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読
書
案
内

も
う
か
れ
こ
れ
二
〇
年
ほ
ど
前
に
な
る
が
、
首
都
圏
の
あ
る
大
学
で
「
卒
業
論
文
指
導
」
を
担
当
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
。
学
生
の
ひ
と

り
が
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
フ
ラ
ン
ス
近
代
の
服
飾
史
を
選
択
し
て
き
た
。
な
に
ぶ
ん
に
も
フ
ラ
ン
ス
史
は
専
門
外
で
あ
り
、ま
し
て
や「
服

飾
史
」
と
な
る
と
正
直
、
指
導
で
き
る
か
ど
う
か
心
も
と
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
仕
事
と
割
り
切
っ
て
、
神
田
神
保
町
の
古
書
店
を
は
し

ご
し
な
が
ら
文
献
を
漁
っ
た
と
き
の
こ
と
を
つ
い
昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
お
も
い
だ
す
。

の
っ
け
か
ら
私
事
で
恐
縮
で
あ
る
が
、
著
者
か
ら
ご
恵
贈
に
あ
ず
か
っ
た
本
書
を
手
に
し
な
が
ら
、
わ
た
く
し
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
は
、

そ
の
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
の
と
き
本
書
の
よ
う
な
入
門
書
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
助
か
っ
た
こ
と
か
。
当
時
は
今
日
に
比
べ

れ
ば
、
服
飾
史
に
関
す
る
書
物
も
少
な
か
っ
た
だ
け
に
、
な
お
の
こ
と
そ
の
感
を
強
く
す
る
。

本
書
は
フ
ラ
ン
ス
服
飾
史
研
究
の
第
一
人
者
が
一
般
読
者
向
け
に
著
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
服
飾
史
で
あ
る
。
著
者
は
あ
と
が
き
で
「
衣
服
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
と
社
会
の
な
か
で
、
そ
こ
に
生
き
た
人
び
と
の
生
活
感
情
を
映
し
出
す
鏡
と
も
い
え
る
」
と
述
べ
、「
衣
服
の
歴
史
は
ゆ
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え
に
時
代
感
情
を
知
る
た
め
の
格
好
の
対
象
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
解
読
は
必
ず
し
も
や
さ
し
く
は
な
い
」
と
し
て
、
服
飾
史
の
魅
力
と

同
時
に
、
そ
の
む
つ
か
し
さ
を
率
直
に
吐
露
し
て
い
る
。
た
し
か
に
衣
食
住
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
密
接
に
か
か
わ
る
テ
ー
マ
は

親
し
み
や
す
い
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
を
「
叙
述
す
る
」
と
な
る
と
、
あ
ま
り
に
身
近
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
種
々

の
困
難
を
と
も
な
う
こ
と
は
容
易
に
察
し
が
つ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

本
書
は
次
の
四
つ
の
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。
第
一
章　

身
体
の
誇
張
、
第
二
章　

色
彩
感
情
と
文
様
の
意
想
、
第
三
章　

異
国
趣
味
と
レ

ト
ロ
趣
味
、
第
四
章　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
下
着
、
子
ど
も
服
。
さ
ら
に
各
章
は
四
な
い
し
五
つ
の
節
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
倣
っ
て

い
え
ば
、
第
一
・
二
章
で
は
衣
服
の
か
た
ち
や
装
飾
、
色
や
模
様
、
あ
る
い
は
着
装
の
あ
り
か
た
な
ど
、
主
に
衣
服
の
形
象
の
側
面
か
ら
、

第
三
・
四
章
で
は
異
文
化
接
触
、
異
国
・
懐
古
趣
味
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
子
ど
も
な
ど
を
め
ぐ
る
社
会
事
象
の
側
面
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
衣
服
が

放
つ
多
様
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
語
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、
興
味
深
い
事
例
を
二
・
三
拾
い
あ
げ
な
が
ら
、
全
体
を
通
じ
て
み
ら
れ
る
特
徴
を
述
べ
、
本
書
の
紹
介
に
代
え
た
い
。

な
に
よ
り
も
本
書
を
手
に
し
た
読
者
は
、
ま
ず
豊
富
な
図
版
の
数
々
に
目
を
奪
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
本
書
を
読
み
す
す
め
て
い
く
と
、
掲

載
さ
れ
て
い
る
絵
画
や
写
真
は
、
単
な
る
読
者
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
添
え
ら
れ
て
い
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
か
ら
も
う

か
が
え
る
。

た
と
え
ば
、
第
四
章
一
、
ズ
ボ
ン
の
表
象
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ジ
ャ
ン
・
ベ
ロ
ー
画
︿
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
の
サ
イ
ク
リ
ン
グ
﹀

一
九
〇
一
─
一
〇
年
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
み
る
と
、「
パ
リ
の
上
層
階
級
の
女
性
は
、
馬
車
に
自
転
車
を
乗マ
マ

せ
て
ブ
ー
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
ま
で

送
ら
せ
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
を
楽
し
ん
だ
（
ソ
ー
、
イ
ル
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
美
術
館
）」
と
あ
る
。
こ
の
絵
で
目
を
引
く
の
は
、
描
か
れ
て
い

る
女
性
た
ち
が
は
い
て
い
る
ブ
ル
ー
マ
ー
型
の
ズ
ボ
ン
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ジ
ョ
ン
・
グ
ラ
ン
＝
カ
ル
ト
レ
に
よ
れ
ば
、
女
性
が
ズ
ボ
ン
を
は
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
サ
イ
ク
リ
ン
グ
や
ゴ
ル
フ
な
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ど
の
ス
ポ
ー
ツ
が
流
行
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
の
服
装
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
ブ
ル
ー
マ
ー
型
の
ズ
ボ
ン
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ

ば
、
そ
れ
は
一
八
五
一
年
、
ア
メ
リ
カ
の
ア
メ
リ
ア
・
ブ
ル
ー
マ
ー
夫
人
（
一
八
一
八
～
九
四
年
）
が
、
活
動
性
を
も
と
め
て
、
ト
ル
コ
風

の
パ
ン
ツ
を
ま
ね
て
つ
く
っ
た
ズ
ボ
ン
に
由
来
す
る
。
当
初
、
こ
の
型
の
ズ
ボ
ン
は
夫
人
が
女
性
拡
張
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の

着
用
に
は
抵
抗
が
大
き
く
、
普
及
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
、
半
世
紀
後
に
サ
イ
ク
リ
ン
グ
が
流
行
す
る
と
、
ス
ポ
ー
ツ

服
と
し
て
と
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ズ
ボ
ン
は
ス
ポ
ー
ツ
を
介
し
て
女
性
の
服
装
に
入
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ジ
ャ
ン
・

ベ
ロ
ー
の
作
品
は
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
を
よ
く
伝
え
て
い
て
、
ひ
じ
ょ
う
に
新
鮮
に
映
っ
た
。

と
は
い
え
、
女
性
の
ズ
ボ
ン
着
用
に
は
か
な
り
抵
抗
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
二
〇
世
紀
初
頭
の
パ
リ
の
既
製
服
店
「
ベ
ル
・
ジ
ャ
ル
デ
ィ
ニ

エ
ー
ル
」
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
、
サ
イ
ク
リ
ン
グ
用
の
ズ
ボ
ン
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
表
は
ス
カ
ー
ト
の
形
状
を
し
て
い
て
、
ま
る
で
ズ
ボ

ン
を
隠
す
か
の
よ
う
で
あ
る
。
一
九
三
〇
年
代
に
お
い
て
も
、
ズ
ボ
ン
は
リ
ゾ
ー
ト
地
で
余
暇
を
過
ご
す
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

日
常
生
活
で
女
性
の
ズ
ボ
ン
が
目
に
ふ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
九
六
〇
年
代
で
、
そ
れ
に
貢
献
し
た
の
が
一
九
六
八
年
の
パ
リ
の
学
生

た
ち
に
よ
る
政
治
運
動
、
い
わ
ゆ
る
五
月
革
命
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
ズ
ボ
ン
は
晴
れ
て
女
性
に
解
放
さ
れ
る
。
そ
の

際
一
役
か
っ
た
の
が
、
か
の
イ
ヴ･

サ
ン
＝
ロ
ー
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
イ
ヴ
・
サ
ン
＝
ロ
ー
ラ
ン
は
ズ
ボ
ン
を
日
常
着
と
し
て
、
ス
カ
ー
ト
に

代
わ
る
女
性
の
基
本
的
な
服
装
ス
タ
イ
ル
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
し
た
最
初
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
随
所
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
図
版
の
美
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
附
さ
れ
て
い
る
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
と
本
文
の
内
容
と

が
み
ご
と
に
リ
ン
ク
し
て
い
て
、
各
々
の
時
代
に
生
き
た
人
び
と
の
衣
服
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
が
ふ
く
ら
ん
で
く
る
。
そ
し
て
、
本
書
を
読

み
す
す
む
う
ち
に
、
い
つ
の
間
に
か
読
者
は
「
こ
う
い
う
歴
史
も
あ
っ
た
の
か
」
と
い
う
感
慨
を
抱
く
に
ち
が
い
な
い
。

色
に
対
す
る
良
悪
の
感
情
と
衣
服
の
関
係
も
興
味
深
い
。
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
本
書
の
第
二
章
一
、
黒
服
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
に
は
、
色
彩

感
情
の
変
化
と
と
も
に
黒
服
が
流
行
し
た
時
代
背
景
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
黒
服
は
一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て

流
行
す
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
憂
鬱
な
感
情
の
吐
露
を
好
む
美
意
識
が
あ
っ
た
。
当
時
流
行
し
た
涙る
い
て
き
も
ん

滴
紋
（
涙
の
文
様
）
も
、
人
び
と
の
メ
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ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
心
の
う
ち
を
表
現
し
て
い
る
と
著
者
は
い
う
。

一
五
世
紀
が
厭
世
観
に
満
ち
た
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
黒
死
病
が
蔓
延
し
た
一
四
世
紀
半
ば
以
降
出
現
す
る
図
像

テ
ー
マ
︿
死
の
舞
踏
﹀
は
、
生
と
隣
り
あ
わ
せ
に
な
っ
た
死
の
存
在
を
当
時
の
人
び
と
が
い
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
う
け
と
め
て
い
た

か
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
黒
は
清
貧
の
し
る
し
と
し
て
修
道
士
が
着
る
服
の
色
で
あ
り
、
日
常
の
衣
服
の
色
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。

筆
者
に
よ
れ
ば
、
黒
は
狂
気
・
怒
り
・
醜
悪
・
裏
切
り
の
シ
ン
ボ
ル
で
さ
え
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
中
世
末
期
に
黒
の
価
値
は
高
ま
る
。
い

う
な
れ
ば
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
正
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
い
う
転
換
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。

一
六
世
紀
に
な
る
と
、
黒
に
新
た
な
付
加
価
値
が
加
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
び
と
は
人
間
の
気
質
と
し
て
の
憂メ
ラ
ン
コ
リ
ー

鬱
質
に
芸
術
家
と
し
て
の

素
質
を
認
め
、
こ
れ
に
結
び
つ
く
黒
を
尊
重
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
五
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
医
者
・
哲
学
者
の
マ
ル
シ
オ
・
フ
ィ
チ

ー
ノ
は
、
黒メ
ラ
ン
コ
リ
ー

胆
汁
を
多
く
ふ
く
む
と
考
え
ら
れ
る
憂
鬱
質
に
、
芸
術
家
の
資
質
や
天
才
の
し
る
し
を
認
め
て
い
た
。
中
世
的
な
職
人
を
芸
術

家
の
地
位
に
お
し
あ
げ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
、
黒
は
プ
ラ
ス
の
付
加
価
値
を
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
黒
が
憂
愁
に
満
ち
た
色
で
あ
る

と
い
う
点
は
前
世
紀
と
変
わ
り
な
い
が
、
そ
こ
に
芸
術
家
や
知
識
人
の
才
能
を
重
ね
あ
わ
せ
た
と
い
う
意
味
で
、
一
六
世
紀
は
新
し
い
黒
の

イ
メ
ー
ジ
が
「
発
見
」
さ
れ
た
時
代
だ
っ
た
。

そ
し
て
、
一
六
世
紀
の
黒
に
さ
ら
な
る
意
味
を
付
与
し
た
の
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
思
想
で
あ
っ
た
。
教
会
か
ら
い
っ
さ
い
の
装
飾

を
排
除
し
、
禁
欲
的
で
あ
っ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
思
想
は
、
黒
を
道
徳
的
な
色
と
し
て
、
市
民
階
級
に
根
づ
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
黒

が
今
日
に
い
た
る
衣
服
の
歴
史
の
な
か
で
ゆ
る
ぎ
な
い
地
位
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
倫
理
に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
著
者
は
い
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
始
ま
っ
た
宗
教
改
革
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
へ
と
ひ
ろ
が
り
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
黒

い
服
装
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
市
民
に
定
着
し
た
。「
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
描
く
オ
ラ
ン
ダ
市
民
が
み
な
黒
い
格
好
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
い
ち
早

い
市
民
社
会
の
成
立
に
よ
る
」
と
い
う
著
者
の
指
摘
に
は
、
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
一
七
世
紀
後
半
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
黒
服
は
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贅
沢
な
盛
装
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、「
黒
が
必
ず
し
も
宗
教
的
な
倫
理
観
を
示
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」。

実
際
、
黒
が
服
装
の
色
と
し
て
決
定
的
と
な
る
の
は
一
九
世
紀
の
こ
と
で
、
男
性
の
仕
事
着
と
し
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
第

二
章
二
、
資
本
主
義
社
会
の
黒
服
で
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
著
者
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
一
方
で
一
九
世
紀
は
、
働
く
男
性
と
家
庭

を
守
る
女
性
と
い
う
性
に
よ
る
役
割
分
担
が
最
も
き
わ
だ
っ
た
時
代
で
あ
っ
た
。「
こ
こ
に
、
男
の
勤
労
を
示
す
黒
服
に
対
し
て
貞
淑
な
妻

た
る
も
の
の
白
い
ド
レ
ス
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
色
彩
対
比
が
生
ま
れ
る
」。
そ
し
て
、
白
い
ド
レ
ス
は
純
潔
の
証
し
で
あ
る
白
い
ウ
ェ
デ

ィ
ン
グ
・
ド
レ
ス
へ
と
集
約
さ
れ
て
い
く
色
の
シ
ン
ボ
ル
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
繰
り
返
す
。
そ
の
好
例
と
も
い
え
る
も
の
が
本
書
の
第
三
章
、
異
国
趣
味
と
レ
ト
ロ
趣
味
に
み
い
だ
せ
る
。

一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
へ
の
憧
憬
が
高
ま
り
、
一
種
の
古
代
礼
讃
ブ

ー
ム
が
ま
き
お
こ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
時
代
は
美
術
史
あ
る
い
は
建
築
史
の
上
で
は
、
新ネ
オ
・
ク
ラ
ッ
シ
シ
ズ
ム

古
典
主
義
と
よ
ば
れ
て
い
る
。
当
時
は
絵

画
の
み
な
ら
ず
、
建
築
、
彫
刻
、
工
芸
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
均
整
・
調
和
・
簡
素
を
旨
と
す
る
古
典
古
代
の
美
意
識
が
再
評
価
さ
れ
た

が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
が
ナ
ポ
リ
郊
外
に
あ
る
古
代
ロ
ー
マ
遺
跡
の
ヘ
ル
ク
ラ
ネ
ウ
ム
や
ポ
ン
ペ
イ
の
発
掘
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
ド
イ
ツ
の
美
術
史
家
ヨ
ハ
ン
・
ヨ
ア
ヒ
ム
・
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
が
『
ギ
リ
シ
ア
芸
術
模
倣
論
』（
一
七
五
五
年
）
や
『
古

代
美
術
史
』（
一
七
六
四
年
）
を
著
し
て
古
代
の
芸
術
を
讃
美
し
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

こ
う
し
た
古
代
礼
讃
ブ
ー
ム
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
領
域
に
も
及
び
、
一
九
世
紀
初
め
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
帝
政
時
代
に
は
シ
ュ
ミ
ー
ズ
・
ド
レ

ス
が
流
行
す
る
。
こ
の
型
の
ド
レ
ス
そ
の
も
の
は
、
女
流
画
家
エ
リ
ザ
ベ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ジ
ェ
＝
ル
ブ
ラ
ン
の
描
い
た
「
シ
ュ
ミ
ー
ズ
・
ド
レ

ス
の
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
」（
一
七
八
三
年
）
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
が

時
代
の
様
式
と
し
て
確
立
さ
れ
る
の
は
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
シ
ュ
ミ
ー
ズ
・
ド
レ
ス
に
代
表
さ
れ
る
帝
ス
テ
ィ
ル
・
ア
ン
ピ
ー
ル

政
様
式
は
、
な
に
よ
り
も
簡
素
で
ゆ
っ
た
り
と
身
体
を
包
み
込
ん
で
お
り
、
本
書
の
第

一
章
、
身
体
の
誇
張
の
冒
頭
で
説
明
さ
れ
て
い
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
人
の
衣
服
を
彷
彿
さ
せ
る
。
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
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な
ん
と
い
っ
て
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の
衣
服
に
み
ら
れ
る
ド
レ
ー
パ
リ
ー
の
美
し
さ
は
格
別
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
寒
冷
の
地
に
住

む
ゲ
ル
マ
ン
民
族
は
ズ
ボ
ン
を
必
要
と
し
た
。
か
く
し
て
、
上チ
ュ
ニ
ッ
ク着と

脚
衣
の
二
部
形
式
が
ゲ
ル
マ
ン
服
飾
の
特
徴
と
な
る
。
一
八
世
紀
後
半

か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
、
回
帰
す
べ
き
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
方
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、「
服
装
の
帝
政
様
式
を
推
進
し
た
の
は
古
典
古
代
へ
の
憧
憬
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
」。
こ
う
述
べ
て
、
著
者
は
か
か
る

様
式
を
推
進
し
た
要
因
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
思
想
の
影
響
に
よ
る
産
業
化
の
進
展
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
倫
理
に
も
と
づ
く
快
適
性
の
追
求

と
簡
素
化
、
あ
る
い
は
自
然
回
帰
に
よ
る
田
園
趣
味
、
そ
し
て
綿
布
や
ウ
ー
ル
・
モ
ス
リ
ン
と
い
っ
た
軽
快
な
素
材
の
普
及
な
ど
を
あ
げ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
ミ
ー
ズ･

ド
レ
ス
に
代
表
さ
れ
る
古
代
調
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
複
合
的
に
作
用
し
た
結
果
で

あ
り
、
単
な
る
古
典
古
代
へ
の
憧
憬
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
歴
史
的
産
物
で
あ
っ
た
。

本
書
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
当
時
の
パ
リ
で
は
汚
物
の
処
理
や
下
水
道
の
悪
臭
な
ど
に
端
を
発
す
る
公
衆
衛
生
問
題
が
顕
在
化
し

て
い
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
快
適
性
を
求
め
た
背
後
に
は
、
こ
う
し
た
「
都
市
の
闇
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
著
者
は
誰
よ
り
も
知
悉
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

他
方
で
、
古
代
風
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
も
て
は
や
さ
れ
た
一
八
世
紀
後
半
に
は
、
服
装
の
み
な
ら
ず
、
政
治
思
想
、
ス
ポ
ー
ツ
、
飲
食
、
習

慣
に
い
た
る
ま
で
、
イ
ギ
リ
ス
風
が
流
行
し
た
。
一
七
七
〇
～
八
〇
年
代
に
は
、
こ
う
し
た
ア
ン
グ
ロ
マ
ニ
ー
（anglom

anie

「
イ
ギ
リ

ス
心
酔
」）
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
趣
味
が
フ
ラ
ン
ス
で
流
行
す
る
。
異
国
趣
味
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
よ
い
が
、
要
す
る
に
、

イ
ギ
リ
ス
か
ぶ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
が
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
プ
チ
・
ト
リ
ア
ノ
ン
宮
に
イ
ギ
リ
ス
風
の
自
然
庭

園
を
つ
く
り
、
田ア

モ

ー
舎
家
を
建
て
て
、
み
ず
か
ら
乳
搾
り
を
楽
し
ん
だ
の
も
、
こ
の
よ
う
な
ア
ン
グ
ロ
マ
ニ
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
こ
に
も

簡
素
が
好
ま
れ
る
背
景
が
あ
っ
た
と
著
者
は
説
く
。

マ
リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
に
と
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
風
の
庭
園
は
隠ア
ジ
ー
ル

れ
家
だ
っ
た
。
台
所
の
生
ゴ
ミ
か
ら
寝
室
の
秘
め
事
に
い
た
る
ま
で
、

王
室
の
家
庭
事
情
の
い
っ
さ
い
が
「
公
」
的
な
問
題
で
あ
っ
た
当
時
、
庭
園
も
ま
た
公
共
空
間
で
あ
り
政
治
空
間
で
あ
っ
た
。
さ
し
も
の
マ



読書案内：徳井淑子『図解ヨーロッパ服飾史』（21）

リ
ー
・
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
も
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
渦
巻
く
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の
庭
に
は
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
の

庭
は
彼
女
に
と
っ
て
決
し
て
居
心
地
の
よ
い
場
所
で
は
な
か
っ
た
。
プ
チ
・
ト
リ
ア
ノ
ン
こ
そ
が
、
彼
女
に
と
っ
て
は
本
来
の
「
私
」
で
い

ら
れ
る
空
間
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
公
」
と
「
私
」
の
問
題
は
、
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
見
え
か
く
れ
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

衣
服
は
文
化
事
象
の
具
体
的
で
可
視
的
な
象
徴
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
記
号
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
テ
ク
ス
ト
」
と
し
て
読
む
こ
と
は
、
そ
の

時
代
の
一
面
を
「
具
体
」
か
ら
知
る
こ
と
に
な
る
。
本
書
は
衣
服
の
形
態
の
変
遷
を
や
み
く
も
に
追
い
か
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
誕
生

し
た
時
代
背
景
や
社
会
事
象
、
さ
ら
に
は
各
々
の
時
代
に
生
き
た
人
び
と
の
生
活
感
情
─
色
彩
感
覚
や
自
然
感
覚
、
あ
る
い
は
宗
教
観
や
子

ど
も
観
な
ど
─
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
服
飾
史
の
流
れ
を
た
ど
っ
て
い
る
。
本
書
の
最
大
の
メ
リ
ッ
ト
は
こ
の
点
に
あ
る
と

い
え
よ
う
。
巻
末
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
研
究
書
や
学
術
論
文
も
、
さフ
ァ
ー
ザ
ー
・
リ
ー
デ
イ
ン
グ

ら
な
る
研
究
の
手
引
と
し
て
有
益
で
あ
る
。

初
心
者
が
手
に
と
り
や
す
い
本
書
も
、
著
者
の
長
年
に
わ
た
る
研
鑚
の
賜
物
で
あ
り
、
服
飾
史
に
関
す
る
豊
か
な
学
識
に
裏
う
ち
さ
れ
て

い
る
。
コ
ン
パ
ク
ト
な
啓
蒙
書
と
は
い
え
、
内
容
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
教
科
書
風
の
「
通
史
」
で
は
決
し
て
お
目
に
か
か
れ
な
い
史

実
が
ふ
ん
だ
ん
に
も
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
紹
介
者
の
よ
う
に
服
飾
史
に
う
と
い
初
学
者
に
と
っ
て
は
学
ぶ
べ
き
点
が
多
か
っ

た
。
一
読
を
す
す
め
る
所
以
で
あ
る
。

＊�

著
者
の
徳
井
淑
子
氏
は
現
在
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科
教
授
。
専
攻
は
フ
ラ
ン
ス
服
飾
・
文
化
史
で
、
著
書
に

『
服
飾
の
歴
史
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
五
年
）、『
中
世
衣
生
活
誌
』（
編
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）、『
色
で
読
む
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
』

（
講
談
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
共
著
に
『
カ
ラ
ー
版
世
界
服
飾
史
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）、『
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
生
き
る
』（
東

京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）、『
色
彩
の
紋
章
』（
訳
・
解
説
、
悠
書
館
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
が
あ
る
。




