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395 あとがき

あ
と
が
き

本
書
の
原
稿
集
約
が
最
終
段
階
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
二
〇
一
四
年
一
二
月
は
、
清
水
好
子
と
い
う
稀
有
な
研
究
者
が
亡
く
な
っ
て
か

ら
ち
ょ
う
ど
十
年
の
歳
月
が
経
過
し
た
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
年
に
は
、
没
後
十
年
と
い
う
区
切
り
の
年
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
山
本
登

朗
・
清
水
婦
久
子
・
田
中
登
と
い
う
最
適
の
編
者
を
得
て
『
清
水
好
子
論
文
集
』
全
三
巻
（
武
蔵
野
書
院
）
が
刊
行
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ

れ
は
こ
の
研
究
者
の
仕
事
が
す
ぐ
れ
て
今
日
的
な
意
味
を
持
ち
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
本
論
集
に
お
い
て
も
、
秋
澤
亙
、
横

井
孝
、
栗
山
元
子
、
廣
田
收
等
々
が
、
ま
る
で
競
う
か
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
の
冒
頭
に
清
水
好
子
を
引
用
す
る
こ
と
か
ら
筆
を
起

こ
し
て
い
る
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
く
そ
の
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
論
集
の
本
当
の
編
者
は
清
水
好
子
で
あ
る
と
言
っ
て

も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
以
下
、
清
水
に
代
表
さ
れ
る
優
れ
た
先
学
の
論
考
と
切
り
結
ぶ
、
本
書
所
収
の
各
論
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

秋
澤
亙
「『
源
氏
物
語
』
の
時
代
構
造
」
は
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
桐
壺
・
朱
雀
・
冷
泉
・
今
上
の
御
代
が
、
現
実
の
醍
醐
天
皇
・
保

明
親
王
・
朱
雀
天
皇
・
村
上
天
皇
の
時
代
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
よ
う
に
「
現
実
の
歴
史
と
の
一
体
化
が
志
さ
れ
た
時
間

軸
」
と
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
「
歴
史
上
に
実
在
し
た
そ
れ
ら
と
の
異
化
が
目
指
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
に
、
こ
の
物
語
の
秘
密
が
あ
る
と

す
る
。
い
わ
ば
、
歴
史
そ
の
儘
と
歴
史
離
れ
、
を
図
式
的
に
当
て
は
め
た
感
が
な
い
で
も
な
い
が
、
そ
う
し
た
批
判
を
強
引
に
封
じ
込
め

る
だ
け
の
状
況
証
拠
の
列
挙
が
な
さ
れ
る
、
力
感
あ
ふ
れ
た
論
考
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
と
史
実
を
平
行
し
た
形
で
年
表
に
ま
と
め
た

こ
と
も
斬
新
な
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
ま
た
『
源
氏
物
語
』
の
朱
雀
朝
を
、
夭
折
し
た
保
明
親
王
（
と
そ
の
子
の
慶
頼
王
）
の
「
幻
の
六
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か
ら
問
い
直
し
た
も
の
。
嵯
峨
・
淳
和
朝
、
仁
明
～
宇
多
朝
、
醍
醐
～
村
上
朝
に
大
別
し
て
、
各
天
皇
の
女
御
の
父
親
に
つ
い
て
網
羅
的

に
調
査
を
行
う
。
禁
欲
的
な
ま
で
に
抑
制
の
き
い
た
好
論
で
、
導
き
出
さ
れ
た
結
論
は
極
め
て
信
頼
度
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の

注
釈
の
論
拠
の
一
つ
で
あ
っ
た
明
石
尼
君
の
発
言
な
ど
も
含
め
て
、「
身
分
差
を
物
語
展
開
の
軸
と
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
創
作
原
理
の

も
た
ら
す
現
実
か
ら
の
離
陸
」
と
い
う
結
論
は
説
得
力
を
も
つ
。
そ
れ
に
し
て
も
本
論
を
読
む
と
、
桐
壺
帝
の
時
代
を
醍
醐
朝
と
重
ね
る

時
代
設
定
の
意
味
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

斎
藤
正
昭
「「
輝
く
日
の
宮
」
巻
の
存
否
─
欠
巻
Ｘ
の
発
表
時
期

─
」
は
、
風
巻
景
次
郎
・
高
橋
和
夫
ら
が
考
究
し
た
重
要
な
問
題

を
、
改
め
て
じ
っ
く
り
と
取
り
上
げ
る
。
失
わ
れ
た
欠
巻
Ｘ
の
内
容
は
、
朝
顔
姫
君
、
筑
紫
五
節
、
花
散
里
ら
の
内
容
を
含
む
も
の
と
す

る
結
論
は
穏
当
で
あ
る
。
斎
藤
の
持
論
で
も
あ
る
、
桃
園
式
部
卿
宮
の
家
系
と
代
明
親
王
の
家
系
を
結
び
つ
け
る
点
は
と
り
わ
け
魅
力
的

で
あ
る
。
斎
藤
の
著
書
の
う
ち
、『
源
氏
物
語　

成
立
研
究
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
）『
紫
式
部
伝
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
ら
と

併
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
著
者
の
立
場
は
一
層
鮮
明
に
な
る
の
で
、
参
看
さ
れ
る
こ
と
を
編
者
と
し
て
も
希
望
す
る
。

浅
尾
広
良
「
少
女
巻
の
朱
雀
院
行
幸
」
は
、
物
語
三
四
年
二
月
の
朱
雀
院
へ
の
行
幸
の
持
つ
問
題
を
鋭
く
剔
抉
す
る
。
歴
史
上
の
朝
覲

行
幸
の
用
例
を
精
査
し
、「
王
権
の
分
裂
回
避
」「
孝
敬
を
尽
く
す
儀
礼
」「
皇
統
の
一
体
の
確
認
」
な
ど
の
要
素
を
厳
密
に
抽
出
す
る
。

そ
し
て
澪
標
以
降
の
、
冷
泉
王
朝
に
お
け
る
旧
体
制
（
朱
雀
朝
以
来
の
左
右
大
臣
）
の
一
定
の
影
響
力
や
、
承
香
殿
腹
の
東
宮
の
存
在
な

ど
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
り
な
が
ら
摂
政
太
政
大
臣
や
光
源
氏
側
は
政
権
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
中
で
、
絵
合
に
代
表
さ
れ

る
聖
代
演
出
、
中
宮
立
后
に
よ
る
冷
泉
帝
の
正
統
化
の
流
れ
と
い
う
流
動
的
な
政
治
状
況
の
中
に
、
こ
の
朱
雀
院
行
幸
を
置
い
て
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
何
が
見
え
て
く
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
は
「
王
権
分
裂
を
回
避
す
る
朝
覲
行
幸
」
と
し
て
最
終
的
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
史
実
の
解
析
と
物
語
の
分
析
が
見
事
に
調
和
し
て
い
て
、「
史
実
の
回
路
」
の
論
集
に
ふ
さ
わ
し
い
鮮
や
か
な
論
理

展
開
を
見
せ
て
く
れ
る
。「
冷
泉
帝
と
光
源
氏
の
赤
色
袍
」
の
意
味
す
る
も
の
の
位
置
づ
け
も
説
得
力
に
富
む
。

十
一
代
」
の
御
代
と
位
置
づ
け
た
の
は
実
に
面
白
い
見
解
で
あ
る
。

横
井
孝
「
桐
壺
帝
を
め
ぐ
る
「
風
景
」

─
『
源
氏
物
語
』
の
ひ
と
つ
の
状
況
と
し
て

─
」
は
、
与
謝
野
晶
子
の
『
新
訳
源
氏
物
語
』

に
見
ら
れ
る
「
陛
下
は
二
十
に
な
る
や
な
ら
ず
や
の
青
年
で
あ
る
」
と
い
う
独
自
の
文
章
を
突
破
口
と
し
て
、
桐
壺
朝
の
状
況
、
特
に
桐

壺
更
衣
を
め
ぐ
る
帝
の
対
応
を
分
析
す
る
。
口
語
訳
の
中
に
埋
も
れ
て
い
た
こ
の
行
文
に
最
初
に
着
目
し
た
の
は
、
清
水
好
子
の
師
で
も

あ
る
玉
上
琢
彌
で
あ
っ
た
。
玉
上
の
後
を
襲
っ
た
藤
本
勝
義
や
田
坂
の
論
考
と
、
横
井
孝
の
本
論
と
の
間
に
は
、
講
演
で
は
あ
る
が
学
会

誌
『
中
古
文
学
』
九
二
号
に
掲
載
さ
れ
た
神
野
藤
昭
夫
の
「
始
発
期
の
近
代
国
文
学
と
与
謝
野
晶
子
の
『
源
氏
物
語
』
訳
業
」
も
あ
り
、

近
時
、
相
次
い
で
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
与
謝
野
晶
子
が
桐
壺
院
の
年
齢
を
推
定
す
る
こ
と
で
こ
の
物
語
に

肉
薄
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
が
認
識
さ
れ
よ
う
。
横
井
は
先
行
研
究
を
的
確
に
整
理
し
、
史
実
の
検
討
を
踏
ま
え

た
上
で
、
桐
壺
帝
が
桐
壺
更
衣
へ
の
対
応
に
お
い
て
、
極
め
て
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と
を
見
事
に
浮
き
彫
り
に
し
て
み
せ
る
。

栗
山
元
子
「
一
世
源
氏
と
し
て
の
光
源
氏
の
結
婚

─
『
河
海
抄
』
の
注
記
か
ら
見
え
て
く
る
も
の

─
」
は
、
表
題
に
も
あ
る
一
世
の

源
氏
が
執
政
の
大
臣
に
婿
取
ら
れ
る
こ
と
は
親
王
の
場
合
と
比
べ
て
稀
少
で
あ
り
、
能
力
を
評
価
さ
れ
て
の
こ
と
で
、『
河
海
抄
』
が
高

明
を
光
源
氏
の
準
拠
と
す
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
こ
の
間
の
資
料
操
作
は
極
め
て
緻
密
で
鮮
や
か
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
『
河
海
抄
』
の

あ
げ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
源
正
頼
に
関
連
す
る
記
述
を
も
視
野
に
捉
え
、
近
時
、
栗
山
た
ち
が
精
力
的
に
調
査
し
て
い
る
『
光
源
氏
物

語
抄
』
と
の
関
連
も
踏
ま
え
た
上
で
、『
河
海
抄
』
が
ど
の
よ
う
な
注
釈
を
志
向
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
ま
で
論
述
す
る
。
古
注
釈
書
の

記
事
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
そ
の
注
釈
書
を
相
対
化
す
る
視
点
を
も
確
立
す
る
に
至
る
、
極
め
て
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
好
論

文
で
あ
る
。

松
岡
智
之
「
女
御
の
父
の
地
位
─
『
源
氏
物
語
』
の
女
御
観

─
」
は
、『
源
氏
物
語
』
を
講
義
な
ど
で
取
り
上
げ
る
時
に
誰
も
が
漠

然
と
疑
問
を
感
じ
て
い
た
、
大
臣
以
上
の
娘
が
女
御
で
大
納
言
以
下
の
娘
が
更
衣
と
い
う
、
一
般
的
な
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
説
明
を
根
本
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辻
論
文
は
「
中
の
君
」「
中
の
宮
」
の
呼
称
の
揺
れ
を
切
り
口
に
、「「
中
の
宮
」
の
呼
称
は
、「
自
己
判
断
す
る
」
姫
君
と
し
て
の
特
殊

な
位
置
付
け
を
表
出
し
て
い
る
」
と
す
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
物
語
内
の
姫
君
た
ち
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
も
の
で
、「
他
の
男
た

ち
を
巻
き
込
ん
で
示
威
行
動
を
お
こ
そ
う
と
す
る
」
と
読
み
解
く
。
テ
キ
ス
ト
の
徹
底
的
な
読
み
に
拘
泥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
み

出
さ
れ
る
斬
新
な
視
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
中
の
君
・
若
宮
・
匂
宮
・
六
の
君
の
関
係
が
、
創
作
が
史
実
を
先
取
り
し
た
形
で
は
あ
る

が
、
延
子
・
敦
貞
親
王
・
小
一
条
院
・
寛
子
と
相
似
形
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
こ
と
な
ど
も
可
能
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
方
向
に
広

げ
る
こ
と
を
敢
え
て
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鋭
い
論
理
構
成
を
可
能
と
し
て
い
る
。
久
下
論
文
は
、
辻
論
文
と
は
正
反
対
の
ス
タ
イ
ル

を
取
る
。
寛
弘
六
年
の
後
中
書
王
具
平
親
王
の
不
可
解
な
死
と
、
具
平
親
王
女
隆
姫
と
頼
通
と
の
婚
儀
が
『
御
堂
関
白
記
』
に
記
載
さ
れ

な
い
不
自
然
さ
を
、
宇
治
十
帖
の
構
成
や
執
筆
契
機
と
結
び
つ
け
た
好
論
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
副
題
「
─
繰
り
返
さ
れ
る
意
図

─
」

と
あ
る
如
く
、
空
蝉
や
末
摘
花
の
物
語
と
宇
治
の
物
語
に
代
表
さ
れ
る
物
語
内
の
照
応
も
浮
き
彫
り
に
す
る
。
久
下
論
文
の
懐
の
深
さ
は
、

紫
式
部
と
具
平
親
王
、
紫
式
部
と
道
長
・
彰
子
の
関
係
を
中
核
に
据
え
つ
つ
、
史
書
・
日
記
・
家
集
・
古
注
釈
書
に
幅
広
く
目
配
り
を
し

つ
つ
、
快
刀
乱
麻
の
如
く
複
雑
な
方
程
式
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
点
に
あ
る
。
本
論
集
中
最
長
の
論
文
で
あ
る
が
、
視
野
の
広
さ
を
支
え

る
た
め
に
こ
れ
だ
け
の
紙
幅
を
必
要
と
し
た
と
言
え
よ
う
。

廣
田
收
「『
源
氏
物
語
』
の
方
法
的
特
質
─
『
河
海
抄
』「
准
拠
」
を
手
が
か
り
に

─
」
は
『
河
海
抄
』
の
「
准
拠
」
の
概
念
と
い
う
、

こ
の
注
釈
書
の
本
質
を
考
え
る
上
で
は
避
け
て
は
通
れ
ぬ
問
題
に
肉
薄
す
る
。
当
然
先
行
研
究
の
累
積
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
巧
み
に
俯

瞰
し
た
上
で
、「
料
簡
」
の
記
述
と
「
准
拠
」
の
用
例
に
再
検
討
を
加
え
た
好
論
。
廣
田
論
を
根
底
で
支
え
て
い
る
の
は
、
冒
頭
に
記
さ
れ

る
、
史
実
を
「
純
粋
客
観
的
」
事
実
と
捉
え
る
こ
と
に
対
す
る
違
和
の
表
明
で
あ
る
。「
正
史
に
し
て
も
日
記
に
し
て
も
」「
言
葉
に
よ
っ

て
捉
え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
「
言
葉
は
認
識
で
あ
り
、
思
考
で
あ
り
、
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
は
万
金
の
重
み
を
持
つ
。
私
家
集

の
記
述
な
ど
を
歌
人
の
伝
記
研
究
に
無
批
判
に
使
用
し
て
い
な
い
か
、
稿
者
な
ど
は
襟
を
正
し
て
危
座
し
て
廣
田
の
言
を
受
け
止
め
た
。

袴
田
光
康
「
六
条
院
と
蓬
莱
─
庭
園
と
漢
詩
を
め
ぐ
っ
て

─
」
は
、
主
題
か
ら
予
想
さ
れ
る
ご
と
く
、
胡
蝶
巻
の
春
の
町
の
記
述
か

ら
、
六
条
院
の
内
実
に
切
り
込
む
。
田
中
隆
昭
、
小
林
正
明
ら
の
指
摘
の
あ
る
重
要
な
視
点
で
あ
る
が
、
袴
田
は
改
め
て
日
本
の
漢
詩
文

に
お
け
る
「
蓬
莱
」
の
用
例
に
立
ち
戻
り
、
悉
皆
調
査
に
近
い
形
で
比
喩
的
用
法
の
変
遷
を
見
事
に
跡
づ
け
て
見
せ
た
。
そ
し
て
蓬
莱
に

代
表
さ
れ
る
神
仙
世
界
を
模
し
た
風
景
の
賛
美
が
、
庭
園
の
所
有
者
や
詩
宴
の
主
催
者
へ
の
賛
美
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

特
に
『
扶
桑
集
』『
本
朝
麗
藻
』
以
下
の
一
条
朝
に
近
い
時
代
の
用
例
で
は
「
内
裏
・
後
院
」「
殿
上
」
を
示
唆
す
る
派
生
的
な
用
例
が
、

本
来
的
な
使
用
方
法
数
を
上
回
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
こ
う
し
た
緻
密
な
作
業
の
上
に
立
ち
、
胡
蝶
巻
の
「
亀
の
上

の
山
」
の
和
歌
が
、
六
条
院
の
両
義
性
、
秋
好
中
宮
を
擁
立
す
る
摂
関
家
的
な
立
場
と
、
冷
泉
帝
の
実
父
と
い
う
隠
さ
れ
た
立
場
と
も
つ

な
が
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
緻
密
な
用
例
の
積
み
重
ね
を
作
品
論
へ
と
見
事
に
つ
な
い
で
見
せ
た
好
論
で
あ
る
。

「『
源
氏
物
語
』
朱
雀
帝
の
承
香
殿
女
御
の
死
」
は
、
二
十
代
の
仕
事
を
『
源
氏
物
語
の
帝　

人
物
と
表
現
の
連
関
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇

〇
九
年
）
と
し
て
見
事
に
ま
と
め
上
げ
た
春
日
美
穂
ら
し
い
手
堅
い
論
考
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
三
人
の
承
香
殿
女
御
を

俯
瞰
し
た
上
で
、
朱
雀
院
の
承
香
殿
女
御
が
今
上
の
即
位
を
見
ず
に
な
く
な
っ
た
こ
と
の
意
味
を
解
析
す
る
。
歴
史
上
の
皇
太
后
位
を
追

贈
さ
れ
た
女
性
と
比
べ
て
み
る
と
、
朱
雀
院
の
承
香
殿
女
御
の
特
異
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
承
香
殿
女
御

の
死
に
よ
っ
て
「
今
上
帝
の
御
世
」
が
「
国
母
不
在
」
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
第
二
部
か
ら
第
三
部
に
か
け
て
物
語
を
大
き
く
規
定
す
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。「
国
母
不
在
」
と
い
う
観
点
は
、
前
述
し
た
浅
尾
論
文
が
取
り
上
げ
た
「
皇
統
の
家
父
長
的
権
限
を
持
つ
上
皇

が
宮
外
の
別
の
場
所
」
に
住
す
る
こ
と
の
問
題
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
層
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

宇
治
十
帖
を
直
接
取
り
扱
っ
た
も
の
は
、
辻
和
良
「〈
新
た
な
姫
君
〉
と
し
て
の
宇
治
中
の
君
」
と
久
下
裕
利
「
宇
治
十
帖
の
執
筆
契

機

─
繰
り
返
さ
れ
る
意
図

─
」
の
二
編
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
対
照
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
と
も
に
宇
治
十
帖
の
根
幹
に
関
わ

る
問
題
を
あ
ぶ
り
出
し
て
い
る
。
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要
人
物
官
位
・
身
分
年
齢
一
覧
」（
稲
賀
敬
二
作
成
）
と
同
様
の
も
の
が
、
物
語
の
前
史
に
お
い
て
も
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
い
う
見
通

し
の
下
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
特
筆
大
書
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
共
同
編
者
と
し
て
稿
者
は
名
前
を
連
ね
て
い
る
が
、
企
画
の
骨
子
か
ら
、
執
筆
者
の
選
定
、

入
稿
に
至
る
ま
で
の
執
筆
者
と
の
や
り
と
り
、
原
稿
の
排
列
・
全
体
の
構
成
の
確
定
か
ら
出
版
社
と
の
交
渉
な
ど
す
べ
て
久
下
裕
利
の
力

に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
栗
山
・
廣
田
論
文
等
と
の
関
連
か
ら
『
河
海
抄
』
の
書
影
を
カ
バ
ー
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
決
定
し
た
こ
と
も
こ

こ
に
含
め
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
稿
者
は
こ
の
間
何
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
数
名
の
執
筆
候
補
者
を
追
加
し
た
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

そ
れ
も
稿
者
が
当
然
推
薦
す
る
で
あ
ろ
う
最
適
の
候
補
者
を
、
あ
え
て
数
名
残
し
て
い
て
く
れ
た
と
お
ぼ
し
い
。
そ
う
し
た
下
準
備
を
完

璧
に
行
っ
た
後
で
、「
あ
と
が
き
」
の
執
筆
を
稿
者
に
求
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぐ
ら
い
は
手
伝
う
べ
き
で
あ
る
と
強
要
す
る
姿
勢

を
見
せ
る
よ
う
で
、
そ
の
実
、
こ
れ
ら
の
優
れ
た
論
文
群
を
最
初
に
、
じ
っ
く
り
と
読
む
こ
と
の
で
き
る
機
会
を
譲
っ
て
く
れ
た
の
で
あ

る
。
稿
者
の
非
力
ゆ
え
、
卓
越
し
た
諸
氏
の
論
文
の
良
さ
を
十
二
分
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
と
、

や
は
り
久
下
こ
そ
が
、
こ
の
解
題
の
執
筆
者
と
し
て
最
適
で
あ
っ
た
と
い
う
思
い
を
抱
く
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
多
忙
な
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
力
作
論
文
を
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
執
筆
者
各
位
、
編
集
の
仕
事
の
大
変
な
部
分
を
す
べ
て
担
っ

た
久
下
裕
利
氏
、
そ
し
て
、
人
文
学
へ
の
逆
風
の
中
こ
う
し
た
論
文
集
の
刊
行
に
ご
理
解
を
得
た
武
蔵
野
書
院
社
主
前
田
智
彦
氏
に
、
厚

く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

二
〇
一
五
年　

三
月
三
十
日

田　
　

坂　
　

憲　
　

二

上
原
作
和
「
大
島
本
『
源
氏
物
語
』
本
文
注
釈
学
と
音
楽
史
」
で
は
、
論
文
冒
頭
か
ら
紅
葉
賀
巻
朱
雀
院
行
幸
の
場
面
の
青
海
波
に
関

す
る
表
現
で
、
河
内
本
諸
本
に
共
通
す
る
「
輪
台
」
の
本
文
に
つ
い
て
重
要
な
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
表
現
を
欠
く
青
表
紙
本
は
定
家
の

「
恣
意
的
な
」「
改
訂
」
と
見
る
の
で
あ
る
。
秀
歌
選
や
勅
撰
集
に
お
い
て
は
和
歌
表
現
を
改
訂
す
る
こ
と
の
少
な
く
な
い
定
家
が
、
こ
と

『
源
氏
物
語
』
に
関
し
て
は
（
た
と
え
そ
れ
が
河
内
本
の
方
法
と
比
べ
て
相
対
的
に
と
い
う
カ
ッ
コ
つ
き
で
あ
っ
て
も
）、
特
定
の
古
本
を
尊
重
し

て
書
写
し
て
い
る
と
い
う
見
方
に
対
し
て
の
重
要
な
異
議
申
し
立
て
で
あ
る
。
個
別
の
指
摘
に
関
し
て
も
、「
文
君
と
い
ひ
け
む
昔
の
人
」

（
紅
葉
賀
巻
）「
む
ま
や
の
お
さ
に
く
し
と
ら
す
る
」（
須
磨
巻
）「
五
六
の
は
ら
」（
若
菜
下
巻
）
な
ど
、
本
文
対
立
が
あ
っ
た
り
解
釈
困
難

な
箇
所
に
鋭
く
切
り
込
ん
で
い
る
。
上
原
も
再
評
価
す
る
『
光
源
氏
物
語
本
事
』
の
行
文
は
改
め
て
注
目
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

安
田
政
彦
「
平
安
時
代
の
親
王
任
官
に
つ
い
て
」
は
『
平
安
時
代
皇
親
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
以
来
こ
の
方
面
の
研

究
の
先
頭
を
走
っ
て
い
る
著
者
が
、
宇
多
、
醍
醐
、
陽
成
、
村
上
、
一
条
・
三
条
皇
子
の
任
官
歴
を
悉
皆
調
査
し
た
も
の
。
各
天
皇
群
ご

と
の
分
析
に
加
え
て
、
官
職
ご
と
の
分
析
を
組
み
合
わ
せ
て
お
り
、
今
後
の
基
礎
資
料
と
し
て
も
極
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
個
別
の

分
析
に
つ
い
て
も
、
兵
部
卿
が
、
村
上
の
皇
子
た
ち
が
元
服
か
ら
間
を
置
か
ず
任
官
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
そ
の
重
み
が
失
わ
れ
た
こ

と
、
特
に
八
宮
永
平
親
王
の
任
官
が
そ
の
地
位
を
軽
く
し
た
こ
と
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。
官
職
の
比
重
は
一
定
で
は
な
く
、
常
に
相
対

的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
花
山
朝
以
降
も
、
関
白
を
返
上
し
た
藤
原
頼
忠
が
太
政
大
臣
位
に
座
り
、
関
白
兼
家
の
下
風
に
立
つ
よ
う
な
形

と
な
っ
た
こ
と
が
太
政
大
臣
の
地
位
を
低
下
さ
せ
た
こ
と
な
ど
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
兵
部
卿
の
地
位
が
低
下
し
た
と
言
っ
て
も
、

そ
れ
は
史
実
に
お
け
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
匂
兵
部
卿
宮
の
造
形
以
降
、
後
期
物
語
や
擬
古
物
語
で
兵
部
卿
が
独
自
の
色
彩
で
描
出
さ
れ
る

こ
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。

冒
頭
に
清
水
好
子
の
名
前
を
出
す
こ
と
か
ら
書
き
始
め
た
が
、
田
坂
の
「『
源
氏
物
語
』
前
史

─
登
場
人
物
年
齢
一
覧
作
成
の
可
能
性

─
」
も
、
清
水
が
梗
概
執
筆
と
い
う
形
で
参
加
し
て
い
る
『
源
氏
物
語
事
典
』（
東
京
堂
、
一
九
六
〇
年
、
池
田
亀
鑑
編
）
所
収
の
「
主




