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「
呉
文
英
の
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詞
』
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現
代
的
な
覗
黙
か
ら
|
|
」
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カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
撃
の
論
文
集
に
は
、

「
詞
」
に
闘
し
て
の
論

文
が
二
つ
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
劉
若
愚
氏
に
よ
る
‘

ω
c
g四

ピ片町
E
q
c
g
E
F
2
0同

伴

EF--n.
で
あ
り
、

も
う
一
つ
は
趨

葉
嘉
堂
女
史
に
よ
る

R
4
2
ヨ
刊
叩
ロ

I
1ロ
m.田
叶
N
w
ロ

k
p
v
向
。
己
叩
『
ロ

〈
芯
君
"
で
あ
る
。

趨
葉
嘉
堂
女
史
の
論
文
は
呉
文
英
の
「
調
」
を
現
代
的
な
覗
貼
か

ら
再
評
債
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
呉
文
英
は
難
解
を

書

評
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も
っ
て
知
ら
れ
、
評
債
も
様
々
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
女
史
は
呉
文
英

に
好
意
的
だ
っ
た
人
々
に
劃
し
て
も
、
誤
讃
の
た
め
正
し
い
評
債
を

し
得
な
か
っ
た
、
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
も
女

史
の
呉
文
英
に
劃
す
る
愛
情
と
情
熱
は
十
分
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
の
だ
が
、
議
論
の
す
み
ず
み
か
ら
そ
う
し
た
愛
情
が
響
い
て
く
る

の
を
請
者
は
感
じ
ず
に
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

女
史
の
論
貼
は
、
呉
文
英
の
使
っ
た
詩
法
が
い
か
に
近
代
ヨ
l
ロ

ヅ
バ
の
文
皐
者
達
の
そ
れ
と
似
通
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
云
う

貼
に
あ
る
。
女
史
の
述
べ
る
所
に
よ
る
と
、
呉
文
英
の
そ
う
し
た
近

代
的
性
格
が
中
園
に
お
け
る
彼
の
評
債
の
た
い
へ
ん
な
さ
ま
た
げ
に

な
っ
て
い
た
、
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
の
近
代
的
性
格
の
現
わ
れ
と

し
て
女
史
は
、
英
文
英
が
し
ば
し
ば
中
園
の
停
統
的
ロ
ジ
ッ
ク
を
無

覗
す
る
こ
と
、
単
純
な
ロ
ジ

v
ク
で
は
わ
り
き
れ
な
い
感
受
的
な
闘

連
に
よ
る
美
が
彼
の
「
詞
」
の
中
に
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い

る
。
そ
れ
は
具
種
的
に
は
、
時
間
や
場
所
の
闘
係
を
無
視
し
た
り
、

特
殊
な
典
故
や
僻
類
に
よ
る
特
殊
な
イ
メ
ー
ジ
を
さ
す
ら
し
い
の
だ

が
、
女
史
は
論
文
の
中
で
そ
の
こ
と
を
実
際
に
二
つ
の
「
詞
」
を
解

明
し
な
が
ら
説
い
て
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
。
論
文
の
重
要
な
部
分
は

こ
の
二
つ
の
「
詞
」
の
解
明
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
新

つ
ま
り
地
方
志
を
駆
使
し
て
の
た
い
へ
ん
な
傍
作
で
あ
る
の

資
料
、

だ
が
、
誼
者
の
側
と
し
て
そ
れ
に
封
し
一
韓
ど
ん
な
口
だ
し
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
と
云
う
の
は
、
も
と
も
と
詩
の
解
樟
は
、

特
に
そ
の
詩
が
難
解
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
こ
れ
が
唯
一
無
二
の
紐
封

的
な
解
樺
だ
と
は
云
え
な
い
暖
昧
さ
が
常
に
つ
き
ま
と
う
か
ら
で
あ

る
。
殊
に
、
超
葉
嘉
堂
女
史
の
呉
文
英
に
劃
す
る
深
い
愛
情
を
前
に

し
て
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
女
史
の
「
詞
」

の
解
揮
に
は
一
切
ふ
れ
な
い
つ
も
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
女
史
の
論
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文
そ
の
も
の
に
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
女
史
は
再
三
再
四
「
呉
文
英
の
『
詞
』
に
お
け
る
近
代

性
」
と
云
う
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
近
代
性
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
る
か
は
全
く
個
別
れ
て
は
お
ら
れ
な
い
酷
で
あ
る
。
確

h
y
ザ

』

F
l
 「
彼
の

時

『
詞
』

は
中
園
の
停
統
的
ロ
ジ
v
ク
に
よ
ら
ず
、

聞
や
場
所
の
関
係
を
し
ば
し
ば
無
視
す
る
云
々
」
と
述
べ
て
は
お
ら

れ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
い
た
っ
て
外
面
的
な
こ
と
で
、

彼
が
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
表
現
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
云
う
よ

い
わ
ば
彼
の
近
代
人
と
し
て
の
「
核
」
と
云
っ
た
よ
う
な
も

う
な
、



の
は
一
切
設
か
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
い
じ
の
わ
る
い
見
方
を

す
れ
ば
、
女
史
は
車
に
呉
文
英
の
「
調
」
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
詩

に
似
て
い
る
所
が
あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
彼
を
近
代
人
的
と
規
定
し
た
、

と
見
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
下
衆
の
カ
ン
グ
リ

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
に
は
、
彼
の
詩
人
と
し
て
の
「
核
」

を
と
ら
え
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
近
代
的
と
云
う
議
論
そ
れ
自
瞳
が

成
立
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
私
と
し
て
は
、
女
史
に
呉
文
英
の
も

っ
と
多
く
の
「
詞
」
に
燭
れ
な
が
ら
、
彼
が
い
か
な
る
近
代
人
的
な

「
核
」
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
か
を
と
き
ほ
ぐ
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
そ

の
後
に
は
じ
め
て
、
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
比
較
も
成
立
す
る
で
あ

ろ
h

つ。女
史
の
論
文
は
、
今
ま
で
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
資
料
、

ま
り
地
方
志
を
活
用
し
て
の
勢
作
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
呉
文
英
の

近
代
人
と
し
て
の
「
核
」
を
と
き
明
か
す
こ
と
が
な
か
っ
た
た
め
に

結
局
は
あ
ま
り
成
功
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
賓
際
、
私
の
個

人
的
な
感
想
を
云
わ
せ
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
女
史
の
論
文
を
讃
ん

だ
後
で
も
、
女
史
の
解
明
の
お
か
げ
で
呉
文
英
の
「
調
」
を
す
ば
ら

し
い
、
と
思
っ
た
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
。

書

評

順
序
が
逆
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
劉
若
愚
氏
の
論
文
は
唐
末
五

代
・
北
宋
初
の
「
調
」
を
中
心
に
、

「
詞
」
が
本
来
ど
の
よ
う
な
特

質
を
も
っ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
方

法
論
的
に
は
、

「
詞
」
が
ど
の
よ
う
な
詩
世
界
を
も
ち
え
た
か
、
ま

た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
詩
言
語
に
よ
っ
て
い
た
か
、
を
「
詩
」
と
の

比
較
か
ら
分
析
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
氏
は
論
文
の
冒
頭
で
一
音
楽

的
な
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
一
切
さ
け
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
一
つ
に
は
楽
譜
が
残
っ
て
い
な
い
か
ら
、

さ
ら
に
詩
人
自
身

も
一
音
楽
に
あ
ま
り
注
意
を
は
ら
わ
な
か
っ
た
場
合
が
多
い
か
ら
だ
、
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と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
多
少
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
。
だ
が
先
ず
氏
の
議
論
の
要
貼
を
説
明
す
る
と
、
氏
は
具
膿
的
な

つ

作
品
を
検
討
し
た
結
果
、

「
詞
」
の
詩
世
界
の
一
般
的
特
徴
と
し
て

次
の
三
つ
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
。

一、

「
詞
」
に
は
杜
甫
の
「
歌
行
」
や
白
居
易
の
「
新
築
府
」
の

よ
う
な
祉
曾
的
・
政
治
的
な
題
材
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
は
な
い
。

一、

「
詞
」
に
は
李
賀
や
李
商
憶
の
よ
う
な
超
自
然
を
う
た
っ
た

も
の
は
な
い
。

一、

「
詞
」
に
は
陶
淵
明
や
王
維
の
よ
う
な
自
然
を
う
た
っ
た
も
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の
は
な
い
。

そ
し
て
以
上
の
こ
と
か
ら
、

「
詞
」
は
本
来
個
人
に
闘
わ
る
感
傷
的

問
題
を
あ
っ
か
う
詩
で
あ
る
、
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
コ
ト
パ

の
問
題
、

つ
ま
り
「
詞
」
は
ど
の
よ
う
な
詩
言
語
を
用
い
た
か
、
と

云
う
こ
と
に
つ
い
て
、
氏
は
口
語
的
な
も
の
、

エ
レ
ガ
ン
ト
な
用
語

の
も
の
、
文
言
的
な
も
の
、
と
「
詞
」
の
言
語
を
三
つ
の
ス
タ
イ
ル

に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
劃
し
、
向
感
愛
を
う
た
う
も
の
、

ア
ン
ニ
ュ

イ
や
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
を
う
た
う
も
の
、
哲
率
的
内
容
の
も
の
、
と
各

k

の
ス
タ
イ
ル
に
一
般
的
に
み
ら
れ
る
題
材
を
分
析
し
て
お
ら
れ
る
。

以
上
が
氏
の
議
論
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

ま
ず
小
さ
な
こ
と
で
は
あ
る
が
私
の
感
じ
た
疑
問
を
提
出
す
る
と
、

氏
は
「
詞
」
が
枇
曾
的
・
政
治
的
な
詩
世
界
を
持
ち
得
な
か
っ
た
と

し
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
詞
」
は
元
来
が
物
語
や
調
刺
に
む
か
な
い

も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
劉
若
愚
氏
も
分
析
し
て
お
ら
れ

る
と
お
り
口
語
的
な
コ
ト
パ
に
よ
る
「
調
」
の
多
く
は
懇
愛
、
そ
れ

も
か
な
り
エ
ロ
テ
ィ

v
ク
な
も
の
を
う
た
う
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ

だ
け
で
は
な
く
調
刺
的
な
戯
歌
も
か
な
り
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
田

中
謙
二
博
士
が
「
元
代
散
曲
の
研
究
」
の
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

た
だ
中
園
文
事
に
於
て
は
、
そ
う
し
た
も
の
の
多
く
は
亡
ん
で
し
ま

う
運
命
に
あ
る
か
ら
今
日
に
は
ほ
と
ん
ど
停
わ
っ
て
い
な
い
。
も
ち

ろ
ん
そ
れ
ら
の
作
品
は
社
甫
の
「
歌
行
」
や
白
居
易
の
「
新
築
府
」

の
よ
う
に
生
ま
じ
め
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
調
刺
の
型
と
し
て

も
性
格
を
全
く
異
に
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
に
あ
る
、

よ
り
尖
鋭
な
調
刺
の
精
紳
は
恐
ら
く
口
語
的
な
コ
ト
パ
に
よ
っ
て
の

み
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
確
か
に
一
代
後
の
元
代
に
至
っ

て
時
代
の
支
え
を
受
け
一
つ
の
新
ら
し
い
文
翠
世
界
を
築
き
あ
げ
た

散
曲
の
持
つ
精
神
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
宋
代
に
於
て
も
そ
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う
し
た
「
詞
」
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
「
詞
」
が
本
来
ど
の
よ
う

な
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
る
上
で
無
視
で
き
な
い
事
実
だ

と
思
う
。

つ
ま
り
「
詞
」
は
け
っ
し
て
調
刺
に
む
か
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
、
た
だ
そ
れ
ら
が
あ
ま
り
に
口
語
的
で
特
殊
だ
っ
た
た
め

今
日
に
停
わ
ら
な
か
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
私
が
今
述
べ
た
こ
と
を
考
え
に
入
れ
た
と
し
て
も
、

氏
の
下
し
た
結
論
は
猶
、
誰
に
で
も
う
な
づ
く
こ
と
の
で
き
る
安
首

な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
私
は
こ
こ
で
劉
氏
の
議
論
そ
の
も
の
に
封
す

る
疑
問
を
提
出
し
た
い
。



そ
れ
は
氏
が
「
詞
」
の
本
来
の
性
質
を
さ
ぐ
る
上
で
用
い
た
方
法

で
あ
る
。
氏
は
「
調
」
を
「
詩
」
と
比
較
し
て
結
論
を
く
だ
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
方
法
が
「
詞
」
の
本
質
を
さ
ぐ
る
上

で
一
睡
ど
れ
程
役
だ
つ
だ
ろ
う
か
。
「
詩
」
は
「
柴
府
」
・
「
古
詩
」

「
近
瞳
詩
」
と
様
々
な
ス
タ
イ
ル
と
ム

I
ド
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
イ
ル
が
流
行
し
た
時
代
も
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の

上
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
精
神
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
っ
た

「
詞
」
は
そ
れ
ら
が
流
行
し
た
ど
の
時
代
と
も
異
な

は
ず
で
あ
る
。

る
時
代
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
嘗
然
そ
こ
に
あ
る
精
神
も
異
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
第
一
に
、

「
詩
」
に
閲
し
て
そ
う
し
た
分
析

を
何
ら
加
え
ず
に
「
詞
」
と
比
較
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
片
手
落

ち
で
比
較
の
意
味
を
な
さ
な
い
よ
う
に
思
う
し
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を

比
較
し
て
も
恐
ら
く
外
面
的
な
差
遣
を
チ
エ
ヅ
ク
す
る
結
果
に
な
る

だ
け
で
、
何
ら
「
詞
」
の
本
質
に
鰯
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う

な
気
が
す
る
。
お
か
し
な
た
と
え
を
ひ
く
よ
う
だ
が
、
赤
い
色
彩
』
知

ら
な
い
人
間
に
赤
を
教
え
る
と
し
て
、
赤
以
外
の
す
べ
て
の
色
を
見

せ
て
、

「
赤
は
こ
の
色
で
は
な
い
、
赤
は
こ
の
色
で
も
な
い
」
と
云

っ
て
も
無
歎
な
よ
う
に
、

つ
ま
り
赤
を
教
え
る
に
は
赤
を
見
せ
る
し

書

評

か
な
い
よ
う
に
、

「
詞
」
の
本
質
を
知
る
た
め
に
も
「
詩
」
と
比
較

し
て
「
調
」
に
な
い
世
界
を
考
え
る
よ
り
は
、

「
詞
」
そ
れ
自
身
を

研
究
す
る
方
が
大
事
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
あ

く
ま
で
た
と
え
で
あ
る
か
ら
、
実
際
は
こ
の
よ
う
に
園
式
的
に
は
い

か
な
い
だ
ろ
う
し
、
恐
ら
く
「
詩
」
と
の
比
較
も
無
盆
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
し
か
し
劉
若
愚
氏
が
「
詩
」
と
の
比
較
の
み
に
よ
っ
て
結
果

を
く
、
だ
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
に
封
し
、
私
は
い
さ
さ
か
疑
問
を
感

じ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

ま
た
、
氏
は
論
文
の
冒
頭
に
於
て
一
音
祭
的
な
面
か
ら
の
ア
プ
ロ

I
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チ
は
一
切
し
な
い
と
明
言
さ
れ
て
い
る
が
、
私
に
は
こ
の
宣
言
が

「
調
」
の
本
質
は
考
え
な
い
、
と
云
う
こ
と
と
同
じ
意
味
の
謹
言
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
詞
」
は
本
来
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
中
園
に
於
て
は
停
統
的
に
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
先
ず
メ
ロ
デ
ィ
ー

が
あ
っ
て
、
し
か
る
後
に
「
調
」
が
創
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は
創
作
上
た
い
へ
ん
大
き
な
制
約
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
「
調
」

の
創
作
を
「
填
詞
」
と
も
云
う
所
以
で
あ
っ
た
。
劉
氏
が
論
文
の
中

で
説
く
「
詞
」
の
語
法
的
な
特
徴
、

つ
ま
り
動
調
が
は
ぶ
か
れ
る
こ

と
が
多
い
、
と
か
、
暖
味
な
句
が
多
い
、
と
云
っ
た
特
徴
も
実
は
そ
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う
し
た
王
国
衆
的
な
面
か
ら
の
制
約
に
よ
る
所
も
多
く
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
制
約
に
よ
る
特
徴
は
け
っ
し
て

「
詩
」
と
の
比
較
か
ら
鯖
納
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。

云
う
な
ら
ば
「
詞
」
そ
れ
自
身
が
「
詞
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
自

瞳
の
中
に
あ
る
必
然
的
な
性
質
な
の
で
あ
る
。

劉
若
愚
氏
は
ま
た
、

「
詞
」
は
個
人
的
感
傷
を
う
た
う
も
の
で
あ

り
主
題
は
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
、
と
「
詩
」
と
の
比
較
か
ら
結
論
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
も
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
先
に
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
頭
に
い
れ
て
考
え
れ
ば
、

メ
ロ
デ
ィ
ー
が
「
詞
」
以
前
に
も
っ
て

い
る
ム
l
ド
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
詞
」
を
作
者
が
作
る
は
ず
は
な
い
。

ま
た
歌
を
歌
う
場
所
と
云
う
の
は
比
較
的
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う

か
ら
、
そ
の
場
所
に
あ
う
題
材
も
必
然
的
に
か
ぎ
ら
れ
て
く
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
詩
人
は
し
か
る
べ
き
場
所
で
し
か
る
べ

き
題
材
を
し
か
る
べ
き
「
詞
」
に
し
た
の
で
あ
っ
て
、
も
し
唐
末
五

代
・
北
宋
初
と
時
代
を
か
ぎ
っ
て
云
う
な
ら
ば
、

「
詞
」
の
主
題
は

け
っ
し
て
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
か
ぎ
ら
れ
た
主

題
の
た
め
に
「
詞
」
は
あ
っ
た
、
と
云
う
議
論
も
成
り
立
つ
よ
う
な

気
が
す
る
。
そ
れ
を
劉
氏
は
「
詩
」
と
の
比
較
か
ら
時
納
し
よ
う
と

す
る
か
ら
議
論
が
ど
こ
か
で
か
み
あ
わ
な
く
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
劉
若
愚
氏
の
提
出
し
た
結
論
、
つ
ま
り
「
調
」
は
個
人
に
関
わ
る

感
傷
的
問
題
を
あ
っ
か
う
詩
で
あ
る
、
と
一
五
う
結
論
は
確
か
に
受
賞

で
、
誰
も
が
う
な
づ
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
氏

の
議
論
そ
れ
白
障
は
、
ど
こ
か
で
逆
轄
し
て
い
る
、
と
云
う
感
想
を

抱
か
ざ
る
を
得
な
い
ち
ぐ
は
ぐ
な
所
を
常
に
も
っ
て
い
る
。

氏
は

「
詩
」
と
の
比
較
か
ら
何
ら
有
盆
な
答
え
を
導
き
だ
さ
な
か
っ
た
と

思
う
し
、
ま
た
「
詞
」
を
中
園
に
於
け
る
「
フ
リ

I
・
ヴ
ァ

l
ス」
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だ
な
ど
と
、
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
云
う
の
は
、
一
音
楽
的
制
約
を
全

く
忘
れ
て
い
た
た
め
と
し
か
、
私
に
は
思
え
な
い
。

(
京
都
大
事

高
橋
文
治
)




