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国

 
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
」
 
（
大
1
3
・
¶
1
2
）
の
魅
力
の
一
端
を
序
文
が

大
き
く
荷
っ
て
い
る
こ
と
に
言
葉
を
費
す
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
 
「
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
）

『
序
」
の
コ
ピ
ー
を
私
は
い
つ
も
持
ち
歩
い
て
い
る
」
と
言
わ
れ
て
も
少
し
も

異
和
を
感
じ
さ
せ
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
単
な
る
美
し
い
散
文
と
い
う
以
上
の
力

を
湛
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
日
常
の
生
活
に
追
わ
れ
て
忘
れ
て

い
る
何
か
を
こ
の
序
文
は
は
っ
き
り
と
思
い
起
さ
せ
て
く
れ
る
ど
言
っ
て
も
い

い
の
だ
か
ら
、
 
「
い
つ
も
持
ち
歩
い
て
い
る
」
と
は
い
つ
も
目
覚
め
て
い
た
い

と
い
う
願
い
の
表
わ
れ
だ
と
受
け
と
る
こ
と
も
で
き
る
。
序
文
は
読
者
に
何
を

目
覚
め
さ
せ
る
の
か
。
ま
ず
て
い
ね
い
に
読
む
こ
と
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。

 
 
わ
た
し
た
ち
は
、
氷
砂
糖
を
ほ
し
い
く
ら
み
も
た
な
い
で
も
、
き
れ
い
に

 
す
き
と
ほ
っ
た
風
を
た
べ
、
旨
い
ろ
の
う
つ
く
し
い
朝
の
日
光
を
の
む
こ
と

 
が
で
き
ま
す
。

 
 
ま
た
わ
た
く
し
は
、
は
た
け
や
森
の
中
で
、
ひ
ど
い
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
き
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
し
ゃ

 
が
、
い
ち
ば
ん
す
ば
ら
し
い
び
ろ
う
ど
や
羅
紗
や
、
宝
石
い
り
の
き
も
の

 
に
、
か
は
っ
て
み
る
の
を
た
び
た
び
見
ま
し
た
。

 
 
わ
た
く
し
は
、
さ
う
い
ふ
き
れ
い
な
た
べ
も
の
や
き
も
の
を
す
き
で
す
。

 
こ
こ
ま
で
を
第
一
節
と
す
る
。

 
ま
ず
「
わ
た
し
た
ち
」
と
は
誰
を
指
す
か
。
そ
れ
は
序
文
を
読
む
不
特
定
多

数
の
読
者
で
あ
っ
て
い
っ
こ
う
に
か
ま
わ
な
い
の
だ
が
、
作
者
自
身
の
手
に
な

る
童
話
集
の
た
め
の
広
告
文
で
は
、
読
者
は
「
少
年
少
女
期
の
終
り
頃
か
ら
、

ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
中
葉
」
に
あ
る
者
た
ち
に
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ア
ド
レ
ッ
セ

ン
ス
（
差
湯
O
一
①
ω
Φ
コ
O
①
）
は
青
年
期
、
思
春
期
、
少
年
か
ら
成
人
に
至
る
成
長
過

，
程
、
ま
た
は
そ
の
時
期
を
意
味
し
、
男
は
1
4
～
2
5
歳
、
女
は
1
2
～
2
1
歳
の
期
間

 
（
該
2
）

を
指
す
。
賢
治
の
指
摘
通
り
に
対
象
と
す
る
読
者
の
下
限
を
そ
の
中
葉
（
中

頃
）
と
す
る
と
、
男
は
2
1
歳
、
女
は
1
8
歳
く
ら
い
ま
で
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
ろ
う
か
。
厳
密
な
数
字
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
む
ろ
ん
な
い
が
、
こ
の

よ
う
に
童
話
の
形
式
を
持
つ
文
学
作
品
を
青
年
期
の
た
だ
申
に
あ
る
者
に
与
え

る
こ
と
が
願
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
注
目
に
価
す
る
。

 
童
話
「
雪
渡
り
」
の
申
で
、
狐
の
紺
三
郎
が
十
一
歳
を
こ
え
る
者
に
狐
の
幻

燈
会
の
入
場
を
こ
と
わ
る
よ
う
に
、
異
界
へ
の
参
入
の
資
格
が
こ
の
あ
た
り
の

年
齢
を
も
っ
て
終
る
と
す
れ
ば
、
作
者
は
動
植
物
と
語
り
う
る
幻
想
能
力
を
失

っ
た
者
に
こ
の
作
品
を
与
え
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
作
者
の
意
図
と
は
別
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に
、
作
品
が
童
話
に
ふ
さ
わ
し
く
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
以
前
の
児
童
に
与
え
ら
れ

 
る
こ
と
は
少
し
も
か
ま
わ
な
い
に
し
て
も
、
賢
治
が
作
品
の
主
人
公
た
ち
と
同

年
齢
の
児
童
や
少
年
少
女
で
は
な
く
、
自
己
と
現
実
に
目
覚
め
、
生
の
意
味
を

 
問
う
、
人
生
で
も
最
も
揺
れ
の
激
し
い
時
期
に
あ
る
者
に
読
者
を
想
定
し
た
こ

 
と
は
重
い
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ヴ
、
そ
れ
ゆ
え
に
序
文
は
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な

 
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
つ
ま
り
、
氷
砂
糖
や
羅
紗
や
宝
石
に
代
表
さ
れ
る
物
質
的
価
値
が
こ
の
世
を

 
ま
ぎ
れ
も
な
く
動
か
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
は
っ
き
り
と
知
り
始
め
た
者

 
に
、
透
明
な
風
、
朝
の
日
光
が
氷
砂
糖
と
同
じ
く
甘
い
こ
と
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
な
野

良
着
が
宝
石
入
り
の
着
物
に
負
け
ず
に
光
輝
い
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
も
ら
う

 
こ
と
が
賢
治
の
願
い
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
精
神
主
義
者

 
が
物
質
層
蔑
視
す
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
作
者
は
風
や
朝

 
の
日
光
が
氷
砂
糖
よ
り
も
お
い
し
い
と
も
、
野
良
着
さ
え
あ
れ
ば
高
価
な
着
物

 
な
ど
不
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
物
質
的

価
値
だ
け
が
す
べ
て
で
は
な
く
、
目
を
転
じ
さ
え
ず
れ
ば
物
質
を
こ
え
た
価

値
、
つ
ま
り
誰
も
が
持
て
る
価
値
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
し
、
特
別
な
時
空
で

 
は
な
く
、
い
ま
こ
こ
で
、
自
然
の
中
で
、
持
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
静
か
に

 
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

〆

 
自
己
と
世
界
の
未
分
化
な
幻
想
性
の
中
に
生
き
る
児
童
期
、
少
年
少
女
期
を

ぬ
け
出
た
者
は
、
あ
る
時
、
自
己
が
世
界
か
ら
拒
ま
れ
、
裸
で
投
げ
出
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
め
ざ
め
る
。
づ
ま
り
「
現
実
」
に
め
ざ
め
る
。
そ
の
時
、
性
（
恋

愛
）
の
胱
惚
や
種
々
の
物
質
的
価
値
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
投
げ
出
さ
れ
た
自

己
を
世
界
へ
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
の
命
綱
の
役
割
を
果
す
と
言
う
こ
と
も
で
き

〆

る
。
性
（
恋
愛
）
や
物
質
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
近
代
小
説
の
扱
う
典
型
的
な
題
材

の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
童
話
を
書
き
つ
づ
け
た
賢
治
は
、
こ
の
よ

う
に
し
て
「
現
実
」
に
め
ざ
め
参
加
す
る
こ
と
を
嫌
い
、
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
以

前
の
混
沌
に
帰
ろ
う
と
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

層
松
田
司
郎
氏
は
賢
治
童
話
の
主
人
公
た
ち
、
た
と
え
ば
山
男
や
慶
十
が
、
い
わ

ゆ
る
成
長
す
る
こ
と
を
や
め
、
そ
れ
と
ひ
き
か
え
に
イ
ノ
セ
ン
ス
（
無
垢
）
を
保

持
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
 
「
子
ど
も
は
大
人
に
な
る
た
め
に
だ
け
生
れ
た

の
で
は
な
い
」
と
い
う
デ
ー
マ
を
他
の
秀
れ
た
児
童
文
学
作
家
ど
共
に
賢
治
の

 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
3
）

中
に
も
見
出
し
て
い
る
。
魅
力
的
な
指
摘
で
あ
り
、
主
人
公
た
ち
の
天
逝
の
意

味
も
よ
く
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
世
界
と
の
コ
ミ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
合
一
）

は
児
童
の
無
垢
に
と
ど
ま
ら
な
い
か
ぎ
り
保
障
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
覚
醒

し
た
者
が
混
沌
に
も
ど
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
か
。
賢
治
が
混
沌
に
心
ひ
か
れ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
は
あ
る
が
、
後
を
ふ
り
む
く
の
で
は
な
く
、
．
「
現
実
」
忙

め
ざ
め
た
者
が
な
お
世
界
と
の
合
一
を
性
（
恋
愛
）
や
物
質
の
媒
介
な
し
に
果
・

す
た
め
に
、
逆
に
よ
り
深
い
覚
醒
に
至
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
氷
砂
糖
の
か
わ
り
に
朝
の
日
光
や
す
き
と
お
っ
た
風
を
の
む
こ

と
も
、
粗
末
な
野
良
着
を
高
価
な
着
物
と
見
る
こ
と
も
意
識
の
レ
ベ
ル
の
低
い

こ
ど
も
に
は
相
当
の
難
問
で
あ
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
と
も
あ
れ
、
「
わ
た
く
し
は
、
さ
う
い
ふ
き
れ
い
な
た
べ
も
の
や
き
も
の
を
す

き
で
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
序
文
は
何
よ
り
も
作
者
自
身
の
衷
ぎ
れ
も
な

い
実
感
の
報
告
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。
賢
治
は
端
的
に
「
私
に
で
き

・
る
の
だ
か
ら
あ
な
た
も
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
の
で
す
」
と
喜
ば
し
き
経
験
へ

と
読
者
を
誘
う
の
で
あ
る
。
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有
 
明

 
起
伏
の
雪
は

 
 
 
 
 
 
 
し
る

 
あ
か
る
い
桃
の
漿
を
そ
そ
が
れ

 
青
そ
ら
に
と
け
の
こ
る
月
は

 
や
さ
し
く
天
に
咽
喉
を
鳴
ら
し

 
も
い
ち
ど
散
乱
の
ひ
か
り
を
呑
む

 
 
 
 
ハ
ラ
サ
ム
ギ
ヤ
テ
イ
 
ポ
 
ジ
ユ
 
 
ソ
 
ハ
 
カ

 
 
 
（
波
羅
僧
論
難
 
菩
提
 
薩
婆
・
詞
）

 
一
九
二
二
（
大
1
1
）
・
四
・
＝
二
の
日
付
を
持
つ
こ
の
詩
は
、
そ
れ
を
執
筆

時
と
考
え
る
と
す
れ
ば
、
北
国
の
遅
い
春
を
前
に
し
た
名
残
の
雪
を
題
材
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で
あ
れ
ば
、
 
「
あ
か
る
い
桃
の
漿
」
す
な
わ
ち
朝
日
の

光
は
、
真
冬
の
夜
明
け
の
弱
く
や
わ
ら
か
な
そ
れ
で
は
な
く
、
強
く
ま
ぶ
し
い

ほ
ど
に
丘
に
降
り
積
っ
た
雪
を
照
ら
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
同
じ
く
雪
の
情

景
を
扱
い
童
話
集
に
収
め
ら
れ
た
「
水
仙
月
の
四
日
」
が
、
大
1
1
・
1
・
1
9
と

い
う
日
付
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
谷
川
雁
氏
の
思
倒
な
指
摘
の
よ
う
に
四

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
4
）

月
四
日
の
雪
を
扱
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
作
者
に
と
っ
て
愛
着
深
い
同
じ
情
景

が
詩
と
散
文
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
童
話
の
中
の
次
の
よ
う
な

表
現
は
明
ら
か
に
詩
と
重
な
っ
て
お
り
、
こ
の
推
測
の
正
し
さ
を
示
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
は
く

 
 
ま
も
な
く
東
の
そ
ら
が
黄
ば
ら
の
や
う
に
光
り
、
號
害
い
う
に
か
買
や

 
 
 
き
ん

 
き
、
黄
金
に
燃
え
だ
し
ま
し
た
。
丘
も
野
原
も
あ
た
ら
し
い
雪
で
い
っ
ぱ
い

 
で
す
。
，
（
中
略
）
ギ
ラ
ギ
ラ
の
お
日
さ
ま
が
お
登
り
に
な
り
ま
し
た
。
今
朝

 
は
青
味
が
か
っ
て
一
そ
う
立
派
で
す
。
日
光
は
桃
い
ろ
い
っ
ぱ
い
に
流
れ
ま

 
し
た
。

 
こ
の
よ
う
に
し
て
賢
治
は
「
桃
い
ろ
の
う
つ
く
し
い
朝
の
日
光
」
 
（
序
）
を

「
世
界
の
童
話
的
構
図
」
の
成
立
 
i
『
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料
理
店
」
序
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検
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し
る

の
ん
だ
の
で
あ
る
。
詩
に
言
う
「
桃
の
漿
」
と
は
朝
日
の
色
で
あ
る
と
同
時

に
、
桃
を
か
じ
っ
た
時
に
広
が
る
蜜
で
い
っ
ぱ
い
の
味
わ
い
で
あ
る
に
ち
が
い

な
い
。
空
に
と
け
去
ろ
う
．
と
し
て
い
る
有
明
の
月
さ
え
も
の
ど
を
鳴
し
て
の
む

ほ
ど
、
そ
の
日
の
朝
の
日
光
は
お
い
し
か
っ
た
の
だ
。
 
「
す
き
と
ほ
っ
虎
風
」

に
つ
い
て
は
も
う
多
言
は
要
す
ま
い
。
そ
れ
は
賢
治
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
生
命

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
5
）

を
養
う
「
食
物
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
「
食
物
」
は
「
詩
」
↓
「
童
話
」
↓

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
6
）

「
序
」
と
く
り
返
し
取
り
上
げ
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
個
人
的
な
経
験
か
ら
、
自

然
の
申
へ
お
り
立
ち
さ
え
ず
れ
ば
誰
も
が
味
わ
え
る
も
の
へ
と
そ
の
存
在
を
明

確
化
ざ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

 
同
様
に
序
文
を
詩
作
品
で
照
ら
し
て
み
る
と
す
れ
ば
、
第
一
節
の
後
半
は
か

つ
て
「
膿
原
淑
女
」
と
い
う
題
名
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
「
〔
日
脚
が
ぼ
う
と
 
 
切

ひ
ろ
が
れ
ば
〕
」
の
異
稿
が
よ
く
呼
応
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
．
1
8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔

 
日
ざ
し
が
ほ
の
か
に
降
っ
て
く
れ
ば
／
ま
た
う
ら
ぶ
れ
の
風
も
吹
く
／
に
は

 
と
こ
や
ぶ
の
う
し
ろ
か
ら
／
二
人
の
を
ん
な
が
の
ぼ
っ
て
来
る
／
け
ら
を
着

粗
い
縄
を
ま
と
ひ
／
萱
草
の
花
の
や
う
に
わ
ら
ひ
な
が
ら
／
ゆ
っ
く
り
ふ
た

 
り
が
す
す
ん
で
く
る
／
そ
の
蓋
の
つ
い
た
小
さ
な
手
桶
は
／
今
日
は
は
た
け

 
へ
の
み
水
を
入
れ
て
来
た
の
だ
／
今
日
で
な
い
日
は
青
い
つ
る
つ
る
の
尊
墨

 
を
入
れ
／
欠
け
た
朱
塗
の
椀
を
う
か
べ
て
／
朝
の
爽
や
か
な
う
ち
に
町
へ
売

 
り
に
も
来
た
り
す
る
／
鍬
を
二
挺
た
ゴ
し
く
け
ら
に
し
ば
り
つ
け
て
み
る
の

 
で
／
膿
原
の
淑
女
よ
／
あ
な
た
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
／
工
手
の
や
う
に
見
え
る

 
／
…
…
風
よ
た
の
し
い
お
ま
へ
の
こ
と
ば
を
／
も
っ
と
は
っ
き
り
／
こ
の
人

 
た
ち
に
き
こ
え
る
や
う
に
云
っ
て
く
れ
…
…

 
作
品
の
日
付
は
一
九
二
四
（
大
1
3
）
・
五
・
八
と
あ
る
か
ら
詩
の
方
が
序
文



よ
り
も
後
に
書
か
れ
た
こ
ど
に
な
る
が
、
詩
は
序
文
の
精
神
を
よ
り
具
体
的
に

語
っ
て
い
る
。
東
北
の
五
月
は
ま
だ
早
春
で
あ
る
。
日
ざ
し
も
ま
だ
浅
く
、
風

も
爽
快
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
中
で
け
ら
（
蓑
）
を
ま
と
い
帯
の
か
わ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ん
ぞ
う

り
に
縄
を
腰
に
ま
い
た
女
た
ち
は
、
「
萱
草
の
花
」
の
よ
う
に
笑
い
な
が
ら
畑

へ
向
う
。
萱
草
は
高
原
の
夏
に
榿
赤
色
の
大
き
な
花
を
つ
け
る
ユ
ウ
ス
ゲ
と
も

，
呼
ば
れ
る
花
で
、
詩
人
立
原
道
造
が
愛
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
賢

治
は
貧
し
い
野
良
着
に
身
を
つ
つ
み
、
の
み
水
を
下
げ
て
畑
に
向
う
女
た
ち
を

高
原
の
夏
を
彩
ど
る
花
の
よ
う
に
野
を
彩
ど
る
淑
女
で
あ
る
と
い
い
、
着
飾
っ

た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
舞
手
に
決
し
て
劣
ら
な
い
と
い
ヶ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
．

そ
、
世
界
中
を
渡
り
仕
入
れ
て
き
た
珍
し
ぐ
も
楽
し
い
風
の
語
る
物
語
を
誰
よ

り
も
先
に
聞
く
資
格
が
あ
る
の
だ
。
さ
あ
風
よ
、
私
に
で
は
な
く
こ
の
人
た
ち

に
話
し
て
や
っ
て
、
野
に
生
き
る
こ
と
の
す
ば
ら
し
さ
を
伝
え
て
お
く
れ
…

：
・
o、

こ
ケ
し
て
「
序
」
は
ま
ず
自
然
の
中
で
生
き
働
く
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
と
尊
さ

を
語
る
。
そ
れ
が
作
者
の
心
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
こ
と
は
、
童
話
集
の

総
題
と
な
っ
た
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
．
の
主
人
公
た
ち
が
、
自
然
へ
の
畏
敬

の
念
を
持
た
な
い
行
動
の
故
に
、
顔
が
紙
く
ず
の
よ
う
に
な
る
ま
で
恐
怖
に
お

び
え
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
詩
の
中
で
賢
治

が
直
接
百
姓
女
た
ち
に
語
り
か
け
る
こ
と
が
で
き
ず
風
に
頼
ま
ね
ば
な
ら
な
か

っ
た
こ
と
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
女
た
ち
が
自
分
の
こ
と
を
騒

原
の
淑
女
で
あ
る
と
思
え
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
貧
し
い
百
姓
た
ち
は
腹
の

足
し
に
な
ら
ぬ
す
き
と
お
っ
た
風
や
朝
の
日
光
よ
り
も
、
氷
砂
糖
の
方
が
欲
し

い
の
だ
し
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
着
物
よ
り
も
宝
石
い
り
の
着
物
の
方
が
い
い
こ
と
は

自
明
で
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
時
（
大
正
十
二
年
）
賢
治
は
百
姓
で
は
な

く
月
給
九
十
円
を
も
ら
う
教
師
で
あ
り
、
そ
の
月
給
を
生
徒
の
た
め
に
使
い
果

し
て
も
困
ら
な
い
「
氷
砂
糖
を
ほ
し
い
く
ら
い
」
持
つ
こ
と
の
で
き
る
宮
沢
マ

キ
（
一
族
）
の
一
員
で
あ
っ
た
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
賢
治
は
そ
の
こ
と
の
矛
盾

を
誰
よ
り
も
よ
く
自
覚
し
て
い
た
。
三
年
後
彼
は
こ
の
「
序
」
を
ほ
ん
と
う
に

生
き
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
羅
須
地
人
協
会
時
代
の
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で

知
ら
れ
る
禁
欲
的
な
生
活
（
特
に
食
生
活
）
は
、
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
な
い
か

ぎ
り
理
解
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

 
賢
治
が
ま
さ
に
命
が
け
で
行
な
お
う
と
し
た
こ
の
よ
う
な
物
質
的
価
値
の
転

倒
を
、
た
と
え
ば
桶
谷
秀
昭
氏
は
「
現
実
の
捨
象
」
と
い
う
言
葉
で
次
の
よ
う

に
抽
象
化
し
て
い
る
。

 
思
想
は
し
ば
し
ば
現
実
を
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
た
ち
あ
る
思
想
と
な

 
る
。
現
実
を
捨
象
す
る
の
は
捨
象
に
よ
っ
て
か
た
ち
あ
る
も
の
と
な
っ
た
思

 
想
の
意
志
に
よ
っ
て
い
る
。
人
は
そ
の
か
た
ち
あ
る
思
想
が
と
ら
ざ
る
を
え

 
ぬ
現
実
の
捨
象
に
よ
っ
て
、
現
実
に
自
己
を
オ
リ
エ
ン
テ
ー
ト
す
る
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
7
）

 
逆
説
が
お
こ
る
（
「
北
村
透
上
奏
」
）

 
現
実
を
捨
象
す
る
こ
と
を
強
い
な
い
よ
う
な
思
想
は
そ
の
名
に
価
し
な
い
と

言
う
こ
と
も
で
き
る
。
何
ら
か
の
契
機
に
よ
っ
て
そ
の
思
想
に
身
を
投
げ
入
れ

た
者
は
、
そ
の
思
想
に
導
か
れ
て
現
実
の
諸
価
値
を
捨
て
去
る
。
そ
し
て
質
量

と
も
に
い
か
に
捨
て
去
っ
た
か
が
、
逆
に
彼
を
現
実
に
つ
な
ぎ
と
め
る
最
大
の

基
準
と
な
る
の
で
あ
る
。

 
氷
砂
糖
は
な
く
て
も
風
や
日
の
光
を
の
め
る
と
か
、
貧
し
く
と
も
野
に
生
き

る
こ
と
は
尊
い
と
考
え
る
こ
と
は
「
思
想
」
の
名
に
さ
え
価
し
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
賢
治
が
ζ
の
時
、
 
「
現
実
」
の
側
か
ら
み
て
ど
れ
ほ
ど
馬
鹿
げ
て

い
よ
う
と
物
質
的
価
値
さ
ら
に
い
え
ば
実
体
的
価
値
の
捨
象
に
己
れ
を
か
け
て

（ 186 ）

、



、

い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
書
見
の
詩
「
有
明
」
の
末

尾
に
「
般
若
心
経
」
の
末
尾
の
い
わ
ゆ
る
真
言
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
ラ
サ
ム
ギ
ヤ
テ
イ
 
ポ
 
ジ
ユ
 
ソ

鮮
や
か
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
品
で
は
「
波
羅
僧
掲
諦
 
菩
提
 
薩

ハ
カ
 
 
・
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぎ
や
て
い
ぎ
や
て
い
 
は
ら
ぎ
や
て
い
 
 
は
ら
そ
う
ぎ
や

婆
詞
」
で
あ
る
が
、
真
言
と
し
て
は
「
掲
帝
 
聖
帝
 
般
書
籍
帝
 
般
羅
僧
掲

て
い
ほ
じ
そ
は
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
註
8
）

帝
菩
提
鼠
輩
訂
」
（
『
バ
ウ
ッ
ダ
仏
教
」
に
よ
る
）
が
一
ま
と
ま
り
で
あ
る

か
ら
、
賢
治
は
最
後
部
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
は
「
往
け
る
者
よ
 
往
け
る
者
よ
 
彼
岸
に
往
け
る
者
よ
 
彼
岸
に
全
く
往

け
る
者
よ
 
さ
と
り
よ
 
幸
あ
れ
」
で
あ
っ
て
、
「
般
若
（
波
羅
密
多
）
心
経
」

が
完
全
に
理
解
さ
れ
知
恵
の
完
成
が
果
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
真
言
で
あ
る
。

賢
治
が
こ
の
真
言
を
愛
唱
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
詩
の
他
に

も
童
話
「
ひ
の
き
と
ひ
な
げ
し
」
の
初
期
形
で
、
ひ
の
き
が
「
は
ら
ぎ
や
あ
て

い
」
と
叫
ぶ
こ
と
に
も
表
わ
れ
て
い
る
。
童
話
は
「
風
は
樹
を
ゆ
す
り
て
云
ひ

ぬ
『
波
羅
三
諦
」
あ
か
き
は
み
だ
れ
し
け
し
の
一
む
ら
」
と
い
う
大
正
五
年
三

月
の
日
付
を
も
つ
歌
の
作
品
化
で
あ
り
、
テ
コ
マ
は
美
し
く
な
る
こ
と
に
目
が

く
ら
ん
で
悪
魔
に
だ
ま
さ
れ
よ
う
と
し
た
ひ
な
げ
し
た
ち
を
「
は
ら
ぎ
や
あ
て

い
」
と
叫
ん
で
救
い
、
静
か
に
さ
と
す
ひ
の
き
の
次
の
言
葉
に
要
約
で
き
る
と

思
わ
れ
る
。

 
 
あ
る
花
は
美
し
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
何
か
自
分
に
く
っ
つ
い
て
い
つ
ま
で

 
も
離
れ
な
い
も
の
の
や
う
に
考
へ
ま
し
た
。
あ
る
花
は
美
し
い
と
い
ふ
こ
と

 
が
す
な
は
ち
自
分
な
の
だ
と
思
っ
た
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
花
は
、
も
う

 
そ
の
時
か
ち
、
美
し
さ
の
小
さ
な
泉
を
か
ら
し
て
み
た
の
で
す
。
・
お
ろ
か
な

 
も
の
は
そ
れ
を
美
し
い
と
考
へ
ま
し
た
が
、
賢
人
た
ち
は
美
し
さ
の
す
ぐ
裏

 
 
じ
ゆ
う
わ
う
 
 
 
 
 
 
ロ
 
 
し
わ

 
側
に
縦
横
に
刻
ま
れ
た
悪
い
級
や
、
あ
や
し
い
ね
た
み
の
し
ろ
び
か
り
を
み

 
る
に
た
へ
ず
ま
な
こ
を
そ
む
け
て
い
た
の
で
す
。
あ
＼
す
べ
て
う
つ
く
し
い

 
 
 
 
 
 
 
ス
ガ
タ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
な

'
と
い
ふ
こ
と
は
善
逝
に
至
り
善
逝
か
ら
だ
け
来
ま
す
。
善
逝
に
叶
ひ
善
逝
に

 
至
る
に
つ
い
て
美
し
さ
は
起
る
の
で
す
。

 
 
「
善
逝
」
は
仏
の
異
称
で
あ
る
。
こ
の
ひ
の
き
の
教
え
は
そ
の
ま
ま
「
般
若

心
経
」
の
説
く
所
に
重
な
る
。
中
村
元
、
三
枝
充
恵
氏
に
よ
れ
ば
そ
の
核
心
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
「
も
の
と
空
と
の
完
全
な
一
致
に
あ
り
、
も
の
が
そ
の
ま
ま
空
で
あ
り
、
即
時

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

に
、
空
で
あ
る
こ
と
が
も
の
を
そ
の
も
の
た
ら
し
め
て
、
そ
の
も
の
と
し
て
あ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ち
 
 
と
く
し
よ
と
く

る
こ
と
を
示
」
し
、
 
「
智
も
得
と
所
得
も
同
様
に
無
で
あ
り
」
、
そ
れ
を
理
解

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
で
ん
ど
う

し
た
者
は
「
一
切
の
障
害
は
消
滅
し
、
恐
れ
も
な
く
な
り
、
転
倒
（
ひ
つ
く
り

返
る
）
し
た
思
い
か
ら
遠
く
離
れ
て
、
仏
教
の
理
想
の
極
致
で
あ
る
ニ
ル
ヴ
ァ

ー
ナ
に
至
り
完
成
す
る
」
 
（
傍
点
原
文
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
「
色
．

三
富
空
、
空
即
是
色
」
の
教
義
で
あ
る
。
ひ
な
げ
し
た
ち
は
美
し
さ
を
「
空
」

で
は
な
く
ハ
 
「
実
体
」
と
し
て
迫
馨
し
た
た
め
に
「
転
倒
」
し
、
あ
や
う
く
魂

を
悪
魔
に
売
り
渡
そ
う
と
し
た
の
だ
。

 
賢
治
は
昭
和
八
年
、
死
を
前
に
し
て
作
品
を
大
き
く
改
訂
す
る
。
こ
の
部
分

は
消
し
去
ら
れ
「
わ
あ
い
、
わ
あ
い
、
お
せ
っ
か
い
の
、
お
せ
っ
か
い
の
せ
い

高
ひ
の
木
」
と
い
う
け
し
の
言
葉
が
そ
れ
に
代
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の

意
味
づ
け
は
今
は
お
く
。
少
く
と
も
病
に
倒
れ
る
ま
で
の
賢
治
が
こ
の
世
に
実

．
体
的
価
値
は
な
く
、
す
べ
て
は
「
空
」
で
あ
る
と
い
う
「
仏
教
思
想
」
に
根
底

か
ら
導
か
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
つ
き
動
か
さ

れ
た
者
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
風
や
朝
の
日
光
の
お
い
し
さ
や
、
野
良
着
の
う
つ

く
し
さ
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
序
文
に
い
う
「
き
れ
い

な
た
べ
も
の
や
き
も
の
」
が
、
そ
れ
を
獲
得
す
る
た
め
に
「
転
倒
」
を
要
求
す

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
9
）

る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
世
界
の
童
話
的
構
図
」
の
成
立
 
一
『
注
文
の
多
い
料
理
店
」
序
の
検
討
1
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二

 
何
が
賢
治
を
こ
の
よ
う
な
「
思
想
」
に
導
い
た
か
を
こ
こ
で
改
め
て
詳
説
す

る
余
裕
は
な
い
。
こ
こ
で
は
た
だ
一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
零
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
た

い
。
こ
こ
ま
で
ふ
れ
て
来
た
序
文
前
半
の
五
行
は
、
何
よ
り
も
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
へ
の
真
摯
な
回
答
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
．

 
雲
の
暗
い
日
、
円
森
山
と
い
ふ
深
い
峯
か
ら
馬
を
二
頭
ひ
き
自
分
も
炭
を
荷

 
ひ
一
生
懸
命
に
私
に
追
ひ
つ
い
た
青
年
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
人
は
歩
き
馬

．
の
食
物
の
高
い
こ
と
自
分
の
賃
銀
の
廉
い
こ
と
な
ど
を
も
云
ひ
ま
し
た
。
私

 
は
こ
れ
を
慰
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

 
 
か
う
申
し
ま
し
た
。
 
「
私
は
も
し
金
を
ま
う
け
て
も
う
ま
い
も
の
は
食
は

 
な
い
。
立
派
な
家
に
す
ま
な
い
。
妻
を
め
と
ら
な
い
。
」
こ
ん
な
事
が
こ
の

、人

ﾉ
何
か
よ
ろ
こ
び
に
な
る
で
せ
う
か
。
私
は
あ
る
谷
の
上
で
青
い
試
験
紙

 
を
一
束
こ
の
人
に
や
り
、
私
は
谷
に
下
り
て
別
れ
ま
し
た
。
 
（
大
7
・
5
・

 
1
9
保
坂
嘉
内
あ
て
書
簡
）

 
大
正
七
年
三
月
、
高
等
農
林
学
校
を
卒
業
し
た
賢
治
は
、
以
後
研
究
生
と
し

て
関
豊
太
郎
教
授
の
指
導
の
下
に
稗
貫
郡
の
土
性
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
か

ら
、
こ
の
出
来
事
は
そ
の
中
の
ひ
と
こ
ま
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
賢
治
と

同
年
輩
で
あ
る
ら
し
い
こ
の
農
村
の
青
年
は
、
自
分
と
違
っ
て
の
ん
び
り
と
山

歩
き
を
し
て
い
る
と
思
え
る
学
生
に
、
う
ら
や
ま
し
さ
も
こ
．
め
な
が
ら
軽
い
気

持
で
ぐ
ち
を
こ
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
ん
な
時
、
聴
き
手
は
で
き
る
だ
け
深

々
と
う
な
づ
き
返
す
よ
り
態
度
の
と
り
ょ
う
が
な
い
。
生
活
を
変
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
真
に
「
な
ぐ
さ
め
る
」
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
。
だ
が
も

と
も
と
責
任
の
と
り
ょ
う
の
な
い
他
者
（
広
く
い
え
ば
世
界
）
の
貧
困
や
矛
盾
に

，
対
し
て
賢
治
は
責
任
を
と
ろ
う
と
す
る
。
 
「
私
は
も
し
金
を
も
う
け
て
も
う
ま

い
も
の
は
食
は
な
い
。
立
派
な
家
に
住
ま
な
い
。
妻
を
め
と
ら
な
い
。
」
と
答

え
る
の
で
あ
る
。
賢
治
は
青
年
の
言
葉
に
「
ね
た
み
⑳
白
び
か
り
」
 
（
「
ひ
の

き
と
ひ
な
げ
し
」
）
を
見
ず
に
は
お
れ
ず
、
そ
れ
が
こ
う
答
え
さ
せ
た
の
で
φ

る
。
そ
し
て
驚
嘆
す
べ
き
こ
と
に
、
彼
は
こ
の
答
え
を
そ
の
乾
し
の
ぎ
で
な

く
、
忠
実
に
後
半
生
で
実
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

 
こ
ζ
に
は
見
田
宗
介
氏
が
「
物
と
他
者
が
〈
現
象
と
し
て
の
自
我
〉
を
支
え

へ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
ヘ
 
へ

る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
最
終
的
に
は
自
我
を
そ
の
中
に
解
体
し
つ
く

、
 
 
 
 
 
 
 
（
ト
t
e
晋
口
り
⊥
）

す
も
の
で
も
あ
る
」
 
（
傍
点
原
文
）
と
指
摘
し
た
「
存
在
の
二
重
性
」
と
も
い

う
べ
き
賢
治
に
お
け
る
生
の
位
相
が
あ
る
。
た
と
え
ば
見
田
氏
の
指
摘
の
中
に

宮
沢
家
の
富
と
、
父
政
次
郎
を
代
入
し
て
み
れ
ば
よ
い
。
賢
治
に
と
っ
て
「
富

と
父
が
自
我
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
最
終
的
に
は
自
我
を
そ

の
申
に
解
体
し
つ
く
す
も
の
で
も
あ
っ
た
」
こ
と
は
そ
の
伝
記
が
明
瞭
に
語
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
生
い
立
ち
に
よ
っ
て
顕
在
化
さ
れ
た
こ
の
「
存
在
の
二
重

性
」
は
世
俗
的
三
三
の
あ
ら
ゆ
る
申
で
彼
を
刺
し
貫
く
棘
と
な
っ
た
。
そ
れ
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
証
1
1
）

「
生
物
の
か
ら
だ
を
食
ふ
の
を
や
め
」
さ
せ
、
宮
沢
賢
治
と
い
う
名
前
を
捨
て

 
 
 
 
 
 
（
註
1
2
）

る
こ
と
を
夢
見
さ
せ
、
、
山
中
で
の
信
じ
が
た
い
応
答
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
佐

藤
通
雅
氏
が
賢
治
に
「
生
ぎ
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
人
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
受

し
、
そ
の
利
他
的
行
動
を
「
生
の
根
拠
を
失
っ
た
者
が
、
な
お
自
分
の
存
在
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
3
）

保
つ
た
め
、
逆
に
過
度
に
生
き
て
い
る
姿
」
と
見
る
の
も
同
根
の
出
来
事
な
の

で
あ
る
。
 
 
 
 
 
 
 
し

 
こ
う
し
て
み
て
く
れ
ば
、
賢
治
が
「
す
き
と
ほ
っ
た
風
」
や
「
朝
の
日
光
」

に
代
表
さ
れ
る
「
透
明
な
食
物
」
を
求
め
た
理
由
が
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
思
え

る
。
 
〔
存
在
の
二
重
性
」
の
も
つ
棘
を
抜
く
た
め
に
は
自
分
自
身
が
透
き
通
る
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こ
と
し
か
な
く
、
そ
の
た
め
に
「
透
明
な
食
物
」
が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
。
自

ヨ
と
他
者
が
互
い
に
お
び
や
か
し
お
び
や
か
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
い
う
認
識
に

生
き
る
賢
治
に
と
っ
て
、
誰
と
も
関
係
を
結
ば
ず
に
摂
取
し
う
る
「
透
明
な
食

物
」
だ
け
が
心
か
ら
の
安
ら
ぎ
を
も
っ
て
飲
み
下
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

 
こ
う
し
て
F
「
わ
た
し
た
ち
野
に
生
き
る
者
に
は
透
明
な
食
物
が
あ
る
」
と
い

う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
五
年
後
に
書
か
れ
た
。
そ
れ
が
真
の
な
ぐ
さ
め
に
な
ら
ず
と

も
、
賢
治
は
青
年
に
向
っ
て
書
か
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
 
エ
ピ
ゾ
ー
ド
が

「
青
い
試
験
紙
」
を
渡
し
て
別
れ
る
と
こ
ろ
で
終
る
の
は
い
つ
そ
う
示
唆
的
で

あ
る
。
 
「
青
い
試
験
紙
」
と
は
お
そ
ら
く
リ
ト
マ
ス
試
験
紙
で
あ
ろ
う
。
賢
治

は
土
性
調
査
の
た
め
に
そ
れ
を
持
っ
て
お
り
、
青
年
に
そ
れ
で
田
畑
の
酸
性
度

の
調
査
を
し
、
酸
性
が
強
い
よ
う
な
ら
炭
酸
石
灰
を
入
れ
る
よ
う
に
教
え
た
か

も
し
れ
な
い
。
青
年
が
そ
れ
を
実
行
し
た
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
し
内
そ
う
し

た
と
し
て
も
後
の
羅
須
地
人
協
会
の
挫
折
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
で
貧

困
の
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
二
人
の
毒
素
は
動
か
し
よ
う
の
な
い

も
の
で
あ
り
、
さ
し
の
べ
ら
れ
た
手
と
し
て
の
「
青
い
試
験
紙
」
は
い
わ
ば
ナ

ン
セ
ン
ス
な
も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
ら
ナ
ン
セ
ン
．
ス
で
あ

っ
て
も
賢
治
は
青
年
に
そ
れ
を
渡
さ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。

 
こ
の
「
青
い
試
験
紙
」
は
賢
治
に
と
っ
て
の
「
書
く
こ
と
」
の
象
徴
的
な
意

味
を
荷
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
「
書
ぐ
こ
と
」
と
は
す
べ
て
の
方

途
を
失
っ
て
も
な
お
他
者
（
世
界
）
へ
向
っ
て
さ
し
の
べ
ら
れ
た
手
で
あ
る
。

・
そ
れ
が
「
現
実
」
の
前
で
は
無
力
で
も
、
渡
さ
れ
た
青
い
試
験
紙
に
よ
っ
て
自

己
と
世
界
の
透
明
度
を
測
る
こ
と
は
誰
に
で
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

「
世
界
の
童
話
的
構
図
」
の
成
立
 
一
『
注
文
の
多
い
料
理
店
」
序
の
検
討
i

三
．

 
「
序
」
の
前
半
が
「
透
明
な
食
物
」
を
食
べ
、
野
に
働
く
こ
と
の
喜
び
を
讃

え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
後
半
部
は
い
わ
ば
「
野
の
贈
り
物
」
と
し
て
の
童
話
の

成
立
が
語
ら
れ
る
。

 
 
こ
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
野
は
ら
や
鉄
道
線
路

-
や
ら
で
、
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
の
で
す
。

 
 
ほ
ん
た
う
に
、
か
し
は
ば
や
し
の
青
い
夕
方
を
、
ひ
と
り
で
通
り
が
か
っ

 
た
り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
中
に
、
ふ
る
へ
な
が
ら
立
っ
た
り
し
ま
す
と
、

 
も
う
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
気
が
し
て
し
か
た
な
い
の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
も

 
う
、
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と

 
を
、
わ
た
く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い
た
ま
で
で
す
。

 
 
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
あ
な
た
の
た
め
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ

 
る
で
せ
う
し
、
た
だ
そ
れ
っ
き
り
の
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
わ
た
「
く
し

 
に
は
、
そ
の
み
わ
け
が
よ
く
つ
き
ま
せ
ん
。
な
ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ

 
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
わ
た
く
し
に
も

 
ま
た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。

 
 
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
ち
ひ
さ
な
も
の
が
た
り
の
瞬
き
れ

 
か
が
、
お
し
ま
ひ
、
あ
な
た
の
す
き
と
ほ
っ
た
ほ
ん
た
う
の
た
べ
も
の
に
な

 
る
こ
と
を
、
ど
ん
な
に
ね
が
ふ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
4
）

 
渡
辺
芳
紀
氏
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
序
」
の
修
辞
に
北
原
白
秋
訳

『
ま
ざ
あ
ぐ
う
す
」
の
「
は
し
が
き
」
や
、
同
じ
く
童
話
集
『
祭
の
笛
」
の

「
は
し
が
き
」
等
の
影
響
が
あ
る
に
せ
よ
、
 
こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
収
め
ら
れ
て
い
る
童
話
が
書
斎
の
密
室
の
作
業
で
は
な
く
、
野
に
立
っ
た

（ 189 ）



す

作
者
へ
の
虹
や
月
あ
か
り
の
贈
り
物
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
に
偽
り
は
な
い
。

虹
や
月
か
ら
話
を
も
ら
う
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
氷
砂
糖
の
か
わ
り
に
風
や
日
光

を
の
む
こ
と
や
、
粗
末
な
野
良
着
が
高
価
な
着
物
に
見
え
る
こ
と
と
同
じ
レ
ベ

ル
め
出
来
事
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
可
能
な
賢
治
は
い
つ
も
「
野
の
贈
り

物
」
を
あ
ふ
れ
る
ば
か
り
に
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
き
ゅ
う
り
ゅ
う

 
こ
ん
な
に
あ
か
る
い
宥
塵
と
草
を
／
は
ん
に
ち
ゆ
っ
く
り
あ
る
こ
と
は
い

 
つ
た
い
な
ん
と
い
ふ
お
ん
け
い
だ
ら
う
／
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
は
り
つ
け
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
よ
し

 
で
も
と
り
か
え
る
／
（
中
略
）
わ
た
く
し
は
森
や
の
は
ら
の
こ
ひ
び
と
／
麓

 
の
あ
ひ
だ
を
が
さ
が
さ
行
け
ば
／
つ
つ
ま
し
く
祈
ら
れ
た
み
ど
り
い
ろ
の
通

 
信
は
／
い
っ
か
ぽ
け
っ
と
に
は
ひ
っ
て
み
る
し
／
は
や
し
の
く
ら
い
と
こ
ろ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
か
づ
き

 
を
あ
る
い
て
み
る
と
／
三
日
月
が
た
の
く
ち
び
る
の
あ
と
で
／
肱
や
ず
ぼ
ん

 
が
い
っ
ぱ
い
に
な
る
（
二
本
木
野
」
）

 
一
九
二
三
（
大
1
2
）
・
一
〇
・
二
八
の
日
付
を
も
つ
こ
の
詩
が
ニ
ケ
月
後
の

十
二
月
二
十
日
の
序
文
の
原
形
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
 
「
ど
ん
ぐ
り

と
山
猫
」
の
一
郎
に
山
猫
か
ら
は
が
き
が
来
た
の
は
一
度
き
り
で
あ
っ
た
が
、

賢
治
は
野
山
を
歩
き
さ
え
ず
れ
ば
い
つ
も
「
み
ど
り
い
ろ
の
通
信
」
を
い
っ
ぱ

い
も
ら
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
恋
人
と
し
て
の
森
や
野
原
や
月
の
た
え
ま
な
い
接

吻
で
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
彼
を
禁
欲
的
求
道
者
と
考
え
る
こ
と
は
こ
れ
だ
け

で
も
ま
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
「
は
り
つ
け
と
で
も
と
σ
か
へ

る
」
と
断
言
で
き
る
ほ
ど
の
よ
ろ
こ
び
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
自
然
界
と
重
な
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
こ
え
る
異
空
間
も
ま
た
賢
治
に

と
っ
て
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
生
命
に
満
ち
た
世
界
で
あ
っ
た
。

 
ひ
か
り
の
澱
／
三
角
ば
た
け
の
う
し
ろ
／
か
れ
草
層
の
上
で
／
わ
た
く
し
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
う

・
見
ま
し
た
の
は
／
顔
い
っ
ぱ
い
に
赤
い
語
う
ち
／
硝
子
様
潮
紅
の
こ
と
ば
を

つ
か
っ
て
／
し
き
り
に
歪
み
合
ひ
な
が
ら
／
何
か
相
談
を
や
っ
て
み
た
／
三

人
の
妖
女
た
ち
で
す
（
「
谷
」
 
『
春
と
修
羅
第
一
集
」
）

◎
わ
が
う
ち
秘
め
し

 
異
事
の
数

 
 
 
 
 
 
 
コ

 
 
 
〈
幽
界
の
こ
〉

 
 
 
 
 
 
 
〔

 
 
 
異
尋
問

 
 
 
 
 
 
の
断
片

（
「
兄
妹
像
手
帳
」
）

 
 
一
、
異
空
間
の
実
在
天
と
餓
鬼

 
 
 
幻
想
及
夢
と
実
在

 
二
、
菩
薩
仏
並
に
諸
他
八
三
依
正
の
実
在

 
 
 
内
省
及
実
行
に
よ
る
証
明

 
三
、
心
的
因
果
法
則
の
実
在

 
 
 
唯
有
因
縁

 
四
、
新
信
行
の
確
立
 
 
（
『
春
と
修
羅
第
二
集
」
所
収
「
〔
東
の
雲
は
は
や

．
く
も
蜜
の
い
う
に
燃
え
〕
」
下
書
稿
裏
に
書
か
れ
た
メ
モ
）

 
こ
れ
ら
の
詩
や
メ
モ
が
か
り
そ
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
以
上
、
賢
治
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
異
空
間
に
触
れ
、
普
通
の
人
間
に
語
っ

，
て
も
理
解
し
て
も
ら
え
ず
「
う
ち
秘
め
」
て
お
く
心
な
い
よ
う
な
経
験
を
し
た

こ
と
を
信
じ
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
〈
幽
界
の
こ
〉
と
ま
で
書
い
て
筆
を
置

喝
い
て
い
る
幽
界
の
事
（
死
後
の
世
界
）
に
つ
い
て
は
、
河
合
隼
雄
氏
に
よ
っ

て
賢
治
が
妹
ト
シ
の
死
に
際
し
て
深
い
宗
教
性
と
共
感
性
に
よ
っ
て
瀕
死
体

験
を
し
、
そ
れ
が
『
銀
河
鉄
道
の
夜
」
と
し
て
作
品
化
さ
れ
た
の
で
は
な
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（
註
1
5
）

い
か
と
い
う
「
仮
説
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
応
し
、
極
め
て
興
味
深

い
。
栗
谷
川
虹
氏
が
力
を
込
め
て
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
 
「
空
い
っ
ぱ
い
の

蒼
孔
雀
を
見
、
天
の
音
楽
を
聴
き
、
ま
た
、
地
獄
図
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
る
『
異

空
間
』
の
体
験
に
比
べ
た
ら
、
現
実
の
生
活
と
は
、
何
か
大
き
な
も
の
が
抜
け

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

落
ち
た
無
意
味
な
白
け
た
か
た
ち
と
、
感
ぜ
ら
れ
た
し
で
あ
ろ
う
し
、
賢
治
の

い
わ
ゆ
る
心
象
ス
ケ
ッ
チ
が
「
『
他
界
」
、
あ
る
い
は
異
空
間
と
現
実
と
い
う

二
重
の
世
界
を
抱
え
た
自
分
の
精
神
現
象
の
一
切
を
、
，
『
心
象
」
と
よ
び
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
6
）

こ
に
去
来
す
る
事
象
を
『
そ
の
ほ
と
り
」
に
正
確
に
写
す
ζ
と
」
で
あ
っ
た
こ

と
も
確
か
な
こ
と
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
だ
栗
谷
川
氏
の
言
う
よ
う
に

「
知
覚
の
二
重
性
が
、
苦
悩
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
苦
悩
が
二
重
性
を
造
形
し

九
の
で
は
な
い
」
と
断
定
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
万
残
る
コ
賢
治
自
身
「
も

う
決
定
し
た
そ
う
ち
へ
行
く
な
／
こ
れ
ら
は
み
ん
な
た
だ
し
く
な
い
／
い
ま
疲

れ
．
て
か
た
ち
を
更
へ
た
お
ま
へ
の
信
仰
か
ら
／
発
散
し
て
言
え
た
ひ
か
り
の
澱

だ
」
 
（
「
小
岩
井
農
場
・
パ
ー
ト
九
」
）
と
、
幻
想
体
験
が
信
仰
の
所
産
で
あ

り
、
現
実
生
活
で
の
苦
悩
が
信
仰
的
幻
想
-
異
空
間
-
へ
逃
げ
込
ま
せ
て
い
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

 
と
も
あ
れ
、
 
「
こ
れ
は
著
者
の
心
象
申
に
こ
の
様
な
状
景
を
も
っ
て
実
在
し

た
」
 
（
自
筆
「
広
告
文
」
）
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
作
者
に
未
知
な
絶
え
ざ
る
驚
異
に
値
す
る
世
界
自
身
の
発
展
」
 
（
同
）
と
し

て
あ
．
つ
た
こ
と
が
こ
こ
で
は
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
自
身

に
さ
え
未
知
で
あ
る
世
界
の
驚
き
に
満
ち
た
豊
か
さ
そ
の
も
の
が
「
童
話
」
と

し
て
表
現
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
小
説
（
特
に
日
本
の
そ

れ
）
が
、
自
我
の
狭
い
世
界
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
主
人
公
が

ど
こ
ま
で
も
作
者
の
影
を
ひ
き
ず
り
、
金
太
郎
飴
の
よ
う
に
ど
こ
の
作
品
断
面

「
世
界
の
童
話
的
構
図
」
の
成
立
 
一
『
注
文
の
多
い
料
理
店
」
序
の
検
討
一

か
ら
も
顔
を
出
す
の
と
好
対
照
を
な
す
の
で
あ
る
。
伊
東
眞
一
郎
氏
や
栗
原
敦

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
註
1
7
）

氏
の
綿
密
な
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
賢
治
の
場
合
、
「
自
己
と
は
実
は
他
者

 
（
『
風
景
や
み
ん
な
」
）
の
映
像
が
そ
の
裡
に
結
ば
れ
る
現
象
の
ご
と
に
ほ
か

 
 
（
註
1
8
㌧

な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
が
自
己
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
ア
つ

「
自
我
」
と
い
ヶ
実
体
で
は
な
く
、
「
現
象
」
と
い
う
定
め
な
き
も
の
（
「
空
」

と
考
え
て
も
よ
い
）
と
し
て
解
放
し
よ
う
と
し
た
こ
ど
自
体
、
自
閉
的
な
自
我

と
い
う
難
問
を
他
の
近
代
作
家
と
共
に
抱
え
こ
ん
で
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

 
そ
れ
は
初
め
、
、
「
世
界
」
に
対
す
る
「
自
我
」
の
優
位
と
し
て
出
発
し
た
は

ず
で
あ
っ
た
。
 
「
熊
本
よ
り
東
京
は
広
い
。
東
京
よ
り
日
本
は
広
い
。
日
本
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
エ
ニ
ト
ハ
ド

 
り
（
申
略
）
頭
の
申
の
方
が
広
い
で
し
ょ
う
。
 
（
中
略
）
囚
わ
れ
ち
ゃ
駄
目

 
だ
」
 
（
夏
目
漱
石
『
三
四
郎
」
）

 
三
四
郎
は
こ
う
し
て
広
田
先
生
か
ら
「
自
我
」
に
よ
る
「
世
界
」
の
相
対
化

を
学
ぶ
。
そ
れ
は
「
近
代
人
」
と
し
て
、
「
世
界
」
を
支
配
す
る
こ
と
で
も
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同
時
に
そ
の
相
対
化
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
自
己
の
立
脚

地
を
失
う
と
い
う
苦
悩
を
抱
え
こ
む
こ
と
で
も
あ
る
。
死
か
狂
気
か
宗
教
か
に

よ
っ
て
「
自
我
」
を
捨
て
去
る
こ
と
を
望
む
『
行
人
」
の
一
郎
と
は
、
そ
う
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

た
「
近
代
人
」
の
極
北
の
姿
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
「
自
我
」
を
捨
て
、
こ
の

ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

世
に
着
地
す
る
こ
と
を
心
か
ら
望
み
な
が
ら
そ
れ
を
果
せ
な
い
の
で
あ
る
。

「
よ
だ
か
の
星
」
に
「
市
蔵
」
と
い
う
『
彼
岸
過
迄
」
の
主
人
公
の
名
を
使
用

し
て
壌
こ
と
を
み
て
も
・
賢
治
が
斜
懸
読
ん
だ
可
能
性
は
高
い
が
・
そ
の

当
否
は
大
し
た
閥
題
で
は
な
い
。
賢
治
も
ま
た
、
少
く
と
も
父
政
次
郎
の
示
す

こ
の
世
の
現
実
よ
り
も
自
己
の
「
頭
の
中
の
方
が
広
い
」
こ
と
に
お
い
て
、
自

圏
閉
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
弱
肉
強
食
の
「
世
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界
」
に
参
加
．
す
る
こ
と
を
彼
の
「
自
我
」
は
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
郎
（
漱
石
）
よ
り
も
後
れ
て
生
れ
た
者
と
し
て
賢
治
は
「
高
等
遊
民
」

「
知
識
人
」
と
い
う
自
閉
の
場
所
に
風
穴
を
あ
け
、
・
「
世
界
」
に
降
り
立
た
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
 
「
法
華
経
」
を
中
心
と
す
る
仏
教
思
想
は
当
然
「
自
我
」

の
虚
妄
性
を
徹
底
し
て
追
求
す
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
．
て
内
な
る
「
近
代
人
」

が
破
砕
さ
れ
た
時
、
彼
は
「
頭
の
中
よ
σ
広
い
世
界
」
に
導
か
れ
た
の
で
あ

る
。
賢
治
が
「
法
華
経
」
を
読
ん
で
身
の
震
え
る
ほ
ど
の
感
動
を
覚
え
た
と
伝

え
ら
れ
る
の
も
、
何
よ
り
も
「
世
界
」
へ
再
び
降
り
立
つ
方
法
を
発
見
で
き
た

歓
び
に
よ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

 
「
序
」
・
で
「
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
な
る
と
こ
ろ
も

あ
る
で
せ
う
し
、
た
だ
そ
れ
っ
き
り
の
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
わ
た
く
し

に
は
、
そ
の
み
わ
け
が
よ
く
つ
き
ま
せ
ん
。
な
ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か

ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
わ
た
く
し
に
も
ま

た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
」
と
言
い
放
つ
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
彼

に
と
っ
て
「
書
く
こ
と
」
が
単
な
る
自
己
表
現
で
は
な
い
こ
と
、
 
「
世
界
」
が

人
知
を
越
え
て
広
い
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
作
品
が
「
た
め
に
な
っ
た
り
」

「
よ
く
わ
か
っ
た
り
」
す
る
円
満
な
小
宇
宙
を
形
成
し
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ

こ
そ
が
「
世
界
」
の
あ
り
よ
う
な
の
で
あ
る
か
ら
作
者
に
何
の
責
任
も
な
い
の

だ
。
む
し
ろ
「
よ
く
わ
か
る
世
界
」
こ
そ
自
我
が
ゆ
が
め
た
に
せ
の
現
実
な
の

だ
、
と
賢
治
は
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
か
く
し
て
賢
治
は
「
よ
く
わ
か
る
」
実
証
に
よ
っ
て
世
界
を
限
定
す
る
こ
と

な
く
、
世
界
を
そ
の
異
空
間
の
果
て
ま
で
歩
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
知
を

越
え
た
仏
教
的
な
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
を
持
つ
こ
と
に
お
い
て
、
父
の
示
し
た
現

実
世
界
を
否
定
す
る
も
の
で
な
く
な
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
「
世
界
の

宗
教
的
構
図
」
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
彼
が
そ
れ
を
す
べ
て
作
品
化
す
る
こ
ど

な
く
、
ひ
と
ま
ず
誰
に
も
理
解
可
能
な
「
童
話
的
構
図
」
に
限
定
し
て
発
表

し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
目
を
と
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
筆
の
広
告
文
で
作
者

は
（
こ
の
童
話
集
を
ト
ル
ス
ト
イ
や
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
や
タ
ゴ
ー
ル
と
同
じ

レ
ベ
ル
の
想
像
力
の
産
物
と
し
て
提
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む
 
 
む

「
実
に
こ
れ
は
著
者
の
心
象
中
に
、
こ
の
様
な
状
景
を
も
っ
て
実
在
し
た
ド
リ

ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
日
本
岩
手
県
で
あ
る
」
 
（
傍
点
原
文
）
と
あ
っ
て
も
、

「
心
象
」
と
い
う
言
葉
の
持
つ
重
大
な
意
味
を
読
者
が
了
解
で
き
る
と
は
思
わ

な
い
か
ら
、
 
「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
す
な
わ
ち
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
と
し
て
の
日
本

岩
手
県
」
は
そ
の
語
感
か
ら
言
っ
て
も
、
厳
し
い
自
然
の
中
で
貧
困
に
苦
ル
む

現
実
の
岩
手
県
を
忘
れ
さ
せ
る
、
著
者
の
夢
と
し
て
の
作
品
世
界
を
指
す
と
し

か
受
け
と
れ
な
い
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
そ
う
で
は
な
く
、

「
イ
ー
ハ
ト
ヴ
」
と
は
日
常
の
動
植
物
は
も
ち
ろ
ん
、
空
に
か
か
る
月
か
ら
水

た
ま
り
の
ボ
ー
フ
ラ
、
．
海
辺
の
ウ
ニ
や
ヒ
ト
デ
ま
で
が
人
知
を
越
え
て
人
格
的

存
在
で
あ
る
こ
と
を
真
に
知
っ
た
時
、
見
え
て
く
る
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。

『
注
文
の
多
い
料
理
店
」
で
言
え
ば
、
空
を
飛
ぶ
烏
た
ち
も
た
だ
生
き
る
た
め

に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
切
実
な
恋
心
や
争
い
を
い
と
う
心
に
胸
を
い
た

め
、
ど
ん
ぐ
り
た
ち
は
山
猫
や
馬
車
別
当
た
ち
と
に
ぎ
や
か
で
珍
妙
な
裁
判
を

や
っ
て
い
る
。
山
男
は
昼
寝
の
不
思
議
な
夢
に
う
な
さ
れ
、
森
た
ち
は
百
姓
に

い
た
ず
ら
を
し
か
け
る
ほ
ど
人
問
に
親
し
み
を
持
っ
て
い
る
…
…
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
や
は
り
本
質
的
に
は
仏
教
思
想
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
「
宗
教
的
世
界
」

と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
通
常
の
「
童
話
的
世
界
」
の
レ
ベ
ル
を
越
え
て
い
る
。

 
し
か
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
賢
治
に
と
っ
て
「
書
く
こ
と
」
が
「
青
い
試

験
紙
」
で
あ
る
以
上
、
、
彼
は
そ
れ
を
「
童
話
」
と
し
て
さ
し
出
し
た
の
で
あ
っ
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た
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
は
、
先
に
出
版
さ
れ
た
詩

集
『
春
と
修
羅
」
よ
り
は
る
か
に
徹
底
し
て
読
者
に
考
慮
が
払
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
は
賢
治
の
前
半
生
の
苦
闘
の
跡
は
き
れ
い
に
洗
い
流
さ
れ
て
，
い

る
。
し
か
し
、
優
し
く
提
出
さ
れ
た
「
世
界
の
童
話
的
構
図
」
が
、
ま
ぎ
れ
も

な
く
「
自
己
解
放
」
の
一
つ
の
試
み
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

（1）（2）（3）（5） （4）（6）（7）（9） （8）

註
渡
辺
芳
紀
「
宮
沢
賢
治
論
」
 
『
国
文
学
 
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
5
8
・
1
1

号
所
収
 
至
文
堂

『
カ
レ
ッ
ジ
ク
ラ
ウ
ン
英
和
辞
典
」
昭
4
1
・
2
 
第
1
1
版
 
三
省
堂

『
新
英
和
大
辞
典
」
昭
5
5
・
1
1
 
第
5
版
 
研
究
社
 
に
よ
る

松
田
司
郎
『
宮
沢
賢
治
の
童
話
論
 
深
層
の
原
風
景
」
 
昭
6
1
・
5

国
土
社

谷
川
雁
『
賢
治
初
期
童
話
考
」
 
昭
6
0
・
9
 
潮
出
版
社

わ
が
雲
に
関
心
し
／
風
に
関
心
あ
る
は
／
た
ゴ
に
観
念
の
み
に
は
あ
ら

ず
／
そ
れ
は
新
た
な
る
人
へ
の
力
／
は
て
し
な
き
力
の
源
な
れ
ば
な
り

（
「
兄
妹
像
手
帳
」
の
メ
モ
）

初
稿
は
「
童
話
」
↓
「
詩
」
の
順
で
あ
る
が
、
発
表
さ
れ
た
の
は
「
詩
」

↓
「
童
話
」
の
順
で
あ
り
、
そ
の
間
に
推
敲
が
な
さ
れ
た
ど
考
え
る
。

桶
谷
秀
昭
「
北
村
透
谷
論
」
 
 
「
近
代
の
奈
落
」
所
収
 
昭
4
3
・
4

国
文
社

申
村
元
、
三
枝
充
恵
『
バ
ヴ
ッ
ダ
 
仏
教
」
昭
6
2
・
3
 
小
学
館

大
正
七
年
七
月
二
四
日
保
坂
嘉
内
あ
て
書
簡
に
は
、
次
の
よ
う
に
「
色
」

「
世
界
の
童
話
的
構
図
」
の
成
立
 
i
『
注
文
の
多
い
料
理
店
」
序
の
検
討
1

 
 
 
（
実
体
的
価
値
Y
ま
ど
わ
さ
れ
る
人
間
を
描
い
て
い
る
。
 
「
返
す
返
す

 
 
、
も
思
い
出
し
ま
す
。
魔
王
波
旬
に
支
配
さ
れ
て
み
る
世
界
、
そ
の
子
商

 
 
王
に
へ
っ
ら
ふ
人
々
、
あ
＼
A
も
波
旬
と
商
王
に
噛
じ
ら
れ
た
。
B
も

 
 
波
旬
に
だ
ま
さ
れ
た
。
C
も
商
王
に
誘
は
れ
た
。
そ
れ
か
ら
X
も
Y
も

 
 
Z
も
み
ん
な
さ
っ
ぱ
り
と
っ
か
れ
て
行
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
私
は
又
勿

 
 
論
今
ひ
つ
ば
ら
れ
て
泣
き
な
が
ら
ば
た
く
云
っ
て
ゐ
ま
す
」
 
波
旬

 
 
と
は
釈
迦
の
悟
り
を
邪
魔
し
ょ
う
と
し
た
魔
王
の
名
で
あ
る
。

ω
 
見
田
宗
介
『
宮
沢
賢
治
」
昭
5
9
・
2
 
岩
波
書
店

⑪
 
大
正
七
年
五
月
十
九
日
保
坂
嘉
内
あ
て
書
簡

⑫
 
大
正
七
年
十
月
保
坂
嘉
内
あ
て
書
簡

．
⑬
 
佐
藤
雅
通
『
宮
沢
賢
治
の
文
学
世
界
一
短
歌
と
童
話
i
』
 
昭
5
4
・
1
1

 
 
泰
流
社

09

@
註
ω
に
同
じ

㈲
'
河
合
隼
雄
「
瀕
死
体
験
と
銀
河
鉄
道
」
 
『
国
文
学
」
昭
6
1
・
5
臨
時
増

 
 
刊
『
賢
治
童
話
の
手
帖
』
所
収
 
学
講
社
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヴ
オ
ワ
イ
ヤ
ン

㈲
 
栗
谷
川
虹
『
宮
澤
賢
治
 
見
者
の
文
学
」
，
 
昭
5
8
・
尼
 
洋
々
社

㈲
 
伊
東
員
一
郎
「
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
表
現
行
為
の
意
味
」
参
照
 
 
『
新

 
 
修
宮
沢
賢
治
全
集
 
別
巻
』
所
収
 
昭
5
5
・
1
2
 
筑
摩
醤
油
房
 
栗
原
敦

 
 
 
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
の
思
想
-
宮
沢
賢
治
論
口
i
」
参
照
 
『
日
本
文
学

 
 
研
究
資
料
叢
書
宮
沢
賢
治
皿
」
所
収
 
昭
5
8
・
2
有
精
堂

⑱
 
伊
東
眞
一
郎
氏
の
指
摘
に
よ
る

⑲
 
恩
田
逸
夫
「
市
蔵
と
い
う
名
前
'
宮
沢
賢
治
の
命
名
意
識
」
 
 
『
宮
沢

 
 
賢
治
論
3
』
所
収
 
昭
5
6
・
1
0
 
東
京
書
籍
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