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三
十
九 

も
う
一
度
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回 

 

世
界
は
こ
の
わ
た
し
を
中
心
に
広
が
っ
て
い
る
、
と
田
夫
は
思
う
。
毎
朝
内
海
の
対
岸
か
ら
出
て
天
を

か
け
め
ぐ
り
西
に
沈
む
太
陽
が
じ
つ
は
中
心
に
あ
っ
て
、
こ
の
地
球
が
太
陽
の
ま
わ
り
を
周
遊
し
て
い
る

の
だ
と
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
教
え
ら
れ
て
も
、
自
己
中
心
的
に
考
え
る
こ
と
を
や
め
ら
れ
な
い
。
外
の
も
の

ご
と
は
わ
た
し
と
関
係
が
あ
る
場
合
に
し
か
関
心
を
呼
び
起
こ
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
カ
ン
ト
が
訊
ね
る
、

そ
う
言
う
君
は
、
君
の
外
に
あ
る
事
物
は
現
に
存
在
し
て
い
て
君
と
関
係
を
と
り
む
す
ぶ
の
だ
、
と
考
え

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
ら
ど
う
し
て
、
そ
の
対
象
で
は
な
く
君
が
中
心
に
い
る
と
言
え
る
の
か
、

と
。
問
い
た
だ
さ
れ
れ
ば
、
田
夫
は
ま
ご
つ
く
。
哲
人
が
、
そ
の
事
物
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
君

の
関
心
を
引
き
つ
け
る
の
か
、
と
さ
ら
に
訊
い
て
き
た
。
外
の
モ
ノ
ゴ
ト
が
自
分
に
都
合
が
よ
い
か
ど
う

か
ぐ
ら
い
し
か
考
え
な
い
男
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
訊
か
れ
て
も
答
え
よ
う
が
な
い
。
す
る
と
、
三
の
矢
が

飛
ん
で
き
た
。
そ
の
リ
ン
ゴ
が
食
べ
て
く
れ
と
言
っ
た
の
か
、
だ
い
た
い
そ
れ
が
リ
ン
ゴ
と
い
う
も
の
で

害
を
な
さ
な
い
と
ど
う
し
て
君
に
分
か
っ
た
の
だ
。
男
は
い
よ
い
よ
答
え
に
窮
す
る
。 

 

情
け
深
い
哲
人
は
助
け
舟
を
出
し
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
、
君
が
理
性
を
も
つ
人
間
で
、
直
感
的
に
モ
ノ

を
見
分
け
、
悟
性
を
働
か
せ
て
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
か
見
通
し
を
つ
け
、
経
験
を
重
ね
論
理
を
つ
め
て
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確
か
な
知
識
に
す
る
か
ら
だ
。
君
の
主
観
が
、
君
に
備
わ
る
能
力
に
よ
っ
て
、
外
部
に
あ
る
対
象
を
君
の

認
識
に
も
た
ら
す
の
だ
。
そ
う
や
っ
て
人
間
は
、
対
象
の
客
観
的
で
確
か
な
認
識
を
得
る
。
蛇
が
リ
ン
ゴ

の
落
下
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
そ
う
や
っ
て
力
学
法
則
を
発
見
し
、
地

球
が
太
陽
を
中
心
に
周
回
し
て
い
る
こ
と
を
疑
い
よ
う
な
く
証
明
し
て
見
せ
た
の
だ
。
地
球
の
上
に
い
る

わ
れ
わ
れ
は
太
陽
の
ま
わ
り
を
周
遊
し
て
い
る
の
だ
が
、
人
間
は
自
分
を
中
心
に
据
え
る
主
観
に
よ
っ
て

そ
の
認
識
に
達
す
る
の
だ
。
わ
た
し
は
、
客
体
か
ら
主
観
が
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
そ
れ
ま
で
の
観
点
か

ら
、
主
観
が
客
体
を
認
識
す
る
と
い
う
観
点
へ
の
逆
転
を
、
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
呼
ぶ
。
も
っ

と
も
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
は
、
人
間
が
自
分
の
い
る
地
球
を
中
心
に
考
え
る
の
を
放
棄
さ
せ
た
の

で
、
主
客
の
逆
転
と
い
う
こ
と
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
君
は
こ
こ
の
と
こ
ろ
を
混
乱
し
な
い
よ
う

に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

君
は
、
事
物
を
考
え
る
と
き
に
は
自
分
を
正
し
い
位
置
に
据
え
て
、
君
に
備
わ
る
能
力
を
精
い
っ
ぱ
い

正
し
く
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
自
己
の
利
益
を
中
心
に
置
い
て
行
動
す
る
こ

と
に
は
反
省
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
し
の
言
う
理
性
の
「(

先
験
論
的)

超
越
論
的
」
な
用
い

方
に
よ
る
「
批
判
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
よ
く
考
え
る
こ
と
だ
…
…
。
そ
こ
で
田
夫
は
考
え
る
、
わ
た
し

は
わ
た
し
の
外
部
に
事
物
が
あ
っ
て
事
象
が
現
わ
れ
る
の
を
観
て
い
て
、
わ
た
し
の
内
部
で
思
考
は
自
分

の
働
き
を
意
識
し
て
い
る
。
ま
ず
、
世
界
と
わ
た
し
自
身
を
よ
く
識
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
…
。 
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愚
鈍
な
者
は
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
な
か
な
か
前
進
し
な
い
。
そ
う
し
て
い
る
と
き
、
『
我
々
は
ど
の
よ
う

な
生
き
物
な
の
か
』
と
い
う
書
物
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
。
と
て
も
意
味
深
長
な
書
名
だ
。
し
か

も
著
者
は
Ｎ
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
、
ビ
ッ
グ
・
ネ
ー
ム
だ
。
一
九
五
〇
年
代
、
「
生
成
文
法
」
と
い
う
革
命

的
考
え
に
よ
っ
て
言
語
学
を
一
新
し
て
以
来
、
そ
の
方
向
の
研
究
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
人
で
あ
る
。
そ
の

著
作
の
一
つ
を
か
じ
っ
た
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
文
法
を
数
学
の
よ
う
に
論
理
的
に
論
じ
る
部
分
を
理

解
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
か
ら
、
わ
た
し
は
「
生
成
文
法
」
論
を
十
分
了
解
で
き
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ

ん
ど
の
書
物
は
講
演
を
文
字
に
し
た
ら
し
い
か
ら
、
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
書
名
に
表
現
さ
れ
た
著
者

自
身
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
設
問
か
ら
も
、
理
解
の
深
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
期
待
で
き
る
。 

 

人
間
が
生
ま
れ
て
ま
も
な
く
言
葉
を
聞
き
分
け
話
せ
る
の
は
、
言
語
の
普
遍
文
法
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
を

生
得
的
に
備
え
て
い
る
か
ら
だ
、
と
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
考
え
る
。
人
間
を
生
き
物
と
し
て
と
ら
え
、
言
語

を
生
得
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
具
体
的
に
表
現
す
れ
ば
、
身
体
に
言
語
の
構
成
を
つ
か
さ
ど
る
器
官

も
し
く
は
処
理
機
構
が
あ
る
と
仮
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
人
類
の
進
化
の
途
上
で
、

そ
う
い
う
変
異
が
起
き
て
言
語
の
シ
ス
テ
ム
が
つ
く
り
だ
さ
れ
た
、
と
推
定
し
て
い
る
。 

  

た
ぶ
ん
最
後
に
な
る
だ
ろ
う
来
日
講
演
を
、
要
約
し
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
構
造
主
義
的
言
語
学
を
開
拓
し
た
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
敬
意
を
も
っ
て
い
た
そ
う
だ
が
、

ま
っ
た
く
異
な
る
視
点
か
ら
言
語
に
向
き
合
う
か
ら
、
言
語
を
論
じ
る
言
葉
は
お
の
ず
と
違
う
も
の
に
な

る
。
観
念
と
音(

身
体
表
現)

を
む
す
び
つ
け
る
こ
と
を
「
言
語
の
発
明
」
と
呼
び
、
人
間
だ
け
が
「
言
語

の
感
性
を
獲
得
し
た
」
と
言
う
。
そ
し
て
、
「
階
層
構
造
を
も
つ
表
現
の
無
限
の
配
列
」
、
「
基
本
原
理

を
み
た
す
計
算
手
続
き
」
…
…
な
ど
の
言
葉
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、
言
語
を
「
思
考
の
道
具
」
と
し
て

と
ら
え
る
基
本
的
な
考
え
方
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
や
Ｗ
・
フ
ン
ボ
ル
ト
な
ど
を
引
用
し
、

「
言
語
の
使
用
は
、
そ
の
及
ぶ
範
囲
に
限
界
が
な
く
、
状
況
に
よ
っ
て
因
果
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
自
分
自
身
も
同
じ
よ
う
に
表
現
し
た
で
あ
ろ
う
と
認
識
で
き
る
よ
う
な
思
考
を
他
者
の
中
に

生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
…
」
と
、
言
語
の
創
造
的
な
働
き
に
注
目
す
る
。 

 

言
語
学
者
の
課
題
は
、
一
世
紀
前
の
イ
ェ
ス
ペ
ル
セ
ン
と
い
う
人
の
提
起
し
て
い
た
問
題
を
探
求
す
る

こ
と
だ
、
と
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
言
語
の
構
造
が
ど
の
よ
う
に
し
て
話
者
の
心
に

存
在
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
」
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
発
見
し
、
「
全
て
の
言
語
の
文
法
の
根
底
に
横
た
わ

る
大
原
理
」
を
見
出
し
て
、
「
人
間
の
言
語
と
人
間
の
思
考
の
最
も
深
奥
に
あ
る
本
質
に
対
す
る
よ
り
深

い
洞
察
」
を
得
る
こ
と
。
そ
れ
を
、
現
代
的
に
「
心
と
行
動
に
お
け
る
他
の
諸
側
面
と
の
イ
ン
タ
ー
フ
ェ

イ
ス
、
内
的
諸
言
語
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
る
生
成
手
続
」
の
研
究
と
定
式
化
し
、
「
生
物
学
的

枠
組
み
に
お
い
て
生
成
文
法
を
と
ら
え
る
」
こ
と
を
課
題
と
す
る
。 
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チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
思
考
は
現
代
科
学
の
方
法
に
準
拠
す
る
。
ま
た
、
分
析
哲
学
の
流
れ
を
汲
む
人
は
、

統
語
に
お
け
る
語
の
配
列
を
論
理
的
「
演
算
」
の
よ
う
に
考
え
る
。
そ
こ
で
、
言
語
に
対
し
て
、
「
二
つ

の
要
素
Ｘ
と
Ｙ
か
ら
新
た
な
Ｚ
を
つ
く
る
併
合
は
」
と
い
う
よ
う
な
、
集
合
形
成
の
演
算
を
考
え
る
こ
と

に
な
る
。
さ
ら
に
、
言
語
は
自
然
の
中
で
生
ま
れ
た
と
い
う
洞
察
か
ら
、
言
語
が
自
然
の
一
般
法
則
で
あ

る
「
最
小
計
算
の
原
理
」(

物
理
学
に
出
る
極
小
原
理)

に
従
う
、
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
言
語
の
文
法
を

考
察
す
る
と
、
「
併
合
」
の
演
算
は
最
小
の
線
的
距
離
の
よ
う
な
演
算
で
は
な
い
か
ら
、
「
言
語
は
最
小

の
構
造
的
距
離
と
い
う
特
性
を
使
用
す
る
」
と
表
現
す
る
。
言
語
は
、
「
要
素
が
す
で
に
構
築
さ
れ
て
い

る
な
ら
、
そ
の
構
造
に
依
存
し
た
規
則
に
し
た
が
う
こ
と
に
な
る
」
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
生
物
学
的
枠
組
み
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
の
で
、
脳
内
に
「
言
語
の
構
造
」
に
対
応
す
る
も
の

が
あ
る
、
つ
ま
り
、
言
語
の
特
性
は
脳
内
の
神
経
回
路
の
組
み
立
て
方
や
働
き
方
か
ら
く
る
こ
と
に
な
る
。

内
的
言
語
に
よ
る
思
考
に
対
し
て
心
的
過
程
の
た
め
の
概
念
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
と
、
言
語
を
表
現
に
も

た
ら
す
音
声
や
手
の
動
作
に
外
在
化
す
る
た
め
の
感
覚
運
動
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
が
、
脳
内
に
あ
る
は
ず

な
の
だ
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
「
脳
内
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
再
配
線
が
、
限
界
が
な
い
創
造
的
な
思
考
の

た
め
の
基
盤
を
も
た
ら
し
た
」
、
そ
の
変
化
が
、
「
現
生
人
類
を
そ
の
祖
先
か
ら
、
そ
し
て
、
動
物
界
に

お
け
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
生
物
か
ら
区
別
し
た
」
と
さ
え
言
う
。
そ
し
て
、
実
際
に
、
適
合
的
な
デ
ー
タ
が
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神
経
科
学
的
な
知
見
に
あ
る
と
見
て
い
る
。 

 

こ
う
い
う
言
語
学
は
認
知
科
学
や
情
報
の
科
学
な
ど
と
関
連
し
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
始
め
た
企
て
は
、

二
十
世
紀
の
後
半
か
ら
切
り
開
か
れ
て
き
た
広
い
意
味
の
認
知
科
学
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
。

今
後
そ
れ
ら
の
探
求
全
体
が
ど
の
よ
う
に
進
展
す
る
に
し
て
も
、
「
生
成
文
法
の
企
て
」
が
枢
要
な
位
置

を
占
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
以
上
が
、
言
語
の
構
成
原
理
を
再
考
し
た
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
講
演
を
読

ん
で
の
わ
た
し
な
り
の
受
け
と
め
で
あ
る
。 

  

そ
れ
を
読
ん
で
い
た
途
中
で
わ
た
し
の
脳
に
閃
き
が
走
っ
た
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
企
て
は
「
も
う
一
度

の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
だ
、
と
。
カ
ン
ト
は
、
彼
の
言
う
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
よ
っ
て
、
人
間

の
外
部
に
生
じ
る
事
象
は
主
観
に
観
点
を
据
え
る
こ
と
で
認
識
で
き
る
の
だ
と
明
ら
か
に
し
た
が
、
当
時

は
ま
だ
、
彼
が
宇
宙
の
形
成
を
論
じ
た
よ
う
に
は
主
観
を
学
的
必
然
性
の
も
と
に
研
究
す
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。
し
か
し
今
や
、
科
学
が
発
展
し
、
人
間
の
内
部
で
起
き
る
事
象
も
学
的
な
研
究
対
象
に
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
も
う
一
度
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
で
、
外
部
も
内
部
も
三
百
六
十
度
の
全
周

を
展
望
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
だ
、
と
思
っ
た
。
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
を
見
る
と
、
似
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ

を
喚
起
さ
れ
た
人
が
い
た
ら
し
い
。
酒
井
邦
嘉
と
い
う
人
が
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
を
「
一
人
の
人
が
天
動
説

と
地
動
説
の
両
方
を
作
り
上
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
そ
う
だ
。 
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だ
が
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
わ
た
し
の
最
初
の
イ
メ
ー
ジ
は
事
態
を
十
分
精
確
に
と
ら
え
て
い
な
い
。

全
体
を
展
望
し
て
い
る
視
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
訊
ね
て
み
れ
ば
、
ど
こ
か
外
部
か
ら
世
界
の
事
象
を

客
観
的
に
観
る
視
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
は
、
理
性
の
「
超
越
論
的(

先
験
論
的)

」
使
用
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
認
識
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
し
は
、
「
先
験
論
的
」
に
考
え
る
主
観
を
通
し

て
全
周
を
観
よ
う
と
す
る
の
だ
。
や
は
り
、
カ
ン
ト
の
理
論
理
性
批
判
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

し
て
、
「
脳
内
の
配
線
」
と
そ
こ
で
の
「
自
然
の
原
理
」
に
従
う
演
算
が
精
神
の
働
き
を
生
み
出
す
と
す

る
こ
と
は
、
「
先
験
的
感
性
」
と
「
先
験
的
論
理
・
範
疇
」
も
、
そ
れ
に
基
づ
く
理
性
の
「
先
験
論
的
」

使
用
も
、
自
然
法
則
の
運
行
＝
事
物
の
運
動
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
主
観
を
通
し
て

世
界
を
認
識
す
る
の
だ
が
、
主
観
の
認
識
は
「
世
界
の
運
動
法
則
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
強

く
言
え
ば
、
客
観
的
な
世
界
が
在
っ
て
主
観
を
支
え
、
主
観
は
世
界
を
観
る
、
と
い
う
循
環
を
な
し
て
い

る
の
だ
。
世
界
の
外
も
始
原
も
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
の
循
環
を
生
き
て
、
わ
た
し
は
、
主
観
と
い
う

視
点
に
絶
え
ず
も
ど
り
な
が
ら
、
世
界
と
自
己
を
探
求
す
る
こ
と
だ
け
が
で
き
る
。 

 

こ
う
し
て
、
自
己
の
外
部
の
事
象
を
事
物
性
と
法
則
性
に
お
い
て
認
識
す
る
よ
う
に
、
自
身
の
内
部
を

事
物
性
と
法
則
性
に
お
い
て
認
識
す
る
こ
と
が
人
間
の
理
論
的
課
題
で
あ
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
企
て
が

提
起
し
て
い
る
の
は
、
神
経
回
路
で
な
さ
れ
る
思
考
や
言
語
を
そ
う
い
う
事
物
性
に
お
い
て
研
究
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
研
究
は
、
外
部
に
対
す
る
自
然
科
学
の
探
求
と
同
じ
よ
う
に
、
一
歩
一
歩
前
進
す
る
ほ
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か
に
な
い
。
だ
か
ら
、
簡
単
に
認
知
の
し
く
み
が
解
明
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
脳
の
神
経
回
路

に
対
応
づ
け
て
言
語
の
シ
ス
テ
ム
が
ど
こ
ま
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
ま
だ
分
か
ら
な
い
。
た
だ

ど
こ
ま
で
も
背
進
を
続
け
る
こ
と
が
人
間
に
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。 

  

も
う
一
度
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
よ
る
眺
望
は
平
面
的
で
は
な
い
。
言
語
を
脳
内
の
シ
ス
テ
ム
に

対
応
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
、
人
間
の
脳
を
進
化
の
過
程
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
言
語
や
思

考
の
事
象
は
、
こ
れ
ま
で
の
外
的
事
象
に
対
す
る
生
物
学
の
延
長
上
で
人
間
の
内
部
に
入
り
こ
ん
で
く
る
。

そ
こ
か
ら
も
う
一
度
外
部
に
出
て
、
人
間
の
外
部
に
あ
る
社
会
的
な
言
語
と
い
う
事
象
を
と
ら
え
な
お
す

こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
従
来
の
言
語
学
と
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
提
唱
す
る
言
語
学
は
逆
の
方
向
性
を

も
つ
。
こ
の
双
方
向
は
平
面
的
な
も
の
で
は
な
い
。 

 

同
じ
よ
う
に
人
間
の
精
神
と
行
動
を
考
え
れ
ば
、
人
文
学
も
、
人
間
の
外
部
の
事
象
が
内
部
か
ら
の
機

制
も
受
け
る
複
雑
で
立
体
的
な
も
の
と
な
る
。
社
会
科
学
で
も
、
人
間
の
外
部
と
社
会
に
現
わ
れ
る
思
考

と
行
動
の
理
解
に
新
し
い
観
点
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
主
観
に
と
っ
て
の
「
先
験
論
的
批
判
」

の
課
題
は
立
体
的
に
大
き
く
広
が
り
、
わ
た
し
は
、
人
が
全
天
を
仰
い
で
い
た
こ
ろ
の
よ
う
に
全
球
を
探

求
す
る
の
だ
が
、
大
地
を
深
く
耕
す
よ
う
に
自
己
を
耕
し
探
求
す
る
者
と
し
て
も
在
る
の
だ
。 
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田
夫
で
あ
る
園
丁
は
、
果
樹
や
野
菜
と
親
し
み
天
候
の
計
り
が
た
い
こ
と
を
知
っ
て
、
自
分
が
世
界
の

中
心
に
い
る
の
で
は
な
く
、
自
然
の
一
隅
で
生
き
て
い
る
こ
と
を
識
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
、
世
界
と
自
己

を
見
つ
め
る
。
リ
ン
ゴ
を
味
わ
い
、
リ
ン
ゴ
か
ら
も
ら
う
知
恵
で
何
事
か
を
な
そ
う
と
思
う
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
〇
一
六
年
、
地
球
の
公
転
の
節
目
、
春
分 

   

『
我
々
は
ど
の
よ
う
な
生
き
物
な
の
か
』
と
い
う
書
物
は
、
も
う
一
つ
の
講
演
も
収
録
し
て
い
る
。
そ

れ
を
無
視
し
た
ら
、
Ｎ
・
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
ど
う
い
う
人
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

  

「
人
間
が
ど
の
よ
う
な
生
き
物
か
」
と
い
う
問
い
は
、
理
論
理
性
だ
け
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
実
践
理
性
を
お
ろ
そ
か
に
し
な
い
。
カ
ン
ト
が
知
的
な
関
心
を
宗
教
や
社
会
に
向
け
さ

ら
に
発
言
し
た
よ
う
に
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
も
現
代
の
社
会
的
な
問
題
に
発
言
し
て
や
ま
な
い
。
二
日
目
の

講
演
「
資
本
主
義
的
民
主
制
の
下
で
人
類
は
生
き
残
れ
る
か
」
が
、
そ
の
方
面
の
考
察
と
活
動
の
一
端
を

教
え
て
く
れ
る
。 
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「
社
会
的
な
存
在
で
あ
る
人
間
は
、
社
会
的
、
文
化
的
、
制
度
的
状
況
に
決
定
的
に
依
存
す
る
」
と
す

る
人
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
え
る
の
が
当
然
だ
と
言
う
。
そ
し
て
、
言
語
学
者
の
先
達
フ
ン
ボ
ル
ト
の

言
葉
、
「
人
間
が
そ
の
多
様
性
を
最
も
豊
か
に
示
す
形
で
発
展
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
絶
対
的
に
か
つ
本
質

的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
」
を
掲
げ
る
。
こ
の
言
葉
を
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
が
『
自
由
論
』
の
巻
頭
で
最
上
位

の
指
導
原
理
と
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
、
自
ら
の
依
っ
て
立
つ
古
典
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
中
核
的
原
理
だ

と
す
る
。
さ
ら
に
、
道
徳
哲
学
者
と
し
て
の
Ａ
・
ス
ミ
ス
も
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
指
摘
し
、
こ
の

原
理
に
た
が
う
現
在
の
経
済
動
向
を
批
判
す
る
。
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
、
啓
蒙
の
時
代
に
ま
で
立
ち
返
っ
て
、

そ
こ
を
立
脚
地
と
し
て
社
会
的
な
問
題
に
迫
っ
て
い
く
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
よ
く
知
ら
な
い
が
、
マ
ル
ク
ス

主
義
に
批
判
的
で
無
政
府
論
的
な
思
想
に
親
し
ん
だ
と
い
う
人
は
、
後
代
の
左
翼
的
な
思
想
で
な
い
思
考

を
意
識
的
に
選
択
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

  

啓
蒙
の
時
代
を
リ
ー
ド
し
た
人
た
ち
に
は
今
日
の
社
会
が
と
ん
で
も
な
い
も
の
に
見
え
る
だ
ろ
う
、
と

わ
た
し
も
思
う
。
現
代
の
政
治
・
経
済
を
支
配
す
る
勢
力
の
不
正
を
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
厳
し
く
非
難
す

る
。
そ
の
批
判
は
と
き
に
精
確
さ
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
論
争
を
い
と
わ
な
い
人
は
、
す
で
に

高
齢
に
な
っ
て
何
と
か
し
た
い
思
い
が
つ
の
り
、
言
い
た
い
こ
と
が
あ
り
す
ぎ
て
こ
の
短
い
講
演
で
は
整

理
で
き
な
い
ほ
ど
な
の
だ
ろ
う
。
現
代
社
会
は
極
め
て
技
巧
的
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
宗
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教
の
因
習
を
批
判
す
る
発
言
を
皇
帝
の
書
簡
の
形
式
で
さ
し
と
め
ら
れ
た
が
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
は
支
配
的

な
メ
デ
ィ
ア
や
出
版
社
の
無
視
に
よ
っ
て
そ
の
影
響
力
を
殺
が
れ
て
い
る
。
歯
に
衣
着
せ
ぬ
発
言
は
も
ど

か
し
い
思
い
の
表
わ
れ
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、
知
性
あ
る
人
を
寛
容
に
受
け
入
れ
て
そ
の
意
見

に
耳
を
傾
け
る
い
と
ま
の
な
い
ほ
ど
忙
し
く
、
技
巧
的
す
ぎ
て
中
身
の
な
い
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。 


