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は
じ
め
に
　
　
　8

時
代
の
必
読
書
／「
経
験
」
と
し
て
の
教
養
書
／
本
書
の
構
成

第
１
章
　「
純
粋
経
験
」
の
熱
気
を
受
け
と
め
る
　
　
　
17

─
西
田
幾
多
郎
『
善
の
研
究
』
を
読
む

こ
の
本
は
む
ず
か
し
い
の
か
？
／
純
粋
経
験
と
は
何
か
／
純
粋
経
験
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
／

疑
い
え
な
い
「
直
接
の
知
識
」／
個
人
的
な
も
の
と
普
遍
的
な
も
の
／
神
は
無
限
の
喜
悦
で
あ
る
／

「
善
」
は
い
か
に
し
て
定
義
さ
れ
る
か
／
活
動
説
に
よ
る
「
善
」
の
定
義
／

深
遠
な
る
統
一
力
と
し
て
の
「
人
格
」／
真
の
自
己
を
知
る
こ
と
／
宇
宙
的
統
一
と
し
て
の
神
／

知
る
こ
と
と
愛
す
る
こ
と

第
２
章
　「
人
ら
し
い
人
」
へ
至
る
道
　
　
　
53

─
阿
部
次
郎
『
三
太
郎
の
日
記
』
を
読
む
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大
正
教
養
主
義
の
代
表
作
／
三
重
の
偽
名
／「
不
在
の
半
身
」
を
求
め
て
／

死
と
握
手
す
る
／
創
造
欲
求
と
職
業
生
活
は
両
立
す
る
か
／

創
造
の
二
段
階
／「
実
存
、
神
、
真
理
、
愛
」
に
至
る
ま
で
／
宗
教
の
原
点
と
は
何
か
／

自
己
と
実
社
会
を
つ
な
げ
る
／
日
本
人
と
世
界
人
／

「
人
ら
し
い
人
」
と
な
る

第
３
章
　
生
と
性
の
青
春
論
　
　
　
89

─
倉
田
百
三
『
愛
と
認
識
と
の
出
発
』
を
読
む

「
青
春
は
短
か
い
」／
三
之
助
「
の
」
手
紙
？
／「
生
き
る
こ
と
」
へ
の
欲
望
／

西
田
幾
多
郎
へ
の
礼
賛
と
不
満
／
唯
我
論
の
牢
獄
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
／

霊
と
肉
の
抱
擁
／
矢
内
原
忠
雄
批
判
／
常
識
を
捨
て
給
え
！
／

も
っ
と
強
実
な
る
人
生
を
／
奇
妙
な
共
同
生
活
／

「
夢
見
る
こ
と
を
止
め
た
時
」
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第
６
章
　「
私
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
」
と
い
う
問
い
へ
　
　
　
187

─
吉
野
源
三
郎
『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』
を
読
む

日
本
少
国
民
文
庫
／
複
数
の
「
自
分
」
に
出
会
う
／
ア
ブ
ラ
ゲ
事
件
の
顚
末
／

「
人
間
ら
し
い
関
係
」
と
は
／
生
産
は
消
費
よ
り
尊
い
も
の
か
／
ナ
ポ
レ
オ
ン
礼
賛
へ
の
違
和
感
／

「
男
ら
し
く
」
謝
る
こ
と
／
叔
父
さ
ん
の
ノ
ー
ト
が
途
切
れ
た
後
に
／

熱
い
欲
望
を
揺
り
動
か
す
最
後
の
問
い

あ
と
が
き
　
　
　
219

第
４
章
　
日
本
人
の
「
自
己
開
示
」　
　
　
123

─
九
鬼
周
造
『「
い
き
」
の
構
造
』
を
読
む

こ
の
本
が
書
か
れ
る
ま
で
／「
い
き
」
の
存
在
を
会
得
す
る
こ
と
／

媚
態
と
は
二
元
的
可
能
性
で
あ
る
／
武
士
道
的
な
「
意
気
地
」
と
仏
教
的
な
「
諦
め
」／

四
つ
の
比
較
軸
／「
い
き
」
の
基
準
の
探
求
／
幾
何
学
模
様
は
な
ぜ
「
い
き
」
な
の
か
／

建
築
と
音
楽
に
お
け
る
「
い
き
」／
九
鬼
の
普
遍
性
の
根
源

第
５
章
　
考
え
続
け
る
こ
と
へ
の
い
ざ
な
い
　
　
　
155

─
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
を
読
む

最
初
で
最
後
の
洋
行
か
ら
生
ま
れ
た
古
典
／
寒
さ
の
中
に
「
出
て
い
る
」
我
々
／

風
土
の
型
の
発
見
／「
本
当
か
？
」
と
「
そ
う
か
」
の
あ
い
だ
／
沙
漠
へ
の
驚
き
／

西
欧
の
陰
鬱
／
特
殊
形
態
と
し
て
の
日
本
／
家
屋
の
構
造
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
／

考
え
続
け
る
人
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第
６
章
　「
私
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
」
と
い
う
問
い
へ
　
　
　
187

─
吉
野
源
三
郎
『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』
を
読
む

日
本
少
国
民
文
庫
／
複
数
の
「
自
分
」
に
出
会
う
／
ア
ブ
ラ
ゲ
事
件
の
顚
末
／

「
人
間
ら
し
い
関
係
」
と
は
／
生
産
は
消
費
よ
り
尊
い
も
の
か
／
ナ
ポ
レ
オ
ン
礼
賛
へ
の
違
和
感
／

「
男
ら
し
く
」
謝
る
こ
と
／
叔
父
さ
ん
の
ノ
ー
ト
が
途
切
れ
た
後
に
／

熱
い
欲
望
を
揺
り
動
か
す
最
後
の
問
い

あ
と
が
き
　
　
　
219
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8

は
じ
め
に

時
代
の
必
読
書

　
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
人
生
に
つ
い
て
思
い
悩
ん
だ
こ
と
の
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
と
き
、
人

は
ど
う
す
る
か
。

　
家
族
や
友
人
に
打
ち
明
け
て
相
談
す
る
と
い
う
の
は
、
最
も
普
通
の
や
り
方
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
相
手

が
身
近
な
人
間
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
本
当
の
こ
と
は
な
か
な
か
話
せ
な
い
も
の
だ
。
悩
み
が
深
刻
で
あ
れ
ば

な
お
の
こ
と
、
自
分
ひ
と
り
で
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
ん
な
と
き
、
書
物
に
手
が
か
り
を
求
め
る
人
は
少
な
く
あ
る
ま
い
。
何
で
も
い
い
か
ら
目
に
つ
い
た
本
を

手
に
取
っ
て
、
わ
か
っ
て
も
わ
か
ら
な
く
て
も
と
に
か
く
読
ん
で
み
る
。
す
ぐ
に
答
え
が
見
つ
か
る
と
は
限
ら

な
い
。
い
や
、
お
そ
ら
く
何
冊
読
ん
で
も
答
え
が
見
つ
か
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
大
半
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
た
ま
た

ま
出
会
っ
た
わ
ず
か
な
言
葉
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
ま
で
靄も

や

が
か
か
っ
た
よ
う
に
見
通
し
が
き
か
な
か
っ
た
風
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9　はじめに

景
が
ぱ
っ
と
晴
れ
渡
り
、
進
む
べ
き
方
向
が
見
え
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

　当
然
な
が
ら
書
物
と
の
相
性
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
て
、
あ
る
人
に
と
っ
て
は
目
か
ら
鱗う

ろ
こが
落
ち
る
よ
う
な

思
い
の
す
る
本
で
あ
っ
て
も
、
別
の
人
に
と
っ
て
は
何
の
興
味
も
引
き
起
こ
さ
な
い
こ
と
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
あ
り

う
る
こ
と
だ
。
し
か
し
そ
れ
で
も
時
代
を
超
え
て
多
く
の
読
者
に
読
み
継
が
れ
、
悩
み
の
解
消
に
直
接
結
び
つ

か
な
い
ま
で
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
与
え
て
き
た
書
物
と
い
う
も
の
は
確
か
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
人

は
そ
れ
ら
を
「
古
典
」
と
呼
び
、
共
通
の
必
読
書
と
し
て
世
代
か
ら
世
代
へ
と
受
け
渡
し
て
き
た
。

　と
こ
ろ
で
私
が
大
学
に
入
学
し
た
の
は
す
で
に
半
世
紀
以
上
前
の
一
九
七
〇
年
だ
が
、
当
時
の
記
憶
を
た
ど

っ
て
み
る
と
、
い
わ
ゆ
る
古
典
と
は
違
っ
た
意
味
で
、
多
少
な
り
と
も
知
的
関
心
の
あ
る
者
な
ら
読
ん
で
お
く

べ
き
「
時
代
の
必
読
書
」
な
る
も
の
が
あ
っ
た
。
私
の
頭
に
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
日
本
の
も
の
で
は
丸
山

眞ま
さ

男お

の
『
日
本
の
思
想
』
や
吉
本
隆た
か

明あ
き

の
『
共
同
幻
想
論
』、
外
国
の
も
の
で
は
ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ

ス
ト
ラ
』
や
サ
ル
ト
ル
の
『
実
存
主
義
と
は
何
か
』
な
ど
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
人
に
よ
っ
て
記
憶
に
残
っ
て
い
る

本
は
異
な
る
だ
ろ
う
し
、
身
を
置
い
て
い
る
環
境
が
異
な
っ
た
り
少
し
時
代
が
ず
れ
た
り
す
れ
ば
、
た
ぶ
ん
ま

っ
た
く
違
っ
た
著
者
や
著
作
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　し
か
し
多
少
の
幅
は
あ
る
に
せ
よ
、
当
時
は
若
い
世
代
の
指
針
と
な
る
べ
き
必
読
書
の
見
取
り
図
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
程
度
共
有
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
時
代
精
神
を
濃
厚
に
反
映
し
な
が
ら
も
、
け
っ
し
て
一
時
的
な
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10

流
行
と
し
て
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
一
群
の
書
物
が
描
き
出
す
「
知
の
星
座
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

未
熟
な
青
年
に
あ
り
が
ち
な
教
養
ス
ノ
ビ
ズ
ム
に
ど
っ
ぷ
り
浸
っ
て
い
た
私
は
、
豊
富
な
読
書
量
を
誇
る
周
囲

の
友
人
た
ち
に
後
れ
を
と
り
た
く
な
い
一
心
で
、
こ
の
星
座
の
中
を
無
我
夢
中
で
あ
て
も
な
く
泳
ぎ
回
っ
て
い

た
。
今
に
し
て
思
え
ば
い
か
に
も
幼
稚
な
振
舞
い
で
は
あ
っ
た
が
、
半
世
紀
も
の
歳
月
を
経
て
み
れ
ば
、
そ
の

幼
稚
さ
も
む
し
ろ
愛
す
べ
き
も
の
と
し
て
な
つ
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。

「
経
験
」
と
し
て
の
教
養
書

　
け
れ
ど
も
そ
の
後
、
半
世
紀
以
上
の
時
を
経
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
急
速
に
普
及
し
、
紙
の
書
物
以
外
の

メ
デ
ィ
ア
が
主
流
と
な
っ
た
現
在
、
そ
の
よ
う
な
星
座
は
も
は
や
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
だ
。
私
自
身
が
大
学

の
教
室
で
接
し
て
き
た
限
り
の
実
感
で
は
、
そ
も
そ
も
日
常
的
に
本
を
読
む
習
慣
の
な
い
学
生
が
確
実
に
増
え

て
い
る
し
、
た
と
え
読
ん
で
い
た
と
し
て
も
そ
の
中
身
は
ば
ら
ば
ら
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
教
養
」
と
し
て
の

必
読
書
リ
ス
ト
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
教
養
の
必
要
性
は
昨
今
、
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
大
学
で
は
一
九
九

一
年
の
設
置
基
準
大
綱
化
に
よ
っ
て
全
国
の
教
養
部
が
次
々
に
解
体
さ
れ
、
こ
の
ま
ま
で
は
総
合
的
・
俯ふ

瞰か
ん

的

な
観
点
か
ら
知
の
全
体
像
を
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
る
学
生
が
育
た
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機
感
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11　はじめに

が
次
第
に
広
ま
っ
て
き
た
。
こ
の
流
れ
を
受
け
て
、
二
十
一
世
紀
に
入
る
と
教
養
へ
の
関
心
が
ふ
た
た
び
高
ま

っ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
近
年
は
こ
の
言
葉
が
良
く
も
悪
く
も
流
布
し
す
ぎ
た
た
め
か
、
と
か
く
表
層
的
・
皮
相

的
な
レ
ベ
ル
で
用
い
ら
れ
が
ち
な
き
ら
い
が
あ
る
。「
理
系
の
人
間
に
も
あ
る
程
度
哲
学
的
な
教
養
は
必
要
で

あ
る
」
と
か
「
歴
史
に
関
す
る
教
養
が
な
い
と
外
国
の
企
業
エ
リ
ー
ト
と
話
が
で
き
な
い
」
と
い
っ
た
せ
り
ふ

は
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
が
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
物
言
い
に
は
ど
こ
か
胡う

散さ
ん

臭く
さ

さ
が
つ
き
ま
と
う
。

　試
し
に
「
教
養
」（
あ
る
い
は
「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
」）
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
「
哲
学
」、「
歴
史
」
と
い
っ
た

項
目
を
加
え
て
ネ
ッ
ト
検
索
し
て
み
る
と
、
似
た
よ
う
な
コ
ン
セ
プ
ト
で
書
か
れ
た
と
思お

ぼ

し
き
書
籍
の
タ
イ
ト

ル
が
次
々
に
ヒ
ッ
ト
す
る
。
こ
れ
は
十
年
ば
か
り
前
か
ら
顕
著
に
見
ら
れ
る
現
象
の
よ
う
だ
が
、
主
と
し
て

「
有
用
な
知
識
」
や
「
大
人
の
常
識
」
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
か
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
書
物
は
、

確
か
に
即
時
的
・
便
宜
的
に
役
立
つ
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
に
し
て
も
、
本
来
の
教
養
の
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら

は
か
な
り
遠
い
よ
う
な
印
象
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

　で
は
、
そ
も
そ
も
教
養
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
百
人
百
様
の
考
え
方
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
が
、
私

は
そ
れ
を
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
思
考
へ
の
欲
望

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
定
義
し
た
い
と
思
う
。
幅
広
く
豊
か
な
知
識
を
獲
得

し
蓄
積
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
自
体
は
け
っ
し
て
教
養
の
本
質
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
何

か
情
報
を
得
た
い
と
か
具
体
的
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
身
に
つ
け
た
い
と
い
う
実
利
目
的
は
い
っ
た
ん
捨
て
て
、
た
だ
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ひ
た
す
ら
に
も
の
を
考
え
よ
う
と
す
る
無
償
の
情
熱
こ
そ
が
教
養
な
の
だ
と
、
私
は
思
う
。
パ
ス
カ
ル
は
人
間

を
「
考
え
る
葦あ

し

」
に
な
ぞ
ら
え
た
『
パ
ン
セ
』
の
有
名
な
断
章
で
「
私
た
ち
の
尊
厳
の
根
拠
は
す
べ
て
考
え
る

こ
と
の
う
ち
に
あ
る
」（
パ
ス
カ
ル
『
パ
ン
セ
』
上
、
塩
川
徹
也
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
五
年
）
と
述
べ
て
い
る
が
、

こ
れ
は
そ
の
ま
ま
「
教
養
」
と
い
う
言
葉
の
定
義
と
し
て
読
め
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　し
た
が
っ
て
私
に
と
っ
て
の
教
養
書
と
は
、
雑
多
な
知
識
を
明
快
に
整
理
し
て
わ
か
り
や
す
く
提
示
し
て
く

れ
る
書
物
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
読
み
進
め
て
い
る
う
ち
に
読
者
を
純
粋
な
思
考
の
歓よ

ろ
こび
へ
と
い
ざ
な

い
、
い
つ
の
ま
に
か
体
ご
と
別
の
次
元
へ
と
浮
揚
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
書
物
、
言
葉
を
換
え
て
い
え
ば
、
そ

れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
純
粋
で
濃
密
な
「
経
験
」
で
あ
る
よ
う
な
書
物
、
そ
う
し
た
書
物
の
こ
と
を
、
私
は
教
養

書
と
呼
び
た
い
と
思
う
。

本
書
の
構
成

　こ
う
し
た
視
点
か
ら
、
本
書
で
は
い
さ
さ
か
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
承
知
の
上

で
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
何
冊
か
の
教
養
書
を
読
み
な
お
す
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
。
そ
れ
ら
の
書
物
が
、
あ

る
時
代
の
悩
め
る
若
者
た
ち
に
強
く
訴
え
か
け
、
少
な
か
ら
ぬ
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
き
た
の
は
い
っ
た
い
な

ぜ
な
の
か
。
そ
の
理
由
を
探
る
作
業
を
通
し
て
、
今
日
に
お
け
る
教
養
の
あ
る
べ
き
姿
を
逆
に
照
ら
し
出
し
浮
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か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
、
そ
し
て
可
能
で
あ
れ
ば
読
者
が
「
尽
き
る
こ
と
の
な
い
思
考
へ
の
欲
望
」
を
駆
動
さ

せ
る
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
が
、
本
書
の
狙
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
読
者
は
い
わ
ば
思
考
の
ト
レ
ー
ニ
ン

グ
を
す
る
つ
も
り
で
こ
の
本
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。「
鍛
錬
」
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
別
に
身
構
え

る
こ
と
は
な
い
し
、
準
備
運
動
も
い
っ
さ
い
す
る
必
要
は
な
い
。
私
と
一
緒
に
、
普
段
あ
ま
り
使
わ
な
い
頭
の

筋
肉
を
動
か
す
快
感
を
味
わ
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
れ
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
あ
る
。

　
時
代
は
明
治
末
期
か
ら
太
平
洋
戦
争
前
ま
で
、
と
り
あ
げ
る
著
者
と
著
作
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
刊
行
年

順
）。

１
　
西
田
幾き

多た

郎ろ
う

（
一
八
七
〇
│
一
九
四
五
）『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
年
）

２
　
阿
部
　
次
郎
（
一
八
八
三
│
一
九
五
九
）『
合
本
　
三
太
郎
の
日
記
』（
一
九
一
八
年
）

３
　
倉
田
　
百ひ
や
く

三ぞ
う

（
一
八
九
一
│
一
九
四
三
）『
愛
と
認
識
と
の
出
発
』（
一
九
二
一
年
）

４
　
九く

鬼き

　
周
造
（
一
八
八
八
│
一
九
四
一
）『「
い
き
」
の
構
造
』（
一
九
三
〇
年
）

５
　
和わ

辻つ
じ

　
哲
郎
（
一
八
八
九
│
一
九
六
〇
）『
風
土
』（
一
九
三
五
年
）

６
　
吉
野
源
三
郎
（
一
八
九
九
│
一
九
八
一
）『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』（
一
九
三
七
年
）
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こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
一
世
紀
以
上
、
あ
る
い
は
一
世
紀
近
く
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
世
代
的
に
い
え

ば
私
の
親
が
十
代
後
半
か
ら
二
十
代
前
半
で
あ
っ
た
一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
書

物
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
す
で
に
「
古
典
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
位
置
を
占
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る

が
、
現
代
の
若
者
た
ち
は
お
そ
ら
く
（『
君
た
ち
は
ど
う
生
き
る
か
』
を
別
に
す
れ
ば
）
ほ
と
ん
ど
読
ん
だ
こ
と
が

な
い
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
か
す
る
と
著
者
の
名
前
も
知
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
言
う
私
自
身
、
一
応
す

べ
て
大
学
時
代
に
目
を
通
し
は
し
た
も
の
の
、
恥
ず
か
し
な
が
ら
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
咀そ

嚼し
や
くで
き
な
い
ま
ま
何
十
年

も
書
架
に
放
置
し
て
き
た
も
の
が
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。

　
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
著
者
た
ち
が
例
外
な
く
正
面
か
ら
「
生
」
の
諸
問
題

に
向
き
合
い
、
懸
命
に
格
闘
し
、
自
ら
の
思
考
の
軌
跡
を
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
タ
イ
ル
で
言
語
化
し
て
い
た
こ
と
が

よ
く
わ
か
る
。
そ
の
一
行
一
行
か
ら
ほ
と
ば
し
る
真
摯
な
情
熱
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
触
れ
て
み
れ
ば
、
い
ず
れ
の

書
物
も
ま
さ
に
「
経
験
」
と
し
て
の
教
養
書
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
り
、
か
つ
て
青
春
の
必
読

書
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
は
や
は
り
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
実
感
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
す
べ
て
男
性
の
著
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
ば

か
り
で
あ
る
。
与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ

（
一
八
七
八
│
一
九
四
二
）
や
平
塚
ら
い
て
う
（
一
八
八
六
│
一
九
七
一
）
は
彼
ら
と

ほ
ぼ
同
世
代
で
あ
る
が
、
彼
女
た
ち
の
著
作
は
や
は
り
「
女
性
」
と
い
う
属
性
に
結
び
つ
け
て
読
ま
れ
る
こ
と
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が
多
く
、
そ
う
し
た
側
面
を
切
り
離
し
た
普
遍
的
な
書
物
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
は
こ
な
か
っ
た
。

　
ま
た
こ
れ
ら
の
書
物
の
読
者
層
に
つ
い
て
も
、
お
そ
ら
く
男
性
の
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
き
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
「
教
養
」
と
い
う
概
念
自
体
が
歴
史
的
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
バ
イ
ア
ス
を
内
包
し
て
き
た

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
は
最
初
に
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
ま
た
別
の
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
以
下
で
扱
う
著
作
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
お
び
た
だ
し
い
解
説
書
や
研
究
書
が
書
か
れ
て
い
る
。
本
書
の
執

筆
に
あ
た
っ
て
も
参
照
し
た
文
献
は
少
な
く
な
い
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
な
場
合
を
除
い
て
、
そ
れ
ら
に
言
及

す
る
こ
と
は
基
本
的
に
控
え
た
い
。
紙
幅
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
い
っ
さ
い
の
先
入
観

に
囚と

ら

わ
れ
ず
に
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
と
虚
心
坦た
ん

懐か
い

に
向
き
合
い
、
無む

垢く

な
読
者
と
し
て
そ
こ
に
書
き
連
ね
ら
れ

て
い
る
言
葉
と
直じ

か

に
対
話
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
、
本
書
で
と
り
あ
げ
る
書
物
を
未
読
の
読
者
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
紹

介
に
は
あ
る
程
度
の
ス
ペ
ー
ス
を
割
い
た
が
、
不
要
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
は
適
宜
読
み
飛
ば
し
て
い
た
だ
い

て
か
ま
わ
な
い
。
な
お
、
特
に
断
り
の
な
い
限
り
、
引
用
文
中
の
傍
点
に
よ
る
強
調
は
す
べ
て
原
文
ど
お
り
で

あ
り
、
必
要
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
は
ふ
り
が
な
を
付
し
た
。




