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定
有
堂
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン 

そ
の
二 

 

「
町
の
本
屋
と
い
う
物
語
ー
定
有
堂
書
店
の
43
年
」
か
ら 

           

個
人
に
と
っ
て
、
本
が
な
ぜ
快
楽
の
器
か
と
い
う
と
、
も
し
こ
の

社
会
の
中
で
、
な
お
個
別
性
を
生
き
よ
う
と
し
た
ら
、
本
を
選
ぶ
と

い
う
こ
と
の
中
に
、
顕
著
に
個
別
性
と
い
う
青
空
を
持
つ
こ
と
が
可

能
だ
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
冊
の
本
は
具
体
的
に
物
質
的

な
も
の
で
す
が
、
一
冊
の
本
を
選
ぶ
と
い
う
こ
と
は
観
念
的
な
こ
と

で
す
。
快
楽
と
い
う
も
の
は
観
念
的
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

本
屋
の
仕
事
は
、
本
を
並
べ
る
だ
け
で
す
。
本
を
並
べ
る
だ
け
で

す
が
、
そ
れ
は
、
何
か
観
念
的
な
も
の
を
、
形
に
置
き
換
え
て
い
る
、

と
い
う
気
が
し
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
（11

） 

   

書
店
の
個
性
化
と
い
う
の
は
、
読
者
（
顧
客
）
と
の
め
ぐ
り
あ
い

の
中
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
書
店
が
個
性
的
で
あ
る
の
は
、
読
者
と

と
も
に
物
語
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
（11

） 

  

本
の
中
の
話
で
す
が
、
あ
る
人
が
、
な
が
く
続
け
る
こ
と
、
そ
れ

自
体
、
大
切
な
こ
と
で
す
と
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
は

二
つ
大
切
な
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
は
そ
う
し
っ
か
り
と
思
え
る
人

が
、
ま
ず
何
人
か
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
、
集
ま
り
と
い

う
の
は
焚
き
火
の
よ
う
な
も
の
で
、
暖
か
い
か
ら
人
が
あ
た
り
に
く

る
。
で
も
、
あ
た
り
に
く
る
だ
け
で
、
薪
（
ま
き
）
を
一
本
ず
つ
で

も
置
い
て
行
か
な
い
と
消
え
て
し
ま
う
。
と
い
う
内
容
の
話
で
し

た
。
（12

） 

  

本
が
好
き
と
い
う
こ
と
と
、
本
を
並
べ
る
こ
と
が
好
き
と
い
う
、

そ
れ
だ
け
の
狭
い
世
界
の
中
で
、
い
つ
も
青
空
と
出
会
っ
て
い
る
、

と
思
う
と
楽
し
く
な
り
ま
す
。
本
の
中
で
自
分
を
探
し
、
自
分
を
生

き
る
。
本
を
並
べ
る
こ
と
の
中
で
、
身
震
い
す
る
よ
う
な
出
会
い
を

夢
み
る
。
本
の
神
話
か
ら
、
書
店
の
神
話
へ
と
張
り
渡
さ
れ
た
、
そ

ん
な
糸
の
よ
う
な
も
の
を
夢
み
て
、
毎
日
生
き
て
い
ま
す
。
（13

） 
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「
町
の
」
と
い
う
の
は
、
歩
い
て
い
る
と
な
に
げ
な
く
出
会
う
と
い

う
く
ら
い
の
意
味
だ
。
（13

） 

 

「
ど
こ
に
も
夢
が
な
か
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
夢
を
託
す
」
（14

） 

  

私
の
本
屋
は
「
定
有
堂
書
店
」
と
い
う
。
定
有
と
い
う
の
は
聞
き

な
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
〝
実
存
〞
と
い
う
の
と
ほ
と
ん
ど
同

じ
意
味
の
言
葉
だ
。
で
も
、
実
存
と
い
う
言
葉
の
持
つ
肯
定
的
な
響

き
と
は
ほ
ん
の
少
し
違
っ
て
、
「
何
か
と
て
も
か
な
わ
な
い
な
」
と

い
う
語
感
が
す
る
。ふ
と「
こ
の
夢
は
途
上
の
も
の
か
も
知
れ
な
い
」

と
い
う
感
じ
が
し
て
、
あ
る
時
期
好
き
だ
っ
た
言
葉
だ
。
（14

） 

 

本
屋
の
ミ
ニ
コ
ミ
的
人
間
関
係
っ
て
、
結
局
一
緒
に
本
を
読
む
と

こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
（15

） 

  

本
屋
っ
て
本
を
並
べ
る
だ
け
な
の
に
、
な
ぜ
飽
き
な
い
の
だ
ろ

う
、
と
思
っ
て
い
た
ら
、「
そ
う
か
、
実
は
人
が
好
き
だ
っ
た
ん
だ
」

と
、
今
ご
ろ
気
づ
い
た
。
〝
本
に
夢
を
託
し
た
人
間
〞
が
好
き
だ
っ

た
の
だ
と
。
（15

） 

 

読
者
と
い
う
生
き
方
は
、
い
つ
も
何
か
を
順
送
り
に
し
て
い
る
よ

う
な
気
が
す
る
。
（16

） 

 

表
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
意
味
さ
に
還
か
え
る
き
っ

か
け
を
探
し
求
め
て
い
た
。
（16

） 

 

「
本
の
中
に
し
か
事
件
は
息
づ
い
て
い
な
い
」
よ
う
に
思
え
た
。

（19

） 

 

自
分
の
好
き
な
本
に
託
し
て
自
分
の
世
界
を
語
る
こ
と
も
、
本
を

通
し
て
友
達
を
つ
く
る
こ
と
も
で
き
る
。
（19

） 

 

「
棚
は
い
く
ら
い
じ
っ
て
も
、
棚
だ
け
の
表
現
力
で
完
結
す
る
も
の

で
は
な
い
」
と
思
う
。
絶
対
的
な
棚
と
い
う
も
の
は
な
く
、
人
と
の

関
わ
り
の
中
で
し
か
生
き
て
こ
な
い
。
（20

） 

  

見
知
ら
ぬ
土
地
で
道
に
迷
っ
た
ら
、
誰
で
も
親
身
に
道
を
教
え
て

く
れ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
ご
と
と
は
思
え
な
い
類
（
た
ぐ
い
）
の
こ
と

だ
か
ら
だ
。
本
屋
の
仕
事
に
も
、
何
か
そ
れ
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る

よ
う
に
思
え
る
。
き
っ
と
「
本
」
に
、
特
別
な
〝
親
和
力
〞
が
あ
る

の
だ
ろ
う
。
本
に
関
す
る
と
、
「
ひ
と
ご
と
で
な
い
」
出
会
い
が
た

く
さ
ん
あ
る
。
（21

） 
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私
は
、
本
屋
の
仕
事
は
、
ほ
と
ん
ど
お
客
さ
ん
と
の
出
会
い
の
中

で
覚
え
た
。
お
客
さ
ん
の
中
に
は
町
の
書
店
人
と
親
し
く
さ
れ
て
い

る
方
が
多
く
、
彼
ら
か
ら
仕
事
の
や
り
方
を
間
接
的
に
教
わ
り
、
そ

こ
か
ら
い
ち
ば
ん
い
い
自
分
の
や
り
方
を
自
然
に
知
っ
た
。
お
出
入

り
先
も
、
お
客
さ
ん
か
ら
の
紹
介
の
積
み
重
ね
だ
っ
た
。
書
店
人
の

親
切
な
幾
人
か
は
、
仕
事
の
勘
所
を
教
え
て
く
れ
た
。
人
を
喜
ば
せ

る
本
の
並
べ
方
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
（22

） 

  

井
狩
さ
ん
は
、
本
を
並
べ
る
こ
と
に
力
を
尽
く
し
、
「
で
も
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
人
を
喜
ば
せ
る
と
い
う
方
に
究
め
な
け
れ
ば
だ
め
だ

よ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
（23

） 

 

長
く
続
け
る
よ
う
に
。
な
ん
と
な
く
や
る
よ
う
に
。
論
じ
な
い
よ

う
に
。
（24

） 

  

辻
々
に
本
屋
が
あ
っ
て
、
好
み
の
本
屋
で
顔
な
じ
み
に
な
る
。
読

者
が
一
代
限
り
な
よ
う
に
、
町
の
本
屋
も
一
代
限
り
だ
っ
た
り
し

て
、
そ
れ
で
も
け
っ
こ
う
町
角
や
辻
々
に
生
ま
れ
た
り
す
る
。
辻
で

出
会
う
の
は
魔
物
と
、
本
当
は
昔
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
。
そ
う
思
う

と
、
や
は
り
町
の
本
屋
っ
て
と
て
も
い
い
、
何
か
で
す
よ
ね
。（26

） 

  

い
ま
の
世
の
中
、
主
体
的
と
言
え
る
の
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
読

書
と
い
う
行
為
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
（27

） 

  

自
分
の
仕
事
を
振
り
返
っ
て
み
る
。
そ
れ
は
、
自
分
の
愉
し
み
を

振
り
返
っ
て
み
る
の
と
同
じ
意
味
だ
。 

 

本
屋
を
始
め
て
十
余
年
。
素
人
で
開
業
し
た
の
で
、
必
要
以
上
に

無
我
夢
中
で
、
無
駄
な
こ
と
も
た
く
さ
ん
し
た
。
で
も
、
そ
う
し
た

無
駄
な
こ
と
が
、
自
分
の
本
屋
と
い
う
仕
事
を
結
局
愉
し
い
も
の
に

し
て
し
ま
っ
た
。
思
え
ば
無
方
法
だ
っ
た
こ
と
が
、
一
番
良
い
こ
と

だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
近
道
を
す
る
必
要
は
全
然
な
い
の
だ
と
気
づ

い
て
し
ま
え
ば
、
本
屋
と
い
う
経
験
は
、
読
者
と
し
て
の
経
験
に
始

ま
り
、
読
者
と
し
て
の
経
験
に
終
わ
る
と
い
う
気
が
す
る
。
（27

） 

  

読
者
は
、
な
ぜ
あ
る
任
意
の
本
屋
を
好
き
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
こ

れ
は
、
本
屋
と
し
て
の
経
験
で
な
く
、
読
者
と
し
て
の
経
験
で
考
え

る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
（28

） 

 

自
分
で
選
ん
だ
読
者
像
を
勝
手
に
膨
ら
ま
せ
な
が
ら
、
並
べ
た
本

の
小
さ
な
工
夫
を
見
つ
け
て
も
ら
う
の
を
心
を
弾
ま
せ
て
待
っ
て

い
る
の
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
屋
の
日
々
の
よ
う
だ
。
（29

） 

  

小
さ
い
も
の
、
か
く
れ
た
も
の
に
は
、
こ
う
し
た
読
者
を
ひ
き
つ

け
る
親
和
力
が
あ
る
。
（30

） 
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「
ど
れ
で
も
あ
る
の
で
は
な
く
、
何
で
も
あ
る
」
（30

） 

  

本
屋
は
本
好
き
の
人
達
で
あ
ふ
れ
て
い
た
方
が
い
い
。
そ
し
て
、

本
好
き
ど
う
し
で
知
り
合
え
る
場
所
だ
っ
た
ら
も
っ
と
い
い
。（30

） 

  

長
い
間
つ
づ
く
の
は
、
き
っ
と
「
な
ん
と
な
く
」
や
っ
て
い
る
か

ら
だ
と
思
う
。
（31

） 

  

い
ま
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
あ
り
え
る
わ
け

で
は
な
い
。
（31

） 

 
 

 

書
店
を
業
と
し
て
興
す
と
き
、
た
ぶ
ん
私
は
、
本
を
も
う
読
ま
な

い
と
い
う
気
が
し
た
。
（33

） 

  

日
常
的
に
リ
ー
フ
通
信
を
生
活
の
枠
化
し
た
と
き
、
奇
妙
な
逆
転

の
も
と
に
、
文
章
こ
そ
が
追
体
験
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（34

） 

  

生
き
る
と
は
、
理
念
を
現
実
化
す
る
こ
と
の
他
に
は
な
い
。
こ
の

方
向
を
〈
倫
理
〉
と
い
う
。
（34

） 

 

 

総
力
と
い
う
意
味
は
、
本
屋
は
ス
ペ
ー
ス
の
み
の
延
長
、
展
開
で

は
そ
の
役
割
を
完
結
し
え
な
い
と
い
う
確
信
で
す
。
（37

） 

  

人
間
形
成
の
基
本
は
、
一
人
孤
立
し
て
本
を
読
む
だ
け
で
な
く
、

そ
の
自
己
修
練
を
踏
ま
え
て
人
と
交
わ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

（37

） 

  

書
店
も
ス
ペ
ー
ス
で
完
結
す
る
の
み
で
な
く
、
書
物
が
、
人
と
人

と
を
交
わ
ら
せ
る
べ
く
し
て
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
書
店
も
ス
ペ
ー
ス

を
超
え
て
、
人
と
人
と
の
中
に
役
割
を
見
出
（
み
い
だ
）
し
て
行
く

べ
き
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。
そ
の
了
解
を
称
し
て
総
力
的

で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
（37

） 

  

定
有
堂
は
、
業
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
或
（
あ
る
い
）
は
業
を
全

（
ま
つ
と
）
う
し
た
と
こ
ろ
で
、
ス
ペ
ー
ス
の
枠
を
超
え
る
、
と
い

う
課
題
を
追
求
し
て
き
ま
し
た
。
（37

） 

  

「
書
店
と
い
う
の
は
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
で
で
き
て
い
る
。
つ

な
が
り
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
が
自
分
の
仕
事
な
ん
だ
。
人
と
人
と

の
つ
な
が
り
が
キ
チ
ン
と
し
て
い
れ
ば
、
ど
ん
な
商
い
で
も
で
き
て

い
く
」
（37
） 
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お
互
い
の
孤
独
と
観
念
性
を
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
生
き
て
い

る
人
た
ち
が
、
そ
れ
で
も
何
ら
か
の
形
で
つ
な
が
ろ
う
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
言
葉
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
他
は
な
い
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

（39

） 

 
 

 

こ
こ
に
読
者
の
現
在
が
あ
る
、
と
い
う
信
念
（39

） 

  

そ
れ
が
す
べ
て
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
出
版
社
に
は
必
ず
潜
在
的

で
あ
れ
共
感
す
る
読
者
が
い
ま
す
。
Ｐ
Ｒ
誌
、
新
刊
ニ
ュ
ー
ス
な
ど

が
、
親
密
な
つ
な
が
り
を
温
め
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
書
店
に
で
き
る

の
は
こ
の
つ
な
が
り
を
で
き
る
だ
け
き
っ
ち
り
と
生
み
出
し
、
冷
さ

な
い
よ
う
に
持
続
す
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
（40

） 

 
 

 

若
い
と
き
に
、
本
を
読
む
の
が
好
き
で
、
他
に
何
も
望
ん
で
い
な

か
っ
た
ら
、
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
社
会
へ
出
て
飼
い
な

ら
せ
な
く
て
、
腰
く
だ
け
な
人
生
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
（41
） 

  

だ
か
ら
、
町
の
本
屋
は
、
皆
の
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
、
本
と
い
う
も

の
の
、
発
生
以
来
本
性
的
に
た
ず
さ
え
て
い
る
「
熱
狂
」
を
、
こ
の

町
の
中
で
、
な
ん
と
な
く
並
べ
つ
づ
け
る
。
こ
の
世
の
中
に
い
る
し

か
な
い
理
由
を
求
め
て
い
た
ら
、
人
文
書
の
豊
富
な
言
葉
が
、
こ
こ

に
も
あ
そ
こ
に
も
あ
る
ぞ
、
と
思
え
て
愉
し
い
。
（42

） 

 -------------------------------------------------- 

 

こ
の
町
の
中
で
本
を
扱
っ
て
生
き
る
、
と
い
う
の
は
、
不
思
議
な

こ
と
に
自
分
を
見
失
わ
な
い
場
所
の
よ
う
で
し
た
。
町
の
本
屋
と
い

う
世
界
で
す
か
ら
、
た
か
が
知
れ
た
世
界
で
す
。
で
も
こ
の
「
た
か

が
知
れ
た
」
と
い
う
の
が
、
実
に
よ
か
っ
た
よ
う
で
す
。
け
っ
こ
う

自
分
が
好
き
に
生
き
て
迷
惑
を
か
け
な
い
小
さ
な
世
界
だ
か
ら
で

す
。
（44

） 

  

私
の
「
本
屋
」
論
は
、
私
が
普
通
に
暮
ら
せ
る
場
所
と
い
う
と
こ

ろ
に
落
ち
つ
き
そ
う
で
す
。(46) 

  

小
さ
な
世
界
だ
か
ら
こ
そ
保
た
れ
た
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ア
ク
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
の
均
衡
だ
っ
た
。
（46

） 

   

読
者
は
一
冊
の
本
を
選
ぶ
こ
と
の
中
に
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
再
体
験
す
る
。
本
を
選
ぶ
こ
と
が
い
つ
も
、
こ
こ
に
は
な
い

自
分
に
立
ち
帰
り
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
場
所

は
や
は
り
、
ア
ジ
ー
ル
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の

だ
。
（48
） 
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「
本
の
情
報
」
は
、
本
屋
に
一
番
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。
（49

） 

  

工
夫
が
展
示
し
て
あ
る
舞
台
な
の
だ
。
（49

） 

  

「
い
や
、
本
の
仕
入
れ
と
…
…
、
う
ん
、
工
夫
の
仕
入
れ
か
な
」

（49

） 

 

地
方
版
で
書
評
を
す
る
こ
と
の
意
義
は
何
だ
ろ
う
。
郷
土
の
本
は

採
り
上
げ
て
い
な
い
。
「
身
近
な
」
と
こ
ろ
で
必
要
以
上
に
共
感
す

る
よ
り
も
、
書
物
で
考
え
る
こ
と
の
豊
か
さ
を
地
域
の
人
た
ち
と
共

有
し
た
い
と
望
ん
で
い
る
。
（50

） 

  

主
眼
は
、
読
者
が
本
屋
を
選
び
、
本
屋
が
読
者
を
選
ぶ
よ
う
な
、

同
じ
も
の
を
見
て
い
る
情
景
の
確
認
作
業
。
（50

） 

  

人
の
背
中
越
し
に
本
を
選
ん
で
い
る
よ
う
で
、
飽
き
る
こ
と
が
な

い
。
（50

） 

  

い
き
な
り
、
自
分
に
必
要
な
「
核
心
」
に
到
達
で
き
る
こ
と
だ
。

（51

） 

  

書
物
を
扱
う
本
屋
は
、
「
無
縁
」
に
近
し
い
（53

） 

  

本
屋
は
こ
の
自
分
の
「
展
望
」
を
じ
つ
は
売
っ
て
い
る
の
だ
。
本

好
き
が
し
ば
し
ば
現
実
を
逆
転
し
て
考
え
が
ち
な
よ
う
に
、
世
界
は

本
当
は
「
本
」
の
中
に
あ
る
な
ど
と
錯
覚
を
楽
し
ん
で
、
こ
の
「
展

望
」
を
温
め
、
い
じ
っ
て
い
る
本
屋
の
日
常
は
、
ま
る
で
「
本
の
世

界
」
の
王
様
の
よ
う
だ
。
（54

） 

  

私
の
話
は
、
本
が
好
き
だ
と
い
う
こ
と
と
、
本
が
好
き
な
人
た
ち

と
触
れ
合
っ
て
暮
ら
す
の
は
楽
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
終
始
す
る
の

で
、
ど
う
し
て
も
狭
い
。
（55

） 

 

趣
味
の
ハ
マ
リ
方
は
二
つ
あ
る
か
も
。
好
み
の
延
長
へ
広
が
る

か
、
好
み
へ
と
「
沈
没
」
す
る
。
（55

） 

  

い
っ
そ
書
店
と
本
屋
を
呼
び
分
け
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る

と
、
パ
ワ
ー
ゲ
ー
ム
か
ら
降
り
た
と
こ
ろ
で
ゆ
っ
く
り
歩
け
て
気
が

楽
に
な
る
。
（56

） 

  
語
れ
る
の
は
自
分
の
「
身
の
丈
」
の
こ
と
だ
け
（57

） 

  

町
の
本
屋
っ
て
何
だ
ろ
う
。
街
角
に
あ
る
か
ら
街
の
本
屋
か
？ 

そ
う
で
は
な
く
て
、
「
ま
ち
」
の
中
に
縮
む
か
ら
町
の
本
屋
だ
と
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思
う
。
む
し
ろ
「
縮
む
」
か
ら
町
の
本
屋
な
の
だ
と
思
う
。
（57

） 

  

町
の
本
屋
は
こ
の
「
私
事
」
に
縮
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
て
「
ま

ち
」
の
中
に
自
分
の
居
場
所
を
築
け
る
の
だ
と
思
う
。
（57

） 

  

「
本
」
そ
の
も
の
は
あ
ま
り
地
域
性
の
な
い
も
の
だ
け
ど
、
本
が

好
き
な
人
は
じ
つ
は
地
域
的
（
ロ
ー
カ
ル
）
に
読
む
。
（57

） 

  

本
を
読
み
合
う
環
境
が
身
の
回
り
に
失
わ
れ
て
き
て
い
る
か
ら

各
個
バ
ラ
バ
ラ
に
「
本
屋
」
に
辿
（
た
ど
り
）
つ
い
て
し
ま
う
。（58

） 

  

「
縮
む
」
こ
と
は
良
い
こ
と
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
文
化
の
古
層
か

ら
力
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
（59

） 

  

い
ま
町
の
本
屋
は
外
圧
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ど
う
い
う
カ
ウ
ン

タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
を
築
い
て
い
く
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思

う
。
（59

） 

 

『
伝
え
た
い
こ
と
』 

 

出
版
社
と
し
て
で
な
く
、「
本
の
小
売
り
」
と
し
て
作
っ
た
「
本
」

と
い
う
の
が
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

「
本
」
を
読
む
人
た
ち
の
十
分
な
納
得
を
尽
く
し
て
作
っ
た
本
で

す
。
周
囲
の
同
志
的
に
敬
慕
す
る
方
々
が
専
門
を
尽
く
し
、
遺
漏

の
な
い
索
引
も
付
し
た
、
「
本
」
そ
の
も
の
が
愛
情
あ
ふ
れ
る
装

幀
で
守
ら
れ
た
本
で
す
。 

 

 

著
者
は
、
こ
の
本
の
中
で
言
っ
て
い
ま
す
、
「
一
方
的
贈
与
と
い

う
他
者
信
頼
」
、
と
。
等
価
交
換
で
な
い
一
方
的
贈
与
と
い
う
人
と

人
と
の
関
わ
り
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
個
を
分
断
し
支
配
す
る
ワ
ナ

か
ら
救
出
す
る
こ
と
を
教
師
と
し
て
の
テ
ー
マ
と
し
、
自
由
な
人
と

人
と
の
交
歓
を
「
市
井
」
に
夢
み
た
人
で
す
。
「
地
域
」
と
は
、
そ

の
よ
う
な
人
と
人
と
の
「
あ
い
だ
」
幻
想
を
生
き
ら
れ
る
場
所
か
も

知
れ
ま
せ
ん
。
（62

） 

 -------------------------------------------------- 

  

「
身
一
つ
で
は
じ
め
る
」
（65

） 

  

構
想
の
中
心
は
、
売
場
が
ど
う
の
と
い
う
先
に
、
集
会
所
や
ミ
ニ

ホ
ー
ル
が
あ
っ
て
、そ
こ
で
何
を
や
る
、
と
い
う
抱
負
だ
っ
た
。（65

） 

  
ス
モ
ー
ル
な
本
屋
で
は
、
個
人
の
テ
イ
ス
ト
の
交
感
と
し
て
行
わ

れ
る
の
で
、
流
行
の
大
勢
（
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
）
と
し
て
よ
り
は
、

方
向
性
の
先
取
り
と
し
て
、
時
代
の
予
感
を
お
の
ず
と
予
知
さ
せ
る

こ
と
と
な
る
。
「
だ
か
ら
定
有
堂
で
は
、
ト
レ
ン
ド
が
テ
イ
ス
ト
と
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し
て
現
象
し
て
い
る
わ
け
だ
よ
ね
」
（68

） 

  

町
の
本
屋
は
、
小
さ
い
。
小
さ
い
か
ら
、
身
の
丈
で
生
き
る
こ
と

が
で
き
る
。
い
つ
も
、
人
に
教
わ
り
、
本
に
教
わ
る
。
（68

） 

   

書
店
は
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
だ
が
、
本
屋
は
そ
う
い
う
意
味
で
は

「
プ
ラ
イ
ド
」
の
世
界
な
の
だ
（70

） 

  

心
を
支
え
る
言
葉
は
、
「
運
・
鈍
・
根
」
だ
っ
た
。
（70

） 

  

商
い
と
し
て
の
本
屋
は
結
局
「
運
」
で
は
な
い
か
と
思
う
。
最
終

的
に
本
を
選
ん
で
買
っ
て
い
く
の
は
お
客
さ
ん
だ
し
、
自
分
に
で
き

る
こ
と
は
本
を
選
び
、
そ
の
選
ん
だ
本
を
選
ぶ
人
と
、
う
ま
く
出
会

え
る
か
ど
う
か
を
、根
気
よ
く
待
ち
つ
づ
け
る
し
か
な
い
。じ
つ
は
、

こ
の
「
待
ち
つ
づ
け
る
」
と
い
う
の
が
私
は
好
き
な
の
だ
。
小
さ
な

町
の
本
屋
の
仕
事
の
本
質
は
、
こ
の
愚
鈍
に
「
待
ち
つ
づ
け
る
」
と

い
う
一
点
に
こ
そ
あ
る
と
思
う
。
（70

） 

  

む
ろ
ん
「
本
」
と
い
う
商
品
が
、
非
近
代
的
な
「
贈
与
論
」
の
性

格
を
強
く
も
つ
か
ら
な
の
だ
。
（71

） 

 

 

た
ま
た
ま
興
奮
す
る
一
章
を
見
つ
け
た
。
「
個
人
シ
ョ
ッ
プ
」
と

「
百
貨
店
」
の
交
代
が
、
思
想
的
に
事
件
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。

個
人
シ
ョ
ッ
プ
で
の
シ
ス
テ
ム
は
、
売
り
手
と
客
の
間
に
一
定
の
人

間
関
係
（
精
神
的
繫
が
り
）
を
前
提
と
し
て
い
る
。
い
わ
ば
農
村
的

マ
ー
ケ
ッ
ト
の
商
行
為
の
延
長
上
に
あ
る
の
だ
。
百
貨
店
に
は
、
質

屋
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
全
く
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
品
物
が
寄

せ
集
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
は
「
事
物
と
の
馴
れ
合
い
か
ら
お
の
れ
を
剝
離
」
す
る
と

い
う
、
近
代
化
へ
の
離
陸
が
完
了
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
商
い
の
感

覚
」
の
変
容
が
思
想
的
に
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
。 

 

「
こ
れ
は
本
屋
と
書
店
の
構
造
的
景
観
が
一
目
瞭
然
に
俯
瞰
さ
れ

て
い
る
ぞ
」
と
と
て
も
興
奮
し
た
。
書
店
と
本
屋
の
「
職
能
」
の
違

い
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
、
大
き
な
ヒ
ン
ト
だ
と
思
っ
た
。（71

） 

  

本
屋
は
人
か
ら
「
運
」
が
も
た
ら
さ
れ
る
の
を
待
つ
。
書
店
は
「
自

分
の
活
動
内
容
に
対
す
る
完
全
な
無
関
係
性
」
に
よ
っ
て
、
「
全
く

完
全
に
純
商
業
的
」
と
な
る
。
書
店
が
ビ
ジ
ネ
ス
へ
往
（
い
）
く
路

な
ら
、
本
屋
は
ア
ー
カ
イ
ッ
ク
（
古
拙
）
な
も
の
へ
還
る
路
な
の
だ
。

（71
） 

  

本
屋
っ
て
、
本
棚
空
間
の
座
敷
わ
ら
し
か
も
知
れ
な
い
な
（72

） 
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巨
大
産
業
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
に
関
わ
る
こ
と
な
く
、
自
分
の
「
身

の
丈
」
か
ら
は
じ
め
る
道
を
探
し
つ
づ
け
る
。一
つ
の
結
論
と
し
て
、

「
自
営
」
「
小
さ
な
商
い
」
と
い
う
場
所
に
た
ど
り
着
く
。
（74

） 

  

何
よ
り
も
最
初
に
あ
っ
た
の
は
、
読
者
と
し
て
の
経
験
。
（74

） 

  

私
の
本
屋
の
話
は
、
結
局
出
会
っ
た
人
と
の
話
に
な
っ
て
し
ま

う
。
（75

） 

  

人
生
の
あ
る
と
き
、
立
身
し
て
生
き
る
か
、
そ
れ
と
も
「
自
分
ら

し
く
生
き
る
か
」
の
岐
路
に
立
つ
。
で
も
自
分
ら
し
く
生
き
る
に
は

才
能
が
い
る
。
芸
術
家
な
ん
か
そ
う
で
す
よ
ね
。
私
は
本
が
好
き
な

だ
け
で
才
能
も
な
い
。
で
も
好
き
な
本
か
ら
は
遠
ざ
か
り
た
く
な

い
。
そ
ん
な
時
、
「
本
を
商
う
」
と
い
う
選
択
肢
が
あ
っ
た
こ
と
が

と
て
も
う
れ
し
い
。 

 

「
小
さ
な
商
い
」
は
と
て
も
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
な
も
の
だ
。
こ
こ

が
始
ま
り
で
、
こ
こ
が
終
わ
り
と
い
う
性
質
の
、
さ
さ
や
か
だ
が
至

福
の
場
所
な
の
だ
。
（75

） 

  

店
内
を
い
ろ
い
ろ
い
じ
っ
て
、
あ
る
時
つ
い
に
や
る
こ
と
が
な
く

な
る
。
そ
ん
な
時
は
外
へ
出
る
。
遠
く
の
本
屋
を
た
く
さ
ん
歩
き
、

私
の
目
で
は
な
い
、
目
の
付
け
所
と
出
合
っ
て
く
る
の
だ
。
（76

） 

  

古
い
良
書
の
堆
積
層
と
い
う
感
じ
だ
。
面
白
い
の
が
、
ふ
と
新

刊
が
そ
の
中
に
輝
き
、
ま
わ
り
の
本
ま
で
意
味
あ
り
げ
に
押
し
出

し
、
量
を
質
に
転
化
さ
せ
て
て
、
圧
倒
さ
れ
た
。
私
は
あ
ま
り
に
整

然
と
棚
を
つ
く
り
す
ぎ
て
る
の
か
な
、
と
あ
や
う
く
自
信
喪
失
し
そ

う
に
な
っ
た
。
（78

） 

  

棚
の
分
野
が
個
別
的
に
別
々
の
人
を
待
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
ト

ー
タ
ル
に
一
人
の
読
者
の
す
べ
て
の
欲
望
に
放
た
れ
て
い
る
よ
う

で
、
そ
れ
は
独
特
な
魅
力
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
（78

） 

  

こ
こ
で
は
本
は
並
べ
て
あ
る
の
で
な
く
、
転
が
っ
て
い
る
の
だ
っ

た
。
う
ー
ん
、
本
は
雑
貨
だ
っ
た
の
か
ー
、
と
心
の
中
に
青
空
が
広

が
っ
た
。
（78

） 

 
 

 

出
版
社
の
人
は
、
一
つ
の
本
屋
の
棚
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
見
る
わ
け

で
な
い
の
で
、
品
揃
え
と
か
展
示
の
仕
方
で
印
象
を
決
め
る
。
で
も

考
え
て
み
れ
ば
読
者
は
毎
日
の
よ
う
に
棚
を
見
に
く
る
。
こ
こ
で
何

か
が
、
で
も
大
事
な
何
か
が
少
し
違
う
。 

 

棚
は
や
っ
ぱ
り
呼
吸
し
て
い
る
と
思
う
。
い
つ
も
変
化
し
て
い

る
。
（79
） 

 



 - 10 - 

 
で
も
、
す
べ
て
は
読
者
が
決
め
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
ん
な
深
読
み

か
ら
は
す
ぐ
に
目
覚
め
、
ま
た
読
者
の
視
線
に
帰
る
。
（80

） 

  

読
者
の
書
斎
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
、
店
頭
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
よ
う

で
面
白
か
っ
た
。
（82

） 

   

本
屋
を
や
っ
て
い
る
と
、
町
の
中
が
本
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
動
い

て
い
る
よ
う
な
気
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
の
だ

が
、
で
も
、
私
に
は
そ
ん
な
ふ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。 

 

鳥
取
と
い
う
町
の
た
た
ず
ま
い
が
、
そ
ん
な
気
に
さ
せ
る
の
だ
ろ

う
か
。
（84

） 

  

本
屋
っ
て
、
過
激
だ
な
。
本
を
商
う
こ
と
と
、
自
分
を
生
き
抜
く

こ
と
と
の
間
に
、
な
ぜ
か
皆
垣
根
が
な
い
と
思
え
る
の
だ
っ
た
。

（86

） 

  

本
屋
は
一
歩
引
い
た
と
こ
ろ
で
す
る
仕
事
だ
（87

） 

  

本
屋
は
「
本
」の
流
通
の
一
番
周
縁
で
営
ま
れ
る
。周
縁
に
は「
人
」

が
い
る
。
人
と
人
の
間
で
し
か
成
り
立
た
な
い
仕
事
だ
。
（88

） 

 
 

 

地
域
の
内
部
に
向
か
え
ば
、
人
の
仕
事
は
て
い
ね
い
に
な
る
。

（92

） 

 
 

 

「
本
」
は
ひ
と
を
親
密
に
す
る
。
（92

） 

  

「
本
」
自
体
が
、
人
と
人
、
地
域
と
地
域
を
触
れ
合
わ
せ
る
「
媒

介
者
」
（
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
）
な
の
だ
。
（92

） 

  

人
が
本
を
読
み
、
生
を
営
み
、
人
生
が
幻
だ
っ
た
と
思
う
逆
境
に

あ
っ
て
も
、
や
は
り
手
元
に
「
本
」
が
あ
る
。
本
屋
の
青
空
と
は
、

そ
ん
な
「
本
」
た
ち
と
と
も
に
あ
る
こ
と
の
喜
び
だ
と
思
う
。（93

） 

  

私
は
、
一
般
的
な
話
を
し
た
。
「
本
屋
」
を
ど
う
考
え
、
ど
う
営

ん
で
い
る
か
、
の
話
だ
。 

（
一
）
ま
ず
、
い
つ
も
受
け
身
で
い
る
こ
と
。
い
い
反
響
板
で
あ
り

た
い
。
な
に
せ
「
人
の
好
み
」
を
扱
う
仕
事
で
す
か
ら
ね
。 

（
二
）
リ
ア
リ
テ
ィ
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
軽
い
フ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
考
え
方
も
述
べ
た
。
例
え
ば
、
本
屋
は
一
見
し
て
、
こ
の
本

が
売
れ
る
か
売
れ
な
い
か
が
（
だ
い
た
い
）
わ
か
る
。
リ
ア
リ
テ
ィ

（
造
る
側
の
主
観
性
）
は
強
い
け
ど
、
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
読
者

と
の
共
感
性
）
が
虚
弱
だ
な
、
売
れ
な
い
よ
な
と
か
。 

（
三
）
仕
事
の
姿
勢
と
し
て
は
「
一
点
突
破
全
面
展
開
」
。
本
屋



 - 11 - 

は
小
さ
い
か
ら
い
つ
も
総
力
戦
。
と
い
っ
て
無
理
す
る
の
で
な
く
、

仕
事
を
い
つ
も
身
の
丈
に
と
ど
め
る
。
そ
し
て
、
何
が
一
番
肝
要
か

を
見
定
め
て
そ
こ
に
シ
フ
ト
を
切
り
替
え
る
。 

（
四
）
以
上
を
つ
づ
め
て
一
言
に
す
れ
ば
、
い
い
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を

保
て
る
よ
う
な
精
神
の
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
定
位
置
と
す
る
。（93

） 

 
 

目
利
き
と
「
受
け
身
」
と
い
う
の
は
、
同
じ
こ
と
の
よ
う
に
思
え

る
。
あ
、
こ
れ
は
私
の
個
性
の
中
心
核
か
も
知
れ
ま
せ
ん
ね
。
「
自

分
」
が
じ
ゃ
ま
を
し
な
け
れ
ば
、
い
い
も
の
に
出
会
え
る
（96

） 

  

読
書
に
ひ
た
っ
て
い
る
と
、
人
間
の
本
当
の
仕
事
は
、
「
自
分
自

身
の
人
生
を
生
き
抜
く
こ
と
」
だ
よ
な
、
と
い
う
気
持
ち
が
強
く
な

っ
て
く
る
。
（99

） 

  

な
ぜ
「
受
け
身
」
か
ら
は
じ
め
よ
う
と
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
た

い
し
て
力
が
な
い
の
に
、
力
以
上
の
こ
と
を
し
た
い
、
と
意
欲
し
て

い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

実
力
以
上
の
多
く
を
望
む
と
き
、
自
然
な
姿
勢
と
し
て
、｢

受
け

身
」
に
身
を
据
え
る
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
（100

） 

  

本
が
好
き
な
ら
本
屋
に
な
れ
る
か
。
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。
だ
か

ら
、
こ
こ
に
は
「
物
語
」
が
あ
る
。
（102

） 

 
 

 

利
休
は
、
拡
大
す
る
中
華
思
想
と
い
う
広
が
る
波
紋
と
の
接
触

反
応
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
に
備
わ
っ
た
小
の
美
を
は
じ
め
て
意
識

し
て
い
く
。
そ
れ
が
一
坪
に
き
わ
ま
る
待
庵
の
茶
室
だ
っ
た
の
だ
。 

  

初
心
に
は
「
青
空
」
が
あ
る
。
ア
ー
カ
イ
ッ
ク
（
古
拙
）
な
も
の

と
の
出
会
い
だ
。
ハ
ト
派
は
だ
か
ら
「
町
」
へ
帰
る
。 

 

私
も
品
揃
え
を
自
分
仕
様
に
し
て
い
る
一
人
だ
。
「
町
」
に
帰
ろ

う
と
し
て
い
る
。
ど
こ
か
で
売
れ
て
い
る
本
と
い
う
の
で
な
く
、
こ

の
町
の
こ
の
一
角
で
売
れ
て
い
る
本
に
戻
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

（111

） 

 
 

 

「
才
覚
」
と
い
う
も
の
は
「
同
時
代
的
な
気
分
」
を
土
台
に
花
開

い
て
い
る
も
の
だ
。
そ
の
気
分
が
変
わ
れ
ば
花
も
し
ぼ
ま
ざ
る
を
え

な
い
。
（113

） 

  

目
端
が
き
い
て
ど
こ
か
へ
住
み
替
え
る
の
も
定
石
だ
け
ど
、
で

も
、
ど
こ
へ
も
行
か
ず
、
こ
こ
に
居
座
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。（114

） 

   

「
読
者
」
の
原
型
と
、
ど
こ
で
出
会
う
の
だ
ろ
う
。
私
の
場
合
は

「
ミ
ニ
コ
ミ
」
だ
っ
た
。
（119

） 
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で
、
ふ
と
思
っ
て
み
た
。本
屋
を
引
退
し
た
ら
ど
う
す
る
だ
ろ
う
、

と
。
こ
う
い
う
こ
と
考
え
る
と
楽
し
く
て
、
つ
い
笑
み
が
浮
か
ぶ
の

だ
が
、
や
は
り
ミ
ニ
コ
ミ
好
き
は
変
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
「
定
有

堂
書
店
」
と
い
う
名
前
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ミ
ニ
コ
ミ
だ
け
は
延
々
つ

づ
く
。 

 

そ
ん
な
話
を
し
て
た
ら
、
家
人
が
、「
あ
、
そ
れ
っ
て
知
っ
て
る
。

バ
ー
チ
ャ
ル
書
店
っ
て
い
う
ん
で
し
ょ
う
」
と
い
い
合
い
の
手
を
入

れ
て
く
れ
た
。
（120

） 

  

つ
ま
り
、
「
エ
ン
ド
ユ
ー
ザ
ー
で
あ
る
読
者
の
立
場
か
ら
物
事
が

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
」
。
（122

） 

  

「
町
の
本
屋
」
は
御
用
聞
き
需
要
を
満
足
さ
せ
る
存
在
と
し
て
機

能
を
果
た
せ
る
も
の
の
み
が
生
き
の
び
る
。
（123

） 

 -------------------------------------------------- 

  

小
さ
な
町
の
本
屋
で
は
、
本
を
「
探
す
」
と
い
う
よ
り
、
本
と
「
戯

れ
る
」
と
思
っ
て
も
ら
っ
た
方
が
あ
り
が
た
い
。
本
好
き
の
店
が
選

ん
だ
「
本
の
現
在
」
。
そ
れ
を
体
験
し
て
も
ら
う
の
が
本
屋
の
醍
醐

味
（
だ
い
ご
み
）
で
あ
る
。
こ
う
い
う
形
態
を
セ
レ
ク
ト
シ
ョ
ッ
プ

と
い
う
ら
し
い
。
（128

） 

  

一
冊
の
本
は
、
人
の
思
い
で
売
れ
る
。
（129

） 

  

先
日
、
そ
ん
な
話
を
し
て
い
て
気
づ
い
た
。
「
な
ん
で
も
」
と
い

う
の
は
モ
ノ
の
量
を
い
い
、
「
ど
れ
で
も
」
と
い
う
の
は
人
を
中
心

に
考
え
た
品
ぞ
ろ
え
の
こ
と
だ
、
と
。
な
じ
み
の
お
客
が
喜
ぶ
も
の

は
「
ど
れ
で
も
」
並
べ
ま
す
よ
。
そ
れ
が
私
の
仕
事
。
（129

） 

  

既
成
の
レ
ー
ル
に
乗
っ
た
生
き
方
で
は
な
く
、
す
べ
て
が
自
分
一

人
か
ら
始
ま
る
術
（
す
べ
）
が
な
い
か
を
模
索
し
た
、
熱
い
時
代
だ
。

（130

） 

  

彼
は
「
個
性
を
捨
て
て
、
個
性
派
書
店
だ
ね
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。

（132

） 

   

町
の
本
屋
っ
て
、
集
落
社
会
に
み
ら
れ
た
売
買
の
心
意
気
に
通
じ

る
と
感
じ
る
。
（134

） 

  

定
有
堂
で
開
い
て
い
る
読
書
会
は
、
職
場
や
地
域
が
異
な
る
人
が

出
会
う
貴
重
な
ひ
と
と
き
だ
。
日
常
と
は
別
の
「
知
の
リ
ン
グ
」
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に
上
が
り
、
談
論
風
発
を
交
わ
し
合
う
。
心
地
よ
い
応
酬
が
あ
る
。

教
養
に
は
、
そ
う
し
た
高
揚
感
が
あ
る
。 

 

本
の
底
力
と
は
、
凍
え
て
居
着
き
が
ち
な
心
を
言
葉
で
駆
動
さ

せ
、
人
か
ら
人
へ
と
つ
な
げ
て
い
く
力
な
の
だ
と
思
う
。
（136

） 

  

情
報
共
有
の
圏
域
サ
イ
ズ
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
（141

） 

  

「
一
本
の
木
」
が
寄
り
集
ま
り
「
土
壌
」
を
準
備
す
る
の
が
目
的

だ
。
（142

） 

  

「
ゆ
る
い
ね
」
と
好
意
的
に
指
摘
さ
れ
た
。
読
書
サ
ー
ク
ル
が
長

命
な
の
も
「
ゆ
る
い
」
か
ら
だ
、
と
思
い
当
た
る
。
「
ゆ
る
い
」
と

い
う
の
は
「
応
え
す
ぎ
な
い
」
こ
と
だ
と
思
う
。
例
え
ば
テ
キ
ス
ト

の
内
容
解
釈
に
密
着
し
す
ぎ
な
い
。
読
書
会
に
「
結
論
」
を
つ
く
ら

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
話
題
が
そ
れ
て
行
こ
う
と
し
て
も
、
誰
も
レ

ー
ル
に
戻
そ
う
と
し
な
い
。
（142

） 

  

「
縮
小
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
大
事
な
の
は
、
自
分
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
「
身
の
丈
」
を
き
ち
ん
と
図
面
出
し
で
き
、
真

っ
直
ぐ
歩
け
る
か
ら
だ
。
最
近
、
友
人
に
「
リ
ン
グ
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
」

と
い
う
言
葉
を
教
わ
っ
た
。
輪
形
彷
徨
（
ほ
う
こ
う
）
だ
。
（143

） 

 

 

本
屋
が
い
ま
考
え
る
と
す
れ
ば
、
「
縮
小
」
の
イ
メ
ー
ジ
像
を

ど
う
結
ん
で
い
く
か
だ
。
小
冊
子
は
「
真
っ
直
ぐ
」
歩
む
た
め
の

道
標
だ
。
（143

） 

  

循
環
サ
イ
ク
ル
を
知
る
。
（143

） 

  

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
思
考
だ
。
（143

） 

 
 

 

出
口
に
つ
な
が
っ
て
い
る
路
だ
け
を
真
っ
直
ぐ
に
選
べ
ば
い
い

（144

） 

 

リ
ン
グ
ワ
ン
ダ
リ
ン
グ
は
、レ
ジ
リ
エ
ン
ス
と
い
う
道
標（
出
口
）

を
見
失
わ
な
け
れ
ば
抜
け
出
せ
る
。
（144

） 

  

「
本
の
ビ
オ
ト
ー
プ
」
が
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
の
道
標
と
い
う
の
が
、

定
有
堂
の
見
当
識
（
状
況
把
握
）
だ
。
真
っ
直
ぐ
歩
い
て
闇
を
抜
け

る
だ
け
の
話
だ
。
（144

） 

 

「
本
屋
」
は
、
雑
草
と
同
じ
よ
う
に
立
ち
上
が
る
必
要
は
な
い
。

定
有
堂
は
、
本
が
好
き
で
本
屋
を
は
じ
め
た
の
だ
か
ら
、
変
え
て
は

い
け
な
い
も
の
は
、
「
本
」
に
て
い
ね
い
に
関
与
す
る
と
い
う
こ
と

だ
。
こ
れ
は
自
己
言
及
性
の
よ
う
な
感
じ
も
す
る
。
本
が
好
き
だ
か
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ら
本
が
好
き
、
と
い
う
の
は
お
か
し
い
け
ど
、
「
学
び
系
」
と
い
っ 

て
み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
（144

） 

  

「
破
壊
さ
れ
た
も
の
は
、
環
境
だ
け
で
な
く
、
関
係
そ
の
も
の
」

な
の
だ
。
こ
の
「
関
係
」
の
サ
ン
ク
チ
ュ
ア
リ
を
守
る
の
が
「
本
屋
」

の
仕
事
な
の
だ
（144
） 

   

「
対
話
は
特
別
な
出
会
い
と
と
も
に
突
然
始
ま
る
」 

 

関
係
を
対
話
の
中
で
構
築
で
き
れ
ば
、
本
屋
は
そ
れ
を
リ
ン
グ
ワ

ン
ダ
リ
ン
グ
の
道
標
と
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
（146

） 

  

本
が
好
き
だ
か
ら
本
が
好
き
と
い
う
自
己
言
及
性
か
ら
離
れ
ら

れ
な
い
人
た
ち
だ
。
そ
の
自
己
認
識
を
「
学
び
系
」
と
呼
ん
で
み
た
。

（146

） 

  

自
分
た
ち
の
立
ち
位
置
は
、
周
回
遅
れ
の
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
だ
ね

（146

） 

  

こ
の
「
ゼ
ロ
」
地
点
が
大
切
な
の
だ
。
（146

） 

  

形
の
な
い
自
分
の
思
い
を
語
る
こ
と
は
難
し
い
。
で
も
自
然
や
本

に
つ
い
て
語
る
の
な
ら
少
し
楽
に
な
る
。
（147

） 

  

ビ
オ
ト
ー
プ
は
点
だ
。
で
も
存
続
す
る
た
め
に
は
、
種
子
を
受
け

と
め
る
も
う
一
つ
の
ビ
オ
ト
ー
プ
が
必
要
だ
。
だ
か
ら
カ
フ
ェ
の
中

に
も
本
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
に
片
寄
せ
て
見
た
も
の
を
語

る
。想
い
を
託
し
た
本
を
町
の
中
で
手
渡
し
つ
づ
け
る
と
、や
が
て
、

想
い
を
文
章
に
し
た
く
な
る
人
た
ち
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
循
環
に

町
の
文
化
の
車
輪
が
ひ
と
つ
動
く
。
（147

） 

 -------------------------------------------------- 

  

「
奇
想
の
本
屋
」 

 

奇
想
と
い
う
の
は
、規
範
か
ら
逸
脱
し
て
、自
分
の
執
念
の
赴（
お

も
む
）
く
ま
ま
に
作
り
上
げ
る
、
素
人
仕
事
の
域
を
出
な
い
性
質
の

も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
（151

） 

  

そ
の
人
の
「
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
（
作
業
仮
説
）
の
基
盤
の
よ
う

な
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
。
い
い
な
、
と
思
っ
た
ら
、
自
分
の
「
フ

レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
を
い
っ
た
ん
捨
て
て
、
そ
の
人
の
「
フ
レ
ー
ム
ワ

ー
ク
」
を
い
た
だ
い
て
、
自
分
の
一
つ
の
「
窓
」
に
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
「
窓
」
か
ら
、
「
本
」
の
仕
入
れ
の
コ
ー
ナ
ー
づ
く
り
が
広
が

っ
た
り
し
ま
す
。
私
に
と
っ
て
、
興
味
あ
る
人
、
と
い
う
の
は
、
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「
こ
れ
か
ら
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
？
」
と
い
う
人
で
す
。

（152
） 

  

本
屋
的
人
間
も
や
は
り
、
自
分
が
選
ぶ
、
並
べ
る
、
と
い
う
こ
と

の
周
辺
に
、
付
箋
を
付
け
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
付
箋

を
、
私
は
「
本
屋
ト
ー
ク
」
と
呼
ぶ
わ
け
で
す
。
（153

） 

 
 

 

「
書
店
」
の
メ
タ
レ
ベ
ル
と
し
て
「
本
屋
」
が
あ
る
、
と
思
っ
て

い
る
の
で
す
が
、
突
き
詰
め
て
考
え
る
と
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
あ
る

の
は
、
「
人
」
そ
の
も
の
が
、
メ
タ
レ
ベ
ル
と
し
て
浮
上
す
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
（154

） 

  

私
が
、
い
ま
話
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
本
屋
と
い
う
仕

事
に
つ
い
て
で
す
。
仕
事
を
語
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
他
人
が
聞
い

て
、
「
自
分
も
や
っ
て
み
た
い
な
」
と
思
う
よ
う
な
話
を
す
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。
「
仕
事
を
語
る
」
と
は
そ
ん
な
こ
と
で
は
な
い
か

と
、
私
は
思
い
ま
す
。
（154

） 

  

こ
の
「
本
」
が
好
き
で
始
め
て
、
「
本
」
が
好
き
な
の
で
、
取
り

巻
く
業
界
環
境
の
悪
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
続
け
て
い
る
、
と

い
う
こ
れ
だ
け
の
言
葉
に
、
私
の
本
屋
人
生
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
（155

） 

  

本
が
好
き
で
本
屋
を
続
け
る
。
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
れ
ば
、

大
変
恵
ま
れ
た
こ
と
だ
っ
た
ん
だ
な
、
と
自
分
の
幸
せ
な
巡
り
合
わ

せ
に
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。
（156

） 

  

人
の
「
窓
」
の
で
き
方
を
知
る
と
、
な
ん
と
な
く
そ
の
人
の
考
え

方
、
生
き
方
が
理
解
で
き
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

 

そ
の
人
の
「
生
い
立
ち
」
は
、
そ
の
人
の
人
生
の
付
箋
の
よ
う
な

も
の
で
す
。
注
意
書
き
、
但
（
た
だ
）
し
書
き
で
す
。
多
く
の
こ
と

を
物
語
り
、
説
明
し
て
く
れ
ま
す
。
（157

） 

  

日
販
さ
ん
の
視
点
で
物
事
を
考
え
る
、
と
い
う
方
向
だ
っ
た
と
思

い
ま
す
。
（158

） 

 

「
取
引
は
個
別
」
（158

） 

  

一
般
論
で
自
己
の
取
引
の
あ
り
よ
う
を
主
張
し
な
い
。
努
力
と
貢

献
の
積
み
重
ね
と
、
そ
の
上
に
立
っ
て
の
相
互
の
繁
栄
を
考
え
て
、

取
引
の
フ
レ
ー
ム
を
作
っ
て
行
く
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
個
別
」

だ
か
ら
こ
そ
許
さ
れ
た
ご
支
援
、
と
い
う
も
の
が
数
多
く
あ
っ
た
と

思
い
ま
す
。
（158

） 

 
 

 

関
心
そ
の
も
の
は
大
き
い
の
で
す
が
、
自
分
が
出
か
け
て
い
く
よ
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り
は
、
こ
の
一
・
五
キ
ロ
、
も
っ
と
狭
く
言
え
ば
、
定
有
堂
内
に
た

ず
ね
て
き
て
く
れ
た
人
と
、
深
く
関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
方
針

で
す
。
（159

） 

 

「
本
」
の
販
売
、
と
い
う
「
本
道
」
で
は
、
私
の
試
み
は
、
失
敗
の

積
み
重
ね
、
で
し
た
。
結
局
、
自
分
の
趣
味
と
い
う
「
脇
道
」
で
助

け
ら
れ
た
の
が
、
私
の
本
屋
人
生
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。

（163

） 

  

「
本
が
敵
（
か
た
き
）
」 

 

本
好
き
と
い
う
心
の
片
寄
り
で
、
ふ
ら
ふ
ら
し
て
い
て
、
道
を
踏

み
は
ず
す
、
と
い
う
こ
と
を
案
じ
て
の
言
葉
の
よ
う
で
し
た
。（163

） 

  

つ
ま
り
、
私
の
趣
味
は
、
「
本
」
を
読
む
、
「
本
」
に
つ
い
て
語

り
合
う
、
「
ミ
ニ
コ
ミ
」
を
作
る
、
こ
の
三
つ
で
す
。
（164
） 

 
 

 

本
好
き
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
ユ
ー
ト

ピ
ア
っ
て
何
？
」
と
聞
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
人
が
、
「
違

う
考
え
方
の
人
た
ち
が
、
楽
し
く
集
ま
っ
て
、
そ
し
て
決
し
て
争
わ

な
い
」
と
答
え
ま
し
た
。
本
屋
の
棚
空
間
っ
て
、
実
は
そ
う
で
す
よ

ね
。
（165

） 

 
 

 

「
本
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
世
界
を
つ
く
っ
て
き
た

人
た
ち
が
、
ま
さ
に
、
お
そ
る
お
そ
る
現
実
の
社
会
に
分
け
入
っ
て

行
こ
う
、
と
い
う
時
期
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
（165

） 

  

理
念
と
現
実
を
ど
う
す
り
合
わ
せ
る
か
？ 

（165

） 

  

こ
の
奥
田
さ
ん
と
い
う
人
の
周
り
に
い
る
と
、
き
っ
と
た
く
さ
ん

の
い
い
こ
と
に
出
く
わ
す
ぞ
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
（169

） 

  

「
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
い
う
と
、
先
行
き
を
長
期
的
に
見
通
す
力
、
で

す
が
、
「
ト
レ
ン
ド
」
は
、
過
去
の
文
脈
に
そ
っ
て
、
何
か
が
始
ま

ろ
う
と
す
る
直
前
の
「
動
向
」
を
読
み
取
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
？ 

（169

） 

   

挿
し
木
挿
し
木
で
繁
茂
し
た
雑
木
林
の
疲
弊
を
い
ま
一
度
、
「
実

生
（
み
し
よ
う
）
の
木
」
、
（
つ
ま
り
「
種
」
か
ら
）
植
林
し
よ
う

と
い
う
試
み
に
も
似
て
い
ま
す
。
（169

） 

  

「
底
力
」
は
、
小
さ
な
動
向
の
中
に
こ
そ
、
わ
か
り
や
す
く
存
在

す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

小
さ
な
本
屋
の
特
性
は
、
「
引
き
算
」
に
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
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せ
ん
。
「
身
の
丈
」
へ
の
引
き
算
で
す
。
小
さ
な
本
屋
は
、
時
代
の

中
で
、
で
き
な
い
こ
と
・
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
見
極
め
、
削
ぎ
落

と
し
て
い
き
ま
す
。
メ
ニ
ュ
ー
の
多
い
料
理
店
と
、
一
つ
の
得
意
料

理
で
、
一
点
突
破
で
生
き
抜
く
、
小
料
理
屋
の
違
い
で
し
ょ
う
か
。

（170

） 

  

「
引
き
算
」
…
…
多
種
多
様
な
も
の
を
用
意
す
る
こ
と
が
大
事
な

の
で
は
な
く
、
何
を
捨
て
る
か
。
こ
の
場
所
が
こ
の
場
所
で
あ
る
の

は
な
ぜ
か
？ 

そ
ん
な
と
こ
ろ
を
突
き
詰
め
る
と
こ
ろ
に
、
実
は
大

き
な
起
爆
点
・
成
長
点
が
あ
る
、
と
い
う
考
え
か
と
思
い
ま
す
。

（172

） 

  

小
さ
な
本
屋
は
、
余
計
な
も
の
を
削
ぎ
落
と
し
て
、
自
分
の
立
ち

位
置
へ
と
回
帰
し
て
い
き
ま
す
。
「
オ
リ
ジ
ン
」
な
も
の
、
「
ア
ー

カ
イ
ッ
ク
」
な
も
の
、
最
初
の
志
、
情
念
の
よ
う
な
も
の
を
、
見
出

せ
る
か
否
か
が
、
大
事
な
何
か
の
よ
う
で
す
。 

 

「
本
屋
ト
ー
ク
」
の
中
心
は
、「
分
類
」
よ
り
も
「
ア
ラ
カ
ル
ト
」
、

と
い
う
私
の
方
法
論
で
し
た
。
（172

） 

  

ほ
ん
の
つ
か
の
間
に
、
心
を
と
ら
え
、
心
を
拡
張
さ
せ
る
本
。
ビ

ジ
ュ
ア
ル
な
も
の
も
そ
う
で
す
し
、
身
近
な
暮
ら
し
を
肯
定
し
、
そ

し
て
輝
か
せ
る
、
セ
ン
ス
の
い
い
本
。
（174

） 

  

私
に
と
っ
て
の
「
展
示
」
と
は
、
そ
ん
な
、
過
剰
な
こ
と
を
せ

ず
に
は
お
ら
れ
な
い
、
「
本
」
と
そ
の
環
境
へ
の
愛
情
の
よ
う
な
も

の
で
す
。
（175

） 

  

「
あ
れ
も
こ
れ
も
」
で
は
な
く
、
「
こ
れ
と
こ
れ
」
で
す
。 

 

伏
し
目
が
ち
な
ロ
バ
の
ぬ
い
ぐ
る
み
に
心
惹
（
ひ
）
か
れ
て
、
店

内
に
足
を
踏
み
入
れ
て
く
れ
た
人
が
、
ロ
バ
さ
ん
の
た
め
に
も
何
か

買
っ
て
あ
げ
よ
う
、
と
思
っ
た
と
き
に
、
幅
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
ガ

ラ
ス
の
面
展
コ
ー
ナ
ー
に
横
一
列
に
並
ん
だ
本
の
中
か
ら
、
「
あ
、

こ
れ
、
私
の
た
め
に
置
い
て
あ
る
」
と
目
を
留
め
て
、
手
に
し
て
く

だ
さ
る
よ
う
な
、
「
こ
れ
と
こ
れ
」
で
す
。
（175

） 

 
 

 

小
さ
な
本
屋
の
店
内
は
、
棚
が
ひ
し
め
き
合
っ
て
い
る
の
で
、

「
窓
」
が
少
な
い
。
で
も
、
な
ぜ
か
、
「
青
空
」
を
感
じ
る
、
と
い

う
流
れ
の
話
で
す
。
（175

） 

  

つ
ま
り
、
自
分
の
ビ
ジ
ョ
ン
の
引
き
算
で
す
。
引
き
算
し
て
、
自

分
と
い
う
オ
リ
ジ
ン
に
戻
る
場
所
、
そ
れ
が
、
私
に
と
っ
て
の
カ
フ

ェ
空
間
で
す
。
（178

） 

  

で
も
、
あ
る
一
冊
の
本
に
出
会
っ
た
と
き
に
、
き
っ
と
「
我
に
返



 - 18 - 

る
」
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
本
屋
の
「
青
空
」
、
そ
し
て
、

本
屋
の
「
窓
」
だ
と
思
い
ま
す
。 

 

本
屋
の
店
内
と
は
、
人
が
自
分
の
オ
リ
ジ
ン
に
戻
れ
る
場
所
だ
と

思
い
ま
す
。
（179

） 

  

小
さ
な
感
情
の
さ
ざ
な
み
が
起
き
た
り
し
ま
す
。
（179

） 

  

自
分
に
と
っ
て
、
お
気
に
入
り
の
店
は
、
こ
の
窓
の
開
け
る
場
所

で
、
お
気
に
入
り
の
場
所
が
な
く
な
る
と
、
窓
も
消
え
る
の
だ
、
と

い
う
。
（180

） 

  

「
窓
」
か
ら
見
え
る
も
の
は
、
長
い
間
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
が
、

「
本
」
と
い
う
も
の
を
見
つ
め
て
き
た
、
人
間
の
想
い
と
記
憶
な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
本
」
の
底
力
の
一
つ
と
し
て
、
我
に

返
ら
せ
る
、
と
い
う
再
生
の
原
動
力
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
う
っ
か
り
す
る
と
簡
単
に
失
わ
れ
る
「
き
き

ょ
う
色
の
染
め
も
の
」
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
…
…
。

（181

） 

  

本
が
好
き
、
と
い
う
の
は
、
実
は
自
分
で
も
よ
く
説
明
の
つ
か
な

い
事
柄
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

好
き
な
こ
と
だ
け
し
た
い
、
と
引
き
算
し
つ
づ
け
た
ら
、
そ
こ
に

は
「
本
が
好
き
」
と
い
う
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
し
か
な
か
っ
た
、
と
い

う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

本
が
好
き
、
と
い
う
言
葉
で
、
一
種
し
り
込
み
し
な
が
ら
世
間
か

ら
後
退
し
て
い
く
。
こ
ぼ
れ
落
ち
る
寸
前
の
土
俵
際
に
、
も
う
一
度

後
ろ
足
を
支
え
て
く
れ
る
、
相
撲
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
徳
俵
」
の
よ

う
に
、
人
生
の
底
を
つ
い
て
、
な
お
立
ち
上
が
る
も
の
と
し
て
「
本
」

が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
所
で
「
本
」
に
出
会
っ
た
と
い
う
物
語
と
、

そ
し
て
本
を
読
む
だ
け
で
な
く
、
本
を
売
る
と
い
う
思
い
が
け
な
い

歩
み
を
始
め
、
歩
み
つ
づ
け
て
き
た
と
い
う
物
語
を
語
っ
て
み
ま
し

た
。
（182

） 

  

本
が
好
き
、
本
屋
が
好
き
、
本
屋
が
好
き
な
人
が
好
き
、
こ
れ
だ

け
だ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
（183

） 

   

ミ
ニ
コ
ミ
出
版
、
自
分
の
工
夫
で
本
を
集
め
る
、
そ
し
て
集
め
た

本
が
読
者
の
目
に
留
ま
り
、
そ
の
工
夫
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
、
そ
う

し
た
本
屋
の
中
の
本
に
は
じ
ま
る
小
さ
な
「
驚
き
」
、
そ
れ
を
称
し

て
「
本
屋
の
青
空
」
と
も
呼
ん
で
き
ま
し
た
。
本
に
は
じ
ま
る
と
こ

ろ
の
な
に
か
が
開
け
る
「
驚
き
」
は
、
語
り
合
っ
て
み
た
い
と
い
う

絆
を
生
み
出
し
ま
す
。
読
書
会
の
は
じ
ま
り
は
そ
ん
な
「
本
の
力
」

に
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
（183

） 
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「
身
の
丈
」
「
ビ
オ
ト
ー
プ
」
と
か
縮
小
・
縮
減
が
定
有
堂
の
生

息
域
・
テ
リ
ト
リ
ー
で
し
た
。
定
有
堂
の
身
の
丈
の
世
界
に
は
「
青

空
」
が
あ
り
、
「
こ
こ
か
ら
何
か
を
は
じ
め
よ
う
」
と
い
う
呼
び
か

け
は
じ
つ
に
簡
明
な
響
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、
青
空
は
生
成
変
化
の

中
へ
流
動
し
、
つ
ま
り
本
が
な
く
な
り
「
定
有
堂
を
知
ら
な
い
子
ど

も
た
ち
」
に
語
り
か
け
る
に
も
、
も
う
残
さ
れ
た
の
は
言
葉
だ
け
に

な
り
ま
し
た
。
（183

） 

  

「
小
さ
な
声
を
外
部
の
も
の
が
解
釈
す
る
と
別
の
も
の
に
な
る
」

（183

） 

  

「
初
発
衝
動
」
の
強
さ
と
い
う
も
の
が
小
さ
な
本
屋
で
は
大
事
で

す
。
「
や
り
た
い
か
ら
や
る
」
と
い
う
「
情
念
」
で
す
。
本
と
か
人

と
か
、
こ
の
「
情
念
」
に
共
鳴
し
て
く
る
も
の
が
あ
り
、
本
屋
が
形

成
さ
れ
ま
す
。 

身
の
丈
を
超
え
な
け
れ
ば
往
来
、
町
角
で
の
共
鳴
が
凝
縮
し
て

「
町
の
本
屋
」
と
い
う
も
の
が
誕
生
し
ま
す
。
こ
の
共
鳴
を
育
む
も

の
が
「
物
語
の
あ
る
本
屋
」
で
す
。 

本
屋
に
は
「
物
語
」
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
生
成
を
外

部
か
ら
見
る
と
「
個
性
的
本
屋
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。（189

） 

  

十
年
を
過
ぎ
る
と
持
続
す
る
た
め
に
は
「
個
性
」
を
超
え
た
も

の
に
な
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
（189

） 

  

賞
味
期
限
が
来
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
変
わ
る
し
か
あ
り
ま
せ

ん
。
十
年
ご
と
に
個
性
を
変
え
る
わ
け
で
す
。
で
も
そ
れ
は
「
本
」

と
い
う
「
身
の
丈
」
の
世
界
の
中
で
の
出
来
事
だ
と
考
え
ま
し
た
。

（190

） 

  

本
屋
を
営
む「
個
性
」
は
何
度
も
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
す
べ
て
は
本
屋
の
中
で
の
「
物
語
」
で
す
。
集
め
た
本
を
人

が
発
見
で
き
る
か
、
発
見
し
尽
く
さ
れ
た
ら
集
め
方
を
変
え
る
。
集

め
方
に
は
限
界
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
個
性
が
集
め
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、
集
め
た
本
を
組
み
替
え
さ
せ
る
よ
う
な
出
来
事
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
人
と
の
出
会
い
で
す
。
（190

） 

 

《
淡
雪
の
中
に
顕
（
た
）
ち
た
る
三
千
大
千
世
界
（
み
ち
お
ほ
ち
）

ま
た
そ
の
中
に
沫
雪
ぞ
降
る
》
（191

） 

  

淡
雪
が
消
え
て
沫
雪
が
残
る
と
い
う
個
性
の
果
て
（191

） 

  

「
読
書
」
に
追
い
越
さ
れ
る
（191

） 
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本
屋
の
中
に
入
れ
子
構
造
的
に
あ
っ
た
サ
ー
ク
ル
、
そ
し
て
ミ
ニ

コ
ミ
誌
と
い
う
の
は
一
体
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
淡
雪

と
沫
雪
に
た
と
え
ら
れ
る
よ
う
な
光
景
だ
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま

す
。 

 

淡
雪
は
消
え
、
沫
雪
は
残
り
ま
し
た
。
（192

） 

 -------------------------------------------------- 

  

本
が
好
き
だ
か
ら
好
き
と
い
う
世
界
に
は
、
欲
望
は
あ
り
ま
す
が

目
的
も
対
象
も
あ
り
ま
せ
ん
。
（208

） 

  

本
が
好
き
で
、
そ
れ
故
人
生
の
一
歩
が
な
か
な
か
踏
み
出
せ
な
か

っ
た
と
い
う
経
験
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
目
的
も
な
く
ひ
た
す
ら
本

に
耽
溺
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
の
が

日
常
の
暮
ら
し
と
い
う
も
の
で
す
。
本
を
読
む
の
は
楽
し
い
、
で
も

そ
の
楽
し
さ
が
所
を
得
る
の
は
稀
有
な
こ
と
で
す
。
（208

） 

  

本
が
好
き
、
い
つ
ま
で
も
解
答
を
与
え
て
く
れ
な
い
か
ら
本
が
好

き
。
（209

） 

 

こ
の
よ
う
な
巡
り
合
わ
せ
で
生
き
る
人
の
こ
と
を
「
本
好
き
」
と

い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
（209

） 

  

本
屋
的
人
間
と
い
う
の
は
「
い
の
ち
」
を
使
い
切
る
、
そ
の
手
立

て
と
し
て
「
本
」
し
か
思
い
つ
か
な
か
っ
た
人
の
こ
と
で
す
。 

 

自
分
を
変
え
ら
れ
る
本
に
出
合
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
ん
な
こ
と
の
す
べ
て
を
忘
れ

た
頃
に
立
ち
現
れ
る
本
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
衝
撃
の
一
冊
。
町
の
本

屋
の
風
景
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
（209

） 

   


