
〈
内
面

『
全
集
前
編
』
の
刊
行

迎
え
る
契
機
」
と
な

実
な
る
記
録
」
で
あ

み
に
と
ど
め
な
か
っ

次
の
よ
う
な
文
章
に

一
、

明
治
四
五
年
五
月

及
文
範
』（
以
下
『
全

受
容
の
転
換
点
と
し

存
在
の
み
が
知
ら
れ

録
さ
れ
る
こ
と
に
よ

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中

〈
内

の
所
在

は
、「
没
後
の
一
葉
」
の
さ
ら
な
る

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
内
面

る
「
日
記
」
の
流
通
は
、
そ
の
「
再
定

た
。
一
葉
「
日
記
」
の
編
纂
に
あ
た
っ

着
目
し
た
い
。

は
じ
め
に

に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
一
葉
全

集
前
編
』）
が
引
き
起
こ
し
た
現
象

て
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
周
知
の

て
い
た
一
葉
の
「
日
記
」
が
、
こ
の

っ
て
初
め
て
流
通
し
た
。
生
前
・
死
後

で
異
な
る
像
を
結
ん
で
い
た
〈
樋
口

面

の
所
在

｜
｜
一
葉
「
日
記
」
の
読
書
行「

再
定
義
の
季
節
を

外
面
の
生
活
の
忠

義
」
を
作
家
像
の

た
馬
場
孤
蝶
の
、

こ
こ
に
認
め

言
説
で
あ
る

同
時
代
の
文

き
た
い
。
そ

わ
さ
れ
て
い

集

前
編

日
記

は
、〈
樋
口
一
葉

通
り
、
そ
れ
ま
で

『
全
集
前
編
』
に
収

を
通
し
て
様
々
な

一
葉

で
あ
る
が
、

だ
と
思

と
し
て

い
も
の

こ
こ
で
は

「
対
照
」
の
上

て
い
る
。「
日

為
｜
｜

僕
は
あ

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
そ
こ
で
本
論

「
日
記
」
と
、
テ
ク
ス
ト
と
が
交
差
さ

壇
の
主
流
で
あ
っ
た
自
然
主
義
思
潮
と

の
際
、
特
に
留
意
し
た
い
点
は
、
次
の

る
。

ふ
。
そ
の
心
持
が
幼
稚
で
も
、
甘
く
つ

は
、
｜
｜
殊
に
創
作
と
対
照
し
て
読
む

だ
と
思
ふ
の
だ
。

「
文
壇
三
十
年
の
回
想
」『
新
潮
』
一

、
す
で
に
流
通
し
て
い
た
一
葉
の
「

で
読
み
直
す
と
い
う
、
新
た
な
読
書

記
」
の
流
通
が
、
作
品
受
容
の
過
程

笹

尾

の
『
日
記
』
を
大
部
分
一
葉
女
史
の
本

九 で
は
、「
作
家
」
の
私
的

せ
ら
れ
て
い
く
様
相
を
、

の
関
係
の
中
で
捉
え
て
い

水
野
葉
舟
の
文
章
に
あ
ら

て
も
、
人
間
の
心
の
記
録

場
合
に
於
て
｜
｜
甚
だ
貴

七
｜
五
、
大
正
元
・
一
一

創
作
」
を
「
日
記
」
と
の

行
為
の
可
能
性
が
示
さ
れ

に
ま
で
作
用
す
る
様
相
を
、

佳

代

当
の
心
持
を
書
い
た
も
の



も
の
の
存
在
を
認
め

文
壇
全
体
を
覆
う
女

い
っ
た
指
標
の
下
、

で
あ
る
。
こ
う
し
た

ら
わ
れ
る
〈
樋
口
一

の
流
通
が
可
能
に
し

新
た
に
与
え
ら
れ
た

こ
こ
で
は
、「
婦
人

の
存
在
が
示
さ
れ
、

し
て
位
置
づ
け
ら
れ

と
男
子
の
間
に
は
渉

で
は
そ
の
あ
る
所
ま

や
う
が
な
い
」
と
述

ゆ
可
か
ら
ざ
る
境
遇

〈
内
面

自
分
は
こ
の

る
の
を
知
つ
て

て
、
最
も
興
味

し
て
で
あ
る
。

味
を
感
じ
る
の

「
一
葉
女
史
論

る
と
い
っ
た
、「「
自
然
」（
主
義
）
を

性
観
」
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ

ジ
ェ
ン
ダ
ー
差
に
過
剰
な
意
味
づ
け
が

状
況
の
下
、
一
葉
「
日
記
」
は
、
そ
し

葉

は
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
の
で
あ

た
読
書
行
為
の
内
実
を
捉
え
る
こ
と
を

〈
樋
口
一
葉

評
価
と
そ
の
特
質
を
明

の
文
学
者
」
が
一
葉
「
日
記
」
へ
と

女
が
女
を
読
む
と
い
う
構
造
が
注
目
に

て
い
る
。
こ
う
し
た
言
説
の
背
後
に
は

る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
る
」
と
さ

で
は
解
り
ま
し
て
も
、
そ
の
あ
る
所
か

べ
ら
れ
る
こ
と
や
、「
男
女
両
性
の
間

あ
り
」
と
さ
れ
る
な
ど
、「
女
性
に
し

の
所
在

女
史
に
対
す
る
婦
人
の
文
学
者
の
感
想

居
る
。（
中
略
）
自
分
は
こ
の
二
人
の

を
起
こ
し
て
居
る
の
は
、「
女
｜
女
」

女
が
女
を
如
何
に
見
る
か
と
い
ふ
、
一

で
あ
る
。

其
の
二
」『
女
子
文
壇
』
八
｜
一
二

話
題
に
し
て
い
た

の
頃
、「
自
然
」
と

な
さ
れ
て
い
た
の

て
そ
の
背
後
に
あ

ろ
う
か
。「
日
記
」

通
し
て
、
こ
の
時

ら
か
に
し
て
い
き

デ
ィ
ア
の
中

流
行
、
日
記

り
、
特
に
「

的
な
活
用
」

と
を
指
摘
し

た
書
物
が
多

「
日
記
文
」
と

寄
せ
た
「
感
想
」

値
す
べ
き
も
の
と

、
例
え
ば
「
女
子

れ
、「
男
子
の
頭
脳

ら
は
全
く
わ
か
り

に
、
何
等
か
の
越

か
わ
か
ら
な
い
」

え
ら
れ
て
い

治
二
九
・
五

と
い
う
意
味

が
認
め
ら
れ

に
す
る
た
め

況
に
お
け
る

明
治
三
〇

が
二
つ
ば
か
り
あ

人
の
感
想
に
対
し

と
言
ふ
関
係
に
対

点
に
不
思
議
な
興

、
大
正
元
・
一
二

た
い
。

「
新
刊
紹
介

五
・
六
）
に

の
為
に
賀
す

に
数
多
く
現
れ
る
。
佐
々
木
基
一
は
こ

文
の
様
式
化
、
自
然
主
義
の
思
潮
」
の

〈
無
技
巧
〈
告
白

と
い
っ
た
装
置
と

の
な
か
で
、「
日
記
」
と
い
う
文
章
形

て
い
る
。
こ
う
し
た
動
向
は
、
こ
の
時

数
刊
行
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、

い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
も

る
。
こ
こ
か
ら
は
、「
日
記
」
と
『
通

・
二
二
）
か
ら
な
る
『
全
集
前
編
』
が

以
上
に
、
受
容
さ
れ
る
「
今
」
の
「
文

て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

に
、『
全
集
前
編
』
に
対
す
る
文
壇
の

「
日
記
」
の
位
置
づ
け
に
着
目
す
る
こ

年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
、「
日

二
、『
一
葉
全
集
前
篇

日
記
及

一
葉
全
集
前
編
」
と
し
て
『
太
陽

掲
載
さ
れ
た
記
事
の
末
尾
に
は
「
今
に

可
く
、
定
め
し
世
間
読
書
子
の
心
を
惹

う
し
た
現
象
を
「
日
記
の

三
点
に
お
い
て
捉
え
て
お

の
連
動
、
あ
る
い
は
意
識

式
が
選
択
さ
れ
て
い
た
こ

期
『
日
記
文
範
』
と
い
っ

様
々
な
「
文
範
集
」
に
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

俗
書
簡
文
』（
博
文
館
、
明

一
葉
の
創
作
を
ま
と
め
た

芸
」
の
状
況
の
中
で
価
値

そ
う
し
た
側
面
を
明
ら
か

反
応
を
、
当
時
の
出
版
状

と
か
ら
捉
え
て
お
き
た
い
。

記
」
を
め
ぐ
る
言
説
が
メ

一
〇

文
範
』
の
位
相

』（
一
八
｜
九
、
明
治
四

し
て
世
に
出
た
る
は
文
芸

く
こ
と
な
る
可
し
」
と
添



〈
内
面

一
葉
は
文
章
の

だ
か
、
元
よ
り

現
に
死
ぬ
る
時

づ
さ
う
云
ふ
譯

に
関
し
て
著
者

こ
の
と
き
「
日
記
」

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

変
え
ら
れ
て
所
収
さ

編
』
は
、
読
者
に
書

い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、『
全
集
前

孤
蝶
が
発
表
し
て
い

領
域
に
入
っ
た
の
で

者
に
美
感
を
与
え
る

与
謝
野
晶
子
、
落
合

こ
う
し
た
動
き
と

時
の
様
々
な
投
稿
雑

と
で
あ
る
。「
賞
金
を

メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て

れ
ら
の
文
範
で
は
、

の
所
在

稽
古
を
す
る
積
り
で
日
記
を
付
け
た
と

人
に
見
せ
る
も
の
と
思
つ
て
書
い
た
の

に
は
日
記
を
焼
き
棄
て
ろ
、
と
遺
言

の
も
の
で
あ
る
か
ら
著
者
自
身
が
出
遇

は
自
分
の
考
へ
た
通
り
を
書
い
た
も
の

は
作
家
に
な
る
た
め
の
道
を
開
く
も
の

て
い
た
の
だ
。
こ
う
し
た
状
況
の
下

れ
た
『
通
俗
書
簡
文
』
と
、「
日
記
」

く
こ
と
を
促
す
機
能
を
も
備
え
た
も
の

編
』
が
刊
行
さ
れ
る
以
前
に
、「
日
記

た
次
の
文
章
に
着
目
し
た
い
。

あ
る
」
や
、「
日
記
文
」
は
「
文
学
上

」
な
ど
と
述
べ
ら
れ
、「
文
範
」
と
し

直
文
ら
、
作
家
の
「
日
記
」
が
掲
載
さ

連
動
す
る
も
の
と
し
て
と
り
わ
け
注
目

誌
の
懸
賞
作
文
の
中
に
「
日
記
」
が
加

掲
げ
る
こ
と
で
不
特
定
多
数
の
読
者

書
き
手
に
変
貌
す
る
こ
と
を
促
し
」
て

「「
日
記
文
」
は
日
記
に
一
字
を
加
え
た

云
ふ
話
で
あ
る
の

で
は
無
い
ら
し
い
、

し
た
。（
中
略
）
先

つ
た
人
及
ひ
事
件

と
見
ざ
る
を
得
無

あ
る
こ
と
が

し
た
言
説
の

義
思
潮
の
接

孤
蝶
の
文

一
葉
に

と
し
て
位
置
づ
け

、「
文
範
」
と
名
を

に
よ
る
『
全
集
前

と
な
っ
て
い
た
と

」
編
纂
中
の
馬
場

い
」
と
い
う

う
「
遺
言
」

ら
ざ
る
思
想

価
さ
れ
て
い

七
）
に
掲
載

表
す
る
つ
も

つ
た
」
と
解

の
価
値
を
有
し
読

て
河
東
碧
梧
桐
や
、

れ
て
い
た
。

し
た
い
の
は
、
当

え
ら
れ
て
い
た
こ

の
欲
望
を
刺
激
し
、

い
た
の
で
あ
り
、

思
想
、

此
日
記

は
一
葉

れ
無
い「

日

こ
こ
で
は

だ
け
で
、
文
学
の

い
。
さ

強
調
さ
れ
て
い
た
。
描
か
れ
た
内
容
の

背
後
に
は
、「
内
面
の
物
象
化
と
も
い

続
」
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

章
を
、
さ
ら
に
追
っ
て
み
た
い
。

恋
愛
が
あ
つ
た
か
、
と
云
ふ
問
題
は
直

断
り
書
き
が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、「

が
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ

、
偽
ら
ざ
る
生
活
を
書
い
た
」
も
の
と

る
。
全
集
刊
行
後
す
ぐ
に
『
新
潮
』（

さ
れ
た
「
新
刊
紹
介

一
葉
全
集
（
前

り
で
書
い
た
の
で
は
な
く
、
死
ぬ
る
時

説
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
内
面
外

偽
ら
ざ
る
生
活
を
書
い
た
も
の
と
見
る

に
対
す
る
さ
う
云
ふ
見
方
が
間
違
つ
て

の
作
物
よ
り
も
も
つ
と
尊
い
も
の
だ
と

。記
を
通
し
て
見
た
る
樋
口
一
葉
」

『
早
稲
田
文
学
』
第
二
次
｜

「
元
よ
り
人
に
見
せ
る
も
の
を
思
つ
て

う
云
ふ
風
に
考
へ
る
と
、
一
葉
の
日
記

一
一

真
実
性
を
保
証
す
る
こ
う

う
べ
き
日
記
観
と
自
然
主

ぐ
起
つ
て
来
る
事
と
思
ふ

焼
き
捨
て
て
く
れ
」
と
い

っ
て
、「
あ
る
婦
人
の
偽

し
て
「
日
記
」
が
高
く
評

一
七
｜
一
、
明
治
四
五
・

編
）」
に
お
い
て
も
、「
発

に
焼
き
捨
て
ゝ
呉
れ
と
云

面
の
忠
実
な
る
記
録
」
で

が
至
当
で
あ
つ
て
、
も
し

居
な
い
と
す
れ
ば
、
日
記

す
る
事
が
出
来
る
か
も
知

七
三
、
明
治
四
四
・
一
二

書
い
た
の
で
は
無
い
ら
し

は
あ
る
婦
人
の
偽
ら
ざ
る



に
あ
つ
た
」
と
、
長

と
な
っ
た
こ
と
が
示

た
人
か
否
か
」
と
語

い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
自
然
主

（『
新
小
説
』
一
二
｜

て
お
き
た
い
。

然
し
斯
う
云

噂
を
打
消
し
た

見
る
上
に
は
男

ふ
事
を
一
応
は

置
く
の
み
だ
。

こ
こ
で
は
「
一
葉

る
事
と
思
う
」
と
一

〈
内
面

が
、
そ
れ
は
確

の
師
で
あ
つ
た

ふ
と
、
一
葉
が

ら
う
け
れ
ど
も

結
婚
に
終
ら
な

か
と
思
は
れ
る

く
謎
と
さ
れ
て
い
た
真
実
が
「
日
記
」

さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
男
に
肉
体

ら
れ
る
な
ど
、
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
視

義
思
想
の
代
表
的
作
品
と
さ
れ
る
田
山

九
、
明
治
四
〇
・
九
）
へ
と
寄
せ
ら
れ

つ
た
所
で
私
は
一
葉
が
半
井
君
の
愛
人

い
、
と
云
ふ
の
で
は
決
し
て
無
い
。
唯

に
肉
体
上
の
関
係
の
あ
つ
た
人
で
あ
つ

考
へ
て
置
く
必
要
が
あ
る
様
に
思
ふ
か

に
恋
愛
が
あ
つ
た
か
、
と
云
ふ
問
題
は

葉
の
「
恋
愛
」
へ
と
焦
点
が
あ
て
ら
れ

の
所
在

か
に
あ
つ
た
。
そ
の
対
象
に
な
つ
た
人

半
井
桃
水
君
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
普

処
女
で
死
む
だ
ら
し
く
思
は
れ
る
事
が

、
一
葉
の
芸
術
的
能
力
を
発
展
さ
せ
る

い
激
し
い
恋
愛
が
一
葉
に
有
つ
た
ら
反

。

に
よ
っ
て
明
ら
か

上
の
関
係
の
あ
つ

線
が
向
け
ら
れ
て

花
袋
の
『
蒲
団
』

た
同
時
代
評
を
み

と
同
質
の
視

こ
の
よ
う

白

で
あ
る

記
」
は
、「
一

か
も
知
れ
な

主
流
で
あ
っ

っ
て
、
一
葉

で
あ
つ
た
と
云
ふ

一
葉
の
創
作
物
を

た
か
、
否
か
と
云

ら
、
唯
一
言
し
て

直
ぐ
起
こ
つ
て
来

、
そ
れ
は
「
確
か

こ
こ
に
あ

れ
、
そ
の
「

価
値
が
置
か

「
恋
愛
」
や
、

葉
「
日
記
」

活
」、
す
な
わ

は
、
一
葉
の
小
説

通
の
意
味
か
ら
云

極
く
宜
い
事
で
あ

方
か
ら
見
れ
ば
、

つ
て
面
白
か
つ
た

布
団

小
説
の

に
思
ふ

材
料
が

活
を
い小

線
が
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
う
こ

に
、
作
家
の
秘
め
ら
れ
た
「
内
面
」、

と
い
っ
た
要
素
が
強
調
さ
れ
て
、
流

葉
の
作
物
よ
り
も
も
つ
と
尊
い
も
の

い
」
と
ま
で
高
く
評
価
さ
れ
た
。
す
な

た
文
壇
の
下
、〈
告
白

お
よ
び
〈
現

の
「
日
記
」
に
文
学
的
価
値
が
与
え
ら

『
早
稲
田
文
学
』
第
二
次
｜

ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
家
と
作

心
的
閲
歴
ま
た
は
情
生
活
」
の
「
告
白

れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ

「
肉
体
上
の
関
係
」
と
い
っ
た
点
に
関

へ
の
評
価
と
対
照
さ
せ
た
時
、
そ
こ
に

ち
「
性
」
的
な
も
の
の
〈
告
白

を

は
田
山
君
の
傑
作
で
あ
る
ば
か
り
で
は

勃
興
し
て
か
ら
此
方
、
始
め
て
其
代
表

。（
中
略
）『
蒲
団
』
を
読
ん
で
、
作
家

事
実
で
あ
る
と
否
と
は
兎
に
角
、
作
者

つ
は
ら
ず
飾
ら
ず
告
白
し
発
表
し
得
ら

栗
風
葉
「『
蒲
団
』
合
評
」

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
思
想
」、「
生
活
」
の
〈
告

通
さ
せ
ら
れ
た
一
葉
「
日

だ
と
す
る
こ
と
が
出
来
る

わ
ち
、
自
然
主
義
思
潮
が

実
的
暴
露

の
強
度
に
よ

れ
た
の
で
あ
る
。

二
三
、
明
治
四
〇
・
一
〇

中
人
物
が
重
ね
合
わ
せ
ら

」
に
『
蒲
団
』
の
最
大
の

る
。
こ
う
し
た
言
説
を
、

心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
一

も
ま
た
、
作
家
の
「
情
生

読
も
う
と
す
る
『
蒲
団
』

一
二

無
く
去
年
来
所
謂
自
然
派

作
的
作
物
に
接
し
た
や
う

と
し
て
最
関
心
す
る
の
は
、

の
心
的
閲
歴
ま
た
は
情
生

れ
た
と
云
ふ
態
度
で
あ
る
。



〈
内
面

う
文
章
の
中
で
「
確

じ
ま
す
、
さ
う
で
す

べ
て
い
た
。
こ
こ
で

名
文
だ
」
と
述
べ
た

生
」
と
い
っ
た
面
が

一
葉
一
三
回
忌
に

デ
ィ
ア
の
中
に
数
多

し
て
、
明
治
四
〇
年

論
」
と
題
し
て
掲
載

け
く
ら
べ
』
を
中
心

立
場
の
違
い
を
認
め

正
岡
子
規
門
下
の

三
、

こ
こ
ま
で
考
察
し

一
葉
「
日
記
」
に
は

あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、

作
用
し
て
い
く
の
で

す
る
こ
と
か
ら
、「
日

様
相
を
捉
え
て
い
き

の
所
在

か
に
た
け
く
ら
べ
の
文
は
露
伴
紅
葉
以

、
文
章
の
上
で
す
小
説
と
し
て
は
別
問

の
「
文
章
」
評
価
の
指
標
と
し
て
は
、

こ
と
が
同
文
章
中
に
挙
げ
ら
れ
て
い

評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
窺
う
こ
と
が

あ
た
る
明
治
四
一
年
頃
か
ら
、
一
葉
に

く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
だ

六
月
の
『
中
央
公
論
』（
二
二
｜
六
）

さ
れ
た
「
一
葉
女
史
特
集
」
が
あ
る

と
し
た
作
品
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
の

る
こ
と
が
で
き
る
。

俳
人
で
あ
る
佐
藤
紅
緑
は
、「
一
葉
女

接
続
／
乖
離
す
る
一
葉
「
日
記
」

て
き
た
よ
う
に
、
自
然
主
義
思
潮
と
の

高
い
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う

既
に
流
通
し
て
い
た
一
葉
の
「
作
品
」

あ
る
。
次
に
、『
全
集
前
編
』
刊
行
前

記
」
の
流
通
が
「
作
品
」
の
受
容
過

た
い
。

上
だ
と
今
で
も
信

題
で
せ
う
」
と
述

子
規
が
「
天
下
の

た
こ
と
か
ら
、「
写

で
き
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た

と
収
束
さ
れ

ら
べ
』」（『
文

べ
』
は
再
現

世
に
顕
は
れ

関
す
る
記
事
が
メ

が
、
そ
の
一
つ
と

に
「
明
治
故
人
評

。
こ
こ
で
は
、『
た

だ
が
、
そ
こ
に
は

史
の
作
品
」
と
い

し
か
し
一

品
が
女
史
の

点
で
あ
る
」

る
と
最
も
よ

の
接
近
し
た

批
判
的
評
価

で
あ
る
。

と
「
作
品
」

連
動
に
よ
っ
て
、

し
た
「
日
記
」
で

へ
と
、
遡
及
的
に

後
の
評
価
に
着
目

程
へ
と
作
用
す
る

い
る
時
代
」

か
」
と
批
判

の
作
品
に
対

る
。
島
村
抱

が
外
皮
か
ら

殊
に
こ
の
酸

に
評
価
さ
れ

「
小
説
」
と
し評

価
の
ゆ
ら
ぎ
は
、
一
葉
全
集
刊
行
が

て
い
く
。
田
山
花
袋
が
「
明
治
の
作
品

章
世
界
』
六
｜
五
、
明
治
四
四
・
四

の
気
分
に
富
ん
だ
す
ぐ
れ
た
作
品
で
あ

た
作
品
の
や
う
に
、
中
心
点
を
求
め
た

方
で
、
島
崎
藤
村
「
一
葉
女
史
に
つ
い

生
涯
と
密
接
に
相
触
れ
て
居
た
こ
と
は

と
作
品
と
作
家
の
生
涯
の
隣
接
を
認
め

く
相
触
れ
て
居
る
ら
し
い
。
昔
か
ら
好

時
に
産
れ
る
や
う
で
あ
る
」
と
述
べ
ら

と
同
質
の
自
然
主
義
思
潮
に
則
っ
て
、

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、「
今
日
の
小

的
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
現
実
を
あ
り

し
て
、
一
葉
作
品
に
は
そ
の
要
素
の
不

月
「
一
葉
女
史
の
作
物
」
も
ま
た
、「

錆
び
て
剥
げ
行
く
」「
酸
化
」
に
た
と

化
作
用
が
急
な
の
で
せ
う
」
と
、
一
葉

た
作
品
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
位
置

て
の
評
価
は
「
モ
ウ
パ
ツ
サ
ン
や
ダ

一
三

近
づ
く
に
つ
れ
、
一
方
へ

研
究
｜
一
葉
の
『
た
け
く

）
に
お
い
て
「『
た
け
く
ら

る
」
と
し
「
其
当
時
多
く

り
、
燃
焼
を
施
し
た
り
、

て
」
で
は
、「
女
史
の
作

最
も
吾
斉
の
注
意
を
引
く

、「「
た
け
く
ら
べ
」
と
な

い
文
学
は
作
意
と
生
涯
と

れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、

高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の

説
と
し
て
は
如
何
な
も
の

の
ま
ま
に
描
い
た
、
彼
ら

足
を
認
め
て
い
る
の
で
あ

芸
術
」
の
推
移
を
「
金
属

え
、「
明
治
の
社
会
で
は
、

の
作
品
が
、
も
は
や
過
去

づ
け
て
い
た
。

ヌ
ン
チ
オ
が
流
行
だ
し
て



に
よ
っ
て
評
価
さ
れ

へ
と
戻
り
、
そ
の
内

〈
告
白

の
性
質
を
捉

近
松
秋
江
は
「
一

治
四
五
・
六
）
の
中

で
も
な
く
」
と
し
た

一
葉
女
史
は
徳

付
さ
れ
る
な
ど
、「
日

て
働
い
て
い
く
こ
と

し
か
し
、
一
葉
「

ド
キ
シ
カ
ル
な
関
係

く
評
価
さ
れ
た
要
因

た
。
し
か
し
、
す
で

「
再
現
の
気
分
に
富
ん

〈
内
面

観
念
を
あ
ら
は
に
露

赴
く
ま
ゝ
に
赴
か
し

る
よ
う
に
、
自
然
主

れ
て
い
く
こ
と
に
な

べ
』
が
話
題
に
な
る

町
で
小
さ
な
文
房
具

て
い
る
の
で
あ
る
。
再
び
一
葉
「
日
記

実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
、
高
く

え
て
い
き
た
い
。

葉
女
史
の
『
一
葉
全
集
』」（『
文
章
世

で
、「
日
記
そ
の
物
の
文
学
的
価
値
あ

上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

川
時
代
の
武
士
の
娘
で
あ
つ
た
。
仮
令

記
」
が
作
家
と
作
品
の
隣
接
性
を
保

を
こ
こ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ

日
記
」
に
向
け
ら
れ
た
評
価
と
「
作
品

を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
い
な
い
。
一

は
、
作
家
の
秘
め
ら
れ
た
「
内
面
」
の

に
流
通
し
、
一
定
の
評
価
を
受
け
て
い

だ
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
作
家
の
客

の
所
在

は
し
た
り
し
て
居
な
い
。
解
決
を
欲
さ

め
て
居
る
」
と
、
高
い
評
価
を
与
え
た

義
的
な
評
価
の
指
標
の
下
、
こ
う
し
た

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
日
記
」
流
通

際
に
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、「
た

屋
を
開
い
て
ゐ
た
折
り
の
作
で
あ
る
」

」
を
め
ぐ
る
言
説

評
価
さ
れ
て
い
た

界
』
七
｜
八
、
明

る
こ
と
は
申
す
ま

小
録
を
食
ん
で
ゐ

あ
る
と
い
ふ

べ
き
奥
床
し

さ
ら
に
、「
日

次
の
言
説
に

（
一
葉
の

認
め
ら

本
性
な

証
す
る
も
の
と
し

。」
評
価
の
、
パ
ラ

葉
「
日
記
」
が
高

〈
告
白

に
あ
っ

た
「
作
品
」
は
、

観
的
な
創
作
態
度

和
歌
の

の
席
な

と
い
ふ

今
更
な

し
い
尊

秋
江
は
「

を
「
日
記
」

ず
に
、
ラ
イ
フ
の

こ
と
に
代
表
さ
れ

評
価
が
一
般
化
さ

以
後
、『
た
け
く
ら

け
く
ら
べ
は
千
束

と
い
っ
た
解
説
が

た
に
も

に
依
つ

て
の
頁

道
徳
は

道
徳
に

て
、
一

こ
と
を
省
み
て
」
身
を
処
す
姿
に
着
目

い
女
情
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
」
点
を

記
」
を
高
く
評
価
し
て
い
た
孤
蝶
が

着
目
し
た
い
。

日
記
に
は
｜
引
用
者
注
）
飽
く
ま
で

れ
る
所
謂
盾
の
両
面
を
見
る
事
が
出
来

の
だ
が
、
さ
う
云
ふ
如
何
に
も
女
ら
し

師
中
島
女
史
の
家
の
会
合
に
は
出
る
が

ど
に
は
何
と
言
つ
て
招
待
せ
ら
れ
て
も

こ
と
を
省
り
み
て
、
決
し
て
さ
う
い
ふ

ら
ね
ど
、
日
記
を
読
む
に
及
ん
で
、
ま

敬
す
べ
き
奥
床
し
い
女
情
を
具
さ
に
知

徳
川
時
代
の
厳
粛
な
る
道
徳
」、
つ
ま

に
描
か
れ
た
一
葉
の
姿
に
見
い
だ
し
て

よ
せ
、
彼
の
女
が
如
何
に
、
徳
川
時
代

て
教
育
せ
ら
れ
た
る
か
、
さ
う
い
ふ
物

に
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
中
略

時
勢
と
相
移
る
。
一
般
の
道
徳
ば
か
り

就
い
て
考
へ
て
も
、
所
謂
新
時
代
の
女

口
に
言
へ
ば
お
転
婆
が
多
く
な
つ
た
。

し
、「
懐
か
し
い
尊
敬
す

評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
文
章
中
で
述
べ
て
い
た
、

女
性
ら
し
い
所
が
諸
処
に

な
い
の
が
先
づ
並
の
女
の

い
処
が
日
記
に
は
沢
山
あ

、
そ
の
他
の
男
子
の
会
合

、
す
ぐ
自
分
は
女
で
あ
る

席
に
は
出
な
い
。（
中
略
）

す

一
葉
女
史
の
懐
か

る
こ
と
が
出
来
る
。

り
『
女
大
学
』
的
な
道
徳

い
る
。
そ
し
て
、「
女
で

一
四

の
厳
粛
な
る
武
家
の
道
徳

堅
い
心
掛
け
は
日
記
の
凡

）で
は
な
い
。
単
に
婦
女
の

性
と
か
申
す
も
の
が
出
来

女
史
の
日
記
を
読
む
と
、



〈
内
面

作
家
に
望
む
所

い
所
に
適
合
す

小
栗
風
葉

「
女
流

こ
う
し
た
評
価
の

を
認
め
る
こ
と
が
で

要
す
る
に
女
流

と
、
同
じ
意
味

家
に
も
、
文
学

文
学
の
一
部
を

物
、
｜
女
ら
し

解
釈
し
た
り
し

る
。「

日
記
を
通

「
女
性
ら
し
い
所
」

る
こ
と
に
明
ら
か
な

そ
の
「
女
ら
し
さ
」

る
。（
中
略
）
一の

所
在

は
、
飽
く
迄
も
其
の
女
ら
し
い
所
を
保

る
や
う
な
作
品
を
中
心
に
書
い
て
貰
い

柳
川
春
葉

徳
田
秋
江

生
田
長
江

作
家
論
｜
其
大
成
せ
ざ
る
所
以
」

『
新
潮
』
八
｜
五

背
後
に
は
、
女
性
表
現
に
向
け
ら
れ
た

き
る
。

作
家
に
向
つ
て
は
、
男
の
作
家
に
向
つ

の
作
物
を
要
求
す
る
事
は
全
然
出
来
な

の
一
般
に
向
つ
て
要
求
す
る
の
は
余
り

要
求
す
る
外
は
な
い
。
其
一
部
と
云
ふ

い
と
こ
ろ
を
要
求
す
る
よ
り
外
は
な

て
行
か
う
と
す
る
女
の
狭
い
所
が
如
何

し
て
見
た
る
樋
口
一
葉
」

『
早
稲
田
文
学
』
第
二
次
｜
七
三
、

「
女
ら
し
い
処
」「
女
の
狭
い
所
」
と

よ
う
に
、
一
葉
「
日
記
」
に
あ
ら
わ
れ

の
表
出
と
い
う
点
に
お
い
て
評
価
さ
れ

葉
の
日
記
に
は
つ
ま
り
主
張
一
点
張

存
し
其
の
女
ら
し

た
い
。

真
山
青
果

、
明
治
四
一
・
五

一
葉
を
読
む

「
新
し
い
女
」

留
意
し
な
が

の
新
た
な
一

平
塚
ら
い

次
の
よ
う
な
指
標

て
要
求
す
る
作
物

い
。
充
り
女
流
作

酷
で
あ
る
。
只
、

の
は
穏
健
な
る
作

い
。（
中
略
）
女
性

こ
れ
ま
で

容
へ
の
作
用

に
な
っ
た
。

か
」
と
い
う

文
章
の
中
に

に
も
よ
く
出
て
居

明
治
四
四
・
一
二

繰
り
返
さ
れ
て
い

た
〈
内
面

は
、

て
い
る
の
で
あ
る
。

す
こ
と
の
で

の
「
文
学
」

し
さ
」
の
表

差
異
化
さ
れ

だ
。
し
た
が

女
性
ジ
ェ
ン

で
あ
る
。

り
で
物
を
見
た
り

こ
こ
に
示

「
女
」
と
し
て
定
位
さ
れ
て
い
た
の
は

た
ち
で
あ
っ
た
。
次
に
、
彼
ら
の
評

ら
、「
女
が
女
を
読
む
」
行
為
が
可
能

面
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

て
う
は
『
一
葉
全
集
』
の
刊
行
を
受
け

四
、〈
内
面

の
発
見

検
討
し
て
き
た
一
葉
「
日
記
」
へ
の
評

か
ら
は
、
男
性
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た

こ
こ
に
再
び
本
論
冒
頭
部
で
示
し
た
、

水
野
葉
舟
の
言
説
を
呼
び
起
こ
し
た
い

も
「
所
謂
新
時
代
の
女
性
」
と
あ
っ
た

き
な
い
「
女
ら
し
さ
」
の
表
出
と
い
う

が
評
価
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

出
に
評
価
が
集
ま
っ
て
い
た
一
葉
「
日

た
「
文
学
の
一
部
」
と
し
て
評
価
さ
れ

っ
て
、
既
に
流
通
し
、
高
く
評
価
さ
れ

ダ
ー
化
さ
れ
た
〈
内
面

が
呼
び
込
ま

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も

一
五 、『

青
鞜
』
へ
と
集
っ
た

価
と
の
同
一
性
と
差
異
に

に
し
て
い
た
、
一
葉
評
価

て
、「
円
窓
よ
り
｜
女
と

価
と
、
そ
の
「
作
品
」
受

読
み
の
あ
り
方
が
明
ら
か

「
女
が
女
を
如
何
に
見
る

。
先
の
近
松
秋
江
に
よ
る

よ
う
に
、
彼
ら
に
よ
っ
て

点
の
み
に
お
い
て
、
女
性

る
。
す
な
わ
ち
、「
女
ら

記
」
も
ま
た
、
男
性
と
は

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の

て
い
た
「
作
品
」
に
は
、

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の

「
男
性
の
作
家
」
が
あ
ら
わ



「
女
性
」
評
価
か
ら
の

彼
女
た
ち
の
発
言

の
側
面
が
前
景
化
さ

日
迄
大
多
数
の
女
は

が
一
葉
崇
拝
者
で
あ

も
の
で
あ
つ
た
」
と

ら
な
か
つ
た
日
本
の

と
云
ふ
事
を
因
に
し

人
世
に
対
す
る
、
又

せ
て
く
る
だ
け
の
問

ら
読
み
取
っ
た
一
葉

の
深
さ
に
欠
け
て
い

が
、
男
性
た
ち
と
同

し
た
言
説
は
、
一
葉

〈
内
面

し
て
の
樋
口
一
葉
」

る
。
こ
こ
で
ら
い
て

は
少
な
か
ら
ず
様
々

葉
自
身
の
思
想
が
な

た
。
同
時
期
、
田
村

｜
五
、
大
正
元
・
一

差
異
化
を
図
る
も
の
と
し
て
捉
え
る

は
「
偶
像
破
壊
」
と
し
て
批
判
さ
れ
る

れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ら
い
て
う
が
同

そ
れ
が
作
家
な
る
と
、
読
者
な
る
と
を

つ
た
。
少
な
く
と
も
嘗
て
一
度
は
非
常

し
、「
弱
者
と
し
て
何
事
に
も
ぢ
つ
と

女
に
か
は
つ
て
、
其
悲
し
い
胸
の
奥
の

た
小
さ
な
自
己
本
位
で
あ
つ
た
が
為
に

、
深
き
芸
術
に
対
す
る
こ
の
人
の
思
想

題
に
は
出
逢
は
ず
に
済
ん
で
し
ま
つ
た

の
〈
内
面

に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
。

る
、「
自
己
本
位
」
で
あ
る
と
い
っ
た

じ
指
標
か
ら
の
批
判
で
あ
る
こ
と
に
留

に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
画
一
化
さ
れ

の
所
在

を
『
青
鞜
』（
二
｜
一
〇
、
大
正
元
・

う
は
「
一
葉
全
集
上
下
二
巻
、
こ
と
に

な
意
味
に
於
い
て
失
望
し
た
」
と
述

い
。
問
題
が
な
い
。
創
造
が
な
い
」
と

俊
子
も
「
私
の
考
へ
た
一
葉
女
史
」

一
）
に
発
表
す
る
の
で
あ
る
が
、
俊

こ
と
が
で
き
る
。

な
ど
、
一
葉
批
判

じ
文
章
中
で
「
今

問
わ
ず
殆
ど
総
て

に
好
ん
だ
と
い
ふ

堪
え
忍
ば
ね
ば
な

秘
密
、
其
の
苦
痛

自
身
を
結
び

葉
へ
の
「
同

木
内
錠
子
も

べ
、「
日
記
」

あ
の
通
り
に

る
事
で
し
た

て
い
た
。
す

、
さ
し
て
、
真
の

を
極
度
に
発
展
さ

」
と
「
日
記
」
か

し
か
し
、「
思
想
」

彼
女
た
ち
の
評
価

意
す
る
時
、
こ
う

よ
う
と
し
て
い
た

の
よ
う
に
述

久
し
振

の
考
へ

情
し
た

単
に
私

れ
を
お

俊
子
も
ま

一
〇
）
に
発
表
す

其
日
記
に
は
自
分

べ
、「
一
葉
に
は
一

強
く
批
判
し
て
い

を
『
新
潮
』（
一
七

子
も
ま
た
、「
糊
口

を
出
来
る
丈

あ
る
ま
い
か

強
く
示
さ
れ

の
発
言
に
類

自
身
の
声
に

士
の
連
帯
が

つ
け
て
」、「
日
記
」
か
ら
「
一
葉
」
の

情
」、
連
帯
を
示
し
て
い
る
。『
青
鞜
』

ま
た
、
一
葉
を
「
自
分
の
姉
さ
ん
」
の

に
つ
い
て
、「
総
て
も
し
も
私
が
一
葉

行
つ
た
ら
う
と
思
は
れ
る
や
う
な
事
ば

」
と
、
同
じ
く
「
私
」
と
の
接
続
を
示

な
わ
ち
こ
こ
に
は
、
女
性
同
士
の
連
帯

べ
て
い
た
。

り
で
女
子
の
作
品
を
読
み
、
日
記
を
通

た
樋
口
夏
子
は
、
あ
る
程
度
ま
で
女
史

涙
を
連
絡
に
し
て
、
さ
う
し
て
私
自
身

だ
け
の
樋
口
夏
子
で
あ
る
か
も
知
れ
ま

断
り
し
て
お
き
ま
す
。

た
、「
心
持
ち
を
理
解
し
、
同
情
し
た

同
情
を
以
て
巧
み
に
し
か
も
力
強
く
発

」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
に
明
ら
か
な
よ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ら
い
て

似
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ

よ
っ
て
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
真

測
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

姿
を
「
考
え
る
」
と
、
一

発
起
人
の
一
人
で
あ
っ
た

よ
う
に
感
じ
て
い
た
と
述

で
有
つ
た
な
ら
ば
、
必
度

か
り
至
る
頁
に
見
出
さ
れ

し
た
上
で
一
葉
を
評
価
し

、
共
感
を
も
と
に
し
た
読

読
し
て
こ
ゝ
に
新
た
に
私

の
心
持
ち
を
理
解
し
、
同

を
結
び
つ
け
て
し
ま
つ
た

せ
ん
か
ら
、
ち
よ
い
と
こ

涙
を
連
絡
に
し
」、「
自
分

一
六

表
し
て
く
れ
た
か
ら
で
は

う
に
、
一
葉
と
の
同
化
も

う
の
発
言
が
、
相
馬
御
風

て
い
る
が
、
そ
れ
を
女
性

実
性
を
保
証
し
、
女
性
同

そ
し
て
、
田
村
俊
子
も
次



〈
内
面

「
発
表
」
さ
れ
て
い
る

ら
わ
れ
た
一
葉
に
は

は
、
そ
れ
を
経
由
す

「
お
力
」「
お
京
」
と

ら
に
、
作
品
の
一
部

「
不
運
は
天
に

蔑
し
め
る
奴
原

社
会
と
個
人

に
あ
ま
る
悲
憤

る
熱
烈
の
同
情

ら
う
か
。

最
初
の
傍
線
部
に

再
び
ら
い
て
う
の

思
想
感
情
は
、

に
よ
つ
て
発
表

に
仕
舞
つ
た
。

彼
女
に
は
わ

傾
向
の
方
が
寧

夜
」「
わ
か
れ
道

み
の
指
標
が
働
い
て

の
所
在

も
の
と
し
て
「
作
品
」
を
位
置
づ
け

「
個
性
的
方
面
が
欠
け
て
い
る
」
と
批

る
こ
と
で
、「
作
品
」
へ
と
む
か
っ
て

い
っ
た
作
中
人
物
と
一
葉
の
思
い
の
連

を
引
用
す
る
こ
と
で
、「
一
葉
の
社
会

あ
り
て
、
身
か
ら
出
た
罪
に
も
あ
ら

が
心
は
鬼
か
（
中
略
）（
や
み
夜
）」

と
の
関
係
、
強
者
と
弱
者
と
の
関
係
に

の
叫
び
で
は
な
か
ら
う
か
、
同
時
に
個

、
社
会
と
強
者
に
対
す
る
絶
望
的
の
反

あ
る
よ
う
に
、
ら
い
て
う
は
一
葉
の

記
事
を
見
て
お
き
た
い
。

貧
困
に
際
し
て
彼
女
に
小
説
を
書
か
せ

の
道
を
得
さ
せ
た
丈
で
、
実
生
活
の
上

（
中
略
）

る
く
す
る
と
「
お
力
」、「
お
京
」
の
道

ろ
勝
つ
て
ゐ
る
。
一
葉
の
社
会
観
、

」
な
ど
で
殊
に
明
ら
か
に
窺
は
れ
る

い
る
の
で
あ
る
。

る
。「
日
記
」
に
あ

判
し
て
い
た
彼
女

い
く
。
そ
し
て
、

続
性
を
認
め
、
さ

観
、
人
生
観
」
を

に
あ
ら

い
追
憶

描
い
た

俊
子
は
こ

去
の
恋
の
お

ぬ
を
親
な
し
子
と

対
す
る
一
葉
が
胸

人
と
弱
者
に
対
す

抗
の
声
で
は
な
か

「
思
想
感
情
」
が

い
色
を

恋
の
お

と
残
骸

は
、
こ

こ
と
の

の
は
、

む
し
ろ

た
丈
で
、
既
作
品

に
は
全
く
現
れ
ず

に
赴
か
う
と
す
る

人
生
観
は
「
や
み

。

上
で
、
作
品

胸
に
あ
ま
る

を
位
置
づ
け

田
村
俊
子

よ
う
に
述
べ

「
に
ご

こ
の

示
し
て
い
く

ゆ
る
親
し
み
と
愛
し
さ
と
、
し
を
ら
し

の
か
な
し
み
と
な
つ
か
し
み
の
涙
の
蔭

の
で
あ
つ
た
。

こ
で
、「
に
ご
り
え
」「
た
け
く
ら
べ
」

も
か
げ
」
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
そ

静
か
に
投
げ
て
ゐ
た
も
の
が
あ
つ
た
。

も
か
げ
で
あ
つ
た
。（
中
略
）
僅
か
な

と
を
受
け
た
往
時
の
初
心
と
可
憐
に
対

の
恋
人
の
往
時
の
お
も
か
げ
と
共
に
女

涙
を
覚
え
さ
せ
た
。
当
時
の
女
史
の
心

「
に
ご
り
え
」
の
お
力
で
も
な
く
、
わ

、「
た
け
く
ら
べ
」
の
美
登
利
で
あ
つ

に
作
家
の
心
情
を
見
い
出
し
て
い
た
の

悲
憤
の
叫
び
」
や
「
絶
望
的
の
反
抗
の

て
い
る
の
で
あ
る
。

も
ま
た
、
先
の
文
章
中
に
お
い
て
、
一

て
い
た
。

り
え
」「
た
け
く
ら
べ
」
の
傑
作
は
、

時
で
も
、
荒
波
の
や
う
な
女
史
の
感
情

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ら
い
て
う
は
、

一
七

さ
を
托
し
て
、
消
え
が
た

に
、
こ
の
美
し
い
少
女
を

の
背
後
に
、
一
葉
の
「
過

の
上
で
、「
た
け
く
ら
べ
」

そ
れ
は
忘
れ
得
ぬ
過
去
の

年
月
の
間
に
激
し
い
打
擲

す
る
追
憶
の
な
つ
か
し
み

史
の
心
に
消
え
が
た
い
ま

の
影
の
そ
れ
に
潜
め
る
も

か
れ
道
の
お
京
で
も
な
く
、

た
。
女
史
は
美
登
利
の
上

だ
。
そ
し
て
、「
一
葉
の

声
」
と
し
て
、
そ
の
作
品

葉
と
作
品
の
関
係
を
次
の

こ
の
当
時
の
著
で
あ
つ
た
。

の
惑
乱
の
陰
に
な
つ
か
し

一
葉
へ
の
共
感
を
示
し
た



一
葉
評
価
を
め
ぐ

通
三
年
後
に
発
表
さ

「
た
け
く
ら
べ

完
全
に
近
い
芸

影
も
見
せ
て
居

義
的
態
度
に
よ

も
殊
に
傑
れ
て

か
し
、「
新
し
い
女
」

を
通
し
て
、〈
樋
口
一

で
に
一
定
の
評
価
を

た
ち
の
読
書
行
為
は

し
て
し
か
認
め
ら
れ

た
と
い
え
る
だ
ろ
う

こ
に
認
め
る
こ
と
が

〈
内
面

の
「
美
登
利
」
に
一

の
よ
う
に
、
彼
女
た

「
並
の
女
」「
徳
川

う
に
、
一
葉
「
日
記

「
作
品
」
を
客
観
性
に

〈
樋
口
一
葉

の
個
別っ

て
の
こ
う
し
た
現
象
の
そ
の
後
を
、

れ
た
次
の
文
章
に
見
て
お
き
た
い
。

」
に
至
れ
ば
更
に
余
裕
の
あ
る
客
観

術
化
を
成
し
遂
げ
て
ゐ
る
。
こ
の
作
に

な
い
。（
中
略
）
比
較
的
完
全
な
客
観

つ
て
描
か
れ
て
ゐ
る
事
は
、
此
作
が
一

ゐ
る
所
以
で
あ
る
。（
中
略
）
彼
女
の

た
ち
は
、「
日
記
」
と
「
作
品
」
を
接

葉

に
個
別
的
な
〈
内
面

を
与
え

得
て
い
た
一
葉
作
品
に
〈
内
面

の
表

、
女
性
の
〈
内
面

の
〈
告
白

が

て
い
な
か
っ
た
文
壇
状
況
へ
の
、
批
判

。〈
樋
口
一
葉

へ
と
託
さ
れ
た
可
能

で
き
る
の
で
あ
る
。

の
所
在

葉
の
〈
内
面

の
表
出
を
認
め
て
い
る

ち
は
「
作
品
」
に
、
一
葉
の
〈
内
面

時
代
の
武
士
の
娘
」
と
い
っ
た
言
葉
に

」
か
ら
「
典
型
的
」
な
「
女
ら
し
さ

お
い
て
評
価
す
る
男
性
た
ち
の
読
書

的
な
〈
内
面

は
空
白
の
ま
ま
に
残

一
葉
「
日
記
」
流

的
態
度
を
と
つ
て
、

は
小
さ
い
主
観
は

的
態
度
、
自
然
主

葉
の
作
中
に
於
て

作
品
の
中
「
に
ご

こ
と
は
、
独

我
が
婦
人
会

の
〈
内
面

認
め
る
こ
と

要
な
も
の
の

「
彼
女
た
ち
の

だ
ろ
う
。
ら

続
す
る
読
書
行
為

た
の
で
あ
る
。
す

出
を
認
め
る
彼
女

「
文
学
の
一
部
」
と

と
も
な
り
得
て
い

性
の
諸
相
を
、
こ

的
で
は
あ
る

が
表
れ
て
い

で
あ
る
な
ど

「
及
び
難
い
創

さ
ら
に
時

未
だ
夢
想
だ

弁
者
と
し
て

の
で
あ
る
。
以
上

を
発
見
し
て
い
く
。

象
徴
的
さ
れ
る
よ

」
を
読
み
取
り
、

行
為
の
過
程
で
は
、

さ
れ
て
い
た
。
し

り
え
」

に
次
ぐ

公
は
、

に
堕
し

こ
こ
で
も

れ
て
ゐ
る
所

り
文
学
を
人
生
に
触
れ
し
め
た
先
覚
の

に
於
け
る
開
拓
者
の
貴
重
な
努
力
で
あ

を
語
っ
た
、
婦
人
運
動
の
先
駆
的
な
も

が
で
き
る
。
大
正
末
と
い
う
コ
ン
テ
ク

、
こ
う
し
た
評
価
は
、
一
葉
の
〈
内
面

」
評
価
を
受
け
継
ぐ
も
の
と
し
て
位

い
て
う
ら
「
新
し
い
女
」
が
女
性
と
し

も
の
の
、「
に
ご
り
え
」
や
「
わ
か
れ

る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、「
お
力
、
お
京

と
、
作
中
に
一
葉
の
姿
が
見
出
さ
れ
て

作
力
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

代
が
下
が
っ
た
大
正
末
に
な
る
と
、「

も
せ
ら
れ
な
か
つ
た
時
代
に
、
無
告
の

、
虐
げ
ら
れ
た
も
の
の
懊
悩
を
二
十
余

「
わ
れ
か
ら
」「
わ
か
れ
道
」「
十
三
夜

の
傑
作
と
称
せ
ら
れ
る
。（
中
略
）
お

一
葉
其
人
の
分
身
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど

て
居
な
か
つ
た
処
に
、
彼
女
の
及
び
難

、
や
は
り
「
客
観
的
態
度
」
に
「
芸
術

以
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し

事
跡
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

る
」
な
ど
と
、「
女
性
」

の
と
い
っ
た
作
品
評
価
を

ス
ト
の
中
で
の
検
討
は
必

の
〈
声

を
発
見
し
た
、

置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る

て
の
〈
声

を
あ
げ
た
そ

道
」
に
一
葉
の
「
人
生
観
」

」
が
「
一
葉
其
人
の
分
身
」

い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に

る
。

婦
人
運
動
と
い
ふ
こ
と
の

日
本
人
婦
人
の
た
め
に
代

編
の
小
説
に
描
き
出
し
た

一
八

」
等
が
「
た
け
く
ら
べ
」

力
、
お
京
な
ど
の
女
主
人

も
、
決
し
て
夫
れ
が
類
型

い
創
作
力
が
認
め
ら
れ
る
。

」
性
が
認
め
ら
れ
、「
傑

か
し
一
方
で
、
や
や
否
定



〈
内
面

己
を
忘
れ
た
る
女

会
形
式
の
こ
の
特

小
平
麻
衣
子
（

小
川
昌
子
（
前

化
」
さ
れ
て
い
く

佐
々
木
基
一
「

ア
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー

「
新
刊
紹
介

一

他
に
も
、
た
と

一
二
、
大
正
元
・

に
着
目
さ
れ
「
あ

ら
う
」
な
ど
と
述

す
る
読
書
行
為
の

田
山
花
袋
「
閨

小
栗
風
葉

柳

も
と
も
に
そ
の
〈
声

注

異
な
る
コ
ン
テ

平
麻
衣
子
「〈
一
葉

ぐ
る
諸
相
｜
」（『

「
変
貌
す
る
「
一
葉

｜
」（『
日
本
近
代

関
礼
子
「「
円
窓

の
時
、
言
説
の
交
差

の
所
在

流
作
家
」（『
新
潮
』
八
｜
五
、
明
治
四
一

集
記
事
に
は
、
発
話
者
の
名
前
が
明
記
さ
れ

前
掲
１
）

掲
１
）
は
、「
日
記
」
と
い
う
「
個
人
的
な

「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
上
の
手
続
き
に
つ
い

物
象
化
さ
れ
る
〈
内
面
｜
日
露
戦
争
前
後

』
所
収
、
翰
林
書
房
、
平
成
一
五
・
一
一
・

葉
全
集
（
前
編
）」（『
新
潮
』
一
七
｜
一
、

え
ば
水
野
葉
舟
「
一
葉
女
史
論

其
の
二
」

一
二
）
に
お
い
て
「
女
史
の
作
品
と
日
記
と

の
日
記
を
書
く
ど
の
部
分
が
あ
の
傑
作
「
わ

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
「
日
記
」
と
「
作
品

存
在
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

秀
文
章
家
」（『
文
章
世
界
』
一
｜
二
、
明
治

川
春
葉

徳
田
秋
江

生
田
長
江

真
山
青

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

ク
ス
ト
の
中
で
〈
樋
口
一
葉

像
が
変
容
し

と
い
う
抑
圧
装
置
｜
明
治
四
十
年
代
の

埼
玉
大
学
国
語
教
育
論
叢
』
五
、
平
成
一

」｜
明
治
三
十

四
十
年
代
に
お
け
る
「

文
学
』
六
七
、
平
成
一
四
・
一
〇
）
な
ど
に

」
か
ら
の
発
信
」（『
一
葉
以
後
の
女
性
表

の
中
で
〈
内
面

が
発
見
さ
れ
た
こ
と・

五
）。
な
お
、
座
談

て
い
な
い
。

情
報
の
開
示
が
正
当

て
考
察
し
て
い
る
。

の
〈
日
記

論
｜
」

佐
々
木

一
葉
の

同
様
の

答
』（
新

高
山
樗
牛

科
精
講
』

二
六
）

明
治
四
五
・
七
）

（『
女
子
文
壇
』
八
｜

の
間
に
あ
る
関
係
」

か
れ
道
」
を
書
い
た

」
を
接
続
し
よ
う
と

三
九
・
四
）

果
「
女
流
作
家
論
｜

大
日
本

二
五
）

紅
野
謙

五
・
三
・

『
新
文

作
文
上
に

て
「
日
記

と
述
べ
ら

有
益
な
も

。て
い
く
様
相
は
、
小

女
性
の
書
き
手
を
め

四
・
八
）、
小
川
昌
子

一
葉
」
語
り
の
諸
相

詳
し
い
。

象

文
体
・
メ
デ
ィ

例
え
ば

明
治
四
〇

四
）、
中

林
愛
雄
編

『
日
記
文

吉
野
甫

得
る
こ
と

生
田
星

〇
・
一
二

生
田
星

に
よ
っ
て
、
一
葉

（『
日
本
近

基
一
（
前
掲

）

恋
愛
を
め
ぐ
っ
て
の
言
説
は
小
川
昌
子
（
前

内
容
が
、
当
時
の
一
般
読
者
向
け
の
文
章
指

潮
社
、
大
正
二
・
六
・
一
一
）
を
は
じ
め
、

・
樋
口
一
葉
』
の
「
解
題
」（
同
、
大
正
三

（
同
、
大
正
三
・
四
・
二
〇
）
に
見
ら
れ
、

国
民
中
学
編
『
女
子
作
文
全
書
』（
東
京
国

介
「
懸
賞
小
説
の
時
代
」（『
投
機
と
し
て

二
〇
）

章
問
答
』（
新
潮
社
、
大
正
二
・
六
・
一
一

於
け
る
利
益
を
問
ふ
」
と
い
っ
た
項
目
が
立

も
手
紙
も
、
文
章
練
習
の
機
関
と
し
て
最
も

れ
る
な
ど
、「
日
記
」
の
み
で
な
く
「
手
紙

の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

、
大
和
田
建
樹
編
『
通
俗
作
文
全
書
第
一
一

・
八
・
一
六
）、
吉
野
甫
『
日
記
文
作
法
』

村
枯
林
『
女
学
生
日
記
文
範
』（
金
港
堂
、

『
日
記
新
文
範
』（
新
潮
社
、
明
治
四
三

範
』（
成
美
堂
、
明
治
四
五
・
一
・
二
五
）
な

（
前
掲

）。
こ
こ
で
は
一
葉
「
日
記
」
が

が
示
さ
れ
て
い
る
。

郊
編
『
通
俗
作
文
全
書
第
四
編

明
治
時

・
七
）

郊
（
前
掲

）

代
文
学
』
六
七
、
平
成
一
四
・
一
〇
）

一
九 掲

）
に
詳
し
い
。

南
書
で
あ
っ
た
『
新
文
章
問

『
代
表
的
名
作
選
集
第
七
編

・
一
・
一
四
）、『
新
文
学
百

と
り
わ
け
新
潮
社
が
主
流
と

民
書
院
、
明
治
四
三
・
二
・

の
文
学
』
新
曜
社
、
平
成
一

）
に
は
、「
日
記
と
手
紙
と
の

て
ら
れ
、
そ
の
「
答
」
と
し

重
ん
ず
可
き
も
の
で
あ
る
」

」
も
、
文
章
の
練
習
と
し
て

篇

日
記
文
範
』（
博
文
館
、

（
昭
文
堂
、
明
治
四
一
・
二
・

明
治
四
一
・
七
・
二
一
）、
小

・
二
・
二
〇
）、
内
海
弘
蔵
編

ど
。

「
日
記
文
」
の
文
範
と
な
り

代
文
範
』（
博
文
館
、
明
治
四



し
て
い
る
面
を
見

中
山
清
美
（
前

木
内
錠
子
「
一

二
）男

性
文
学
者
に

人
公
に
「
作
者
の

史
論

其
の
二
」

し
か
し
、
こ
の
文

「
円
窓
よ
り
｜
女
と

「
自
覚
」
的
で
あ
れ

た
め
に
、
一
葉
を

島
崎
藤
村
「
一

二
）例

え
ば
、
小
平

行
論
に
お
い
て
も

が
指
摘
さ
れ
て
い

進
の
表
現
者
た
ち

る
こ
と
を
認
め
な

〈
内
面

な
っ
て
、
一
般
化

相
馬
御
風
「
明

三
・
四
・
二
〇
）

中
山
清
美
「
明

し
て
の
樋
口
一
葉

九
・
一
二
）
は
「

情
」
を
持
っ
た
「

し
て
い
る
点
を
指

逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

掲

）

葉
女
史
論

其
の
五
」（『
女
子
文
壇
』
八
｜

よ
る
一
葉
評
価
の
中
に
、
管
見
の
限
り
唯
一

心
の
或
る
姿
」
が
宿
っ
て
い
る
と
認
め
る

『
女
子
文
壇
』
八
｜
一
二
、
大
正
元
・
一
二

章
の
冒
頭
部
で
、「
婦
人
の
文
学
者
の
感
想

し
て
の
樋
口
一
葉
」）
を
読
ん
だ
こ
と
が
明

ば
こ
そ
、「
新
し
い
女
」
宣
言
を
前
に
、

否
定
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

葉
女
史
論

其
の
一
」（『
女
子
文
壇
』
八
｜

麻
衣
子
（
前
掲

）、
中
山
清
美
（
前
掲

、
こ
の
時
期
の
〈
樋
口
一
葉

言
説
が
持
っ

る
。
関
礼
子
（
前
掲

）
は
「「
一
葉
」
と

や
研
究
者
た
ち
に
と
っ
て
「
抑
圧
装
置
」
と

が
ら
、
同
時
に
「
牽
引
力
に
満
ち
た
「
欲
望

の
所
在

が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る

治
文
章
講
話
」（『
新
文
学
百
科
精
講
』
所

治
四
十
年
代

一
葉
受
容
と
「
新
ら
し
い
女

」
を
中
心
に
し
て
｜
」（『
名
古
屋
近
代
文
学

日
記
」
発
表
と
と
も
に
「
懐
か
し
い
尊
敬

一
葉
女
史
崇
拝
」
が
男
性
た
ち
の
手
に
よ
っ

摘
し
、
ら
い
て
う
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と

。一
二
、
大
正
元
・
一

「
わ
か
れ
道
」
の
主

水
野
葉
舟
（「
一
葉
女

）
の
発
言
が
あ
る
。

」（

平
塚
ら
い
て
う

記
さ
れ
て
お
り
、
そ

「
旧
さ
」
を
拭
い
去
る

一
二
、
大
正
元
・
一

）
な
ど
の
近
年
の
先

て
い
た
否
定
的
側
面

い
う
記
号
」
が
「
後

し
て
」
機
能
し
て
い

装
置
」
と
し
て
機
能

﹇
付
記
﹈

本
文
の
引

新
漢
字
に
改

あ
る
。
な
お

八
回
例
会

施
し
た
も
の

を
申
し
上
げ

。収
、
新
潮
社
、
大
正

」｜「
円
窓
よ
り
女
と

研
究
』
一
五
、
平
成

す
べ
き
奥
床
し
い
女

て
強
化
さ
れ
よ
う
と

い
っ
た
「「
磁
場
」
に

れ
を
受
け

た
、「
人

す
る
」
な

家
の
〈
内

相
馬
御

岩
城
準

五
）

用
は
す
べ
て
初
出
に
拠
っ
た
。
引
用
に
際
し

め
た
。
引
用
文
中
の
傍
線
お
よ
び
傍
点
は
す

、
本
稿
は
二
〇
〇
五
年
六
月
一
一
日
に
行
わ

（
於
・
お
茶
の
水
女
子
大
学
）
で
口
頭
発
表
し

で
あ
る
。
席
上
お
よ
び
発
表
後
に
ご
教
示
下

た
い
。

て
の
発
言
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

に
触
れ
る
と
共
に
興
奮
し
て
、
そ
の
意
識
し

ど
と
、
一
葉
自
身
の
「
自
覚
」
も
な
い
ま
ま

面

と
作
品
を
乖
離
し
た
も
の
と
し
て
評
価

風
（
前
掲

）

太
郎
「
開
拓
者
の
悲
劇
」（『
明
治
大
正
の

、
旧
漢
字
に
つ
い
て
は
適
宜

べ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で

れ
た
樋
口
一
葉
研
究
会
第
一

た
も
の
に
、
加
筆
・
修
正
を

さ
っ
た
方
々
に
心
か
ら
感
謝

二
〇き

る
。
そ
し
て
、
葉
舟
も
ま

得
な
い
才
力
が
、
火
光
を
発

に
傑
作
が
生
ま
れ
た
と
、
作

し
て
い
る
。

国
文
学
』
大
正
一
四
・
六
・


