
　

21
世
紀
初
め
の
現
代
は 

「
太
陽
の
季
節
」

か
ら
「
月
の
季
節
」
に
移
っ
て
い
る
と
、

シ
リ
ー
ズ
61
で
書
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で

今
か
ら
約
50
年
前
の
連
続
テ
レ
ビ
映
画
「
月

光
仮
面
」
は
、
勢
い
を
増
す
太
陽
の
文
化

に
対
抗
し
た
月
の
文
化
の
番
組
で
あ
っ
た

と
も
書
き
ま
し
た
。「
ど
こ
の

だ
れ
だ
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
、

誰
も
が
み
ん
な
知
っ
て
い
る

…
」
と
い
う
子
ど
も
の
声
の
主

題
歌
で
知
ら
れ
る
あ
の
番
組
で

す
。

　

そ
の
後
、
同
番
組
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ

や
関
連
の
本
を
当
た
っ
て
い
る

う
ち
に
、
昭
和
30
年
代
の
日
本

人
の
暮
ら
し
を
テ
ー
マ
に
し
た

最
近
の
大
ヒ
ッ
ト
映
画
「
Ａ
Ｌ

Ｗ
Ａ
Ｙ
Ｓ　

三
丁
目
の
夕
日
」

（
以
下
「
三
丁
目
の
夕
日
」）
に

も
、「
月
の
季
節
」
を
感
じ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
太
陽
の

光
で
あ
る
「
夕
日
」
を
タ
イ
ト

ル
に
使
っ
て
は
い
ま
す
が
、
こ

れ
も
月
の
文
化
を
反
映
す
る
作

品
だ
と
思
い
ま
す
。

�

�
�
�
�
昭
和
33
年

　

２
つ
の
作
品
を
関
連
づ
け
た

く
な
る
の
は
、東
京
タ
ワ
ー
（
高

さ
３
３
３
㍍
）
が
出
来
上
が
っ

た
「
昭
和
33
年
（
１
９
５
８
）」

と
い
う
時
代
と
大
き
く
関
係
し

て
い
る
た
め
で
す
。「
月
光
仮

面
」
の
テ
レ
ビ
放
送
が
始
ま
っ

た
の
が
そ
の
昭
和
33
年
で
す
。

２
回
目
で
は
、
建
設
途
中
の
東

京
タ
ワ
ー
の
足
組
み
が
背
景
に

映
っ
て
い
ま
す
。「
三
丁
目
の

夕
日
」
の
物
語
は
、
ズ
バ
リ
昭

和
33
年
を
時
代
舞
台
に
設
定

し
、
東
京
タ
ワ
ー
の
鉄
骨
が
積

み
重
な
り
だ
ん
だ
ん
と
で
き
て

い
く
シ
ー
ン
に
、
物
語
を
運
ぶ

役
割
を
担
わ
せ
て
い
ま
す
。

　

「
月
光
仮
面
」
で
面
白
い
な

と
思
っ
た
の
は
、
東
京
タ
ワ
ー

が
戦
後
日
本
の
復
興
と
高
度
経

済
成
長
を
象
徴
す
る
「
太
陽
の
季
節
」
の

建
築
物
な
の
に
、
そ
の
足
元
で
月
の
文
化

を
濃
く
に
じ
ま
せ
る
ヒ
ー
ロ
ー
が
活
躍
す

る
こ
と
で
し
た
。
当
時
、
テ
レ
ビ
と
い
う

メ
デ
ィ
ア
は
、
映
画
に
代
わ
っ
て
最
大
の

大
衆
メ
デ
ィ
ア
に
な
っ
て
い
く
と
き
な
の

に
、
太
陽
で
は
な
く
月
の
文
化
の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
が
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
に
ぎ
わ
す
。
時

代
を
象
徴
す
る
星
は
太
陽
な
の
に
、
月
に

ち
な
ん
だ
ス
ー
パ
ー
ヒ
ー
ロ
ー
を
テ
レ
ビ

が
世
に
送
り
出
し
た
て
い
た
こ
と
に
興
味

が
わ
き
ま
し
た
。
２
０
０
８
年
に
出
版
さ

れ
た
「『
月
光
仮
面
』
を
創
っ
た
男
た
ち
」（
樋

口
尚
文
著
、
平
凡
社
新
書
）
と
い
う
本
を

読
み
、
す
と
ん
と
落
ち
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。

�

�
寺
生
�
�
�
川
内
康
範
�
�

　

「
月
光
仮
面
」
の
物
語
は
、
歌
手
の
森
進

一
さ
ん
の
持
ち
歌
「
お
ふ
く
ろ
さ
ん
」
を

め
ぐ
る
騒
動
で
、
テ
レ
ビ
に
も
よ
く
映
っ

た
作
詞
家
の
川か

わ
う
ち
こ
う
は
ん

内
康
範
さ
ん
が
原
作
者
で

す
。
そ
の
川
内
さ
ん
は
お
寺
の
生
ま
れ
だ
っ

た
そ
う
で
す
。
月
光
仮
面
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

は
、
薬
師
如
来
の
脇
を
固
め
る
２
菩
薩
の

一
方
の
月
光
菩
薩
を
も
と
に
作
っ
た
そ
う

で
す
。「
月
光
仮
面
」
の
前
の
テ
レ
ビ
番
組

の
視
聴
率
が
あ
ま
り
か
ん
ば
し
く
な
か
っ

た
こ
と
か
ら
、
別
の
番
組
を
頼
ま
れ
た
川

内
さ
ん
が
、
悪
を
許
さ
な
い
ヒ
ー
ロ
ー
と

し
て
月
光
仮
面
の
ア
イ
デ
ア
を
出
し
ま
し

た
。

　

番
組
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
の
間
で
は
「
日

光
仮
面
」
と
い
う
ア
イ
デ
ア
も
検
討
さ
れ

ま
し
た
が
、「
月
光
仮
面
」
に
決
ま
り
ま

し
た
。
正
義
が
世
の
中
に
あ
ま
ね
く
広
ま

る
よ
う
に
と
い
う
意
図
に
説
得
力
を
持
た

せ
る
に
は
、
影
が
は
っ
き
り
で
き
て
し
ま

う
直
射
日
光
の
太
陽
よ
り
も
、
全
体
に
回

り
込
む
感
じ
が
す
る
月
の
光
の
方
が
向
い

て
い
た
と
も
言
え
ま
す
。

　

純
文
学
の
新
し
い
才
能
を
顕
彰
す
る
芥

川
賞
を
受
賞
し
た
石
原
慎
太
郎
さ
ん
（
現

東
京
都
知
事
）
の
小
説
「
太
陽
の
季
節
」

が
映
画
化
さ
れ
た
の
は
、「
月
光
仮
面
」
の

２
年
前
。「
太
陽
族
」
と
い
う
流
行
語
で
若

者
た
ち
が
大
手
を
奮
い
始
め
た
時
代
に
、

日
光
仮
面
で
は
な
く
月
光
仮
面
と
い
う

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
生
ま
れ
の
は
、
お
寺
出

身
の
川
内
康
範
さ
ん
と
い
う
作
家
の
存
在

が
大
き
く
関
係
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
シ

リ
ー
ズ
106
で
触
れ
た
よ
う
に
仏
教
と
月
は

と
て
も
相
性
が
い
い
の
で
す
。

�

�
戦
後
�
貧
�
�

　

「
三
丁
目
の
夕
日
」
の
物
語
は
繰
り
返
し

に
な
り
ま
す
が
、
月
光
仮
面
が
テ
レ
ビ
に

登
場
し
て
大
人
気
を
博
し
た
昭
和
33
年
を

ズ
バ
リ
取
り
上
げ
、
高
度
経
済
成
長
の
波

に
乗
ろ
う
と
し
て
世
の
中
が
活
気
づ
く
時

代
を
扱
っ
て
い
ま
す
。
映
画
の
中
で
は
テ

レ
ビ
の
「
月
光
仮
面
」
に
ち
な
ん
だ
シ
ー

ン
は
登
場
し
ま
せ
ん
が
、
東
京
タ
ワ
ー
近

く
の
界
隈
が
舞
台
。
東
北
か
ら
の
集
団
就

職
で
上
京
し
、
家
族
経
営
の
自
動
車
修
理

工
場
に
住
み
込
み
で
働
く
少
女
、
い
ず
れ

社
員
を
た
く
さ
ん
雇
い
自
社
ビ
ル
の
建
設

を
目
指
す
工
場
社
長
…
。
し
か
し
、
ま
だ

戦
後
の
貧
し
さ
が
あ
る
中
で
す
か
ら
人
々

の
哀
し
み
の
事
件
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま

す
。
何
度
も
泣
か
せ
る
映
画
で
す
。

　

芥
川
賞
を
目
指
す
向
か
い
の
駄
菓
子
屋

の
男
の
生
き
ざ
ま
に
も
、
物
語
を
運
ぶ
大

き
な
役
割
を
担
わ
せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も

石
原
慎
太
郎
さ
ん
の
「
太
陽
の
季
節
」
の

芥
川
賞
受
賞
が
社
会
に
巻
き
起
こ
し
た
反

響
の
大
き
さ
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

�

�
振
�
向
�
�
月
�

　

「
三
丁
目
の
夕
日
」
は
、
こ
の
よ
う
に
高

度
経
済
成
長
の
た
だ
中
、
つ
ま
り
「
太
陽

の
季
節
」
の
社
会
や
人
々
の
暮
ら
し
を
踏

ま
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
見
終
わ
る
と

「
月
の
季
節
」
を
感
じ
る
、
そ
の
わ
け
に
つ

い
て
で
す
。

�

夕
日
は
「
斜
陽
」「
落
日
」
な
ど
と
い
う

異
称
と
は
違
い
、
希
望
を
感
じ
さ
せ
る
光

で
す
。
生
き
る
哀
し
み
・
切
な
さ
も
感
じ

さ
せ
ま
す
。
闇
も
含
ま
れ
る
自
然
現
象
だ

か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
高
度
経
済
成
長
期

の
日
本
を
光
に
た
と
え
る
と
し
た
ら
、
地

平
線
か
ら
昇
り
、
輝
き
を
増
す
「
朝
日
」

と
感
じ
て
い
ま
し
た
が
、
生
き
る
哀
し
み

に
あ
ふ
れ
て
い
る
こ
の
映
画
を
見
て
、「
夕

日
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い

と
思
い
ま
し
た
。
一
方
の
月
の
光
で
す
が
、

「
月
影
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
月
光

は
光
と
闇
で
な
り
た
っ
て
い
る
た
め
、
闇

と
関
係
が
深
い
と
い
う
意
味
で「
月
」は「
夕

日
」
と
相
性
が
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
映
画
の
物
語
が
、
現
代
か
ら

昭
和
30
年
代
を
振
り
返
さ
せ
る
仕
掛
け
に

富
ん
で
い
る
の
も
、
月
の
季
節
を
感
じ
さ

せ
る
理
由
で
す
。
映
画
の
最
後
の
シ
ー
ン

が
特
に
印
象
的
で
す
。
主
人
公
た
ち
が
哀

し
み
の
事
件
を
一
通
り
解
決
し
、
東
京
タ

ワ
ー
の
向
こ
う
の
山
並
に
沈
も
う
と
す
る

夕
日
を
眺
め
な
が
ら
「
50
年
先
だ
っ
て
夕

日
は
き
れ
い
だ
よ
」「
ず
っ
と
そ
う
だ
と
い

い
ね
」
と
言
葉
を
交
わ
し
ま
す
。

　

「
五
十
年
先
」
と
い
う
の
は
現
代
の
こ

と
。
経
済
不
況
、
デ
フ
レ
、
雇
用
不
安
、

崩
壊
の
危
機
に
あ
る
地
域
共
同
体
…
希
望

の
あ
る
未
来
を
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
現
代

だ
か
ら
、
昭
和
30
年
代
の
日
本
の
社
会
を

も
う
一
度
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
メ
ッ

セ
ー
ジ
だ
と
思
い
ま
し
た
。
こ
の
シ
ー
ン

で
、
も
し
主
人
公
た
ち
が
後
ろ
を
振
り
向

い
て
い
た
ら
、
そ
こ
に
月
が
現
れ
て
い
た

か
も
し
れ
な
い
と
も
想
像
し
ま
し
た
。
写

真
は
２
つ
の
作
品
が
収
録
さ
れ
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ

の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
で
す
。

月

光

仮

面

か
ら

5 0
年
た
っ
た
太
陽

月の季節の映画「三丁目の夕日」
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