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は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
本
だ
け
は
む

ち
ゃ
く
ち
ゃ
読
み
ま
し
た
。

気
が
つ
け
ば
古
本
と
古
本
屋
巡
り
が
大

好
き
に
な
っ
て
い
て
、
そ
の
延
長
で
書
評

を
仕
事
に
で
き
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
趣

味
と
仕
事
が
一
致
し
て
い
る
僕
は
大
変
な

幸
せ
者
で
す
が
、
そ
の
入
り
口
を
つ
く
っ

て
く
れ
た
の
は
マ
ン
ガ
で
す
。

い
ま
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
光
景
が
あ
り

ま
す
。

ン
ガ
が
、
最
初
に
読
ん
だ
本
と
し
て
残
っ

て
い
ま
す
。

で
も
、
マ
ン
ガ
か
ら
読
書
が
始
ま
っ
た

の
は
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

う
ち
近
所
の
古
本
屋
さ
ん
で
、
店
頭
に
置

か
れ
た
三
冊
十
円
の
マ
ン
ガ
雑
誌
の
付
録

マ
ン
ガ
を
買
い
漁
る
よ
う
に
な
り
、
や
が

て
活
字
の
本
へ
と
移
行
し
て
い
っ
て
、
小

学
校
の
高
学
年
に
な
る
と
図
書
室
に
入
り

浸
る
毎
日
。
小
中
高
を
通
じ
て
、
お
勉
強

マ
ン
ガ
か
ら
本
好
き
へ

書
評
を
仕
事
に
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ

て
、
読
書
の
原
体
験
に
つ
い
て
は
ち
ょ
っ

と
い
い
カ
ッ
コ
を
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

正
直
に
言
う
と
、
僕
の
読
書
体
験
の
始
ま

り
は
マ
ン
ガ
な
ん
で
す
。
記
憶
の
中
で
は
、

幼
稚
園
か
小
学
校
に
入
っ
て
す
ぐ
の
こ
ろ

に
読
ん
だ
『
と
ん
ち
曽
呂
利
』
と
い
う
マ
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ひ
た
す
ら
読
み
耽
る
も
よ
し
。小
説
の
舞
台
を
訪
ね
歩
く
も
よ
し
。

読
書
の
楽
し
み
方
は
、本
好
き
の
数
だ
け
存
在
す
る
。

増
え
続
け
る
蔵
書
に
喜
び
つ
つ
も
あ
え
ぎ
な
が
ら
、己
が
読
書
道
を
邁
進
中
の

岡
崎
武
志
さ
ん
が
語
る
、「
読
書
の
悦
楽
」と
は
│
│
？

自
分
な
り
の
流
儀
で
本
の
楽
し
み
を
知
る

行
動
す
る
読
書
は
大
人
の
贅
沢
で
あ
る
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方
法
と
し
て
最
も
簡
単
な
の
は
作
品
の

舞
台
と
な
っ
た
と
こ
ろ
を
訪
ね
る
と
い
う

も
の
で
、
こ
れ
は
よ
く
や
っ
て
い
ま
す
。

〝
読
む
と
行
動
し
た
く
な
る
本
〞
は
、
圧

倒
的
に
小
説
で
す
。

た
と
え
ば
漱
石
を
は
じ
め
と
し
た
明

治
・
大
正
時
代
の
作
家
の
本
や
、
昭
和
文

壇
の
一
時
代
を
築
い
た
作
家
の
作
品
は
い

ま
で
も
読
み
返
し
ま
す
し
、
そ
の
舞
台
を

訪
ね
て
み
る
と
い
う
の
は
、
や
っ
ぱ
り
王

道
の
楽
し
み
方
で
し
ょ
う
。

小
説
の
舞
台
と
な
る
場
所
は
東
京
が
圧

倒
的
に
多
い
で
す
か
ら
、
本
を
読
ん
で
の

街
歩
き
も
自
ず
と
東
京
が
多
く
な
り
ま
す
。

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
街
が
壊
さ
れ
て
明

治
の
こ
ろ
と
は
風
景
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
東
京
が
重
ね

て
き
た
歴
史
が
、
町
名
や
小
学
校
、
バ
ス

停
な
ん
か
に
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
東
京

と
い
う
街
の
い
い
と
こ
ろ
で
す
。

漱
石
の
『
三
四
郎
』
の
舞
台
と
な
っ
た

九
〇
年
に
上
京
し
て
き
た
の
で
す
が
、
そ

こ
か
ら
本
を
読
ん
で
街
歩
き
を
す
る
と
い

う
楽
し
み
方
が
加
わ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。街

に
出
始
め
た
の
に
は
、
本
や
映
画
を

元
に
街
歩
き
を
し
た
先
駆
け
的
な
存
在
で

あ
る
評
論
家
の
川
本
三
郎
さ
ん
の
影
響
も

大
き
い
で
す
ね
。

い
ろ
い
ろ
な
作
家
の
上
京
後
の
足
跡
を

歩
い
て
た
ど
る
「
上
京
す
る
文
學
」
と
い

う
シ
リ
ー
ズ
の
連
載
を
続
け
て
い
ま
す
が
、

執
筆
の
前
に
、
川
本
さ
ん
の
書
か
れ
た
も

の
を
読
ん
で
出
か
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

た
だ
、
そ
の
後
で
文
章
を
書
く
と
、
文
体

が
川
本
さ
ん
に
な
っ
ち
ゃ
う
の
だ
け
が
困

る
ん
で
す
け
れ
ど
ね
（
笑
）。

「
読
ん
で
街
歩
き
」
は
楽
し
い

本
を
読
ん
で
東
京
の
街
を
歩
く
の
は
す

ご
く
楽
し
い
で
す
よ
。

家
の
隣
に
体
育
館
ほ
ど
の
広
さ
の
ス
ク

ラ
ッ
プ
回
収
会
社
の
倉
庫
が
あ
っ
て
、
そ

こ
に
古
新
聞
や
古
雑
誌
の
束
が
山
の
よ
う

に
積
ま
れ
て
い
た
ん
で
す
。
小
学
校
四
年

生
の
こ
ろ
か
ら
、
会
社
の
休
業
日
に
な
る

と
そ
こ
に
潜
り
込
ん
で
、
マ
ン
ガ
や
雑
誌

を
探
し
て
は
読
み
耽
り
ま
し
た
。

お
尻
の
下
に
は
読
み
尽
く
せ
な
い
ほ
ど

の
膨
大
な
量
の
本
の
山
。「
砂
糖
壺
に
落

ち
た
ア
リ
」
さ
な
が
ら
に
、
そ
の
山
に
埋

も
れ
て
至
福
の
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。

思
え
ば
、
学
校
の
図
書
室
と
こ
の
倉
庫
が
、

本
読
み
人
間
と
し
て
の
基
礎
体
力
を
つ
け

て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

読
書
に
は
楽
し
み
方
が
い
ろ
い
ろ
あ
り

ま
す
。

僕
の
場
合
、
以
前
は
ひ
た
す
ら
読
み
耽

っ
て
そ
の
世
界
に
浸
る
と
い
う
楽
し
み
方

が
多
か
っ
た
。

そ
れ
が
変
わ
っ
た
の
は
、
東
京
に
出
て

き
て
か
ら
で
す
。
生
ま
れ
は
大
阪
で
一
九


