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勢
い
の
あ
る
本
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
著
者
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
で

ふ
れ
あ
っ
た
人
物
に
つ
い
て
、
綿
密
な
調
在
過
程
で
見
つ
け
た
史
料
に

も
と
づ
き
、
あ
る
い
は
感
じ
た
感
覚
を
活
か
し
な
が
ら
、
満
蒙
と
日
本

人
の
関
係
を
わ
か
り
や
す
く
、
か
つ
熱
く
語
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
つ

か
り
と
し
た
史
料
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
外
務
省
記
録
の

隅
々
ま
で
見
て
、
そ
こ
か
ら
と
て
も
含
意
の
あ
る
フ
レ
ー
ズ
や
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
引
き
出
し
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
た
と
え
ば
郭
松
齢
事
件

の
際
の
郭
の
心
境
な
ど
は
興
味
深
い
(
-
五
六
頁
）
。

著
者
の
視
点
は
、
満
蒙
を
め
ぐ
る
日
本
の
政
策
決
定
過
程
や
展
開
を

正
面
か
ら
扱
う
の
で
は
な
く
、
満
蒙
と
い
う
現
場
の
最
前
線
で
行
動
し

た
人
々
の
姿
を
見
つ
め
る
こ
と
で
、
そ
の
場
が
持
っ
て
い
た
引
力
を
見

出
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
満
蒙
と
は
日
本
に
と
っ
て
何
で
あ
っ
た
か
を
考

書
評
と
紹
介

櫻

井

良

樹

北
野
剛
著

『
満
蒙
を
め
ぐ
る
人
び
と
』

え
各
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
扱
う
時
期
は
、
日
露
戦
争
か
ら
満

洲
事
変
に
至
る
約
二
五
年
間
で
あ
り
、
事
変
後
に
満
洲
国
と
し
て
満
蒙

が
実
休
化
し
た
時
期
も
触
れ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
中
心
で
は
な
い
。
ま

た
本
書
は
日
本
の
満
蒙
政
策
を
正
面
か
ら
論
じ
て
は
い
な
い
が
、
し
つ

か
り
と
し
た
満
蒙
と
日
本
と
の
関
係
史
に
な
っ
て
い
る
。

著
者
は
「
満
蒙
」
を
、
―

-
0
世
紀
の
東
ア
ジ
ア
国
際
環
境
と
日
本
の

大
陸
政
策
上
の
都
合
か
ら
生
ま
れ
た
地
域
概
念
と
述
べ
て
い
る
(
-
三

貞
）
よ
う
に
、
著
者
の
思
い
入
れ
は
、
実
体
化
以
前
の
満
蒙
に
あ
る
。

本
書
に
よ
る
と
、
こ
の
満
蒙
と
い
う
概
念
は
、
陸
軍
経
理
部
長
の
辻
村

楠
造
が
初
め
て
唱
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
辻
村
は
、
日
本
は
日
露

戦
後
に
ロ
シ
ア
か
ら
引
き
つ
い
だ
大
連
の
都
市
計
画
を
実
現
さ
せ
る
だ

け
で
な
く
、
満
洲
お
よ
び
モ
ン
ゴ
ル
の
地
下
資
源
に
着
日
し
、
そ
の
開

発
を
め
ざ
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
に
は
、
満
蒙
が
総
力
戦
体
制
を
作

る
上
で
重
要
な
生
命
線
に
将
来
な
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
と
い

う
。
本
書
で
は
、
辻
村
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
日
本
人
た
ち
が
、
ど
の

よ
う
な
未
来
構
想
を
持
ち
、
い
か
に
満
蒙
に
か
か
わ
っ
た
の
か
、
そ
し

て
実
際
に
何
を
な
し
た
の
か
を
、
時
代
順
に
扱
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば

辻
村
と
同
様
に
、
日
露
戦
後
に
北
満
洲
の
農
業
や
経
済
活
動
の
可
能
性

に
注
目
し
た
人
物
が
、
ノ
ン
キ
ャ
リ
ア
外
交
官
の
川
上
俊
彦
で
あ
っ

た
。
彼
の
構
想
は
、
極
東
ロ
シ
ア
と
日
本
を
結
び
つ
け
る
と
い
う
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
は
実
体
化
し
な
か
っ
た
が
、
一
部
は
一
九
二

五
年
の
日
ソ
国
交
回
復
後
に
実
現
さ
れ
た
。
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本
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
石
光
貞
清
、
辻
村
楠
造
、
相

生
由
太
郎
、
川
上
俊
彦
、
字
都
宮
太
郎
、
薄
益
―

4

^

、
伊
達
順
之
助
、
駒

井
徳
三
、
守
田
福
松
、
笠
木
良
明
の
十
人
で
あ
る
。
軍
人
・
大
陵
浪
人
・

外
交
官
・
実
業
家
・
官
僚
・
医
師
・
息
想
家
な
ど
と
分
類
す
る
こ
と
も

で
合
る
が
、
分
類
し
に
く
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
越
境
し
て
い
る
人
物

も
多
い
。
こ
の
卜
人
だ
け
で
な
く
、
似
た
よ
う
な
人
物
も
触
れ
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
大
連
商
業
会
議
所
会
頭
と
な
っ
た
相
牛
の
と
こ
ろ
で

は
、
ア
ヘ
ン
の
商
売
で
成
功
し
同
様
に
会
頭
と
な
っ
た
石
本
鎮
太
郎
が

登
場
す
る
。
ま
た
片
谷
伝
造
と
い
う
「
実
業
家
」
か
「
大
陸
浪
人
」
な

の
か
が
曖
昧
な
不
息
議
な
人
物
も
登
場
す
る
。
日
本
本
上
に
納
ま
ら

ず
、
ま
た
既
成
の
社
会
的
通
念
を
超
え
て
活
動
し
て
い
た
の
が
、
満
蒙

と
い
う
場
で
活
躍
し
た
日
本
人
の
特
長
で
も
あ
る
。

た
と
え
ば
薄
益
三
と
伊
達
順
之
助
は
、
満
蒙
を
舞
台
に
縦
横
無
尽
の

活
躍
を
し
た
人
物
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
薄
は
、
馬

賊
を
名
乗
っ
た
大
陸
浪
人
で
、
満
蒙
独
立
を
画
策
し
て
実
際
に
戦
っ
た

民
間
人
。
伊
達
も
同
様
で
、
彼
は
大
正
後
半
の
大
陸
雄
飛
の
ロ
マ
ン

（
満
蒙
ロ
マ
ン
）
に
そ
ま
っ
て
日
本
を
飛
び
出
し
た
人
で
あ
っ
た
（
『
タ

日
と
拳
銃
』
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
）
。
馬
賊
と
な
っ
て
活
躍
し
た
と
い
う

話
は
、
何
か
西
部
劇
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
、
そ
れ
は
少
年
雑
誌
を
通

じ
て
拡
散
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
描
か
れ
て
い
る
が
、

本
書
で
貴
重
な
の
は
、
そ
の
「
ビ
ー
ロ
ー
」
の
実
態
を
し
つ
か
り
と
描

い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
薄
の
活
動
は
、
日
本
の
民
間
人
に
よ
る
さ
ま

ざ
ま
な
満
蒙
独
立
画
策
の
一
部
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
最
後
に
は
活
動
に

見
切
り
を
つ
け
農
牧
と
い
う
経
済
活
動
に
転
換
し
て
い
く
（
し
か
し
成

功
は
し
な
い
）
。
伊
達
に
つ
い
て
は
、
御
用
馬
賊
に
な
る
べ
く
し
て
な
っ

た
姿
が
描
か
れ
る
。

も
う
―
つ
の
特
長
は
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
の
多
く
が
、
敗

北
者
で
あ
る
点
だ
ろ
う
た
と
え
ば
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る

石
光
真
清
は
、
陸
軍
の
エ
リ
ー
ト
軍
人
の
コ
ー
ス
か
ら
下
り
て
、
満
蒙

に
お
け
る
諜
報
活
動
に
白
分
の
牛
命
を
か
け
て
従
事
し
た
人
物
で
あ
る

が
、
そ
の
牛
活
は
苫
難
に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
。
落
ち
こ
ぼ
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
：
国

[r渉
の
衝
撃
を
受
け
て
、
ロ
シ
ア
と
の
対
決
と
い
う

日
本
の
姿
を
休
現
し
て
、
ロ
シ
ア
に
語
学
留
学
し
、
満
洲
に
入
り
馬
賊

と
連
絡
を
取
る
こ
と
に
成
功
し
、
ハ
ル
ピ
ン
で
写
真
館
を
開
き
諜
報
網

を
作
り
卜
げ
た
人
物
で
あ
っ
た
。
著
者
は
、
自
分
の
姿
を
あ
り
の
ま
ま

記
し
て
い
る
と
評
価
す
る
石
光
の
手
記
の
中
か
ら
、
「
清
純
で
あ
っ
た

1

-

＾
卜
四
歳
の
私
の
魂
は
悲
痛
な
叫
び
で
私
自
身
の
決
意
を
促
し
た
の
で

あ
る
」
「
私
は
後
悔
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
引
用
し
て

い
る
（
―
-
三
頁
）
。
こ
の
言
葉
は
、
彼
と
日
本
の
そ
の
後
の
姿
を
知
っ
て

い
る
私
た
ち
に
は
、
い
っ
そ
う
悲
劇
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
参
謀
本
部
第
一
一
部
長
と
し
て
辛
亥
革
命
時
に
満
蒙
工
作
を

進
め
た
宇
都
宮
太
郎
（
後
に
朝
鮮
軍
司
令
官
）
や
、
満
洲
国
の
国
務
院

総
務
庁
長
官
と
な
っ
た
駒
井
徳
三
は
、
客
観
的
に
は
成
功
し
た
部
類
の

人
物
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
を
果
た
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せ
な
か
っ
た
挫
折
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
駒
井
は
、
満
鉄
で
の
事

業
経
営
の
最
前
線
で
活
躍
し
名
を
あ
げ
た
人
物
で
あ
る
（
，
満
洲
産
の
大

豆
に
注
目
し
た
り
、
モ
ン
ゴ
ル
羊
の
品
種
改
良
を
手
が
け
た
り
し
て
い

る
（
一

1
-
L
ハ
貞
の
「
公
、
干
嶺
試
験
場
の
羊
」
の
写
真
は
、
さ
り
げ
な
く

掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
き
っ
と
め
ず
ら
し
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
）
。
第
一

次
世
界
大
戦
後
、
満
蒙
開
発
が
進
展
し
、
国
策
上
で
も
満
蒙
へ
の
関
心

が
高
ま
っ
て
い
っ
た
時
期
に
、
満
蒙
経
営
で
奮
闘
す
る
彼
は
、
｀
国
策
」

と
結
び
つ
く
い
っ
ぽ
う
で
、
日
本
本
国
の
政
策
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
窮
藤
の
背
景
を
著
者
は
、
幣
原
外
交
に
は
戸
拓
殖
」
が

欠
け
て
い
た
、
玩
外
交
」
の
た
め
に
「
拓
殖
」
に
抑
制
的
で
あ
っ
た
と
記

す
(
-
四

0
貞
）
。
そ
し
て
満
洲
国
建
国
後
は
、
一
時
的
に
は
中
心
的
位

置
に
立
つ
が
（
総
務
長
官
）
、
日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
官
僚
た
ち
に
反
感

を
持
ち
、
や
が
て
挫
折
し
一
九
：
．
4:
年
に
日
本
に
引
ぎ
あ
げ
た
と
。

本
書
の
第
三
の
特
長
は
、
敗
北
者
と
い
う
と
こ
ろ
に
通
じ
る
と
こ
ろ

で
も
あ
る
の
だ
が
、
国
家
政
策
の
展
開
の
観
点
よ
り
も
現
地
満
蒙
で
附

闘
努
力
す
る
人
々
の
努
力
を
評
価
し
、
そ
の
努
力
と
中
央
か
ら
の
政
策

と
の
間
の
ズ
レ
や
矛
盾
に
注

H
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
駒
井
を
描
い
た

と
こ
ろ
ロ
ニ
九
頁
）
や
、
大
連
港
の
埠
頭
業
務
刷
新
を
ま
か
さ
れ
、

そ
れ
を
成
し
遂
げ
た
相
生
の
と
こ
ろ
で
、
「
会
議
室
で
決
ま
っ
た
こ
と

が
そ
の
ま
ま
実
行
さ
れ
る
な
ら
ば
誰
も
苦
労
し
な
い
」
ぶ
た
際
に
そ
れ

を
実
行
す
る
の
は
人
間
で
あ
る
」
「
結
局
は
個
人
の
オ
覚
と
努
力
に
行

き
着
く
」
と
述
べ
る
（
四
九
頁
）
。
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
い
ち
早
く
田
家

方
針
へ
対
応
す
る
過
敏
さ
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
出
先
の
最
先

端
に
立
つ
苫
労
と
日
本
本
国
へ
の
依
存
性
を
見
出
す
（
五
九
頁
）
。
自
分

の
理
想
を
支
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
国
に
よ
る
支
え
が
必
要
な
の
だ

が
、
国
は
現
地
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
し
、
容
赦
な
く
見
捨
て
る
の
で

あ
る
。最

後
の
二
つ
の
章
に
登
場
し
て
く
る
守
田
福
松
と
笠
木
良
明
は
、
と

も
に
現
地
で
中
国
什
民
と
の
親
善
関
係
の
構
築
に
努
力
し
た
人
物
で
あ

る
。
守
田
は
灰
師
と
し
て
多
く
の
中
国
人
と
関
係
を
持
ち
、
自
身
は
奉

大
居
留
民
会
長
と
な
っ
た
人
物
で
あ
り
、
笠
木
は
在
満
日
本
人
思
想
団

休
・
人
雄
峰
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
王
道
に
も
と
づ
く
民
族
協
和
運
動

を
進
め
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
理
想
実
現
は
難
し
く
、
笠

木
の
理
想
論
は
、
急
速
な
日
本
の
膨
張
に
追
い
つ
け
ず
取
り
残
さ
れ
て

し
ま
う
二
七
じ
頁
）
。
満
洲
か
ら
去
っ
た
笠
木
の
そ
の
後
は
、
ひ
た
す

ら
慰
霊
に
意
を
注
ぐ
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
笠
木
の
姿
は
、
近

代
日
本
の
歩
み
の
実
態
を
示
し
て
い
る
と
著
者
は
結
ん
で
い
る
。
満
洲

事
変
に
よ
っ
て
、
初
め
て
満
蒙
が
し
っ
か
り
と
実
体
化
し
た
が
、
そ
れ

は
、
そ
れ
ま
で
満
蒙
に
思
い
を
か
け
て
働
い
て
い
た
人
々
の
イ
メ
ー
ジ

し
た
も
の
と
は
異
な
っ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

さ
て
本
書
は
研
究
書
で
は
な
い
の
で
、
細
か
い
点
に
つ
い
て
批
評
す

る
よ
り
も
、
感
想
的
な
紹
介
を
す
る
方
が
有
益
な
の
だ
が
、
最
後
に
少

し
問
題
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
著
者

は
、
本
書
で
満
蒙
と
い
う
場
で
活
動
し
た
人
物
の
姿
を
、
余
す
と
こ
ろ
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本
書
は
古
代
の
十
木
技
術
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
著
者

が
、
主
に
古
墳
時
代
か
ら
奈
良
時
代
の
土
木
技
術
に
つ
い
て
ま
と
め
た

青

木

敬

著

『
土
木
技
術
の
古
代
史
』

石

橋

宏

な
く
描
い
た
。
そ
の
際
に
彼
ら
の
勝
手
な
思
い
入
れ
が
も
た
ら
し
た
マ

イ
ナ
ス
面
も
描
い
て
い
る
の
だ
が
、
彼
ら
の
持
つ
マ
ー
ジ
ナ
ル
性
や
敗

北
者
的
側
面
に
よ
っ
て
、
悲
劇
の
主
人
公
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ

う
な
感
じ
が
す
る
（
誤
読
で
あ
れ
ば
御
寛
恕
を
乞
う
）
。
こ
れ
は
満
蒙
が

「
無
人
の
荒
野
」
で
あ
れ
ば
、
ま
た
別
な
の
だ
が
、
日
本
が
条
約
上
有
し

て
い
た
満
蒙
権
益
を
越
境
し
て
い
こ
う
と
す
る
動
き
や
、
そ
れ
を
誘
発

す
る
満
蒙
の
持
つ
引
力
（
イ
メ
ー
ジ
）
と
い
う
も
の
が
、
満
洲
国
に
収

敏
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
点
で
、
彼
ら
の
思
い
は
、

あ
る
程
度
実
現
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
四
六
判
、
一
八
四
頁
、
彩
流
杜
、
二

0
一
六
年
五
月
刊
、
定
価
一
八
〇

0
円
＋
税
）

著
作
で
あ
る
。
一
般
向
け
の
著
書
の
た
め
、
平
易
な
表
現
を
使
用
し
て

い
る
が
、
古
墳
時
代
か
ら
の
上
木
技
術
の
推
移
と
そ
の
技
術
が
も
と
め

ら
れ
た
社
会
背
景
、
上
木
技
術
の
系
譜
を
東
ア
ジ
ア
ま
で
見
渡
し
て
追

求
し
た
高
度
な
内
容
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
厳
密
に
区
分
で
き
る
も
の

で
は
な
い
が
、
展
學
院
大
学
在
藉
時
に
古
墳
の
調
査
と
観
察
を
基
に
古

墳
築
造
技
術
の
地
域
性
に
言
及
し
た
学
位
申
請
論
文
了
古
墳
築
造
の
研

究
』
（
六
一
書
一
房
、
—
'
1
0
0
1—一
年
）
を
発
展
さ
せ
た
内
容
と
、
そ
の
後
の

奈
良
文
化
財
研
究
所
で
の
終
木
期
古
墳
、
宮
都
や
古
代
寺
院
の
発
掘
調

査
、
海
外
で
の
調
査
経
験
を
踏
ま
え
て
公
表
し
た
成
果
を
通
時
的
、
体

系
的
に
粒
坪
し
た
も
の
で
、
本
書
は
現
段
階
で
の
著
者
の
到
達
点
と
捉

え
ら
れ
る
。

筆
者
が
考
え
る
本
書
の
特
徴
は
、
著
者
が
古
墳
や
古
代
寺
院
な
ど
の

発
掘
調
杏
に
お
い
て
、
十
の
特
性
を
理
解
し
、
そ
の
土
が
ど
の
よ
う
に
、

ど
の
場
所
に
、
ど
の
順
番
で
積
ま
れ
る
の
か
、
版
築
に
盛
り
込
ま
れ
る

小
礫
に
ま
で
気
を
配
っ
て
技
術
体
系
を
復
元
し
、
そ
の
類
例
を
丹
念
に

調
べ
、
東
ア
ジ
ア
を
視
野
に
入
れ
て
技
術
系
譜
と
社
会
背
景
に
言
及
す

る
点
に
あ
る
。
発
掘
調
査
で
抱
い
た
疑
問
が
ど
の
よ
う
に
解
消
さ
れ
、

そ
れ
が
土
木
技
術
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
、
そ
の

解
き
明
か
し
て
ゆ
く
過
程
は
臨
場
感
に
溢
れ
て
お
り
、
説
者
も
一
気
に

読
み
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
書
は
、
以
下
の
し
つ
の
章
構
成
か
ら
な
っ
て
い
る
。

土
木
技
術
と
古
代
史
ー
プ
ロ
ロ
ー
グ


