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読
書
と
私

読
書
論

森

信
三

一
読
書
に
つ
い
て
書
く
こ
と
は
私
に
と
っ
て
実
に
楽
し

い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
読
書
そ
の
も
の
が
私
に

と
っ
て
無
上
の
楽
し
み
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
き
ど
き

人
か
ら
「
あ
な
た
の
ご
趣
味
は
何
で
す
か
」
と
尋
ね
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
場
合
私
の
返
事
は
必

ず
「
サ
ァ
読
書
ぐ
ら
い
な
も
の
で
す
か
ナ
ァ
」
と
い
う

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
以
外
の
答
え
を
し
た
事
は
ま
ず
な

い
。
人
に
よ
る
と
、
作
歌
を
以
て
私
の
趣
味
の
一
つ
と

考
え
て
い
る
人
も
あ
る
ら
し
い
が
、
私
の
作
歌
は
間
欠

的
で
あ
っ
て
、
常
に
思
想
の
激
変
期
に
い
わ
ば
そ
の
先

駆
的
兆
候
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
普
通
の
歌
人

の
よ
う
に
年
中
中
絶
す
る
こ
と
な
く
作
歌
を
続
け
る
と

い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
こ
に
私
が
、
ひ
と
り

作
歌
人
で
な
い
ば
か
り
か
、
素
人
の
歌
作
り
の
う
ち
で

も
一
種
変
態
的
存
在
で
あ
る
所
以
が
あ
る
。

が
そ
れ
だ
け
に
私
の
読
書
に
対
す
る
趣
味
の
根
ざ
し

は
深
く
、
そ
れ
は
最
早
単
な
る
趣
味
と
い
う
程
度
を
超

え
て
、
私
の
生
活
に
お
け
る
も
っ
と
も
本
質
的
な
部
分

を
な
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
々
思
う
こ

と
で
あ
る
が
、
晩
年
に
子
供
達
へ
の
教
育
の
義
務
も
一

応
果
た
し
て
、
そ
の
上
子
供
ら
の
力
に
よ
っ
て
、
一
家

の
生
活
が
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
で
も
な
っ
て
、
私
は
純

粋
に
自
分
の
好
き
な
書
物
だ
け
を
読
ん
で
い
ら
れ
る
よ

う
な
身
分
に
で
も
な
れ
た
ら
と
し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
実

に
こ
の
世
の
極
楽
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
今

日
の
よ
う
な
時
代
に
は
、
容
易
に
そ
う
し
た
極
楽
境
は

考
え
ら
れ
そ
う
も
な
い
が
、
た
と
え
晩
年
の
二
、
三
年

だ
け
で
も
良
い
か
ら
、
そ
う
し
た
純
読
書
三
昧
の
生
活

に
入
り
た
い
も
の
だ
と
時
々
勝
手
な
夢
想
に
ふ
け
る
の

で
あ
る
。

二
こ
の
よ
う
に
、
読
書
は
私
に
と
っ
て
全
生
活
中
も
っ

と
も
本
質
的
な
部
分
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
い
ざ
読
書
に
つ
い
て
語
る
と
な
る
と
、
一
体
何
か

ら
話
し
て
よ
い
や
ら
、
我
な
が
ら
戸
惑
う
ほ
ど
で
あ
る

が
、
第
一
に
記
し
た
い
事
は
、
私
ほ
ど
勝
手
な
読
書
を

す
る
者
は
少
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
れ
に
は
「
学
問
の
片
端
を
か
じ
っ
て
い
る

者
の
う
ち
で
は
」
と
い
う
条
件
付
き
の
話
で
は
あ
る
が

…
…

そ
れ
に
し
て
も
私
が
近
頃
し
み
じ
み
と
感
じ
る

事
は
、
私
と
い
う
人
間
は
一
般
的
な
意
味
で
学
者
と
呼

ば
れ
て
い
る
人
々
の
仲
間
入
り
を
す
る
資
格
の
な
い
人

間
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
必
ず
し

も
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
か
な
り
若
い
頃
か

ら
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
最
近
は
我
が
身
上
に
う
ち
響

く
諸
々
の
現
世
的
な
波
動
に
よ
っ
て
、
改
め
て
こ
の
感

を
深
く
し
つ
つ
あ
る
次
第
で
あ
る
。

で
は
ど
う
い
う
点
で
そ
う
し
た
感
慨
を
抱
く
か
と
い

う
に
、
そ
れ
は
一
口
で
言
え
ば
、
私
の
読
書
は
、
我
が

生
命
の
第
一
義
的
欲
求
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
い
わ
ゆ
る
専
門
に
関
わ
ら
な
い
ば
か
り
か
、
自
分
の

講
義
の
種
目
な
ど
と
い
う
も
の
に
さ
え
、
一
切
拘
束
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
は
現
在
大
学
の
講
座

お
よ
び
人
員
の
関
係
上
、
教
育
と
語
学
を
担
当
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
世
間
的
に
言
え
ば
、
あ
る
い
は

読
書
は
前
記
の
二
学
科
を
中
心
と
す
べ
き
か
も
し
れ
な

い
が
、
現
実
は
お
お
よ
そ
そ
れ
ら
と
は
か
け
離
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
現
在
の
私
に
と
っ
て
の
最

大
関
心
事
は
、
実
に
「
人
間
」
と
「
世
界
」
と
で
あ
っ

て
、
こ
の
巨
い
な
る
人
類
永
遠
の
二
つ
の
謎
を
、
い
か

に
し
て
一
元
的
に
解
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
こ

ろ
に
、
私
の
生
命
を
賭
け
た
中
心
課
題
が
あ
る
と
言
っ

て
よ
い
。
な
お
読
書
に
お
け
る
こ
の
根
本
的
な
二
大
焦

点
は
、
現
在
は
も
ち
ろ
ん
将
来
と
い
え
ど
も
容
易
に
変

わ
る
ま
い
と
思
う
。
い
や
お
そ
ら
く
死
に
至
る
ま
で
、

本
的
に
根
は
変
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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三
に
も
か
か
わ
ら
ず
私
の
現
実
的
関
心
の
焦
点
は
、
誌

友
諸
氏
も
つ
と
に
ご
存
知
の
よ
う
に
、
教
育
、
特
に
国

民
の
義
務
教
育
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ

は
私
に
と
っ
て
単
な
る
関
心
の
域
を
越
え
て
、
ま
さ
に

血
に
つ
な
が
る
宿
命
的
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
小
誌
が
純
粋
の
個
人
雑
誌
で
あ
り
な
が
ら
、
誌
友

の

％
前
後
ま
で
が
す
べ
て
教
育
者
で
あ
る
所
以
も
正

98
に
そ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
の
国
民
教
育
に
対
す

る
こ
の
よ
う
な
宿
命
的
な
関
心
は
、
主
と
し
て
私
自
身

の
生
い
立
ち
な
ら
び
に
閲
歴
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
代
用
教
員
か
ら
師
範
の
一
部
へ
入
学
し
、
人
生
の

ス
タ
ー
ト
を
「
小
学
校
教
師
」
と
し
て
切
っ
た
私
の
脚

が
常
に
国
民
教
育
の
大
地
か
ら
離
れ
得
な
い
の
は
当
然

で
あ
る
。
講
演
な
ど
の
際
、
小
学
生
の
鉛
筆
の
持
ち
方
、

削
り
方
な
ど
と
い
う
よ
う
な
、
小
さ
な
現
実
上
の
諸
問

題
に
関
し
て
、
私
が
異
常
な
る
情
熱
と
興
奮
と
を
示
す

の
に
意
外
な
感
を
持
た
れ
て
、
そ
う
し
た
異
常
な
情
熱

が
、
一
体
ど
こ
か
ら
発
す
る
の
か
と
い
う
と
い
う
疑
問

に
さ
れ
る
人
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
う
し

た
異
常
な
情
熱
の
発
す
る
真
の
根
源
は
、
私
の
内
的
生

活
の
基
盤
が
常
に
国
民
の
義
務
教
育
に
置
か
れ
て
お

り
、
し
た
が
っ
て
私
の
心
眼
の
世
界
に
は
、
常
に
小
中

学
生
の
生
徒
や
、
彼
ら
の
為
に
日
夜
心
身
を
労
し
て
い

ら
れ
る
小
中
学
の
先
生
方
が
生
き
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。終

戦
の
翌
年
の
６
月
８
日
、
九
死
に
一
生
を
得
て
祖

国
に
帰
還
し
た
私
は
、
数
奇
な
る
己
が
生
涯
を
回
想
し

つ
つ
、
い
つ
果
つ
る
か
も
期
し
難
い
我
が
残
生
を
思
う

て
、
そ
ぞ
ろ
に
感
懐
の
禁
じ
得
な
い
も
の
が
あ
り
、
そ

の
考
え
は
流
れ
出
ず
る
が
ま
ま
に
こ
れ
を
紙
片
に
記
し

て
み
た
ら
、
詩
と
も
散
文
と
も
つ
か
ぬ
左
の
ご
と
き
一

文
と
は
な
っ
た
の
で
あ
る
。

学
者
に
あ
ら
ず

宗
教
家
に
あ
ら
ず

は
た
ま
た
教
育
者
に
も
あ
ら
ず

た
だ
宿
縁
に
導
か
れ
て

国
民
教
育
者
の
友
と
し
て

こ
の
世
の
生
を
終
わ
る

四
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
国
民
教
育
に
対
し
て
宿
命
的
な
関

心
を
持
ち
な
が
ら
、
私
の
読
書
の
う
ち
に
は
い
わ
ゆ
る

教
育
書
と
い
う
も
の
は
絶
無
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
。

で
は
一
見
矛
盾
と
言
う
他
な
い
こ
の
現
象
は
、
そ
も

そ
も
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
私
の
読

書
の
中
心
は
、
我
が
生
命
の
根
本
課
題
と
し
て
、
常
に

「
人
間
」
と
「
世
界
」
の
本
質
的
探
求
に
集
中
せ
ら
れ

つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
叡
智
が
、
常
に
現
実
の
最
大
関
心

事
た
る
教
育
そ
の
も
の
に
向
か
っ
て
、
集
中
さ
れ
つ
つ

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
端
的
に

言
っ
て
私
に
は
、
教
育
を
書
物
に
よ
っ
て
知
ろ
う
と
い

う
よ
う
な
間
接
的
な
態
度
に
留
ま
り
得
な
い
も
の
が
厳

と
し
て
内
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
初
の
考
え
で
は
こ
の
よ
う
な
身
の
上
話
め
い
た
こ

と
を
書
く
つ
も
り
は
毛
頭
無
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
筆

と
い
う
も
の
は
妙
な
も
の
で
、
い
つ
の
間
に
や
ら
書
く

者
自
身
の
意
図
を
無
視
し
て
、
変
な
茶
の
木
畠
へ
人
を

引
っ
張
っ
て
行
く
。
が
、
こ
う
し
た
こ
と
に
な
っ
た
と

い
う
の
も
、
平
素
大
体
の
事
は
分
か
っ
て
も
ら
っ
て
る

つ
も
り
で
あ
る
が
、
私
の
読
書
の
根
本
態
度
と
、
そ
れ

を
裏
付
け
て
い
る
私
の
生
命
の
根
本
志
向
に
つ
い
て

は
、
い
ち
ど
は
っ
き
り
と
し
た
了
解
を
願
っ
て
お
き
た

い
と
の
希
望
が
私
の
脳
裏
を
去
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

五
し
か
し
変
っ
た
前
置
き
は
こ
の
辺
で
打
ち
切
っ
て
、

以
下
私
の
読
書
法
の
具
体
的
な
細
部
に
触
れ
て
み
た
い

と
思
う
。
そ
こ
で
真
っ
先
に
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
私

の
読
書
は
、

「
そ
の
時
私
の
生
活
圏
内
に
あ
る
書
物
の
中
で
、
自

分
が
一
番
心
を
惹
か
れ
る
書
物
を
読
む
」

と
い
う
の
が
根
本
信
条
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
関

す
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
踏
み
外
し
た
事
は

な
い
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
こ
と
は
端
的
直
截
に
言
え
ば
、
「
自
分
が
そ
の

時
手
に
入
る
範
囲
内
で
、
い
ち
ば
ん
読
み
た
い
も
の
を

一
冊
取
っ
て
、
そ
れ
に
全
精
魂
を
ぶ
ち
込
ん
で
読
む
」

…
…
と
い
う
一
言
に
尽
き
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
こ

れ
を
裏
返
し
て
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
義
務
的
な
読
書

は
一
切
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
よ
う
な

無
名
の
田
舎
の
老
書
生
に
は
新
刊
書
の
「
書
評
」
の
依

頼
な
ど
い
ち
ど
も
受
け
た
事
は
な
い
が
、
し
か
し
私
な

ど
の
よ
う
な
人
間
に
は
、
あ
ぁ
し
た
受
け
身
的
な
読
書

は
や
り
切
れ
な
い
苦
痛
だ
と
思
う
。
自
分
の
読
み
た
い

書
物
で
も
読
め
な
い
で
い
る
の
に
、
そ
れ
ほ
ど
嗜
慾
を

そ
そ
ら
れ
て
も
い
な
い
他
人
の
書
物
を
義
務
的
に
読
ま

さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
私
の
よ
う
な
人
間
に
は

最
大
の
苦
痛
で
あ
る
。
そ
れ
も
大
体
の
調
子
が
わ
か
っ

た
ら
、
サ
ッ
サ
と
中
途
で
切
り
上
げ
て
、
し
か
る
べ
く

一
文
を
書
い
て
義
理
を
す
ま
す
と
い
う
な
ら
ば
と
に
か

く
、
（
い
わ
ゆ
る
書
評
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
大
部
分

は
、
こ
の
種
の
も
の
ら
し
い
が
）
も
し
正
直
に
全
集
を

読
了
し
た
上
で
書
く
と
な
っ
た
ら
、
実
に
耐
え
難
い
苦

痛
で
は
な
い
か
と
思
う
。

で
は
私
の
こ
の
よ
う
な
わ
が
ま
ま
な
読
書
は
何
に
基

因
す
る
か
と
い
う
に
、
結
局
読
書
に
お
け
る
徹
底
的
な

主
体
性
を
確
保
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
読
書
ほ
ど

に
、
読
む
者
の
自
主
的
主
体
的
の
確
立
を
要
す
る
も
の

は
少
な
い
と
思
う
。
私
が
読
書
に
あ
た
っ
て
、
一
時
に

一
冊
主
義
を
唱
え
、
本
は
全
集
で
買
っ
た
ら
読
め
な
い

と
言
い
、
さ
ら
に
一
時
に
二
冊
以
上
の
書
物
を
求
め
ぬ

こ
と
、
お
よ
び
買
っ
た
ら
す
ぐ
に
そ
の
場
か
ら
読
み
出

し
て
家
に
着
く
ま
で
に
、
少
な
く
と
も
二
、
三
十
ペ
ー

ジ
は
切
り
込
む
こ
と
な
ど
と
激
し
い
こ
と
を
言
う
の

も
、
ひ
と
え
に
読
書
に
お
け
る
こ
の
自
主
的
主
体
性
の

確
立
を
希
求
す
る
が
故
に
他
な
ら
な
い
。
書
架
に
読
ま

な
い
書
物
が
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
種
の
圧
迫
感
を
与
え
、
不
愉
快
な
も
の
で
あ
る
。
時
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に
そ
の
豊
富
さ
？
愉
快
を
感
じ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う

の
が
な
い
と
は
言
え
ぬ
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
は
「
鑑

賞
の
立
場
に
た
っ
て
の
感
じ
で
あ
っ
て
、
真
摯
に
書
物

と
取
っ
組
む
者
と
し
て
の
態
度
で
は
な
い
と
言
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

以
前
に
も
一
度
記
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
一
時
に
二
、

三
冊
と
書
物
を
買
っ
た
ら
、
二
冊
目
三
冊
目
の
書
物
に

向
か
う
時
の
立
ち
風
で
は
ど
う
し
て
も
鈍
ら
ざ
る
を
得

ず
、
二
冊
目
、
特
に
三
冊
目
は
つ
い
読
ま
ず
に
終
わ
る

場
合
さ
え
少
な
く
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

同
時
に
こ
の
よ
う
に
一
時
に
一
冊
し
か
読
め
な
い
と

い
う
こ
の
根
本
原
則
を
厳
守
す
れ
ば
、
収
入
の
少
な
い

人
で
も
「
金
が
な
い
か
ら
本
が
読
め
ぬ
」
と
言
う
嘆
き

は
ま
ず
ま
ず
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば

一
人
の
人
間
が
一
ヶ
月
に
読
み
う
る
書
物
の
冊
数
は
平

均
し
て
み
る
と
予
想
外
に
少
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
普

通
に
教
師
生
活
を
し
て
い
る
人
々
の
場
合
を
考
え
て
み

る
に
、
大
体
月
に
三
、
四
冊
平
均
に
読
め
た
ら
良
い
方

で
は
な
い
か
と
思
う
。
月
に
三
冊
と
し
て

日
に
一
冊

10

は
読
み
上
げ
ね
ば
な
ら
ず
、
も
し
月
に
四
冊
と
な
っ
た

ら
週
に
一
冊
と
い
う
勘
定
に
な
る
。
学
校
教
師
と
し
て

は
一
日
５
、
６
時
間
の
授
業
の
ほ
か
に
事
務
的
な
仕
事

も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
週
一
冊
平
均
の
読
書

を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
の
努
力
を
要
す
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
普
通
の
人
で
は
ま
ず
月
３
冊
と
い
う
あ

た
り
で
充
分
分
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
だ
け
に
い
か
な
る
書
物
を
読
む
か
と
言
う
こ
と

が
重
大
問
題
と
な
る
わ
け
で
、
も
し
こ
の
選
択
を
誤
っ

た
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
努
力
し
た
読
書
も
結
局
く
た
び
れ

儲
け
と
言
う
結
果
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の

書
物
の
選
択
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ
る

こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。
（
「
開
顕
」

号
昭
和

年
８
月
号
）
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読
書
の
時
間
と
場
所

新
三
上
論

森

信
三

一
読
書
法
の
う
ち
最
も
重
大
な
問
題
の
一
つ
は
読
書
の

時
と
場
所
と
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
書
物
は
一
体

い
つ
ど
こ
で
読
む
の
が
良
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ

て
、
こ
の
点
を
突
き
止
め
な
い
こ
と
に
は
真
の
力
強
い

読
書
に
は
出
発
の
仕
様
が
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
読
書
の
時
と
場
所
と
も
問
題
は
結
局

時
間
と
空
間
の
問
題
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
切
り

切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
何
時
と
何
処

で
と
は
ど
う
し
て
も
一
つ
に
な
る
外
な
い
の
で
あ
る

が
、
し
か
も
現
実
と
し
て
は
こ
れ
を
時
間
の
側
か
ら
規

定
す
る
よ
り
も
、
空
間
の
側
面
か
ら
規
定
す
る
方
が
よ

り
ハ
ッ
キ
リ
す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
時

間
の
主
観
性
に
対
し
て
空
間
の
客
観
性
と
い
う
こ
と

が
、
そ
の
主
な
る
原
因
を
な
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
古
人
も
こ
の
読
書
の
時
と
場
所
と
の
交

差
点
は
、
こ
れ
を
場
所
の
側
か
ら
捉
え
て
お
り
、
か
つ

か
の
有
名
な
「
三
上
説
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
人
々

の
知
る
と
お
り
で
あ
る
。
三
上
と
は
厠
上
（
し
じ
ょ
う
）
、

鞍
上
（
あ
ん
じ
ょ
う
）
、
枕
上
（
ち
ん
じ
ょ
う
）
で
あ

っ
て
、
こ
の
三
つ
が
昔
の
読
書
家
に
と
っ
て
最
も
工
夫

の
し
ど
こ
ろ
と
考
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ

ば
一
見
な
ん
で
も
な
く
過
ご
さ
れ
る
こ
の
三
つ
の
場
所

を
閑
却
し
て
い
る
よ
う
で
は
、
真
の
読
書
家
と
は
言
え

ぬ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
こ
れ
を
手
が
か

り
と
し
な
が
ら
現
場
に
お
け
る
読
書
の
時
と
場
所
の
問

題
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

最
初
の
厠
上
で
あ
る
が
、
こ
れ
昔
も
今
も
そ
の
条
件

は
対
し
て
変
わ
ら
ぬ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
私
も

代
30

に
い
ち
ど
こ
れ
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
。
小
さ
な
本
立

て
に
主
と
し
て
古
典
を
入
れ
て
お
い
て
、
手
当
た
り
次

第
に
開
い
た
と
こ
ろ
を
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
古
典
を

選
ん
だ
の
は
時
間
に
制
限
が
あ
る
た
め
、
出
き
る
だ
け

内
容
の
充
実
圧
縮
さ
れ
た
も
の
が
よ
く
、
小
説
な
ど
の

よ
う
に
安
易
な
興
味
に
ひ
か
さ
れ
て
い
つ
ま
で
も
立
ち

去
り
が
た
い
な
ど
い
う
こ
と
な
い
た
め
に
は
、
古
典
な

い
し
は
そ
れ
に
順
ず
る
よ
う
な
凝
縮
さ
れ
た
内
容
の
も

の
が
良
い
と
思
う
。

私
の
厠
上
の
読
書
は
二
、
三
年
も
続
い
た
か
と
思
う

が
、
そ
れ
を
廃
し
た
主
た
る
動
機
は
、
外
で
は
な
く
て
、

書
物
特
に
古
典
的
な
書
物
を
、
あ
あ
し
た
場
所
に
置
く

こ
と
に
対
す
る
、
何
か
し
ら
冒
涜
に
似
た
気
持
ち
が
主

で
あ
っ
た
。
こ
と
に
気
に
な
っ
た
の
は
来
客
に
対
す
る

気
兼
ね
で
あ
っ
て
、
厠
上
の
読
書
を
廃
止
し
た
主
要
な

動
機
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
思
う
。
も
っ
と
も
松
本
義
懿

（
よ
し
い
）
君
の
如
き
は
、
比
較
的
善
意
に
解
さ
れ
て
、

時
々
そ
れ
を
も
っ
て
私
が
読
書
家
た
る
の
一
微
標
と
し

て
人
に
も
話
さ
れ
、
私
と
し
て
な
ん
と
も
言
え
ぬ
面
は

ゆ
い
感
の
し
た
こ
と
も
一
、
二
度
あ
っ
た
。

で
は
現
在
の
私
は
厠
上
の
読
書
に
対
し
て
ど
う
考
え

て
い
る
か
と
い
う
に
、
た
だ
今
の
と
こ
ろ
は
し
て
い
な

い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
悪
く
は
な
い
と
思
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
そ
の
う
ち
心
の
落
ち
着
く
と
と
も
に
、

ぼ
つ
ぼ
つ
再
開
し
よ
う
か
と
考
え
て
い
る
。
と
こ
ろ
が

私
が
厠
上
読
書
を
再
開
し
よ
う
と
思
い
出
し
た
一
つ
の

大
き
な
原
因
は
、
今
度
の
住
居
で
は
便
所
の
前
の
と
こ

ろ
が
一
段
高
く
な
っ
て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
床
の
間
の
よ

う
な
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
故
そ
こ
へ
書
物
を
置
い
て
も
、

書
物
へ
の
冒
涜
感
が
よ
ほ
ど
薄
ら
ぐ
と
思
う
の
で
あ

る
。
も
し
こ
う
し
た
段
の
な
い
普
通
の
便
所
で
あ
っ
た

ら
、
何
か
小
さ
な
台
で
も
備
え
て
、
そ
の
上
に
書
物
を

置
く
の
が
良
い
と
思
う
。

次
に
厠
上
の
書
物
の
選
択
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
短
く
引
き
締
ま
っ
た
表

現
で
、
短
時
間
に
収
穫
の
あ
る
語
録
風
の
も
の
が
良
い

と
思
う
。
現
在
の
私
の
考
え
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ

ト
リ
ス
ト
系
の
思
想
家
の
も
の
が
よ
く
は
な
い
か
と
思

う
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
ラ
ロ
シ
ュ
フ
コ
ウ
の
「
箴
言
集
」

の
よ
う
な
…
…
。

二
次
に
鞍
上
は
現
代
に
あ
っ
て
は
電
車
汽
車
等
の
乗
り

物
が
こ
れ
に
該
当
し
、
こ
れ
を
無
視
し
て
現
代
の
読
書
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は
成
立
し
な
い
と
ま
で
極
限
し
得
る
ほ
ど
で
あ
る
。
私

な
ど
も
ず
っ
と
若
い
頃
か
ら
、
こ
の
乗
り
物
で
の
読
書

を
重
視
し
て
き
た
が
、
こ
の
傾
向
は
む
し
ろ
歳
を
と
る

と
と
も
に
顕
著
に
な
っ
て
く
る
傾
き
が
あ
る
。
そ
れ
は

人
間
は
歳
と
共
に
次
第
に
俗
縁
が
多
く
な
る
た
め
に
、

家
で
は
も
ち
ろ
ん
勤
務
先
で
も
、
と
か
く
読
書
に
専
念

し
に
く
く
な
る
。
と
こ
ろ
が
乗
り
物
の
中
だ
け
は
、
全

く
一
切
の
そ
う
し
た
俗
縁
か
ら
遮
断
せ
ら
れ
る
の
で
、

読
書
に
は
絶
好
の
場
所
で
あ
る
。
私
自
身
の
現
在
を
反

省
し
て
み
て
も
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
最
上
の
読
書
の
場

所
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
も
っ

と
も
こ
れ
は
篠
山
三
日
間
の
「
隔
絶
」
は
別
と
し
て
の

話
で
あ
る
け
れ
ど
も
…
…
。

車
上
の
読
書
の
い
ま
ひ
と
つ
の
長
所
は
、
あ
の
ス
ピ

ー
ド
に
あ
る
。
あ
の
快
速
の
ス
ピ
ー
ド
か
ら
来
る
一
種

の
緊
張
感
が
、
そ
の
ま
ま
ま
た
読
書
の
緊
張
感
と
な
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
だ
実
行
に
は
至
っ
て
い
な
い
が
、

大
阪
六
甲
間
の
パ
ス
を
求
め
て
お
い
て
、
本
が
読
み
た

く
な
っ
た
ら
、
大
阪
ま
で
二
、
三
往
復
し
た
ら
、
さ
ぞ

か
し
よ
く
本
が
読
め
る
だ
ろ
う
と
な
ど
と
考
え
て
い

る
。
こ
れ
は
私
と
し
て
は
決
し
て
冗
談
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
最
近
フ
ト
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
極
め

て
接
近
し
た
一
つ
の
好
案
を
得
た
。
こ
れ
は
私
に
と
っ

て
全
く
秘
伝
物
？
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
際
思
い
切
っ

て
誌
友
諸
氏
の
た
め
に
公
開
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ

は
電
車
の
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
腰
掛
け
の
上
で
あ
る
。

車
中
書
物
を
読
ん
で
き
て
、
も
う
少
し
読
み
た
い
と
思

う
と
こ
ろ
で
、
下
車
駅
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
家
へ
着

け
ば
そ
の
ま
ま
続
け
ら
れ
な
い
。
さ
り
と
て
道
々
本
を

読
み
な
が
ら
歩
く
わ
け
に
も
行
か
な
い
。
も
っ
と
も
京

都
府
下
の
伊
藤
直
次
氏
の
よ
う
に
、
毎
日
学
校
へ
の
往

復
途
上
を
唯
一
の
読
書
場
所
と
す
る
ほ
か
な
い
と
い
う

苦
行
者
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
こ
で
考
え
つ
い
た
の

が
、
プ
ラ
ッ
ト
か
ら
外
へ
出
な
い
で
、
一
段
落
ち
着
く

ま
で
読
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
味
を
し
め
て
み
る
と
、

気
候
の
良
い
期
間
は
、
電
車
の
プ
ラ
ッ
ト
に
は
都
会
人

に
は
一
つ
の
好
適
な
読
場
所
に
な
る
こ
と
を
発
見
し
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
歩
を
進
め
る
と
必
ず
し
も
自
分

の
乗
降
駅
と
の
み
に
限
る
必
要
な
く
、
随
時
随
所
に
見

晴
ら
し
が
良
く
て
比
較
的
に
乗
降
客
の
少
な
い
駅
を
見

い
だ
せ
ば
、
け
だ
し
現
代
に
お
け
る
格
好
の
読
書
場
の

一
つ
で
あ
る
。

三
一
日
一
時
間
以
上
の
読
書
は
絶
対
的
で
あ
る
。

こ
の
根
本
原
則
を
逸
脱
し
た
ら
ど
ん
な
偉
い
人
で
も

停
頓
は
免
れ
ま
い
。
け
だ
し
現
実
界
で
は
「
進
ま
ぬ
と

い
う
事
は
退
歩
を
意
味
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

学
校
勤
務
の
大
部
分
の
誌
友
の
身
に
な
っ
て
、
最
上
の

読
書
の
場
所
は
と
考
え
て
み
る
に
、
け
っ
き
ょ
く
授
業

後
生
徒
の
帰
っ
た
後
で
の
教
室
で
あ
ろ
う
。
あ
の
生
徒

の
空
机
の
並
ん
だ
姿
は
、
一
種
「
聖
な
る
も
の
」
が
感

じ
ら
れ
る
。
教
室
の
片
隅
で
こ
れ
を
眺
め
な
が
ら
、
日

没
時
ま
で
の
読
書
に
没
入
す
る
快
味
を
知
ら
ぬ
人
は
真

の
教
育
者
で
は
あ
る
ま
い
。
た
と
え
校
長
や
教
頭
に
な

っ
て
も
、
読
書
は
ど
こ
か
の
空
き
教
室
を
選
ぶ
方
が
能

率
が
上
が
る
。
こ
と
に
教
頭
の
場
合
は
校
長
の
よ
う
に

独
立
し
た
部
屋
が
な
い
の
だ
か
ら
、
雑
然
た
る
書
類
堆

積
の
自
分
の
事
務
机
の
上
で
、
書
物
が
読
め
る
な
ど
と

考
え
る
の
は
む
し
ろ
滑
稽
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
と
に

か
く
結
論
と
し
て
は
、

ど
こ
を
ど
う
し
て
も
毎
日
家
へ
帰
る
ま
で
に
、
少
な

く
と
も
一
時
間
の
読
書
は
絶
対
的
で
あ
り
、
而
し
て
問

題
は
そ
れ
を
「
ど
こ
で
」
読
む
か
、
そ
の
場
所
を
突
き

止
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
最
後
は

学
校
に
も
、
私
費
の
ス
タ
ン
ド
を
一
台
用
意
す
る
ま
で

の
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
職
員
会
な
ど
で

ど
ん
な
に
遅
く
な
っ
て
も
、
一
人
居
残
っ
て
所
定
の
読

書
だ
け
は
済
ま
さ
ね
ば
帰
ら
ぬ
と
い
う
だ
け
の
意
思
の

強
靭
さ
が
必
要
で
あ
る
。

四
最
後
に
床
上
の
読
書
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
人
間
が
一

日
八
時
間
前
後
眠
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
肉
体
を
持
っ
て
い
る

以
上
、
昔
も
今
も
変
わ
り
な
い
。
私
も
近
頃
身
辺
の
落

ち
着
く
が
ま
ま
に
、
こ
れ
を
復
活
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
こ
の
床
上
の
読
書
で
問
題
な
の
は
、
書
物
の
選
択
だ

と
思
う
。
私
の
考
え
で
は
床
上
の
読
書
は
童
話
や
詩
歌

集
、
あ
る
い
は
よ
く
熟
（
な
）
れ
た
宗
教
書
な
ど
が
良

い
か
と
思
う
。
一
言
に
し
て
「
心
清
ま
る
書
物
」
で
あ

る
。
ア
ン
ダ
ー
セ
ン
の
童
話
集
、
暮
鳥
の
「
雲
」
、
そ

れ
に
妙
好
人
の
語
録
な
ど
、
私
が
「
床
上
の
書
」
と
し

て
最
も
親
し
い
書
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
心
清
ら
か
な

る
人
々
の
手
に
な
っ
た
書
物
を
読
み
つ
つ
、
眠
気
を
催

し
て
き
た
ら
、
さ
っ
さ
と
ス
タ
ン
ド
の
ネ
ジ
を
ひ
ね
っ

て
、
眠
り
に
つ
け
ば
、
そ
の
ま
ま
夢
は
そ
れ
ら
の
「
心

清
ら
か
な
る
人
々
」
の
世
界
へ
と
誘
わ
れ
る
。
読
書
人

と
し
て
の
至
上
の
喜
び
は
け
だ
し
こ
の
辺
に
あ
る
と
い

っ
て
よ
か
ろ
う
。
と
に
か
く
床
上
の
書
と
し
て
禁
断
の

書
は
小
説
類
で
あ
っ
て
、
現
実
の
あ
く
ど
い
葛
藤
の
虚

構
の
筋
に
つ
ら
れ
て
、
い
つ
ま
で
も
止
め
ら
れ
ず
、
つ

い
睡
眠
不
足
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
決
し
て
真
の

読
書
人
の
と
る
べ
き
態
度
で
は
な
い
。
（
「
開
顕
」

月
10

号

昭
和

年

月
４
日
発
行
通
巻
第

号
）

27

10

63

あ
と
が
き
に
替
え
て

「
開
顕
」
が

号
ま
で
出
て
き
た
か
ら
に
は
前
号
と
同
じ
く
「
修

93

身
教
授
録
探
求
」
を
お
休
み
に
し
て
、
「
開
顕
」
の
主
要
論
文
・

記
事
を
優
先
し
て
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
理
由
は
多
分
、
森
信

三
全
集
に
掲
載
の
な
い
貴
重
な
記
事
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
判
断
か

ら
で
あ
る
。
諸
兄
、
編
集
子
の
独
断
を
諒
と
せ
ら
れ
た
い
。

（

日
二
繁
）
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Em
ail:hiji3@
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