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こ
の
一
、二
年
、
精
力
的
に
読
書
に
励
む
よ
う
に
な
っ
た
。
研
究

に
割
く
だ
け
の
十
分
な
時
間
が
な
い
か
わ
り
に
、
逆
に
余
裕
を
も
っ

て
読
書
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
基
本
的
に
日
曜
大
工
と
割
り

切
っ
て
い
る
翻
訳
の
作
業
は
、
塵
も
積
も
れ
ば
の
た
と
え
通
り
、
細

か
く
時
間
を
つ
な
い
で
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
そ
れ
な
り
の

塊
が
出
来
あ
が
る
仕
組
み
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
学
術
研
究
と
な
る

と
そ
う
は
い
か
な
い
。
持
続
的
に
、
粘
り
づ
よ
く
思
考
を
つ
づ
け
、

そ
れ
相
当
の
文
献
を
読
み
あ
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
か
り
に
そ
の

作
業
を
少
し
で
も
怠
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
一
人
よ
が
り
の
仮
説

に
終
わ
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

最
近
、
読
ん
だ
本
の
な
か
で
、
作
家
の
文
体
と
い
う
側
面
か
ら
い

た
く
興
味
を
そ
そ
ら
れ
た
小
説
が
あ
っ
た
。
大
江
健
三
郎
さ
ん
の
最

「
鎖
国
」
と
は
、一
八
〇
一
年
に
志
筑
忠
雄
『
鎖

国
論
』
で
初
め
て
使
わ
れ
た
言
葉
で
、
実
際
に

は
江
戸
時
代
は
自
分
の
国
の
体
制
を
鎖
国
体
制

と
は
呼
ん
で
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
、
完
全

に
国
を
閉
ざ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、長
崎
・

対
馬
・
薩
摩
・
松
前
の
四
つ
の
口
を
通
し
て
世

界
と
結
び
つ
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
体
制
は
中

国
・
朝
鮮
・
琉
球
・
安
南
な
ど
東
ア
ジ
ア
に
共

通
の
体
制
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
資
本
主
義
世

界
市
場
に
取
り
込
も
う
と
す
る
欧
米
列
強
か
ら

み
る
と
、「
公
儀
」
が
統
括
す
る
独
自
な
外
交

体
制
を
と
っ
て
お
り
障
害
だ
と
み
ら
れ
、「
開

国
」
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の

独
自
な
社
会
体
制
を
、
地
球
世
界
的
な
視
野
か

ら
考
え
よ
う
と
し
た
の
が
、
こ
の
本
で
す
。
江

戸
時
代
の
研
究
を
一
段
階
高
め
た
と
て
も
意
義

深
い
も
の
で
す
。

安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
九
年

「
私
が
貧
乏
だ
と
す
れ
ば
、
私
が
勤
勉
で
な
い

か
ら
だ
」「
私
の
家
庭
が
不
和
で
あ
れ
ば
、
私

が
不
孝
だ
か
ら
だ
」
と
信
じ
、
ま
る
で
困
難
な

貧
困
は
自
分
で
解
決
で
き
る
、
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
努
力
し
て
き
ま
し

た
。
こ
う
し
た
人
々
を
律
し
て
い
た
の
が
、
勤

勉
・
倹
約
・
孝
行
な
ど
の
通
俗
道
徳
と
い
わ
れ

る
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
通
俗
道
徳
の
上
に
構

築
さ
れ
た
の
が
、
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
し

た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
通
念
の
形
成
と
展
開
を

歴
史
的
に
解
明
し
、
近
代
日
本
社
会
の
問
題
を

考
え
た
の
が
本
書
で
す
。
安
丸
良
夫
氏
は
、
歴

史
を
動
か
し
て
き
た
根
源
的
な
活
動
力
は
「
民

衆
自
身
」
で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
民
衆
的
諸
思

想
を
取
り
上
げ
論
述
し
て
ゆ
き
ま
す
。

和
田
忠
彦
（
わ
だ　

た
だ
ひ
こ
）

副
学
長
　
総
合
国
際
学
研
究
院
教
授

イ
タ
リ
ア
近
現
代
文
学
・
文
化
芸
術
論

四
元
康
祐
『
四
元
康
祐
詩
集
』

現
代
詩
文
庫
、
二
〇
〇
五
年

ア
ー
サ
ー
・
ビ
ナ
ー
ド
『
釣
り
上
げ
て
は
』

思
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年

多
和
田
葉
子
『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー
︱
母
語
の
外

へ
出
る
旅
』　　
　
　
　

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年

　

詩
を
読
ん
で
ほ
し
い
。
そ
れ
も
日
本
語
の
見

た
こ
と
も
な
い
風
景
を
、
い
か
に
も
軽
や
か
に
、

け
っ
し
て
力
む
こ
と
な
く
、
わ
た
し
た
ち
に
見

せ
て
く
れ
る
、
そ
ん
な
詩
を
、
た
く
さ
ん
で
な

く
て
い
い
か
ら
読
ん
で
ほ
し
い
。

　

そ
れ
は
、
日
本
語
を
い
っ
た
ん
「
外
国
語
」

と
し
て
な
が
め
な
お
し
て
み
た
う
え
で
、
あ
ら

た
め
て
、
た
ぶ
ん
と
て
も
雑
種
性
の
高
い
変
形

し
歪
み
を
か
か
え
た「
母
語
」と
し
て
選
び
と
っ

た
ひ
と
た
ち
だ
け
が
紡
ぎ
だ
す
こ
と
の
で
き
る

こ
と
ば
の
世
界
だ
。
こ
と
ば
の
主
が
ア
メ
リ
カ

国
籍
で
あ
ろ
う
と
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
在
住
で
あ
ろ

う
と
関
係
な
い
。

　

じ
つ
は
多
和
田
葉
子
が
「
母
語
の
外
へ
出
る

旅
」
と
解
き
ほ
ぐ
し
て
も
み
せ
る
「
エ
ク
ソ

フ
ォ
ニ
ー
」
と
よ
ば
れ
る
こ
の
現
象
は
、
い
ま

で
は
あ
り
ふ
れ
た
日
常
の
光
景
に
な
り
つ
つ
あ

る
。
そ
ん
な
ふ
う
に
し
て
生
ま
れ
る
「
あ
た
ら

し
い
訛
り
」
の
な
か
に
、
き
み
た
ち
が
こ
れ
か

ら
出
遭
う
未
知
の
言
語
の
世
界
へ
の
架
け
橋
を

み
つ
け
て
ほ
し
い
。

身
体
の
リ
ズ
ム
を
と
ら
え
る
文
体

亀
山
郁
夫

外
大
に
は
日
本
語
を
含
め
、
26
の
専
攻
語
が
あ
り
ま
す
。
新
し
い
言
語
と
の

出
会
い
は
、
新
た
な
人
と
の
出
会
い
や
知
識
の
ひ
ろ
が
り
を
も
た
ら
す
と
と

も
に
、
ふ
だ
ん
何
気
な
く
使
っ
て
い
る
日
本
語
を
見
つ
め
な
お
す
き
っ
か
け

と
も
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
三
人
の
先
生
方
に
「
日
本
語
に
出
会

い
な
お
す
」を
テ
ー
マ
に
エ
ッ
セ
イ
を
寄
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。（
編
集
部
）
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慮
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
と
す
る
と
、
作
家
は
、
ま
ず
第
一
に
、
自

分
に
対
し
て
コ
ア
な
関
心
を
も
つ
読
者
の
意
識
を
し
っ
か
り
想
定
し

て
か
か
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
新
し
い
小
説
を
、
何
よ
り
も
彼
ら

の
感
覚
に
ど
う
フ
ィ
ッ
ト
さ
せ
る
か
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
が
読
者
へ
の

お
も
ね
り
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
作
家
は
、
み
ず
か
ら
の
良

心
に
照
ら
し
て
そ
の
問
題
を
考
え
つ
く
す
必
要
が
あ
る
。た
と
え
ば
、

「
思
っ
て
い
ま
す
」
と
「
思
っ
て
ま
す
」
の
表
現
を
ど
う
使
い
分
け

る
か
、
そ
う
い
う
細
か
な
点
に
も
書
き
手
は
十
分
な
配
慮
を
怠
っ
て

は
な
ら
な
い
。
会
話
で
あ
れ
、
地
の
文
で
あ
れ
、「
思
っ
て
い
ま
す
」

で
統
一
す
る
、
と
い
う
の
も
一
つ
の
正
当
な
手
立
て
だ
ろ
う
が
、
そ

う
し
た
意
固
地
な
態
度
で
ど
こ
ま
で
読
者
を
惹
き
つ
け
て
い
け
る
の

か
。
読
者
が
活
字
に
求
め
て
い
る
の
は
、
表
現
上
の
ご
く
小
さ
な
あ

や
を
と
お
し
て
伝
え
ら
れ
る
感
覚
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
も
は
や
言
葉
で
す
ら
な
い
。
携
帯
や
Ｅ
メ
ー
ル
の
文

章
が
、
じ
つ
は
限
り
な
く
相
手
へ
の
配
慮
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
い
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
は
ず
だ
。相
手
の
顔
が
見
え
ず
、

視
覚
的
に
反
応
を
確
認
で
き
な
い
以
上
、
頼
る
べ
き
は
表
現
の
内
容

よ
り
も
、
そ
の
方
法
で
あ
る
。
携
帯
や
Ｅ
メ
ー
ル
で
は
、
お
の
ず
か

ら
心
の
微
妙
な
動
き
を
伝
え
る
ア
ー
テ
ィ
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
技
法

が
不
可
欠
で
あ
る
。
紋
切
り
型
は
、
通
用
し
な
い
。
規
範
す
ら
も
存

在
し
な
い
、
と
言
っ
た
ら
大
げ
さ
だ
ろ
う
が
、
規
範
は
無
限
の
多
様

性
を
は
ら
む
と
い
っ
た
程
度
の
認
識
は
必
要
で
あ
る
。
少
し
飛
躍
し

た
言
い
方
を
す
れ
ば
、
世
界
が
こ
れ
だ
け
の
悲
惨
さ
に
満
ち
て
い
る

と
い
う
の
に
、
文
体
だ
け
が
厚
化
粧
で
澄
ま
し
た
顔
を
し
て
い
ら
れ

る
わ
け
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
リ
ズ
ム
、
リ
ズ
ム
︱
︱
。

　

私
は
い
ま
空
想
し
て
い
る
。『
水
死
』
の
執
筆
に
立
ち
向
か
っ
た

大
江
さ
ん
も
ま
た
、
心
の
ど
こ
か
で
「
最
後
の
小
説
」
を
意
識
し
な

が
ら
、
つ
い
に
そ
の
、
身
体
の
リ
ズ
ム
と
い
う
原
点
に
立
ち
か
え
ろ

う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
。
物
語
は
、
朝
の
散
歩
を
楽
し
ん
で
い

た
老
作
家
が
、
ジ
ョ
ギ
ン
グ
し
な
が
ら
彼
を
追
い
か
け
て
き
た
一
人

の
若
い
女
性
と
出
会
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
物
語
は
、
そ

の
女
性
の
、
過
去
の
記
憶
か
ら
せ
り
上
が
る
轟
音
の
ご
と
き
悲
鳴
と

と
も
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
る
。

新
作
『
水
死
』（
講
談
社
）
で
あ
る
。
常
日
頃
思
う
の
だ
が
、
大
江
さ

ん
の
小
説
に
、
少
な
く
と
も
文
体
面
か
ら
み
て
唯
美
的
と
い
う
表
現

は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
既
存
の
日
本
語
に
対
し
て
つ
ね
に

批
評
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
自
動
化

さ
れ
た
、
と
い
う
か
、
読
み
や
す
い
か
わ
り
に
記
憶
に
残
ら
な
い
、

と
い
っ
た
文
体
と
質
的
に
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
文
体
の

記
憶
が
い
つ
ま
で
も
鮮
や
か
に
残
る
の
が
大
江
さ
ん
の
小
説
で
あ

る
。
驚
き
を
作
り
だ
す
文
体
と
い
う
方
法
意
識
の
点
で
、
ま
た
、
日

常
言
語
の
な
か
に
小
さ
な
文
体
実
験
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
溶
け
込
ま
そ

う
と
い
う
努
力
に
お
い
て
、
大
江
さ
ん
ほ
ど
意
識
的
な
作
家
は
い
な

い
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
で
あ
る
。
最
新
作
『
水
死
』
を
読
ん
で
、
そ
の
大
江
さ

ん
が
、
文
体
面
で
あ
る
究
極
的
な
地
点
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
こ

と
を
つ
よ
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
わ
た
し
個
人
の

ひ
と
り
よ
が
り
な
印
象
に
す
ぎ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
一
般
読
者
の

反
応
を
見
て
も
、
こ
れ
が
大
江
さ
ん
か
、
と
思
う
ほ
ど
読
み
や
す
い
、

と
い
う
声
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、

「
読
み
や
す
い
」
と
い
う
印
象
が
、
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
正
し
い
か
、

ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
印
象
に
、
正
し
い
か
、
間
違
い
か

も
な
か
ろ
う
と
い
う
、
へ
そ
曲
が
り
な
読
者
も
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
読
者
が
「
読
み

や
す
い
」
と
の
印
象
を
い
だ
く
小
説
は
、
往
々
に
し
て
、
作
家
の
側

か
ら
の
周
到
な
仕
掛
け
が
隠
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
か
ら

だ
。
一
言
で
い
っ
て
、
読
者
の
身
体
的
リ
ズ
ム
の
感
覚
と
た
く
み
に

フ
ィ
ッ
ト
さ
せ
る
た
め
の
手
法
︱
︱
。
思
う
に
、
現
代
ほ
ど
、
作
家

が
、
リ
ズ
ム
と
い
う
問
題
に
敏
感
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
時
代
は
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

基
本
的
に
、
作
家
は
、
自
分
の
書
い
た
も
の
が
読
ま
れ
な
く
て
は

何
の
意
味
も
な
さ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、今
日
、ア
ク
テ
ィ

ブ
に
本
を
手
に
と
ろ
う
と
す
る
読
者
は
皆
無
に
ち
か
く
、
友
だ
ち
が

読
ん
で
い
る
か
ら
読
む
、
話
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
読
む
、
と
い
う

の
が
基
本
的
な
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
読
者
は
時
間
に
追
わ
れ
、
な
に

ご
と
も
短
時
間
で
仕
上
げ
た
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
分
量
の
小

説
で
も
読
む
時
間
を
で
き
る
だ
け
縮
減
で
き
る
よ
う
に
、
作
家
は
配

か
め
や
ま
・
い
く
お　

一
九
四
九
年
生
ま
れ
。
東
京
外
国
語
大
学
長
。

ロ
シ
ア
文
学
者
。
著
書
に
『
甦
る
フ
レ
ー
ブ
ニ
コ
フ
』（
平
凡
社
ラ

イ
ブ
ラ
リ
ー
）、『
磔
の
ロ
シ
ア
︱
ス
タ
ー
リ
ン
と
芸
術
家
た
ち
』（
岩

波
書
店
）、『
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー　

父
殺
し
の
文
学
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）

な
ど
。
訳
書
に
新
訳
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』『
罪
と
罰
』（
と
も

に
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
）
な
ど
。

http://www-lib.tufs.ac.jp/cgi-bin/opc/opaclinki.cgi?ncid=BA89746528
http://www-lib.tufs.ac.jp/cgi-bin/opc/opaclinki.cgi?ncid=BA57066625
http://www-lib.tufs.ac.jp/cgi-bin/opc/opaclinki.cgi?ncid=BA68047032
http://www-lib.tufs.ac.jp/cgi-bin/opc/opaclinki.cgi?ncid=BA78512503
http://www-lib.tufs.ac.jp/cgi-bin/opc/opaclinki.cgi?ncid=BA87362059
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山
本
安
英
の
会
で
は
、
月
に
一
度
、
神
保
町
の
岩
波
ビ
ル
九
階
の

集
会
室
で
「
こ
と
ば
の
勉
強
会
」
を
開
い
て
い
た
。
私
は
そ
こ
に
通

い
始
め
た
。
勉
強
会
の
大
き
な
テ
ー
マ
は
、
日
本
語
の
せ
り
ふ
の
発

声
、
デ
ク
ラ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
木
下
順
二
に
よ
る
と
「
強
い
て
訳
せ
ば

朗
誦
術
」）
の
探
究
で
、「
古
典
の
朗
読
は
ど
こ
ま
で
可
能
か
」
と
い

う
実
践
も
進
め
ら
れ
て
い
た
。
伝
統
芸
能
に
お
け
る
表
現
の
工
夫
や
、

各
地
で
育
ま
れ
た
地
域
語
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
如
何
に
生
か
す
か
、
と

い
っ
た
こ
と
も
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
し
ば
し
ば
話
題
に

上
っ
た
。

　

あ
る
日
、「
こ
と
ば
の
勉
強
会
」
の
受
付
で
、「
先
生
が
あ
な
た
に

会
い
た
い
と
言
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
奥
に
通
さ
れ
た
。
木
下
順
二

先
生
が
い
た
。

「
こ
の
子
に
会
っ
て
み
た
い
と
思
わ
せ
る
名
文
の
手
紙
」
が
高
校
の

Ｙ
先
生
よ
り
送
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
人
形
劇
の
登
場
人
物
の
声

を
一
人
で
演
じ
分
け
る
と
か
、
民
話
や
絵
本
を
ス
テ
ー
ジ
で
語
る
と

か
、
声
の
こ
と
ば
の
試
み
に
余
念
の
な
い
私
を
見
て
、
Ｙ
先
生
が
し

て
く
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

　

程
な
く
私
は
千
駄
木
駅
か
ら
団
子
坂
を
上
り
き
っ
た
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
山
本
安
英
先
生
の
自
宅
兼
稽
古
場
に
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。

三
か
月
の
見
習
い
期
間
を
経
て
内
弟
子
入
門
を
許
さ
れ
た
私
は
、
学

校
が
終
わ
る
と
稽
古
場
に
行
き
、
稽
古
に
励
ん
だ
。
古
典
を
含
む
作

品
の
朗
読
に
取
り
組
み
な
が
ら
、
か
つ
て
の
日
本
語
文
学
は
、
み
な

声
の
こ
と
ば
の
た
め
の
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
理
解
し
た
。

「
眠
っ
て
い
る
文
字
を
起
こ
し
な
さ
い
」

　

と
山
本
安
英
先
生
は
言
っ
た
。
紙
に
張
り
付
い
て
深
く
眠
っ
て
い

る
文
字
に
息
を
吹
き
込
ん
で
、
命
あ
る
こ
と
ば
と
し
て
目
覚
め
さ
せ

る
。
そ
の
こ
と
ば
が
本
来
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
生
き
生
き
と
立
ち

上
が
ら
せ
自
由
に
す
る
に
は
、
ま
ず
「
ま
っ
す
ぐ
な
声
を
持
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
先
生
は
言
っ
た
。
基
本
の
声
に
歪
み
が
あ
っ
て

は
邪
魔
に
な
る
。
生
涯
を
か
け
て
磨
い
て
こ
ら
れ
た
そ
の
声
で
、
先

生
は
惜
し
み
な
く
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。

　

や
が
て
、
木
下
順
二
先
生
が
「
平
家
物
語
」
に
基
づ
く
新
作
「
子

午
線
の
祀
り
」
を
発
表
し
、
そ
の
上
演
の
準
備
が
始
ま
っ
た
。
能
、

歌
舞
伎
、
狂
言
の
役
者
と
新
劇
俳
優
と
の
共
演
で
、
原
文
の
群
読
と

現
代
語
の
台
詞
に
よ
る
壮
大
な
運
命
の
ド
ラ
マ
で
あ
っ
た
。
私
の
初

舞
台
は
、
そ
の
第
一
次
公
演
の
「
重し
げ
ひ
ら衡
の
北
の
方
」。
十
九
歳
の
春

の
こ
と
だ
っ
た
。

　

幼
い
頃
か
ら
父
の
転
勤
に
伴
っ
て
各
地
を
転
々
と
し
た
た
め
で
あ

ろ
う
。
地
域
に
よ
っ
て
、
人
に
よ
っ
て
、
話
す
こ
と
ば
が
違
う
こ
と
、

そ
れ
ら
は
「
日
本
語
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
多
様
さ
の
限
り
な
い

こ
と
を
実
感
し
な
が
ら
、
私
は
育
っ
た
。

　

私
が
中
学
に
入
る
と
、
父
は
単
身
赴
任
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
家

族
は
東
京
に
落
ち
着
い
た
。
新
し
い
土
地
の
こ
と
ば
を
素
早
く
覚
え

る
習
慣
が
つ
い
て
い
た
私
は
、
他
人
の
こ
と
ば
を
真
似
る
こ
と
を
得

意
と
し
た
が
、
自
分
の
こ
と
ば
と
い
え
ば
、
欠
か
さ
ず
つ
け
て
い
た

日
記
の
書
き
こ
と
ば
に
こ
そ
あ
れ
、
話
し
こ
と
ば
に
は
見
つ
か
ら
な

い
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
。
学
校
で
は
才
能
豊
か
な
友
人
Ｋ
を
得
て

一
緒
に
演
劇
ク
ラ
ブ
を
つ
く
っ
た
が
、
当
時
の
私
た
ち
の
十
八
番
と

き
た
ら
「
金
色
夜
叉
」
の
熱
海
の
シ
ー
ン
を
、
怪
し
げ
な
い
く
つ
か

の
地
域
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
や
っ
て
み
る
と
い
っ
た
神
を
も
恐
れ
ぬ
蛮

行
で
あ
っ
た
。

　

高
校
生
に
な
っ
て
初
め
て
自
分
の
小
遣
い
で
演
劇
の
チ
ケ
ッ
ト
を

買
っ
た
。
か
ね
て
見
た
か
っ
た
「
夕
鶴
」。
劇
作
家
木
下
順
二
の
初

期
の
作
品
で
、
女
優
の
山
本
安や
す
え英

が
鶴
女
房
の
「
つ
う
」
を
一
千
回

演
じ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
舞
台
だ
が
、
当
時
す
で
に
七
百
回
を
超
え

て
い
た
。
場
所
は
、
有
楽
町
に
あ
っ
た
そ
ご
う
デ
パ
ー
ト
最
上
階
の

読
売
ホ
ー
ル
で
、
私
の
席
は
、
後
ろ
の
左
の
方
だ
っ
た
。

　

そ
こ
で
私
は
、
驚
く
べ
き
声
の
こ
と
ば
に
出
会
っ
た
の
だ
。
山
本

安
英
の
声
が
、
私
を
く
ま
な
く
満
た
し
た
。
声
と
こ
と
ば
に
寸
分
の

隙
も
な
い
。
声
の
す
べ
て
が
そ
の
こ
と
ば
の
す
べ
て
を
伝
え
て
く
る
。

密
度
の
高
い
そ
の
声
は
、
張
り
上
げ
る
の
で
も
振
り
絞
る
の
で
も
な

い
の
に
、
劇
場
の
す
み
ず
み
に
ま
で
よ
く
通
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
そ

れ
ま
で
私
が
聞
い
て
き
た
誰
の
こ
と
ば
と
も
違
っ
て
い
て
、
演
劇
ク

ラ
ブ
で
そ
れ
と
思
っ
て
稽
古
を
し
て
い
た
せ
り
ふ
の
こ
と
ば
と
も
ま

る
で
違
っ
て
い
た
。
決
定
的
な
出
会
い
で
あ
っ
た
。

か
わ
じ
・
ゆ
か　

一
九
五
九
年
生
ま
れ
。
東
京
外
国
語
大
学
大
学
院

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授
。
日
本
語
教
育
論
・
日
本
語
教
育
史
。
著

書
に
『
非
漢
字
圏
留
学
生
の
た
め
の
日
本
語
学
校
の
誕
生 —

 

戦
時

体
制
下
の
国
際
学
友
会
に
お
け
る
日
本
語
教
育
の
展
開
』（
港
の
人
）、

『
三
十
一
文
字
の
日
本
語
』（
共
著
、お
う
ふ
う
、朗
読
Ｃ
Ｄ
付
）
な
ど
。

二
〇
〇
八
年
秋
、
源
氏
物
語
千
年
紀
の
催
し
の
一
環
と
し
て
の
公
演

「
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
朗
読
〈
葵
〉」
に
際
し
て
は
、演
出
班
に
加
わ
り
、

日
本
語
パ
ー
ト
の
朗
読
を
担
当
し
た
。

眠
っ
て
い
る
文
字
を
起
こ
す

─
─
山
本
安
英
が
教
え
て
く
れ
た
こ
と

河
路
由
佳
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う
こ
と
は
ま
れ
で
は
な
い
。
気
づ
き
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
実

は
「
に
ほ
ん
ご
」
だ
っ
て
一
様
で
は
な
い
の
だ
。
一
〇
〇
％
日
本
語

で
育
っ
て
も
、
日
本
語
の
一
〇
〇
％
を
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
は
あ

り
得
な
い
。
ま
だ
ま
だ
未
知
の
「
に
ほ
ん
ご
」
が
あ
る
は
ず
だ
。

　

留
学
生
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
で
は
、
様
々
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
留

学
生
が
学
ん
で
い
る
。
母
国
で
日
本
語
を
学
ん
で
き
た
短
期
の
交
換

留
学
生
も
い
れ
ば
、
来
日
後
ひ
ら
が
な
か
ら
学
び
始
め
て
一
年
後
に

は
日
本
の
大
学
に
入
学
す
る
国
費
留
学
生
も
い
る
。
日
本
語
を
学
ぶ

彼
ら
に
と
っ
て
は
、
当
然
、
毎
日
が
「
に
ほ
ん
ご
」
と
の
出
会
い
で

あ
る
。
ま
た
、
日
本
人
の
発
想
か
ら
は
出
て
き
に
く
い
質
問
に
さ
ら

さ
れ
る
教
師
に
と
っ
て
も
、
毎
日
が
「
に
ほ
ん
ご
」
と
の
出
会
い
直

し
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。「
に
ほ
ん
ご
を
」
学
ぶ
こ
と
か
ら

始
め
て
、や
が
て
「
日
本
語
で
」
学
ぶ
よ
う
に
な
る
留
学
生
と
の
日
々

は
、
刺
激
に
満
ち
て
い
る
。
留
学
生
の
俳
句
の
自
由
な
発
想
に
は
、

「
に
ほ
ん
ご
」へ
の
期
待
が
満
ち
て
い
る
よ
う
で
、毎
回
驚
か
さ
れ
る
。

だ
か
ら
、
日
本
語
教
育
は
面
白
い
。

　

日
本
語
を
学
習
対
象
と
し
て
見
る
と
、
日
本
人
の
考
え
方
と
日
本

語
の
発
想
と
が
別
ち
が
た
く
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
例

え
ば
、「
手
伝
っ
て
く
れ
た
」「
手
伝
っ
て
も
ら
っ
た
」「
手
伝
っ
て

あ
げ
た
」
の
よ
う
な
恩
恵
の
授
受
表
現
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
日
本
人

の
多
く
は
ご
く
自
然
に
使
い
分
け
る
が
、
日
本
語
学
習
者
に
と
っ
て

は
、ま
ず
こ
れ
ら
の
表
現
を
使
う
と
い
う
意
識
が
第
一
段
階
で
あ
り
、

ど
れ
を
使
う
か
は
次
の
段
階
に
来
る
。
学
習
者
か
ら
「
わ
た
し
は
と

も
だ
ち
に
て
つ
だ
っ
た
。」
と
い
う
文
が
出
て
き
た
ら
、
だ
れ
が
何

を
し
た
の
か
と
い
う
客
観
的
な
事
実
を
確
か
め
、
ど
う
表
現
し
た
い

か
と
い
う
主
観
的
な
語
り
方
を
選
ぶ
と
い
う
手
順
が
必
要
に
な
る
。

「
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
く
だ
さ
い
。」
や
「
手
伝
っ
て
く
れ
た
人
は
だ

れ
で
す
か
。」
と
い
う
文
が
使
え
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
ぱ
っ
と

思
い
浮
か
ぶ
よ
う
な
ら
、
日
本
語
の
発
想
が
身
に
つ
い
て
い
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

「
お
や
、
日
本
語
っ
て
こ
う
だ
っ
た
の
か
。」「
日
本
語
っ
て
お
も
し

ろ
い
。」
そ
ん
な
経
験
を
ど
ん
ど
ん
し
て
ほ
し
い
。
そ
の
た
め
に
、

日
本
語
を
学
ん
で
い
る
友
人
や
自
分
と
は
違
う
日
本
語
を
話
す
友
人

を
た
く
さ
ん
作
っ
て
ほ
し
い
。
留
学
生
と
い
っ
し
ょ
に
俳
句
に
挑
戦

し
て
み
る
の
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
未
知
の
「
に
ほ
ん
ご
」
に
出

会
う
チ
ャ
ン
ス
が
、み
な
さ
ん
の
前
に
は
た
く
さ
ん
転
が
っ
て
い
る
。

　

に
ほ
ん
ご
で 

育
つ
子
供
や 

鯉
幟

　

昨
年
発
表
し
た
こ
の
句
に
、「
そ
う
だ
、
や
は
り
日
本
人
は
日
本

語
で
育
て
る
べ
き
な
の
だ
。」
と
い
う
鑑
賞
が
寄
せ
ら
れ
、と
ま
ど
っ

て
し
ま
っ
た
。
一
部
の
読
者
の
愛
国
心
を
刺
激
し
て
し
ま
っ
た
よ
う

だ
。

　

こ
の
句
で
「
に
ほ
ん
ご
」
と
い
う
表
記
を
用
い
た
の
に
は
、
私
た

ち
が
普
通
に
「
国
語
」
と
し
て
接
し
て
い
る
「
日
本
語
」
と
区
別
す

る
意
図
が
あ
っ
た
。「
に
ほ
ん
ご
」
で
育
つ
の
は
、
日
本
生
ま
れ
の

日
本
人
だ
け
と
は
限
ら
な
い
。
海
外
で
生
ま
れ
育
っ
て
も
、
家
の
中

で
日
本
語
が
使
わ
れ
て
い
れ
ば
母
語
は「
に
ほ
ん
ご
」に
な
る
。ま
た
、

日
本
に
来
た
外
国
生
ま
れ
の
子
供
た
ち
に
も
、「
に
ほ
ん
ご
」で
遊
び
、

「
に
ほ
ん
ご
」
で
学
ぶ
機
会
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
〇
〇
％
日
本
語
で

育
つ
子
も
数
％
の
子
も
「
に
ほ
ん
ご
で
育
つ
」
仲
間
で
あ
り
、
す
く

す
く
育
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
鯉
幟
に
託
し
た
の
が
掲
句
で
あ

る
。

　

日
本
語
で
育
つ
と
、
日
本
語
の
持
つ
豊
か
さ
も
制
約
も
、
日
本
語

式
の
考
え
方
も
自
然
に
身
に
つ
く
。
あ
ま
り
に
も
身
に
つ
い
て
い
る

か
ら
、
そ
の
豊
か
さ
や
制
約
に
気
づ
か
ず
に
過
ご
し
て
い
る
の
が
普

通
だ
ろ
う
。
で
は
、
ど
ん
な
時
に
自
分
の
「
こ
と
ば
」
を
再
認
識
す

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

他
者
に
出
会
う
こ
と
で
自
分
が
見
え
て
く
る
︱
︱
こ
の
こ
と
は
言

葉
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
外
国
語
を
学
ぶ
こ
と
が
「
に
ほ
ん
ご
」
を

見
直
す
機
会
に
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
前
に
、
違
う
地

方
出
身
の
友
人
に
「
に
ほ
ん
ご
」
が
通
じ
な
か
っ
た
経
験
を
し
た
人

は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
常
使
っ
て
い
た
語
彙
が
方
言
だ
っ
た
と
い

未
知
の「
に
ほ
ん
ご
」に
出
会
う

菅
長
理
恵

す
が
な
が
・
り
え　

一
九
六
六
年
生
ま
れ
。
俳
号
は
横
井
理
恵
。
東

京
外
国
語
大
学
留
学
生
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
准
教
授
。日
本
語
学
・

文
法
論
。
著
書
に
『
複
号
助
詞
が
こ
れ
で
わ
か
る
』（
共
著
、
ひ
つ

じ
書
房
）、『
展
望
現
代
の
詩
歌
11　

俳
句
Ⅲ
』（
共
著
、
明
治
書
院
）、

句
集
『
天
真
』（
ふ
ら
ん
す
堂
）
な
ど
。




