釜
を
買
つ
て
帰
つ
て
来
た
。

　

と
あ
る
。
「
下
馬
」
は
現
存
す
る
世
田
谷
区
の
地
名
。
「
用
賀
」
も
、
現
存
す
る
世
田
谷
区

の
地
名
。
「
下
馬
」
か
ら
「
用
賀
」
は
、
大
山
街
道
（
現
・
国
道
２
４
６
号
線
）
に
よ
っ
て
結

ば
れ
て
い
る
。

　

同
様
に
、
「
甲
州
街
道
を
」
で
は
、
世
田
谷
の
地
を
横
断
し
て
い
る
「
甲
州
街
道
」
へ
の
言

及
が
あ
る
。

　

ま
た
、
「
深
沢
」
を
拠
点
に
し
て
散
策
し
て
い
た
の
か
、
近
隣
の
地
名
へ
の
言
及
も
な
さ
れ

て
い
る
。

「
夏
（
失
わ
れ
た
り
ん
ぼ
く
の
実
）」
で
は
、「
一
哩
も
深
沢
用
賀
の
生
垣
を
め
ぐ
る
」
と
あ
る
。

「
深
沢
」
か
ら
「
用
賀
」
は
、
具
体
的
に
ど
こ
を
ど
の
よ
う
に
「
め
ぐ
る
」
か
に
よ
っ
て
差
異

は
生
じ
る
が
、
お
お
よ
そ
二
〜
三
キ
ロ
の
距
離
で
あ
り
、
「
一
哩
」
（
約
一
六
〇
九
メ
ー
ト
ル
）

は
、
ほ
ぼ
相
違
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

世
田
谷
の
地
は
、
多
摩
川
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
国
分
寺
崖
線
の
台
地
に
住
宅
街
が
広

が
っ
て
い
る
。
西
脇
は
、
世
田
谷
の
台
地
を
も
た
ら
し
た
、
こ
の
多
摩
川
に
つ
い
て
も
多
く

取
り
上
げ
て
い
る
。

「
人
間
の
記
念
と
し
て
」
で
は
、

　
　

と
り
の
こ
さ
れ
た
孤
島
の
よ
う
に

　
　

多
摩
川
の
盆
地
に
太
陽
と
風
と
で
育
て

　
　

ら
れ
豆
畑
の
中
に
し
や
が
ん
で
い
た
。

　

と
あ
る
。

「
多
摩
川
の
盆
地
」
が
具
体
的
に
何
処
を
指
す
か
は
未
詳
。
通
常
、
川
は
侵
食
と
堆
積
を
作
用

と
し
て
い
る
。
地
質
学
上
「
多
摩
川
」
に
よ
っ
て
「
盆
地
」
が
生
成
さ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

　

同
様
に
、
「
夏
か
ら
秋
へ
」
に
お
い
て
も
、
「
た
ま
川
を
渡
つ
て
柿
生
の
村
を
す
ぎ
て
」
と

あ
る
。
「
た
ま
川
」
は
前
出
の
よ
う
に
、
「
多
摩
川
」
の
こ
と
。
こ
こ
で
も
同
音
同
意
の
「
多

摩
川
／
た
ま
川
」
の
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
柿
生
」
は
、
現
在
の
川
崎
市
麻
生
区
の

地
名
。
小
田
急
線
の
駅
名
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
多
摩
川
」
へ
の
言
及
は
、
他
に
「
プ
ロ
サ
ラ
ミ
ヨ
ン
」
で
も
確
認
で
き
る
。

ま
た
、

「
た
お
や
め
」
で
は
、

　
　

都
の
憂
鬱
に
め
ざ
め
て

　
　

ひ
と
り
多
摩
の
浅
瀬
を
渡
る
。
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梨
の
花
は
幾
た
び
か
散
つ
た
。

（
…
…
）

　
　

多
摩
人
よ

　
　

君
達
の
河
原
を
見
に
来
た
。

　

と
い
う
よ
う
に
、
「
多
摩
人
」
な
る
西
脇
の
想
像
上
の
人
種
が
現
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
「
多
摩
川
」
だ
け
で
は
な
く
、
近
隣
の
河
川
に
も
詩
想
を
膨
ら
ま
せ
る
も
の
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
、　

「
野
の
会
話
」
で
は
、

　
　

相
模
川
の
上
流
へ
行
つ
て
み
な
さ
い
。

　
　

岩
躑
躅
の
咲
く
頃

　
　

ゴ
ー
ガ
ン
の
村
に
な
り
そ
う
な

　
　

河
べ
り
の
里
が
谷
に
あ
る

　
　

そ
こ
へ
行
つ
て
み
た
い
人
に
知
ら
せ
る
が

　
　

よ
せ
か
ら
橋
本
の
方
へ
行
く
街
道
か
ら

　
　

こ
う
も
り
の
先
で
山
栗
の
枝
を
分
け
て

　
　

み
る
と
、
そ
こ
に
小
路
が
か
く
れ
て
い
る

　

と
あ
る
。
「
相
模
川
の
上
流
」
と
あ
る
た
め
、
「
橋
本
」
は
現
・
相
模
原
市
の
「
橋
本
」
か
。

Ｂ　

記
憶
に
刻
ま
れ
た
地
名

　

世
田
谷
の
地
名
や
、
多
摩
川
は
、
西
脇
が
日
常
的
に
散
策
し
て
い
た
場
所
で
あ
る
だ
ろ
う
。

時
期
的
に
も
芝
白
金
台
町
に
居
を
構
え
、
慶
應
義
塾
大
学
に
て
教
鞭
を
執
っ
て
い
た
西
脇
が
、

こ
れ
ら
の
土
地
を
散
策
し
、
詩
想
を
深
め
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
近
代

の
寓
話
』
は
、
先
述
し
た
「
近
代
の
寓
話
」
に
お
け
る
「
伊
豆
」
の
地
名
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
日
常
的
に
散
策
し
て
い
た
場
所
と
は
異
な
る
地
名
も
散
見
さ
れ
る
。

「
南
画
の
人
間
」
で
は
、

　
　

名
越
を
廻
つ
て
二
階
堂
に
い
る

　
　

小
山
さ
ん
を
尋
ね
た
の
は
こ
の
月
だ
。

　

と
あ
る
。
名
越
は
「
な
ご
え
」
と
読
み
、
現
存
す
る
鎌
倉
の
地
名
。
先
述
の
よ
う
に
、
西

脇
は
戦
中
、
鎌
倉
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
確
度
が
高
い
。
二
階
堂
も
同
様
に
鎌
倉

の
地
名
で
あ
る
。
「
小
山
さ
ん
」
と
は
、
西
脇
と
親
交
が
あ
り
、
評
伝
に
も
記
述
が
残
さ
れ
て

い
る
陶
芸
家
の
小こ
や
ま
ふ
じ
お

山
富
士
雄
の
こ
と
。
詩
篇
の
後
半
に
「
宋
時
代
の
磁
器
の
か
け
ら
を
」
と

あ
る
こ
と
も
大
き
な
理
由
で
あ
る
。
「
南
画
の
人
間
」
は
、
そ
の
後
、

　
　

シ
ャ
カ
堂
道
を
の
ぼ
つ
て
行
く
と

　

と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
前
述
よ
り
類
推
す
る
と
、
鎌
倉
の
釈
迦
堂
道
を
表
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「
桃
の
国
」
で
は
、
「
狩
野
川
の
土
手
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。
そ
の
後
、
「
菜
種
の
畑
に
伊
豆

の
コ
ン
ガ
ラ
童
子
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
狩
野
川
」
は
伊
豆
に
実
在
す
る
川
を
指
し
示
す
こ

と
が
わ
か
る
。
コ
ン
ガ
ラ
童
子
と
は
、
矜
羯
羅
童
子
と
記
し
、
不
動
明
王
に
仕
え
る
八
大
皇

子
の
七
番
目
の
尊
格
の
こ
と
。
伊
豆
に
在
る
願
成
就
院
に
は
矜
羯
羅
童
子
が
祀
ら
れ
て
い
る
。

「
磁
器
」
で
は
、

　
　

屋
根
の
傾
き
し
か
見
ら
れ
な
い

　
　

こ
れ
が
古
の
都
を
さ
す
ら
う
我
身
の　
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な
さ
け
な
い
存
在
な
の
か
。
だ
が

　
　

そ
の
日
は
山
あ
じ
さ
い
の
咲
く
崖
を

　
　

下
り
て
宋
元
の
磁
器
の
か
け
ら
を

　
　

数
万
も
集
め
た
人
の
門
を
た
た
い
た
。

　

と
あ
る
。
「
南
画
の
人
間
」
と
の
共
通
項
が
み
ら
れ
る
。
「
人
」
と
は
小
山
富
士
雄
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
メ
グ
ロ
／
目
黒
の
山
」
あ
る
い
は
「
武
蔵
野
」、
そ
し
て
「
深
沢
」
や
「
用

賀
」
な
ど
世
田
谷
の
地
名
と
い
う
西
脇
が
日
常
的
に
散
策
し
た
地
名
が
現
れ
る
と
と
も
に
、

遠
く
、
鎌
倉
の
地
名
も
出
現
す
る
。
戦
時
中
に
鎌
倉
の
地
に
滞
在
し
て
い
た
時
期
と
、
「
南
画

の
人
間
」
が
編
ま
れ
た
時
期
と
で
は
、
時
期
的
な
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
か
ら

過
去
の
体
験
を
思
い
返
し
て
い
る
西
脇
の
像
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

Ｃ　

記
憶
に
刻
ま
れ
た
人
物

　

西
脇
が
、
現
在
か
ら
過
去
の
体
験
を
思
い
返
し
て
い
る
と
き
、
無
論
地
名
だ
け
を
思
い
返

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
先
述
の
「
小
山
さ
ん
」
の
よ
う
に
、
西
脇
の
記
憶
に
宿
る
の
は
、

そ
の
と
き
、
そ
の
瞬
間
に
交
流
し
た
人
物
と
の
記
憶
を
掘
り
返
し
て
い
る
。

「
山
の
酒
」
で
は
、

　
　

極
度
に
や
せ
た
ひ
と
が

　
　

マ
ン
ド
リ
ン
を
ひ
く
家
に

　
　

一
夜
を
あ
か
し
た
の
だ

　
　

北
海
道
か
ら
来
た
女
ア
メ
リ

　
　

神
奈
川
か
ら
来
た
女
カ
サ
ン
ド
ル
は

　
　

灰
色
の
酒
を
つ
い
で
歌
つ
た

　

こ
の
、
「
マ
ン
ド
リ
ン
を
ひ
」
い
た
人
物
は
、
マ
ン
ド
リ
ン
を
愛
し
た
萩
原
朔
太
郎
と
考
え

ら
れ
る
。

　

な
お
、
こ
の
詩
篇
「
山
の
酒
」
は
、
西
脇
の
体
験
に
も
と
づ
く
記
憶
が
色
濃
く
反
映
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
よ
り
詳
細
に
引
用
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
に
す
る
。

　
　

雪
女
の
庭
に
春
が
来
る

　
　

生
き
て
い
た
時
紫
の
タ
ビ
を
は
い
た

　
　

女
に
あ
げ
る

　
　

あ
ら
び
あ
語
に
訳
し
た
伊
勢
物
語
を

（
…
…
）

　
　

八
瀬
の
道
は
今
昔
の
思
い
が
す
る

　
　

ま
つ
た
け
を
土
産
に
も
つ
て
い
た

　
　

老
人
の
女
に
都
の
学
生
が

　
　

驚
く
べ
き
言
葉
を
つ
か
つ
た
の
だ

　

こ
の
よ
う
に
、
想
像
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
幻
想
的
な
詩
句
に
、
具
体
的
な
事
物
が
混
在

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
詩
風
は
、
西
脇
独
自
の
も
の
で
あ
り
、
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
技
法

に
則
っ
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
作
品
と
も
、
萩
原
朔
太
郎
ら
近
代
詩
人
の
同
時
代
作
品
と
も

大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
八
瀬
」
は
、
京
都
の
地
名
で
あ
る
。

「
北
東
か
ら
」
で
は
、

　
　

哀
れ
な
旅
学
者
は

　
　

箸
箱
に
林
檎
を
一
籠
も
ら
つ
て

　
　

ダ
ッ
ト
サ
ン
に
つ
め
ら
れ
て

　
　

正
午
の
汽
車
へ
い
そ
い
だ
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都
へ
帰
る
汽
車
の
都
合
で
ま
た
秋
田
へ

　
　

も
ど
つ
て
と
ま
つ
た

　
　

『
オ
イ
』
と
親
切
な
秋
田
人
が
ま
た
笑
つ
た

「
旅
学
者
」
と
は
、
西
脇
自
身
の
こ
と
か
。
「
箸
箱
に
林
檎
」
と
あ
る
が
、
通
例
「
箸
箱
」
の

よ
う
な
細
長
い
入
れ
物
に
は
「
林
檎
」
は
入
ら
な
い
た
め
、
比
喩
か
。
「
ダ
ッ
ト
サ
ン
」
と
は
、

現
・
日
産
自
動
車
の
前
身
会
社
の
ひ
と
つ
に
よ
っ
て
販
売
さ
れ
て
い
た
乗
用
車
で
あ
る
。
「
秋

田
」
の
人
と
の
交
流
を
描
く
と
い
う
よ
り
は
、
「
哀
れ
な
旅
学
者
」
た
る
自
身
を
笑
う
ペ
ー
ソ

ス
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

「
夏
の
日
」
に
も
、
記
憶
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　
　

そ
こ
〱
に
僕
は
ロ
ン
ド
ン
へ
行
つ
て
、

　
　

そ
の
晩
ヂ
オ
ン
・
コ
リ
ア
と
ビ
ー
ル
を
飲
み

　
　

薔
薇
の
枝
の
様
に
細
い
ア
フ
リ
カ
の
シ
ガ
ー
を
の
み
、

　
　

詩
の
話
を
し
た
。
夜
遅
く

　
　

プ
リ
ム
ロ
ウ
ズ
に
住
む
友
人
の
戸
を
た
ゝ
い
た
。

　
　

彼
は
丁
度
「
失
楽
園
」
程
の
長
い
詩
を
作
つ
て
い
た
。

　
　

翌
日
、
単
独
で
ル
ネ
サ
ン
ス
の
地
へ
走
つ
た
。

　

イ
ギ
リ
ス
留
学
時
代
の
記
憶
か
。
ほ
ぼ
、
記
憶
そ
の
ま
ま
に
、
エ
ッ
セ
イ
調
と
し
て
書
か

れ
た
詩
で
あ
る
。

「
山
の
暦
（
イ
ン
・
メ
モ
リ
ー
ア
ム
）」
で
は
、

　
　

昔
小
伝
馬
町
か
ら
芝
高
輪
へ
転
居
し
て

　
　

中
国
に
近
づ
い
た
と
言
つ
て

　
　

よ
ろ
こ
ん
だ
荻
生
徂
徠
も
バ
ス
の
通
り
に

　
　

面
し
て
い
る
。

　
　

江
戸
の
三
味
線
づ
く
り
の
な
ん
と
か
と
い
う

　
　

男
の
墓
は
ぎ
よ
ら
ん
坂
の
中
途
だ

　
　

東
海
道
の
一
部
分
で
あ
つ
た
二
本
榎
の
通
り
を

　
　

歩
い
て
、
や
が
て
横
み
ち
を
下
り
て

　
　

ど
こ
か
へ
す
が
た
を
消
す

　

小
伝
馬
町
は
現
存
す
る
東
京
の
地
名
。
「
荻
生
徂
徠
」
が
「
中
国
に
近
づ
い
た
と
言
つ
て
よ

ろ
こ
ん
だ
」
か
は
未
詳
。
た
だ
、
「
よ
ろ
こ
ん
だ
」
の
は
作
中
の
主
体
で
あ
り
、
「
荻
生
徂
徠
」

で
は
な
い
と
い
う
解
釈
も
成
立
し
う
る
。
「
ぎ
よ
ら
ん
坂
」
は
高
輪
の
「
魚
藍
坂
」
の
こ
と
。

　

な
お
、
魚
藍
坂
近
辺
の
地
名
は
『Am

barvalia

』
の
「
内
面
的
に
深
き
日
記
」
に
も
次
の

引
用
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
「
伊
皿
子
人
」
が
あ
る
。『Am

barvalia

』
に
お
け
る
「
伊
皿
子
人
」

と
、
先
述
し
た
「
た
お
や
め
」
に
お
け
る
、
「
多
摩
人
」
と
は
、
通
底
す
る
詩
法
の
も
と
に
書

か
れ
て
い
る
も
の
と
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

一
つ
の
新
鮮
な
自
転
車
が
あ
る

　
　

一
個
の
伊
皿
子
人
が
石
鹸
の
仲
買
人
と
な
つ
た

「
二
本
榎
の
通
り
」
も
高
輪
に
あ
る
通
り
の
こ
と
。
「
東
海
道
の
一
部
分
で
あ
つ
た
」
も
、
間

違
い
で
は
な
い
。
こ
の
通
り
を
高
輪
側
か
ら
進
む
と
西
脇
が
教
鞭
を
執
っ
た
三
田
の
慶
應
義

塾
大
学
に
行
き
着
く
。
「
多
摩
川
」
と
い
う
詩
句
に
お
け
る
表
記
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
は
、

先
述
し
た
。
『
近
代
の
寓
話
』
で
は
、
同
音
同
意
の
漢
字
、
片
仮
名
、
平
仮
名
が
、
詩
篇
に
よ
っ

て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
使
い
分
け
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
果
は
、
無
論
同
音
で
あ
る
た
め
、

聴
覚
情
報
で
は
な
く
、
視
覚
情
報
の
操
作
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
「
魚
藍
坂
」
を
「
ぎ
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よ
ら
ん
ざ
か
」
と
表
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
か
。

こ
こ
で
比
較
検
討
を
す
る
た
め
、
「
山
の
暦
（
イ
ン
・
メ
モ
リ
ー
ア
ム
）」
に
お
け
る
「
ぎ
よ

ら
ん
ざ
か
」
を
「
魚
藍
坂
」
と
表
記
し
た
場
合
を
例
示
す
る
。

　
　

江
戸
の
三
味
線
づ
く
り
の
な
ん
と
か
と
い
う

　
　

男
の
墓
は
魚
藍
坂
の
中
途
だ

　

こ
の
詩
句
の
場
合
、
解
釈
に
迷
い
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
「
江
戸
の
三
味
線
づ
く
り
」
を
生
業

と
す
る
「
な
ん
と
か
」
と
い
う
「
男
」
の
「
墓
」
が
、
「
魚
藍
坂
の
中
途
」
に
あ
る
と
い
う
文

意
が
、
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
情
報
伝
達
の
手
段
と
し
て
、
エ
ッ
セ
イ
調
に
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
何
の
問
題
も
生
じ
得
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
詩
と
し
て

解
釈
す
る
と
、
詩
と
し
て
の
完
成
度
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

詩
句
に
は
謎
が
内
包
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
述
し
た
「
山
の
酒
」
で
は
、
「
想
像
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
幻
想
的
な
詩
句
に
、
具
体
的
な
事
物
が
混
在
し
て
い
る
。」
と
述
べ
た
。

こ
の
こ
と
を
換
言
す
る
と
、
現
実
に
立
脚
し
た
地
名
や
人
名
な
ど
の
情
報
と
、
解
釈
し
え
な

い
、
あ
る
い
は
解
釈
に
幾
通
り
も
の
可
能
性
が
あ
る
謎
と
が
、
ひ
と
つ
の
詩
篇
に
混
在
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
分
析
は
、
謎
を
解
明
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、

西
脇
の
私
性
の
表
出
を
示
す
こ
と
は
、
詩
篇
に
お
け
る
謎
の
含
有
量
を
減
ら
す
こ
と
に
繋
が
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て
の
出
典
を
明
示
し
、
西
脇
の
私
性
を
解
き
明
か
し

て
も
す
べ
て
の
謎
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
西
脇
自
身
の
詩
論

で
あ
る
『
超
現
実
主
義
詩
論
』
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

 　

詩
の
正
統
な
形
式
はim

agination

に
よ
り
現
実
を
一
旦
魂
の
吸
収
に
適
す
る
様
に
変

形
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　

 　

例
、
空
が
眼
に
青
く
見
え
る
物
理
上
の
事
実
、
換
言
す
れ
ば
所
謂
、
つ
ま
ら
な
い
現

実
「
普
通
の
事
柄
」
を
詩
的
認
識
に
す
る
た
め
に
、
詩
人
は
「
汝
の
空
の
眼
球
」
と
言
う
。

こ
れ
を
原
始
時
代
的
詩
人
は
単
に
「
空
は
青
い
」
と
現
実
そ
の
ま
ゝ
に
用
い
る
だ
ろ
う
。

前
者
は
近
代
の
詩
人
の
詩
的
変
形
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
通
常
漢
字
表
記
が
一
般
的
な
「
ぎ
よ
ら
ん
ざ
か
」
を
敢
え
て

平
仮
名
に
し
て
詩
篇
に
内
包
さ
せ
る
こ
と
は
、
西
脇
に
と
っ
て
「
詩
的
変
形
」
と
い
う
自
身

の
詩
論
の
実
践
な
の
で
あ
る
。
魚
藍
坂
近
く
の
伊
皿
子
坂
に
「
伊
皿
子
人
」
な
る
人
種
を
登

場
さ
せ
た
の
も
、
「
普
通
の
事
柄
」
で
あ
る
「
伊
皿
子
」
か
ら
、
伊
太
利
亜
を
連
想
さ
せ
、
伊

皿
子
人
と
い
う
、
西
洋
の
人
種
の
よ
う
に
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
飛
躍
さ
せ
る
「
詩
的
変
形
」

で
あ
る
と
考
え
る
。
同
様
に
、「
多
摩
川
」
に
「
多
摩
人
」
と
い
う
人
種
を
登
場
さ
せ
た
の
も
、

「
武
蔵
野
」
の
面
影
が
強
く
残
る
「
多
摩
川
」
と
い
う
「
現
実
」
を
、
「
一
旦
魂
の
吸
収
に
適

す
る
様
に
変
形
」
さ
せ
た
「
詩
的
変
換
」
で
あ
る
と
、
考
え
る
。

Ｄ　

旧
名
へ
の
志
向
性

　

こ
れ
ま
で
の
分
析
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
の
は
、
主
に
場
所
と
場
所
と
の
距
離
に
よ
る

詩
的
変
換
で
あ
っ
た
。
『
近
代
の
寓
話
』
で
は
、
さ
ら
に
、
今
昔
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
距

離
に
よ
る
詩
的
変
換
の
例
も
抽
出
で
き
る
。

「
か
な
し
み
」
で
は
、
「
上
州
の
山
お
く
に
」
と
い
う
詩
句
が
あ
る
。

「
粘
土
」
で
は
、

　
　

十
月
の
初
め
三
人
の
男
が

　
　

洋
服
を
き
て
下
総
の

　
　

湖
水
地
方
を
歩
い
た

　

と
あ
る
。
「
か
な
し
み
」
や
「
粘
土
」
の
よ
う
に
、
旧
国
名
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
、
詩
の
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読
者
に
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
な
に
が
起
き
て
い
る
か
が
固
定
化
さ
せ
な
い
効
果
が
生
じ
る
と

考
え
る
。

「
道
路
」
に
も
、
「
十
月
の
八
瀬
大
原
の
道
に
」
と
あ
る
。
前
出
の
「
八
瀬
」
と
同
様
で
あ
る
。

「
地
獄
の
旱
魃
」
で
は
、
「
河
内
の
国
に
住
ん
で
い
る
人
の
吹
く
／
笛
の
音
を
憶
う
の
だ
。」
と

あ
る
。
こ
こ
で
も
、
前
出
の
よ
う
に
旧
国
名
が
あ
ら
わ
れ
る
。

　

同
様
に
、
「
留
守
」
に
お
い
て
も
、

　
　

十
一
月
の
末

　
　

都
を
去
つ
て
下
総
の
庵
に
来
て
み
た

　

旧
国
名
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
『
近
代
の
寓
話
』
の
詩
句
分
析
を
行
っ
た
。
こ
の
結
果
、
特
徴
を
四
点
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

　

一
つ
は
、
武
蔵
野
に
居
住
し
生
活
し
た
西
脇
の
観
察
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
表
記
を
そ
の

都
度
選
択
し
な
が
ら
幾
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
「
多
摩
川
」
と
い
う
詩
句
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
に
、
世
田
谷
の
地
名
か
ら
は
、
散
策
し
詩
想
を
深
め
る
西
脇
と
い
う
像
が
浮
か
び
上
が
り
、

こ
れ
は
私
性
の
表
出
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、「
多
摩
人
」
と
い
う
造
語
は
、『Ambarvalia

』

に
お
け
る
「
伊
皿
子
人
」
と
い
う
詩
句
の
選
択
と
、
通
底
す
る
詩
法
で
書
か
れ
て
い
る
も
の

と
考
え
る
。

　

次
に
、
記
憶
に
刻
ま
れ
た
地
名
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
戦
時
中
に
滞
在
し
た
鎌
倉
の
地
、

あ
る
い
は
伊
豆
温
泉
地
で
の
で
き
ご
と
な
ど
、
過
去
の
体
験
に
も
と
づ
く
記
憶
を
、
詩
篇
に

幾
度
も
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

　

同
じ
よ
う
に
、
記
憶
に
刻
ま
れ
た
人
物
も
詩
篇
に
頻
出
し
て
い
る
。
亡
き
萩
原
朔
太
郎
を

偲
び
、
「
秋
田
」
や
「
ロ
ン
ド
ン
」、
「
八
瀬
」
の
旅
を
思
い
返
す
な
ど
自
身
の
記
憶
を
詩
へ
と

変
換
す
る
詩
法
の
実
践
を
模
索
し
て
い
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
「
魚
藍
坂
」
を
「
ぎ
よ
ら
ん
ざ

か
」
と
表
記
す
る
な
ど
、
詩
篇
に
お
け
る
読
者
へ
の
視
覚
効
果
へ
の
探
求
も
認
め
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
遠
近
の
距
離
だ
け
で
は
な
く
、
今
昔
に
よ
る
距
離
の
表
出
と
し
て
、
失
わ
れ
た

地
名
で
あ
る
旧
地
名
へ
の
志
向
性
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
実
際
の
記
憶
と
想
像
を
混
在
さ
せ
る
詩
法
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
山
の
酒
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
西
脇
の
詩
篇
は
、
一
見
す

る
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
装
い
を
と
り
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
西
脇
自
身
の
体
験

に
根
ざ
し
た
も
の
が
頻
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
西
脇
自
身
の
「
詩
的
変
形
」
の
実
践
と
い
え
る
。

こ
の
実
践
は
表
記
の
工
夫
に
も
特
徴
と
し
て
あ
り
、
「
メ
グ
ロ
」
や
「
た
ま
川
」、
「
ぎ
よ
ら
ん

坂
」
の
よ
う
に
、
実
在
の
地
名
の
漢
字
表
記
を
ひ
ら
い
た
り
、
片
仮
名
に
変
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
実
在
の
世
界
を
さ
な
が
ら
創
作
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
と
異
化
さ
せ
る
作
意
が
認
め

ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
よ
り
、
詩
集
『
近
代
の
寓
話
』
に
は
、
西
脇
自
身
の
体
験
・
経
験
が
、
詩
篇

に
表
れ
て
い
る
と
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
は
異
な
る
、
西
脇
独

自
の
詩
法
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
学
び
・
紹
介
し
た
西
脇
が
、
シ
ュ

ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
特
徴
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
の
詩
法
を
発
展
的
に
構
築
し
な
お
し
た
と
解

す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。　
　

　

井
上
輝
夫
は
、

　
　

 『
近
代
の
寓
話
』
と
い
う
詩
集
は
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
絵
画
的
な
手
法
を
取
り
い
れ
て
近

代
の
文
人
の
詩
的
日
録
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
詩
集
を
も
っ
て
、

西
脇
詩
は
西
洋
の
文
物
の
記
憶
と
武
蔵
野
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
風
景
と
を
往
還
す

る
方
法
を
身
に
つ
け
た七

　

と
述
べ
て
い
る
が
、
西
脇
の
「
絵
画
的
な
手
法
」
は
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
か
ら
顕
著
に
み
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ら
れ
る
特
徴
で
あ
り
、
『
近
代
の
寓
話
』
か
ら
は
じ
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
「
西

洋
の
文
物
の
記
憶
と
武
蔵
野
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
風
景
と
を
往
還
す
る
方
法
」
と
い
う

言
も
、
詩
集
の
特
徴
を
捉
え
て
い
る
と
は
い
え
、
『
近
代
の
寓
話
』
の
み
の
独
自
の
も
の
と
は

考
え
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
『
近
代
の
寓
話
』
に
限
ら
ず
、
西
脇
の
す
べ
て
の
詩
集
に
、
西
脇

自
身
の
記
憶
に
も
と
づ
く
、
西
洋
の
文
物
や
影
響
は
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
問
わ
れ
る
べ

き
は
、
詩
法
で
あ
り
、
西
脇
の
私
性
が
詩
篇
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
否
か
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。第

二
項　

植
物
を
観
察
し
記
す
〈
私
〉

　

第
一
項
で
は
、
１
、
日
本
国
内
の
地
名
な
ど
、
西
脇
自
身
が
訪
れ
た
場
所
を
示
し
て
い
る

箇
所
。
２
、
萩
原
朔
太
郎
な
ど
西
脇
に
ゆ
か
り
の
あ
る
人
物
を
示
し
て
い
る
箇
所
。
３
、
そ

の
他
、
論
文
構
成
上
必
要
に
応
じ
て
摘
出
し
た
。
本
項
で
は
、
『
近
代
の
寓
話
』
に
お
け
る
植

物
に
着
目
す
る
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
『
近
代
の
寓
話
』
に
お
け
る
植
物
は
論
じ
ら
れ
て

い
る
。
澤
正
宏
は
、

　
　

 

西
脇
順
三
郎
が
永
遠
の
観
念
と
の
妥
協
を
や
め
、
日
本
の
自
然
（
植
物
中
心
の
自
然
で

あ
る
）
を
見
つ
め
て
い
く
視
点
を
現
実
の
側
に
移
行
さ
せ
て
く
る
の
は
、
生
命
に
対
し

て
感
ず
る
哀
愁
の
深
さ
に

　
　

よ
っ
て
で
あ
る八

。

　

と
述
べ
、
謂
わ
ば
「
視
点
を
現
実
の
側
に
移
行
さ
せ
て
く
る
」
た
め
に
植
物
と
い
う
モ

テ
ィ
ー
フ
に
着
目
し
て
い
る
。
西
脇
が
植
物
を
詩
篇
に
多
用
し
て
い
る
こ
と
、
現
実
に
立
脚

し
た
視
点
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
は
澤
の
論
と
相
違
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
澤
の
論
点
で

は
、
西
脇
の
詩
法
で
は
な
く
、
「
哀
愁
の
深
さ
」
と
い
う
西
脇
の
個
人
の
感
情
や
感
慨
に
回
収

し
て
し
ま
う
た
め
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
西
脇
の
詩
は
「
難
解
」
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
脱
却

で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
哀
愁
の
深
さ
」
と
い
う
西
脇
個

人
の
問
題
を
読
者
は
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、「
深
さ
」
は
立
証
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。

幾
つ
も
の
読
み
の
可
能
性
が
示
さ
れ
る
西
脇
の
詩
に
お
い
て
、
植
物
の
名
を
列
挙
す
る
こ
と

は
、
西
脇
の
私
性
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
重
要
で
あ
り
、
つ
ま
り
西
脇
の
詩

法
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
読
み
解
き
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
立
証
に
繋
が
る
の
で

あ
る
。

　

ま
ず
、
第
一
項
で
も
西
脇
に
よ
る
武
蔵
野
で
の
生
活
と
観
察
の
特
徴
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る

と
取
り
上
げ
、
詩
篇
に
お
い
て
幾
度
も
植
物
名
が
あ
ら
わ
れ
る
「
山
樝
の
実
」
の
全
文
を
引

用
す
る
。

　
　
　

山
樝
の
実

　
　

な
ぜ
私
は
ダ
ン
テ
を
読
み
な
が
ら

　
　

深
沢
に
住
む
人
々
の
生
垣
を

　
　

徘
徊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

　
　

追
放
さ
れ
た
魂
の
よ
う
に
。

　
　

青
黒
い
尖
つ
た
葉
と
猪
の
牙
の
よ
う
な

　
　

と
げ
の
あ
る
山さ
ん
ざ
し樝

の
薮
に
な
っ
て
い
る

　
　

十
月
の
末
の
マ
ジ
エ
ン
タ
色
の
実
の
あ
の

　
　

山
樝
の
実
を
摘
み
と
つ
て

　
　

蒼
白
い
恋
人
と
秋
の
夜
に
捧
げ
る

　
　

だ
け
の
こ
と
だ

　
　

な
ぜ
生
垣
の
樹
々
に
な
る
実
が
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あ
れ
程
心
を
ひ
く
も
の
か
神
々
を
貫
通

　
　

す
る
光
線
の
よ
う
な
も
の
だ
。

　
　

心
を
分
解
す
れ
ば
す
る
程
心
は
寂
光

　
　

の
無
に
む
い
て
し
ま
う
の
だ
。

　
　

梨
色
に
な
る
イ
バ
ラ
の
実
も

　
　

山
樝
の
実
も
あ
れ
程Rom

antique

な
も
の
は
な
い
。

　
　

こ
れ
ほ
ど
夢
の
よ
う
な
現
実
は
な
い
。

　
　

こ
れ
ほ
ど
人
間
か
ら
遠
い
も
の
は
な
い
。

　
　

人
間
で
な
い
も
の
を
愛
す
る
人
間
の

　
　

秋
の
髪
を
か
す
か
に
吹
き
あ
げ
る
風
は

　
　

音
も
な
く
流
れ
て
去
つ
て
し
ま
う
。

　

世
田
谷
の
「
深
沢
」
と
い
う
地
を
逍
遥
し
て
い
る
作
中
の
主
体
の
像
が
浮
か
ぶ
。
山
樝
は
、

往
時
「
深
沢
」
で
も
日
常
的
に
目
に
す
る
植
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
「
マ
ジ
エ
ン
タ
色
」

の
山
樝
か
ら
、
詩
想
を
膨
ら
ま
せ
た
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
深
沢
」
も
、
「
山
樝
」
も
、

西
脇
の
私
性
で
あ
る
経
験
や
体
験
の
描
写
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
こ
の
詩
に
お

け
る
作
中
の
主
体
の
感
情
の
描
写
は
、
「
山
樝
の
実
」
を
発
見
し
た
西
脇
の
感
情
と
同
一
の
も

の
で
は
な
い
か
。
具
体
的
に
は
、
「
な
ぜ
生
垣
の
樹
々
に
な
る
実
が
／
あ
れ
程
心
を
ひ
く
も
の

か
」
と
い
う
箇
所
や
、「
心
を
分
解
す
れ
ば
す
る
程
心
は
寂
光
／
の
無
に
む
い
て
し
ま
う
の
だ
」

と
い
う
箇
所
は
、
「
山
樝
」
を
観
察
し
て
い
る
西
脇
が
、
山
樝
の
色
や
あ
り
さ
ま
か
ら
、
自
身

の
感
情
を
山
樝
に
仮
託
さ
せ
て
吐
露
し
て
い
る
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
植
物
の
観
察
を
通
じ
て
、
自
身
の
感
情
を
吐
露
し
て
い
る
詩
は
、
「
午
後
の

訪
問
」
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　

午
後
の
訪
問

　
　

バ
ス
の
終
点
か
ら
野
原
へ
出
て
み
た
。

　
　

の
び
た
麦
は
月
夜
の
海
の
よ
う
に
銀
色
に
光
つ
て
い
た
。

　
　

春
の
淋
し
さ
は
夏
の
さ
び
し
さ
へ
と

　
　

い
つ
の
間
に
か
変
わ
つ
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。

（
後
略
）

「
野
原
」
で
み
た
「
の
び
た
麦
」
の
色
が
「
銀
色
に
光
つ
て
い
た
」
こ
と
に
、
「
春
の
淋
し
さ
」

か
ら
「
夏
の
さ
び
し
さ
」
へ
の
時
間
的
経
過
を
感
じ
た
と
解
釈
で
き
る
詩
で
あ
る
。
観
察
す

る
主
体
の
感
情
を
、
観
察
対
象
で
あ
る
植
物
に
な
ぞ
ら
え
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
点
は
、
「
山
樝

の
実
」
と
共
通
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
「
午
後
の
訪
問
」
に
は
、
「
春
」
か
ら
「
夏
」
へ
の
時

間
的
経
過
も
、
植
物
の
定
点
観
察
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

植
物
を
観
察
し
、
詩
に
あ
ら
わ
す
西
脇
の
詩
法
は
、
西
脇
の
私
性
と
密
接
に
つ
な
が
っ
て

い
る
の
と
同
時
に
、
西
脇
の
感
情
・
心
情
を
直
接
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
く
植
物
に
仮

託
す
る
と
い
う
間
接
的
な
手
法
を
用
い
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
、
第
一
項

で
論
じ
た
自
身
の
記
憶
に
基
づ
く
地
名
や
人
物
を
、
現
実
の
事
物
と
織
り
交
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ

て
体
験
を
詩
に
異
化
さ
せ
る
「
詩
的
変
形
」
と
類
似
の
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
、
『
近
代
の
寓
話
』
に
お
け
る
植
物
名
を
す
べ
て
抽
出
す
る
こ

と
に
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
も
『
近
代
の
寓
話
』
に
お
け
る
植
物
名
が
、
実
際
に
西
脇
が

観
察
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
詩
篇
で
の
用
い
ら
れ
方
が
「
山
樝
の
実
」、
「
午

後
の
訪
問
」
と
、
同
一
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
植
物
に
自
身
の
感
情
を
仮
託
し
た
西
脇
と

い
う
像
が
、
『
近
代
の
寓
話
』
を
通
底
す
る
詩
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

『
近
代
の
寓
話
』
に
お
け
る
植
物
を
抽
出
す
る
に
あ
た
り
、
表
記
は
原
典
に
拠
っ
た
。
原
則
、

重
複
す
る
名
称
は
一
度
の
み
記
載
し
た
。
下
記
に
列
挙
す
る
。

「
麦
」、「
油
菜
」、「
罌
粟
」、「
ワ
サ
ビ
」、「
ツ
ツ
ジ
」、「
ア
ヤ
メ
」、「
ス
モ
ヽ
」、「
桜
」、「
菫
」、

「
シ
ャ
ガ
の
花
」、「
野
イ
チ
ゴ
」、「
レ
ン
ゲ
草
」、「
キ
ン
ポ
ウ
ゲ
」、「
野
バ
ラ
」、「
リ
ン
ボ
ク
」、
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「
あ
ざ
み
」、
「
バ
ラ
」、
「
リ
ン
ド
ウ
」、
「
鬼
百
合
」、
「
む
く
の
木
」、
「
ゴ
ン
ズ
イ
の
実
」、
「
キ

ノ
コ
」、「
林
檎
」、「
栗
」、「
椎
の
古
木
」、「
菊
」、「
が
ま
ず
み
の
実
」、「
く
ぬ
木
」、「
梅
の
庭
」、

「
芝
の
花
」、「
姫
百
合
」、「
む
く
げ
の
花
」、「
珊
瑚
樹
の
実
」、「
虞
美
人
草
」、「
葡
萄
園
」、「
杏

子
の
実
」、
「
黄
色
い
百
合
」、
「
プ
ラ
タ
ナ
ス
の
葉
」、
「
水
仙
」、
「
梨
の
よ
う
な
花
」、
「
茄
子
」、

「
イ
バ
ラ
の
実
」、
「
さ
ん
ざ
し
の
木
」、
「
山
あ
じ
さ
い
」、
「
タ
ン
ポ
ポ
」、
「
ど
う
だ
ん
の
木
」、

「
よ
そ
ぞ
め
」、「
こ
ひ
る
が
お
」、「
グ
ミ
」、「
サ
ン
シ
ョ
ウ
」、「
マ
サ
キ
」、「
ウ
ル
ム
ス
の
樹
」、

「
ア
セ
ビ
の
花
」、
「
か
ら
た
ち
」、
「
ま
つ
た
け
」、
「
大
根
畑
」、
「
梅
」、
「
鉄
炮
百
合
」、
「
樫
の

古
木
」、
「
槇
」、
「
柿
」、
「
ミ
モ
ザ
の
花
」、
「
シ
ャ
ク
ナ
ゲ
の
薮
」、
「
ド
ン
グ
リ
」、
「
ジ
ャ
ガ
イ

モ
の
花
」、
「
ひ
が
ん
花
」、
「
榎
の
大
木
」、
「
へ
ち
ま
の
花
」、
「
浜
茄
子
」、
「
桔
梗
」、
「
蘇
芳
の

花
」、
「
オ
レ
ア
ン
ダ
の
花
」、
「
イ
ラ
グ
サ
」、
「
山
ご
ぼ
う
」、
「
タ
ラ
ン
ボ
ウ
の
木
」、
「
ポ
プ
ラ

の
葉
」、
「
ダ
リ
ア
の
花
」、
「
ア
メ
ン
ド
ウ
の
樹
」、
「
ア
ネ
モ
ネ
の
花
」。

　

以
上
、
『
近
代
の
寓
話
』
に
収
め
ら
れ
た
語
句
を
分
析
し
た
。
類
似
の
植
物
で
も
、
例
え
ば

「
百
合
」
の
場
合
は
、
「
鬼
百
合
」、
「
黄
色
い
百
合
」、
「
鉄
炮
百
合
」
と
い
う
よ
う
に
、
使
い

分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
西
脇
の
観
察
の
細
や
か
さ
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

抽
出
し
た
植
物
名
の
繁
茂
期
か
ら
考
え
、
西
脇
が
特
定
の
季
節
で
は
な
く
、
通
年
観
察
し
て

い
た
と
い
う
こ
と
も
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
分
析
か
ら
、
主
に
二
点
の
特
徴
が
既
に
認
め
ら
れ
る
。

　

一
点
目
は
、
詩
篇
に
お
い
て
、
極
め
て
膨
大
な
植
物
名
を
あ
げ
る
志
向
性
が
、
西
脇
順
三

郎
に
は
明
確
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
架
空
の
植
物
で
は
な
く
、

往
時
実
際
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
植
物
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
観
察
し
た
植

物
が
西
脇
の
詩
想
に
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
る
。

　

二
点
目
は
、
挙
げ
て
い
る
植
物
の
大
部
分
が
、
西
脇
の
居
住
し
た
日
本
に
お
い
て
群
生
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
『Am

barvalia

』
に
お
い
て
、
西
洋
的
な
モ

テ
ィ
ー
フ
を
用
い
、
ま
た
西
洋
に
お
い
て
の
み
群
生
し
て
い
る
植
物
を
記
し
て
い
る
こ
と
と

比
較
し
て
明
ら
か
な
差
異
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
西
脇
順
三
郎
の
詩
法
が
、
『
旅
人
か
へ

ら
ず
』
以
降
、
作
者
で
あ
る
西
脇
自
身
を
観
察
者
と
し
、
植
物
を
主
と
し
た
視
覚
情
報
に
よ

る
描
写
を
重
視
し
て
い
る
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
『Am

barvalia

』
に
お
い
て
、
想
像
上
の
、

或
い
は
観
念
的
な
固
有
名
詞
を
多
用
し
、
西
洋
的
な
文
物
へ
の
志
向
性
が
見
ら
れ
た
こ
と
と

は
様
変
わ
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

抽
出
し
た
詩
篇
に
お
い
て
、
植
物
は
作
中
の
主
体
で
あ
る
西
脇
の
感
情
を
と
き
に
仮
託
し
、

と
き
に
増
幅
さ
せ
る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
道
路
」
で
は
、
「
ジ
ン
ジ
ャ
の

花
を
愛
す
る
女
」
と
い
う
対
象
の
「
眼
」
に
「
す
べ
て
の
追
憶
は
消
え
た
」
と
結
合
し
て
お
り
、

他
方
で
は
、
「
た
お
や
め
」
に
お
い
て
は
、
「
赤
い
薔
薇
」
と
「
こ
の
淋
し
い
男
」
の
両
者
の

比
喩
が
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

以
上
の
こ
と
よ
り
、
先
に
例
示
し
た
「
山
樝
の
実
」、
「
午
後
の
訪
問
」
の
分
析
に
よ
っ
て

得
ら
れ
た
論
点
は
、
詩
集
『
近
代
の
寓
話
』
に
通
底
す
る
西
脇
の
詩
法
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
澤
正
宏
に
よ
る
「
視
点
を
現
実
の
側
に
移
行
さ
せ
て
く
る
」
手
法
に
は
結
論
と
し
て

改
め
て
異
議
を
唱
え
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ま
で
の
論
で
示
し
た
通
り
、
西
脇

に
よ
る
植
物
の
描
写
は
、
「
視
点
を
現
実
の
側
に
移
行
さ
せ
て
く
る
」
の
で
は
な
く
、
現
実
と

い
う
視
座
に
立
つ
西
脇
の
私
性
の
感
情
を
仮
託
し
、
増
幅
さ
せ
る
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い

る
詩
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
先
行
詩
集
で
あ
る
『Am

barvalia

』
と
『
近
代
の
寓
話
』
と
私
性
が
通
底
し
て

い
る
か
と
い
う
論
点
に
つ
い
て
、
収
録
さ
れ
て
い
る
「
キ
ャ
サ
リ
ン
」
に
は
、

　
　

お
か
み
さ
ん
は
西
方
の
神
話
が
い
か
に

　
　

植
物
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
喜
ん
だ
。

　

と
い
う
箇
所
が
あ
る
。
こ
の
詩
篇
に
お
け
る
、
「
西
方
の
神
話
」
と
い
う
語
は
、

『Am
barvalia

』
を
示
す
比
喩
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、『Am

barvalia

』
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に
お
い
て
「
西
方
の
神
話
」
と
い
う
語
句
が
幾
度
も
用
い
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

他
の
詩
集
で
は
こ
の
詩
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
た
め
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『Am

barvalia

』

に
お
い
て
「
植
物
的
で
あ
る
」
と
い
う
特
徴
を
『
近
代
の
寓
話
』
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
も
抽
出

し
た
た
め
、
こ
こ
か
ら
、
西
脇
の
作
品
に
お
い
て
『Am

barvalia

』
の
み
が
、
他
の
詩
集
と

比
べ
て
特
異
な
の
で
は
な
く
、
先
の
研
究
論
文
と
あ
わ
せ
て
、
『Am

barvalia

』、
『
旅
人
か
へ

ら
ず
』、
『
近
代
の
寓
話
』、
こ
の
三
冊
の
詩
集
に
お
い
て
通
底
す
る
詩
法
で
あ
る
と
考
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
論
文
で
は
、
西
脇
順
三
郎
詩
集
『
近
代
の
寓
話
』
の
詩
句
の
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、

こ
れ
ま
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
な
詩
で
あ
る
と
目
さ
れ
て
き
た
西
脇
詩
の
再
検
討
に
つ
い

て
論
じ
た
。

　

第
一
項
で
は
、
詩
篇
に
お
け
る
土
地
の
名
称
や
人
物
名
な
ど
に
注
目
し
、
こ
れ
ら
を
抽
出

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
脇
の
経
験
や
体
験
に
基
づ
く
私
性
が
詩
集
に
認
め
ら
れ
る
か
を
検

証
し
た
。
検
証
の
結
果
、『
近
代
の
寓
話
』
に
お
け
る
詩
句
は
、
土
地
の
名
称
や
人
物
名
な
ど
、

西
脇
の
私
性
に
よ
っ
て
解
読
で
き
る
箇
所
が
複
数
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

西
脇
の
詩
は
あ
く
ま
で
も
現
実
に
立
脚
し
た
上
で
、
西
脇
自
身
の
詩
論
で
あ
る
「
詩
的
変
形
」

の
実
践
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
導
い
た
。
ま
た
、「
た
お
や
め
」
に
お
け
る
「
多
摩
人
」

と
い
う
造
語
は
、
『Am

barvalia

』
に
お
け
る
「
伊
皿
子
人
」
と
通
底
す
る
現
実
を
異
化
す
る

西
脇
の
詩
法
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
こ
の
詩
法
を
用
い
た
例
は
、
他
に
「
メ
グ
ロ
」
や
「
た

ま
川
」
の
よ
う
に
、
表
記
を
詩
篇
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
特
徴
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

第
二
項
で
は
、
詩
篇
に
お
け
る
植
物
名
を
抽
出
し
た
。
「
山
樝
の
実
」
や
「
午
後
の
訪
問
」

で
は
、
植
物
に
自
身
の
感
情
を
仮
託
し
た
西
脇
の
像
が
浮
か
び
上
が
っ
た
。
前
述
を
踏
ま
え

て
、
詩
集
に
お
け
る
す
べ
て
の
植
物
名
を
抽
出
し
た
結
果
、
現
実
と
い
う
視
座
に
立
つ
西
脇

の
私
性
の
感
情
を
仮
託
し
、
増
幅
さ
せ
る
装
置
と
し
て
植
物
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。

　

西
脇
順
三
郎
の
詩
法
は
、
『
旅
人
か
へ
ら
ず
』
以
降
、
作
者
で
あ
る
西
脇
自
身
を
観
察
者
と

し
、
植
物
を
主
と
し
た
視
覚
情
報
に
よ
る
描
写
を
重
視
し
て
い
る
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
近
代
詩
の
詩
法
で
あ
る
作
中
の
主
体
と
作
者
と
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
極
め
て
私

的
な
詩
へ
と
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

詩
集
『
近
代
の
寓
話
』
は
、
西
脇
の
経
験
や
体
験
に
基
づ
く
私
性
が
詩
篇
に
表
れ
て
お
り
、

現
実
に
立
脚
し
た
植
物
や
地
名
、
人
名
な
ど
を
配
す
こ
と
に
よ
っ
て
西
脇
自
身
の
詩
論
で
あ

る
「
詩
的
変
形
」
の
実
践
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
、
体
験
と
想
像
を
織
り
交
ぜ
る
詩

法
に
よ
っ
て
、
萩
原
朔
太
郎
ら
の
近
代
詩
の
私
性
の
あ
ら
わ
れ
の
発
展
系
た
る
私
性
を
打
ち

出
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
の
詩
法
は
、
近
代
詩
の
継
承
・
発
展
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
同
時
に
、
西
脇
が
「
紹
介
」
し
た
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
の
詩
の
発
展
系
と
し
て
作
り
だ

さ
れ
た
詩
集
で
あ
る
と
、
結
論
づ
け
る
。

注一　
『
西
脇
順
三
郎
全
詩
引
喩
集
成
』
、
三
頁
、
引
用

二　

田
中
滋
啓
「
『Am

barvalia

』
論
の
た
め
に
―
―
「
天
気
」
の
解
釈
を
通
じ
て
」
で
は
、

「
『am

barvalia

』
は
、
そ
の
題
名
の
異
色
さ
と
と
も
に
画
期
的
な
内
容
を
持
っ
た
詩
集
で
あ
る
。

そ
の
破
壊
的
な
文
体
と
い
い
、
抒
情
を
絶
し
た
内
容
と
い
い
、
朔
太
郎
の
『
月
に
吠
え
る
』
で

さ
え
も
古
め
か
し
く
み
え
て
く
る
程
の
新
鮮
さ
を
持
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
林

巾
力
「
旅
人
か
へ
ら
ず
」
で
は
、
「
周
知
の
よ
う
に
戦
前
の
西
脇
は
、
現
代
詩
の
言
語
革
命
を
企

図
し
、
従
来
の
日
本
語
の
語
文
脈
と
違
っ
た
ス
タ
イ
ル
で
一
連
の
実
験
的
か
つ
難
解
な
作
品
を

意
識
的
に
書
い
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
両
論
文
と
も
、
西
脇
の
詩
を
手
放
し
で
持
ち

上
げ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
詩
風
で
あ
る
こ
と
、
「
難
解
」
で
あ
る
こ
と
以
外
に
は

分
か
り
得
な
い
、
曖
昧
な
表
現
に
留
ま
っ
て
い
る
。

三　

山
﨑
修
平
「
幻
影
の
先
に
あ
る
も
の
―
―
西
脇
順
三
郎
論
」
法
政
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研

究
科
日
本
文
学
専
攻
修
士
課
程
修
士
論
文
、
二
〇
二
一
年
、
「
『
さ
み
し
さ
』
の
差
異
：
萩
原
朔

太
郎
と
西
脇
順
三
郎
の
詩
に
つ
い
て
」
四
季
派
学
会
論
集
二
七
号
、
二
〇
二
二
年

四　

千
葉
宣
一
『
西
脇
順
三
郎
研
究
』
『
近
代
の
寓
話
』
試
論
、
三
〇
六
ペ
ー
ジ
、
引
用

五　

村
野
四
郎
、
北
園
克
衛
、
西
脇
順
三
郎
ら
に
よ
る
詩
誌

六
　
冴
子
夫
人
の
親
戚
筋
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七　
『
西
脇
順
三
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
Ⅰ
、
「
解
説
」
、
一
三
〇
頁

八　
『
西
脇
順
三
郎
の
詩
と
詩
論
』
、
一
〇
四
ペ
ー
ジ
、
引
用

参
考
文
献
一
覧

村
野
四
郎
、
福
田
隆
太
郎
、
鍵
谷
幸
信
共
編
『
西
脇
順
三
郎
研
究
』
右
文
書
院
、
一
九
七
一
年

田
中
滋
啓
「
『A

m
barvalia

』
論
の
た
め
に
―
―
「
天
気
」
の
解
釈
を
通
じ
て
」
広
島
大
学
『
近
代

文
学
試
論
』
一
六
号
、
一
九
七
七
年

新
倉
俊
一
『
西
脇
順
三
郎
全
詩
引
喩
集
成
』
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年

澤
正
宏
『
西
脇
順
三
郎
の
詩
と
詩
論
』
桜
楓
社
、
一
九
九
一
年

林
巾
力
「
旅
人
か
へ
ら
ず
」
法
政
大
学
国
文
学
会
『
日
本
文
學
誌
要
』
五
八
号
、
一
九
九
八
年

　

本
論
文
の
引
用
に
あ
た
り
、
『
西
脇
順
三
郎
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
Ⅰ
』
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
・
二

〇
〇
七
年
）
を
底
本
と
し
た
。
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