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な
り
う
る
わ
け
で
す
が
、
文
学
の
「
魅
力
」
と
い
う
の
は
存
在
し

て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
も
の
で
、
研
究
対
象
と

は
な
り
え
な
い
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
雪
が
降
る
と
か
、
あ
い

の
風
が
吹
く
と
い
う
現
象
は
、
自
然
科
学
の
研
究
対
象
に
な
り
う

る
わ
け
で
す
が
、
雪
や
風
の
「
魅
力
」
と
い
う
の
は
研
究
対
象
に

な
り
え
な
い
の
と
同
じ
で
す
。
で
す
の
で
、
私
は
研
究
者
と
し
て

は
中
島
敦
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
語
っ
て
き
た
つ
も
り

で
す
が
、「
魅
力
」
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、

そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
い
の
か
な
、
と
い
う
気
も
す
る
ん
で
す

ね
。

　

実
は
文
学
作
品
の
「
魅
力
」
を
語
る
こ
と
を
仕
事
と
す
る
人
は

別
に
い
て
、
文
芸
評
論
家
と
い
う
の
が
、
そ
れ
に
当
た
り
ま
す
。

一
昔
前
だ
と
中
村
光
夫
と
か
、
江
藤
淳
と
か
、
有
名
な
人
が
い
ま

し
た
ね
。
作
家
で
も
創
作
の
か
た
わ
ら
、
そ
う
い
う
仕
事
を
す
る

人
も
い
ま
す
ね
。
三
島
由
紀
夫
な
ど
は
ず
い
ぶ
ん
作
家
に
つ
い
て

書
い
て
い
ま
し
た
し
、
池
澤
夏
樹
な
ど
も
評
論
家
と
し
て
の
仕
事

　

本
稿
は
、
二
〇
二
〇
年
三
月
一
日
、
富
山
県
の
高こ

志し

の
国く
に

文
学
館
に

お
い
て
「
中
島
敦
文
学
の
魅
力
」
と
い
う
題
で
講
演
し
た
内
容
の
一
部

を
元
に
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
拙
稿
「「
山
月
記
」
を
読
む
」

（「
中
央
大
学
文
学
部
紀
要　

言
語
・
文
学
・
文
化
」
一
二
一
号
、
二
〇

一
八
年
二
月
）の
補
足
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

今
日
は
、
高
志
の
国
文
学
館
の
方
か
ら
の
依
頼
も
あ
り
ま
し
た

の
で
、「
中
島
敦
文
学
の
魅
力
」
と
い
う
題
で
お
話
し
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
前
半
は
有
名
な
「
山
月
記
」
を
取
り
上
げ
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
私
は
こ
う
い
う
題
で
論
文
を
書
こ
う
と
か
、
講
演

し
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
「
中
島
敦
文
学
の

魅
力
」
と
い
う
題
は
、
研
究
論
文
の
題
と
し
て
は
ま
ず
あ
り
得
な

い
も
の
で
、
研
究
者
と
し
て
こ
の
題
で
講
演
す
る
こ
と
も
、
依
頼

で
な
い
限
り
考
え
な
い
で
し
ょ
う
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
い
ま

す
と
、
研
究
者
は
対
象
を
客
観
的
に
分
析
す
る
の
が
仕
事
で
し
て
、

書
か
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
文
学
作
品
は
研
究
対
象
に

「
山
月
記
」
の
魅
力

山　

下　

真　

史
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し
て
パ
ラ
オ
に
行
っ
た
と
き
に
、
八
歳
と
一
歳
の
息
子
さ
ん
に
宛

て
て
、
絵
は
が
き
を
毎
日
の
よ
う
に
出
し
て
い
ま
す
。
封
書
も
含

め
て
、
全
部
で
八
一
通
が
現
存
し
て
い
て
、
神
奈
川
近
代
文
学
館

に
保
管
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
、
去
年
、
こ
の
南
洋
か
ら
息
子
さ

ん
に
宛
て
た
絵
は
が
き
と
、
息
子
さ
ん
か
ら
敦
に
出
し
た
手
紙
を

オ
ー
ル
カ
ラ
ー
で
収
録
し
て
、
解
説
を
付
け
た
本
を
出
し
ま
し
た
。

『
中
島
敦
の
絵
は
が
き
』
と
い
う
題
で
、
神
奈
川
近
代
文
学
館
で

販
売
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
の
を
読
み
ま
す
と
、
子
供
へ
の
愛

情
あ
ふ
れ
る
中
島
敦
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
私
の
友
人
に
は
、

こ
の
絵
は
が
き
を
読
ん
で
中
島
敦
は
こ
ん
な
人
だ
っ
た
ん
だ
と
見

直
し
た
と
い
う
人
も
い
ま
す
し
、
中
に
は
涙
し
た
と
い
う
人
も
い

る
く
ら
い
で
、
敦
の
人
間
的
な
魅
力
が
窺
わ
れ
ま
す
。
絵
は
が
き

は
原
寸
大
で
収
録
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
活
字
に
し
て
し
ま
う
と

分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
敦
の
心
遣
い
な
ど
が
感
じ
取
れ
る
で

し
ょ
う
。
こ
う
い
う
の
を
お
読
み
い
た
だ
く
と
人
間
的
な
魅
力
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

一　
「
山
月
記
」
の
評
価

　

さ
て
、
本
題
に
移
り
ま
し
ょ
う
。「
山
月
記
」
は
、
す
で
に
お

読
み
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
を
紹
介
す
る

の
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
最
初
に
当
時
の
評
価
に
つ
い
て

お
話
し
し
ま
す
。
こ
の
作
品
は
、
中
島
敦
の
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
と
な

っ
た
も
の
で
、「
文
学
界
」
と
い
う
雑
誌
の
昭
和
一
七
年
二
月
号

が
結
構
あ
り
ま
す
。
作
家
を
含
め
た
文
芸
評
論
家
は
、
あ
る
作
品

に
ど
う
い
う
魅
力
が
あ
る
か
を
語
る
の
が
主
な
仕
事
で
す
。
古
典

の
作
品
で
も
、
今
に
通
じ
る
魅
力
と
か
、
逆
に
今
の
時
代
に
な
い

魅
力
と
か
を
説
明
し
て
、
現
代
の
人
々
に
作
品
を
紹
介
し
て
い
く

の
が
仕
事
で
し
ょ
う
。
で
す
の
で
、「
中
島
敦
文
学
の
魅
力
」
と

い
う
の
は
、
研
究
者
が
話
す
こ
と
じ
ゃ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。
も
っ
と
も
、
で
は
、
私
が
中
島
敦
の
文
学
に
魅
力

を
感
じ
て
い
な
い
か
と
言
え
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
て
、
お
そ

ら
く
人
一
倍
魅
力
を
感
じ
て
い
て
、
一
番
魅
力
に
つ
い
て
語
れ
る

人
間
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
を
直
接
話
す
こ
と
は
し

な
い
と
い
う
の
が
、
研
究
者
の
た
し
な
み
な
ん
で
す
。
自
制
が
働

く
と
言
い
ま
す
か
…
…
。
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
歳
を
と
っ
て
く
る

と
、
そ
う
い
う
自
制
心
が
効
か
な
く
な
っ
て
き
て
、
ま
あ
い
い
か
、

と
い
う
よ
う
な
気
に
も
な
っ
て
き
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
今
日
は

半
分
、
研
究
者
と
い
う
立
場
を
離
れ
て
、
評
論
家
的
な
話
も
す
る

と
い
う
こ
と
で
、
お
許
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　

中
島
敦
の
文
学
の
魅
力
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
前
に
、
人
間
・

中
島
敦
の
魅
力
に
も
ち
ょ
っ
と
だ
け
触
れ
て
お
き
ま
す
。
中
島
敦

は
、
子
供
の
時
か
ら
成
績
優
秀
で
、
大
変
頭
の
い
い
人
で
す
し
、

文
章
は
難
し
い
漢
字
が
多
く
て
、
取
っ
つ
き
に
く
い
と
い
う
か
、

気
難
し
そ
う
な
人
に
も
思
え
ま
す
が
、
結
構
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
人

で
す
。
ま
た
、
子
供
思
い
の
人
で
も
あ
っ
て
、
南
洋
庁
の
役
人
と
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大
半
は
こ
こ
に
基
づ
く
と
思
は
れ
た
が
、
こ
の
二
つ
の
短
篇

を
貫
く
作
者
の
人
生
観
め
い
た
思
想
は
こ
れ
と
反
対
に
殆
ど

子
供
つ
ぽ
い
と
い
へ
る
ほ
ど
若
々
し
く
、
こ
の
い
は
ば
技
巧

の
老
成
と
心
情
の
稚
気
の
奇
妙
な
結
合
が
、
作
者
が
独
自
の

夢
を
織
る
原
動
力
で
あ
り（
略
）

　

中
村
は
、
文
章
が
老
成
し
て
い
る
一
方
、
小
説
か
ら
窺
え
る
思

想
は
子
供
っ
ぽ
く
、
そ
の
結
合
が
魅
力
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
褒

め
て
い
る
の
か
貶
し
て
い
る
の
か
、
ち
ょ
っ
と
曖
昧
な
書
き
方
で

す
ね
。

　

も
う
一
つ
、
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
昭
和
一
七
年
上
半
期
の
芥

川
賞
の
選
評（「
文
藝
春
秋
」
昭
和
一
七
年
九
月
）で
す
。
中
島
敦

の
「
光
と
風
と
夢
」
は
候
補
作
の
一
つ
で
し
た
が
、
こ
の
回
は
該

当
者
な
し
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
の
選
評
に
、「
古
譚
」
に
触

れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
選
考
委
員
の
瀧
井
孝
作
は
「
衒
学

的
な
く
さ
味
が
あ
つ
て
ど
う
も
好
き
に
は
な
れ
な
か
つ
た
」
と
述

べ
て
い
ま
す
。
小
島
政
二
郎
は
「
こ
れ
は
な
か
な
か
面
白
い
。
し

か
し
、
芥
川
賞
に
推
薦
す
る
程
の
「
小
説
」
で
は
な
い
。」
と
述

べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
宇
野
浩
二
は
「
細
工
が
あ
り
す
ぎ
る
」
と

言
い
、「
題
材
は
変
つ
て
ゐ
る
け
れ
ど
、
書
き
方
は
、
凝
つ
て
ゐ

る
や
う
で
、
下
手
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
宇
野
浩
二
は
ど

の
作
家
に
対
し
て
も
だ
い
た
い
い
つ
も
辛
辣
な
ん
で
す
け
ど
…
…
。

で
も
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
宇
野
浩
二
の
だ
ら
だ
ら
し
た
文
章
よ

に
「
文
字
禍
」
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。「
古
譚
」
と
い
う

総
題
の
元
に
、
二
つ
の
作
品
が
同
時
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

そ
の
当
時
の
評
価
は
、
ど
っ
ち
の
作
品
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の

か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ら
を
見
て
み
ま
し

ょ
う
。

　

一
番
早
い
文
芸
時
評
は
、
雑
誌
「
三
田
文
学
」
の
昭
和
一
七
年

三
月
号
の
無
署
名
も
の
で
す
。

中
島
敦
の
「
古
譚
」
は
、
近
頃
の
が
さ
つ
な
文
壇
に
は
珍
ら

し
い
理
智
的
な
作
品
で
あ
つ
て
、
そ
れ
だ
け
目
立
つ
て
見
え

る
。
し
つ
か
り
し
た
ね
れ
た
筆
致
で
気
品
が
あ
り
、
悪
ふ
ざ

け
で
な
い
面
白
さ
を
持
つ
て
ゐ
た
。

　

こ
の
評
者
は
、「
理
智
的
」
と
か
「
気
品
」
と
か
い
う
言
葉
で

評
し
て
い
ま
す
。
今
風
に
言
え
ば
、
格
調
の
高
い
文
章
と
い
う
よ

う
な
意
味
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
敦
の
東
大
時
代
の
少
し
後
輩
に
当
た
る
中
村
光
夫
は

「
子
供
と
芸
術
家
と
夢
」（「
日
本
図
書
新
聞
」
昭
和
一
七
年
五
月
一

一
日
）で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

そ
の
文
章
に
は
今
日
の
青
年
作
家
に
稀
に
見
る
一
種
蒼
勁
と

形
容
し
た
い
ほ
ど
の
簡
潔
な
落
着
き
が
あ
り
、
そ
れ
が
題
材

の
古
め
か
し
さ
と
巧
ま
ず
に
調
和
し
て
「
古
譚
」
の
魅
力
の
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す
。
内
容
的
に
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
に
、
表
現
が
優
れ
て

い
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
と
聞
か
れ
る
と
、
そ
れ
は

感
じ
る
こ
と
だ
、
と
答
え
る
し
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
文

の
長
さ
と
か
、
漢
語
と
和
語
の
割
合
と
か
、
数
値
化
す
る
こ
と
も

出
来
ま
す
が
、
数
値
化
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
良
さ
や
感
銘
の
理

由
を
説
明
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
表
現
の
善
し
悪
し
と

い
う
の
は
、
客
観
化
し
て
説
明
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
で
す

の
で
、
研
究
者
と
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
話
し
づ
ら

い
の
で
す
が
、
今
回
は
あ
え
て
表
現
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
み
ま

し
ょ
う
。

　

ち
ょ
う
ど
「
山
月
記
」
の
「
現
代
語
訳
」
と
い
う
よ
う
な
本
が

最
近
出
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
の
本
と
い
う
の
は
、
二
〇
一
九
年
三
月
一
五
日
に
角

川
つ
ば
さ
文
庫
か
ら
出
た
本
で
、『
山
月
記
・
李
陵
』
と
い
う
題

で
す
。
奥
付
に
は
「
中
島
敦
／
作
、T

obi

／
絵
」
と
書
い
て
あ

っ
て
、
そ
の
一
頁
前
に
は
、「
こ
の
作
品
は
、
新
字
・
新
か
な
づ

か
い
を
採
用
し
た
角
川
文
庫
版
『
李
陵
・
山
月
記
』（
昭
和
43
年
9

月
刊
）を
も
と
に
し
、
漢
字
に
ふ
り
が
な
を
ふ
り
、
一
部
読
み
や

す
い
よ
う
に
表
現
を
書
き
か
え
た
り
、
改
行
や
読
点
を
増
や
し
ま

し
た
。」
と
い
う
注
記
が
あ
り
ま
す
。
本
来
は
誰
が
書
き
か
え
た

の
か
を
明
記
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の
注
記
は
あ

り
ま
せ
ん
。
編
集
部
で
や
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
が
、

中
島
敦
は
、
著
作
権
が
切
れ
て
い
る
か
ら
、
勝
手
に
や
っ
た
ん
で

り
中
島
敦
の
方
が
上
手
だ
と
思
い
ま
す
け
ど
ね
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
も
、
こ
う
い
う
評
価
を
見
ま
す
と
、「
山
月

記
」
は
発
表
当
時
は
さ
ほ
ど
高
く
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
窺

え
ま
す
。
し
か
し
、
中
村
光
夫
の
評
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
章

の
魅
力
は
当
時
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

二　

表
現
の
魅
力

　

と
こ
ろ
で
、
一
般
に
文
学
作
品
の
魅
力
と
い
う
の
は
、
ど
う
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
、
と
考
え
る
に
、
大
き
く
二
つ
に
分
け
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
一
つ
は
内
容
、
一
つ
は
表
現

で
す
。
内
容
は
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
の
仕
方
や
主
題
の
掘
り
下
げ

方
な
ど
で
、
表
現
は
言
葉
の
選
択
や
一
つ
一
つ
の
文
の
書
き
方
で

す
。
厳
密
に
言
え
ば
、
内
容
と
表
現
は
分
け
ら
れ
な
い
と
も
言
え

る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

芝
居
で
言
え
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
が
内
容
、
役
者
の
演
技
も
含
め
た

舞
台
が
表
現
に
当
た
る
と
考
え
れ
ば
、
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う

か
。
歌
舞
伎
は
、
新
作
歌
舞
伎
を
別
に
す
れ
ば
、
ス
ト
ー
リ
ー
に

魅
力
を
感
じ
て
観
に
行
く
人
は
少
な
い
わ
け
で
、
歌
舞
伎
の
魅
力

は
ほ
と
ん
ど
、
役
者
に
か
か
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ

う
。

　

私
は
、
小
説
の
善
し
悪
し
は
、
実
は
、
内
容
よ
り
表
現
の
善
し

悪
し
の
方
が
大
き
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
で
は
、
具
体
的

に
ど
こ
が
ど
う
優
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
の
は
難
し
い
問
題
で



― 65 ―

れ
た
。

　

し
か
し
、
ひ
と
り
よ
が
り
な
性
格
で
、
自
尊
心
も
高
く
、

こ
の
地
位
で
納
得
す
る
こ
と
を
良
し
と
し
な
か
っ
た
。

　

一
文
ご
と
に
改
行
し
、
総
ル
ビ
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

「
現
代
語
訳
」
は
変
な
と
こ
ろ
が
沢
山
あ
り
ま
す
。「
性
、
狷
介
、

自
ら
恃
む
所
頗
る
厚
く
」
と
い
う
と
こ
ろ
の
「
狷
介
」
は
「
ひ
と

り
よ
が
り
」
と
直
し
て
ま
す
が
、
こ
こ
は
「
頑
固
」
く
ら
い
が
適

当
で
し
ょ
う
。
ま
た
、「
自
尊
心
も
高
く
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、

「
頗
る
」
は
訳
し
忘
れ
た
よ
う
で
す
。
ま
、
こ
の
手
の
お
か
し
な

箇
所
は
、
他
に
も
沢
山
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
る

と
切
り
が
な
い
の
で
や
め
て
お
き
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
文
章
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
敦
の
文
章
の
特
徴
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
「
隴
西
の
李
徴
は
博
学
才
穎
、
天
宝
の
末
年
、
若
く
し
て
名
を

虎
榜
に
連
ね
、」
の
と
こ
ろ
で
す
が
、
つ
ば
さ
文
庫
よ
り
も
う
少

し
原
文
に
近
く
現
代
語
風
に
直
す
と
「
隴
西
の
李
徴
は
博
学
才
穎

で
、
天
宝
の
末
年
に
、
若
く
し
て
名
を
虎
榜
に
連
ね
て
、
つ
い
で

江
南
尉
に
補
せ
ら
れ
た
が
、
性
格
は
狷
介
で
、
自
ら
恃
む
と
こ
ろ

が
頗
る
厚
く
」
と
い
う
ふ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。「
で
」「
に
」

「
て
」「
は
」「
が
」
な
ど
の
助
詞
を
付
け
る
と
現
代
風
の
文
章
に

近
く
な
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
文
の
印
象
と
し
て
は
、
ち
ょ
っ

と
間
延
び
し
た
感
じ
に
な
る
で
し
ょ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
敦
は
、

し
ょ
う
。
た
だ
、
表
現
を
書
き
か
え
る
と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と

で
、
こ
れ
だ
け
変
え
た
上
に
、
お
か
し
な
書
き
か
え
も
あ
る
と
な

る
と
、
中
島
敦
は
「
オ
レ
は
こ
ん
な
も
の
、
書
い
て
な
い
」
と
怒

り
そ
う
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
大
い
に
問
題
が
あ
る
出
版
だ
と

思
い
ま
す
。
ま
、
そ
れ
は
措
い
て
お
き
ま
す
が
…
…
。

　

実
は
こ
れ
を
紹
介
す
る
の
は
、
表
現
の
魅
力
を
考
え
る
上
で
ち

ょ
う
ど
い
い
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。
現

代
語
訳
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
表
現
の
魅
力
が
見
え
て
く
る
と
思

う
か
ら
で
す
。
ま
ず
は
、「
山
月
記
」
の
冒
頭
か
ら
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　

隴
西
の
李
徴
は
博
学
才
穎
、
天
宝
の
末
年
、
若
く
し
て
名

を
虎
榜
に
連
ね
、
つ
い
で
江
南
尉
に
補
せ
ら
れ
た
が
、
性
、

狷
介
、
自
ら
恃
む
所
頗
る
厚
く
、
賤
吏
に
甘
ん
ず
る
を
潔
し

と
し
な
か
つ
た
。

　
「
山
月
記
」
の
引
用
部
分
の
漢
字
は
新
字
体
に
変
え
て
い
ま
す

が
、
こ
の
箇
所
、
角
川
つ
ば
さ
文
庫
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ル
ビ
は
省
略
し
ま
し
た
。

　

中
国
の
隴
西
と
い
う
地
方
に
い
た
李
徴
は
、
学
問
が
得
意

で
、
才
能
と
知
恵
に
あ
ふ
れ
て
お
り
、
天
宝
の
末
年
、
若
く

し
て
官
吏
の
試
験
に
合
格
し
、
江
南
尉
と
い
う
役
職
を
任
さ
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ね
た
。

　

李
徴
の
声
が
答
え
る
。

「
自
分
は
今
や
獣
の
姿
に
な
っ
て
い
る
。

　

ど
う
し
て
、
恥
ず
か
し
気
も
な
く
、
か
つ
て
の
友
人
の
前

に
、
み
じ
め
な
姿
を
見
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
自
分
が
姿
を
現
せ
ば
、
必
ず
君
に
恐
怖
心
を
起

こ
さ
せ
る
に
決
ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
今
、
偶
然
に
も
か
つ
て
の
友
に
会
う
機
会
を
得

て
、
恥
の
気
持
ち
を
も
忘
れ
る
ほ
ど
に
懐
か
し
い
。

　

ど
う
か
、
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
で
い
い
か
ら
、
私
の
み
に
く

い
今
の
外
形
を
気
に
せ
ず
、
か
つ
て
君
の
友
・
李
徴
で
あ
っ

た
、
こ
の
自
分
と
話
し
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。」

　

冒
頭
部
分
に
比
べ
る
と
、
書
き
換
え
た
部
分
は
だ
い
ぶ
減
っ
て

い
ま
す
ね
。「
久
𤄃
を
叙
し
」
と
か
「
異
類
」
と
か
、「
畏
怖
嫌
厭

の
情
」、「
愧
赧
の
念
」
と
か
を
置
き
換
え
て
い
る
く
ら
い
で
す
。

敦
の
文
章
が
や
や
難
解
な
漢
語
が
あ
る
く
ら
い
で
、
普
通
の
文
章

に
近
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
あ
と
、
李
徴
が
袁
傪
に
嘆
き
を
語
る
部
分
は
、
ほ
と
ん
ど

普
通
の
言
葉
遣
い
で
す
。

そ
れ
を
思
ふ
と
、
己
は
今
も
胸
を
灼
か
れ
る
や
う
な
悔
を
感

じ
る
。
己
に
は
最
早
人
間
と
し
て
の
生
活
は
出
来
な
い
。
た

助
詞
を
省
い
て
、
漢
文
訓
読
風
に
し
て
、
文
章
を
引
き
締
め
て
い

る
、
歯
切
れ
を
良
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
山
月
記
」
冒
頭
は
、
こ
う
い
う
硬
質
な
文
章
で
、
難
し
そ
う

と
い
う
印
象
を
与
え
ま
す
が
、
話
が
進
む
に
つ
れ
て
、
次
第
に
漢

語
が
多
め
と
い
う
く
ら
い
の
普
通
の
文
章
に
近
く
な
り
ま
す
。

　

袁
傪
は
恐
怖
を
忘
れ
、
馬
か
ら
下
り
て
叢
に
近
づ
き
、
懐

か
し
げ
に
久
𤄃
を
叙
し
た
。
そ
し
て
、
何
故
叢
か
ら
出
て
来

な
い
の
か
と
問
う
た
。
李
徴
の
声
が
答
へ
て
言
ふ
。
自
分
は

今
や
異
類
の
身
と
な
つ
て
ゐ
る
。
ど
う
し
て
、
お
め
〳
〵
と

故
人
の
前
に
あ
さ
ま
し
い
姿
を
さ
ら
せ
よ
う
か
。
且
つ
又
、

自
分
が
姿
を
現
せ
ば
、
必
ず
君
に
畏
怖
嫌
厭
の
情
を
起
さ
せ

る
に
決
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
今
、
図
ら
ず
も
故
人

に
遇
ふ
こ
と
を
得
て
、
愧き

赧た
ん

の
念
を
も
忘
れ
る
程
に
懐
か
し

い
。
ど
う
か
、
ほ
ん
の
暫
く
で
い
い
か
ら
、
我
が
醜
悪
な
今

の
外
形
を
厭
は
ず
、
曾
て
君
の
友
李
徴
で
あ
つ
た
此
の
自
分

と
話
を
交
し
て
呉
れ
な
い
だ
ら
う
か
。

　

こ
こ
は
角
川
つ
ば
さ
文
庫
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

袁
傪
は
恐
怖
を
忘
れ
、
馬
か
ら
下
り
て
草
む
ら
に
近
づ
き
、

懐
か
し
げ
に
久
し
ぶ
り
の
再
会
を
喜
ん
だ
。

　

そ
し
て
、
な
ぜ
草
む
ら
か
ら
出
て
こ
な
い
の
か
、
と
た
ず
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月
を
仰
い
で
、
二
声
三
声
咆
哮
し
た
か
と
思
ふ
と
、
又
、
元
の
叢

に
踊
り
入
つ
て
、
再
び
其
の
姿
を
見
な
か
つ
た
」
と
い
う
文
章
は
、

極
め
て
印
象
的
で
す
。
情
景
描
写
の
冴
え
も
こ
の
作
品
の
魅
力
で

し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
み
ま
す
と
、「
山
月
記
」
の
文
章
は
、
漢
語
の
硬
い

響
き
を
多
用
す
る
引
き
締
ま
っ
て
歯
切
れ
の
い
い
表
現
と
、
や
や

多
い
く
ら
い
の
表
現
と
、
普
通
の
表
現
と
を
巧
み
に
組
み
合
わ
せ

て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
漢
語
は
、
抽
象
的
な
概
念
を
表
す

こ
と
が
多
く
、
情
緒
的
な
表
現
に
は
あ
ま
り
向
か
な
い
の
で
、
セ

ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
、
湿
っ
ぽ
い
独
白
の
部
分
は
、
漢
語
を
減
ら
し
、

そ
の
周
り
は
漢
語
で
包
ん
で
、
格
好
良
く
見
せ
て
い
る
の
で
し
ょ

う
。
表
現
上
の
工
夫
は
こ
う
い
う
所
に
あ
っ
て
、
こ
う
い
う
メ
リ

ハ
リ
が
魅
力
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

つ
い
で
に
少
し
寄
り
道
し
て
、「
李
陵
・
司
馬
遷
」
の
書
き
か

え
も
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
作
品
は
従
来
「
李
陵
」
と
呼
ば

れ
て
い
た
も
の
で
す
。
実
は
こ
の
題
は
「
日
本
百
名
山
」
で
戦
後

有
名
に
な
っ
た
深
田
久
彌
が
つ
け
た
も
の
で
す
。
こ
の
作
品
は
、

生
前
、
活
字
に
さ
れ
ず
、
敦
が
亡
く
な
っ
た
後
、
奥
さ
ん
が
原
稿

を
深
田
に
預
け
た
も
の
で
す
。
深
田
は
、
原
稿
に
題
名
が
つ
い
て

な
か
っ
た
の
で
、
仮
に
「
李
陵
」
と
付
け
て
、
昭
和
一
八
年
七
月

に
「
文
学
界
」
に
発
表
し
ま
し
た
。
以
後
、
そ
の
名
前
で
呼
ば
れ

て
き
た
の
で
す
が
、
中
島
敦
の
遺
し
た
メ
モ
に
は
、
作
品
の
題
の

と
へ
、
今
、
己
が
頭
の
中
で
、
ど
ん
な
優
れ
た
詩
を
作
つ
た

に
し
た
所
で
、
ど
う
い
ふ
手
段
で
発
表
で
き
よ
う
。
ま
し
て
、

己
の
頭
は
日
毎
に
虎
に
近
づ
い
て
行
く
。
ど
う
す
れ
ば
い
い

の
だ
。
己
の
空
費
さ
れ
た
過
去
は
？　

己
は
堪
ら
な
く
な
る
。

　

こ
ん
な
風
な
表
現
で
、
全
く
難
解
で
は
な
い
で
す
。
つ
ば
さ
文

庫
で
も
ほ
と
ん
ど
変
更
し
て
い
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
語
り
手
の
語
る
部
分
は
、
後
半
で
も
引
き
締
っ
た

表
現
が
続
き
ま
す
。

　

時
に
、
残
月
、
光
冷
や
か
に
、
白
露
は
地
に
滋
く
、
樹
間

を
渡
る
冷
風
は
既
に
暁
の
近
き
を
告
げ
て
ゐ
た
。

　

格
好
良
い
一
文
で
す
が
、
つ
ば
さ
文
庫
で
は
「
わ
ず
か
な
月
の

光
は
冷
た
く
、
白
い
露
が
地
に
つ
も
り
、
木
々
の
間
を
ふ
く
冷
風

は
、
す
で
に
夜
明
け
が
近
い
こ
と
を
告
げ
て
い
た
」
と
な
っ
て
い

ま
す
。
こ
う
な
る
と
文
章
の
緊
張
感
が
台
無
し
と
い
う
感
じ
で
す

ね
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
小
説
は
、
李
徴
の
独
白
が
中
心
に
な
っ
て
い

ま
す
が
、
途
中
に
情
景
描
写
が
入
り
ま
す
。「
漸
く
四
辺
の
暗
さ

が
薄
ら
い
で
来
た
。
木
の
間
を
伝
つ
て
、
何
処
か
ら
か
、
暁
角
が

哀
し
げ
に
響
き
始
め
た
」
と
か
、
今
、
引
用
し
た
「
時
に
、
残
月
、

光
冷
や
か
に
」
と
か
、
最
後
の
「
虎
は
、
既
に
白
く
光
を
失
つ
た
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漢
の
武
帝
の
天
漢
二
年
秋
九
月
、
騎
都
尉
李
陵
は
歩
卒
五

千
を
率
ゐ
、
辺
塞
遮
虜
鄣
を
発
し
て
北
へ
向
つ
た
。
阿
爾
泰

山
脈
の
東
南
端
が
戈
壁
沙
漠
に
没
せ
ん
と
す
る
あ
た
り
の
磽

确
た
る
丘
陵
地
帯
を
縫
つ
て
北
行
す
る
こ
と
三
十
日
。
朔
風

は
戎
衣
を
吹
い
て
寒
く
、
如
何
に
も
万
里
孤
軍
来
る
の
感
が

深
い
。
漠
北
・
浚
稽
山
の
麓
に
到
つ
て
軍
は
漸
く
止
営
し
た
。

　

硬
い
響
き
の
漢
語
が
、
リ
ズ
ム
よ
く
繰
り
出
さ
れ
、
緊
張
感
の

あ
る
素
晴
ら
し
い
文
章
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
七
音
と
五

音
の
繰
り
返
し
も
感
じ
ら
れ
ま
す
し
、「
感
が
深
い
」
と
現
在
形

を
混
ぜ
て
、
臨
場
感
を
出
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
角
川
つ
ば
さ
文

庫
の
方
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

漢
の
武
帝
の
時
代
、
天
漢
二
年
の
秋
、
九
月
に
、
騎
都
尉

と
い
う
位
の
李
陵
は
、
五
千
の
歩
兵
を
連
れ
て
、
遮
虜
鄣
を

出
発
し
て
、
北
へ
向
か
っ
た
。

　

ア
ル
タ
イ
山
脈
の
東
南
の
端
、
ゴ
ビ
砂
漠
に
う
も
れ
て
し

ま
い
そ
う
な
小
石
の
多
い
丘
を
通
っ
て
、
北
へ
行
く
こ
と
三

十
日
。

　

北
風
は
服
の
上
か
ら
吹
き
つ
け
て
と
て
も
寒
く
、
遠
く
ま

で
、
大
き
な
軍
を
引
き
連
れ
て
は
る
ば
る
や
っ
て
き
た
な
あ
、

と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
。

い
く
つ
か
の
候
補
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
第
三
創
作
集
と
し
て
、

昭
和
一
八
年
に
中
央
公
論
社
か
ら
出
版
す
る
本
に
収
め
る
予
定
の

作
品
リ
ス
ト
の
メ
モ
を
見
る
と
、「
莫
北
悲
歌
」
も
候
補
だ
っ
た

の
が
分
か
り
ま
す
が
、
線
で
消
し
て
あ
る
の
で
、「
李
陵
・
司
馬

遷
」
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
実
は
、
こ

の
作
品
は
、
草
稿
を
ど
う
い
う
風
に
活
字
に
起
こ
す
か
と
い
う
問

題
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
数
度
に
わ
た
り
新
し
い
本
文
が
作
ら
れ
て

き
ま
し
た
が
、
二
〇
一
二
年
に
村
田
秀
明
さ
ん
と
私
で
、
校
訂
を

や
り
直
し
ま
し
た
。
そ
の
方
針
は
、
中
島
敦
が
も
し
生
き
て
い
た

ら
ど
う
い
う
風
に
活
字
に
し
て
い
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

校
訂
す
る
と
い
う
も
の
で
、
誤
記
を
直
し
、
か
な
で
書
い
て
あ
る

所
を
敦
の
書
き
癖
に
従
っ
て
漢
字
に
直
し
た
り
、
言
葉
を
決
め
か

ね
て
二
つ
書
い
て
あ
る
所
な
ど
を
吟
味
し
直
し
ま
し
た
。
要
す
る

に
、
敦
の
意
図
を
で
き
る
だ
け
汲
ん
で
、
本
文
を
作
る
こ
と
に
し

た
わ
け
で
す
。
そ
の
と
き
に
、
題
も
同
時
に
中
島
敦
が
最
終
的
に

考
え
て
い
た
も
の
を
選
び
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
、
こ
の
作
品

の
注
釈
も
村
田
さ
ん
と
一
緒
に
五
年
か
け
て
や
り
、
二
〇
一
八
年

に
本
に
ま
と
め
ま
し
た
。
小
説
の
あ
る
部
分
が
何
を
元
に
書
か
れ

て
い
る
か
、
元
の
話
と
ど
う
違
っ
て
い
る
か
な
ど
を
、
詳
細
に
注

釈
し
て
い
ま
す
。
一
般
の
人
に
も
読
め
る
よ
う
に
注
釈
し
、
中
島

敦
が
参
考
に
し
た
も
の
も
収
録
し
て
い
ま
す
の
で
、
興
味
の
あ
る

方
は
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
「
李
陵
・
司
馬
遷
」
の
冒
頭
の
表
現
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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発
狂
し
、
従
者
を
鞭
打
っ
た
。
十
日
ほ
ど
す
る
と
病
が
ま
す
ま
す

ひ
ど
く
な
り
、
と
う
と
う
あ
る
夜
、
走
り
出
し
て
ど
こ
か
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

翌
年
、
李
徴
の
友
人
の
袁
傪
は
、
商し
よ

於う
お

を
通
っ
た
と
き
、
虎
と

な
っ
た
李
徴
と
出
会
っ
た
。
李
徴
は
袁
傪
に
「
自
分
は
病
気
に
な

っ
て
発
狂
し
、
虎
に
な
っ
て
、
人
を
喰
う
よ
う
に
な
っ
た
。
恥
ず

か
し
く
て
姿
を
見
せ
ら
れ
な
い
。
妻
子
に
自
分
は
死
ん
だ
と
だ
け

伝
え
、
生
活
に
困
ら
な
い
よ
う
に
し
て
欲
し
い
。
そ
れ
か
ら
、
自

分
に
は
以
前
作
っ
た
詩
が
あ
る
の
で
そ
れ
を
是
非
後
世
に
伝
え
た

い
」
と
言
っ
て
、
詩
を
朗
唱
し
、
さ
ら
に
即
興
の
詩
を
披
露
し
た
。

　

袁
傪
が
何
か
後
悔
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
か
と
聞
く
と
、
李
徴

は
「
以
前
、
あ
る
未
亡
人
と
関
係
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
家
の
者
に

殺
さ
れ
そ
う
に
な
り
、
逢
え
な
く
な
っ
た
。
そ
こ
で
家
に
火
を
付

け
て
、
一
家
み
な
殺
し
た
。
そ
の
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
」
と
答
え

た
。

　

李
徴
は
、
袁
傪
に
帰
り
に
同
じ
場
所
を
通
ら
な
い
よ
う
に
と
言

い
、
妻
子
の
こ
と
を
再
度
頼
ん
で
別
れ
た
。
袁
傪
が
丘
の
上
に
着

い
た
と
き
、
草
む
ら
の
方
を
見
る
と
、
虎
が
躍
り
出
て
咆
哮
し
た
。

　

後
日
、
袁
傪
は
李
徴
の
妻
子
に
手
紙
を
送
っ
て
葬
儀
の
た
め
の

財
貨
を
与
え
た
。
す
る
と
、
李
徴
の
子
が
訪
ね
て
来
て
、
袁
傪
は

や
む
な
く
詳
細
を
告
げ
た
。
そ
の
後
、
袁
傪
は
李
徴
の
妻
子
に
自

分
の
給
料
を
分
け
与
え
、
自
身
は
出
世
し
た
。

　

ゴ
ビ
砂
漠
の
北
、
浚
稽
山
と
い
う
山
の
ふ
も
と
に
つ
き
、

軍
は
よ
う
や
く
歩
み
を
止
め
た
。

　

訳
と
し
て
も
お
か
し
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
し
、
こ
れ
だ
と
、

な
ん
だ
か
緊
張
感
ゼ
ロ
の
の
ん
き
な
行
軍
み
た
い
に
感
じ
ら
れ
ま

す
ね
。
文
章
が
違
う
と
こ
れ
ほ
ど
の
違
い
に
な
る
と
い
う
の
が
感

じ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。

三　

作
品
の
典
拠

　

さ
て
、「
山
月
記
」
の
話
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の
作
品
の
典

拠
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
李り
け

景い
り

亮よ
う

撰
「
人
虎
伝
」
で
す
。

国
民
文
庫
刊
行
会
編
『
国
訳
漢
文
大
成　

晋し
ん

唐と
う

小
説　

文
学
部
第

一
二
巻
』（
大
正
九
年
一
二
月
）に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。「
人
虎

伝
」
に
は
い
く
つ
か
異
本
が
あ
り
ま
す
が
、「
山
月
記
」
に
出
て

く
る
漢
詩
は
、
李
景
亮
撰
の
「
人
虎
伝
」
に
の
み
載
っ
て
い
ま
す
。

あ
ら
す
じ
は
以
下
の
よ
う
で
す
。

　

隴
西
の
李
徴
は
、
博
学
で
文
才
が
あ
り
、
若
く
し
て
官
吏
登
用

試
験
に
合
格
し
た
。
性
格
は
倨き
よ

傲ご
う

で
、
人
付
き
合
い
が
悪
く
、
仲

間
に
嫌
わ
れ
、
う
つ
う
つ
と
し
て
楽
し
ま
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

人
と
の
交
わ
り
を
断
っ
た
が
、
貧
窮
し
た
の
で
、
衣
食
の
た
め
に

地
方
の
役
人
に
な
っ
た
。
あ
る
程
度
蓄
財
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
李

徴
は
故
郷
に
帰
る
こ
と
に
し
た
が
、
如じ
よ

墳ふ
ん

の
宿
で
病
気
に
な
っ
て
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「
人
虎
伝
」
で
は
、
ま
ず
、
家
族
の
生
活
の
世
話
を
し
て
ほ
し
い

と
頼
み
、
次
に
詩
の
伝
録
を
頼
ん
で
い
ま
す
が
、「
山
月
記
」
で

は
、
順
序
を
逆
に
し
、
先
に
詩
の
伝
録
を
頼
み
、
別
れ
際
に
家
族

の
世
話
を
頼
ん
で
い
ま
す
。「
山
月
記
」
で
は
そ
の
よ
う
に
改
変

し
、
李
徴
に
「
本
当
は
、
先
ず
、
此
の
事
の
方
を
先
に
お
願
ひ
す

べ
き
だ
つ
た
の
だ
、
己
が
人
間
だ
つ
た
な
ら
。
飢
ゑ
凍
え
よ
う
と

す
る
妻
子
の
こ
と
よ
り
も
、
己お
の
れの

乏
し
い
詩
業
の
方
を
気
に
か
け

て
ゐ
る
様
な
男
だ
か
ら
、
こ
ん
な
獣
に
身
を
堕お
と

す
の
だ
。」
と
言

わ
せ
て
い
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
「
人
虎
伝
」
の
李
徴
は
、
詩
人
に
な
り
た
い
と
考
え

て
い
た
訳
で
な
い
こ
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
中
島
敦
は
、「
山

月
記
」
を
詩
人
に
な
り
た
か
っ
た
の
に
な
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点

に
焦
点
を
絞
っ
て
書
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

ま
た
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、「
山
月
記
」
に
は
「
月
」

の
描
写
が
出
て
き
て
、
印
象
的
で
す
。「
人
虎
伝
」
に
は
「
月
」

は
一
回
も
出
て
来
ま
せ
ん
が
、「
山
月
記
」
に
は
、「
残
月
の
光
を

た
よ
り
に
」、「
時
に
、
残
月
、
光
冷
や
か
に
」、「
白
く
光
を
失
つ

た
月
を
仰
い
で
」
と
あ
り
、「
己
は
昨
夕
も
、
彼あ
そ
こ処
で
月
に
向
つ

て
咆
え
た
」
と
い
う
表
現
も
数
え
れ
ば
、
四
回
出
て
き
ま
す
。
李

徴
の
独
白
の
合
間
に
風
景
描
写
を
挟
む
こ
と
で
、
時
間
の
経
過
を

知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
場
面
を
印
象
深
く
さ
せ
て
い
ま
す
。
特
に

最
後
の
「
白
く
月
を
失
っ
た
月
を
仰
い
で
」
と
い
う
描
写
は
叙
情

　
「
人
虎
伝
」
と
「
山
月
記
」
は
大
ま
か
な
筋
立
て
は
同
じ
で
す

が
、
細
部
は
結
構
違
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、「
山
月
記
」
に
採
用

さ
れ
な
か
っ
た
箇
所
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

一
つ
め
は
、
食
べ
物
の
話
で
す
。「
人
虎
伝
」
に
は
、
李
徴
が

虎
に
な
っ
た
後
で
、
飢
え
に
耐
え
か
ね
て
、
婦
人
を
襲
っ
て
食
べ

て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
、
と
て
も
美
味
し
く
、
記
念
に
か
ん
ざ
し
が

取
っ
て
あ
る
と
い
う
話
が
出
て
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
採
用
さ
れ
ま

せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、「
人
虎
伝
」
に
は
、
袁
傪
が
李
徴
に
馬
が

一
頭
余
っ
て
い
る
か
ら
そ
れ
を
食
用
に
提
供
し
よ
う
と
申
し
出
て
、

李
徴
と
押
し
問
答
に
な
る
場
面
も
あ
り
ま
す
。
李
徴
が
友
の
乗
り

物
の
馬
を
食
べ
る
の
は
、
そ
の
友
を
食
べ
る
の
と
同
じ
だ
と
言
っ

て
断
る
と
、
袁
傪
は
、
じ
ゃ
、
羊
の
肉
を
置
い
て
い
く
、
と
言
う

場
面
が
あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
も
採
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
リ
ア

ル
す
ぎ
て
こ
の
小
説
に
は
合
わ
な
い
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

　

二
つ
め
は
、
李
徴
が
虎
に
な
っ
た
理
由
と
し
て
思
い
当
た
る
こ

と
が
な
い
か
、
と
聞
か
れ
て
、
以
前
、
火
を
着
け
て
一
家
を
皆
殺

し
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
話
す
場
面
で
す
。「
人
虎
伝
」

は
、
こ
の
よ
う
な
悪
行
の
結
果
、
虎
に
な
っ
た
と
い
う
因
果
応
報

の
話
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
敦
は
「
山
月
記
」
を
そ
の
よ
う

な
物
語
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。
そ

の
他
、
袁
傪
が
都
に
戻
っ
て
か
ら
の
後
日
談
も
採
用
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
こ
こ
は
蛇
足
め
く
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
。

　

次
に
、
話
の
順
番
を
入
れ
替
え
て
い
る
所
を
見
て
お
き
ま
す
。
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眼
は
挫
折
の
嘆
き
を
語
る
こ
と
に
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
嘆
い
て
ど
う
な
る
も
の
で
も
な
い
の
で
す
が
、
嘆
き
と
か

悲
し
み
と
か
の
負
の
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
文
学
の
み
な
ら

ず
、
芸
術
の
も
っ
と
も
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、「
山
月

記
」
も
そ
の
系
列
の
作
品
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

こ
の
小
説
は
、
そ
う
い
う
狙
い
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
中
島
敦

は
リ
ア
ル
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

寓
意
小
説
と
し
て
書
い
た
も
の
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

意
外
な
こ
と
に
、
リ
ア
ル
に
読
も
う
と
す
る
人
が
そ
れ
な
り
に
い

る
よ
う
で
、
李
徴
は
本
当
は
虎
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

虎
に
な
っ
た
ら
顎
や
喉
の
声
帯
の
形
か
ら
し
て
人
の
言
葉
が
し
ゃ

べ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
だ
か
ら
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
人

も
い
ま
す
。
私
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
も
何
か
生
産
的
な
議

論
が
出
来
る
の
か
な
、
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
漱
石
の
「
吾
輩
は

猫
で
あ
る
」
を
読
ん
で
、
小
説
が
書
け
る
猫
が
い
る
の
か
と
考
え

る
人
は
い
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
こ
と
で
す
。

　

ま
た
、
仮
に
李
徴
は
「
人
喰
虎
」
に
な
っ
た
と
リ
ア
ル
に
考
え

る
と
、
非
常
に
奇
妙
な
小
説
に
な
り
ま
す
。
李
徴
は
人
を
何
人
も

食
っ
た
は
ず
な
の
に
、
袁
傪
に
頼
ん
だ
の
は
自
分
の
詩
の
こ
と
や

家
族
の
こ
と
で
、
食
っ
た
人
の
菩
提
を
弔
っ
て
く
れ
と
か
、
そ
の

人
の
家
族
を
探
し
出
し
て
世
話
し
て
く
れ
、
な
ん
て
こ
と
は
一
言

も
言
わ
な
い
わ
け
で
、
そ
れ
こ
そ
非
人
間
的
で
す
。
ま
た
、
リ
ア

ル
に
読
め
ば
袁
傪
も
問
題
で
す
。
李
徴
が
「
最
早
、
別
れ
を
告
げ

的
で
も
あ
り
、
小
説
の
感
銘
を
深
め
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
中
島
敦
は
、
月
や
星（
特
に
シ
リ
ウ
ス
、
中
国
名

で
は
天
狼
星
）に
関
心
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
先
ほ
ど
の
「
李

陵
・
司
馬
遷
」
に
は
「
月
が
山
の
峡
か
ら
覗
い
て
谷
間
に
堆
い
屍

を
照
ら
し
た
。（
略
）月
光
と
満
地
の
霜
と
で
片
岡
の
斜
面
は
水
に

濡
れ
た
や
う
に
見
え
た
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
し
、
他
に
も

「
虎
狩
」
や
「
光
と
風
と
夢
」
な
ど
、
様
々
な
作
品
に
月
や
星
の

印
象
的
な
描
写
が
あ
り
ま
す
。

四　

作
品
の
主
眼

　
「
山
月
記
」
の
内
容
の
読
解
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「「
山
月

記
」
を
読
む
」
に
ま
と
め
て
あ
り
ま
す
の
で
、
繰
り
返
し
ま
せ
ん

が
、
要
点
だ
け
を
言
え
ば
、
こ
の
作
品
は
、
詩
人
を
志
し
た
青
年

が
、
そ
の
志
が
実
現
で
き
な
く
な
り
、
決
定
的
に
挫
折
し
た
と
き

に
、
ど
ん
な
こ
と
を
思
う
か
、
友
達
に
ど
う
嘆
く
か
、
と
い
う
こ

と
を
、
そ
の
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
も
含
め
て
リ
ア
ル
に
描
い
た
作
品
と

言
え
ま
す
。
虎
に
変
身
し
て
し
ま
う
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
借

り
て
、
絶
望
の
淵
に
落
と
さ
れ
た
青
年
の
嘆
き
が
リ
ア
ル
に
描
か

れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
挫
折
の
物
語
は
、「
詩
人
に

な
り
た
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
別
の
何
か
へ
の
夢
、

―
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
に
な
り
た
い
と
か
俳
優
に
な
り
た
い
と
か
、
あ
る
い
は
、

あ
の
人
の
恋
人
に
な
り
た
い
と
い
う
願
い

―
に
置
き
換
え
れ
ば
、

若
者
に
は
共
感
で
き
る
物
語
に
な
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
作
品
の
主
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い
と
か
思
わ
な
く
な
っ
た
人
に
は
、
こ
う
い
う
青
年
の
嘆
き
は
共

感
を
呼
ば
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
詩
人
に
は
な
れ
な
か
っ
た
け

ど
、
立
派
な
虎
に
な
れ
た
ん
だ
か
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？　

と
思

っ
た
り
、
自
分
の
志
通
り
に
な
ら
な
い
な
ん
て
こ
と
は
よ
く
あ
る

こ
と
で
、
世
の
中
そ
ん
な
に
甘
く
な
い
、「
下
吏
と
な
つ
て
長
く

膝
を
俗
悪
な
大
官
の
前
に
屈
す
る
」
の
が
嫌
だ
と
言
っ
た
っ
て
、

そ
う
い
う
我
慢
を
し
な
い
と
ど
の
世
界
で
も
大
成
し
な
い
ん
じ
ゃ

な
い
？　

と
か
思
っ
て
、
李
徴
に
あ
ま
り
同
情
し
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、「
山
月
記
」
は
、
若
者
向
き
の
小
説
と
言

え
る
わ
け
で
、
人
に
よ
っ
て
は
魅
力
を
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
も

あ
る
で
し
ょ
う
。

　

私
は
ど
う
か
、
と
言
う
と
、
実
は
、「
山
月
記
」
は
中
島
敦
の

小
説
の
中
で
は
、
さ
ほ
ど
魅
力
を
感
じ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

私
は
「
李
陵
・
司
馬
遷
」
は
最
高
傑
作
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
こ
の
小
説
は
内
容
的
に
あ
ま
り
惹
か
れ
な
い

の
で
す
。
た
だ
、
と
も
す
れ
ば
ぐ
だ
ぐ
だ
に
な
り
が
ち
な
青
年
の

嘆
き
を
硬
質
な
文
章
で
、
格
好
良
く
書
い
て
み
せ
た
点
に
は
魅
力

を
感
じ
ま
す
。
文
章
の
格
好
良
さ
に
一
番
惹
か
れ
ま
す
。
青
年
の

嘆
き
自
体
は
、
こ
の
時
代
も
、
あ
る
い
は
今
も
そ
ん
な
に
変
わ
ら

な
い
も
の
で
す
が
、
こ
う
い
う
文
章
で
書
い
た
の
は
類
例
を
見
な

い
わ
け
で
、
そ
こ
に
こ
の
作
品
の
魅
力
が
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。
ま
あ
、
そ
う
は
言
っ
て
も
、
最
初
に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、

魅
力
と
い
う
の
は
客
観
的
に
説
明
で
き
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
説

ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
言
う
と
、
袁
傪
は
「
叢
に
向
つ
て
、
懇
ろ
に
別

れ
の
言
葉
を
述
べ
」
て
別
れ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
監
察
御
史
な

ら
「
い
や
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
れ
。
君
の
苦
し
み
は
よ
く
分
か

っ
た
が
、
人
喰
虎
を
こ
の
ま
ま
見
逃
す
わ
け
に
は
行
か
ぬ
。
悪
い

が
神
妙
に
お
縄
を
受
け
て
く
れ
。」
と
で
も
言
う
べ
き
だ
っ
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
友
達
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
殺
人
犯
を
逃

し
た
の
は
役
人
と
し
て
問
題
だ
、
と
い
う
よ
う
な
批
判
も
で
き
そ

う
で
す
。
し
か
し
、
繰
り
返
し
て
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
こ
の
小
説

は
そ
う
い
う
風
に
リ
ア
ル
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
な

い
小
説
な
の
で
す
。

　
「
山
月
記
」
は
リ
ア
ル
に
読
め
ば
、
支
離
滅
裂
な
小
説
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
す
が
、
実
は
、
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
な
い

よ
う
に
し
て
い
る
の
が
、
こ
の
小
説
の
文
章
の
力
な
ん
で
し
ょ
う
。

漢
語
が
多
く
配
さ
れ
て
、
引
き
締
ま
っ
た
文
章
の
力
で
、
読
者
は

小
説
の
主
眼
で
あ
る
李
徴
の
嘆
き
に
惹
き
つ
け
ら
れ
、
袁
傪
ら
と

同
じ
よ
う
に
「
事
の
奇
異
を
忘
れ
、
粛
然
と
し
て
、
こ
の
詩
人
の

薄
倖
を
嘆
じ
」
る
の
で
す
。

　

最
後
に
「
山
月
記
」
の
魅
力
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
内
容
的
な
面
で
言
え
ば
、
何
か
に
な
り
た
い
と
い
う

夢
を
も
っ
て
、
挫
折
を
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
人
に
は
、
李
徴
の

嘆
き
が
切
々
と
心
に
響
い
て
、
そ
の
切
な
さ
の
表
現
が
魅
力
だ
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
是
非
と
も
何
か
に
な
り
た
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得
力
は
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
。

 

（
や
ま
し
た　

ま
さ
ふ
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教
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）




