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一
本
書
に
つ
い
て
の
書
評
を
執
筆
す
る
機
会
が

与
え
ら
れ
た
の
は
、
も
う
暫
く
以
前
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
準
備
を
お
こ

な
う
暇
が
な
か
っ
た
な
ど
と
言
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
思
索
へ
の
素
質
も
学
識
も
乏

し
い
こ
と
に
加
え
て
、
生
来
の
怠
惰
に
思
慮
も

な
く
身
を
委
ね
て
い
る
う
ち
に
、
準
備
に
費
や

さ
れ
る
べ
き
時
間
も
、
何
ら
有
効
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
徒
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
結
果
、
評
者
は
い
ま
だ
評
者
と
名

乗
る
こ
と
の
で
き
な
い
状
態
に
あ
り
、
そ
う
で

あ
る
か
ら
に
は
、
本
来
な
ら
ば
、
評
者
は
本
書

評
の
執
筆
を
辞
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
周
囲
の
状
況
が
そ
れ
を
許
さ
な
い
。
遺
憾
な

が
ら
、
評
者
は
評
者
と
し
て
の
資
格
を
欠
い
た

ま
ま
で
、
本
稿
の
執
筆
の
た
め
の
筆
を
と
り
、

お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
相
応
し
い
よ
う
に
、
た
だ

本
書
の
周
辺
を
徘
徊
し
て
終
わ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

二
し
か
し
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
い
ま
こ
こ
で

こ
と
さ
ら
に
申
し
立
て
る
ま
で
も
な
い
こ
と
な

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
評
者
に
は
、

評
者
と
し
て
の
資
格
な
ど
そ
も
そ
も
の

初
か

ら
あ
り
は
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
な
に

し
ろ
書
評
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
に
関
す
る
高

度
に
専
門
的
な
研
究
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
、
著
者
と
研
究
分
野
を
同
じ
く
し
、
そ
れ

に
つ
い
て
長
ら
く
研
鑽
を
積
ん
だ
人
物
こ
そ
が

評
者
に

適
で
あ
る
の
は
、
い
ま
さ
ら
言
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
評
者
は
と
言

え
ば
、
書
簡
を
含
む
デ
カ
ル
ト
の
著
作
お
よ
び

遺
稿
、
さ
ら
に
は
そ
の
主
要
な
研
究
書
に
取
り
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組
ん
だ
と
言
え
る
経
験
も
な
く
、
し
か
も
そ
の

縺
れ
が
ち
な
思
考
の
覚
束
な
い
足
取
り
で
は
、

本
書
の
著
者
の
強
靱
な
思
索
に
つ
い
て
い
く
こ

と
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
人
物
に
、

ど
う
し
て
評
者
が
つ
と
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。

三
だ
が
思
い
起
こ
し
て
み
れ
ば
、
は
じ
め
か
ら

著
者
と
評
者
と
の
間
に
あ
る
学
問
的
な
実
力
の

格
差
は
歴
然
と
し
て
お
り
、
そ
の
甚
だ
し
さ
は
、

評
者
の
よ
う
な
者
に
も
、
短
期
間
に
そ
れ
を
埋

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
夢
想
す
る
こ
と
を
、
た

と
え
一
瞬
で
あ
っ
て
も
許
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
た
だ
、
実
行
に
移
す
こ
と
こ
そ
で
き
な
か

っ
た
も
の
の
、
不
可
能
だ
と
分
か
っ
て
は
い
て

も
、
評
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
は
、
そ
の
懸

隔
を
埋
め
る
努
力
を
怠
る
べ
き
で
は
な
い
、
と

考
え
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

四
け
れ
ど
も
そ
の
よ
う
に
、
こ
の
書
評
を
引
き

受
け
た
と
き
に
も
う
す
で
に
自
分
が

適
の
評

者
で
は
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
だ
と
す

る
と
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
役
を
引
き

受
け
た
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
わ
け
な
の

か
。
そ
れ
が
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
、
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
評
者
の

脳
裏
に
は
、
あ
る
い
は
幽
か
な
幻
の
よ
う
な
も

の
で
は
あ
っ
て
も
、
自
分
自
身
が
何
ら
か
の
意

味
で
評
者
た
り
う
る
可
能
性
が
よ
ぎ
っ
た
、
と

い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

五
い
や
、
断
じ
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え

な
い
、
と
言
う
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
評

者
は
ド
イ
ツ
観
念
論
の
研
究
者
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
と
。
そ
れ
だ
け
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
評
者

は
そ
の
う
え
、
い
つ
い
か
な
る
局
面
に
お
い
て

も
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
研
究
者
で
あ
る
こ
と
に

徹
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
あ
く
ま
で
も
そ
こ
に

自
己
の
哲
学
的
立
場
を
定
め
、
そ
こ
か
ら
い
っ

さ
い
を
眺
め
、
か
つ
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
物
に
、
い
っ
た
い
ど

の
よ
う
に
す
れ
ば
デ
カ
ル
ト
と
の
接
点
が
生
じ

う
る
、
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

六
し
か
し
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の

か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
問
い
に
返
答
で
き
ま
い

な
ど
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の
と

き
口
を
つ
い
て
出
て
く
る
の
が
、
自
分
で
も
思

わ
ず
赤
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
に
陳
腐
な
決

ま
り
文
句
の
羅
列
で
し
か
な
い
、
と
す
る
な
ら

ば
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
に
は
、
い

っ
た
ん
そ
こ
で
立
ち
止
ま
り
、
例
え
ば
、
次
の

よ
う
に
疑
っ
て
み
る
の
も
悪
く
は
な
い
の
で
は

な
い
か
。
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う

に
考
え
て
き
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
い
ま
こ
こ
で
も
ま
た
そ
の
よ
う
に

考
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な

い
の
か
、
と
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ

れ
の
デ
カ
ル
ト
理
解
の
成
立
の
過
程
の
う
ち
に
、

同
時
に
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
者
に
対
す
る
評

価
と
態
度
決
定
と
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が

一
つ
の
隠
れ
た
原
因
と
し
て
働
い
て
い
る
が
た

め
に
、
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
い
う
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こ
と
が
、
た
だ
ち
に
そ
こ
に
、
ド
イ
ツ
観
念
論

の
哲
学
者
に
つ
い
て
の
何
が
し
か
の
理
解
を
引

き
入
れ
ず
に
は
お
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の

で
は
な
い
か
、
と
。

七
そ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
み
た
場
合
、
も

し
か
す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
デ
カ

ル
ト
理
解
が
一
冊
の
書
物
に
よ
っ
て
決
定
づ
け

ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
に
到
り

つ
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
こ

こ
に
、
い
っ
た
い
い
つ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
ド

イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
者
と
デ
カ
ル
ト
と
の
間
に

揺
る
が
し
が
た
い
境
界
線
が
引
か
れ
て
い
て
、

そ
れ
を
踏
み
越
え
る
と
い
う
こ
と
が
、
思
索
の

在
り
方
の
全
面
的
な
転
換
を
伴
う
も
の
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す

る
一
つ
の
答
え
を
見
出
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
、
と
い
う
予
感
に
襲
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。

八

こ
の
顫
動
を
や
め
な
い
予
感
に
う
な
が
さ
れ

る
が
ま
ま
に
、
す
ぐ
に
で
も
本
格
的
な
探
索
に

乗
り
出
し
、
そ
の
全
体
的
な
脈
絡
を
あ
き
ら
か

に
し
た
い
、
と
い
う
衝
動
に
駆
ら
れ
た
と
し
て

も
不
思
議
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
に
し
て
こ
の
書
物
を
、
そ
れ
自
体
と
し
て
そ

の
内
部
に
外
部
を
包
含
す
る
も
の
と
し
て
、
そ

の
意
味
で
、
い
わ
ば
一
つ
の
現
実
を
創
設
す
る

も
の
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
わ

れ
わ
れ
は
そ
れ
が
無
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
は

な
い
、
と
い
う
事
実
に
突
き
当
た
ら
ざ
る
を
え

な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が

見
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
は
、
こ
の
書
物

の
背
後
に
あ
る
、
さ
し
あ
た
っ
て
容
易
に
は
解

き
ほ
ぐ
し
が
た
い
、
い
や
が
上
に
も
錯
綜
す
る

連
関
な
の
で
あ
る
。

九
い
ま
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
こ

の
連
関
を
、
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
的
伝
統
と
呼
ん

だ
と
し
て
も

そ
れ
に
実
際
に
そ
の
よ
う
な

－

呼
称
が
与
え
ら
れ
、
単
な
る
回
顧
の
、
と
い
う

に
と
ど
ま
ら
ず
、
学
問
的
考
察
の
対
象
と
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
時
代
に
お
い
て
は

特
別

－

の
弁
明
を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
う
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
い
っ
た
い

何
を
お
こ
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
な
る
ほ
ど
こ
こ
で
は
、
い

ま
わ
れ
わ
れ
が
着
手
し
よ
う
と
考
え
た
そ
の
試

み
が
、
こ
の
ま
さ
に
進
行
中
の
作
業
の
う
ち
へ

と
、
た
だ
単
に
一
方
的
に
帰
属
し
て
い
る
よ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
に
し
て
も
、
果
た
し

て
わ
れ
わ
れ
は
、
現
在
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
う

し
た
哲
学
的
伝
統
の
回
顧
に
わ
ず
か
に
一
個
の

洞
察
を
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
的
伝

統
の
解
明
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
史
理
解
の

伝
統
の
解
明
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
後
者
を
欠
い
て
は
前
者
は
完
全

な
も
の
た
り
え
な
い
と
い
う
洞
察
を

そ
れ

－

自
体
は
た
し
か
に
意
味
の
な
い
も
の
で
は
な
い

と
言
え
る
に
し
て
も

付
け
加
え
た
に
と
ど

－

ま
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
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け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
直
視
す
る
と
い
う
以
外

、
、
、
、
、
、
、

に
、
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
哲
学
史
理
解

の
伝
統
と
哲
学
的
伝
統
と
が
そ
こ
に
お
い
て
、

ま
た
そ
の
う
ち
へ
と
不
可
分
に
織
り
込
ま
れ
て

い
る
も
の
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
自
身
を
直
視
す

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
と
い
う
以
外
に
、
事
の
真
相
を
見
極
め
う
る

、た
め
の
い
か
な
る
手
段
が
あ
り
う
る
、
と
い
う

の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
直
視
の
う

ち
に
は
、
こ
の
直
視
が
い
か
な
る
直
視
で
あ
り
、

こ
の
直
視
が
い
ま
ま
さ
に
可
能
に
な
っ
た
の
は

い
か
に
し
て
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
へ
の
問

い
も
ま
た
含
ま
れ
て
い
な
い
、
な
ど
と
い
う
こ

と
が
あ
り
え
よ
う
か
。

十
一し

か
し
そ
う
す
る
と
、
い
っ
た
い
、
こ
の
よ

う
な
し
か
た
で
自
己
自
身
へ
と
到
来
す
る
過
程

に
お
い
て
、

終
的
に
わ
れ
わ
れ
が
見
出
す
も

の
と
は
何
な
の
か
。
一
つ
の
時
代
の
完
全
な
経

過
と
、
そ
れ
に
伴
う
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
成
熟
、

そ
し
て
こ
の
到
来
が
ま
さ
に
自
覚
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ

る
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
的
伝
統
で
あ
り
続

け
て
い
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
こ
の
外

部
に
出
る
よ
う
に
し
て
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
意
味
で
い
わ

ば
分
析
が
同
時
に
総
合
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
、
そ
こ
に
は
含
ま
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る

な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
目
を

向
け
、
そ
れ
を
直
視
し
よ
う
と
す
る
に
し
て
も
、

そ
の
試
み
を
完
遂
さ
せ
る
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の

眼
差
し
は
少
な
く
と
も
自
己
意
識
を
背
後
か
ら

支
え
る
も
の
に
ま
で
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ

が
自
ら
変
貌
し
よ
う
と
す
る
そ
の
意
志
に
ま
で

達
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

十
二さ

て
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
一
般

に
《
移
行
期
》
と
か
《
過
渡
期
》
な
ど
と
呼
ば

れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
に
、
つ
ま
り
、
急
速
な

衰
退
の
意
識
が
醒
め
て
ゆ
く
な
か
で
、
そ
の
弛

緩
し
た
諸
契
機
を
可
能
性
へ
と
転
じ
よ
う
と
す

る
意
志
の
激
し
い
昂
揚
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ

は
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
、
そ

う
す
る
と
、
評
者
が
た
だ
ド
イ
ツ
観
念
論
の
研

究
者
に
徹
し
な
が
ら
も
、
い
わ
ば
そ
の
果
て
に

デ
カ
ル
ト
の
影
を
見
出
す
と
い
う
こ
と
も
、
あ

り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
当

然
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
す
で
に
わ

れ
わ
れ
は
、
そ
こ
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
哲

学
史
理
解
の
伝
統
と
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
的
伝
統

が
不
可
分
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
生
成
を

続
け
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
、
こ
の
い
ま
だ
解

明
さ
れ
ざ
る
巨
大
な
連
関
の
な
か
に
い
る
の
だ

か
ら
で
あ
り
、
し
か
る
に
そ
こ
で
は
、
あ
き
ら

か
に
、
ど
の
契
機
も
が
、
そ
し
て
そ
の
い
か
な

る
組
み
合
わ
せ
も
が
、
自
己
を
現
実
化
す
る
た

め
の
権
利
を
等
し
く
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

十
三し

か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
に
は
、
た
し
か

に
評
者
は
評
者
固
有
の
立
場
を
堅
持
し
な
が
ら
、

な
お
か
つ
本
書
の
評
者
た
り
う
る
可
能
性
を
手
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に
入
れ
は
す
る
も
の
の
、
も
し
か
す
る
と
、
そ

れ
と
引
き
替
え
に
、
無
数
の
事
例
の
な
か
の
単

な
る
一
事
例
と
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
中

心
か
ら
一
挙
に
辺
境
へ
と
追
い
や
ら
れ
て
し
ま

う
、
と
い
う
こ
と
に
、
結
局
は
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
所
詮
こ

の
試
み
は
、
過
渡
期
の
混
沌
の
な
か
に
現
れ
て

は
消
え
て
い
く
無
数
の
泡
沫
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、

ま
さ
に
そ
の
意
味
で
新
し
い
伝
統
を
形
成
し
て

い
く
創
造
的
行
為
の
一
つ
で
あ
り
う
る
と
い
う

資
格
を
、
か
ろ
う
じ
て
手
に
入
れ
る
と
い
う
に

す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

十
四い

や
、
断
じ
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
少
な
く
と
も
関
係
項

の
一
項
に
関
し
て
は
、
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
に

関
し
て
は
、
絶
対
に
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

近
世
哲
学
は
宿
命
だ
か
ら
で
あ
る
。

、
、

十
五

わ
れ
わ
れ
が

初
に
遭
遇
し
た
の
が
近
世
哲

学
以
外
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
そ
の
意
味

で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て
も
ら
っ
て

も
か
ま
わ
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
な

ぜ
近
世
哲
学
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
宿
命
に
な

る
の
か
、
そ
の
理
由
は
分
か
る
ま
い
。
そ
の
意

味
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
は
こ
の
同
じ
事
柄

が
次
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
い

ま
で
も
な
お
、
わ
れ
わ
れ
は
近
世
哲
学
を
通
し

て
で
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
哲
学
と
い
う
も
の
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
意
味
に
お

い
て
把
捉
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、

こ
の
よ
う
に
近
世
哲
学
が
自
ら
を
介
し
て
わ
れ

わ
れ
を
し
て
哲
学
一
般
に
接
触
可
能
た
ら
し
め

る
と
い
う
構
造
を
そ
も
そ
も
備
え
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
が
、
近
世
哲
学
の
こ
の
構
造
そ
れ
自

体
を
単
な
る
前
提
た
ら
し
め
、
か
く
し
て
、
そ

の
も
の
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
放
置
せ
し

め
、
終
い
に
は
、
そ
れ
を
忘
却
さ
せ
る
こ
と
に

な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
だ
、
と
い
う
洞
察
に
ま

で
、

初
の
意
味
は
精
錬
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

十
六そ

れ
で
も
ま
だ
宿
命
と
い
う
言
葉
の
意
味
を

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
事
実
に
目
を
ふ
さ
い
で
し
ま
い
、
も
う
す
で

に
近
世
哲
学
の
外
部
に
い
る
の
だ
と
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
だ
と
、
無
理
矢
理

に
自
分
に
思
い
こ
ま
せ
よ
う
と
し
て
も
無
駄
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し

て
い
る
課
題
は
、
あ
え
て
そ
れ
が
試
み
ら
れ
な

い
限
り
は
、
決
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
え
な
い
種

類
の
事
柄
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
課
題
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
認
し
、
そ
の

よ
う
に
し
て
そ
れ
を
放
置
し
て
お
く
こ
と
も
で

き
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
に
わ
れ
わ
れ
が
陥

る
こ
と
に
な
る
状
態
を
〈
呪
縛
〉
と
呼
ば
ず
し

て
、
ほ
か
に
い
っ
た
い
何
と
呼
べ
ば
よ
い
の
で

あ
ろ
う
か
。

十
七し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
近
世
哲
学

が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
呪
縛
で
あ
り
続
け
て
い
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る
の
も
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
問
わ
れ
る
こ
と
な

く
捨
て
置
か
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
本
質
が
洞

察
さ
れ
ず
に
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す

る
と
、
こ
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
に
は
、
わ
れ
わ

れ
は
こ
の
よ
う
な
態
度
を
自
ら
に
禁
ず
る
こ
と

か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
つ
ま
り
、

〈
近
世
哲
学
と
は
な
に
か
〉
と
い
う
問
い
が
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
回
避
で
き
な
い
問
い
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
真
摯
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
、

と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

十
八さ

て
こ
の
よ
う
に
し
て

〈
近
世
哲
学
と
は

、

な
に
か
〉
と
い
う
問
い
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
よ

っ
て
真
実
に
立
て
ら
れ
、
い
わ
ば
そ
れ
に
よ
っ

て
わ
れ
わ
れ
自
身
が
貫
か
れ
、
そ
の
答
え
が
模

索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
、
む
ろ

ん
そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
途
が
考
え
ら
れ
う

る
。
し
か
し
同
時
に
、
考
え
ら
う
れ
る
限
り
の

選
択
肢
の
中
心
に
あ
っ
て
不
動
の
座
を
占
め
て

い
る
の
が
、
近
世
哲
学
を
近
世
哲
学
と
し
て

つ
ま
り
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
成
立
す
る
べ

－

き
次
元
を

創
設
し
た
の
は
デ
カ
ル
ト
で
あ

－

る
と
い
う
通
念
が
、
そ
の
否
定
の
可
能
性
も
含

め
て
再
検
討
さ
れ
る
と
い
う
方
途
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
も
疑
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

十
九し

か
し
こ
の
方
途
は
、
わ
れ
わ
れ
に
お
い
て
、

こ
の
通
念
を
徹
底
化
す
る
と
い
う
、
さ
ら
に
そ

の
枝
葉
を
取
り
除
い
た
、
い
わ
ば
剥
き
出
し
の

形
態
を
と
る
。
つ
ま
り
、
デ
カ
ル
ト
は
近
世
哲

学
の
起
点
で
は
な
く
、
む
し
ろ
起
点
で
あ
る
と

同
時
に
終
点
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
す
な

わ
ち
、
そ
れ
が
彼
以
降
の
哲
学
が
そ
こ
で
生
き

る
た
め
の
土
壌
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
い
っ

さ
い
を
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
に
お
い
て
見
よ
う
と

す
る
、
と
い
う
形
態
を
と
る
の
で
あ
る
（
因
み

に
言
え
ば
、
こ
の
こ
と
が
実
際
に
試
み
ら
れ
た

例
は
、
本
書
の
続
編
を
除
い
て
は
存
在
し
な
か

っ
た

。）

二
十だ

が
、
む
ろ
ん
こ
の
ま
ま
で
は
わ
れ
わ
れ
は

不
徹
底
と
い
う
非
難
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
そ
の

非
難
を
し
り
ぞ
け
て
論
旨
を
一
貫
さ
せ
る
に
は
、

ま
さ
に
こ
の
同
一
の
問
題
圏
の
う
ち
で
、
デ
カ

ル
ト
的
思
惟
そ
の
も
の
が
見
直
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
い
わ
ば
デ
カ
ル
ト
が
デ
カ
ル
ト
自
身
へ

と
還
元
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
お

こ
な
う
ま
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
書
の
う

ち
に
わ
れ
わ
れ
が
見
出
す
の
は
、
そ
の
試
み
の

き
わ
め
て
徹
底
さ
れ
た
か
た
ち
で
の
遂
行
に
ほ

か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

二
十
一

す
な
わ
ち
、
そ
こ
か
ら
考
察
が
始
め
ら
れ
る

べ
き
デ
カ
ル
ト
的
思
惟
の

内
奥
の
問
題
と
は
、

〈
時
間
〉
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
時
間
と
い
っ

て
も
、
そ
れ
は
哲
学
的
思
惟
に
固
有
の
時
間
の

こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
哲
学
的

な
思
惟
が
真
に
哲
学
的
な
思
惟
と
し
て
生
起
す

る
と
き
、
そ
れ
が
生
起
す
る
ま
さ
に
そ
の
有
り

様
を
何
ら
か
の
秩
序
が
支
配
し
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
そ
の
秩
序
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
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か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
時
間
は
考
え
ら
れ
た
も
の
、
思
惟
さ
れ
る
も

の
と
し
て
の
時
間
で
は
あ
り
え
な
い
。
思
惟
が

そ
の
な
か
を
生
き
て
い
く
時
間
で
あ
り
、
そ
れ

な
し
に
は
哲
学
的
思
惟
が
哲
学
的
思
惟
で
あ
る

こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
時
間

な
の
で
あ
る
。
本
書
の
著
者
は
、
評
者
の
解
す

る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
問
題
を
デ
カ
ル
ト
に
お

い
て
、
そ
の
方
法
の
問
題
と
し
て
追
求
し
て
い

る
の
で
あ
る
（

デ
カ
ル
ト
的
方
法
に
つ
い
て

「

の
試
論

。
」
）

二
十
二

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
近
世
哲
学

に
固
有
の
問
題
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
然
り
で
あ
る
。
そ
れ

な
ら
ば
、
こ
こ
に
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
の
は
、
近
世
哲
学
固
有
の
《
エ
レ
メ
ン
ト
》

で
も
あ
る
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
近
世
哲
学
が
、
い
ま
述

べ
た
ま
さ
に
こ
の
秩
序
を
自
己
自
身
に
与
え
る

よ
う
な
も
の
と
し
て
自
ら
を
産
出
す
る
、
と
い

う
こ
と
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
端
的
に
言
っ
て
、
近

世
哲
学
が
こ
の
企
て
の
反
復
と
し
て
成
立
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ

て
い
る
、
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

二
十
三

し
か
し
そ
う
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
本
書
を
、

そ
れ
を
包
含
す
る
さ
ら
に
大
き
な
問
題
圏
の
な

か
に
位
置
づ
け
、
そ
の
な
か
で
論
じ
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
が
、
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
本

書
の
問
題
圏
の
う
え
に
、
さ
ら
に
そ
れ
を
覆
う

別
の
問
い
を
交
差
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

が
、
こ
こ
に
至
っ
て
露
呈
せ
ざ
る
を
え
な
い
で

あ
ろ
う
。
は
っ
き
り
と
言
お
う
。
こ
の
別
の
問

い
と
は
、
固
有
の
時
間
を
持
つ
も
の
と
し
て
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

哲
学
史
の
起
源
へ
の
問
い
で
あ
る
。
言
い
換
え

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る
な
ら
ば
、
歴
史
一
般
で
は
な
く
、
哲
学
史
に

固
有
な
時
間
を
自
ら
に
与
え
る
も
の
と
し
て
、

し
た
が
っ
て
自
己
の
う
ち
に
哲
学
史
の
起
源
を

含
む
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
己
自
身
を
産
出
す

る
も
の

ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

－

の
近
世
哲
学
へ
の
問
い
な
の
で
あ
る
。
そ
の
背

後
に
は
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
哲
学
史
と
い

う
も
の
を
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
き

た
の
か
、
と
い
う
こ
と
へ
の
反
省
が
潜
ん
で
い

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
論
述
の

後
の
基
底
を
な
し
て
い
る
の
は
こ
の
反
省
で
あ

る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

二
十
四

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
わ
れ
わ
れ
の

後
の

問
い
、
す
な
わ
ち
〈
近
世
哲
学
と
は
な
に
か
〉

と
い
う
問
い
か
ら
見
て
、
そ
の
な
か
に
ド
イ
ツ

観
念
論
的
思
惟
が
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
カ
ン
、
、

ト
お
よ
び
ポ
ス
ト
・
カ
ン
ト
的
思
惟
が
、
ど
の

、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。
ま
た
、
そ
れ

が
い
か
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
し
て
も
、

そ
の
場
合
に
わ
れ
わ
れ
は
な
お
、
わ
れ
わ
れ
自

身
が
そ
れ
で
あ
る
、
あ
の
巨
大
な
連
関
の
中
心

に
と
ど
ま
り
え
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
は

－

と
う
て
い
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
と
わ
れ
わ

れ
が
わ
れ
わ
れ
の
論
述
を
具
体
的
に
展
開
す
る
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こ
と
と
は
別
の
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
ば
か
り

か
、
こ
れ
ら
の
問
い
の
存
立
そ
の
も
の
さ
え
も

が
、
わ
れ
わ
れ
の
論
述
に
懸
か
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
で
あ
る
。

二
十
五

さ
て
こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
い
わ

ば
、
本
書
の
内
部
を
支
配
し
て
い
る
重
力
の
束

縛
か
ら
い
っ
た
ん
自
ら
を
解
き
放
ち
な
が
ら
、

逆
に
そ
の
内
部
に
い
っ
そ
う
深
く
解
釈
の
た
め

の
固
有
の
出
発
点
を
穿
ち
、
そ
こ
を
足
が
か
り

と
し
て
こ
の
懸
崖
を
よ
じ
登
ろ
う
と
す
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
の
一
つ
一
つ
の
歩
み
に
お
い
て
、
わ

れ
わ
れ
は
〈
時
間
〉
の
問
題
を
、
さ
ら
に
は

〈
観
念
論
〉
と
〈
合
理
主
義
〉
の
問
題
を
め
ぐ

っ
て
、
著
者
の
思
索
と
の
格
闘
を
避
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
彼
方
に
わ
れ
わ
れ

は
、
す
で
に
本
書
の
著
者
の
た
ど
り
着
い
て
い

る
と
言
わ
れ
る

後
の
境
地
を

合
理
主
義

－

に
と
っ
て
ロ
マ
ン
主
義
が
背
理
と
は
な
り
え
な

い
と
言
わ
れ
る
そ
の
場
所
を

垣
間
見
よ
う

－

と
す
る
。
し
か
し
、
も
う
一
度
言
う
が
、
た
と

え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、

い
っ
さ
い
は
〈
近
世
哲
学
と
は
な
に
か
〉
と
い

う
問
い
の
な
か
で
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
う

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

*
*

*

す
で
に
冒
頭
で
も
予
告
し
て
い
た
こ
と
で
あ

り
、
さ
ら
に
ま
た
そ
の
内
容
を
見
れ
ば
一
目
瞭

然
で
は
あ
る
が
、
本
稿
は
、
本
来
の
意
味
で
の

書
評
の
任
務
を
ま
っ
た
く
果
た
し
え
て
い
な
い
。

せ
い
ぜ
い
、
そ
の
序
論
と
で
も
言
う
べ
き
も
の

を
か
ろ
う
じ
て
展
開
し
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
だ

が
、
そ
れ
が
実
際
に
書
か
れ
る
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
、
こ
の
準
備
作
業
な
し
に
は
、
つ
ま
り
、

あ
る
書
物
を
評
す
る
た
め
に
ま
ず
は
そ
こ
へ
と

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

到
達
す
る
と
い
う
作
業
な
し
に
は
、
書
評
を
お

、
、
、
、

こ
な
う
と
い
う
企
て
そ
の
も
の
が
不
可
能
と
な

り
か
ね
な
い
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
ま

た
あ
き
ら
か
な
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
た
と
え
い
か
な
る
事
情
が
あ
る

に
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
、
序
論
部
分
か
ら
本

来
の
意
味
で
の
書
評
へ
の
移
行
を
成
し
遂
げ
よ

う
と
す
る
、
ま
さ
に
そ
の
地
点
で
叙
述
を
中
断

す
る
と
い
う
行
為
ま
で
も
が
正
当
化
さ
れ
う
る

わ
け
で
は
、
む
ろ
ん
な
い
。
こ
れ
は
ひ
と
え
に

評
者
の
力
量
不
足
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、

素
直
に
お
詫
び
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
さ
ら

な
る
叙
述
の
継
続
を

そ
れ
が
い
つ
ど
の
よ

－

う
な
か
た
ち
で
実
現
す
る
か
は
い
ま
は
申
し
上

げ
ら
れ
な
い
に
し
て
も
（
つ
ま
り
、
そ
れ
が
同、

じ
書
評
と
い
う
か
た
ち
で
遂
行
さ
れ
る
と
は
か

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
ら
ず
し
も
か
ぎ
ら
な
い
に
し
て
も
）

約

－

束
し
た
い
。


