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こ
ん
な
に
立
派
な
本
が
出
来
た
の
で
す
か
ら
、
私
の
序
文
な
ど
必
要
が
な
い
訣
で
す
。
た
ゞ
、
著
者
へ
の

親
し
み
が
、
何
か
言
は
せ
ず
に
措
か
な
い
の
で
す
。

か
ぐ
ら
と
言
ふ
語
の
解
釈
は
、
西
角
井
さ
ん
に
も
出
来
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
が
、
猶
少
し
ば
か
り
申
し
添

へ
て
置
い
た
方
が
、
便
利
か
と
思
ひ
ま
す
。
普
通
世
間
の
人
が
言
う
て
ゐ
る
解
釈
は
、
私
た
ち
を
刺
戟
し

ま
せ
ん
か
ら
、
こ
ゝ
に
並
べ
る
事
を
止
め
ま
す
。
端
的
に
言
ふ
と
、
日
本
の
神
座
に
移
動
的
な
も
の
が
あ

つ
て
、
其
が
一
つ
、
有
力
な
も
の
で
あ
つ
た
事
を
見
せ
て
ゐ
る
の
だ
と
思
ひ
ま
す
。

此
語
の
意
義
は
平
凡
で
す
。
音
韻
変
化
を
持
つ
て
来
る
事
は
不
自
然
に
な
り
ま
す
か
ら
控
へ
ま
す
が
、
結

局
、
か
ぐ
ら
は 

神  

座 

カ
ム
ク
ラ

と
い
ふ
熟
語
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
か
む
く
ら
が
か
ぐ
ら
と
な
る
の
は
自
然
の
事
で
す
。

し
か
し
、
ど
の
神
座
で
も
か
ぐ
ら
と
言
う
た
の
で
は
な
く
、
或
種
類
の
神
座
を
、
専
ら
か
ぐ
ら
と
言
う
て

ゐ
た
の
で
す
。
若
、
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
其
ら
の
人
達
の
持
つ
て
ゐ
た
も
の
が
有
力
に
な
つ
て
、
其
人
ら

の
持
つ
て
ゐ
る
も
の
ば
か
り
を
言
ふ
様
に
な
つ
た
の
で
せ
う
。
其
に
は
、
条
件
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

旅
を
し
て
、
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
移
動
し
て
歩
く
神
座
に
対
し
て
、
世
間
の
人
が
、
其
ら
の
人
の
語
を
認
め

て
、
か
ぐ
ら
と
言
う
た
訣
で
す
。

さ
て
、
其
か
む
く
ら
な
る
も
の
は
何
か
と
言
ふ
と
、
神
体
を
入
れ
る
容
物
で
す
。
し
か
し
、
其
な
ら
何
で
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も
神
座
で
あ
つ
た
様
で
す
が
、
少
く
と
も
私
ど
も
の
考
へ
で
は
、
単
に
神
体
が
入
れ
て
あ
る
だ
け
で
は
い

け
な
い
の
で
、
其
が
祠
ホ
コ
ラで
あ
り
、
宮
殿
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
神
座
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
。

つ
ま
り
、
荷
物
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
　
　
も
つ
と
詳
し
く
言
ふ
と
、
旅
行
中
に
荷
物
の
中
か
ら
神
体
を

と
り
出
し
て
、
其
を
臨
時
に
据
ゑ
て
拝
ま
せ
る
と
い
ふ
様
な
も
の
で
は
な
い
　
　
の
で
、
持
つ
て
歩
く
も

の
其
も
の
が
神
座
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。

更
に
言
ひ
換
へ
れ
ば
、
呪
術
を
行
ふ
も
の
が
漂
泊
し
て
、
彼
方
此
方

ア
チ
ラ
コ
チ
ラ
で
神
体
を
と
り
出
し
て
自
分
達
の
宗

教
的
威
力
を
発
揮
す
る
其
で
は
な
く
、
練
つ
て
歩
き
な
が
ら
神
を
人
に
示
す
と
い
ふ
行
き
方
が
、
ま
う
一

つ
あ
つ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。
即
、
神
を
隠
し
て
あ
る
の
と
、
露
出
し
て
あ
る
　
　
帳
ト
バ
リも
な

い
と
い
ふ
事
で
は
な
い
　
　
の
と
、
二
通
り
あ
つ
た
事
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
す
。

私
は
、
其
後
、
方
言
の
採
集
を
怠
つ
て
を
り
ま
す
の
で
力
強
い
こ
と
は
申
さ
れ
な
い
の
で
す
が
、
名
古
屋

附
近
及
び
信
州
の
上
田
附
近
で
は
、
代
神
楽
の
獅
子
の
這
入
つ
て
ゐ
る
箱
を
ば
か
ぐ
ら
と
申
し
て
ゐ
ま
す
。

此
は
一
例
で
す
が
、
少
く
と
も
、
獅
子
頭
が
旅
行
す
る
に
は
、
其
が
露
出
し
て
ゐ
る
必
要
が
あ
つ
た
の
で

す
。
で
な
け
れ
ば
、
精
霊
を
退
散
さ
せ
る
威
力
が
発
揮
出
来
な
か
つ
た
の
で
す
。

此
獅
子
頭
の
這
入
つ
て
ゐ
る
も
の
を
箱
と
言
ひ
ま
し
た
が
、
正
確
に
箱
で
は
な
く
、
実
は
荷
物
に
な
つ
て

ゐ
る
の
で
す
。
其
の
一
番
適
切
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
の
が
吉
田
天
王
（
豊
橋
市
）
の
絵
巻
物
で
、
此
を
見
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ま
す
と
、
殆
、
頭
に
か
ぶ
つ
て
ゐ
る
と
見
え
る
ほ
ど
の
低
さ
で
、
頭
上
に
獅
子
の
這
入
つ
た
箱
を
一
本
の

棒
で
捧
げ
た
人
が
ゐ
る
の
で
す
。

で
、
名
古
屋
と
上
田
と
で
は
心
細
い
の
で
す
が
、
ほ
ゞ
方
言
の
運
搬
さ
れ
た
径
路
は
想
像
さ
れ
ま
す
。
北

信
と
尾
張
平
野
と
を
つ
な
ぐ
路
線
を
採
訪
し
て
見
れ
ば
、
最
違
つ
た
意
味
に
於
て
か
ぐ
ら
の
意
味
が
見
出

せ
ま
せ
う
。
先
、
第
一
条
件
と
し
て
、
獅
子
頭
が
箱
に
入
れ
て
あ
る
事
で
す
。
獅
子
頭
が
か
ぐ
ら
其
も
の

だ
と
は
思
ひ
ま
せ
ん
が
、
其
が
這
入
つ
て
ゐ
る
も
の
を
か
ぐ
ら
と
い
ふ
の
は
、
即
、
次
の
推
理
を
齎
し
ま

す
。

何
故
獅
子
の
様
な
猛
獣
が
、
昔
か
ら
日
本
の
祭
礼
、
或
は
村
の
式
日
に
出
て
く
る
の
か
、
此
点
を
考
へ
て

見
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「
信
西
古
楽
図
」
を
見
ま
す
と
、
私
共
が
従
来
も
つ
て
を
つ
た

或
想
像
が
適
切
な
形
で
胸
に
再
現
し
て
来
る
の
で
す
。
曳
か
れ
な
が
ら
練
つ
て
歩
く
獅
子
及
び
豹
の
類
の

猛
獣
の
あ
つ
た
事
で
す
。

一
体
日
本
人
は
、
今
ま
で
の
私
達
の
学
問
で
は
到
底
理
会
し
得
な
い
ほ
ど
、
大
陸
の
猛
獣
の
名
を
知
り
過

ぎ
て
ゐ
ま
す
。
獅
子
は
も
と
よ
り
、
象
の
字
を
あ
て
ゝ
ゐ
る
き
さ
、
或
は
、
陰
陽
道
と
の
交
渉
を
ど
の
点

ま
で
切
り
離
せ
る
か
訣
り
ま
せ
ん
が
、
豹
を
中
つ
神
と
言
ひ
、
殊
に
は
、
態
々
「
韓カラ
国
の
虎
と
ふ
神
」
な

ど
言
ひ
な
が
ら
、
古
代
か
ら
其
を
知
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。
勿
論
、
其
中
に
は
、
現
実
に
日
本
の
土
地
に
渡
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来
し
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
概
し
て
は
、
空
想
味
を
多
く
含
ん
で
ゐ
ま
す
。

ど
う
し
て
、
か
う
い
ふ
も
の
を
知
つ
て
ゐ
た
か
、
其
は
、
か
う
い
ふ
も
の
が
来
る
と
信
じ
て
ゐ
た
か
ら
な

の
で
す
。
此
が
我
々
の
知
ら
な
い
間
に
、
只
今
あ
ち
こ
ち
に
あ
る
虎
踊
り
の
様
な
も
の
を
残
す
元
と
な
つ

た
の
で
、
虎
に
仮
装
し
た
も
の
を
中
心
と
し
た
行
列
な
ど
も
行
は
れ
て
ゐ
た
事
と
思
は
れ
ま
す
。
率
直
に

申
す
と
、
其
が
極
め
て
古
い
と
こ
ろ
に
も
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
考
へ
な
の
で
す
。

此
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
私
ど
も
の
常
に
持
つ
て
ゐ
る
仮
定
の
一
つ
、 

海 

彼 

岸 

ウ
ミ
ノ
カ
ナ
タ
の
賓
客
が
此
土
を
来
訪

し
て
、
災
厄
を
未
然
に
祓
ひ
退
け
て
行
つ
て
く
れ
る
と
い
ふ
信
仰
の
分
化
し
た
、
一
方
面
に
過
ぎ
な
い
の

で
す
。
が
、
又
、
其
獅
子
が
、
一
面
で
は
、
仏
典
の
上
の
高
貴
な
譬
喩
と
し
て
の
獅
子
、
或
は
菩
薩
の
乗

り
物
の
獅
子
な
ど
を
観
念
に
と
り
込
む
事
に
よ
つ
て
、
益
、
向
上
し
て
行
つ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
其
と

共
に
一
方
、
獅
子
に
対
す
る
知
識
を
僅
か
し
か
持
つ
て
ゐ
な
い
、
或
は
段
々
と
頭
の
中
の
形
を
崩
し
て
行

つ
た
地
方
の
人
々
に
と
つ
て
は
、
何
う
し
て
も
、
書
物
以
外
の
獅
子
が
結
び
つ
い
て
、
そ
こ
に
、
神
と
精

霊
と
の
対
立
す
る
も
の
と
い
ふ
考
へ
に
錯
倒
　
　
其
は
常
に
あ
り
過
ぎ
る
ほ
ど
の
　
　
を
起
し
、
駆
逐
せ

ら
れ
る
側
の
猛
獣
と
し
て
、
獅
子
な
る
猛
獣
が
、
更
に
一
級
上
の
霊
物
に
対
抗
す
る
形
す
ら
考
へ
て
来
た

の
で
す
。
だ
か
ら
、
日
本
の
側
か
ら
獅
子
の
知
識
に
割
り
込
ん
だ
も
の
は
、
す
べ
て
農
村
の
邪
魔
も
の
で

し
た
。
か
の
し
ゝ
・
ゐ
の
し
ゝ
、
い
づ
れ
も
農
村
の
害
物
で
す
。
此
考
へ
か
ら
さ
う
い
ふ
も
の
ゝ
全
体
、
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或
は
一
部
分
に
扮
装
し
て
祭
り
に
参
加
す
る
様
に
も
な
つ
た
訣
で
す
。

か
う
い
ふ
風
に
言
ふ
の
は
、
実
は
、
逆
な
言
ひ
方
で
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
に
か
く
、
農
村
の
祭
り

に
は
、
一
方
明
ら
か
に
田
苑
を
荒
す
猛
獣
が
来
服
す
る
形
を
示
す
芸
能
が
行
は
れ
て
ゐ
た
の
で
、
此
、
攻

め
る
も
の
と
服
す
る
も
の
と
の
名
が
、
一
つ
語
の
し
ゝ
で
暗
合
し
て
ゐ
る
事
に
、
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
ぬ

結
合
を
完
全
に
し
た
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
獅
子
舞
を
観
て
も
、
全
然
獅
子
を
邪
霊
と
見
な
し
た
も

の
も
な
し
、
又
、
完
全
に
村
落
家
屋
を
祝
福
す
る
も
の
と
言
ひ
切
る
事
も
出
来
な
い
有
様
で
す
。

獅
子
に
関
し
て
話
が
長
引
き
ま
し
た
が
、
村
ご
と
家
ご
と
、
殊
に
一
町
内
ご
と
に
一
つ
づ
ゝ
獅
子
頭
を
持

つ
て
ゐ
る
事
の
本
意
で
な
い
事
を
申
し
添
へ
て
置
き
ま
せ
う
。
必
、
元
は
、
週
期
的
或
は
突
発
的
に
来
り

過
ぐ
る
獅
子
が
あ
つ
て
、
其
を
、
そ
の
村
専
有
の
も
の
に
し
よ
う
と
企
て
た
事
か
ら
、
か
う
し
た
形
が
出

来
た
の
だ
と
思
は
れ
ま
す
。

獅
子
に
す
ら
い
ろ
〳
〵
な
獅
子
が
あ
る
様
に
、
獅
子
以
外
の
動
物
も
、
き
つ
と
度
々
通
り
過
ぎ
た
事
で
せ

う
が
、
其
が
段
々
獅
子
に
傾
い
て
行
く
理
由
が
、
必
、
あ
つ
た
に
違
ひ
あ
り
ま
せ
ん
。

か
や
う
に
、
来
訪
す
る
も
の
が
、
神
の
形
か
ら
動
物
の
形
に
至
る
ま
で
、
幾
種
類
あ
つ
た
か
知
れ
ぬ
と
同

時
に
、
そ
の
姿
、
そ
の
行
列
、
そ
の
装
飾
の
末
々
に
至
る
ま
で
千
差
万
別
で
あ
つ
た
事
が
考
へ
ら
れ
ま
す
。

必
し
も
獅
子
と
は
限
ら
な
い
の
で
す
が
、
さ
う
し
た
霊
物
が
も
の
に
容
れ
ら
れ
て
運
ば
れ
て
行
く
。
其
を
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往
き
過
ぎ
る
邑
落
の
人
々
が
拝
す
る
事
が
出
来
る
様
に
な
つ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
た
輿
・
車
の
類
の
一
種
に
、

か
ぐ
ら
と
特
別
に
呼
ば
れ
る
様
に
な
つ
た
も
の
が
あ
つ
た
と
思
ふ
の
で
す
。

次
に
、
さ
う
し
た
神
の
旅
行
が
段
々
意
義
を
変
化
し
て
、
邪
悪
を
誘
導
す
る
も
の
と
い
ふ
風
に
感
じ
ら
れ

て
来
た
の
で
す
が
、
此
が
進
ん
で
、
禊
ぎ
の
式
を
施
し
て
通
つ
て
行
く
神
、
或
は
神
人
の
姿
に
な
つ
た
の

で
、
其
次
に
起
つ
て
来
た
の
が
代
参
の
形
で
す
。
私
た
ち
の
考
へ
て
ゐ
る
代
神
楽
・
太
々
神
楽
と
い
ふ
語

は
、
簡
単
な
様
で
、
猶
幾
様
か
の
用
語
例
を
考
へ
る
事
が
出
来
る
の
で
す
が
、
か
う
し
た
代
参
の
意
味
も

含
ん
で
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
の
で
す
。
即
、
過
ぎ
行
く
村
の
人
々
に
禊
ぎ
せ
し
め
、
其
を
一
括
し
て
運
び
出

す
訣
で
す
。
だ
か
ら
、
此
西
角
井
さ
ん
の
書
物
に
多
く
類
例
が
見
出
さ
れ
る
筈
の
神
楽
と
祓
へ
と
の
関
係

が
生
じ
て
来
る
の
で
す
。

祓
へ
と
禊
ぎ
と
は
、
区
別
あ
る
語
と
考
へ
ら
れ
な
が
ら
、
既
に
古
く
、
日
本
の
神
道
が
神
学
を
持
つ
た
時

代
に
は
、
一
つ
事
の
様
に
、
或
は
、
僅
か
に
開
き
の
あ
る
事
を
想
像
し
な
が
ら
遣
は
れ
て
ゐ
た
の
で
す
。

一
括
し
て
携
へ
行
く
と
い
ふ
形
は
、
実
は
禊
ぎ
に
あ
る
の
で
、
其
で
同
じ
様
な
場
合
に
、
此
二
つ
の
語
を

遣
つ
た
訣
で
す
。
又
、
此
書
物
に
見
出
さ
れ
る
様
に
、
神
楽
と
禊
祓
と
が
密
接
な
理
由
も
、
か
う
い
ふ
処

に
根
元
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
ど
も
に
は
、
何
う
考
へ
て
も
、
譬
へ
ば
、
三
河
の
花
祭
り
に
於
け
る
神
楽
の
断
片
が
、
ゆ
ま
は
り
・
き
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よ
ま
は
り
の
合
理
的
解
釈
な
る
、
生
ま
れ
清
ま
り
に
あ
る
と
す
る
様
な
系
統
の
考
へ
方
は
、
神
楽
そ
の
も

の
に
と
つ
て
は
第
二
次
の
変
化
だ
と
思
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
即
、
禊
祓
に
よ
つ
て
復
活
す
る

と
観
ら
る
ゝ
様
な
方
法
を
言
ふ
の
で
す
。
何
と
言
う
て
も
、
最
初
は
、
鎮
魂
舞
踊
を
意
味
す
る
神
遊
び
の

一
種
で
あ
つ
た
事
を
忘
れ
る
事
は
出
来
ま
せ
ん
。
私
の
古
く
か
ら
の
想
像
を
も
つ
て
す
れ
ば
、
か
ぐ
ら
は

多
く
の
神
遊
び
の
中
、
恐
ら
く
八
幡
系
統
の
神
遊
び
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事
に
な
つ
て
ゐ
ま
す
。
其
が
、
前

に
申
し
た
神
座
に
の
せ
ら
れ
て
、
西
国
か
ら
東
へ
上
つ
て
来
る
途
中
の
行
装
を
も
つ
て
名
づ
け
る
様
に
な

つ
た
名
称
だ
、
と
考
へ
て
ゐ
る
の
で
す
。
謂
は
ゞ
、
特
殊
な 

神  

座 

カ
ム
ク
ラ

を
曳
き
、
或
は
舁
い
て
鎮
魂
法
を
施

し
て
行
く
神
人
の
す
る
舞
踊
を
意
味
し
た
ほ
ど
、
そ
れ
ほ
ど
目
立
つ
た
神
座
を
た
づ
さ
へ
て
ゐ
た
の
に
相

違
な
い
と
思
ふ
の
で
す
。
た
ゞ
、
私
ど
も
に
は
、
其
神
座
に
乗
つ
た
神
体
が
、
果
し
て
獅
子
頭
で
あ
つ
た

や
ら
、
ど
う
や
ら
と
い
ふ
決
定
が
出
来
な
い
の
で
す
。

神
霊
を
運
ぶ
容
物
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
大
体
分
類
す
る
と
、
首
に
懸
け
る
も
の
、
頭
に
の
せ
る
も

の
、
背
に
背
負
ふ
も
の
、
或
は
、
手
に
持
つ
も
の
な
ど
、
一
荷
に
し
て
担
ぐ
も
の
、
躰
に
つ
け
た
場
合
と
、

輿
の
様
に
舁
く
も
の
、
一
人
で
捧
げ
る
　
　
淡
島
願
人
が
つ
い
て
歩
い
た
棒
の
さ
き
に
祠
の
つ
い
た
形
に

も
な
つ
た
　
　
も
の
、
車
に
つ
け
て
曳
く
も
の
等
が
主
な
る
も
の
で
、
其
中
特
に
人
の
目
に
つ
い
た
も
の

は
、
意
味
は
多
少
違
ふ
が
、
鉾
・
山
・
屋
台
の
形
で
あ
つ
て
、
い
づ
れ
も
其
中
に
神
体
が
は
ひ
つ
て
ゐ
る

9



の
で
す
が
、
前
に
言
う
た
の
は
、
神
体
が
こ
ゝ
に
あ
る
と
い
ふ
事
を
皆
に
示
し
て
拝
ま
せ
る
も
の
だ
つ
た

の
で
す
。
私
の
話
は
さ
う
い
ふ
事
を
言
ひ
た
か
つ
た
の
で
す
が
、
話
が
ご
ち
や
〳
〵
に
な
つ
て
、
よ
く
徹

底
し
な
か
つ
た
の
は
遺
憾
で
す
。
こ
の
遺
憾
の
筋
を
お
感
じ
下
さ
る
方
々
の
為
に
、
此
本
が
あ
る
訣
な
の

で
す
。
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。

入
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れ
ま
し
た
。
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力
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テ
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