
か
た
い
本
が
売
れ
な
い
―
―
大
学
出
版
局
に
期
待
す
る
こ
と

　

一
〇
年
以
上
前
か
ら
、い
わ
ゆ
る
〝
か
た
い
本
〟
が
売
れ
な
く
な
っ

て
い
る
。
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
既
に
い
く
つ
か
の
推
測
が
行
な

わ
れ
て
き
た
し
、
そ
の
一
部
に
基
づ
く
試
み
も
あ
る
（
た
と
え
ば
、

持
谷
、
二
〇
〇
九
年
）。
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
視
点
と
は

少
々
異
な
っ
た
角
度
か
ら
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

現
代
が
、
歴
史
的
に
見
て
大
変
動
の
時
代
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
今
や
誰
も
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
体
感
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
の
変
化
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
〝
道
徳
の
崩
壊
〟
や
政
治
的
、

経
済
的
瓦
解
な
い
し
破
綻
な
ど
の
、
一
見
す
る
と
悪
い
方
向
へ
の
変

化
ば
か
り
で
も
な
け
れ
ば
、
心
理
的
、
社
会
的
側
面
の
変
化
ば
か
り

で
も
な
い
。
興
味
深
い
一
例
と
し
て
は
、
生
活
様
式
の
欧
風
化
や
全

体
的
な
都
市
化
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
日
本
人
の
容

姿
さ
え
、
旧
世
代
と
今
の
若
者
た
ち
の
世
代
と
で
は
、
事
実
と
し
て

か
な
り
違
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ふ
し
ぎ
な
こ
と

に
、全
体
と
し
て
見
栄
え
の
よ
い
方
向
に
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
急
激
な
変
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
根
本
的
原
因
を
突
き

止
め
る
こ
と
は
事
実
上
で
き
な
い
が
、
何
ご
と
も
全
体
の
中
の
部
分

で
あ
る
の
な
ら
、
す
べ
て
に
つ
い
て
全
体
的
、
構
造
的
に
と
ら
え
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
か
た
い
本
が
読
ま
れ
な
く
な
っ
た

と
い
う
現
象
に
つ
い
て
も
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
っ
て
、
大
き
な
変

化
の
一
局
面
と
し
て
眺
め
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

〝
知
識
〟
の
周
辺
で
現
実
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

　

数
年
前
の
こ
と
に
な
る
が
、
使
わ
れ
た
形
跡
の
ほ
と
ん
ど
な
さ
そ

う
な
、
全
三
〇
巻
近
い
大
百
科
事
典
が
、
近
所
の
資
源
ご
み
置
き
場

に
整
然
と
積
ま
れ
て
い
る
の
を
目
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
驚
愕

（
あ
る
い
は
驚
嘆
）
す
べ
き
出
来
事
は
、
こ
の
三
、四
〇
年
の
間
に
起

こ
っ
た
大
変
動
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

　

今
の
若
い
人
た
ち
に
は
信
じ
が
た
い
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

一
九
七
〇
年
頃
ま
で
は
、
読
め
も
し
な
い
英
文
の
大
百
科
事
典
を
、

セ
ー
ル
ス
マ
ン
の
甘
言
に
乗
ず
る
形
で
、
何
カ
月
分
か
の
給
料
を
は

た
い
て
購
入
し
、
床
の
間
に
並
べ
て
悦
に
入
っ
て
い
た
人
た
ち
が
実

笠
原
敏
雄
（
心
理
療
法
家
・
心
の
研
究
室
）

1
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際
に
い
た
。
当
時
は
そ
れ
が
、
特
に
外
国
語
百
科
事
典
の
意
図
せ
ざ

る
〝
用
途
〟
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
団
塊
の
世
代
と

呼
ば
れ
る
私
た
ち
が
学
生
生
活
を
送
っ
た
、
そ
の
六
〇
年
代
末
頃
の

大
学
生
た
ち
は
、
教
科
書
や
教
養
書
を
む
き
出
し
の
ま
ま
抱
え
て
街

を
闊
歩
し
て
い
た
。
岩
波
書
店
が
刊
行
し
た
全
一
八
巻
の
哲
学
講
座

の
各
巻
が
数
万
部
ず
つ
売
れ
た
（
大
塚
、
二
〇
〇
六
年
、
二
九
ペ
ー
ジ
）

の
も
、
こ
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
に
読
む
読
ま
な
い
は
別
に

し
て
、
当
時
は
ま
だ
、
そ
う
し
た
行
動
が
自
慢
の
種
に
な
り
え
た
わ

け
で
あ
る
が
、〝
教
養
主
義
〟
が
崩
壊
し
た
今
、
も
し
そ
の
よ
う
な

こ
と
を
す
れ
ば
、時
代
錯
誤
的
な
愚
か
し
い
行
動
に
し
か
映
ら
な
い
。

　

そ
の
後
、
百
科
事
典
の
重
心
は
、
冊
子
版
か
ら
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版

や
Ｄ
Ｖ
Ｄ
版
へ
と
移
行
す
る
か
に
見
え
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
で
は
、

有
力
な
出
版
社
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
う
し
た
電
子
版
か
ら
も
手
を
引

い
て
し
ま
っ
て
い
る
（
朝
日
新
聞
、
二
〇
一
〇
年
三
月
三
一
日
夕
刊
）。

信
頼
性
の
低
い
こ
と
を
多
か
れ
少
な
か
れ
承
知
し
な
が
ら
、
ウ
エ
ッ

ブ
の
無
料
百
科
事
典
な
ど
で
す
ま
せ
て
し
ま
う
人
た
ち
が
増
え
た
こ

と
も
、
そ
の
一
因
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
知
識
に
対
す
る
憧
れ
は
、

こ
の
よ
う
な
変
化
と
並
行
し
て
、ほ
と
ん
ど
消
え
う
せ
て
し
ま
っ
た
。

時
代
の
必
然
の
流
れ
と
し
て
の
、
知
識
の
凋
落
現
象
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
流
れ
に
、
後
戻
り
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
、
人
間

の
退
歩
ど
こ
ろ
か
、大
き
な
進
歩
と
考
え
る
べ
き
現
象
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
冊
子
版
の
百
科
事
典
が
処
分
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
所
蔵
ス
ペ
ー
ス
が
確
保
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
と
い
う
よ

り
は
、
知
識
と
い
う
も
の
の
受
け
取
り
か
た
が
、
根
本
か
ら
変
わ
っ

て
き
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
西
洋
で
は
、
写
真
術
の
登
場

に
よ
っ
て
、
多
く
の
肖
像
画
家
が
仕
事
を
失
っ
た
と
い
う
が
、
知
識

の
切
り
売
り
で
命
脈
を
保
っ
て
き
た
少
な
か
ら
ぬ
知
識
人
た
ち
は
、

そ
の
時
の
よ
う
に
、
本
来
あ
る
べ
き
競
争
へ
の
参
加
を
余
儀
な
く
さ

れ
、
そ
の
生
存
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

出
版
を
め
ぐ
る
状
況
の
中
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と

　

か
つ
て
は
、
三
千
部
以
上
売
れ
た
ら
本
で
は
な
い
、
な
ど
と
い
う

シ
ニ
カ
ル
な
発
言
を
す
る
書
籍
編
集
者
も
い
た
。〝
出
版
不
況
〟
以

前
に
は
、
全
体
と
し
て
本
が
売
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
放
言

も
看
過
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
状
況
は
、

一
〇
年
ほ
ど
前
に
一
変
し
て
し
ま
う
。
あ
る
編
集
者
の
言
葉
を
借

り
れ
ば
、「
昔
は
『
売
れ
る
本
を
出
そ
う
』
と
言
っ
た
ら
『
バ
カ
な

こ
と
を
言
う
な
』
と
一
蹴
さ
れ
て
い
た
の
に
、
最
近
で
は
、『
い
い

本
を
出
そ
う
』と
言
う
と
、『
何
を
寝
ぼ
け
た
こ
と
を
言
っ
て
る
ん
だ
』

と
や
は
り
一
蹴
さ
れ
る
」
状
況
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
二
〇
年

代
以
来
、 「
産
業
と
し
て
の
出
版
と
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
文
化
の
担
い
手

と
し
て
の
出
版
が
、
あ
る
程
度
ま
で
合
致
し
て
営
ま
れ
」
る
と
い
う

僥
倖
的
状
況
が
続
い
て
き
た
が
、
こ
の
夢
の
よ
う
な
結
合
は
、
今
や

ほ
と
ん
ど
解
消
さ
れ
（
吉
見
、
室
・
中
俣
編
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
ペ
ー

ジ
）、
硬
派
出
版
社
は
、
わ
が
国
に
限
ら
ず
、
少
数
派
読
者
の
知
的

必
要
に
応
え
る
能
力
を
、
急
速
に
失
い
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
（
津
野
、

室
・
中
俣
編
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
一
〇
ペ
ー
ジ
）。

　

出
版
社
に
は
、
文
化
の
担
い
手
と
い
う
重
要
な
社
会
的
使
命
が
あ

る
と
言
わ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
た
い
本
が
読
ま
れ
な
く

な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
出
版
社
か
ら
そ
う
し
た
使
命
が
大
幅
に
剥

奪
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
現
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
い
な
が
ら
、
出
版
点
数
自
体
は
減
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

多
く
の
出
版
社
が
、
初
版
部
数
を
落
と
す
代
わ
り
に
、
発
行
点
数
を

増
や
す
と
い
う
戦
略
を
と
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
五
年
に
急
増

し
た
発
行
点
数
は
、
最
近
で
は
年
間
八
万
点
に
迫
る
ま
で
に
な
っ
て

い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
。

　

ま
ず
、
必
然
的
に
一
点
の
編
集
作
業
に
あ
ま
り
時
間
が
か
け
ら
れ

な
く
な
っ
た
た
め
、
硬
派
の
出
版
社
が
出
す
本
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な

ほ
こ
ろ
び
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
拙
劣
な
編
集
の
著
書
や
、
誤

訳
や
不
適
訳
に
満
ち
あ
ふ
れ
た
翻
訳
書
が
、
一
流
と
さ
れ
る
出
版
社

か
ら
出
さ
れ
た
も
の
の
中
に
さ
え
、珍
し
く
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
売
れ
る
（
と
営
業
部
が
想
定
し
た
）
本
ば
か
り
が
優
先
さ
れ
、

出
し
た
い
本
の
企
画
が
通
ら
な
く
な
っ
た
た
め
、
編
集
と
い
う
仕
事

に
魅
力
を
感
じ
な
く
な
っ
た
と
し
て
、
転
職
し
て
し
ま
う
編
集
者
も

出
て
き
て
い
る
。
編
集
者
や
校
正
者
と
い
う
専
門
家
た
ち
に
よ
る

チ
ェ
ッ
ク
が
入
ら
な
い
ウ
ェ
ッ
ブ
上
の
発
信
と
違
っ
て
、
信
頼
性
の

高
い
こ
と
で
こ
そ
存
在
意
義
の
あ
っ
た
書
籍
出
版
の
世
界
は
、
経
営

的
側
面
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
も
、
今
ま
さ
に

危
機
的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
た
い
本
が
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
理
由
を
考
え
る

　

現
在
、
世
の
中
で
起
こ
り
つ
つ
あ
る
変
化
の
根
本
を
見
る
と
、
特

に
先
進
諸
国
で
顕
著
で
あ
る
が
、
権
威
に
対
す
る
無
条
件
の
従
属
と

い
う
、
旧
来
の
人
間
に
本
能
的
と
も
言
え
る
ほ
ど
根
強
く
見
ら
れ
た

特
性
が
、
相
当
に
薄
れ
て
き
た
こ
と
と
、
有
史
以
来
初
め
て
、
生
活

の
た
め
に
と
ら
れ
る
時
間
が
大
幅
に
減
少
し
、
余
暇
が
圧
倒
的
に
増

え
た
こ
と
の
ふ
た
つ
が
あ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
変
化
は
、
読
書
に
、

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
者
の
変
化
か
ら
す
る
と
、
読
者
は
、〝
識
者
〟
の
評
価
な
ど
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
が
本
当
に
読
み
た
い
本
を
自
由
に
選

ぶ
方
向
へ
進
む
は
ず
で
あ
る
し
、
後
者
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
、

余
暇
を
十
分
に
活
用
し
て
、
読
み
た
い
本
を
存
分
に
読
む
と
い
う
方

向
に
進
む
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
帰
結
に
な
っ

て
い
る
か
と
言
え
ば
、
こ
の
順
境
を
ま
さ
に
謳
歌
し
て
い
る
少
数
の

先
覚
者
的
精
鋭
を
別
に
す
る
と
、事
実
は
正
反
対
の
よ
う
に
見
え
る
。

　

余
暇
が
増
え
た
こ
と
に
つ
い
て
は
説
明
の
必
要
も
な
い
が
、
こ
こ

で
、
前
者
の
変
化
に
つ
い
て
少
々
補
足
し
て
お
く
と
、
外
部
か
ら
の

暗
黙
の
規
制
や
誘
惑
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
閉
じ
た
道
徳
」）
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
が
、
加
速
度
的
に
少
な
く
な
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、

個
人
の
意
志
や
自
発
性
の
表
出
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ば
積
年
の
呪
縛
か
ら
解

放
さ
れ
た
こ
と
で
、
か
え
っ
て
と
ま
ど
っ
て
い
る
人
た
ち
が
ほ
と
ん

ど
の
よ
う
に
見
え
る
。
か
つ
て
の
外
的
規
範
が
維
持
さ
れ
た
状
況
で

あ
れ
ば
、〝
荒
れ
る
成
人
式
〟
に
し
て
も
〝
学
級
崩
壊
〟
に
し
て
も
、

起
こ
り
よ
う
が
な
か
っ
た
。
ま
だ
ま
だ
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
と
は
い

え
、
こ
の
変
化
は
、
人
間
の
本
性
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
き
わ
め
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て
重
大
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の

は
、
先
の
〝
と
ま
ど
い
〟
の
本
質
で
あ
る
。

　

誰
も
が
意
外
に
感
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、人
間
の
行
動
の
中
で
、

お
そ
ら
く
最
も
難
し
い
の
は
、（
１
）自
分
が
心
底
か
ら
望
む
こ
と
を
、

（
２
）
時
間
の
余
裕
が
あ
る
時
に
、（
３
）
自
分
か
ら
進
ん
で
行
な
う
、

と
い
う
三
条
件
が
そ
ろ
っ
た
時
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
先
に
あ
る

幸
福
感
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
一
般
に
そ
の
行
動
は
難
し
く

な
る
。
逆
に
、
そ
れ
ら
の
条
件
が
は
ず
れ
る
に
つ
れ
て
、
ま
さ
に
呪

縛
が
解
け
る
か
の
よ
う
に
、
行
動
は
容
易
に
な
る
。

　

自
分
の
た
め
に
な
る
行
動
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
、
苦
痛

な
も
の
と
い
う
思
い
込
み
を
作
っ
て
避
け
、
時
間
つ
ぶ
し
的
な
行
動

に
逃
げ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。〝
現
実
か
ら
の
逃
避
〟
と
言
わ
れ

る
現
象
で
あ
る
。
自
分
で
も
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

重
々
承
知
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
わ
ば
内
な
る
悪
魔
の
誘

惑
に
負
け
、
自
分
の
体
が
意
識
の
い
う
こ
と
を
き
か
な
く
な
る
の
で

あ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
こ
の
種
の
現
象
を
、
脳
の
機
能
に
よ
っ
て

説
明
す
る
の
は
、問
題
を
不
明
瞭
化
す
る
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

　

か
く
し
て
、
権
威
か
ら
自
由
に
な
っ
た
は
よ
い
が
、
あ
り
余
っ
た

時
間
を
つ
ぶ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
も
あ
っ
て
、
刹
那
的
な
楽

し
み
に
ふ
け
る
人
た
ち
が
増
え
た
結
果
、
娯
楽
産
業
は
空
前
の
繁
栄

を
遂
げ
て
い
る
。
昨
今
の
書
籍
の
突
出
し
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
は
、
こ

う
し
た
脈
絡
で
と
ら
え
る
べ
き
現
象
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

自
分
に
と
っ
て
の
真
の
幸
福
を
避
け
よ
う
と
し
て
刹
那
的
な
楽
し

み
に
走
る
こ
と
を
、
聖
書
で
は
、「
滅
び
に
通
じ
る
門
は
広
く
、
そ

の
道
も
広
々
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
入
る
者
が
多
い
」
と
的
確
に
表
現

し
て
い
る
。
再
び
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
を
使
え
ば
、
こ
れ
か
ら
の
時

代
に
は
、
自
分
の
中
に
あ
る
「
開
い
た
道
徳
」
の
発
現
が
要
請
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
人
間
の
意
識
か
ら
見
る
と
、
幸
福
に
至
る
そ
の

道
は
、
ま
さ
に
、
い
ば
ら
の
繁
茂
す
る
細
道
な
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
誰
で
あ
れ
経
験
的
に
承
知
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、

時
間
と
い
う
も
の
は
、
特
に
用
事
の
な
い
休
日
を
考
え
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
長
け
れ
ば
長
い
ほ
ど
、
怠
惰
に
過
ご
し
て
し
ま
う
傾
向
が

強
い
（
こ
こ
で
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
関
心
の
あ
る

方
は
、
拙
著
〔
笠
原
、
二
〇
〇
四
年
〕
を
参
照
さ
れ
た
い
）。
そ
う
す
る

と
こ
こ
に
、
読
書
に
関
す
る
ひ
と
つ
の
原
則
の
よ
う
な
も
の
が
浮
か

び
上
が
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
、
例
外
的
な
精
鋭
的
読
者
を
除
く
と
、

時
間
の
余
裕
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、〝
頭
を
使
わ
な
い
〟、
よ
り
娯
楽
的
な

も
の
が
好
ま
れ
、〝
か
た
い
本
〟
は
避
け
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

加
え
て
、
同
じ
行
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
自
発
的
に
行
な
う
場

合
に
は
、
外
部
か
ら
要
求
さ
れ
た
場
合
と
比
べ
て
格
段
に
難
し
く
な

る
。
わ
か
り
や
す
い
実
例
と
し
て
は
、
部
屋
の
片
づ
け
が
難
し
い
人

た
ち
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
友
人
で
あ
れ
工
事
の
作
業
員
で
あ
れ
、
誰

か
を
部
屋
に
迎
え
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
は
、
短
時
間
の
う

ち
に
手
際
よ
く
片
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
自
発
的
に
片
づ
け
よ

う
と
す
る
と
、
同
じ
片
づ
け
で
も
極
端
に
難
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

宿
題
や
仕
事
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
締
め
切
り
が
あ
っ

て
す
ら
、
間
際
に
な
ら
な
い
と
手
に
つ
か
な
い
人
が
圧
倒
的
に
多
い

が
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
の
場
合
、
締
め
切
り
が
な
け
れ
ば
、
自
分

が
望
ん
で
い
て
も
永
久
に
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
一
般
に
、

自
発
性
と
い
う
も
の
に
対
す
る
抵
抗
が
極
度
に
強
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
権
威
や
規
範
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
つ
つ
あ

る
現
在
、
自
分
が
本
当
に
し
た
い
こ
と
を
自
由
に
す
る
こ
と
が
、
い

わ
ば
隠
れ
た
自
主
規
制
の
た
め
に
、か
え
っ
て
難
し
く
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
読
書
に
関
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
原
則
が
は
っ
き
り
し
て
く

る
。
そ
れ
は
、
他
人
と
の
勝
ち
負
け
と
い
う
背
景
の
中
で
〝
教
養
を
身

に
つ
け
る
〟
と
い
う
虚
栄
的
姿
勢
か
ら
離
れ
、
本
当
に
読
み
た
い
本
を
自

由
に
選
べ
る
環
境
に
置
か
れ
る
と
、
多
く
の
人
で
は
、
そ
れ
が
（
特
に
か

た
い
本
で
あ
れ
ば
さ
ら
に
）
難
し
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
学
出
版
局
に
期
待
す
る
こ
と

　

し
た
が
っ
て
、
か
た
い
本
を
読
む
人
が
少
な
く
な
っ
た
の
は
、
二

通
り
の
意
味
で
歴
史
的
必
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、

で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
は
読
者
が
、
オ

リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
の
高
い
、
読
み
応
え
の
あ
る
本
に
戻
っ
て
く
る
は
ず

で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
少
々
時
間
が
か
か
る
こ
と
と
、
以
前
の
数
に

届
か
な
い
こ
と
は
、以
上
の
考
察
か
ら
は
っ
き
り
し
た
よ
う
に
思
う
。

問
題
は
、
当
面
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

結
論
を
言
え
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
妙
案
は
な
い
。
大
学
出
版

局
が
、
独
立
採
算
制
か
ら
あ
る
程
度
自
由
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る

と
し
て
も
、
以
前
よ
り
制
約
は
多
く
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と

は
い
え
、
紙
媒
体
の
本
が
電
子
版
に
駆
逐
さ
れ
る
こ
と
は
、
少
な
く

と
も
当
分
な
い
の
で
、
目
先
の
誘
惑
に
負
け
て
水
準
を
落
と
す
こ
と

の
な
い
よ
う
に
留
意
し
つ
つ
、
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
で
も
、
か
た
い

本
の
出
版
を
従
前
通
り
続
け
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
。
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