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聴
講
と
読
書

森
信
三

１
で
は
一
方
進
め
て
大
学
生
活
に
と
っ
て
何
が

一
番
大
事
か
と
い
う
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
が
、

私
は
一
応
そ
れ
は
講
義
の
聴
講
と
読
書
と
の
バ

ラ
ン
ス
を
い
か
に
と
る
か
に
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
か
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
も
っ
と
他
の
角
度
か

ら
考
え
た
ら
、
さ
ら
に
他
の
重
要
な
要
が
現
れ

る
か
と
思
う
が
、
し
か
し
大
学
が
学
問
を
学
ぶ

所
で
あ
る
こ
と
、
や
は
り
学
問
と
い
う
立
場
を

主
と
し
て
考
え
る
の
が
本
当
で
あ
ろ
う
。
し
て

み
る
と
や
は
り
今
述
べ
た
よ
う
に
、
講
義
の
聴

講
と
自
分
の
読
書
と
を
、
ど
う
い
う
風
に
調
和

せ
し
め
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
何
と
い
っ
て
も

一
番
大
き
な
問
題
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
、

ど
う
し
て
も
先
ず
、
講
義
と
読
書
と
の
本
質
的

な
比
較
検
討
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
立
ち
入
っ
て
論
ず

る
と
し
た
ら
、
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が

あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
、

講
義
と
い
う
も
の
は
、
元
来
受
身
的
で
は
あ
る

が
、
基
礎
的
基
盤
的
知
識
を
与
え
る
も
の
で
あ

り
、
こ
れ
に
反
し
て
読
書
の
方
は
積
極
的
な
も

の
で
は
あ
る
が
、
注
意
し
な
い
と
そ
の
焦
点
が

散
乱
す
る
危
険
が
な
い
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。

す
な
わ
ち
講
義
の
聴
講
と
読
書
と
は
、
そ
れ
ぞ

れ
そ
の
長
所
短
所
が
入
れ
違
っ
て
互
い
に
相
補

う
関
係
に
あ
る
と
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い

で
あ
ろ
う
。
実
際
講
義
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ

を
聴
く
方
の
例
か
ら
言
え
ば
受
け
身
的
で
あ
り
、

こ
れ
ら
に
は
強
制
的
で
さ
え
あ
っ
て
、
自
ら
進

ん
で
積
極
的
に
読
ん
だ
書
物
か
ら
得
る
知
識
よ

り
も
、
そ
の
内
容
の
把
握
が
不
十
分
だ
と
い
う

一
面
は
確
か
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思

う
。
そ
の
た
め
に
学
生
の
中
に
は
「
講
義
は
つ

ま
ら
な
い
か
ら
、
自
分
の
好
き
な
書
物
を
読
む
」

と
い
う
者
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
果
た
し

て
そ
れ
で
よ
い
も
の
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
確
か

に
一
考
を
要
す
る
問
題
と
言
っ
て
良
い
。

２
と
こ
ろ
で
私
に
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
一
つ

の
深
刻
な
体
験
を
学
生
時
代
に
持
っ
て
い
る
。

私
に
と
っ
て
は
一
つ
の
恥
ず
か
し
い
話
で
は
あ

る
が
、
諸
君
ら
の
た
め
に
思
い
切
っ
て
話
す
こ

と
に
し
よ
う
。
そ
れ
は
私
が
京
都
大
学
の
哲
学

科
に
入
学
し
た
最
初
の
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当

時
京
大
の
哲
学
科
に
は
西
田
幾
多
郎
先
生
や
、
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田
邊
元
先
生
が
居
ら
れ
て
、
私
は
一
年
生
の
く

せ
に
西
田
先
生
の
「
哲
学
概
論
」
の
他
に
、
先

生
の
特
殊
講
義
が
聞
き
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ

る
。
…
…
そ
れ
と
い
う
の
は
、
西
田
先
生
の
特

殊
講
義
は
、
そ
の
時
々
の
先
生
の
研
究
の
発
表

で
あ
っ
て
、
大
学
生
は
も
ち
ろ
ん
大
学
院
の
学

生
か
ら
、
教
授
の
方
々
ま
で
聴
講
に
来
ら
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
あ
い
に
く
と
そ
れ

に
出
る
た
め
に
は
、
「
仏
教
概
論
」
と
か
ち
合
う

の
で
、
そ
の
方
を
割
愛
す
る
他
な
い
。
そ
こ
で

私
は
「
仏
教
概
論
」
の
方
は
友
人
か
ら
ノ
ー
ト

を
借
り
て
受
験
す
る
こ
と
に
し
て
、
先
生
の
特

殊
講
義
を
聴
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
夏
休
み
を
迎
え
た
私
は
高
師
時
代
の
恩
師

西
晋
一
郎
先
生
を
広
島
に
お
尋
ね
し
た
際
、
い

ろ
い
ろ
学
校
の
事
情
を
お
尋
ね
に
な
っ
た
の
で
、

私
の
こ
と
を
も
お
話
し
た
と
こ
ろ
、
先
生
に
は

「
そ
う
い
う
事
は
す
る
も
の
で
は
な
い
。
学
校

の
所
定
の
科
目
と
い
う
も
の
は
、
元
来
無
駄
な

も
の
は
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
特
に
仏
教

の
大
要
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
今
聴
い
て
お

か
な
け
れ
ば
将
来
聞
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
西
田
さ
ん
の
講
義
な
ど

は
、
そ
ん
な
に
今
無
理
を
し
て
ま
で
急
い
で
聴

か
な
く
て
も
、
将
来
い
く
ら
で
も
聴
く
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
…
…
」
と
ご
注
意
を
い
た
だ

い
た
に
も
か
か
ら
ず
、
私
は
そ
れ
以
後
も
自
分

の
態
度
を
改
め
な
い
で
、
仏
教
概
論
の
方
は
友

人
の
ノ
ー
ト
を
写
し
て
受
験
し
、
成
績
と
し
て

は
か
な
り
の
点
数
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
つ
の
特
殊
な
領
域
へ
の
入
門
的

な
知
識
は
、
単
に
眼
で
文
字
を
見
る
だ
け
で
は
、

身
に
付
き
に
く
い
も
の
で
、
結
局
は
耳
か
ら
入

れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
真
理
が
、
そ
の
後
、

年
と
共
に
は
っ
き
り
し
て
来
た
。
と
い
う
の
は

仏
教
に
関
す
る
教
学
的
な
基
礎
知
識
の
不
足
が
、

歳
と
共
に
私
に
と
っ
て
問
題
と
な
り
出
し
て
き

た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
私
は
と
う
と
う
三
十

才
の
半
ば
前
後
に
至
っ
て
、
伊
藤
証
信
師
か
ら

金
子
大
栄
師
の
書
物
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
改

め
て
仏
教
概
論
を
個
人
教
授
に
よ
っ
て
、
教
わ

る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
面
倒

な
仕
方
に
よ
っ
て
初
め
て
仏
教
教
学
の
基
礎
知

識
が
、
不
十
分
な
が
ら
も
一
応
見
当
が
つ
く
よ

う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
深
刻
痛

切
な
体
験
を
過
去
に
持
つ
私
は
、
今
諸
君
に
対

し
て
も
、
講
義
の
聴
講
と
い
う
点
に
関
し
て
、

一
部
の
人
々
の
考
え
る
よ
う
に
、
こ
れ
を
軽
ん

じ
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
斯
く
云
う
の
は
、
何
も
諸
君
に
い
わ
ゆ

る
点
取
り
虫
主
義
の
勉
強
を
す
す
め
る
わ
け
で

は
決
し
て
な
い
。
だ
い
た
い
私
の
考
え
で
は
語

学
や
数
学
と
い
う
よ
う
な
学
科
は
、
予
習
が
大

事
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
文
科
的
な
学
科
は

講
義
を
耳
か
ら
入
れ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
っ
て
、

毎
日
ノ
ー
ト
の
整
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
な

ど
と
い
う
よ
う
な
、
窮
屈
な
こ
と
を
言
お
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
で

き
る
だ
け
出
席
し
て
直
接
耳
か
ら
入
れ
て
身
に

付
け
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
時
は
…
…
ア
ル
バ

イ
ト
な
ど
で
や
む
を
え
な
い
人
は
別
…
…
と
し

て
、
そ
れ
ほ
ど
必
要
性
を
感
じ
な
い
と
し
て
も
、

後
か
ら
顧
み
て
決
し
て
無
駄
で
な
い
と
思
う
の

で
あ
る
。

３
次
に
読
書
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
に

重
大
な
問
題
で
、
到
底
わ
ず
か
な
時
間
で
十
分

に
話
す
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
だ
が
、
そ
う
言

っ
て
す
ま
し
て
お
く
わ
け
に
も
行
な
い
か
ら
、

読
書
に
つ
い
て
平
素
考
え
て
い
る
事
柄
の
こ
と

を
話
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
第
一
に
申
し
た
い
の
は
、
人
間
の
内

的
生
命
の
強
靱
さ
の
程
度
は
、
一
応
そ
の
人
が

ど
れ
ほ
ど
読
書
慾
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
に
よ

っ
て
、
測
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
読
書
慾
が
な
い
と
い
う
の
は
、
肉

体
的
に
は
よ
し
如
何
に
頑
健
強
壮
に
見
え
て
も
、

そ
の
人
の
内
的
生
命
力
、
す
な
わ
ち
精
神
力
は
、

い
わ
ば
す
で
に
死
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
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で
あ
る
。
と
い
う
の
は
読
書
は
「
精
神
の
食
物
」

で
あ
る
か
ら
、
食
物
が
欲
し
く
な
く
な
っ
た
と

し
た
ら
、
そ
の
人
は
精
神
的
に
は
最
早
瀕
死
の

病
人
と
い
っ
て
良
い
訳
で
あ
る
。

だ
が
読
書
に
於
い
て
最
も
大
事
な
、
か
つ
難

し
い
問
題
は
書
物
の
選
択
の
問
題
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
い
か
な
る
書
物
を
読
む
べ
き
か
、
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
に
つ
い
て
は

２
つ
の
考
え
方
が
あ
る
と
思
う
。
一
つ
は
、
い

や
し
く
も
書
を
読
む
以
上
は
、
す
べ
か
ら
く
古

典
的
名
著
を
読
む
べ
し
…
…
と
い
う
立
場
で
あ

る
。
こ
の
立
場
は
表
向
き
に
は
全
く
異
論
を
挟

む
余
地
の
な
い
ま
で
に
、
当
然
至
当
の
考
え
だ

と
言
っ
て
よ
い
。
改
め
て
言
う
べ
き
も
な
く
古

典
と
い
う
も
の
は
、
人
類
が
そ
の
永
い
歴
史
を

通
し
て
ふ
る
い
に
懸
け
て
経
過
し
て
き
た
書
物

で
あ
る
か
ら
、
つ
ま
ら
ぬ
書
物
な
ど
読
ん
で
い

な
い
で
、
万
人
の
承
認
す
る
世
界
的
古
典
を
読

む
が
良
い
と
い
う
説
に
対
し
て
は
、
私
と
雖
も

正
面
か
ら
反
対
の
し
よ
う
は
な
い
。

だ
が
、
正
直
に
言
っ
て
、
私
の
経
験
で
は
古

典
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
よ
う
に
た
や
す
く
読

め
る
も
の
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
人
々
の
言

う
よ
う
に
た
や
す
く
読
め
る
も
の
で
は
な
い
と

思
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
言
う
と
人
々
の
多
く
は
、

「
古
典
を
た
や
す
く
読
め
る
な
ど
と
言
っ
た
覚

え
は
な
い
。
苦
し
み
苦
し
み
努
力
し
て
読
む
と

こ
ろ
に
古
典
を
読
む
真
の
意
味
は
あ
る
…
…
」

と
い
う
人
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
そ
れ
ら
の
人
々
は
表
向
き
、
古
典
を

た
や
す
く
読
め
る
と
言
っ
て
は
い
な
い
で
あ
ろ

う
。
だ
が
私
の
見
る
と
こ
ろ
古
典
を
奨
め
る
人

は
多
い
が
、
古
典
の
困
難
さ
を
説
く
人
は
少
な

い
。
正
直
に
言
っ
て
私
に
は
有
名
な
古
典
は
決

し
て
た
や
す
く
は
読
め
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

有
名
な
古
典
に
し
て
、
私
が
読
ん
だ
と
言
い
得

る
も
の
は
、
実
に
実
に
少
な
い
の
で
あ
る
。

実
際
私
自
身
の
経
験
か
ら
言
っ
て
、
古
典
を

読
む
事
は
断
じ
て
人
々
の
言
う
ほ
ど
に
た
や
す

く
は
な
い
。
否
い
ま
忌
憚
な
く
て
言
う
と
し
た

ら
、
自
分
が
推
薦
書
を
求
め
ら
れ
た
時
、
相
手

の
見
堺
も
な
く
有
名
な
古
典
を
羅
列
し
て
、
平

気
で
居
る
よ
う
な
人
々
の
中
に
は
、
自
分
が
読

ん
で
も
い
な
い
書
物
を
も
加
え
て
い
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
し
か
も
こ
う
し
た
現
象
が
、
世

間
的
に
も
名
を
知
ら
れ
た
人
々
の
う
ち
に
少
な

く
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
重
大
問
題
が
あ
る

と
思
う
。
真
に
自
分
が
読
ん
で
い
た
ら
、
古
典

を
読
む
こ
と
が
い
か
に
困
難
か
が
分
か
っ
て
い

る
か
ら
、
そ
う
た
や
す
く
は
人
に
勧
め
ら
れ
ぬ

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

４
そ
こ
で
私
は
こ
こ
に
諸
君
に
対
し
て
、
や
や

突
飛
か
と
も
思
う
が
、
一
つ
新
し
い
書
物
選
択

の
基
準
を
掲
げ
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
は
「
自

分
に
と
っ
て
…
…
感
動
を
与
え
る
書
物
だ
け
を

読
め
！
し
か
ら
ざ
る
も
の
は
、
そ
れ
が
い
か
に

有
名
で
あ
ろ
う
と
も
読
む
な
！
」
と
。
す
な
わ

ち
ど
ん
な
に
世
間
的
に
は
有
名
な
書
物
で
あ
っ

て
も
、
現
在
の
自
分
に
と
っ
て
、
て
ん
で
ち
ん

ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
で
は
仕
様
が
な
い
で
は
な
い
か
。

ま
る
で
蠟
を
噛
む
よ
う
な
無
味
乾
燥
な
書
物
を
、

ム
リ
に
読
ん
で
み
た
と
て
、
そ
こ
に
ど
れ
程
の

養
分
が
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
。
わ
が

心
に
響
か
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
吸
収
す
る
力
が

自
分
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反

し
て
一
冊
の
書
物
を
感
動
を
以
て
読
み
終
え
る

…
…
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
書
物

の
全
内
容
を
完
全
に
近
い
ま
で
に
消
化
し
得
た

と
言
っ
て
よ
い
。

か
く
し
て
今
端
的
に
言
え
ば
、
ど
ん
な
書
物

で
も
良
い
。
と
に
か
く
現
在
の
自
分
に
と
っ
て

ぎ
り
ぎ
り
読
み
た
い
書
物
で
あ
り
、
し
か
も
そ

れ
を
感
動
を
得
て
読
み
得
る
な
ら
、
た
と
え
そ

の
書
物
が
有
名
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、
そ

ん
な
こ
と
に
は
執
着
し
な
い
で
、
全
精
魂
を
傾

け
て
、
一
気
に
読
了
す
る
が
よ
い
…
…
と
い
う

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
流
儀
か
ら
言
え
ば
、

世
間
的
に
は
一
流
と
目
さ
れ
て
い
る
学
者
の
書

物
で
も
、
現
在
の
自
分
に
と
っ
て
少
し
も
食
欲

を
そ
そ
ら
れ
な
い
と
し
た
ら
、
そ
う
し
た
書
物
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を
お
義
理
に
読
む
必
要
は
な
い
…
…
と
い
う
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
た
と
え
そ
れ
が
無
名

の
小
学
校
の
教
師
の
筆
に
な
る
教
育
記
録
で
、

そ
れ
が
真
に
我
が
魂
に
響
い
て
読
ま
れ
る
な
ら

ば
、
す
く
な
く
と
も
現
在
の
瞬
間
と
し
て
は
、

こ
れ
を
読
む
方
が
、
無
感
動
で
し
か
読
め
な
い

大
学
教
授
の
書
物
を
読
む
よ
り
、
は
る
か
に
有

意
義
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
要
は
各
自
自
分
が

そ
の
瞬
間
に
お
い
て
、
感
動
に
終
始
し
て
読
め

る
書
物
を
全
生
命
を
傾
け
て
一
気
に
読
む
が
良

い
と
い
う
訳
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
読
み
方
に
対
し
て
は

「
そ
れ
で
は
読
書
が
傾
き
は
す
ま
い
か
」
と
言

わ
れ
る
人
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
一
応
も
っ
と
も

な
疑
問
と
は
思
う
が
、
し
か
し
そ
の
時
の
自
分

の
生
命
が
そ
れ
を
欲
し
て
已
ま
ぬ
書
物
を
読
み

続
け
て
い
っ
た
結
果
が
、
た
と
え
あ
る
程
度
の

傾
向
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
仕
方
の
な

い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
常
に
ギ

リ
ギ
リ
の
生
き
方
を
し
た
結
果
が
、
あ
る
偏
向

を
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
む
を
得
な
い

こ
と
だ
と
言
う
他
あ
る
ま
い
。

５
読
書
に
つ
い
て
は
尚
い
く
ら
で
も
話
し
た
い

こ
と
は
あ
る
が
、
際
限
が
な
い
の
で
も
う
一
つ

だ
け
大
事
な
こ
と
を
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
書
物

は
一
度
に
二
冊
以
上
の
書
物
を
買
わ
な
い
よ
う

に
…
…
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
書
物

は
そ
の
時
の
自
分
の
生
命
が
一
番
深
刻
強
烈
に

欲
求
し
て
い
る
書
物
た
だ
一
冊
だ
け
を
求
め
て
、

買
っ
た
ら
間
髪
を
入
れ
ず
直
ち
に
そ
の
場
か
ら

読
み
始
め
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
出
来
た
ら
書
店
か
ら
家
へ
帰
る
途
中
で
、

、

ペ
ー
ジ
ぐ
ら
い
は
切
り
込
む
が
良
い
。

20

30

そ
う
す
る
と
家
に
帰
っ
て
も
さ
ら
に
読
み
終
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
「
と
こ
ろ
が
多
く
の
人
は
自

分
の
欲
し
い
と
思
う
書
物
を
、
一
度
に
二
三
冊

求
め
る
。
そ
こ
で
仮
に
最
初
の
一
冊
は
読
ん
だ

と
し
て
も
、
二
冊
目
三
冊
目
と
な
る
と
、
太
刀

先
が
鈍
る
。
う
っ
か
り
す
る
と
最
初
の
一
冊
さ

え
も
読
了
せ
ず
に
し
ま
う
こ
と
さ
え
も
あ
る
。

そ
れ
と
い
う
の
も
一
度
に
、
二
三
冊
も
買
う
か

ら
で
あ
る
。
も
し
自
分
の
読
み
た
い
と
思
う
幾

冊
か
の
書
物
の
う
ち
、
キ
リ
キ
リ
と
絞
っ
て
最

後
に
残
っ
た
一
冊
だ
け
を
求
め
、
帰
り
の
電
車

の
中
で
既
に
二
、
三
十
ペ
ー
ジ
を
読
み
か
け
る

と
い
っ
た
調
子
な
ら
、
一
冊
を
読
了
す
る
こ
と

は
さ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
そ
れ
に
こ
う
し
た

や
り
方
だ
と
、
書
物
代
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ

ほ
ど
か
か
ら
な
い
で
す
む
。
（
一
同
笑
）
と
言
う

の
も
人
間
が
一
月
に
読
み
得
る
書
物
の
量
は
、

特
別
の
人
を
別
に
し
て
は
意
外
に
少
な
い
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。

あ
と
が
き
に
替
え
て

こ
れ
は
去
る
四
月
初
め
、
神
戸
大
学
教
養
学
部
新
入
学

生
に
対
し
て
行
っ
た
講
話
の
大
要
で
あ
り
、
そ
の
二
回
目

の
収
録
で
あ
る
。
前
号
の
冒
頭
、
「
開
顕
」
誌
の
発
刊
年

月
日
を
過
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
号
の
年
号
は
間
違
い
な
い
。

お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
森
信
三
先
生
特
有
の
読

書
論
の
一
端
で
あ
っ
て
、
広
く
首
肯
さ
れ
る
こ
と
が
ら
で

あ
ろ
う
。
ほ
ん
と
に
よ
く
本
を
読
ま
れ
た
方
に
し
て
、
は

じ
め
て
為
さ
れ
る
読
書
論
か
と
思
う
。
愚
生
も
多
く
の
人

々
か
ら
古
典
を
読
め
よ
教
わ
っ
た
が
、
ろ
く
に
読
ん
で
は

い
な
い
。
む
ず
か
し
く
面
倒
く
さ
い
。
た
と
え
ば
ロ
シ
ア

の
文
豪
の
作
品
に
は
人
物
の
名
前
が
数
多
く
、
覚
え
る
の

に
一
苦
労
。
途
中
で
投
げ
出
し
た
。
司
馬
遼
太
郎
の
作
品

中
、
だ
ら
だ
ら
し
た
文
章
に
飽
き
が
き
た
記
憶
も
あ
る
。

ま
あ
し
か
し
、
仰
言
る
よ
う
に
読
書
は
「
心
の
養
分
」
で

は
あ
る
。（

日
二
繁
）
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