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本
書
は
著
者
の
岸
本
美
緒
さ
ん
が
一
九
九
〇
年
代
以
来
講
座
物
や
特

集
な
ど
の
依
頼
に
よ
り
比
較
的
広
範
な
読
者
層
に
向
け
て
著
し
て
き
た

文
章
の
う
ち
時
代
区
分
論
と
風
俗
論
を
中
心
に
ま
と
め
た
も
の
で
、
市

場
論
と
暴
力
論
を
中
心
と
す
る
も
う
一
つ
の
論
集
『
地
域
社
会
論
再
考

明
清
史
論
集
2
』
と
対
を
な
し
て
い
る
。

　

本
書
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
「
相
対
的
に
肩
の
凝
ら
な
い
文
章
を
集
め
」

（
三
一
〇
頁
）
た
も
の
だ
と
い
う
が
、
な
か
な
か
ど
う
し
て
、
そ
こ
に
収

め
ら
れ
た
諸
論
考
は
「
昼
寝
の
友
と
し
て
気
楽
に
読
」
め
る
ど
こ
ろ
か
、

ま
た
「
睡
眠
導
入
の
お
役
に
立
つ
」
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ま
で
の
眠
気
も

一
発
で
醒
め
、
威
儀
を
正
し
て
読
み
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
は
な
は

だ
刺
激
的
な
内
容
を
備
え
て
い
る
。
著
者
の
近
年
の
歴
史
観
が
凝
縮
さ

れ
た
価
値
あ
る
一
冊
と
い
え
よ
う
。

　

本
書
は
三
編
一
一
章
か
ら
な
る
。
慣
例
に
し
た
が
っ
て
本
書
の
目
次

中
国
の
風
俗
と
時
代
観
か
ら
世
界
史
を
語
る
書

山
本　

英
史

Book Review

四六判　322頁
研文出版［2940円］

を
以
下
に
掲
げ
る
。

Ⅰ･

歴
史
変
動
と
時
代
区
分

時
代
区
分
論
／
時
代
区
分
論
の
現
在
／
風
俗
と
時
代
観
／
現
代
歴
史

学
と
「
伝
統
社
会
」
形
成
論
／
一
八
世
紀
の
中
国
と
世
界

Ⅱ･

身
分
と
風
俗

明
清
時
代
の
身
分
感
覚
／
名
刺
の
効
用
―
―
明
清
時
代
に
お
け
る
士

大
夫
の
交
際
／
「
老
爺
」
と
「
相
公
」
―
―
呼
称
か
ら
み
た
地
方
社

会
の
階
層
感
覚

Ⅲ･

歴
史
の
な
か
の
風

歴
史
の
な
か
の
「
風
」
／China-centered･approach?

／
ア
ジ

ア
か
ら
の
諸
視
角
―
「
交
錯
」
と
「
対
話
」

　

ひ
と
え
に
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
こ
の
う
ち
い
く
つ
か
の
論
考
を
恣
意

的
に
選
ん
で
紹
介
す
る
。
ま
ず
Ⅰ
の
《
時
代
区
分
論
》
は
一
九
七
〇

岸
本
美
緒
著

風
俗
と
時
代
観

明
清
史
論
集
１
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年
前
後
に
刊
行
さ
れ
た
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史
』
の
後
を
受
け
て

一
九
九
〇
年
代
後
半
に
続
刊
さ
れ
た
新
講
座
に
執
筆
し
た
も
の
で
、
前

講
座
の
基
底
に
あ
っ
た
「
世
界
史
の
基
本
法
則
」
的
時
代
区
分
論
に
代

わ
る
新
た
な
方
法
論
の
模
索
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。《
時
代
区
分

論
の
現
在
》
は
近
二
〇
年
に
お
け
る
歴
史
学
の
潮
流
の
大
き
な
変
化
を

説
い
て
い
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
従
来
の
時
代
区
分
論
が
社
会
と
い
う
も

の
を
あ
る
種
の
整
合
的
構
造
を
備
え
た
実
態
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
は

段
階
を
踏
ま
え
て
発
展
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
展
は
共
通
の
物
差

し
で
計
れ
る
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し
て
い
た
こ
と
の
問
題
性
を
指
摘

す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
本
質
論
的
な
枠
組
み
の
妥
当
性
が
疑
問

視
さ
れ
て
い
る
現
在
、「
未
来
は
、
必
然
的
な
発
展
の
結
果
と
し
て
予

測
可
能
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
選
択
の
問
題
と
し
て

あ
る
」
の
で
あ
り
、「
そ
れ
と
表
裏
し
て
、
歴
史
も
、
必
然
的
な
方
向

性
に
そ
っ
た
発
展
過
程
と
い
う
よ
り
は
、
状
況
に
応
じ
た
人
々
の
試
行

錯
誤
の
蓄
積
と
見
な
さ
れ
る
」
た
め
、「
探
究
す
べ
き
問
題
は
、
ア
プ

リ
オ
リ
に
想
定
さ
れ
た
「
発
展
」
の
指
標
や
論
理
を
対
象
社
会
の
な
か

に
見
つ
け
だ
し
て
ゆ
く
こ
と
で
は
な
く
、
人
々
の
具
体
的
な
行
動
の
理

解
そ
の
も
の
」（
二
三
頁
）
だ
と
主
張
す
る
。
加
え
て
近
年
の
時
代
区
分

論
で
は
、
一
国
史
的
な
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
「
世

界
史
」
を
最
初
か
ら
一
体
の
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
も
な
く
、「
さ

ま
ざ
ま
な
地
域
が
ぶ
つ
か
り
合
う
と
こ
ろ
に
生
み
出
さ
れ
る
共
通
の
リ

ズ
ム
の
な
か
」（
四
六
頁
）
に
そ
の
基
礎
を
置
こ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る

と
い
う
。
総
じ
て
著
者
自
身
は
そ
う
し
た
新
し
い
傾
向
の
な
か
で
中
国

史
を
考
え
、
一
六
―
一
八
世
紀
の
変
動
の
背
景
に
は
銀
の
大
量
流
入
に

伴
う
交
易
の
活
発
化
と
社
会
の
流
動
化
、
そ
し
て
政
治
秩
序
再
編
の
動

き
と
い
う
、
絶
対
主
義
や
幕
藩
制
の
成
立
に
与
え
た
も
の
と
共
通
す
る

世
界
史
的
な
衝
撃
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
時
代
を
「
当
時
の
人
々
が

不
安
の
な
か
で
新
し
い
秩
序
を
模
索
し
た
時
代
」
と
い
う
意
味
で
「
近

世
」
と
位
置
づ
け
る
。
な
お
《
風
俗
と
時
代
観
》
で
は
先
に
提
案
し
た

当
時
の
「
人
々
の
具
体
的
な
行
動
の
理
解
」
の
実
践
と
し
て
、
顧
炎
武

ら
の
明
末
清
初
の
知
識
人
の
時
代
観
を
明
ら
か
に
す
る
。

　

Ⅱ
の
《
明
清
時
代
の
身
分
感
覚
》
は
、
服
装
・
乗
物
な
ど
の
可
視
的

シ
ン
ボ
ル
や
相
互
の
呼
称
、
交
際
の
あ
り
方
な
ど
の
具
体
的
風
俗
現
象

を
通
し
て
明
清
時
代
の
人
々
が
抱
く
社
会
的
上
下
感
覚
の
様
相
を
探
ろ

う
と
し
た
も
の
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
第
一
に
当
時
の
人
々
が

こ
う
し
た
服
装
を
感
知
し
呼
称
を
意
識
的
に
用
い
る
こ
と
で
彼
ら
の
階

層
感
覚
を
表
現
し
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
明
末
に
あ
っ
て
上
層
の
人
々

に
対
す
る
服
装
や
呼
称
が
濫
用
さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
ら
は
イ
ン
フ
レ
化

し
て
い
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。
ま
た
明
末
は
交
際
の
あ
り
方
と
し
て
擬

似
的
血
縁
関
係
を
伴
う
個
人
的
従
属
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ

れ
た
時
代
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
を
科
挙
受
験
で
生
じ
る
門
生
・
同
年
な

ど
の
関
係
、
名
刺
の
効
用
、「
賤
」
感
覚
の
意
識
変
化
な
ど
を
通
し
て
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説
明
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
あ
り
方
は
清
代
に
な
る
と
紳
士
の
威

信
の
低
下
、
武
官
の
地
位
の
上
昇
と
い
う
階
層
感
覚
の
変
化
、
お
よ
び

皇
帝
を
頂
点
と
す
る
一
元
的
な
秩
序
の
下
、
官
僚･

民
間
勢
力
の
私
権

化
を
排
す
る
政
策
の
な
か
で
大
き
く
変
わ
っ
た
と
い
う
。《
名
刺
の
効

用
》
は
明
中
期
か
ら
そ
の
形
態
に
変
化
が
現
れ
る
名
刺
が
士
大
夫
の
交

際
に
お
い
て
個
々
人
間
の
緊
密
な
関
係
を
作
り
上
げ
て
い
く
重
要
な
小

道
具
で
あ
っ
た
点
に
着
目
し
、
そ
の
華
美
化
や
自
称
の
複
雑
化
な
ど
は

当
時
の
人
々
の
社
会
変
動
へ
の
対
応
、
す
な
わ
ち
激
し
い
競
争
と
没
落

の
危
機
、
そ
れ
に
伴
う
不
安
感
の
な
か
で
権
勢
者
と
の
関
係
を
積
極
的

に
形
成
し
よ
う
と
す
る
投
機
的
な
側
面
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
見
る
。

《「
老
爺
」
と
「
相
公
」》
は
、
呼
称
の
問
題
に
特
化
し
て
地
域
住
民
に

よ
る
「
認
知
」
と
い
う
方
向
か
ら
郷
紳
権
力
の
成
り
立
ち
を
考
察
し
た

も
の
で
、
明
末
、
官
僚
・
紳
士
に
対
す
る
敬
称
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ

た
呼
称
は
権
勢
認
知
の
重
要
な
媒
体
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　

Ⅲ
の
《
歴
史
の
な
か
の
「
風
」》
は
、
明
清
時
代
の
知
識
人
に
と
っ

て
「
風
」
と
は
「
逆
ら
う
こ
と
の
で
き
な
い
力
を
も
ち
な
が
ら
し
か
と

は
目
に
見
え
ず
、
捉
え
ど
こ
ろ
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
た
し
か
に
存

在
す
る
と
感
じ
ら
れ
る
世
の
変
化
」（
二
六
六
頁
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
論

じ
た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。

　

か
ね
が
ね
感
じ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
著
者
の
研
究
に
は
二
つ
の

対
照
的
な
面
が
あ
る
よ
う
だ
。
一
つ
は
戦
後
日
本
の
歴
史
学
界
が
構
築

し
て
き
た
「
大
理
論
」
に
対
し
て
果
敢
に
挑
み
、
そ
の
問
題
点
を
尖
鋭

に
指
摘
し
な
が
ら
新
し
い
歴
史
像
を
堅
実
に
構
築
し
て
い
く
、
い
わ
ば

ハ
ー
ド
ボ
イ
ル
ド
的
論
調
を
基
調
と
す
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
多
彩
な

小
説
や
在
野
知
識
人
の
筆
記
を
通
し
て
従
来
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
か
っ

た
対
象
を
取
り
上
げ
、
当
時
の
人
々
の
選
択
と
か
感
覚
と
か
と
い
う
、

こ
れ
ま
た
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
視
角
か
ら
当
時
の
リ
ア
ル

な
社
会
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
温
雅
な
論
調
を
基
調
と
す
る

も
の
で
、
こ
れ
ら
は
著
者
の
研
究
の
両
輪
を
な
し
て
い
る
。
本
書
で
い

え
ば
前
者
は
Ⅰ
の
と
り
わ
け
時
代
区
分
論
に
お
い
て
集
中
的
に
展
開
さ

れ
、
後
者
は
Ⅱ
の
風
俗
論
に
お
い
て
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
本

書
は
い
わ
ば
そ
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
下
、
本
書
を

通
読
し
て
感
じ
た
こ
と
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
お
く
。

　

第
一
は
著
者
の
「
近
世
」
以
外
の
時
代
に
抱
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。

著
者
の
「
近
世
」
観
に
つ
い
て
は
す
で
に
専
著
も
あ
り
、
本
書
で
も
明

快
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、「
近
世
」
以
外
の
時
代
観
に
つ
い
て

は
さ
ほ
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
広
い
意
味
で
世
界
史
的
時
代
区
分
が

可
能
と
い
う
著
者
な
れ
ば
こ
そ
、
他
の
時
代
に
つ
い
て
の
言
及
を
求
め

て
も
あ
な
が
ち
“
望
蜀
”
と
は
い
え
ま
い
。
と
り
わ
け
従
来
注
目
を
浴

び
て
き
た
唐
宋
変
革
期
と
は
ど
ん
な
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
世
界
の
な

か
で
い
か
な
る
共
時
性
を
持
つ
も
の
な
の
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
著
者

の
口
か
ら
ぜ
ひ
語
っ
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
る
。



25　　中国の風俗と時代観から世界史を語る書

　

第
二
は
著
者
の
中
国
の
一
六
―
一
八
世
紀
を
研
究
対
象
と
す
る
目
的

の
あ
り
方
で
あ
る
。
本
書
で
は
そ
れ
を
「
究
極
的
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

社
会
の
個
性
的
な
あ
り
方
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
視
野
を
広
げ
、
不
確
実
な
未
来
に
向
け
て
の
構
想
力
の
ヒ

ン
ト
を
得
る
こ
と
に
あ
る
」（
二
五
頁
）
と
し
、「
彼
ら
が
不
安
の
な
か

で
模
索
し
た
課
題
―
―
人
間
に
と
っ
て
あ
る
べ
き
秩
序
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
秩
序
と
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
―
―

は
、
時
空
を
超
え
た
普
遍
的
な
課
題
と
し
て
私
の
心
を
直
接
に
摑
む
。

そ
の
意
味
で
は
、
私
が
こ
の
時
代
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
興
味
は
、「
同

時
代
的
」
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
」（
三
一
頁
）
と
述
べ
る
。

こ
の
「
同
時
代
的
興
味
」
と
い
う
表
現
は
本
書
の
随
所
に
見
ら
れ
、
著

者
の
研
究
目
的
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
目
的
を
突
き

詰
め
れ
ば
、
そ
の
対
象
が
な
ぜ
中
国
な
の
か
、
な
ぜ
明
清
時
代
で
な
く

て
は
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
相
対
化
す
る
気
が
す
る
。
そ
の
点

で
は
戦
前
の
認
識
に
対
す
る
反
省
か
ら
中
国
社
会
停
滞
論
批
判
を
め
ざ

し
た
戦
後
日
本
の
明
清
史
研
究
が
、
た
と
い
そ
れ
が
観
念
的･

向
目
的

的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
日
本
人
で
あ
る
我
々
が
他
国
の
、
し
か
も
特
定

の
時
代
を
研
究
す
る
意
義
を
明
白
に
し
て
い
た
の
と
は
対
照
的
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
か
。

　

第
三
は
清
代
が
果
た
し
て
著
者
の
イ
メ
ー
ジ
す
る
よ
う
な
紳
士
の
威

信
の
低
下
と
そ
れ
に
対
す
る
武
官
の
台
頭
、
さ
ら
に
皇
帝
を
頂
点
と
す

る
一
元
的
な
秩
序
再
編
化
の
時
代
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

清
朝
が
中
国
を
統
治
し
た
約
二
七
〇
年
間
を
三
分
す
れ
ば
、
そ
の
第
一

期
に
当
た
る
雍
正
期
ま
で
は
清
朝
が
中
国
支
配
の
確
立
を
め
ざ
す
、
い

わ
ば
過
渡
期
で
あ
り
、
そ
の
点
で
在
地
社
会
も
ま
た
集
権
的
な
王
朝
の

原
則
的
統
制
を
免
れ
な
か
っ
た
と
い
う
条
件
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
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か
。
問
題
は
そ
の
支
配
が
確
立･

安
定
し
た
第
二
期
の
乾
隆
期
に
そ
れ

が
ど
う
な
る
か
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
紳
士
は
第
一
期
に
見
ら
れ

た
一
時
的
な
戒
厳
状
況
に
耐
え
て
再
び
威
信
を
恢
復
し
、
王
朝
体
制
の

な
か
に
取
り
込
ま
れ
つ
つ
も
そ
の
後
な
お
し
た
た
か
に
地
域
に
固
有
の

伝
統
権
力
を
維
持
し
て
い
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
。
紳
士
の
在
地
社
会
で

の
態
様
を
活
写
し
た
代
表
的
な
小
説
『
儒
林
外
史
』
が
こ
の
時
期
に
刊

行
さ
れ
た
の
も
こ
れ
と
無
縁
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

最
後
は
「
風
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
《
歴
史
の
な
か
の
「
風
」》

に
お
い
て
「
漢
字
文
化
圏
に
住
む
我
々
は
﹁
風
﹂
と
い
う
比
喩
の
も

つ
感
覚
を
中
国
の
人
々
と
あ
る
程
度
共
有
で
き
る
の
か
も
知
れ
な
い
」

（
二
六
七
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
以
前
、
そ
の
場
の
状
況
を
理
解
で
き
な

い
日
本
の
若
者
を
Ｋ
Ｙ
―
―
空
気
（
風
？
）
が
読
め
な
い
―
―
と
揶
揄

し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
点
で
は
著
者
の
言
う
こ
と
に
も
一
理
あ

る
。
問
題
は
共
有
で
き
る
範
囲
が
漢
字
文
化
圏
に
止
ま
る
か
否
か
と

い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、思
い
つ
く
ま
ま
に
感
想
を
述
べ
た
。
実
証
研
究
と
い
う
「
地
」

に
足
を
し
っ
か
り
と
つ
け
た
上
で
現
代
歴
史
学
が
抱
え
る
多
く
の
難
問

に
対
し
真
摯
に
そ
の
解
決
を
求
め
る
著
者
の
姿
勢
は
い
つ
も
な
が
ら
敬

服
に
値
す
る
。本
書
は
ゆ
め
寝
そ
べ
っ
て
読
む
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

（
や
ま
も
と
・
え
い
し　

慶
應
義
塾
大
学
）

日
中
対
照
言
語
学
会
第
28
回
大
会
の
ご
案
内

▼
日
時
：
12
月
9
日
（
日
）
9
時
00
分
～
17
時
30
分
▼
会
場
：
大
阪
産
業

大
学
梅
田
サ
テ
ラ
イ
ト
（
JR
大
阪
駅
南
口
下
車
、
阪
神
百
貨
店
右
の
通

り
を
直
進
、
徒
歩
５
分
、
大
阪
駅
前
第
三
ビ
ル
19
階
。
大
阪
市
北
区
梅
田

1-1-3･･

☎06-6442-5522

）
▼
参
加
費
：
１
０
０
０
円
（
会
員
、
非
会

員
共
通
）
▼
研
究
発
表
：
郭
芳
菲
「
中
国
語
の
“
对
面
”“
旁
边
”“
周
围
”

“
周
边
”
の
用
い
方
及
び
日
本
語
訳
の
特
徴
」、
孫
樹
喬
「
日
中
対
訳
に
お

け
る
意
志
表
現
の「
ス
ル
」の
対
訳
形
式
の
選
択
」、古
賀
悠
太
郎「「
視
点
」

研
究
に
お
け
る
二
人
称
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
―「
や
る
/
く
れ
る
」，「
行

く
/
来
る
」，“
去
/
来
”
を
例
に
―
」、
李
慧
「
条
件
接
続
表
現
に
お
け

る
日
中
対
照
研
究
―
―
「
た
ら
」「
な
ら
」
に
対
応
す
る
中
国
語
表
現
を

中
心
に
」、
邱
麗
君
「“
这
/
那
”
の
指
示
機
能
虚
化
か
ら
見
た
中
日
指
示

詞
の
非
対
応
」、
長
野
由
季
「
日
本
語
助
数
詞
「
枚
」
と
関
連
し
て
い
る

中
国
語
量
詞
“
张
”“
片
”“
面
”“
块
”
に
お
け
る
認
知
分
析
」、
藤
田
昌

志「
日
本
語
と
中
国
語
の
誤
用
例
研
究
」、王
慶「
選
択
解
釈
と
疑
問
解
釈
」、

高
橋
弥
守
彦「
日
中
対
照
関
係
か
ら
見
る
中
国
語
の
使
役
表
現
に
つ
い
て
」


