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見
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デ
ィ
カ
・
フ
レ
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ツ
ュ
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）

西
田
茜
秋
先
生	

一
へ

さ
ま
ざ
ま
の
事
お
も
ひ
出
す
桜
か
な

松
尾
芭
蕉		

					エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
。	

神
秘
的
。	

魅
力
的
。
こ
れ
ら
は
、
も
う
二
十
年
以
上
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
日
本
文
化
と
の
邂
逅
以
前
に
、
私
の

頭
の
中
に
浮
か
ん
で
い
た
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
今
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
奨
学
金
に
よ
る
数
次
・
数
年
に
わ
た
る
日

本
で
の
生
活
経
験
を
経
て
、
私
は
日
本
の
印
象
を
桜
や
風
鈴
、
俳
句
や
書
な
ど
を
通
し
て
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
外
国
語
の
勉
強
を
始
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
、
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
あ
ら
た
な
「
再
生
」
を
意

味
す
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、「
第
二
の
児
童
期
」
を
や
り
直
す
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
第
二
の
子
供
時
代
を
再
び
生
き
る
と
い
う
こ
と

と
同
じ
で
あ
る
。
若
い
頃
に
他
国
と
触
れ
あ
う
と
、多
く
の
場
合
最
初
に
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
に
襲
わ
れ
、そ
の
後
続
い
て
言
語
シ
ョ
ッ

ク
が
生
起
さ
れ
る
。
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク
は
恐
怖
や
不
快
感
を
も
よ
お
さ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
異
文
化
に
近
づ
き
理
解
し
よ
う
と
す
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る
こ
と
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
あ
る
時
期
を
克
服
す
る
と
、
や
が

て
そ
れ
は
新
た
な
る
感
情
の
創
出
と
と
も
に
さ
ら
な
る
思
考
へ
の
挑
戦
と
い

う
形
に
な
っ
て
自
分
の
前
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
個
人
的
な
体
験
に
よ
る
異

文
化
と
の
出
会
い
が
、「
観
光
旅
行
」
を
意
味
す
る
も
の
に
な
る
か
、
あ
る
い

は
「
精
神
的
な
旅
」
を
意
味
す
る
も
の
に
な
る
か
の
選
択
肢
は
、
実
は
、
私

た
ち
一
人
ひ
と
り
の
手
の
中
に
あ
る
。私
に
と
っ
て
は
、日
本
と
の
出
会
い
が
、

今
で
は
ま
さ
に
運
命
的
チ
ャ
ン
ス
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自

分
の
人
生
の
軌
道
が
変
わ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
新
し
い
言
語

や
衣
服
だ
け
で
な
く
、
ま
っ
た
く
新
し
い
書
き
方
と
読
み
方
（
右
か
ら
左
へ

と
い
う
縦
書
き
）、
そ
れ
ら
は
新
し
い
精
神
生
活
、「
一
期
一
会
」
と
い
う
新

文
化
へ
の
冒
険
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。　

（
私
の
）「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」
に
関
し
て

「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
」
と
は
、あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
秘
め
る
国
へ
の
、

物
質
的
な
豊
か
さ
を
求
め
る
た
め
の
（
多
か
れ
少
な
か
れ
冒
険
的
な
）
旅
だ

と
言
わ
れ
る
。
私
は
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
」
を
モ
デ
ル
に
し
な
が
ら
、

形
象
・
表
現
の
レ
ベ
ル
で
、「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」
と
い
う
言
葉
を

使
用
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
分
自
身
の
経
験
に
よ
る
日
本
文

化
へ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
、ま
た
自
分
自
身
の
変
化
を
そ
れ
に
よ
っ
て
命
名
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
私
の
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」

は
二
十
年
以
上
前
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
一
九
九
七
年
に
、
在
ル
ー
マ
ニ
ア
の
日
本
大
使
館
か
ら
の
推
薦
に
よ
っ
て
、
専
任
の
言
語

富
士
山
と
の
初
め
て
の
出
会
い
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学
者
と
し
て
教
育
・
研
究
に
従
事
し
て
い
る
バ
ベ
シ
ュ
・
ボ
ヤ
イ
国
立
大
学

か
ら
臨
時
休
暇
を
も
ら
い
、
日
本
の
国
費
奨
学
生
と
し
て
国
立
神
戸
大
学
留

学
生
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
初
級
日
本
語
の
勉
強
に
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。

日
本
の
文
部
科
学
省
か
ら
の
奨
学
金
は
私
の
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム

ラ
イ
ブ
」の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
が
、そ
れ
は
新
し
い
人
生
の
ラ
イ
ブ
・
シ
リ
ー

ズ
の
最
初
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
と
の
出
会
い
が
で
き
た
こ
と

は
、感
激
の
極
み
で
あ
り
、私
の
人
生
に
あ
っ
て
ま
さ
に
至
福
の
時
で
あ
っ
た
。

今
は
、
こ
の
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
ラ
イ
ブ
」
は
、
そ
れ
を
心
の
中

に
抱
い
て
以
来
、
人
生
の
半
分
以
上
の
時
を
経
た
が
、
今
な
お
大
空
を
飛
び

回
る
鳥
の
よ
う
に
、
そ
し
て
と
き
に
は
マ
グ
マ
を
噴
出
す
る
火
山
の
よ
う
に
、

エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ
ュ
な
情
熱
と
し
て
あ
り
続
け
て
い
る
。
実
は
、
日
本
と
の
こ

の
運
命
的
邂
逅
は
、
私
の
予
想
以
上
に
、
驚
嘆
す
べ
き
素
敵
な
経
験
を
私
に

与
え
て
く
れ
た
。
そ
の
時
の
記
憶
が
次
々
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
そ
れ
を

こ
れ
か
ら
以
下
に
順
を
追
っ
て
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

振
り
返
っ
て
み
る
と
、
日
本
で
の
留
学
の
日
々
は
、
私
に
と
っ
て
ま
さ
に

感
激
、
感
動
の
連
続
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
最
も
心
に
残
る
も
の

は
な
に
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
私
は
そ
れ
は
「
俳
句
及
び
書
道
と
の
出
会
い
だ
」

と
迷
う
こ
と
な
く
答
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
も
う
大
分
前
の
こ
と
な
の
で
、

も
は
や
「
ち
か
ご
ろ
」
の
こ
と
で
は
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
は
ま
る
で
昨
日

の
出
来
事
の
よ
う
に
頭
の
中
に
鮮
烈
に
浮
か
ん
で
く
る
。
こ
こ
か
ら
は
そ
の

お
正
月
に
八
幡
神
社
に
お
い
て
ホ
ス
ト
フ
ァ
ミ
リ
ー
の

安
積
美
和
子
様
が
撮
影
し
て
く
だ
さ
っ
た
和
服
の
写
真
、

一
九
九
八
年
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時
の
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
ラ
イ
ブ
」
の
物
語
を
踏
ま
え
て
叙
述
で
き
れ
ば
と
思
う
。

実
は
、
神
戸
大
学
留
学
生
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
日
本
語
を
学
ん
で
半
年
が
経
と
う
と
し
て
い
た
頃
、
私
は
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
に
興

味
を
持
ち
、
あ
る
日
、
伊
藤
智
博
先
生
に
、「
教
科
書
で
提
供
さ
れ
る
情
報
を
超
え
て
伝
統
文
化
の
特
色
、
例
え
ば
俳
句
等
を
教
え
て
い

た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
、
実
例
を
挙
げ
て
」
と
お
願
い
を
し
た
こ
と
が
あ
る
。
翌
週
、
授
業
の
最
後
の
五
分
間
に
、
予
告
も
な
く
、
先

生
は
お
も
む
ろ
に
白
板
に
横
書
き
で
「
海
に
出
て
こ
が
ら
し
帰
る
と
こ
ろ
な
し
」
と
い
う
文
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
音
節
を

数
え
て
み
る
と
俳
句
か
も
し
れ
な
い
と
気
づ
き
な
が
ら
、
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
た
「
こ
が
ら
し
」
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
私
に
、
先
生
は

漢
字
で
「
木
枯
ら
し
」
と
書
い
て
意
味
を
教
え
て
く
れ
た
。
こ
れ
が
私
と
俳
句
と
の
最
初
の
出
会
い
で
あ
っ
た
。
こ
の
句
を
見
る
や
否
や

激
し
い
感
情
に
圧
倒
さ
れ
、
そ
の
瞬
間
、
私
の
胸
は
キ
ュ
ン
と
痛
く
な
っ
て
、
感
動
の
あ
ま
り
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
涙
が
ポ
ロ
ポ
ロ

出
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
涙
は
止
ま
る
こ
と
な
く
、
昼
休
み
の
間
ま
で
も
続
い
た
。

心
の
中
で
、
発
見
し
た
そ
の
言
葉
の
意
味
が
、
俳
句
の
中
で
ひ
そ
や
か
に
共
鳴
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
響
き
あ
っ
て
い
た
と
言
う
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
心
が
突
然
覚
醒
し
た
か
の
よ
う
な
そ
の
時
の
鮮
烈
な
印
象
を
、
現
在
も
は
っ
き
り
と
覚
え
て
い
る
。
今
日
の
目
で
そ
の
こ

ろ
の
記
憶
を
振
り
返
る
と
、
先
生
に
ご
迷
惑
を
か
け
た
に
違
い
な
い
と
思
う
。
私
の
そ
の
と
き
の
涙
は
、
先
生
と
級
友
た
ち
が
思
っ
て
い

た
よ
う
な
、
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
な
ど
と
関
連
す
る
涙
で
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
言
葉
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
感
動
を
分
析
す

る
こ
と
は
た
や
す
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
俳
句
と
い
う
言
葉
の
連
鎖
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
感
動
こ
そ
、「
俳
句
」
の
俳
句
た
る
ゆ
え

ん
だ
ろ
う
と
私
は
思
う
。

私
は
西
洋
文
化
の
中
で
生
ま
れ
育
っ
た
人
間
な
の
で
、
そ
う
し
た
西
洋
の
文
学
的
背
景
の
も
と
に
考
え
る
と
、
特
に
詩
の
鑑
賞
の
場
合

は
、
詩
の
も
つ
意
味
が
、
韻
文
を
読
み
つ
つ
雪
だ
る
ま
式
に
膨
れ
上
が
っ
て
く
る
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
西
洋
的
な
詩
を
黙
読

し
て
も
、
唱
え
て
も
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
通
読
し
な
い
と
、
意
味
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
、
そ
の
深
奥
を
味
わ
う
こ
と
が
な
か
な
か
で

き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
俳
句
の
場
合
は
、
意
味
を
理
解
す
る
の
に
、
西
洋
の
詩
の
よ
う
に
時
間
を
要
し
な
い
。
そ
れ
は
、
俳
句
は
十
七
音
の

四
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み
で
構
成
さ
れ
る
上
に
、
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
は
、
絵
の
よ
う
に
そ
の
意
味
を
表
し
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
、
目
か
ら

で
も
理
解
し
や
す
い
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
口
に
詩
（
韻
文
）
と
い
っ
て
も
生
ま
れ
育
っ
た
文
化
的
環
境
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
楽
し

む
あ
り
よ
う
は
一
様
で
は
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
よ
う
。

「
海
に
出
て
木
枯
ら
し
帰
る
と
こ
ろ
な
し
」
と
い
う
俳
句
は
、
私
に
と
っ
て
は
異
文
化
的
所
産
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
的
環

境
と
い
う
色
々
な
相
違
点
を
越
え
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
カ
タ
ル
シ
ス
」
と
い
う
基
本
的
芸
術
概
念
の
意
味
を
教
え
て
く
れ
た
も
の

で
あ
っ
た
。

「
カ
タ
ル
シ
ス
」
と
い
う
の
は
心
の<

も
や>

を
す
っ
き
り
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
純
粋
な
感
情
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
西
洋
の
詩

と
日
本
の
俳
句
と
の
間
に
あ
る
共
通
点
で
あ
る
と
は
っ
き
り
私
に
は
自
覚
で
き
た
の
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
や
個
人
的
な
思
い
に
よ
る

悲
し
み
で
は
な
く
、
文
学
的
世
界
の
中
で
、
俳
句
の
体
験
と
し
て
、
俳
句
は
特
殊
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
時
、
私

な
り
に
分
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」
の
中
で
、
私
は
俳
句
の
助
け
を
借
り
て
、
日
本
文
化
モ
デ
ル
を
自

分
な
り
に
理
解
す
る
旅
を
し
は
じ
め
て
い
た
。
最
も
短
い
詩
形
式
の
宇
宙
へ
の
扉
を
開
い
た
俳
人
の
名
前
が
山
口
誓
子
（
一
九
〇
一
―

一
九
九
四
）
で
あ
る
こ
と
を
ほ
ど
な
く
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
か
な
り
後
の
こ
と
で
あ
る
が
、
俳
人
山
口
誓
子
は
前
世
紀
後
半
の

俳
句
の
復
活
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
し
て
日
本
芸
術
院
賞
を
受
賞
し
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
。
一
九
九
三
年
に
出
版
さ
れ
た『The	

Essence	of	M
odern	H

aiku.	300	Poem
s	by	Seishi	Yam

aguchi

』
の
中
の
山
口
誓
子
の
個
人
的
な
注
釈
に
よ
っ
て
、
こ
の
俳
句

が
一
九
四
四
年
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
に
至
っ
て
、
こ
の
俳
句
は
表
面
的
な
字
句
の
意
味
を
超
え
て
、
第
二
次
世
界
大
戦

時
に
日
本
軍
が
行
っ
た
悲
劇
的
な
戦
術
で
あ
る
「
神
風
」
の
犠
牲
者
へ
の
追
悼
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
思
い

を
得
た
。
日
本
語
初
・
中
級
を
学
ん
で
い
た
そ
の
こ
ろ
の
私
に
は
、
太
平
洋
戦
争
に
ま
つ
わ
る
時
代
背
景
が
山
口
誓
子
の
こ
の
俳
句
に
あ
っ

た
こ
と
な
ど
全
然
気
が
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、
私
に
は
た
だ
カ
タ
ル
シ
ス
そ
の
も
の
を
感
じ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
し

か
し
、
今
で
も
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。
山
口
誓
子
の
俳
句
の
言
葉
は
ひ
し
ひ
し
と
私
の
胸
に
共
鳴
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

山
口
誓
子
の
俳
句
は
、
悲
し
み
、
繊
細
さ
、
夢
見
心
地
と
い
っ
た
特
定
の
状
態
を
通
し
て
宇
宙
を
感
情
に
変
え
、
そ
の
感
情
を
読
者
に

四
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伝
え
る
、
魅
力
的
な
日
本
の
詩
の
世
界
に
私
を
導
い
て
く
れ
た
。
語
彙
数
も
十
七
音
と
い
う
制
約
を
受
け
る
が
、
そ
こ
で
は
叫
び
や
し
ぐ

さ
が
物
語
に
取
っ
て
代
わ
り
、
感
情
が
概
念
や
知
性
の
産
物
に
な
る
こ
と
を
拒
否
し
、
存
在
や
死
等
の
究
極
の
瞬
間
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

「
純
粋
な
詩
の
真
髄
」
ま
た
は
「
言
葉
に
よ
る
絵
画
」
と
も
呼
ば
れ
て
、
俳
句
は
極
限
ま
で
表
現
を
切
り
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
恵
み
の

瞬
間
に
経
験
さ
れ
る
極
ま
っ
た
感
情
に
つ
い
て
語
り
、
と
り
わ
け
、
語
ら
れ
な
い
言
葉
や
沈
黙
に
声
を
与
え
る
…
…
。
私
は
そ
の
時
、
山

口
誓
子
の
俳
句
を
純
粋
に
直
感
的
に
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
俳
句
と
日
本
の
書
道
と
の
出
会
い
は
、
私
に
と
っ
て
は
お
よ
そ
同

時
の
こ
と
な
の
で
、
は
じ
め
て
の
俳
句
と
の
出
会
い
の
記
憶
の
謎
を
留
め
る
た
め
に
そ
の
思
い
を
手
に
筆
を
と
っ
て
、
色
紙
に
書
い
て
み

た
。

	　 山
口
誓
子
の
「
海
に
出
て
木
枯
ら
し
帰
る
と
こ
ろ
な
し
」

四
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私
は
、
書
道
も
俳
句
も
、
人
を
人
た
ら
し
め
る
芸
術
だ
と
考
え
て
い
る
。
俳
句
に
は
書
道
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の
息
吹
が
立
体
的
で
あ

る
こ
と
と
、
そ
の
裏
に
は
し
っ
か
り
と
し
た
物
語
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
、
俳
句
と
書
道
と
の
共
通
点
だ
と
思
う
。
俳
人
正
岡

子
規
が
説
い
た
よ
う
に
、
写
生
を
通
し
て
、
た
だ
見
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
描
く
こ
と
な
く
、
人
の
心
の
目
や
感
性
を
存
分
に
活
用
し
て
、

物
語
性
を
打
ち
出
す
の
で
あ
る
。

「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」
の
別
の
ペ
ー
ジ
の
こ
と
を
記
し
た
い
。
松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
を
訪
問
し
た
折
は
、
ち
ょ
う
ど

子
規
の
命
日
の
三
日
前
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
、
博
物
館
よ
り
い
た
だ
い
た
子
規
の
俳
句
集
の
う
ち
に
、「
木
枯
ら
し
や
我
に
向
い
て
波

立
ち
上
が
る
」
と
い
う
俳
句
が
あ
っ
た
。
私
に
と
っ
て
は
、
今
で
も
、
山
口
誓
子
の
あ
の
俳
句
は
子
規
の
俳
句
の
反
響
の
よ
う
に
聞
こ
え

る
。
そ
れ
は
俳
句
の
世
界
に
お
い
て
私
な
り
の
独
自
の
小
さ
な「
発
見
」で
あ
っ
た
。
俳
句
の
意
義
は
そ
の
短
さ
に
凝
縮
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、

読
者
が
そ
れ
の
み
ず
み
ず
し
い
感
性
に
驚
い
た
り
、
感
じ
入
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
に
つ
れ
、
俳
句

に
は
装
飾
的
な
シ
ン
プ
リ
シ
テ
ィ
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
更
に
言
え
ば
、
一
瞬
に
し
て
、
美
と
同
居
す
る
快
感
を
そ
こ
に
感
じ
さ
せ

る
も
の
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
思
い
出
と
と
も
に
そ
れ
を
通
じ
て
、
俳
句
の
も
つ
美
意
識
と
改
め
て
触
れ
合
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
望
外

の
喜
び
で
あ
っ
た
。
瞬
く
間
に
、
そ
し
て
つ
か
の
間
の
夢
の
よ
う
に
、
俳
句
と
い
う
ツ
ー
ル
は
異
文
化
の
壁
を
乗
り
越
え
て
し
ま
う
。
俳

句
の
も
つ
こ
う
し
た
魅
力
的
な
特
色
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
の
折
り
に
か
国
境
を
越
え
て
相
互
理
解
が
で
き
る
日
が
来
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
決
し
て
夢
で
は
な
い
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」
の
思
い
出
の
中
で
、
一
生
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
は
な
ん
と
言
っ
て
も
書
道
と
の
出
会
い
で
あ
る
。

実
は
、
日
本
語
を
勉
強
し
始
め
た
ば
か
り
の
頃
、
一
番
驚
い
た
の
が
日
本
語
の
文
字
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
日
本
語
に
は
書
く
シ
ス
テ

ム
が
三
つ
あ
り
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
私
は
こ
の
複
雑
な
日
本
語
の
書
記
様
式
に
関
す
る
様
々
な
疑
問
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
書
き
方
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
や
周
囲
の
世
界
と
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
遠
く
離
れ

た
異
国
の
文
化
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
が
、
ど
こ
か
で
、
よ
り
深
い
レ
ベ
ル
で
そ
れ
を
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
日
本
語
へ
の
驚

き
と
知
的
関
心
の
増
幅
は
、
私
を
日
本
文
化
を
内
面
か
ら
探
求
す
る
道
へ
と
誘
っ
た
。
先
ず
は
「
仮
名
や
漢
字
等
が
よ
く
分
か
る
た
め
に

四
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は
、
何
を
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
考
え
な
が
ら
、「
や
は
り
習
字
を
習
お
う
」
と
決
心
し
、
神
戸
学
生
青
年
セ
ン
タ
ー
で
習
字
を

習
い
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
習
字
教
室
で
の
こ
と
を
思
い
返
す
と
、「
あ
な
た
、本
当
に
習
字
を
や
っ
た
こ
と
が
な
い
ん
で
す
か
？
」

と
い
う
先
生
の
ク
ラ
ス
で
の
質
問
が
脳
裏
を
よ
ぎ
る
。
書
い
た
ば
か
り
の
「
海
」
と
い
う
漢
字
の
最
初
の
作
品
を
少
し
驚
き
な
が
ら
私
は

見
て
い
た
。
海
が
好
き
だ
と
独
り
言
を
呟
い
て
、
砂
の
上
に
文
字
を
書
い
て
い
る
の
を
想
像
し
て
い
た
。（
ク
ラ
ス
は
ち
ょ
う
ど
春
休
み
直

後
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
に
誘
わ
れ
て
、
春
休
み
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
過
ご
し
、
太
平
洋
の
エ
メ
ラ
ル
ド
の
色
に
心
を

奪
わ
れ
た
ま
ま
日
本
に
戻
っ
た
の
で
、
そ
の
と
き
の
印
象
と
感
情
を
も
っ
て
書
い
た
作
品
で
あ
っ
た
。）
私
は
先
生
に
、
ク
ラ
ス
の
初
め

こ
ろ
に
体
の
位
置
と
手
の
位
置
を
教
わ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。「
海
」
の
文
字
、筆
、紙
、墨
の
線
等
々
、こ
う
し
て
す
べ
て
が
始
ま
っ

た
。
そ
し
て
後
に
、
新
し
く
漢
字
の
名
前
で
彫
ら
れ
た
自
分
専
用
の
印
鑑
を
授
か
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

学
年
度
末
の
卒
業
式
の
際
、
私
の
留
学
し
て
い
た
神
戸
大
学
国
際
文
化
学
研
究
科
か
ら
、
留
学
生
一
同
を
代
表
し
て
感
謝
の
言
葉
を
述

べ
る
よ
う
依
頼
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
特
別
な
出
会
い
を
は
じ
め
と
し
て
、
習
字
の
筆
に
つ
い
て
も
触
れ
て
感
謝
の
ス
ピ
ー
チ
を
終
え
、

そ
し
て
書
と
し
て
の
「
海
」
の
作
品
を
披
露
し
た
。
そ
れ
か
ら
お
よ
そ
一
週
間
後
、
私
の
ス
ピ
ー
チ
が
人
々
に
深
い
印
象
を
与
え
た
こ
と

を
実
感
で
き
る
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
ノ
ー
ベ
ル
医
学
賞
候
補
者
の
西
塚
泰
美
（
一
九
三
二
―
二
〇
〇
四
）
神
戸
大
学
学
長(

当
時)

か
ら
、

「
路
貞
香
」
と
い
う
名
前
―
―
習
字
の
先
生
に
初
め
て
の
ク
ラ
ス
の
際
、
漢
字
で
作
っ
て
も
ら
っ
た
名
前
―
―
を
刻
ん
だ
翡
翠
の
印
鑑
を
頂

い
た
の
で
あ
る
。
私
の
帰
国
し
た
後
も
、
西
塚
先
生
は
四
つ
の
色
々
な
書
体
で
作
成
し
た
印
鑑
を
彫
っ
て
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
私
が
書

道
の
道
を
歩
む
に
は
、
そ
の
伝
統
を
尊
重
し
て
、
自
分
の
作
品
に
署
名
す
る
た
め
の
印
鑑
が
必
要
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
何
よ
り
の
贈

り
物
で
あ
っ
た
。
西
塚
先
生
は
そ
っ
と
天
国
か
ら
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
先
生
の
ご
高
恩
に
改
め
て
深
謝
申
し
上
げ

る
次
第
で
あ
る
二
。

た
だ
一
つ
趣
味
と
い
え
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
私
が
何
よ
り
好
き
な
の
は
字
を
筆
で
書
く
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

物
心
付
い
て
か
ら
今
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
書
道
に
魅
了
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
手
に
筆
を
と
っ
て
書
く
の
で
あ
れ
、
頭
の
中

で
書
く
の
で
あ
れ
、
そ
れ
が
墨
の
文
字
の
世
界
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
自
分
が
書
道
に
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
心
を
惹
か

四
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れ
る
の
か
、
そ
れ
を
ま
わ
り
の
人
々
に
筋
道
立
て
て
説
明
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
。
最
初
か
ら
習
字
の
と
り
こ
と
な
っ
た
私
は
、
国

に
戻
っ
て
か
ら
も
日
本
語
の
学
習
と
同
じ
よ
う
に
、
独
学
で
、
書
の
稽
古
を
続
け
て
い
た
。
そ
れ
に
つ
れ
て
、
習
字
を
通
し
て
日
本
語
・

日
本
文
化
に
関
す
る
知
識
も
深
ま
っ
て
い
っ
た
。
言
葉
で
表
す
の
は
す
こ
し
も
ど
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
書
道
の
稽
古
時
に
は
い
つ

も
、
子
供
の
時
の
絵
の
授
業
が
思
い
浮
か
ぶ
。
そ
こ
で
は
い
つ
も
ゆ
っ
く
り
と
し
た
気
ま
ま
な
楽
し
い
時
間
が
流
れ
て
い
る
。
休
む
こ
と

な
く
、
大
変
忙
し
い
生
活
に
追
わ
れ
る
日
々
が
続
い
て
い
て
も
、
筆
を
手
に
取
る
と
時
間
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
う
。
私
に
と
っ
て
書

道
と
は
本
当
の
自
分
と
静
か
に
向
き
合
う
時
間
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
黒
い
文
字
の
世
界
が
白
の
紙
へ
と
進
み
、
果
て
し

な
い
美
の
追
求
へ
と
突
き
進
む
こ
と
に
私
の
心
は
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
感
激
と
い
っ
た
ら
筆
舌
に
尽
く
し
難
い
。
誠
に
書
道
と
は
、

筆
と
墨
で
無
心
に
自
分
の
心
の
鏡
を
描
く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
無
心
の
境
地
に
身
を
置
か
な
け
れ
ば
心
の
鏡
は
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

私
は
い
つ
も
そ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
筆
を
と
っ
て
い
る
。

西
洋
文
化
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー
は
直
接
に
「
美
し
い
文
字
」
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
で
あ
る
。「
美
し
い
」
と
い
う
言

葉
は
、
ま
ず
「
注
意
深
く
、
き
ち
ん
と
し
て
い
て
、
均
整
が
取
れ
て
い
て
、
清
潔
で
あ
る
」
こ
と
、
そ
し
て
「
美
的
」
を
意
味
す
る
。
と

こ
ろ
が
、日
本
語
を
勉
強
し
は
じ
め
た
頃
、日
本
語
に
は
実
際
は
西
洋
の
「
カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー
」
を
表
す
単
語
が
二
つ
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。	

「
習
字
」
と
「
書
道
」
と
い
う
単
語
で
あ
る
。
習
字
と
は
「
文
字
の
練
習
」
の
こ
と
で
あ
る
が
、
書
道
は
芸
術
と
し
て
の
「
書
き
方
」

の
こ
と
に
な
る
と
言
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
習
字
は
書
道
の
基
礎
と
な
り
、
そ
し
て
、
習
字
と
い
う
書
く
練

習
は
、
同
じ
字
を
書
い
た
と
し
て
も
各
実
践
者
の
筆
使
い
に
よ
っ
て
様
々
な
形
と
な
っ
て
表
れ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
書
道
の
筆
が
も
た
ら

す
秘
密
の
世
界
へ
の
啓
示
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
つ
し
か
書
道
タ
イ
プ
の
芸
術
的
探
求
に
変
容
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

み
る
と
習
字
と
書
道
は
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
り
、日
本
文
化
的
な
表
現
を
用
い
て
言
う
な
ら
ば
、習
字
は
「
褻
」
の
世
界
、書
道
は
「
晴
」

の
世
界
で
の
実
践
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

私
は
知
識
と
実
践
の
両
方
を
必
要
と
す
る
書
道
の
道
へ
の
入
門
を
続
け
た
。
そ
し
て
、
年
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
二
〇
〇
六
年
に
、
国
際

交
流
基
金
の
フ
ェ
ロ
ー
と
し
て
―
―
東
京
大
学
の
池
上
嘉
彦
名
誉
教
授
及
び
昭
和
女
子
大
学
の
太
田
鈴
子
教
授
を
介
し
て
―
―
出
会
っ
た

四
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昭
和
女
子
大
学
の
西
田
茜
秋
先
生
の
指
導
の
お
か
げ
で
、
狸

の
短
い
毛
の
筆
を
、
よ
り
大
き
く
て
馬
の
長
い
毛
の
筆
に
交

換
し
た
。
そ
し
て
無
意
識
の
う
ち
に
、
私
に
と
っ
て
習
字
は

書
道
に
変
わ
っ
て
き
た
…
…
。

Rodica Frentiu, Japanese Calligraphy as a W
ay to 

M
ake the Invisible Visible

(Cam
bridge Scholars Publishing, 2023)

瞬
間
記
憶
三

忍
耐
強
く
こ
の
道
に
導
い
て
く
れ
た
日
本
書
道
の
先
生
方

は
私
に
何
を
教
え
て
く
れ
た
の
か
。
力
強
い
こ
と
、
筆
の
動

き
や
繊
細
さ
等
へ
の
注
意
の
こ
と
、
文
字
の
書
形
を
そ
の
定

型
か
ら
逸
脱
さ
せ
る
こ
と
、
筆
先
の
動
き
の
そ
の
瞬
間
を
考

え
る
こ
と
、
墨
、
筆
と
紙
の
調
和
を
生
み
出
す
こ
と
。
つ
ま

り
は
書
道
そ
の
も
の
の
道
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
の
著
書
や
日
本
四
と
ル
ー
マ
ニ

ア
五
に
お
け
る
自
作
品
展
を
通
じ
て
感
受
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
思
う
。

二
〇
〇
二
年
九
月
に
、
神
戸
市
の
兵
庫
県
立
美
術
館
で
開

催
さ
れ
た
集
団
展
（
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
一
環
）
へ
の
招
待

に
応
え
て
、
私
は
出
展
者
と
し
て
日
本
で
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。

も
し
こ
の
ス
タ
ー
ト
が
日
本
で
な
か
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く
私

は
書
道
と
の
出
会
い
を
公
に
告
白
す
る
勇
気
を
持
て
な
か
っ

五
〇
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た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
私
の
書
道
人
生
に
あ
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
貴
重
な
経
験
で
あ
っ
た
。

長
年
に
わ
た
り
、
私
は
日
本
と
ル
ー
マ
ニ
ア
で
も
日
本
の
書
道
の
展
覧
会
（
個
人
お
よ

び
集
団
）
を
行
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
の
二
つ
だ
け
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
つ
は
、
二
〇
一
五
年
一
月
に
、
私
は
在
東
京
ル
ー
マ
ニ
ア
大
使
館
本
館
に
お
い
て
、

書
道
の
西
田
茜
秋
先
生(

一
九
三
六
―
二
〇
一
五)

の
立
会
い
の
も
と
に
、「
瞬
間
記
憶
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
日
本
の
書
道
の
個
展
を
催
し
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
客
観
的
な
偶
然
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
、
西
田

先
生
に
紹
介
さ
れ
る
前
に
、
東
京
の
書
店
に
お
い
て
、
現
代
日
本
の

書
道
の
巨
匠
の
代
表
作
を
収
録
し
た
、
約
一
〇
〇
〇
ペ
ー
ジ
の
大
冊

『
書
―
―
戦
後
六
十
年
の
軌
跡SH

O
:	Developm

ents	in	the	Art	
of	Japanese	Calligraphy	over	the	Last	Six	Decades	1945-
2005

』
と
い
う
著
書
を
購
入
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
私
は
本
を
読
み
な

が
ら
、
特
に
気
に
な
っ
た
書
道
の
作
品
の
ペ
ー
ジ
に
す
ぐ
に
マ
ー
ク
を

付
け
て
お
い
た
。
驚
い
た
こ
と
に
、
西
田
先
生
に
出
会
っ
て
か
ら
数
年

後
、
も
う
一
度
こ
の
本
を
め
く
っ
て
み
る
と
、
先
生
の
作
品
が
出
て
い

る
ペ
ー
ジ
に
紙
の
マ
ー
ク
が
貼
っ
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
西

田
先
生
と
は
知
り
合
い
に
な
る
前
に
す
で
に
出
会
っ
て
い
た
の
で
あ
っ

た
。「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」
の
中
で
、
私
に
は
著
名
な
書
家

の
西
田
先
生
と
の
関
係
は
、
や
が
て
か
け
が
え
の
な
い
師
弟
関
係
と

西
田
茜
秋
先
生
と
共
に

（
在
東
京
ル
ー
マ
ニ
ア
大
使
館
本
館
、
二
〇
一
五
年
）五

一
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な
っ
た
。

そ
し
て
も
う
一
つ
。
二
〇
一
八
年
十
月
に
、
私
が
住
ん
で
い
る
ル
ー
マ
ニ
ア
の
ク
ル
ー

ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
市
の
「
シ
ミ
オ
ン
・
バ
ル
ヌ
シ
ウ
」
中
央
公
園
に
あ
る
カ
ジ
ノ
都
市
文
化
セ

ン
タ
ー
に
お
い
て
、「
大
ル
ー
マ
ニ
ア
統
一100

周
年
記
念
に
寄
せ
て　

松
山
よ
り
ク
ル
ー

ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
へ
桜100

本
贈
呈
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
る
際
、
こ
の
非

常
に
特
別
な
イ
ベ
ン
ト
の
完
成
を
祝
う
、「
桜
花
」
の
作
品
を
核
と
し
た
「
筆
の
思
い
出
」

の
書
道
個
展
を
催
し
た
こ
と
で
あ
る
。

実
は
「
大
ル
ー
マ
ニ
ア
統
一100
周
年
記
念
に
寄
せ
て　

松
山
よ
り
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ

ポ
カ
へ
桜100

本
贈
呈
」
の
イ
ベ
ン
ト
は
、
数
年
間
に
わ
た
っ
て
、
在
ル
ー
マ
ニ
ア
日
本

大
使
館
を
は
じ
め
、
愛
媛
大
学
や
「
桜
」
協
会
や
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
市
の
様
々
な
機
関

が
見
た
ま
さ
に
「
夢
」
の
実
現
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
な
か
な
か
叶
わ
ぬ
よ
う
な
夢
と
思
え
る

ほ
ど
困
難
に
満
ち
た
挑
戦
で
あ
っ
た
が
、
な
に
よ
り
も
嬉
し
い
こ
と
に
、
関
係
諸
処
の
皆
様

の
ご
協
力
と
様
々
な
ご
尽
力
の
お
か
げ
で
、
手
続
き
等
の
困
難
さ
を
克
服
し
、
つ
い
に
そ
の

素
晴
ら
し
く
輝
か
し
い
日
を
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

「Think	globally	and	act	locally

」、
す
な
わ
ち
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
に
考
え
、「
ロ
ー

カ
ル
」
に
行
動
す
る
と
い
う
「
グ
ロ
ー
カ
ル
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
現
在
の
時
代
で
は
、

こ
う
し
た
「
文
化
的
な
背
景
の
借
り
」
の
お
か
げ
で
、
漫
画
や
ア
ニ
メ
を
は
じ
め
、
日
本
茶

や
寿
司
等
ま
で
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
る
。
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
に
も
日
本
料
理
店
が
い

五
二
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く
つ
か
あ
る
が
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
に
、
二
〇
一
八
年
よ
り
、
た
く
さ
ん
の
桜
の
苗
が
届
け
ら
れ
て
い
る
。
ル
ー
マ
ニ
ア
人
が
「
桜
」
と

い
う
言
葉
か
ら
連
想
す
る
の
は
、
日
本
の
文
化
は
も
と
よ
り
、
自
然
・
環
境
へ
の
愛
で
あ
り
、
自
然
的
、
創
造
的
な
美
し
さ
へ
の
尊
敬
で

あ
り
、
そ
し
て
国
境
を
超
え
た
平
和
の
象
徴
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
日
本
人
の
思
考
方
法
で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
は
ク
ル
ー

ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
の
人
々
は
テ
レ
ビ
や
写
真
で
桜
は
知
っ
て
い
た
が
、
そ
の
桜
は
動
か
な
い
桜
で
あ
っ
て
、
美
し
く
咲
い
て
す
ぐ
に
散
っ
て

し
ま
う
は
か
な
い
桜
の
姿
を
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
数
年
前
か
ら
、
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
の
人
々
は
そ
の
美
し
さ
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
そ
の
花
の
命
の
短
さ
が
人
の
心
を
捕
ら
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
自
分
自
身
の
目
で
散
る
桜
を
見
て
は
じ
め
て
分
か
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
に
植
樹
さ
れ
た
「
動
く
桜
」
は
末
永
く
そ
れ
を
見
る
人
々
の
心
を
打
つ
に
違
い
な
い
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
お
互
い
の
将
来
の
思
い
出
へ
の
ス
タ
ー
ト
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。
待
ち
遠
し
い
こ
と
だ
が
、
こ
れ
か
ら

の
春
、当
地
の
人
々
が
桜
の
並
木
道
を
散
策
し
、花
見
を
楽
し
み
な
が
ら
、友
好
を
深
め
た
り
、異
文
化
の
触
れ
合
い
を
体
験
し
た
り
し
て
、

国
際
交
流
に
も
一
役
買
う
こ
と
が
出
来
れ
ば
幸
い
で
あ
る
と
思
う
。

二
〇
一
二
年
に
、
日
本
の
外
務
省
が
「Japan:	Fascinating	D

iversity

」
と
題
し
た
ビ
デ
オ
・
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
形
式
の
広
報
を

発
表
し
た
。
五
つ
の
ビ
デ
オ
ク
リ
ッ
プ
を
通
し
て
、
現
在
の
日
本
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
定
義
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
国
際
社
会
の
目

を
惹
き
つ
け
る
た
め
に
、
五
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、「
お
い
し
い
」、「
か
わ
い
い
」、「
た
く
み
」、「
お
も
て
な
し
」

と
「
未
来
」
で
あ
る
。「
グ
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
の
今
の
世
界
の
中
で
、日
本
の
桜
の
贈
り
物
は
、二
つ
の
文
化
間
の
象
徴
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
素
材
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
の
人
々
は
日
本
の
文
化
を
自
宅
で
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、

日
本
人
は
こ
の
よ
う
に
し
て
ル
ー
マ
ニ
ア
人
の
目
に
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
自
分
自
身
を
見
る
機
会
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

愛
媛
大
学
の
清
水
史
教
授
が
初
め
て
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
し
て
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
際
、
二
つ
の
文
化
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
た
め
の
新
し
い
レ
シ
ピ
に
す
ぐ
に
気
づ
き
、
先
述
し
た
概
念
に
「
仲
よ
く
」
と
い
う
言
葉
も
加
え
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考

え
た
。
ル
ー
マ
ニ
ア
で
も
実
現
で
き
る
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」
と
い
う
も
の
に
無
我
夢
中
に
な
っ
て
い
る
私
が
そ
こ
に
は
い
た

の
で
あ
っ
た
。

五
三

神戸大学 大学院国際文化学研究科『国際文化学研究』63 号（2025）



当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
完
成
に
向
け
た
七
年
間
の
協
力

の
間
に
、
ル
ー
マ
ニ
ア
と
日
本
の
間
に
「
感
情
的
な
つ
な
が
り
」
が
生
ま
れ
―
―

実
は
最
近
、
ル
ー
マ
ニ
ア
と
日
本
は
外
交
関
係
樹
立
百
周
年
を
祝
っ
た
―
―
そ
の

間
に
私
た
ち
は
お
互
い
の
ニ
ー
ズ
、
願
望
、
期
待
を
理
解
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
。

こ
れ
が
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

最
後
に
は
力
を
合
わ
せ
て
成
功
に
導
く
こ
と
が
で
き
た
！　

日
本
の
桜
の
木
の
ほ

と
ん
ど
は
新
し
い
環
境
を
生
き
抜
き
、
春
が
来
る
た
び
に
花
を
見
事
に
咲
き
誇
ら

せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
お
い
て
、
一
方
で
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
希

薄
化
、
他
方
で
は
、
偏
見
と
差
別
の
深
刻
化
す
る
中
で
、
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ

の
公
園
で
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
の
鼓
動
が
桜
の
木
を
通
し
て
日
本
と
同
調
し
、
両
国

の
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
文
化
習
慣
と
し
て
、「
花
見
」
が
、
毎
春
日
常
の
中
に
あ

る
非
凡
な
美
し
さ
を
人
々
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
自
然

と
の
ふ
れ
あ
い
が
人
々
を
親
密
に
し
、
お
互
い
を
最
高
の
喜
び
の
時
間
を
共
有
す

る
場
へ
と
導
く
の
で
あ
る
。
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
世
界

の
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
が
世
界
の
日
本
と
の
出
会
い
を
常
に
可
能
に
し
て
い
る

ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
市
の
桜
花
、
二
〇
二
四
年

の
で
あ
る
。
い
つ
の
日
か
私
た
ち
の
街
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
が
「
ト
ラ
ン
シ
ル
バ
ニ
ア
の
中
心
部
に
あ
る
日
本
の
桜
の
街
」
と
呼
ば
れ

る
日
が
来
た
ら
、
そ
れ
は
ま
こ
と
に
望
外
の
幸
せ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ら
私
の
「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」
も
桜
の
花
の
よ
う
に
毎

年
生
き
返
る
こ
と
だ
ろ
う
。

五
四
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長
年
に
わ
た
り
、「
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」、
つ
ま
り
日
本
へ
の
探
求
は
、

私
に
と
っ
て
は
留
ま
る
こ
と
な
く
進
化
し
続
け
、
そ
れ
は
単
な
る
情
報
と
し
て
で

は
な
く
、
精
神
、
感
情
、
行
動
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
お
い
て
私
の
魂
と
深
く
共

鳴
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
直
観
的
な
理
解
と
知
的
な
知
識
を
通
し
て
の
異
文

化
へ
の
興
味
深
い
ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
れ
か
ら
も
続
く
こ
と
と
思
う
。
日
本
は
、
自

分
の
人
生
を
本
に
喩
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
本
の
中
に
非
常
に
重
要
な
ペ
ー
ジ
を
占

め
、
し
か
も
そ
の
ペ
ー
ジ
は
今
も
な
お
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
。
日
本
語
、
日
本

文
学
、
日
本
文
化
と
の
出
会
い
は
、
私
に
と
っ
て
は
新
し
い
子
供
時
代
の
新
た
な

始
ま
り
を
意
味
し
、当
時
の
私
の
未
来
と
今
日
の
現
在
を
再
構
築
し
た
。
私
は
人
々

の
し
ぐ
さ
、
匂
い
や
香
り
を
通
し
て
日
本
を
発
見
し
、
言
語
、
文
学
、
文
化
を
通

し
て
日
本
を
再
発
見
し
た
。
そ
れ
ら
は
私
に
経
験
と
知
識
の
新
た
な
地
平
を
切
り

開
い
た
の
で
あ
る
。
興
味
と
好
奇
心
を
も
っ
て
私
は
そ
れ
に
取
り
組
ん
だ
が
、
同

時
に
そ
の
新
し
さ
を
理
解
し
、
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
を
深
め
た
い

と
い
う
願
望
も
持
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
」
が
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
金

へ
の
呪
わ
れ
た
飢
え
」（
ラ
テ
ン
語
で
はauri	sacra	fam

es
）で
あ
る
な
ら
、「
ジ
ャ

パ
ニ
ー
ズ
・
ド
リ
ー
ム
」
と
は
畢
竟
「
本
へ
の
呪
わ
れ
た
飢
え
」（
ラ
テ
ン
語
で
は	

libri	sacra	fam
es

）
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。	

「
本
」
は
、
無
限
の
知

「
夢
」

目
を
開
い
て
書
い
た
作
品
（
右
側
）
と

目
を
閉
じ
て
書
い
た
作
品
（
左
側
）

識
の
海
を
旅
し
た
い
と
い
う
飽
く
な
き
欲
求
を
総
称
す
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
「
本
」
は
、
精
神
的
な
豊
か
さ
を
求
め
て
内
な
る
旅
を

し
、
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
自
己
を
発
見
す
る
た
め
に
、
無
限
の
知
識
の
海
を
旅
し
た
い
と
い
う
た
ゆ
ま
ぬ
欲
求
の
総
称
と
な
る
だ
ろ

五
五

神戸大学 大学院国際文化学研究科『国際文化学研究』63 号（2025）



う
。
私
の
書
の
作
品
の
中
で
は
、
二
つ
の
「
夢
」
の
作
品
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
二
〇
一
五
年
一
月
に
、
在
東
京
ル
ー
マ
ニ
ア
大
使
館
本
館

に
お
い
て
、「
瞬
間
記
憶
」
と
い
う
書
道
の
個
展
の
際
展
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
つ
は
目
を
開
い
て
書
い
た
「
夢
」
の
作
品
で
（
右
側
）、

も
う
一
つ
は
（
文
字
通
り
）
目
を
閉
じ
て
書
い
た
「
夢
」
の
作
品
（
左
側
）
で
あ
る
。	

注一　

西
田
茜
秋
先
生
に
関
す
る
詳
細
は
次
の
通
り
で
あ
る
。『
書
―
―
戦
後
六
十
年
の
軌
跡Sho

：	Developm
ents	in	the	Art	of	Japanese	Calligraphy	

over	the	Last	Six	Decades	1945-2005 	

』（
東
京
、
美
術
年
鑑
社	

、
二
〇
〇
五
年
、
二
〇
五
ペ
ー
ジ)	

又
は
『
墨
・
書
が
楽
し
く
な
る
雑
誌Sum

i

：	

The	general	guide	to	Japanese	“Sho”	

』（
二
〇
六
号
、	

二
〇
一
〇
年
、
九
・
十
月
号
、
東
京
、
芸
術
新
聞
社
、
一
二
〇
―
一
二
一
ペ
ー
ジ
）

二　

数
か
月
後
に
西
塚
学
長
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
で
、
深
い
感
謝
の
し
る
し
と
し
て
、
私
は
二
〇
〇
六
年
に
、
ク
ル
ー
ジ
ュ	

・
ナ
ポ
カ
の
国
立
美
術
館
で
開
催
し

た
書
道
個
展
を
捧
げ
た
。

三　

私
の
作
品
が
二
〇
一
五
年
に
広
島
のConnect	the	W

orld.	International	Japanese	Calligraphy	Exhibition.	G
lobal	Shodo	@

	Yasuda

と

い
う
国
際
書
道
展
示
会
のCalligraphic	Character	D

esign

セ
ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
、
プ
ラ
チ
ナ
賞
を
受
賞
し
た
。
そ
れ
は
、
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
黒

い
線
を
通
し
て
―
―
不
思
議
な
こ
と
に
筆
先
が
思
い
が
け
ず
二
つ
、
ま
た
三
つ
に
分
か
れ
―
―
響
き
わ
た
る
記
憶
の
こ
だ
ま
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
た
そ
の

瞬
間
の
記
憶
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
し
…
…
。

四　
「
風
物
語
」（
国
際
交
流
基
金
、
東
京
、
二
〇
〇
七
年
、
個
展
）、「
時
空
」（
国
際
交
流
基
金
の
浦
和
セ
ン
タ
ー
、
東
京
、
二
〇
一
〇
年
、
個
展
）	

等
。

五　
「
動
き
表
象
・
言
葉
―
―
書
道
に
関
し
て
」（
国
立
美
術
館
、
ク
ル
ー
ジ
ュ
・
ナ
ポ
カ
、
二
〇
〇
四
年
、
個
展
）、「
日
本
の
書
道
―
―
線
の
変
容
」（
ル
ー
マ

ニ
ア
文
学
館
、
ブ
カ
レ
ス
ト
、
二
〇
〇
六
年
、
個
展
―
―
そ
の
際
、
フ
ロ
リ
ー
ナ
・
イ
リ
ス
と
い
う
作
家
が
日
本
で
の
個
人
的
な
経
験
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
得
た
小
説
『
東
の
空
の
五
色
の
雲
』
を
発
表
し
た
こ
と
）、「
筆
の
黙
想
」（
ル
ー
マ
ニ
ア
国
民
博
物
館
館
、
ブ
カ
レ
ス
ト
、
二
〇
一
二
年
、
個
展
―
―

二
〇
一
一
年
の
福
島
の
犠
牲
者
へ
）
等
。

五
六
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