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田

繪

美

本
書
の
出
版
か
ら
や
や
時

が
經
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
と
は
い

え
本
書
の
試
み
は
今
後
の
靈
寶
經

究
に
お
い
て
重

で
あ
る
と

思
う
の
で
、
改
め
て
こ
の
本
に
つ
い
て
、
そ
の
お
お
よ
そ
の

容

と
若
干
の
疑
問
點
に
つ
い
て
、
私
の
分
か
る
範
圍
に
お
い
て
で
は

あ
る
が
、
記
し
て
お
き
た
い
。

靈
寶
經
に
つ
い
て
、

期
の
經
典
を
作

し
た

體
は
誰
で
あ

る
の
か
、

期
の
經
典
が

立
し
た
の
は
い
つ
頃
か
と
い
う
問
題

は
、
長
い

紛
々
と
し
て
き
た
點
で
あ
る
。

つ
と
に
一
九
四
九
年
、
陳
國
符
が
『

藏
源
流
考
』
に
お
い
て

言

し
て
以
降
、
後

末
の

士
葛
玄
、『
抱
朴
子
』
の

で

あ
る
葛
洪
、
そ
し
て
葛
巢

へ
と
つ
ら
な
る
「
葛
氏

」
グ
ル
ー

プ
が
靈
寶
經
を
作

し
た
と
す
る
の
が

で
あ
っ
た
（
陳
國
符

『

藏
源
流
考
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
四
年
。

版
は
上

中
華
書
局
、

一
九
四
九
年
）。
し
か
し
、
大
淵

爾
は
敦
煌
寫
本
の
中
か
ら

の

士

文

、

に
よ
る
『

門
論
』
と
擬
定
で
き
る
も
の
を
見
つ

け
、
そ
の
中
に
陸
修
靜
に
よ
る
「
靈
寶
經
目

」（
以
下
「
目

」）

の

容
が

さ
れ
て
い
る
こ
と
を

ら
か
に
し
た
（

O
n
k
u

L
in
g
-P
a
o
-C
h
in
g
,”
th
e
A
cta

A
siatica

2
7
,
T
h
e
T
o
h
o
G
a
k
k
a
i,
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T
o
k
y
o
,
1974

）。『
雲
笈
七
籤
』
に
陸
修
靜
の
「
靈
寶
經
目
序
」

（「
目
序
」）
が
收

さ
れ
て
お
り
、「
目

」
の
存
在
は
も
と
も
と

知
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、「
目

」
そ
の
も
の
は

存
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
大
淵
の
發
見
は
、
陸
修
靜
の
こ
ろ
に
存
在
し
て
い

た
早
期
の
靈
寶
經
を

ら
か
に
す
る
た
め
の
重

な
絲
口
と
な
っ

た
。こ

の
陸
修
靜
の
「
目

」
の
中
で
特
に
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、

そ
こ
に

さ
れ
る
靈
寶
經
が
、「
元
始
舊
經
紫
微
金
格
目
三
十

六

」（「
元
始
舊
經
」）
と
「
葛
仙
公

受
敎
戒
訣

行
業
新

經
」（「
仙
公
新
經
」）
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分

さ
れ
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
多
く
の

究

が
、
二
グ
ル
ー
プ
の
靈
寶
經
の
作

と

立
年
代
を

ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
た
と
え
ば

小
林
正
美
は
「
目

」

經
典
を
、
經
典
の

容
か
ら
新
た
に

二
分

し
、
葛
氏

に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
「
元
始
系
」
靈
寶
經
と
、

天
師

一
派
が
作

し
た
「
仙
公
系
」
靈
寶
經
と
が
存
在
す
る
と

し
た
（
小
林
正
美
『
六

敎
史

究
』、
創
文

、

社
、
一
九
九
〇
年
）。

ま
た
大
淵
は
「
目

」
に
お
い
て
、
各
經
典
に
「
已
出
」
か
「
未

出
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、「
元
始
舊
經
」
中
の

「
已
出
」
經
典
は
、
葛
巢

が

纂
し
た
と
さ
れ
る
「
舊
目
」
に

基
づ
い
て

定
し
た
經
典
、「
元
始
舊
經
」
の
「
未
出
」
經
典

び
「
仙
公
新
經
」
は
葛
巢

の
後
學
が
作

し
た
も
の
で
あ
る
と

し
た
（
大
淵

爾
『

敎
と
そ
の
經
典
』、
創
文

、

社
、
一
九
九
七
年
）。

王
承
文

、

は
、「
仙
公
新
經
」
は
「
元
始
舊
經
」
の
補
助

び

釋

を
目

と
し
て
お
り
、
二
系
統
の
靈
寶
經
は
同
じ
作

グ
ル
ー

プ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
だ
と
す
る
（
王
承
文

、

『
敦
煌
古
靈
寶
經

與
晉

敎
』、
中
華
書
局
、
二
〇
一
七
年
）。
一
方
劉
屹
は
「
仙
公

新
經
」
は
「
元
始
舊
經
」
よ
り
も

立
時
期
が
早
い
と
す
る
（
劉

屹
『
六

敎
古
靈
寶
經

史
學

究
』、
上

古

出
版
社
、
二

〇
一
八
年
）。
こ
の
よ
う
に
大
淵
が
陸
修
靜
の
「
目

」
を
發
見

し
て
以
來
、
實
に

世
紀

く
の

、「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公

新
經
」
二
系
統
の
靈
寶
經
の
作

と

立
年
代
に
つ
い
て
議
論

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
一
向
に
統
一
見
解
を
得
る
に
到
っ
て

い
な
い
。

本
書
の

は
、
こ
れ
ら
の

究
に
共

し
て
い
る
の
は
、
彼

ら
が
二
系
統
の
靈
寶
經
の
作

グ
ル
ー
プ
と
し
て
、「

流
」
な

る
グ
ル
ー
プ
の
存
在
を

提
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と

べ
て

五
六

『
六

江
南

敎
の

究
｜
陸
修
靜
の
靈
寶
經

と
古
靈
寶
經
』



い
る
。

本
書
は
こ
の

世
紀

の
靈
寶
經

究
に
お
け
る
本
質

な
問

題
點
を
指
摘
す
る
。「
古
靈
寶
經
に
二
系
統
あ
る
こ
と
自
體
が
、

議
論
の

提
と
し
て
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
の
か
」
と
。
本
書
の

大
の
特

は
、
靈
寶
經
に
つ
い
て
、
經
そ
の
も
の
の

立

と
、
陸
修
靜
に
よ
る
整
理
體
系

の
結
果
と
を
完

に
分
け
て
考

え
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。

た
し
か
に
、
從
來
の
議
論
に
お
い
て
は
、
陸
修
靜
の
「
目

」

に
書
か
れ
て
い
る

り
、
早
期
の
靈
寶
經
に
は
「
元
始
舊
經
」
と

「
仙
公
新
經
」
の
二
系
統
が
存
在
す
る
と
い
う
理
解
が
、
議
論
の

根
底
に
存
在
し
て
い
た
。
本
書
の
問
題

識
は
、
そ
の

提
自
體

に
疑
義
を
投
げ
か
け
、
議
論
の
枠
組
み
に
對
す
る
根
本

見
直
し

を

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
か
け
に
よ
り
、
私
た
ち
は
こ
れ

ま
で
、
早
期
の
靈
寶
經
の
實
際
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
、「
目

」

纂

で
あ
る
陸
修
靜
の
靈
寶
經
に
對
す
る
捉
え
方
と
を
、

確

に
分
別
せ
ず
に
論
じ
て
き
た
こ
と
に
氣
づ
か
さ
れ
る
。
い
わ
ば
私

た
ち
は
、
陸
修
靜
の
靈
寶
經

と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
か
け
た
ま

ま
で
、
早
期
の
靈
寶
經
の
實
際
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
見
よ
う
と

四
苦
八
苦
し
て
い
た
の
だ
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
本
書
は
三

に
分
け
ら

れ
た

七

か
ら
構

さ
れ
て
い
る
。
第
一

（
第
一
〜
三

）

は
、
陸
修
靜
の
「
目

」
の
記

に
も
と
づ
き
、
陸
修
靜
は
ど
の

よ
う
に
「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公
新
經
」
と
を
分

し
た
の
か
と

い
う
分

基
準
の
推
定
と
、
そ
の
背
景
に
あ
る
彼
の
靈
寶
經

を

ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
第
一

で
は
、
小
林
正
美

が
早
期
の
靈
寶
經
を
「
元
始
系
」
靈
寶
經
と
「
仙
公
系
」
靈
寶
經

と
に
分

し
た
と
き
に
、
分

基
準
に
合
致
し
な
い
例
外
が
存
在

し
て
い
る
と
し
て
い
る
こ
と
を

べ
る
。
そ
し
て
、
元
始
天

が

い
た
經
典
で
あ
る
「
元
始
舊
經
」
と
、
葛
仙
公
が
傳
授
さ
れ
た

經
典
で
あ
る
「
仙
公
新
經
」
と
い
う
分

基
準
に
よ
っ
て
例
外
無

く
分

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を

ら
か
に
し
て
い
る
。

第
二

（
第
四
〜
六

）
は
、「
目

」
に

さ
れ
た

靈
寶

經
の
分
析
に
よ
り
、
陸
修
靜
が
「
目

」
で
示
し
て
い
る
よ
う
な

「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公
新
經
」
と
い
う
二
系
統
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

念
が
、
本
來
は
靈
寶
經
の
中
に
存
在
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
を

證
し
て
い
る
。
本
書
に
よ
れ
ば
、
現
行
本
を
見
る
限
り
に
お
い
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て
、「
目

」

靈
寶
經
の
中
で
「
舊
」
の
語
が
使
わ
れ
る
と

き
、
そ
こ
に
は
「
元
始
舊
經
」
の
よ
う
な
經
典
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し

て
の

味
は
無
く
、
そ
の
經
が
天
地
開
闢
以

か
ら
存
在
し
て
い

た
と
い
う
、「
天
書
」
と
し
て
の
正
統
性
を
示
す
場
合
が
多
い
の

だ
と
い
う
。
ま
た
、
靈
寶
經
の
中
に
見
え
る
「
元
始
天

十
部
妙

經
三
十
六

」
の
語
は
、
從
來
は
「
元
始
舊
經
」
と
同
一
の

念

で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
書
に
お
い
て
は
、
靈
寶

經
の
中
に
あ
る
「
十
部
妙
經
」
の

念
が
陸
修
靜
の
考
え
る
「
十

部
妙
經
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
れ
ら
の

討
か
ら
、「
元
始
舊
經
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー

念

は
、
元
始
天

の

く
「
元
始
舊
經
」
の
「
天
書
」
と
し
て
の
正

統
性
を

確
に
示
す
こ
と
を
企
圖
し
て
、
陸
修
靜
が
靈
寶
經
中
の

素
を

大
解
釋
し
て
新
た
に
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
可
能

性
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
三

（
第
七
、
八

）
は
、『
雲
笈
七
籤
』
に
收

さ
れ
て
い

る
「
目
序
」
の
記

な
ど
か
ら
、
陸
修
靜
の
靈
寶
經

を

ら
か

に
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の

究
に
お
い
て
は
、
天
師

關

の

こ
と
が
ら
で
あ
る
『

德
五
千
文

、

』
や
張

陵
の

重
、
天
師

の
神
々
や
儀
禮
な
ど
に
對
す
る
言

は
、「
仙
公
新
經
」
の
特

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
本
書
は
、
こ
う
し
た
天
師

關

の
こ
と
が
ら
は
「
新
經
」
と
「
舊
經
」
の
枠
組
み
を
超
え

て
見
ら
れ
る
こ
と
、『

德
五
千
文

、

』
に
對
す
る
信
奉
は
天
師

だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
天
師

關

の
こ

と
が
ら
が
靈
寶
經
獨
自
の
解
釋
に
よ
っ
て
經
典
中
に
取
り

ま
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
仙
公
新
經
」
の
作

は
天
師

で
は
な
く
、
靈
寶
經
獨
自
の
立
場
か
ら
天
師

關

の

事
を
改

し
よ
う
と
し
た
經
典
作

が
存
在
し
て
い
た

の
だ
と

べ
て
い
る
。
ま
た
、「
目
序
」
の
記

か
ら
、
陸
修
靜

が
考
え
て
い
る
靈
寶
經
の
「

史
」
の
基
本

構

を

ら
か
に

し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
考
察
に
よ
っ
て
、
第
一
に
、「
元
始
舊
經
」
と
「
仙

公
新
經
」
と
い
う
二
系
統
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

念
に
對
す
る
見
直
し

の
必

性
が
あ
る
こ
と
が

ら
か
と
な
っ
た
。
本
書
に
よ
れ
ば
、

陸
修
靜
の
「
目

」
に
存
在
す
る
「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公
新

經
」
と
い
う
二
系
統
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

念
は
陸
修
靜
以

に
は
靈

寶
經
中
に
存
在
し
て
お
ら
ず
、
靈
寶
經
の
作

は
そ
の
よ
う
な
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識
の
下
で
經
典
を
作

し
て
い
た
と
も

め
ら
れ
な
い
。
陸
修

靜
の
靈
寶
經

に
お
い
て
は
、
元
始
天

が

い
た
と
さ
れ
る
靈

寶
經
が
靈
寶
經
體
系
の
中
心
に
あ
り
、
二
系
統
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、

彼
の
靈
寶
經

に
基
づ
い
て
現
實
に
存
在
す
る
靈
寶
經
を
整
理
し

體
系

す
る
際
に
創
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
の
だ
と
い
う
。

本
書
で

ら
か
に
な
っ
た
第
二
の
點
は
、
陸
修
靜
の
靈
寶
經

の
基
本
構

で
あ
る
。
陸
修
靜
は
元
始
天

の
靈
寶
經
を
靈

寶
經
體
系
の
中
心
に
位
置
づ
け
、
劉

建
國
の
時
に
瑞
祥
と
し
て

出
現
し
た
「
天
書
」
で
あ
る
と
解
釋
す
る
。
一
方
、
當
時
存
在
し

て
い
た
そ
の
他
の
靈
寶
經
を
、
劉

以

に
「
天
書
」
と
し
て
存

在
し
、
そ
の
ま
ま
傳
世
し
て
き
た
經
典
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
、

劉

建
國
時
の
「
天
書
」
と
當
時
の
傳
世
文

、

と
を
、
陸
修
靜
は

「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公
新
經
」
と
の
二
系
統
に
整
理
し
た
の
で

は
な
い
か
と
本
書
で
は

べ
て
い
る
。

本
書
の

究
は
、
こ
れ
ま
で
長
い
あ
い
だ
早
期
靈
寶
經

究
に

お
い
て

提
と
さ
れ
て
き
た
「

流
」
の
設
定
か
ら
離
れ
、
ま
た

今
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
謝
世
維
、
呂
鵬
志
、
張
超
然
ら
が
提
唱

し
て
き
た
靈
寶
經
の
「
天
書
」

を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
れ
ま

で
の
靈
寶
經

究
の
あ
り
方
に
根
本

な
問
い
直
し
を

り
、
靈

寶
經
と

期

敎
の
形

を
考
え
る
上
で
大
い
に
示
唆
に
富
む
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
讀

に
と
っ
て
物
足
り
な
さ
を
感
じ
さ
せ

る
點
は
、
本
書
の
い
う
よ
う
に
「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公
新
經
」

と
い
う
二
系
統
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

念
が
陸
修
靜
の
創
案
で
あ
る
な

ら
ば
、
陸
修
靜
が
介
在
す
る
以

の
靈
寶
經
の
實
際
の

況
は
一

體
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
の
點
に
つ
い
て
言

が

無
い
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
點
は
、

の
今
後
の

究
で

解

さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

ま
た
、
陸
修
靜
が
靈
寶
經
を
二
系
統
に
分

し
た
動
機
、
お
よ

び
本
書
が

ら
か
に
し
た
よ
う
な
靈
寶
經

を
持
つ
に
到
っ
た
背

景
を
、
當
時
の

敎
を
め
ぐ
る
社
會

況
か
ら
さ
ら
に

し

て
ほ
し
い
と
感
じ
た
。
本
書
の

究
に
よ
れ
ば
、
陸
修
靜
は
劉

建
國
に
際
し
て
「
天
書
」
と
し
て
出
現
し
た
元
始
天

靈
寶

經
を
靈
寶
經
體
系
の
中
心
に
位
置
づ
け
、
そ
れ
を

示
す
る
た
め

に
「
元
始
舊
經
」
と
「
仙
公
新
經
」
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

念
を
作
り
出
し
た
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
、
彼
が
行
な
っ
た
靈

寶
經
の
整
理
と
體
系

は
、

に
當
時
の
靈
寶
經
が
實
際
に
あ
っ
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た

況
を
記

す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
劉

建
國
に
際

し
て
「
天
書
」
と
し
て
經
の
正
統
性
を
示
す
と
い
う
、
陸
修
靜
自

身
の
恣

が
大
い
に
反
映
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た

陸
修
靜
の
恣

を
、
劉

建
國
と
の
關

か
ら
も

し
て
ほ
し

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
陸
修
靜
に
よ
る
靈
寶
經
分

と
彼
の
靈
寶
經

の
、

敎
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
踏
み

ん
で

ほ
し
か
っ
た
。
本
書
は
陸
修
靜
の
「
目

」
に
お
け
る
「
元
始
舊

經
」
と
「
仙
公
新
經
」
と
い
う
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

念
が
、
陸

修
靜
に
よ
る
獨
創
で
あ
る
と
す
る
。
さ
ら
に
本
書
第
八

で
は
、

こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー

念
が
、「
靈
寶
中
盟
經
目
」
を
は
じ
め

と
す
る
後
世
の
靈
寶
經
目

に
は

承
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

ら
か
と
な
っ
た
。
本
書
の
い
う
よ
う
に
、
劉

に
お
い
て
陸
修
靜

が
創
出
し
た
靈
寶
經
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

念
が

の
武

期
に
早
く

も
う
ち

て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
陸
修
靜
の
「
目

」

纂
は
、

敎
史
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な

味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
に

で
早

無

さ
れ
た
陸
修
靜
の
目

が
、

同
じ
く

代
の

文

、

の
『

門
論
』
に
收

さ
れ
た
理
由
は
な

ん
な
の
か
。『

門
論
』
に
收

さ
れ
な
け
れ
ば
、
敦
煌
寫
本
か

ら
發
見
さ
れ
て
陸
修
靜
の
「
目

」
が
私
た
ち
の
目
に
入
る
こ
と

は
永
久
に

わ
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
興
味
が
あ
る
問

題
で
あ
る
。

本
書
の

究
に
よ
り
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
無
批

に

提
と

し
て
き
た
陸
修
靜
「
目

」
に
よ
る
フ
ィ
ル
タ
ー
の
存
在
に
氣
づ

か
さ
れ
、
こ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
取
り
拂
っ
て
、
早
期
の
靈
寶
經
の

實
際
の

況
そ
の
も
の
を

ら
か
に
で
き
る
可
能
性
を
得
た
と
い

っ
て
も

言
で
は
な
い
。
本
書
の

究
を
踏
ま
え
、
靈
寶
經

究

の
新
た
な
展
開
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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