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本
書
を
手
に
と
っ
て
み
た
人
は
、
ま
ず
表
紙

に
目
を
奪
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
艶
や
か
な

花
々
に
縁
取
ら
れ
た
表
紙
中
央
に
は
台
湾
の
女

性
画
家
、
陳
進
の
「
花
を
持
つ
少
女
」（
一
九

四
七
年
）
と
い
う
絵
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ

の
絵
に
は
胸
を
張
り
、
し
っ
か
り
と
目
を
見
開

い
て
前
方
の
や
や
上
の
あ
た
り
を
見
つ
め
て
い

る
女
性
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
自
転
車
を
押

し
て
い
る
こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
そ
の
姿
は
ま

る
で
前
を
進
も
う
と
す
る
自
ら
の
意
志
を
体
全

体
で
表
現
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
わ
た

し
は
思
わ
ず
い
い
表
紙
だ
な
あ
と
見
入
っ
て
し

ま
っ
た
。

　

本
を
書
評
す
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
に

表
紙
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
こ
と
は
本
末
転

倒
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の

表
紙
は
、
本
書
の
内
容
と
本
書
に
託
し
た
執
筆

者
た
ち
の
思
い
を
象
徴
す
る
よ
う
に
わ
た
し
に

は
思
え
、
本
書
に
対
す
る
興
味
を
か
き
た
て
ら

れ
た
。

　

本
書
の
記
述
の
多
く
は
、
台
湾
人
研
究
者
が

執
筆
し
、
そ
れ
を
日
本
人
研
究
者
が
翻
訳
す
る

と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
が
、
本
書
の

執
筆
・
翻
訳
に
関
わ
っ
た
の
は
、
一
八
人
の
編

纂
委
員
と
七
一
人
の
執
筆
者
・
翻
訳
者
で
あ
る
。

こ
れ
だ
け
の
大
所
帯
を
ま
と
め
あ
げ
た
編
纂
委

員
会
の
力
に
敬
意
を
表
し
た
い
が
、
本
書
の
す

ば
ら
し
さ
は
、
何
と
い
っ
て
も
、「
入
門
」
と

い
う
に
ふ
さ
わ
し
い
本
と
す
る
た
め
に
、
編
纂

委
員
会
が
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
わ
た
し
自
身
は
日
本
女
性
史
を

研
究
し
て
お
り
、
台
湾
女
性
史
に
は
ま
っ
た
く

の
門
外
漢
で
あ
る
の
で
、
い
わ
ば
素
人
の
目
か

ら
本
書
に
ど
の
よ
う
な
工
夫
の
跡
を
見
い
だ
し

た
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ま
ず
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

　

本
書
は
以
下
の
九
章
か
ら
成
り
立
っ
て
お

り
、
実
に
幅
広
い
領
域
の
テ
ー
マ
が
取
り
あ
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

Ⅰ　

婚
姻
・
家
庭

Ⅱ　

教
育

Ⅲ　

女
性
運
動

Ⅳ　

労
働

Ⅴ　

身
体

Ⅵ　

文
芸

Ⅶ　

政
治
・
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー

Ⅷ　

信
仰

Ⅸ　

原
住
民

　

こ
れ
ら
の
章
タ
イ
ト
ル
を
一
瞥
し
た
だ
け

で
、
女
性
史
と
し
て
論
ず
べ
き
内
容
が
網
羅
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
論
じ
ら
れ
て
い

る
時
代
は
、
主
に
一
九
世
紀
後
半
か
ら
現
代
に
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名
な
ど
も
地
図
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
こ

の
よ
う
な
点
に
も
入
門
書
と
し
て
の
本
書
の
配

慮
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
本
書
は
台
湾
女
性
史
に
関
す

る
基
礎
知
識
を
与
え
て
く
れ
る
本
で
あ
り
、
ま

さ
に
入
門
書
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ

る
。
わ
た
し
は
本
書
か
ら
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
知

見
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
台
湾
女
性

史
に
関
す
る
は
じ
め
て
の
入
門
書
が
、
こ
の
よ

う
な
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
心
か
ら
喜

ん
で
い
る
。

　

し
か
し
正
直
に
告
白
す
れ
ば
、
台
湾
女
性
史

の
門
外
漢
で
あ
る
わ
た
し
が
本
書
を
通
読
す
る

の
は
、な
か
な
か
骨
が
折
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
の
情
報
量
の
多
さ
に
圧

倒
さ
れ
て
、
知
識
が
断
片
化
さ
れ
て
し
ま
い
、

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
つ
い
て
の
歴
史
的
変
化
は

お
え
て
も
、
各
項
目
の
横
の
つ
な
が
り
、
す
な

わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
特
色
や
あ
る
時
代

に
生
き
た
女
性
の
姿
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
歴
史
の
叙
述
を
す
る
際
に
、
時
代

ご
と
に
す
る
か
、
テ
ー
マ
ご
と
に
す
る
か
と
い

う
問
題
は
悩
ま
し
い
問
題
で
あ
り
、
時
代
が
見

え
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
、
後
者
を
選
択
し
た

項
目
ご
と
に
あ
り
、
よ
り
詳
し
く
学
び
た
い
と

思
っ
た
と
き
に
、
ど
う
い
う
文
献
を
読
め
ば

い
い
の
か
、
日
本
語
・
中
国
語
文
献
が
両
方
紹

介
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
良
質
の
読
書
案
内
と

な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
各
章
の
お
わ
り
に
は
、
主
に
現
代
的

な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
「
コ
ラ
ム
」
欄
が
設
け
ら

れ
て
お
り
（
た
と
え
ば
Ⅰ
章
に
は
、
少
子
化
、
女

性
の
社
会
進
出
と
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
、
同
性
の
伴

侶
、
台
湾
の
Ｄ
Ｖ
防
止
法
の
特
色
、
と
い
う
項
目

が
あ
る
）、
各
項
目
が
一
～
二
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ

て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な「
コ
ラ
ム
」

欄
の
項
目
は
全
部
で
四
二
あ
る
が
、
わ
た
し
は

こ
れ
ら
を
読
む
こ
と
で
現
代
の
台
湾
社
会
を
よ

り
深
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
書
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現

代
へ
の
志
向
性
が
強
い
こ
と
、
過
去
と
現
代
と

の
つ
な
が
り
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
も
、
本
書

の
特
色
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
、
初
学
者
の
理
解
を
助
け

る
も
の
と
し
て
あ
り
が
た
か
っ
た
も
の
は
、
台

湾
の
行
政
区
画
図
や
地
形
図
、
台
湾
政
治
史
と

女
性
史
関
連
の
年
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
専
門
家
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
の
地

及
ん
で
い
る
。
ま
た
台
湾
の
複
雑
な
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
を
反
映
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
章
で
は
、
い

わ
ゆ
る
本
省
人
や
外
省
人
の
み
な
ら
ず
、
原
住

民
、
さ
ら
に
は
新
移
民
女
性
に
ま
で
、
目
配
り

の
利
い
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
章
は
八
～
一
二
の
項

目
、
全
体
で
い
え
ば
七
九
項
目
か
ら
構
成
さ
れ

て
お
り
、
こ
れ
ら
の
項
目
は
す
べ
て
見
開
き
二

ペ
ー
ジ
に
収
ま
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
が
コ
ン

パ
ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
一
例
を
挙
げ

れ
ば
、
Ⅰ
章
に
は
婚
姻
法
・
離
婚
法
と
い
う
項

目
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
清
末
台
湾
の
『
淡

新
檔
案
』
か
ら
二
〇
〇
二
年
の
民
法
親
属
編
の

改
正
ま
で
、
婚
姻
と
離
婚
に
関
す
る
法
が
通
時

代
的
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

入
門
書
と
い
う
と
、
つ
い
通
史
を
想
像
し
て

し
ま
う
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
テ
ー
マ
ご
と
に

叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
の
が
本
書
の
特
色
で
あ

り
、
読
者
の
興
味
に
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
テ
ー
マ
を
自
由
に
読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。し
か
も
そ
の
二
ペ
ー
ジ
の
中
に
、

写
真
や
図
表
な
ど
が
必
ず
挿
入
さ
れ
て
お
り
、

読
者
の
理
解
を
手
助
け
し
て
く
れ
る
の
で
、
実

に
読
み
や
す
か
っ
た
。
ま
た
「
研
究
案
内
」
も
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本
書
が
必
然
的
に
抱
え
込
ん
で
い
る
困
難
で
あ

る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
そ
れ
は
、
初
学
者
に
と
っ
て
は
困
っ

た
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
も
思
う
。
台
湾
は
、
一

七
世
紀
末
か
ら
現
代
ま
で
、
清
朝
へ
の
編
入
、

一
八
九
五
年
に
お
け
る
日
本
の
植
民
地
化
、
日

本
の
敗
戦
を
契
機
と
し
た
中
華
民
国
へ
の
復
帰

と
一
九
四
九
年
の
国
民
党
政
権
の
成
立
、
そ
し

て
一
九
八
七
年
の
戒
厳
令
の
解
除
、
と
政
治
的

に
大
き
な
変
動
を
経
験
し
て
い
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
い
て
女
性
た
ち

が
お
か
れ
て
い
た
状
況
に
は
大
き
な
違
い
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
時
代
ご
と
の
把
握
と

い
う
も
の
も
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。「
台
湾
人
女
性
」
の
実
体
は
時
代
に
よ
っ

て
異
な
り
、
一
様
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
が
本

書
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
な
お

さ
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
把
握
と
い

う
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
本
書
で
は
、
そ
れ
は
な
か
な
か
困
難
な

営
み
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
統
治
下
に
お
い
て
台
湾
の

女
性
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
状
況
を
生
き
て
い
た

の
か
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
と

思
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
で
本
書
は
構

成
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
、教
育
、女
性
運
動
、

労
働
、
政
治
と
い
っ
た
個
々
の
テ
ー
マ
に
お
い

て
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
読
者
は
自
力
で
統

合
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ

は
な
か
な
か
初
学
者
に
は
で
き
な
い
こ
と
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
現
代
の
台
湾
に
お
け
る
国
会

議
員
の
女
性
比
率
の
高
さ
や
女
性
裁
判
官
の
多

さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
現
実

が
生
じ
た
要
因
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
、

あ
る
い
は
本
書
で
記
述
さ
れ
て
い
る
ど
の
テ
ー

マ
と
結
び
つ
け
て
と
ら
え
た
ら
い
い
の
か
、
考

え
あ
ぐ
ね
て
し
ま
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、

難
し
い
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
も
、
も
う

一
工
夫
で
き
な
か
っ
た
の
か
と
、
つ
い
思
っ
て

し
ま
っ
た
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
感
じ
た
こ
と
は
、
教
育
や

労
働
、
政
治
な
ど
に
関
し
て
、
も
う
少
し
男
性

と
の
対
比
に
お
い
て
女
性
の
お
か
れ
て
い
た
状

況
が
叙
述
し
て
あ
れ
ば
、
よ
り
理
解
が
深
ま
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
書

を
通
し
て
わ
た
し
は
、
台
湾
人
女
性
の
状
況

を
考
察
す
る
に
際
し
て
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
二
重
の
規
定
要
因
を
考
慮

30

に
入
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
改

め
て
感
じ
た
。
と
す
る
な
ら
ば
、
台
湾
人
女
性

が
お
か
れ
て
い
る
複
雑
な
状
況
を
解
き
ほ
ぐ
し

て
理
解
し
て
い
く
た
め
に
は
、対
称
軸
と
し
て
、

男
性
の
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠

で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

随
分
と
気
ま
ま
な
言
葉
を
書
き
連
ね
て
し

ま
っ
た
が
、
こ
こ
で
述
べ
た
こ
と
は
、
限
ら
れ

た
字
数
で
入
門
書
を
ま
と
め
る
と
い
う
本
書
の

課
題
を
超
え
た
、
な
い
も
の
ね
だ
り
で
あ
る
と

の
誹
り
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は

承
知
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
は
本
書

を
良
質
の
入
門
書
で
あ
る
と
感
じ
た
の
で
、
つ

い
思
う
ま
ま
に
無
理
な
こ
と
も
述
べ
て
し
ま
っ

た
。
書
評
と
い
う
も
の
が
今
後
の
新
た
な
研
究

を
生
み
出
す
た
め
の
批
判
的
作
業
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
鑑
み
て
、
本
書
の
執
筆
者
た
ち
の
寛

恕
を
願
う
次
第
で
あ
る
。　

　
（
こ
や
ま
・
し
ず
こ　

京
都
大
学
）
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