
与
謝
野
鉄
幹
の
魅
力
を
堪
能
で
き
る
一
冊
、
私
は
そ
う
読
ん
で
楽
し
ん
だ
。

も
ち
ろ
ん
与
謝
野
晶
子
に
つ
い
て
も
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
多
い
が
、
私
の

わ
が
ま
ま
な
読
み
方
の
中
で
は
鉄
幹
の
部
分
が
と
り
わ
け
て
ス
リ
リ
ン
グ
だ

っ
た
。
だ
か
ら
今
回
は
そ
の
こ
と
に
絞
っ
て
思
い
つ
く
ま
ま
に
綴
る
。
書
評

と
し
て
は
不
備
が
目
立
つ
一
文
と
な
る
が
、
そ
れ
は
ま
あ
許
し
て
も
ら
う
。

二
百
ペ
ー
ジ
に
満
た
な
い
一
冊
で
魅
力
が
堪
能
で
き
る
と
い
う
の
は
い
く

ら
な
ん
で
も
誇
張
で
は
な
い
か
、
と
感
じ
る
向
き
は
あ
る
だ
ろ
う
。
鉄
幹
を

語
り
尽
く
す
に
は
確
か
に
不
十
分
な
量
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
私
の
読
後

に
、
鉄
幹
の
全
体
像
に
触
れ
た
喜
び
の
感
触
が
残
る
。
理
由
は
は
っ
き
り
し

て
い
る
。
二
つ
挙
げ
て
み
る
と
、
一
つ
に
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
鉄
幹
晩
年
の
魅
力
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に

は
、
歌
の
読
み
解
き
が
て
い
ね
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
二
点
だ
け
で
本
書

は
得
難
い
成
果
で
あ
る
。
ま
ず
、
後
者
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
か
。

ぐ
ん
じ
ゞ
言
う

群
青
の
海
の
う
ね
り
の
か
た
ぶ
け
ば
白
き
つ
が
ひ
の
鴎
な
が
る
る

本
書
の
六
一
・
へ
ｌ
ジ
、
「
『
鴉
と
雨
』
の
風
景
」
は
こ
の
歌
の
読
み
解
き
か

〔
書
評
〕
上
田
博
『
与
謝
野
寛
・
晶
子
心
の
遠
景
』

鉄
幹
を
楽
し
む
一
冊

ら
始
ま
る
。

風
景
の
大
き
さ
が
の
び
や
か
な
声
調
に
支
え
ら
れ
て
、
や
は
り
鉄
幹
は
い

い
、
と
思
わ
せ
る
一
首
で
あ
る
。
も
う
本
名
の
与
謝
野
寛
に
戻
っ
た
時
代
の

歌
だ
か
ら
、
「
や
は
り
寛
は
い
い
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
叱
ら
れ
る
が
、
い
ち

い
ち
表
記
を
変
え
る
の
は
煩
わ
し
い
し
、
私
は
歌
人
だ
か
ら
表
記
の
厳
密
さ

よ
り
も
書
く
と
き
の
勢
い
を
大
切
に
す
る
。
そ
れ
に
ま
だ
十
代
の
若
造
の
く

せ
に
梅
の
古
木
を
号
に
選
ぶ
、
そ
の
不
思
議
な
古
め
か
し
さ
に
対
す
る
親
愛

感
も
拭
い
が
た
く
、
今
回
は
寛
時
代
の
も
の
も
す
べ
て
鉄
幹
で
通
す
こ
と
に

す
る
。さ

て
、
掲
出
歌
に
対
す
る
上
田
氏
の
読
み
解
き
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

群
青
の
海
の
、
大
き
な
海
原
の
う
ね
り
の
中
に
、
誘
わ
れ
る
よ
う
に
一

つ
が
い
の
真
白
な
鴎
が
流
さ
れ
て
ゆ
く
光
景
。
鮮
や
か
な
青
と
純
白
の

対
比
、
は
る
か
な
眺
望
の
一
点
景
。
大
き
な
波
動
に
連
動
す
る
小
さ
な

も
の
の
、
大
き
く
ゆ
っ
た
り
と
し
た
動
揺
。
動
き
の
中
の
静
寂
の
世
界
。

三
枝
昂
之
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確
か
に
歌
は
見
事
だ
が
、
上
田
氏
の
受
け
止
め
方
も
見
事
な
も
の
で
あ
る
。

表
現
と
し
て
み
れ
ば
、
一
首
の
メ
リ
ハ
リ
は
「
う
ね
り
の
か
た
ぶ
け
ば
」
に
あ

る
。
こ
れ
が
荘
洋
と
し
て
平
面
的
に
な
り
が
ち
の
海
の
景
に
立
体
感
を
与
え
、

詩
的
な
手
触
り
に
し
て
い
る
。
そ
こ
に
鴎
を
置
く
か
ら
「
大
き
な
波
動
に
連
動

す
る
小
さ
な
も
の
の
、
大
き
く
ゆ
っ
た
り
と
し
た
動
揺
」
と
い
う
絵
画
的
な
世

界
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
読
み
解
き
に
は
、
文
字
通
り
過
不
足
が
な
い
。

「
し
か
し
」
と
上
田
氏
は
言
う
。
一
首
と
し
て
は
そ
れ
で
不
足
は
な
い
が
、

一
連
と
い
う
場
が
こ
の
一
幅
の
絵
画
的
な
世
界
に
別
の
内
面
を
与
え
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
日
ま
で
捨
つ
べ
き
恋
に
か
か
は
り
ぬ
わ
れ
の
不
覚
か
君
の
不
覚
か

酒
が
め
を
く
つ
が
へ
さ
ず
ぱ
酒
壷
き
じ
君
を
捨
て
ず
ぱ
君
を
忘
れ
じ

君
も
ま
た
わ
が
見
る
こ
と
を
遮
り
ぬ
心
に
早
く
う
す
ご
ろ
も
し
て

歌
集
の
中
で
は
、
「
群
青
の
海
」
の
歌
に
こ
の
三
首
が
続
く
。
す
る
と
そ

こ
に
一
首
単
独
と
は
別
の
磁
場
が
生
ま
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
大
海
原
の
上

に
流
れ
つ
つ
飛
ぶ
つ
が
い
の
鴎
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
次
歌
の
映
発
、
あ
る
い
は

逆
光
を
与
え
ら
れ
て
変
貌
」
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

一
首
目
は
「
捨
つ
べ
き
恋
」
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
は
自
分
の
不
覚
か
君

の
不
覚
か
と
問
い
、
二
首
目
で
は
君
を
捨
て
る
こ
と
、
忘
れ
去
る
こ
と
を
酒

が
め
を
く
つ
が
え
す
こ
と
と
重
ね
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
は
「
形
容
し
が
た
い

こ
の
人
間
の
荒
廃
、
捨
て
鉢
な
歌
い
ぶ
り
に
虚
無
的
な
気
分
」
が
は
っ
き
り

と
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

一
幅
の
絵
画
的
世
界
を
表
現
す
る
見
事
な
歌
と
感
嘆
さ
れ
る
。

《
白
き
つ
が
ひ
の
鴎
》
は
こ
こ
で
は
、
一
幅
の
絵
画
的
な
世
界
の
う
る
わ

し
さ
で
は
な
く
、
鉄
幹
自
身
が
感
じ
て
い
る
「
う
す
ご
ろ
も
」
を
反
映
し
た

一
対
の
存
在
、
「
な
が
る
る
」
は
波
の
力
学
に
順
う
姿
で
あ
り
な
が
ら
、
抗

し
が
た
い
運
命
の
中
の
あ
て
ど
な
さ
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
風
景
と
し
て
の
つ
が
い
の
鴎
は
、
一
連
の
中
で
作
者
鉄
幹
の
内

景
に
変
化
す
る
。
一
首
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
光
す
る
世
界
が
あ
り
、
一

そ
ん
な
繋
が
り
を
与
え
ら
れ
た
時
に
、
例
の
「
群
青
の
海
」
の
「
は
る
か

な
る
眺
望
の
一
点
景
」
は
ど
う
な
る
の
か
。
一
首
は
一
首
そ
れ
自
体
で
読
む

こ
と
が
大
切
と
い
う
立
場
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
一
連
と
い
う
場
を
与
え
ら
れ

た
と
き
に
は
、
作
品
同
士
の
相
互
浸
透
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か

ら
上
田
氏
は
「
こ
の
二
首
を
光
源
に
し
て
、
先
の
《
群
青
》
の
歌
の
世
界
を

眺
め
れ
ば
、
自
然
の
景
物
に
見
る
叙
情
の
美
し
さ
の
背
後
に
、
否
、
《
白
き

つ
が
ひ
の
鴎
》
の
光
景
に
、
こ
の
歌
人
の
内
景
に
在
る
も
の
が
見
え
て
こ
な

い
か
。
」
と
言
う
。
そ
の
内
景
に
在
る
も
の
と
は
、
氏
に
よ
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。白

き
つ
が
い
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
景
に
、
た
と
え
ば
、
す
で
に
引
い
た

歌
、
《
君
も
ま
た
わ
が
見
る
こ
と
を
》
の
歌
を
置
け
ば
、
お
互
い
の
間

に
す
で
に
《
う
す
ご
ろ
も
》
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
互
い
の
心

に
不
通
の
状
態
が
生
じ
て
い
て
、
と
い
う
こ
と
を
想
像
し
て
お
い
て
よ

い
。
そ
れ
で
も
な
お
、
互
い
に
何
か
目
に
見
え
ぬ
大
き
な
意
志
、
運
命

の
ち
か
ら
に
誘
導
さ
れ
て
、
流
さ
れ
て
ゆ
く
。

五



連
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
帯
び
る
別
の
光
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

教
え
て
、
説
得
力
の
あ
る
読
み
解
き
で
あ
る
。

歌
人
と
し
て
余
計
事
を
付
け
加
え
れ
ば
、
短
歌
に
お
け
る
風
景
表
現
は
ほ

と
ん
ど
の
場
合
、
自
身
の
心
の
反
映
で
あ
る
。
自
分
の
琴
線
に
触
れ
る
か
ら

歌
人
は
風
景
を
表
現
に
移
し
替
え
る
。
人
は
空
の
青
さ
を
恋
が
成
就
し
た
と

き
に
歌
い
、
取
り
戻
し
よ
う
も
な
い
失
恋
に
陥
っ
た
と
き
も
歌
う
。
ど
ん
な

と
き
で
も
空
の
青
さ
は
青
さ
と
し
て
感
受
さ
れ
る
が
、
恋
の
成
就
や
失
恋
が

重
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
風
景
は
内
景
に
変
わ
る
。
風
景
が
内
景
に
、
つ
ま

り
心
の
景
に
変
わ
る
機
微
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
が
、
読
み
手
に
は
な
に
よ
り

も
求
め
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
そ
う
し
た
、
連
作
と
い
う
場
を
踏
ま
え
な
が
ら

の
歌
の
読
み
方
、
そ
し
て
風
景
が
心
の
景
に
変
わ
る
機
微
の
捉
え
方
に
つ
い

て
、
上
田
氏
は
ク
リ
ヤ
ー
に
教
え
て
い
る
。
そ
こ
が
読
ん
で
い
て
実
に
気
持

ち
が
よ
い
。

次
は
最
初
の
点
、
鉄
幹
晩
年
の
魅
力
に
つ
い
て
で
あ
る
。

去
年
の
夏
に
連
れ
合
い
と
貴
船
か
ら
鞍
馬
へ
の
山
道
を
歩
い
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
コ
ー
ス
の
最
後
の
地
点
、
も
う
鞍
馬
寺
の
境
内
に
入
っ
た
辺
り
に

鉄
幹
と
晶
子
の
歌
碑
が
並
ん
で
い
る
。
晶
子
の
歌
は
例
の
「
な
に
と
な
く
君

に
待
た
る
る
こ
こ
ち
し
て
。
：
」
で
名
歌
に
は
違
い
な
い
が
、
な
ぜ
鞍
馬
に
花

野
の
歌
な
の
か
疑
問
も
湧
い
て
、
歌
合
わ
せ
と
し
て
は
鉄
幹
の
「
遮
那
王
が

背
く
ら
べ
石
を
山
に
見
て
わ
が
こ
こ
ろ
な
ほ
明
日
を
待
つ
か
な
」
の
勝
ち
、

と
二
人
で
一
致
し
た
。
岩
手
の
啄
木
記
念
館
に
並
ん
で
い
る
鉄
幹
晶
子
の
啄

木
挽
歌
も
一
読
し
て
鉄
幹
作
品
の
方
に
分
が
あ
る
。
こ
う
い
う
体
験
は
何
度

も
あ
り
、
鉄
幹
の
表
現
力
に
改
め
て
感
服
さ
せ
ら
れ
る
。
悪
名
高
い
例
の
「
爆

弾
三
勇
士
」
も
、
事
件
そ
の
も
の
が
軍
部
と
メ
デ
ィ
ア
の
で
っ
ち
上
げ
と
い

っ
た
時
代
状
況
を
脇
に
お
い
て
作
品
だ
け
を
読
む
と
、
ま
こ
と
に
脱
帽
し
た

く
な
る
出
来
で
あ
り
、
表
現
力
で
あ
る
。
釈
逼
空
が
「
与
謝
野
寛
論
」
で
指

摘
し
た
こ
と
、
「
何
と
い
っ
て
も
短
歌
で
は
、
鉄
幹
さ
ん
の
は
う
が
晶
子
さ

ん
よ
り
技
術
的
に
は
上
で
す
。
」
と
か
、
「
子
規
と
鉄
幹
と
い
ふ
も
の
は
、
し

じ
ゆ
う
並
べ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
世
間
で
い
ふ
技
巧
一
つ
を
問
題
に
し
て
来
る

と
、
鉄
幹
は
子
規
の
敵
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
た
め
て

思
い
出
さ
れ
る
。

し
か
し
そ
の
逼
空
も
鉄
幹
の
全
体
を
視
野
に
入
れ
て
の
評
価
と
な
る
と
中

期
ま
で
、
と
考
え
て
い
る
。
「
大
空
の
塵
と
は
い
か
宣
思
ふ
べ
き
。
熱
き

涙
の
流
る
坐
も
の
を
」
に
「
美
し
く
か
つ
高
い
精
神
」
を
見
な
が
ら
、
「
鉄

幹
さ
ん
と
い
ふ
人
は
『
相
聞
』
時
代
が
一
番
高
い
と
こ
ろ
へ
達
し
て
、
そ
れ

か
ら
降
っ
て
来
て
居
る
傾
向
が
見
え
る
の
で
す
。
」
と
同
じ
「
与
謝
野
寛
論
」

は
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
が
困
る
。
こ
れ
で
は
『
相
聞
』
の
あ
と
の
鉄
幹
に
は
見
る
べ
き
世
界

が
な
い
、
と
読
者
に
感
じ
さ
せ
て
し
ま
う
。
事
実
、
そ
の
後
の
与
謝
野
鉄
幹

解
説
の
ほ
と
ん
ど
は
逼
空
と
同
じ
路
線
で
あ
る
。
つ
ま
り
世
の
鉄
幹
論
に
は

後
期
鉄
幹
の
世
界
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
い
い

も
の
か
と
い
う
わ
が
積
年
の
諺
憤
を
、
今
回
の
上
田
氏
の
仕
事
は
晴
ら
し
て

く
れ
る
。
『
与
謝
野
寛
・
晶
子
心
の
遠
景
』
は
、
新
し
い
鉄
幹
論
の
貴
重

な
第
一
歩
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

塩
の
上
の
雪
と
題
せ
り
こ
の
集
の
は
か
な
き
こ
と
は
作
者
先
づ
知
る

五
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大
正
期
の
鉄
幹
と
〈
艫
上
の
雪
〉
と
い
う
表
題
に
つ
い
て
論
じ
よ
と
問
わ

れ
た
ら
、
大
多
数
は
歌
壇
状
況
と
の
か
ら
み
で
説
明
す
る
。
つ
ま
り
歌
壇
か

ら
は
も
う
す
っ
か
り
疎
外
さ
れ
て
い
て
、
ど
ん
な
作
品
を
発
表
し
て
も
反
応

が
返
っ
て
こ
な
い
、
そ
ん
な
自
身
の
立
場
へ
の
自
潮
が
〈
櫨
上
の
雪
〉
と
い

う
言
葉
に
反
映
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
具
合
に
応
え
る
。
上
田
氏
は
こ
こ
で

は
、
そ
う
し
た
極
め
て
辻
棲
の
合
い
や
す
い
歌
壇
的
条
件
を
排
除
し
て
、
真

っ
直
ぐ
に
作
品
そ
の
も
の
と
向
き
合
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
〈
時
間
を
内
部

に
明
確
に
意
識
〉
し
た
と
き
に
出
て
く
る
言
葉
と
し
て
の
「
塘
上
の
雪
」
、

第
二
次
「
明
星
」
三
号
掲
載
の
「
櫨
上
の
雪
」
は
こ
の
一
首
か
ら
始
ま
る
。

一
連
百
六
首
と
い
う
大
作
で
あ
り
な
が
ら
、
「
塘
上
の
雪
」
と
タ
イ
ト
ル
を

付
け
て
、
「
こ
の
集
の
は
か
な
き
こ
と
は
作
者
先
づ
知
る
」
と
断
る
。
こ
れ

は
か
な
り
特
殊
な
ス
タ
ン
ス
と
感
じ
ら
れ
る
。
は
か
な
い
こ
と
を
熟
知
し
つ

つ
、
そ
れ
を
言
葉
に
よ
っ
て
様
式
性
に
繋
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
の
が
、
歌
人

た
ち
の
動
機
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
か
ら
だ
。
そ
こ
を
上
田
氏
は
次
の
よ
う

に
説
く
。人

が
《
櫨
上
の
雪
》
に
等
し
く
偉
い
こ
と
と
知
り
つ
つ
も
の
を
書
く
こ

と
に
執
念
す
る
の
は
、
自
己
の
中
を
貫
い
て
流
れ
る
《
時
間
》
に
抗
す

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
物
言
い
が
わ
か
り
に
く
け
れ
ば
、
も
の

を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
《
時
間
》
を
自
身
の
内
部
に
明
確
に
意
識
し
、

、
、
、
、

時
を
停
止
し
よ
う
と
す
る
営
み
、
と
説
明
す
れ
ば
ど
う
か
。
可
能
と
し

、
、
、
、

て
の
自
己
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
実
現
す
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
判
断
が
出
て
く
る
。
「
説
明
す
れ
ば
ど
う
か
」
と
い
う
も
の
い
い
は
、

控
え
め
の
よ
う
に
み
え
て
実
は
揺
る
ぎ
な
い
判
断
を
示
す
と
き
の
上
田
的
文

体
の
特
徴
で
も
あ
る
。
こ
の
的
確
な
指
摘
の
中
に
、
「
櫨
上
の
雪
」
一
連
に

対
す
る
上
田
氏
の
強
い
肯
定
が
現
れ
て
い
る
。

手
を
挙
げ
て
天
を
拝
す
と
見
る
よ
り
も
天
を
拒
む
と
見
ゆ
る
冬
の
木

た
ね

穀
倉
の
隅
に
息
づ
く
若
き
種
子
そ
の
待
つ
春
を
人
間
も
待
つ

関
東
平
野
に
住
ん
で
い
る
者
に
は
一
首
目
の
風
景
は
周
囲
か
ら
抜
き
ん
で

る
樺
の
裸
形
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
拝
す
よ
り
も
拒
む
と
感
じ
る

と
こ
ろ
に
鉄
幹
の
心
の
形
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
そ
の
心
は
、
春

を
待
つ
と
い
う
普
遍
的
な
健
気
さ
に
も
繋
が
っ
て
ゆ
き
、
単
純
で
は
な
い
。

上
田
氏
引
用
の
こ
れ
ら
に
私
が
感
じ
る
の
は
、
も
の
言
い
の
自
在
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
心
に
思
う
こ
と
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
歌
の
韻
律
に
乗
り
、
滞

る
こ
と
が
な
い
。
心
と
言
葉
と
歌
の
韻
律
が
一
つ
に
溶
け
合
っ
た
と
感
じ
さ

せ
る
そ
の
も
の
言
い
に
乗
せ
る
か
ら
、
天
を
拒
む
心
も
春
を
待
つ
心
も
、
お

の
ず
か
ら
の
も
の
の
よ
う
に
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
。
そ
の
「
櫨
上
の
雪
」
を

上
田
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
。

《
煽
上
の
雪
》
百
六
首
は
、
新
生
「
明
星
」
三
号
（
大
Ⅱ
・
１
）
に

現
れ
、
自
己
新
生
の
心
の
姿
に
か
た
ち
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
こ
こ
に
掲
載
し
た
全
歌
を
、
還
暦
の
記
念
に
諸
友
か
ら
贈
ら
れ
た
『
与

謝
野
寛
短
歌
全
集
』
（
昭
８
．
２
．
妬
明
治
書
院
）
の
巻
頭
に
置
い
て
、

寛
自
身
の
特
別
の
想
い
の
あ
っ
た
こ
と
を
後
年
、
明
ら
か
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

五
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自
己
新
生
の
心
の
姿
に
か
た
ち
を
与
え
た
の
が
即
ち
「
櫨
上
の
雪
」
。
こ

の
評
価
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
言
え
ば
、
与
謝
野
鉄
幹
の
〈
自
我
の
詩
〉
は
「
櫨

上
の
雪
」
で
本
当
の
到
達
点
を
迎
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
在
る
が
ま

ま
の
心
を
心
の
ま
ま
表
現
に
移
す
そ
の
融
通
無
碍
に
、
初
期
鉄
幹
の
強
力
な

〈
自
我
の
詩
〉
と
は
違
う
、
真
に
自
由
な
〈
自
我
の
詩
〉
を
見
た
い
の
で
あ

る
。
少
な
く
と
も
逼
空
が
指
摘
し
た
ピ
ー
ク
は
、
『
相
聞
』
の
後
、
「
櫨
上
の

雪
」
に
も
あ
っ
た
、
と
上
田
氏
は
示
唆
し
て
い
る
。
そ
う
私
は
読
ん
だ
。
そ

こ
が
今
後
の
鉄
幹
論
の
足
が
か
り
と
し
て
実
に
尊
い
。

一
つ
別
の
感
想
を
述
べ
て
終
わ
り
た
い
。

学
者
か
ら
見
れ
ば
実
作
者
の
文
章
は
根
拠
の
あ
や
ふ
や
な
感
想
と
見
え
る

だ
ろ
う
が
、
実
作
者
か
ら
は
学
者
の
文
章
は
デ
ー
タ
確
認
が
頻
繁
す
ぎ
て
読

む
快
感
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
、
と
感
じ
る
。
厳
密
さ
も
大
切
だ
が
、
読
ま
せ
る

努
力
な
し
に
な
ん
の
た
め
の
文
章
か
、
と
い
う
感
じ
が
拭
え
な
い
の
で
あ
る
。

本
書
は
そ
の
点
か
ら
も
か
な
り
大
胆
に
非
学
者
的
（
？
）
で
私
を
驚
か
せ

や
ぶ

る
。
例
え
ば
「
咲
く
日
に
は
所
を
得
ざ
る
梅
も
無
し
藪
か
ら
た
ち
に
ま
じ
れ

ど
香
る
」
と
い
う
歌
が
三
ペ
ー
ジ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
一
読
、
心
と
表
現

の
溶
け
合
っ
た
そ
の
姿
に
魅
了
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
最
後
の
年
の
昭
和
十
年

の
紀
元
節
の
日
の
ラ
ジ
オ
放
送
で
鉄
幹
が
二
度
詠
唱
し
た
歌
、
と
上
田
氏
は

説
明
し
て
い
る
。
本
当
は
読
者
と
し
て
は
出
典
を
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

学
者
な
ら
初
出
も
添
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
上
田
氏
は
こ
こ
で
は
出

典
も
初
出
も
あ
え
て
確
認
し
な
い
。
知
り
た
い
者
が
手
間
暇
を
惜
し
ま
な
い

で
調
べ
れ
ば
よ
い
と
で
も
い
い
た
げ
な
そ
の
選
択
は
、
鉄
幹
の
最
後
の
日
々

を
遅
滞
な
く
読
者
に
届
け
る
た
め
の
選
択
で
も
あ
る
。
学
者
は
パ
ブ
リ
ッ
ク

な
文
体
も
も
っ
て
い
て
欲
し
い
と
思
っ
て
き
た
実
作
者
と
し
て
は
、
そ
の
選

択
に
共
感
を
禁
じ
得
な
い
。

（
さ
い
ぐ
さ
・
た
か
ゆ
き
歌
人
）
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