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「
見
る
人
の
こ
こ
ろ
ご
こ
ろ
の
秋
の
月
」
と
い
う
文
句
が
あ
る
。
天
に
は
た

だ
一
つ
し
か
な
い
秋
の
月
で
は
あ
る
が
、
そ
の
月
を
眺
め
る
ひ
と
の
心
の
あ

り
よ
う
に
よ
っ
て
、
清
明
な
快
い
月
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
月

の
さ
や
け
さ
に
又
か
え
っ
て
恨
が
深
ま
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
ろ
う
。
自
然
と

人
間
と
の
感
情
の
交
錯
を
、
人
間
の
主
観
の
立
場
に
立
っ
て
観
察
し
た
わ
か

り
易
い
一
例
で
あ
る
と
思
う
。

　
古
人
が
す
で
に
そ
の
風
流
の
途
上
で
看
破
し
て
い
る
自
然
と
人
間
の
主
観

と
の
以
上
の
よ
う
な
交
流
は
、
特
に
日
本
古
典
文
学
の
領
域
の
中
で
お
び
た

だ
し
い
表
現
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
人
間
の
主
観
的
な
感
情
の

鏡
に
よ
っ
て
、
自
然
の
姿
が
悲
喜
さ
ま
ざ
ま
に
観
ら
れ
感
受
さ
れ
る
と
同
時
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に
、
そ
の
よ
う
な
各
人
の
感
情
の
発
動
す
る
根
源
に
は
、
そ
の
ひ
と
の
住
む

自
然
が
環
境
的
な
影
響
と
し
て
力
強
く
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
同
じ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
ス
ペ
イ
ン
や
イ
タ
リ
ー
、
ギ
リ
シ

ャ
の
よ
う
な
南
方
の
諸
国
の
自
然
と
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
な
ど
の
よ
う
な
北

方
の
国
々
と
で
は
、
気
候
に
よ
っ
て
咲
く
花
が
違
い
空
の
色
が
ち
が
う
よ
う

に
、
言
語
の
発
声
法
が
異
り
、
人
々
の   

気      

質   

テ
ム
ペ
ラ
メ
ン
ト

が
ち
が
っ
て
来
て
い
る
。

ナ
ポ
リ
の
、
多
彩
な
、
陽
気
な
、
歌
ず
き
で
騒
々
し
い
、
花
と
景
物
に
あ
ふ

れ
た
市
場
の
賑
い
を
描
く
と
き
、
私
ど
も
は
決
し
て
、
ノ
ー
ル
ウ
ェ
イ
の
荒

涼
と
し
た
フ
ョ
ー
ル
ド
を
描
写
す
る
感
情
で
描
写
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
し
て
ま
た
、
フ
ョ
ー
ル
ド
ば
か
り
を
眺
め
て
育
っ
た
人
が
ナ
ポ
リ
に
来
て

う
け
る
感
動
の
強
烈
さ
は
、
お
そ
ら
く
ナ
ポ
リ
に
生
れ
て
そ
こ
で
ば
か
り
成
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長
し
た
も
の
の
心
持
で
は
、
お
し
は
か
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。
暗
く
て

寒
い
ド
イ
ツ
生
れ
の
ゲ
ー
テ
が
、
あ
れ
ほ
ど
大
部
な
イ
タ
リ
ー
紀
行
を
書
い

た
秘
密
の
一
つ
は
、
彼
が
古
典
芸
術
へ
深
く
傾
倒
し
て
い
た
こ
と
の
ほ
か
に
、

こ
う
い
う
微
妙
な
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
ロ
シ
ア
の
よ
う
に
広
大
な
国
土
の
と

こ
ろ
で
は
、
一
口
に
ロ
シ
ア
の
詩
人
、
作
家
と
い
っ
て
も
、
黒
海
沿
岸
、
南

露
の
詩
人
の
気
質
・
表
現
と
、
半
年
雪
に
埋
も
れ
原
始
密
林
を
眺
め
て
い
る

シ
ベ
リ
ア
地
方
生
れ
の
詩
人
、
作
家
の
気
質
・
表
現
と
は
、
そ
の
扱
う
題
材

が
ち
が
う
よ
う
に
、
著
し
い
相
異
が
あ
る
。

　
セ
ラ
フ
ィ
モ
ヴ
ィ
チ
と
い
う
作
家
の
書
い
た
「
鉄
の
流
れ
」
は
日
本
訳
も

あ
っ
て
、
多
く
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ
の
横
溢
的
用
語
、

色
彩
の
つ
よ
い
表
現
、
強
く
て
大
き
い
リ
ズ
ム
、
叙
事
詩
的
形
式
な
ど
は
、
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い
か
に
も
彼
が
南
露
の
コ
サ
ッ
ク
生
れ
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
同

じ
時
代
に
発
表
さ
れ
た
ロ
シ
ア
作
家
の
作
品
で
も
、
「
赤
色
親
衛
隊
」
な
ど

の
も
っ
て
い
る
諸
要
素
は
、
セ
ラ
フ
ィ
モ
ヴ
ィ
チ
と
全
く
反
対
の
調
子
の
も

の
で
あ
り
、
作
者
フ
ー
ル
マ
ノ
フ
の
南
方
的
で
な
い
気
質
を
示
し
て
い
る
こ

と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
現
実
に
つ
い
て
観
察
を
進
め
て
ゆ
く
と
、
自
然
と
人
間
と
の

交
錯
の
関
係
は
、
以
上
に
の
べ
た
だ
け
の
単
純
な
地
理
的
な
相
互
的
影
響
に

止
ま
ら
ず
、
更
に
人
間
の
側
か
ら
猛
烈
な
積
極
性
が
働
き
か
け
ら
れ
る
こ
と

が
見
ら
れ
る
。
人
間
は
自
然
の
一
部
と
し
て
地
球
の
上
に
棲
息
し
て
い
る
の

で
は
あ
る
が
、
そ
の
生
存
意
欲
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
活
の
進
歩
と
豊
富
化

の
た
め
に
は
、
山
を
河
に
変
え
、
水
を
火
に
換
え
て
い
る
。
人
間
社
会
と
自
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然
と
は
、
人
間
に
よ
る
自
然
力
の
最
大
な
受
用
、
制
御
、
生
産
力
へ
の
転
換

と
し
て
の
関
係
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
間
社
会
の
構
成
が
生
産
手
段
の
進
歩
、

複
雑
化
す
る
に
つ
れ
て
、
同
じ
人
間
で
あ
っ
て
も
、
直
接
、
体
で
も
っ
て
自

然
と
組
打
ち
、
泥
に
ま
び
れ
、
水
に
ぬ
れ
、
坑
に
も
ぐ
っ
て
働
か
ね
ば
な
ら

な
い
者
と
、
そ
れ
ら
の
労
働
の
結
果
に
生
れ
た
利
益
だ
け
を
物
質
的
に
、
精

神
的
に
利
用
し
て
、
自
身
の
手
は
傷
め
ず
生
活
す
る
者
と
が
あ
ら
わ
れ
て
来

る
。

　
自
然
に
対
す
る
感
情
の
社
会
性
、
階
級
性
と
い
う
も
の
の
文
学
以
前
の
分

岐
点
は
、
こ
こ
に
根
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
は
雨
が
降
っ
て
い
る
。
窓
に
よ
っ
て
外
を
眺
め
る
と
、
田
圃
の
稲
の

青
々
と
繁
っ
た
と
こ
ろ
に
、
蓑
笠
つ
け
て
一
人
の
農
夫
が
濡
れ
な
が
ら
鍬
を
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か
つ
い
で
歩
い
て
ゆ
く
。
そ
の
姿
を
一
幅
の
風
景
画
と
見
た
て
て
、
あ
あ
、

い
い
景
色
だ
と
だ
け
眺
め
得
る
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
人
々
は
、
自
分

で
雨
に
ぬ
れ
る
必
要
が
な
い
か
ら
、
雨
中
労
働
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
農

夫
の
感
情
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
は
直
接
考
え
ら
れ
な
い
。
同
時
に
、
稲
の

で
き
ば
え
に
よ
っ
て
、
年
貢
の
上
り
高
が
ち
が
う
地
主
が
、
自
己
の
利
害
の

打
算
か
ら
、
そ
の
季
節
と
雨
と
が
作
物
に
及
ぼ
す
関
係
を
敏
感
に
計
算
す
る
、

そ
の
感
情
の
生
々
し
さ
も
理
解
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
同
じ
雨
の
朝
を
、
登
校
す
る
小
学
生
の
す
べ
て
が
、
同
じ
感
情
で
眺
め
る

で
あ
ろ
う
か
？
　
ゆ
と
り
の
あ
る
家
の
子
供
で
あ
る
一
郎
は
、
雨
が
ふ
っ
て

い
る
の
を
見
て
ひ
ど
く
勇
み
立
っ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
一
郎
は
こ
の
間
誕
生

日
の
祝
い
に
い
い
ゴ
ム
長
を
一
足
買
っ
て
貰
っ
た
。
雨
が
ふ
っ
た
か
ら
今
日
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こ
そ
あ
れ
を
は
い
て
こ
う
！
　
そ
う
思
っ
て
一
郎
に
は
雨
が
う
れ
し
い
の
で

あ
る
が
、
一
郎
の
家
の
崖
下
の
三
吉
の
と
こ
ろ
で
は
、
全
然
ち
が
っ
た
光
景

が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
三
吉
は
、
上
り
口
の
か
ま
ち
に
腰
を
か
け
て
、
ゴ
ム

長
の
片
っ
方
を
手
に
と
り
、
し
き
り
に
困
っ
て
い
る
。
兄
ち
ゃ
ん
の
お
下
り

で
あ
る
そ
の
ゴ
ム
長
は
三
吉
の
足
に
合
わ
せ
て
は
大
き
く
歩
き
に
く
い
上
に
、

今
は
傷
ん
で
水
が
入
っ
て
来
る
。
「
困
っ
た
な
ア
、
母
ち
ゃ
ん
た
ら
、
買
っ

て
く
ん
な
い
ん
だ
も
の
！
」
「
何
ぐ
ず
ぐ
ず
し
ぶ
く
っ
て
る
の
さ
、
き
ょ
う

ぐ
ら
い
は
け
る
じ
ゃ
な
い
か
！
　
さ
、
い
い
子
だ
か
ら
早
く
学
校
へ
お
ゆ
き
、

今
度
お
金
の
あ
る
と
き
き
っ
と
買
っ
て
あ
げ
る
か
ら
、
ね
。
」
こ
う
し
て
雨

の
中
を
心
地
わ
る
く
学
校
へ
来
た
三
吉
と
一
郎
と
が
、
そ
の
日
雨
と
い
う
題

で
作
文
を
書
か
せ
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
こ
の
二
人
の
、
全
く
違
う
境
遇
の
少
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年
ら
は
、
各
自
の
心
に
映
っ
た
雨
を
ど
の
よ
う
に
描
く
で
あ
ろ
う
か
。
一
郎

が
、
僕
は
雨
の
日
は
面
白
い
と
思
う
と
、
雨
の
中
を
闊
歩
す
る
活
溌
な
描
写

を
し
、
三
吉
が
、
僕
は
雨
の
日
は
き
ら
い
だ
、
歩
く
に
も
気
持
が
わ
る
い
し

と
書
い
た
と
し
て
、
先
生
が
も
し
皮
相
的
に
そ
の
文
章
を
よ
ん
で
、
一
郎
が

よ
り
生
活
力
を
も
ち
溌
溂
と
し
た
子
で
あ
り
、
三
吉
の
方
は
消
極
的
で
あ
る

と
判
断
し
た
ら
、
ど
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
子
供
の
社
会
的
現

実
を
理
解
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
更
に
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
は
属
さ
な
い
も
う
一
つ
の
態
度
が
、
子
供

の
作
文
の
中
に
も
あ
ら
わ
れ
得
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
生
活
と
は
き
り
は
な

し
て
雨
を
眺
め
、
春
雨
は
や
さ
し
く
柳
の
糸
を
ぬ
ら
し
て
い
ま
す
云
々
の
い

わ
ゆ
る
美
文
的
作
文
で
あ
る
。
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然
し
、
こ
の
美
文
的
作
文
が
自
然
描
写
の
場
合
に
は
非
常
に
多
く
の
パ
ー

セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
過
去
の
文
学
の
大
き
い
一
つ
の
特
徴

と
し
て
、
こ
ん
に
ち
私
た
ち
の
注
目
を
ひ
く
の
で
あ
る
。
過
去
の
文
学
に
お

い
て
、
日
本
の
み
な
ら
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
自
然
は
美
な
る
も
の
、
無
垢

な
も
の
と
し
て
の
先
入
観
に
よ
っ
て
、
到
っ
て
観
念
化
さ
れ
て
扱
わ
れ
て
来

て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
は
、
ギ
リ
シ
ャ
時
代
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
あ

っ
て
は
ア
ポ
ロ
だ
の
ジ
ュ
ピ
タ
ー
だ
の
と
い
う
伝
説
の
神
々
の
仮
名
で
重
々

し
く
擬
人
化
さ
れ
、
美
化
さ
れ
、
中
世
紀
は
、
た
と
え
そ
れ
は
栄
光
的
で
あ

る
と
し
て
も
全
く
人
為
的
な
、
神
学
の
造
化
物
と
し
て
描
か
れ
た
。
あ
の
よ

う
に
科
学
的
天
稟
ゆ
た
か
な
ゲ
ー
テ
で
さ
え
も
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
中
で
は
、

自
然
と
伝
説
と
を
こ
ね
合
わ
せ
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
描
写
を
し
て
い
る
の
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で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
過
去
の
文
学
で
は
自
然
が
観
念
的
な
宗
教
や
哲
学

的
見
解
を
語
る
た
め
の
仲
介
物
と
し
て
つ
か
わ
れ
、
自
然
と
人
間
と
が
二
元

的
に
相
対
し
て
い
る
。

　
ル
ソ
ウ
は
、
そ
の
文
筆
的
労
作
の
中
で
、
人
間
を
自
然
の
一
部
と
し
て
み
、

神
話
を
自
然
か
ら
ぬ
ぎ
す
て
さ
せ
た
先
達
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
彼
の
時
代

に
お
い
て
は
、
自
然
を
変
革
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
人
間
の
積
極
的
な
科
学
的

な
社
会
性
の
面
か
ら
自
然
に
と
り
あ
げ
ら
れ
得
な
か
っ
た
。
神
学
的
、
宮
廷

的
不
自
然
さ
に
対
す
る
自
然
と
し
て
強
調
さ
れ
た
。
何
故
な
ら
ば
、
十
九
世

紀
中
葉
ま
で
の
過
去
の
社
会
で
、
文
学
を
つ
く
り
、
文
学
を
愛
好
す
る
人
々

の
層
は
、
い
わ
ゆ
る
中
流
以
上
の
有
識
人
の
間
に
限
ら
れ
て
い
た
。
有
識
人

た
ち
の
日
暮
し
は
、
直
接
自
分
の
肉
体
で
自
然
と
取
組
み
も
し
な
い
し
、
野
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心
満
々
た
る
企
業
家
で
も
な
か
っ
た
。
一
種
の
批
評
家
と
し
て
、
あ
る
い
は

当
時
の
支
配
的
社
会
勢
力
の
理
論
化
の
た
め
の
活
動
家
と
し
て
の
役
割
で
あ

る
。

　
近
代
工
業
が
勃
興
し
て
、
大
工
場
が
増
加
し
、
そ
こ
に
働
く
労
働
者
と
そ

の
家
族
の
数
が
、
こ
の
世
界
に
殖
え
て
来
る
に
つ
れ
て
、
文
学
に
お
け
る
自

然
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
相
貌
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
こ

れ
ま
で
の
文
学
と
そ
の
作
者
の
日
常
生
活
の
中
で
は
目
に
入
れ
ら
れ
な
か
っ

た
大
都
会
の
は
し
は
し
の
、
不
潔
な
、
日
夜
雑
沓
し
、
工
場
の
黒
煙
濛
々
た

る
労
働
者
街
の
自
然
、
激
し
い
汗
を
流
さ
せ
る
労
働
の
対
象
と
し
て
の
自
然

が
、
そ
の
息
苦
し
い
、
だ
が
バ
ル
ザ
ッ
ク
を
恐
怖
さ
せ
た
底
力
を
も
っ
て
、

歴
史
を
自
身
の
肩
で
押
し
す
す
め
な
が
ら
出
現
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
例
え
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ば
ゾ
ラ
の
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
。

　
自
然
の
描
写
が
、
我
が
日
本
文
学
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
深
い
興
味
を
よ
び
お
こ
す
の
で
あ
る
。
万

葉
集
の
中
に
う
た
わ
れ
て
い
る
大
ら
か
な
明
る
い
、
生
命
の
躍
動
し
て
い
る

自
然
的
な
自
然
の
描
写
が
、
藤
原
氏
隆
盛
時
代
の
耽
美
的
描
写
に
う
つ
り
、

足
利
時
代
に
到
っ
て
、
仏
教
の
浸
潤
に
つ
れ
、
戦
乱
つ
づ
き
の
世
相
不
安
に

つ
れ
、
次
第
に
自
然
は
厭
世
的
遁
世
の
対
象
と
化
し
た
。
あ
わ
れ
は
か
な
き

人
の
世
の
う
つ
ろ
い
を
暗
示
す
る
姿
と
し
て
自
然
が
文
学
に
描
か
れ
、
徳
川

時
代
の
町
人
文
学
の
擡
頭
時
代
に
は
、
す
で
に
万
葉
時
代
の
暢
や
か
さ
、
豊

醇
さ
は
自
然
の
描
写
か
ら
遠
く
失
わ
れ
、
一
方
に
無
情
的
自
然
観
を
伝
承
し

て
い
る
と
同
時
に
、
町
人
の
遊
山
の
場
面
と
し
て
生
活
に
入
っ
て
来
る
自
然
、
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あ
る
い
は
不
自
由
な
困
難
な
道
中
の
印
象
と
し
て
の
こ
さ
れ
た
自
然
、
絵
画

の
分
野
で
は
、
装
飾
的
画
題
と
し
て
の
自
然
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
明
治
三
十
年
代
の
初
頭
に
、
徳
富
蘆
花
が
「
自
然
と
人
生
」
と
い
う
自
然

描
写
の
ス
ケ
ッ
チ
文
集
を
出
版
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
ん
に

ち
よ
む
と
、
日
露
戦
争
以
前
の
日
本
文
学
の
中
で
、
自
然
が
ど
う
見
ら
れ
て

い
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
な
か
な
か
興
味
が
あ
る
。
蘆
花
は
当
時
と
し

て
は
欧
州
文
化
を
早
く
吸
収
し
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
出
で
あ
っ
た
の
だ
け
れ
ど

も
、
自
然
を
描
写
す
る
場
合
に
な
る
と
、
漢
文
脈
の
熟
語
、
形
容
詞
を
つ
か

っ
て
、
こ
ん
に
ち
の
読
者
に
は
ふ
り
仮
名
な
し
に
は
よ
め
な
い
麗
句
で
朝
日

の
の
ぼ
る
姿
を
描
き
、
あ
る
い
は
、
余
情
綿
々
た
る
和
文
調
で
草
木
の
美
を

叙
し
、
し
か
も
根
本
を
貫
い
て
い
る
思
想
は
、
自
然
へ
の
逃
避
を
志
す
東
洋
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的
態
度
の
旧
套
を
脱
せ
ず
、
人
間
と
自
然
と
の
二
元
的
な
相
対
の
中
に
道
徳

的
、
哲
学
的
感
慨
を
こ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
の

蘆
花
が
よ
く
現
れ
て
い
る
。
田
山
花
袋
は
、
こ
の
前
後
に
発
表
し
た
「
田
舎

教
師
」
の
中
で
、
ま
こ
と
に
根
気
よ
く
、
水
彩
画
の
よ
う
に
利
根
川
べ
り
の

自
然
を
描
写
し
て
い
る
。
「
田
舎
教
師
」
を
よ
む
と
、
写
生
文
の
運
動
と
い

う
も
の
が
日
本
の
文
学
の
発
展
の
た
め
に
益
し
た
点
が
わ
か
る
。
少
く
と
も

自
然
を
描
こ
う
と
す
る
感
情
の
中
か
ら
余
計
な
支
那
的
誇
張
、
風
流
の
定
型
、

哲
学
的
衒
学
を
洗
い
す
て
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
だ
け
で
も
、
写
生
文
の
運

動
は
相
当
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
現
代
の
文
学
に
お
い
て
、
自
然
と
い
う
も
の
は
、
き
わ
め
て
特
徴
的
な
歴

史
的
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
と
思
う
。
文
化
の
都
会
集
中
的
傾
向
は
富
の
都
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市
集
中
を
社
会
的
根
底
と
す
る
か
ら
、
文
化
機
関
の
都
会
集
中
を
結
果
し
た
。

職
業
的
作
家
の
大
多
数
は
都
会
に
住
ん
で
、
都
会
的
な
文
学
を
生
産
し
て
い

る
。
従
っ
て
、
文
学
に
お
け
る
自
然
の
範
囲
は
、
街
頭
、
公
園
、
近
郊
に
多

く
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
あ
る
い
は
通
俗
小
説
の
場
面
と
し
て
は
落
す
こ
と
の

で
き
な
い
近
代
ス
ポ
ー
ツ
の
背
景
と
し
て
北
国
の
雪
景
、
ま
た
は
ド
ラ
イ
ヴ

の
描
写
と
し
て
の
京
浜
国
道
が
と
り
入
れ
ら
れ
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
部
分

享
楽
的
消
費
的
生
活
雰
囲
気
と
の
連
結
に
お
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

菊
池
寛
氏
の
小
説
に
お
い
て
も
否
定
し
難
く
顕
著
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
他
の
一
方
に
は
、
同
じ
東
京
と
い
う
一
つ
の
都
会
で
あ
っ
て

も
全
く
異
っ
た
自
然
の
眺
め
を
も
ち
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
自
然
の
な
が
め

と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
煤
煙
だ
ら
け
の
空
、
油
の
浮
い
て
臭
い
河
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面
、
草
も
生
え
な
い
泥
土
の
中
に
生
き
て
い
る
お
び
た
だ
し
い
勤
労
生
活
者

の
人
生
が
あ
る
。
こ
こ
の
中
か
ら
過
去
の
歴
史
に
な
か
っ
た
文
学
が
生
れ
は

じ
め
て
い
る
。
安
ら
か
に
そ
こ
で
休
安
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
自
然
ら

し
い
自
然
を
持
た
な
い
民
衆
の
生
活
の
闘
い
か
ら
誕
生
す
る
文
学
が
、
現
れ

は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
文
学
の
中
で
、
自
然
の
美
は
当
然
最
小
限

に
し
か
、
そ
の
断
片
し
か
あ
り
よ
う
が
な
い
。
自
然
が
、
歪
ん
だ
社
会
条
件

で
ど
ん
な
に
ひ
ど
く
き
り
こ
ま
ざ
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
そ
の
姿
が
あ
る
。

　
で
は
、
と
か
く
牧
歌
的
な
空
想
を
も
っ
て
文
学
に
扱
わ
れ
て
来
た
田
舎
で

は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
答
え
る
の
は
、
今
日
の
農
民
の
貧
困
の
現
実

が
あ
る
。
農
村
の
生
活
で
自
然
の
美
を
謳
う
よ
り
先
に
懸
念
さ
れ
る
の
は
そ

の
自
然
と
の
格
闘
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
の
収
穫
を
と
り
得
る
か
と
い
う
心
痛
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で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
現
代
の
経
済
段
階
に
お
い
て
は
、
純
粋
な
労
働

の
成
果
に
関
す
る
関
心
で
は
な
く
て
、
債
鬼
へ
の
直
接
的
連
想
の
苦
し
み
な

の
で
あ
る
。
せ
ん
だ
っ
て
私
は
信
州
に
数
日
暮
し
、
土
地
の
新
聞
を
見
て
、

深
く
感
じ
た
。
信
州
は
養
蚕
地
で
あ
る
か
ら
、
本
年
の
繭
の
高
価
は
一
般
の

農
民
を
う
る
お
し
た
は
ず
で
あ
り
、
例
え
ば
呉
服
店
な
ど
で
聞
け
ば
、
今
年

は
去
年
の
倍
う
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
聞
は
、
繭
の
高
価
を
見

越
し
、
米
の
上
作
を
見
越
し
て
債
権
者
は
こ
の
秋
こ
そ
一
気
に
数
年
来
の
貸

金
を
と
り
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
を
注
意
せ
よ
、
当
局
も
そ
こ

か
ら
生
じ
る
紛
争
を
警
戒
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
農
民
は
今
日
の

社
会
的
事
情
に
あ
っ
て
は
、
実
っ
た
稲
を
見
て
、
そ
の
美
し
さ
を
賞
す
る
よ

り
先
に
、
費
さ
れ
た
労
力
と
迫
っ
て
い
る
懸
引
と
の
た
め
に
覚
え
ず
歎
息
す
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る
の
で
あ
る
。
自
然
の
山
野
は
た
し
か
に
村
の
あ
ち
こ
ち
で
美
し
い
と
し
て

も
、
そ
の
美
し
さ
を
そ
の
ま
ま
に
感
じ
得
な
い
事
情
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
人

々
の
胸
か
ら
、
の
び
の
び
と
し
た
豊
か
な
自
然
の
美
を
描
く
言
葉
は
き
か
れ

な
い
の
が
当
然
で
は
な
い
か
。
自
然
の
あ
ら
あ
ら
し
さ
が
ど
の
よ
う
で
あ
ろ

う
と
、
農
民
に
と
っ
て
は
債
鬼
の
あ
ら
あ
ら
し
さ
の
方
が
重
大
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
日
本
文
学
の
一
方
で
、
自
然
の
美
は
消
費
的
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
て
人
為

的
に
衰
弱
的
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
他
の
一
方
に
は
、
現
在
に
あ
っ
て
は
自
然

を
愛
し
よ
ろ
こ
ぶ
ゆ
と
り
を
与
え
ら
れ
な
い
大
衆
が
、
社
会
的
事
情
の
よ
り

よ
い
条
件
の
獲
得
と
と
も
に
、
自
然
を
も
と
り
か
え
そ
う
と
し
て
い
る
文
学

が
存
在
し
て
い
る
。
眺
め
、
そ
し
て
そ
の
中
に
逃
避
す
る
た
め
の
自
然
で
は
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な
く
、
人
間
と
自
然
と
の
健
康
な
科
学
的
な
相
互
関
係
を
と
り
戻
し
、
自
然

を
人
間
の
幸
福
の
源
泉
と
し
て
、
物
質
と
精
神
と
の
上
に
最
大
の
可
能
さ
で

価
値
を
発
揮
さ
せ
よ
う
と
い
う
方
向
に
努
力
し
て
い
る
文
学
が
、
本
質
的
な

対
立
を
も
っ
て
立
ち
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
今
日
の
文
学
に
お
け
る
自
然

と
い
う
も
の
の
あ
り
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
も
興
味
あ
る
こ
と
は
、
か

よ
う
な
健
康
な
自
然
と
の
関
係
が
と
り
戻
さ
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
そ
の
自

然
の
中
に
人
間
の
進
ん
で
来
た
足
ど
り
を
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
る
こ
と
で
、
ま

す
ま
す
美
感
を
複
雑
に
し
、
豊
か
な
喜
悦
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の

ソ
ヴ
ェ
ト
文
学
作
品
の
あ
る
も
の
は
、
「
私
は
愛
す
」
の
よ
う
に
、
新
た
な

人
間
関
係
の
美
と
と
も
に
自
然
と
人
間
と
の
相
互
関
係
に
も
た
ら
さ
れ
た
深

い
鮮
や
か
な
よ
ろ
こ
び
の
感
覚
を
描
き
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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