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一
冊
の
本
を
著
者
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
内
容
、
図
版
で
構
成

す
る
。
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

　
学
術
的
な
内
容
を
も
つ
本
で
あ
れ
ば
、
当
該
分
野
の
長

期
に
亘
る
研
究
成
果
の
積
み
重
ね
を
ま
っ
た
く
は
無
視
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
普
通
不
可
能
に
近
い
。
し
か
し
、

本
書
は
徹
底
し
た
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
に
貫
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
も
既
存
の
研
究
成
果
に
対
し
て
多
く
の
書
き
直
し
や

再
考
を
迫
っ
た
内
容
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
著
者
自
身
の
著

作
・
論
文
に
お
い
て
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
内
容
で
あ
る

が
、
著
者
自
身
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
。
加

え
て
使
用
さ
れ
る
写
真
や
図
版
ま
で
も
著
者
に
よ
る
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
の
ほ
か
も
共
同
執
筆
者
の
浅
野
伸
子

氏
ら
限
定
さ
れ
た
方
々
に
よ
る
。
ま
た
、
一
見
す
る
と
ヴ

ィ
ジ
ュ
ア
ル
で
易
し
い
内
容
に
思
え
る
が
、
熟
読
す
る
と

日
本
の
建
築
を
深
く
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
必
要
な

事
柄
を
、
そ
れ
も
決
し
て
他
書
で
は
示
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
て
、
や
や
専
門
的
に
関
心
を
も
つ
読
者

を
も
満
足
さ
せ
る
。
さ
ら
に
は
著
者
が
長
い
研
究
の
道
の

り
の
中
で
も
未
だ
明
ら
か
に
し
え
て
い
な
い
、
し
か
し
重

要
だ
と
考
え
て
い
る
課
題
に
つ
い
て
公
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
本
書
は
「
日
本
建
築
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
テ
キ
ス
ト
」
と
い

う
、
日
本
人
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
建
築
を
知
り
た
い
と

考
え
る
外
国
人
が
読
む
こ
と
を
前
提
に
編
ま
れ
た
シ
リ
ー

ズ
の
中
の
一
冊
で
あ
る
。
全
体
は
「
江
戸
時
代
の
城
と
城

下
町
」
と
「
日
本
各
地
の
城
」
の
二
章
か
ら
な
る
。
章
の

タ
イ
ト
ル
で
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の
本
で
は
中
世
以
前
の

城
は
扱
っ
て
い
な
い
。「
江
戸
時
代
の
城
と
城
下
町
」
で

は
、
姫
路
城
、
金
沢
城
、
福
井
城
、
熊
本
城
、
上
田
城
と

い
っ
た
、
著
者
が
復
元
や
整
備
に
深
く
関
わ
っ
て
き
て
熟

知
し
た
城
の
具
体
例
を
も
と
に
、
城
や
城
下
町
の
構
成
や

構
造
・
意
匠
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、「
日

本
各
地
の
城
」
は
日
本
全
国
の
城
の
写
真
に
よ
る
紹
介
で

あ
る
。
文
章
に
よ
る
詳
細
な
説
明
は
な
い
が
、
著
者
や
浅

野
氏
等
の
撮
影
さ
れ
た
写
真
は
個
々
の
城
の
見
る
べ
き

「
価
値
」
を
示
し
て
い
て
、
ど
の
城
を
訪
ね
よ
う
か
、
城

の
ど
こ
を
見
る
か
を
考
え
る
際
に
役
立
つ
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

と
な
っ
て
い
る
。

　
内
容
を
具
体
的
に
み
よ
う
。「
05
菱
の
門
、
西
の
丸
」

の
「
西
の
丸
御
殿
」（
一
一
頁
）
は
、
江
戸
時
代
の
図
面

（
絵
図
）
に
関
す
る
著
者
の
研
究
成
果
に
よ
る
も
の
で
、

姫
路
城
を
描
く
中
根
家
所
蔵
の
図
面
「
中
根
図
」
を
検
討

し
て
い
る
。「
中
根
図
で
は
、
建
物
と
建
物
を
つ
な
ぐ
廊

下
が
、
直
角
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
玄
関
と
ほ
か
の

建
物
が
、
平
行
に
並
ん
で
い
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
元

の
図
面
が
、
台
紙
に
別
の
色
紙
で
作
っ
た
建
物
平
面
を
貼

り
付
け
て
作
ら
れ
て
い
た
貼
絵
図
（
94
頁
参
照
）
で
、
時

代
と
と
も
に
貼
っ
た
建
物
平
面
が
は
が
れ
、
貼
り
な
お
し

た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
原
図
を
、
建
築
が
専
門
で

な
い
人
が
書
き
写
し
て
、
こ
の
図
面
が
作
ら
れ
た
と
い
う

経
過
を
示
唆
し
て
い
ま
す
」
と
し
て
、
こ
の
絵
図
が
ど
の

よ
う
に
出
来
上
が
っ
た
図
で
あ
る
の
か
を
示
す
。
そ
の
上

で
、
同
じ
姫
路
城
を
描
く
他
の
図
面
と
比
較
検
討
を
し
た

の
が
、「
06
三
の
丸
の
御
居
城
（
西
屋
敷
）」（
一
三
頁
）

で
あ
る
。「
橋
本
政
次
氏
が
紹
介
さ
れ
た
絵
図
で
は
、
玄

関
は
「
と
ら
の
間
」
で
す
。「
と
ら
の
間
」
に
は
、
入
口

の
敷
台
が
付
属
し
て
い
ま
す
。
中
根
図
の
「
虎
之
御
間
」

に
は
、
敷
台
の
脇
に
二
階
建
て
の
部
分
が
増
築
さ
れ
て
い

て
、
入
り
口
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
橋
本
氏

の
絵
図
に
は
、
休
息
ノ
間
が
あ
り
ま
せ
ん
。
新
書
院
の
中

2017 年 7 月 24 日発行
市ケ谷出版社
B5 変形判　176 頁
定価　本体 2400 円＋税



─ 51 ─

の
間
取
り
が
違
い
数
寄
屋
（
茶
室
）
が
あ
り
ま
せ
ん
。
橋

本
氏
の
絵
図
の
ほ
う
が
、
古
い
時
代
の
様
子
を
示
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
。」
と
あ
っ
て
、
二
つ
の
図
が
示
す
御
殿

の
平
面
（
間
取
り
等
）
を
比
較
し
て
そ
の
時
代
に
よ
る
変

化
を
検
討
す
る
。
単
に
わ
か
っ
た
成
果
を
披
露
す
る
の
で

は
な
く
、
絵
図
と
い
う
史
料
を
読
み
解
く
こ
と
の
面
白
さ

を
示
し
な
が
ら
、
興
味
を
も
つ
読
者
を
研
究
と
い
う
次
の

ス
テ
ッ
プ
へ
誘
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
次
の
「
07
三
の
丸
の
向
屋
敷
」（
一
五
頁
）
で
は
、
こ

の
屋
敷
の
中
の
「
唐
笠
間
」
に
注
目
し
て
、
絵
図
に
は
描

か
れ
て
い
な
い
そ
の
建
物
の
構
造
（
こ
こ
で
は
デ
ザ
イ
ン
と

不
可
分
）
を
次
の
よ
う
に
推
定
し
て
い
る
。「
8
間
四
方

も
あ
る
大
き
な
部
屋
で
、
柱
は
真
ん
中
に
1
本
あ
る
だ
け

で
す
。
そ
の
柱
は
、
3
尺
角
。
構
造
を
推
理
す
る
と
、
傘

の
骨
に
当
た
る
登
り
梁
が
周
囲
か
ら
頂
点
に
向
か
っ
て
放

射
状
に
か
か
り
、
頂
点
を
ま
と
め
、
登
り
梁
の
真
ん
中
あ

た
り
を
、
中
央
の
太
い
柱
か
ら
斜
め
上
に
向
か
う
材
で
支

え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
傘
の
骨
の
よ
う

に
周
囲
に
は
支
え
る
柱
は
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。」
こ

の
よ
う
な
推
定
は
、
建
築
の
よ
う
な
三
次
元
の
構
造
物
を

考
え
る
と
き
に
は
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
、
デ
ザ
イ
ン
と

し
て
も
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
著
者
自
身
の

手
書
き
の
図
で
示
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
す
ぐ
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
。「
こ
の
部
屋
に

は
、
長
い
炉
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
使
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。」
と
。
唐
笠
間
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
章
の

わ
ず
か
五
行
上
で
「
く
つ
ろ
ぎ
、
遊
び
の
場
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
屋
敷
を
使
っ
た
時
の

記
録
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。」
と
記
し
て
い
る
。
く

つ
ろ
ぎ
の
場
に
あ
る
長
い
炉
の
使
用
例
は
、
比
較
的
容
易

に
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
か
ら
用
途
の
推
定

や
想
像
も
で
き
る
。
し
か
し
、「
屋
敷
を
使
っ
た
時
の
記

録
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
一
文
か
ら
は
、
確

た
る
史
料
に
基
づ
く
歴
史
的
考
察
の
重
視
が
う
か
が
え
る
。

推
定
も
重
要
で
あ
る
が
、
で
き
れ
ば
推
定
で
は
な
く
史
料

と
い
う
根
拠
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
の
根
拠
の

重
要
性
が
易
し
い
言
葉
で
語
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、「
記
録
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
」
は
、
研
究

状
況
の
現
在
地
を
明
確
に
し
て
研
究
と
し
て
は
決
し
て
完

結
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
今
後
に
期
待
す

る
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
振
り
返
れ
ば
『
日
本
住
宅
の

歴
史
』（
日
本
放
送
出
版
会
　
昭
和
四
七
年
）
に
お
い
て
、
著

者
は
日
本
住
宅
の
通
史
を
描
き
、
そ
の
「
あ
と
が
き
」
で

「
こ
の
本
は
私
が
こ
れ
か
ら
勉
強
し
よ
う
と
し
て
い
る
問

題
を
、
あ
ら
か
じ
め
公
開
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。」

と
述
べ
、
今
後
解
決
す
べ
き
問
題
を
「
公
開
」
し
て
い
た
。

本
書
に
お
い
て
う
か
が
え
る
の
も
同
じ
態
度
で
あ
る
。

　
著
者
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
研
究
成
果
に
基
づ
く
記
述
は
ほ

ぼ
全
編
に
わ
た
る
が
、
代
表
的
な
例
だ
け
で
も
、
床
（
の

間
）
や
違
棚
、
付
書
院
の
配
置
の
ル
ー
ル
（
書
院
造
の
座
敷

飾
の
定
型
配
置
）
を
記
し
た
「
55
城
内
の
御
殿
・
城
下
の

藩
士
の
屋
敷
―
1
（
書
院
造
）」（
一
一
一
頁
）
や
、
南
北

と
い
う
方
位
よ
り
も
道
路
側
で
あ
る
か
否
か
を
意
識
し
て

決
定
さ
れ
る
武
家
住
宅
の
平
面
に
つ
い
て
（
こ
れ
は
現
代

住
宅
に
お
い
て
何
も
考
え
る
こ
と
な
し
に
南
向
き
に
リ
ビ
ン
グ

を
配
置
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
批
判
す
る
こ
と
に
も
な
る
）
を

記
し
た
「
57
城
内
の
御
殿
・
城
下
の
藩
士
の
屋
敷
―
3
　

城
下
の
家
臣
た
ち
の
住
ま
い
」（
一
一
五
頁
）
等
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
こ
の
ほ
か
著
者
が
紹
介
す
る
、
実
現
し
て
い
れ

ば
ほ
ぼ
三
六
〇
度
の
展
望
を
可
能
に
し
た
で
あ
ろ
う
姫
路

城
天
守
最
上
階
の
窓
の
計
画
（「
38
城
の
構
成
―
5
　
姫
路

城
の
天
守
の
構
成
」
七
七
頁
）
や
上
田
城
の
心
柱
の
あ
る
櫓

の
報
告
（「
42
天
守
・
櫓
の
構
造
と
意
匠
―
4
」
八
五
頁
）
と

い
っ
た
興
味
深
い
事
実
は
、
目
に
つ
き
に
く
い
報
告
書
等

の
中
に
埋
も
れ
る
よ
う
に
記
さ
れ
た
内
容
で
、
著
者
に
よ

っ
て
丁
寧
に
発
掘
さ
れ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
と
も
い
え
る
。

　
説
明
に
用
い
ら
れ
た
著
者
手
書
き
の
図
に
は
「（
石
垣

の
）
上
面
全
体
が
糸
巻
状
に
な
っ
て
い
ま
す
。」（
五
一
頁
）

と
記
す
部
分
に
添
え
た
糸
巻
の
図
が
あ
る
。
外
国
人
向
け

の
本
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
意
外
に
糸
巻
が
わ
か

ら
な
い
日
本
の
若
い
世
代
に
向
け
て
描
い
た
図
の
よ
う
な

気
も
す
る
。

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
研
究
成
果
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
図
版
。
徹

底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　（
い
と
う
　
り
ゅ
う
い
ち
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