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こ
の
著
作
を
刊
行
す
る
に
当
つ
て
ラ
ク
ロ
は
神
経
を
使
つ
た
ら
し
い
。
そ
れ
で
序
文
に
、
悪
人
の
手
管
て
く
だ

を
暴
露
す
る
こ
と
は
良
俗
に
貢
献
す
る
で
あ
ら
う
な
ど
と
効
能
を
述
べ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
で
も
尚
、
自
信

が
な
く
、
非
難
す
べ
き
根
拠
に
就
て
自
覚
を
い
だ
い
て
ゐ
た
こ
と
は
序
文
が
語
る
通
り
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ラ
ク
ロ
が
ど
の
や
う
に
こ
の
一
書
の
効
能
を
の
べ
た
て
、
ひ
け
ら
か
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
事

実
に
於
て
「
良
俗
」
に
反
す
る
こ
と
を
御
当
人
が
自
覚
し
な
い
筈
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
現
在
日
本
に
於

け
る
情
痴
作
家
坂
口
安
吾
と
て
も
同
じ
こ
と
で
、
こ
れ
は
人
間
の
書
物
で
あ
る
、
と
か
、
だ
か
ら
又
モ
ラ

ル
を
と
く
書
物
で
あ
る
と
か
述
べ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
最
も
単
純
直
接
の
意
味
に
於
て
極
め
て
率
直
に

「
良
俗
」
に
反
す
る
悪
徳
の
書
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
ず
、
当
人
が
自
覚
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
。

　
千
七
百
八
十
二
年
刊
行
の
本
書
に
著
者
は
ル
ソ
ー
の
句
を
か
り
て
「
現
代
の
世
相
を
見
て
余
は
こ
の
書

簡
集
を
公
に
し
た
」
と
い
ふ
。
そ
の
筆
法
で
は
一
九
四
七
年
の
現
代
で
も
同
じ
文
句
で
間
に
合
ふ
筈
で
、

こ
れ
は
醇
風
良
俗
に
進
歩
が
な
か
つ
た
せ
ゐ
ば
か
り
で
な
く
、
最
も
決
定
的
な
理
由
は
、
こ
の
本
が
人
間

性
の
真
相
を
道
破
し
て
ゐ
る
、
だ
か
ら
、
ど
う
に
も
仕
方
が
な
い
、
と
い
ふ
意
味
に
於
て
だ
。

　
た
い
が
い
小
説
に
は
多
か
れ
少
か
れ
作
者
の
思
想
め
く
も
の
が
作
中
人
物
を
思
想
的
に
動
か
し
て
ゐ
る

も
の
で
、
さ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
さ
う
し
な
か
つ
た
よ
り
も
曰
く
あ
り
げ
な
面
魂
を
作
り
だ
し
、
そ
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の
作
品
の
声
価
を
高
め
た
り
低
め
た
り
、
評
者
の
評
語
を
強
い
た
り
し
て
ゐ
る
も
の
だ
。
又
、
そ
れ
に
よ

つ
て
、
文
学
史
上
の
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
ラ
ク
ロ
の
「
危
険
な
関
係
」
に
至
つ
て
は
、
作
者
の
思
想
が
作
中
人
物
に
及
ぶ
と
い
ふ
と
こ

ろ
が
全
く
な
い
に
等
し
い
、
よ
つ
て
又
、
文
学
史
上
の
位
置
も
有
つ
て
無
き
が
如
く
、
無
く
て
有
る
如
く
、

ア
イ
マ
イ
、
モ
コ
た
る
も
の
で
ジ
ッ
ド
の
讃
辞
に
も
拘
ら
ず
、
ジ
ッ
ド
宗
徒
の
た
む
ろ
す
る
日
本
フ
ラ
ン

ス
文
学
者
の
間
で
す
ら
、
一
向
に
声
価
は
上
ら
な
か
つ
た
。

　
こ
こ
に
は
一
つ
の
「
眼
」
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
思
想
が
な
い
。
小
林
秀
雄
は
兼
好
法
師
の
眼
に
就
て
論

ず
る
と
こ
ろ
が
あ
つ
た
け
れ
ど
も
、
兼
好
の
眼
と
ラ
ク
ロ
の
眼
は
大
変
違
ふ
。
兼
好
の
見
た
人
間
の
実
相

と
ラ
ク
ロ
の
見
た
人
間
の
実
相
は
甚
し
く
相
違
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

　
思
想
に
よ
つ
て
動
く
こ
と
の
な
い
眼
だ
と
小
林
が
徒
然
草
の
作
者
に
就
て
言
ふ
言
葉
は
ラ
ク
ロ
に
就
て

も
言
へ
る
け
れ
ど
も
、
徒
然
草
の
作
者
が
否
定
的
に
見
て
ゐ
る
こ
と
を
ラ
ク
ロ
は
肯
定
的
に
見
て
を
り
、

否
定
的
態
度
と
い
ふ
も
の
が
実
は
そ
れ
自
体
強
力
な
思
想
で
あ
り
モ
ラ
ル
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
肯
定
的

態
度
と
い
ふ
も
の
は
決
し
て
自
ら
思
想
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
人
間
と
そ
の
実
相
が
あ
る
の

み
で
あ
り
、
そ
れ
は
即
ち
兼
好
は
世
捨
人
で
あ
つ
た
に
比
し
て
、
ラ
ク
ロ
は
凡
そ
一
つ
も
世
を
捨
て
る
片

鱗
も
な
い
生
活
人
で
あ
つ
た
。
こ
の
二
つ
の
決
定
的
な
相
違
は
、
一
つ
の
眼
の
及
ぶ
視
界
に
も
決
定
的
な
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相
違
を
現
は
し
、
従
つ
て
、
兼
好
の
眼
は
思
想
に
よ
つ
て
動
く
こ
と
の
な
い
眼
な
ど
と
い
ふ
冷
厳
な
も
の

で
は
な
く
て
、
世
捨
人
の
思
想
に
よ
つ
て
曲
げ
ら
れ
た
通
俗
的
な
フ
シ
ア
ナ
の
眼
で
あ
つ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
二
十
世
紀
の
私
は
ラ
ク
ロ
の
如
く
に
私
の
作
品
に
「
反
良
俗
の
弁
」
を
書
く
ほ
ど
の
含
羞
は
す
で
に
無

い
。
そ
れ
は
恐
ら
く
ラ
ク
ロ
の
方
が
私
以
上
に
「
良
俗
」
に
就
て
侮
蔑
的
で
あ
つ
た
せ
ゐ
だ
と
私
は
思
ふ
。

「
現
代
の
世
相
」
と
云
ひ
、
良
俗
を
時
代
的
な
意
味
に
解
し
た
ラ
ク
ロ
に
比
べ
れ
ば
、
私
は
人
間
性
を
無

限
な
る
も
の
に
解
す
る
と
同
様
に
、
良
俗
を
も
無
限
な
る
も
の
に
解
し
て
ゐ
る
。

　
人
間
性
と
い
ふ
も
の
が
人
間
の
現
世
に
正
し
く
復
帰
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
恐
ら
く
永
遠
に
有
り
得
な
い

と
私
は
思
ふ
。
い
つ
如
何
な
る
現
世
に
於
て
も
、
常
に
現
世
の
良
俗
と
い
ふ
も
の
が
存
在
し
て
、
人
間
性

を
ゆ
が
め
、
各
自
反
逆
し
合
ふ
タ
テ
マ
ヘ
を
免
れ
得
な
い
に
相
違
な
い
。

　
社
会
的
な
る
人
間
と
個
人
的
な
る
人
間
と
、
そ
の
二
つ
が
相
反
せ
ざ
る
唯
一
の
も
の
と
な
り
得
る
時
が

あ
る
だ
ら
う
か
。
思
ふ
に
現
世
の
良
俗
は
破
れ
た
嚢
ふ
く
ろを
縫
ふ
や
う
な
間
に
合
せ
な
稚
拙
な
カ
リ
ヌ
ヒ
で
あ

る
に
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
現
世
に
於
て
多
か
れ
少
か
れ
カ
リ
ヌ
ヒ
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
宿
命
で
、
良
俗
に

就
て
か
か
る
絶
望
的
な
宿
命
を
確
認
す
る
こ
と
は
、
良
俗
へ
の
侮
蔑
の
念
を
失
ふ
根
柢
と
も
な
る
も
の
で

あ
る
。
良
俗
は
タ
カ
の
知
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
永
遠
に
か
か
る
も
の
で
し
か
有
り
得
な
い
と

見
る
と
き
に
は
、
タ
カ
の
知
れ
た
も
の
で
あ
る
ま
ま
、
そ
の
意
味
を
認
め
て
何
等
か
の
協
力
を
致
さ
ざ
る
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を
得
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。

　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
人
間
性
と
い
ふ
も
の
は
、
そ
の
実
相
を
率
直
に
指
し
示
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
良
俗

と
相
容
れ
協
力
す
る
余
地
は
な
い
。
そ
の
実
相
に
於
い
て
直
接
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
如
何
と
も

な
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
然
し
、
直
接
に
不
協
力
の
意
味
に
於
て
、
人
間
性
の
冷
酷
な
写
実
を
悪
徳
と
見
る
の
は
当
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
人
間
は
か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
の
だ
。
あ
ら
ゆ
る
良
俗
に
反
す
る
に
し
て
も
、
常
に
人
間
が

か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
於
い
て
変
り
は
な
い
か
ら
。

「
危
険
な
関
係
」
が
二
百
余
年
の
時
間
の
距
り
に
も
拘
ら
ず
、
最
も
近
代
を
思
は
せ
る
も
の
は
、
そ
れ
が

思
想
に
よ
つ
て
書
か
れ
ず
に
、
眼
に
よ
つ
て
、
鬼
の
眼
に
よ
つ
て
、
不
動
の
眼
に
よ
つ
て
書
か
れ
て
ゐ
る

か
ら
だ
と
私
は
思
ふ
。
伊
勢
物
語
や
西
鶴
の
作
品
に
近
代
の
感
覚
が
漂
ふ
の
は
、
そ
の
思
想
に
よ
つ
て
で

な
く
、
ラ
ク
ロ
に
近
似
し
た
そ
の
眼
に
よ
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

　
近
く
は
レ
エ
モ
ン
・
ラ
デ
ィ
ゲ
が
さ
う
で
あ
り
、
人
は
彼
が
時
間
的
に
近
代
の
人
で
あ
る
た
め
、
彼
に

時
間
的
な
近
代
を
認
め
が
ち
だ
が
、
単
に
昔
な
が
ら
の
文
学
の
宿
命
的
な
近
代
、
つ
ま
り
人
間
を
眼
に
よ

つ
て
描
い
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
ラ
デ
ィ
ゲ
が
、
同
じ
一
つ
の
眼
に
よ
る
に
拘
ら
ず
、
少
年
の
作
品
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ラ
ク
ロ

は
よ
り
成
熟
し
た
作
品
で
、
そ
の
意
味
に
於
て
は
、
「
ド
ル
ジ
ェ
ル
伯
の
舞
踏
会
」
を
昔
に
、
「
危
険
な

関
係
」
を
よ
り
近
代
の
作
品
に
見
た
て
て
も
差
支
へ
が
な
い
程
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
ラ
デ
ィ
ゲ
の
窓
か
ら
は
、
ま
だ
肉
体
の
人
間
関
係
が
閉
ざ
さ
れ
て
を
り
、
彼
の
エ
ス
プ
リ
、
彼

の
眼
は
、
た
だ
思
慕
や
姦
淫
の
念
と
そ
の
裏
側
の
カ
ラ
ク
リ
を
め
ぐ
る
人
間
戯
楽
の
図
絵
を
突
き
と
め
得

た
に
す
ぎ
な
い
。
ラ
デ
ィ
ゲ
に
も D

iable au corps 

と
い
ふ
十
何
歳
か
の
作
品
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

魔
の
宿
る
肉
体
は
幻
想
的
な
自
涜
的
肉
体
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
肉
体
に
よ
つ
て
始
ま
る
愛
憎
、
精
神
、
真

に
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
人
間
関
係
は
全
く
描
か
れ
て
は
ゐ
な
い
。
そ
の
や
う
な
人
間
と
人
間
関
係
を
見
る
眼

の
成
熟
の
た
め
に
は
、
ラ
デ
ィ
ゲ
の
天
才
を
以
て
し
て
も
、
二
十
三
歳
の
年
齢
で
は
如
何
と
も
な
し
が
た

い
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ラ
ク
ロ
や
ラ
デ
ィ
ゲ
の
人
間
は
十
八
世
紀
で
も
な
く
二
十
世
紀
で
も
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
の
昔
か
ら
、
未

来
永
劫
に
至
る
人
間
で
、
ラ
ス
コ
リ
ニ
コ
フ
が
十
九
世
紀
乃
至
二
十
世
紀
に
し
か
生
息
し
得
な
い
で
あ
ら

う
こ
と
に
比
べ
て
、
現
世
的
な
活
力
は
謙
虚
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
人
間
的
実
在
は
一
つ
の
絶
対
を
道
破
し

て
ゐ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
思
想
は
、
そ
し
て
思
想
的
人
物
は
、
そ
の
思
想
に
よ
つ
て
最
も
強
力
な
現
世
的
実
在
で
あ
り
う
る
け
れ
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ど
も
、
又
、
思
想
の
故
に
よ
つ
て
老
い
、
亡
び
る
も
の
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
現
世
の
良
俗
と
直
接
取
引

が
行
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
。

　
ラ
ク
ロ
に
は
そ
の
序
文
に
現
れ
た
処
世
の
悩
み
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
作
品
に
は
、
現
世
の
良
俗
と
取
引

す
る
と
こ
ろ
は
一
つ
だ
に
な
い
。
然
し
、
法
院
長
夫
人
の
悲
劇
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
存
し
、
侯
爵
夫
人
も

子
爵
も
我
々
の
身
辺
に
又
我
々
自
身
に
実
在
し
、
可
憐
な
セ
シ
ル
・
ボ
ラ
ン
ヂ
ュ
は
常
に
か
く
の
如
く
我

々
の
身
辺
に
成
熟
し
つ
つ
あ
る
で
は
な
い
か
。

　
我
々
の
良
俗
の
根
拠
が
、
こ
の
事
実
に
眼
を
覆
ふ
て
、
そ
れ
が
健
全
で
あ
り
う
る
だ
ら
う
か
。

　
禁
忌
に
よ
る
現
実
の
畸
型
化
は
禁
忌
の
解
放
に
よ
つ
て
一
応
は
整
型
し
う
る
筈
で
あ
る
。
世
の
あ
ら
ゆ

る
セ
シ
ル
・
ボ
ラ
ン
ヂ
ュ
も
法
院
長
夫
人
も
、
学
窓
の
頃
か
ら
そ
の
師
と
共
に
か
か
る
一
書
を
ひ
も
と
か

れ
る
が
よ
い
。
そ
れ
に
よ
つ
て
堕
落
す
る
た
め
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
つ
て
自
ら
そ
の
魂
の
純
潔
を
深
く

せ
し
め
る
た
め
に
。
な
ぜ
な
ら
、
良
俗
が
如
何
に
眼
を
覆
ふ
に
し
て
も
、
そ
れ
が
人
間
の
姿
な
の
だ
か
ら
。

そ
れ
故
、
そ
れ
が
又
、
あ
な
た
自
身
の
姿
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。

　
こ
の
人
間
を
直
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
我
々
の
良
俗
を
培
ふ
こ
と
が
必
要
な
だ
け
だ
。
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