
珈　

と
っ
く
に
本
欄
で
紹
介
し
た
つ
も
り
で
い
た
が
、

そ
う
で
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
書
棚
か
ら
引
っ
張

り
出
し
た
。
こ
れ
は
絶
対
に
見
逃
せ
な
い
本
だ
と
思
う

の
で
、
今
か
ら
で
も
ぜ
ひ
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
。

旗
手
啓
介
『
告
白
』（
講
談
社
、
１
９
４
４
円
）
は
読
む

者
を
カ
ン
ボ
ジ
ア
Ｐ
Ｋ
Ｏ
の
混
乱
の
現
場
へ
と
誘
い
込

む
の
み
な
ら
ず
、
謎
解
き
の
面
白
さ
も
味
わ
え
る
。
昨

今
、
屈
指
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
だ
ろ
う
。

　

Ｐ
Ｋ
Ｏ
（
国
連
平
和
維
持
活
動
）
で
派
遣
さ
れ
た
日

本
の
文
民
警
察
は
文
民
の
名
の
と
お
り
丸
腰
だ
っ
た
。

政
府
と
し
て
死
傷
者
だ
け
は
避
け
た
か
っ
た
自
衛
隊
は

南
部
の
安
全
地
帯
へ
、
対
し
て
警
官
は
危
険
な
北
部
の

ポ
ル
ポ
ト
派
支
配
地
域
な
ど
へ
派
遣
さ
れ
る
。
案
の
定
、

高
田
警
部
補
が
銃
撃
に
遭
い
死
亡
、
重
軽
傷
者
も
出
た
。

だ
が
時
の
宮
沢
政
権
は
こ
れ
を
単
な
る
事
故
扱
い
と
し
、

同
僚
警
官
に
は
滞
在
時
は
お
ろ
か
帰
国
後
も
一
切
の
発

言
、
記
録
執
筆
を
禁
じ
る
。
欧
州
各
国
は
分
厚
い
報
告

書
を
作
成
し
て
国
民
に
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
の
に
、

日
本
は
ひ
た
す
ら
隠
蔽
し
た
。　

年
後
の
取
材
で
よ
う

２３

や
く
当
事
者
や
外
国
人
に
重
い
口
を
開
か
せ
た
「
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
は
数
々
の
賞
を
受
賞
し
た
が
、
著
者

は
そ
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
。
Ｐ
Ｋ
Ｏ
と
は
、
権
力
の
説
明

責
任
と
は
。
多
く
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

玳　

中
高
生
の
ス
マ
ホ
普
及
率
は
７
割
以
上
だ
と
か
。

川
島
隆
太
『
ス
マ
ホ
が
学
力
を
破
壊
す
る
』（
集
英
社

新
書
、
７
９
９
円
）
は
親
子
必
読
で
、
ス
マ
ホ
を
や
れ
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ば
や
る
ほ
ど
学
力
低
下
が
歴
然
の
怖
い
デ
ー
タ
が
山
盛

り
で
あ
る
。
破
壊
的
影
響
が
明
白
な
の
は
数
学
と
理
科
。

自
宅
学
習
中
に
音
楽
・
ゲ
ー
ム
・
動
画
・
ラ
イ
ン
を
併

せ
て
行
う
マ
ル
チ
タ
ス
ク
は
最
悪
で
、
い
く
ら
勉
強
し

て
も
少
し
も
頭
に
入
ら
な
い
。
ス
マ
ホ
と
脳
の
話
も
専

門
家
な
ら
で
は
。
大
い
に
納
得
が
い
く
。
ス
マ
ホ
は
亡

国
の
玉
手
箱
で
あ
り
、
人
口
減
少
な
ど
よ
り
は
る
か
に

恐
ろ
し
い
こ
と
に
気
づ
く
べ
き
だ
。
そ
れ
も
早
い
ほ
ど

い
い
。
大
人
の
脳
に
関
す
る
言
及
も
見
逃
せ
な
い
。

珎　

昭
和
史
の
主
要
人
物
の
言
動
を
拾
い
出
し
て
時
代

を
描
き
出
す
と
ど
う
な
る
か
。
保
阪
正
康
『
人
を
見
る

目
』（
新
潮
新
書
、
８
２
０
円
）
は
追
従
、
お
節
介
、

横
柄
な
ど　

の
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
追
従
で

２０

は
東
条
英
機
「
納
豆
組
」
の
べ
た
べ
た
上
下
関
係
。
佐

藤
賢
了
は
東
條
の
喜
び
そ
う
な
報
告
ば
か
り
上
げ
て
、

ま
た
田
中
隆
吉
は
ゴ
マ
す
り
専
門
で
、
と
も
に
東
條
全

盛
期
に
異
例
の
出
世
を
遂
げ
た
。
嫌
が
ら
せ
で
は
統
帥

権
干
犯
と
い
う
妖
怪
を
引
き
ず
り
出
し
た
政
友
会
の
森

�
恪�
、
お
節
介
で
は
昭
和
史
最
大
の
お
調
子
者
と
し
て
松

か
く岡�

洋��
右�
な
ど
。
庶
民
の
ほ
う
が
ず
っ
と
ま
し
だ
っ
た
。

よ
う 
す
け

玻　

義
和
団
の
乱
を
主
題
に
し
た
松
岡
圭
祐
『
黄
砂
の
進

撃
』（
講
談
社
文
庫
、
７
５
６
円
）
は
前
作
『
黄
砂
の
籠

城
』
と
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
っ
て
主
人
公
は
漢
人
の
労
働
者

や
農
民
た
ち
。　「
扶
清
滅
洋
」

��������

　
の
旗
印
の
も
と
ゼ
ロ
か
ら

フ
ー
チ
エ
ン
ミ
エ
ヤ
ン

一
大
勢
力
と
な
っ
た
義
和
団
が�
東��
港��
民��
巷�
（
北
京
在
外

と
う 
こ
う 
み
ん 
こ
う

公
館
区
域
）
へ
攻
め
込
む
ま
で
を
お
お
む
ね
史
実
に
即

し
つ
つ
も
見
事
な
脚
色
で
一
気
に
読
め
る
。
清
朝
末
期

を
宮
廷
側
か
ら
描
い
た
浅
田
次
郎
の
傑
作
『
蒼
穹
の
昴
』

『
珍
姫
の
井
戸
』
と
も
重
な
り
合
う
が
、
本
書
は
民
衆
の

側
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
主
人
公
で
あ
る
。���（
浅
野　
純
次
）
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