
 

紹
興
は
雨
に
濡
れ
て
い
た 

  
紹
興
（
シ
ャ
オ
シ
ン
）
は
雨
に
濡
れ
て
い
た
。 

 

灰
色
の
雲
が
一
面
に
空
を
お
お
い
、
小
降
り
の
雨
が
降
り
続
い
て
い
た
。 

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
降
り
立
っ
た
僕
は
、
泥
ま
じ
り
の
水
た
ま
り
を
避
け
な
が
ら
、

少
し
と
ま
ど
っ
て
い
た
。
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
や
駅
に
特
有
の
賑
わ
い
と
い
う
も
の
が

な
い
の
だ
。 

 

同
乗
の
人
々
は
す
ぐ
に
い
な
く
な
っ
て
、
ま
る
で
ひ
と
り
見
も
知
ら
ぬ
田
舎
街
に

取
り
残
さ
れ
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。 

 

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
建
物
の
脇
で
、
雨
を
避
け
な
が
ら
、
今
朝
杭
州
の
バ
ス
タ
ー
ミ

ナ
ル
で
買
っ
た
中
国
煙
草
（
小
熊
猫
、
三
・
五
元
）
に
火
を
つ
け
た
。 

 

と
き
お
り
、
大
通
り
を
水
し
ぶ
き
を
上
げ
な
が
ら
大
型
ト
ラ
ッ
ク
が
行
き
過
ぎ
た
。 

  

紹
興
は
雨
に
濡
れ
て
い
た
。 

 

解
放
北
路
を
僕
は
南
に
向
か
っ
た
。 

 

紹
興
一
の
繁
華
街
を
、
人
々
は
肩
を
す
ぼ
め
る
よ
う
に
し
て
歩
い
て
い
た
。 

 

傘
を
さ
し
て
行
き
交
う
人
々
、
カ
ラ
フ
ル
な
雨
ガ
ッ
パ
を
着
て
、
自
転
車
で
行
く

人
々
、
通
り
過
ぎ
る
バ
ス
。 

 

建
築
現
場
の
竹
を
組
ん
だ
足
場
も
雨
に
濡
れ
て
い
た
。 

 

国
営
ス
ー
パ
ー
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
い
た
。 

 

映
画
館
の
前
に
は
、
若
者
た
ち
が
た
む
ろ
し
て
い
た
。 

 

電
気
機
器
の
商
店
は
人
気
の
少
な
い
歩
道
に
大
音
量
の
流
行
歌
を
流
し
て
い
た
。

テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
の
音
楽
は
早
く
な
っ
た
り
遅
く
な
っ
た
り
し
、
お
ま
け
に
音
は

割
れ
て
い
た
。 

  

解
放
北
路
七
九
号
、
蘭
香
大
酒
家
（
紹
興
旅
館
）。 

 

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
ホ
テ
ル
を
捜
し
て
い
た
と
き
、
偶
然
見
つ
け
た
ホ
テ
ル
に
僕
は

チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
す
る
。 

 

 

ツ
イ
ン
、
五
二
元
。
テ
レ
ビ
の
リ
モ
コ
ン
の
保
証
金
、
五
〇
元
、
住
宿
証
の
保
証
金
、

五
元
。 

 

備
え
付
け
の
魔
法
瓶
の
お
湯
を
注
い
で
、
お
茶
を
入
れ
る
。 

 

小
熊
猫
に
火
を
つ
け
る
。
少
し
き
つ
い
。 

 

窓
か
ら
外
を
眺
め
る
と
、
黒
い
瓦
の
三
角
屋
根
の
家
々
が
見
え
る
。 

「
東
洋
の
ベ
ニ
ス
」
は
雨
に
濡
れ
て
い
た
。 

 

一
〇
分
も
揺
ら
れ
て
い
る
と
、
一
路
の
路
線
バ
ス
は
市
街
地
を
抜
け
て
、
田
園
地
帯

へ
と
入
っ
て
い
っ
た
。 



 

景
勝
地
、
東
湖
（
ト
ン
フ
ー
）
へ
の
途
中
。 

 

五
メ
ー
ト
ル
幅
程
の
舗
装
道
の
両
側
に
は
豊
か
に
生
い
茂
っ
た
並
木
が
ア
ー
チ
の

よ
う
に
道
路
を
お
お
っ
て
い
る
。
並
木
の
向
こ
う
は
小
雨
に
ざ
わ
つ
く
運
河
と
、
川
船
。

そ
し
て
は
る
か
に
広
が
る
田
園
。 

 

バ
ス
は
と
き
お
り
、
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
な
が
ら
、
自
転
車
に
乗
っ
た
農
夫
を

追
い
越
し
て
い
く
。 

 

東
湖
は
雨
に
濡
れ
て
、
わ
ず
か
な
観
光
客
も
ひ
っ
そ
り
と
言
葉
を
交
わ
し
て
い
た
。 

 

庭
園
に
向
か
う
沿
道
に
は
食
べ
物
や
お
土
産
の
屋
台
が
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
。 

 

運
河
沿
い
に
は
白
壁
の
家
々
。 

 

砂
利
を
積
ん
だ
川
船
が
、
古
い
石
橋
を
く
ぐ
っ
て
い
く
。 

 

降
り
続
く
小
雨
に
閉
ざ
さ
れ
て
、
静
か
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
東
湖
、 

紹
興
郊
外
の
風
景
。 

  

バ
ス
停
で
バ
ス
待
ち
を
す
る
あ
い
だ
に
、
臭
豆
腐
と
い
う
も
の
を
食
べ
た
。 

 

自
転
車
の
荷
台
を
利
用
し
た
屋
台
。 

 

串
カ
ツ
の
よ
う
に
、
一
セ
ン
チ
角
程
の
揚
げ
た
臭
豆
腐
を
数
個
串
に
刺
し
て
赤
い

タ
レ
を
つ
け
た
も
の
。
一
本
二
角
。
臭
豆
腐
の
得
体
は
、
知
ら
な
い
。 

 

バ
ス
停
広
場
で
、
軽
三
輪
自
動
車
の
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
が
退
屈
そ
う
に
し
て
い

た
。 

 

売
店
の
少
女
は
椅
子
に
腰
を
下
ろ
し
て
、
雑
誌
を
一
心
に
読
ん
で
い
た
。 

  

再
び
市
街
地
へ
戻
り
、
僕
は
魯
迅
紀
念
館
に
向
か
っ
た
。 

 

雨
は
休
み
な
く
降
り
続
い
て
い
た
。 

 

解
放
南
路
か
ら
脇
道
を
入
っ
て
い
く
と
、
街
並
は
参
道
の
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
を

見
せ
て
い
た
。 

 

お
土
産
物
の
店
や
食
堂
や
屋
台
が
続
く
。 

 

臭
豆
腐
の
店
に
は
観
光
客
が
詰
め
か
け
て
い
た
、
降
り
し
き
る
爾
を
避
け
る
よ
う

に
し
て
。 

 

高
校
生
ら
し
い
一
団
が
賑
や
か
な
声
を
上
げ
て
い
た
。 

 

魯
迅
紀
念
館
。
入
場
二
元
。 

 

魯
迅
と
そ
の
時
代
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。 

 

三
昧
書
屋
、
そ
し
て
百
草
園
。 

 

百
草
園
の
黒
い
畑
と
、
黒
瓦
に
自
壁
の
建
物
。
蛇
園
に
は
蛇
が
金
網
越
し
に
雨
に
濡

れ
て
と
ぐ
ろ
を
巻
い
て
い
た
。 

  

解
放
北
賂
を
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
方
へ
向
か
っ
た
。 

 

明
日
の
杭
州
行
き
の
チ
ケ
ッ
ト
（
六
・
六
元
）
を
買
う
。 



 

ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
の
屋
根
で
雨
を
避
け
な
が
ら
客
待
ち
を
す
る
屋
台
で
焼
き
そ
ば

を
食
べ
た
。
朝
、
杭
州
の
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
一
元
三
個
の
肉
マ
ン
を
食
べ
て
以
来
。 

  

夕
暮
れ
近
い
紹
興
の
裏
通
り
を
歩
い
た
。 

 

石
畳
の
坂
道
。 

 

誰
も
い
な
い
裏
通
り
を
僕
は
歩
い
た
。 

 

田
園
の
街
、
紹
興
．
運
河
と
水
路
の
街
、
紹
興
。
紹
興
酒
の
街
。
魯
迅
の
故
郷
、
紹

興
。 

  

夜
に
は
雨
が
上
が
っ
た
。 

 

紹
興
旅
館
の
隣
に
国
営
の
食
料
品
店
が
あ
っ
た
の
で
、
何
か
食
べ
物
を
仕
入
れ
よ

う
と
思
っ
て
ホ
テ
ル
を
出
た
。 

 

食
料
品
店
は
、
日
本
の
ス
ー
パ
ー
の
よ
う
な
形
式
で
、
レ
ジ
で
お
金
を
払
う
よ
う
に

な
っ
て
い
る
の
で
、
自
由
に
品
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
陳
列
が
悪

い
の
か
、
か
す
か
に
埃
を
被
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
な
の
だ
。
商
品
は
、
酒
類
と

缶
詰
と
ラ
ー
メ
ン
と
ビ
ス
ケ
ッ
ト
な
ど
の
お
菓
子
類
。
あ
ま
り
食
指
を
そ
そ
る
よ
う

な
物
は
な
く
て
、
カ
ッ
プ
ラ
ー
メ
ン
を
買
お
う
か
と
も
思
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
考
え

て
み
れ
ば
箸
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
缶
ビ
ー
ル
（
ニ
缶
、
七
元
）
と
煙
草
（
紅
梅
、

四
・
一
元
）
だ
け
に
し
た
。 

 

帰
り
道
、
ホ
テ
ル
の
脇
の
歩
道
で
、
水
餃
子
の
屋
台
が
湯
気
を
立
て
て
い
た
。
屋
台

と
い
っ
て
も
、
餃
子
を
茹
で
る
大
鍋
と
ス
ー
プ
を
温
め
る
コ
ン
ロ
だ
け
。
客
用
に
小
さ

な
テ
ー
ブ
ル
が
ひ
と
つ
と
丸
椅
子
が
三
脚
ほ
ど
。
夫
婦
ら
し
い
、
お
ば
さ
ん
が
餃
子
を

つ
く
り
、
お
じ
さ
ん
が
そ
れ
を
茹
で
て
、
客
に
出
す
。
薄
暗
い
歩
道
の
一
角
で
。
客
は

ひ
と
り
、
ふ
た
り
。 

 

気
に
入
っ
て
、
一
杯
一
元
の
暖
か
い
水
餃
子
を
お
か
わ
り
す
る
。
雨
が
降
り
続
い
て
、

肌
寒
か
っ
た
紹
興
の
夜
に
。 

 

 

紹
興
旅
館
の
部
屋
に
戻
り
、
お
風
呂
に
入
る
。 

 

缶
ビ
ー
ル
を
飲
み
な
が
ら
、
ぼ
ん
や
り
と
テ
レ
ビ
を
見
て
い
た
。 

 

中
央
電
視
台
の
二
局
と
他
に
二
局
。
中
国
語
と
英
語
の
字
幕
付
き
の
香
港
映
画
（
？
）

と
ナ
ン
ト
力
戦
士
と
い
う
日
本
の
ア
ニ
メ
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

＊ 

  

と
り
あ
え
ず
、
僕
は
何
も
こ
れ
以
上
語
る
こ
と
は
な
い
の
だ
。 

 

中
国
浙
江
省
の
典
型
的
な
田
園
の
街
、
紹
興
の
夜
に
い
て
。
降
り
し
き
る
雨
に
濡
れ

た
紹
興
で
の
一
日
を
振
り
返
り
、
こ
の
夜
の
漠
然
と
し
た
物
思
い
を
、
例
え
ば
、
魯
迅

の
文
学
や
思
想
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
枠
づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
だ



ろ
う
。
あ
る
い
は
時
代
を
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
「
竹
林
の
清
談
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
彩

り
、
あ
る
い
は
日
本
化
さ
れ
た
漢
詩
の
余
情
に
よ
っ
て
物
思
い
の
底
を
上
げ
る
こ
と

も
で
き
た
だ
ろ
う
。 

 

だ
が
、
と
り
あ
え
ず
今
は
こ
の
漠
然
と
し
た
物
思
い
を
「
歴
史
」
の
方
向
に
掘
り
進

む
こ
と
は
禁
欲
し
よ
う
と
思
う
の
だ
。
そ
れ
は
、
今
、
と
て
も
漠
然
と
し
た
状
態
で
、

こ
れ
と
い
う
確
固
と
し
た
目
的
も
な
し
に
旅
を
し
て
い
る
自
分
に
と
っ
て
は
、
ウ
ソ

だ
と
い
う
気
が
す
る
か
ら
だ
。 

 

僕
の
旅
は
も
っ
と
貧
し
い
。 

 

僕
は
紹
興
旅
館
の
夜
に
ひ
と
り
い
て
、
中
国
の
「
歴
史
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
情
感
と

思
考
を
装
飾
し
た
い
と
い
う
欲
求
に
駆
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
う
す
る
た
め
に
は
僕

の
知
織
は
決
定
的
に
不
足
し
て
い
た
し
、
も
っ
と
勉
強
し
て
く
れ
ば
よ
か
っ
た
と
後

悔
も
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
本
当
の
と
こ
ろ
は
そ
う
す
る
と
い
う
根
拠
は
ど
こ
に
も

な
い
こ
と
を
僕
は
知
っ
て
い
た
。
僕
は
た
だ
、
自
ら
の
物
思
い
を
落
ち
着
け
る
場
所
が

な
く
て
、
少
し
心
も
と
な
く
、
少
し
寂
し
か
っ
た
だ
け
な
の
だ
。 

  

僕
は
、
ふ
と
思
う
。
中
国
の
歴
史
に
対
す
る
知
識
も
な
く
、
漢
詩
に
対
す
る
造
詣
も

な
く
、
あ
る
い
は
中
国
近
代
の
政
治
や
経
済
に
対
す
る
知
識
も
な
く
、
ま
た
、
中
国
思

想
に
対
す
る
理
解
も
な
く
、
中
国
を
旅
す
る
と
い
う
こ
と
の
確
固
と
し
た
目
的
も
な

く
、
あ
る
い
は
中
国
人
の
友
人
も
な
く
、
ガ
イ
ド
も
な
く
、
中
国
語
の
会
話
も
Ｎ
Ｈ
Ｋ

の
ラ
ジ
オ
講
座
を
少
し
聞
き
か
じ
っ
た
だ
け
、
と
い
う
自
分
に
と
っ
て
、
そ
れ
で
も
中

国
に
お
け
る
旅
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
だ
ろ
う
。 

 

お
そ
ら
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
な
「
移
動
」
に
よ
っ
て
な
の
だ
。
垂
直
で
は
な
く
、
た

だ
ひ
た
す
ら
水
平
に
漂
っ
て
い
く
の
だ
。
多
く
の
文
化
人
た
ち
が
中
国
を
垂
直
に
語

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
意
味
が
な
い
と
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
今
の

僕
に
と
っ
て
は
意
味
が
な
い
。 

 

今
の
僕
が
垂
直
に
物
事
を
語
っ
た
と
し
て
も
、
分
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
す
る
こ
と

に
し
か
な
ら
な
い
。 

 

お
そ
ら
く
こ
れ
は
「
自
由
」
の
問
題
な
の
だ
。 

   
 

（
注
）
中
国
に
お
け
る
ビ
ー
ル
と
煙
草
の
事
情 

  
 
 
 
 
 
 

中
国
の
ビ
ー
ル
は
全
国
ブ
ラ
ン
ド
物
と
し
て
は
、
青
島
（
チ
ン
タ
オ
）

ビ
ー
ル
が
あ
る
。
青
島
ビ
ー
ル
は
約
三
・
五
元
、
ビ
ン
ビ
ー
ル
で
も
缶

ビ
ー
ル
で
も
ほ
ぼ
同
じ
値
段
だ
。
量
か
ら
い
う
と
ビ
ン
ビ
ー
ル
の
方

が
も
ち
ろ
ん
割
安
だ
し
、
大
都
市
以
外
で
は
缶
ビ
ー
ル
を
見
か
け
る

こ
と
は
な
い
。 



 
 

 
 

 
 
 

地
方
に
行
く
と
青
島
ビ
ー
ル
以
外
に
各
地
方
の
ビ
ー
ル
が
あ
る
。

そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
お
い
お
い
旅
の
経
過
と
と
も
に
お
知
ら
せ
し
た

い
と
思
っ
て
い
る
が
、
だ
い
た
い
に
お
い
て
ア
ル
コ
ー
ル
度
は
少
し

低
い
が
、
値
段
は
一
元
か
ら
一
・
五
元
く
ら
い
。
こ
れ
は
輸
送
費
の
問

題
だ
と
思
う
け
れ
ど
も
、
青
島
ビ
ー
ル
の
約
半
分
。
ビ
ー
ル
に
関
し
て

は
土
地
の
物
に
限
る
と
い
う
わ
け
だ
。 

 
 
 
 
 
 
 

な
お
、
大
都
市
の
ホ
テ
ル
や
レ
ス
ト
ラ
ン
以
外
で
は
、
ビ
ー
ル
は
冷

し
て
い
な
い
。
中
国
の
人
々
に
は
ビ
ー
ル
を
冷
し
て
飲
む
と
い
う
習

慣
が
な
い
よ
う
な
の
だ
。 

 
 

 
 

 
 
 

従
っ
て
、
生
暖
か
い
ビ
ー
ル
を
お
い
し
い
と
感
じ
る
味
覚
を
開
発

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
冷
え
た
ビ
ー
ル
を
求
め
て
汗

を
か
き
な
が
ら
街
中
を
捜
し
回
る
と
い
う
徒
労
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

  
 
 
 
 
 

 

煙
草
に
関
し
て
も
、
事
情
は
ビ
ー
ル
に
似
て
い
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

中
国
人
は
お
そ
ら
く
世
界
で
も
有
数
の
愛
煙
家
で
あ
り
、
成
年
男

子
の
ほ
ぼ
全
員
が
煙
草
を
吸
う
も
の
と
考
え
て
も
間
違
い
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

従
っ
て
、
街
の
至
る
所
に
煙
草
屋
が
あ
り
、
煙
草
の
陳
列
ケ
ー
ス
ひ

と
つ
を
歩
道
に
置
い
て
商
売
を
す
る
屋
台
も
目
に
つ
く
。
香
港
製
の

高
級
煙
草
か
ら
地
元
の
安
煙
草
ま
で
数
多
く
の
煙
草
が
手
に
入
る
。 

 
 
 
 
 
 
 

高
級
煙
草
で
一
〇
元
前
後
。
労
働
者
の
日
収
ぐ
ら
い
も
す
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

僕
が
初
め
て
手
に
し
た
小
熊
猫
や
紅
梅
な
ど
は
全
国
ブ
ラ
ン
ド
の

国
産
煙
草
で
三
～
五
元
。
そ
れ
以
外
に
各
地
方
の
煙
草
が
あ
り
、
そ
ち

ら
の
方
は
一
元
前
後
。 

 
 
 
 
 
 
 

何
種
類
か
の
煙
草
を
吸
っ
て
み
た
が
、
ど
れ
も
悪
く
は
な
い
。
た
だ
、

安
煙
草
の
中
に
は
途
中
で
火
が
消
え
て
し
ま
う
粗
悪
品
に
当
っ
た
こ

と
も
あ
っ
た
。 

   
 

（
注
）
日
本
化
さ
れ
た
漢
詩
に
つ
い
て 

 
 

 
 

 
 
 

あ
な
た
は
高
校
時
代
、
漢
文
の
授
業
に
悩
ん
だ
こ
と
が
な
い
だ
ろ

う
か
。 

 
 

 
 

 
 
 

漢
詩
は
独
特
の
抑
揚
を
持
ち
、
独
特
の
音
訓
の
読
み
で
つ
く
ら
れ

て
い
る
。
現
代
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
と
て
も
と
っ
つ
き
に
く
い
も

の
だ
。
か
つ
て
漢
文
が
日
本
人
の
基
礎
的
な
教
養
で
あ
っ
た
時
代
に

漢
詩
の
形
も
定
着
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
漢
詩
は
日
本
語
で

読
ま
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
す
で
に
日
本
の
詩
、
特
殊
に
日
本
化
さ
れ



た
詩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。 

 
 
 
 
 
 
 

中
国
の
詩
を
日
本
に
輸
入
す
る
、
言
葉
は
違
う
け
れ
ど
も
、
漢
字
を

使
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
同
じ
国
に
輸
入
す
る
と
い
う
、
直
輸
入

と
翻
訳
の
微
妙
な
接
点
に
、
日
本
化
さ
れ
た
漢
詩
は
生
ま
れ
た
。
従
っ

て
、
翻
訳
と
し
て
は
と
っ
つ
き
に
く
い
し
、
直
輸
入
に
し
て
は
発
音
も

リ
ズ
ム
も
違
う
、
日
本
語
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。 

 
 

 
 

 
 
 

思
想
と
し
て
は
中
国
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
発
音
や
リ
ズ
ム

に
よ
っ
て
成
立
す
る
詩
と
し
て
は
む
し
ろ
日
本
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 
 

詩
人
の
小
野
十
三
郎
は
短
歌
の
七
五
調
を
感
受
性
を
日
本
的
な
も

の
に
閉
じ
込
め
る
奴
隷
の
韻
律
と
し
て
攻
撃
し
た
が
、
同
様
に
し
て

漢
詩
調
と
い
う
も
の
は
感
受
性
を
日
本
化
し
た
漢
詩
の
世
界
に
閉
じ

込
め
る
も
の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
解
の
き
っ
か
け
に

は
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
で
は
な
い
。 

 
 

 
 

 
 
 

漢
詩
の
独
特
な
美
し
さ
は
鑑
賞
す
る
分
に
は
問
題
は
な
い
が
、
そ

の
美
し
さ
は
日
本
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ

と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

僕
の
旅
に
は
む
し
ろ
じ
ゃ
ま
な
も
の
だ
と
言
っ
て
お
き
た
い
と
思

う
。 

 


