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新
刊
紹
介
に
、
著
者
の
こ
と
を
「
先
生
」
と
書
く

の
は
、
一
段
的
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
こ
の
本
は
、

お
の
ず
と
そ
う
よ
ば
ざ
る
を
得
な
く
す
る
。
こ
の
本

は
、
理
論
と
実
践
の
両
面
か
ら
、
読
者
を
、
き
び
し

く
、
あ
た
た
か
く
ひ
き
つ
け
て
、
ほ
ん
と
う
に
あ
り

が
た
い
と
い
う
気
を
お
こ
さ
せ
る
。

先
生
は
、
か
つ
て
、
金
田
二
見
助
先
生
の
お
こ
と

ば
で
あ
っ
た
か
1
1
を
引
用
さ
れ
て
、
テ
ー
マ
三

年
、
教
養
七
年
、
沈
潜
十
年
と
い
う
よ
う
な
意
味
の

こ
と
を
言
わ
れ
た
。
先
生
が
こ
の
道
に
お
は
い
り
に

な
っ
て
三
十
有
余
年
、
ひ
た
す
ら
、
方
言
に
生
き
て

こ
ら
れ
た
尊
い
祖
生
活
－
学
問
の
記
録
が
こ
の
本
で

あ
る
。
あ
と
が
き
に
よ
れ
ば
、
「
方
言
学
」
へ
の
構

想
は
、
す
で
に
昭
和
九
年
、
「
同
語
方
言
学
」
の
草

稿
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
今
日
ま

で
、
実
践
を
通
じ
て
、
あ
た
た
め
に
あ
た
た
め
、
か

も
し
に
か
も
さ
れ
た
結
果
が
こ
の
本
で
あ
る
。

〓

巻
頭
に
棺
目
次
、
巻
末
に
詳
目
次
が
立
て
ら
れ
て

い
る
。
一
編
を
読
了
し
た
感
瀕
を
、
詳
目
次
を
お
い

な
が
ら
、
あ
そ
こ
、
こ
こ
と
新
た
に
し
て
い
く
の

は
、
何
と
た
の
し
い
こ
と
か
！
　
索
引
も
電
切
で
あ

り
、
隼
に
当
該
事
項
の
検
出
に
と
ど
ま
ら
ず
、
詳
目

次
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
関
係
事
項
と
と
も

に
、
全
体
的
に
把
担
領
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
以
F
闇
日
次
を
お
っ
て
各
欝
を
概
観
し
よ
う
。

≡

序
章
1
方
言
研
究
の
進
歩
の
た
め
に
　
本
書
を
つ

ら
ぬ
く
根
本
精
神
が
要
約
さ
れ
て
い
る
。
方
言
学
即

言
語
柏
哲
学
と
す
る
よ
う
な
誤
り
、
そ
れ
は
方
言
研

究
の
共
時
鈴
が
花
立
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
く

る
。
ま
ず
必
軍
な
こ
と
は
、
一
方
言
を
対
象
と
す
る
イ

ン
テ
ン
シ
ブ
な
調
査
研
究
か
ら
出
発
す
る
こ
と
1

方
言
の
共
時
態
認
識
＝
生
清
語
把
魁
が
必
要
で
あ

る
。
そ
の
た
め
に
は
、
方
言
踏
査
の
精
神
と
技
監
を

期
す
る
記
述
精
神
が
必
要
で
あ
る
。
方
言
研
究
者
と

し
て
生
き
る
こ
と
は
、
方
言
の
踏
査
者
、
忠
実
な
方

言
記
録
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
だ
と
力
説
さ
れ
る
。

第
一
章
－
学
と
し
て
の
成
立
　
方
言
の
概
念
を
、

地
方
性
に
立
脚
す
る
も
の
と
し
て
の
立
場
、
生
活
語

と
し
て
の
立
場
の
二
両
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
そ
し
て

こ
の
よ
う
な
詣
方
言
が
、
一
円
盟
の
内
部
で
、
た
が

い
に
対
立
し
て
存
在
す
る
状
態
を
対
豪
と
し
て
方
言

学
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
方
言
学
は
、
方
法
学

と
し
て
、
固
語
学
を
藁
本
的
に
開
拓
し
、
推
進
せ
し

め
る
も
の
で
あ
り
、
方
言
学
の
理
知
も
そ
こ
に
あ
る

と
説
か
れ
て
い
る
。

第
二
音
T
I
方
言
学
の
楕
這
　
ま
す
、
方
言
学
の
内

部
構
造
む
こ
、
共
時
論
・
通
時
論
の
二
方
向
を
み
と
め
、

こ
こ
に
、
共
時
方
言
学
L
l
・
そ
の
発
長
と
し
て
の
通
時

方
言
学
が
成
立
す
る
。
つ
い
で
、
高
次
の
共
時
態
観

に
よ
っ
て
、
両
者
は
統
合
さ
れ
、
こ
こ
に
高
次
共
時

方
言
学
が
成
立
し
、
方
言
学
を
最
後
的
に
し
め
く
く

る
と
の
べ
ら
れ
て
い
る
。

方
言
学
は
、
ま
ず
、
方
言
共
時
態
の
認
識
か
ら
田

発
す
る
。
方
言
共
時
態
は
可
捌
的
に
大
小
各
校
の
地
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域
に
わ
た
っ
て
み
と
め
ら
れ
る
が
、
要
は
、
そ
れ
ら

を
生
活
語
と
し
て
把
恕
す
る
こ
と
で
あ
る
。
共
時
方

言
学
は
生
活
語
学
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
時
方
言

学
は
、
言
語
の
統
一
と
分
化
が
常
に
く
り
か
え
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
、
何
ら
か
の
方
言
共
時
態
が
常
に

存
在
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
即
応
し
て
、
常
に
存
立

す
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
方
言
研
究
が
た
だ
ち

に
言
語
地
聖
学
に
向
か
い
が
ち
で
あ
っ
た
誤
り
を
指

摘
さ
れ
、
本
路
的
な
通
時
方
言
学
は
、
木
棺
的
な
共

時
方
言
学
を
前
提
と
す
る
と
強
調
さ
れ
る
。

方
言
共
時
態
の
並
存
－
方
言
分
派
が
史
的
成
臭
と

す
れ
ば
、
こ
れ
は
必
然
的
に
方
言
通
暗
愚
認
識
に
つ

な
が
る
。
こ
こ
に
適
時
方
言
学
が
成
立
す
る
。
通
時

方
言
学
は
、
そ
の
内
容
を
方
言
事
象
地
疲
蜜
と
方
言

分
．
胱
地
理
学
に
分
け
ら
れ
る
。
徒
労
は
前
者
の
成
果

を
生
か
し
て
、
方
言
区
画
を
設
た
し
、
方
言
分
l
甑
の

相
互
関
係
を
追
求
し
、
最
後
に
は
、
国
民
の
国
語
生

活
史
、
国
語
替
活
圏
史
を
再
店
し
ょ
う
と
す
る
。
と

す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
す
で
に
生
活
語
観
の
要
請
が

み
ら
れ
る
。
生
活
語
観
は
、
迅
時
方
言
学
に
も
十
分

泣
透
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
泣
時
方
言
学
の
対
象

範
凹
は
、
広
狭
各
様
に
と
ら
れ
る
が
、
も
っ
と
も
大

に
し
て
は
、
一
回
語
の
請
方
言
全
般
に
わ
た
っ
て
の

迅
時
態
を
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
通
時
方

言
学
の
理
想
で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
る
。

方
言
通
時
態
は
、
ま
さ
し
く
現
代
請
方
言
と
い

う
、
よ
こ
の
ひ
ろ
が
り
で
あ
り
、
統
合
一
括
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
高
次
方
言
共
時

態
の
認
識
が
成
り
立
ち
、
そ
れ
に
即
応
し
て
T
何
次
共

時
方
言
学
が
成
立
す
る
。
窮
鼠
的
に
位
軍
つ
け
ら
れ

て
き
た
、
共
時
方
言
学
と
通
時
方
言
学
は
、
高
次
共

時
方
言
学
に
よ
り
二
冗
的
に
統
轄
さ
れ
る
。
そ
の
内

容
は
、
統
合
の
記
述
体
斉
を
得
、
特
性
諭
を
お
こ
な

い
、
方
言
の
世
界
に
国
語
の
発
長
的
動
向
－
郎
史
的

法
則
を
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
ら
の

方
向
は
、
す
べ
て
話
し
手
た
ち
の
空
砧
語
の
問
題
と

し
て
統
合
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
生
活
語
学
の
む
す
ぴ

と
し
て
、
高
次
共
時
方
言
学
が
位
罠
づ
け
ら
れ
る
。

生
活
薔
観
は
、
必
然
的
に
教
育
論
に
つ
ら
な
り
、
襟

輝
吾
鈴
を
う
む
。
こ
の
よ
う
な
㍍
次
共
時
方
言
学
は
、

正
に
展
望
の
学
で
あ
る
と
の
べ
ら
れ
る
。

四

以
下
は
、
第
二
欝
で
の
べ
ら
れ
た
各
項
に
つ
い
て

の
、
先
生
の
失
踪
を
中
心
と
さ
れ
た
協
調
で
あ
る
。

第
三
藍
－
共
時
方
言
学
　
ま
す
、
そ
の
対
象
－
生

活
語
、
そ
の
記
述
法
を
の
べ
、
琶
態
の
共
時
方
言
学

の
楕
憩
を
説
か
れ
る
。
つ
い
で
、
生
活
禁
の
記
述
体

系
を
、
表
現
法
・
誓
詞
と
語
彙
・
音
声
面
に
わ
た
っ

て
群
述
さ
れ
る
。
つ
づ
い
て
そ
の
実
践
例
が
開
陳
さ

れ
る
。
先
生
が
日
下
す
す
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
全
国
五

十
要
地
の
地
点
踏
査
の
一
つ
、
比
較
的
童
近
の
お
仕

タ
キ
ノ
ハ
ラ

昌
で
あ
る
、
三
重
県
（
伊
賀
）
上
野
市
滝
之
原
の
方

言
調
査
に
つ
い
て
、
そ
の
出
先
か
ら
整
理
に
い
た
る

ま
で
、
作
業
過
程
を
追
っ
て
詳
細
に
析
説
さ
れ
る
。

ま
る
で
、
お
供
し
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
に
と
ら
わ

れ
、
き
び
し
く
、
や
さ
し
い
御
指
導
を
感
じ
っ
つ
、

思
わ
ず
読
み
終
え
て
し
ま
う
。
結
憲
と
し
て
、
調
査

法
の
精
神
、
方
言
人
の
無
自
㍑
、
方
言
に
み
る
国
語

の
挟
み
、
共
時
方
言
享
の
要
点
的
処
班
、
方
言
柏
巴

学
へ
の
発
展
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

第
四
葦
－
適
時
方
言
学
．
は
じ
め
に
事
致
地
理
学

と
分
派
地
理
学
に
つ
い
て
机
説
さ
れ
、
這
時
方
言
学

を
、
従
来
の
よ
う
に
、
外
的
言
語
学
の
世
界
に
お
い

や
ら
ず
、
内
的
言
語
学
と
し
て
も
拙
め
て
い
か
ね
は

な
ら
ぬ
と
の
べ
ら
れ
る
。
つ
い
で
、
事
象
地
理
学
、

分
派
地
理
学
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
し
た
が
い
、
通

時
論
的
研
究
の
実
践
例
を
元
さ
れ
て
い
る
。
全
国
を

踏
査
さ
れ
た
数
少
な
い
研
究
者
の
一
人
と
し
て
、
一

個
人
の
桐
と
耳
と
眼
で
た
し
か
め
ら
れ
た
豊
富
な
方

言
欝
象
が
、
三
十
票
に
お
よ
ぶ
す
く
．
れ
た
分
布
図
と

と
も
に
、
そ
の
掛
机
説
を
一
つ
一
つ
沃
く
印
象
づ
け

て
く
れ
る
。
こ
れ
ら
の
机
研
究
を
帰
納
さ
れ
て
、
方

言
欝
薮
分
布
の
難
と
し
て
、
撞
祁
・
条
件
反
射
・
自

己
改
新
・
政
治
的
規
制
・
特
定
人
為
の
請
理
を
た
て
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ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
班
に
こ
よ
っ
て
方
言
轟
象
は
分

布
し
、
そ
の
よ
う
な
間
向
分
布
の
累
積
に
よ
っ
て
方

言
分
派
が
形
成
さ
れ
る
。
つ
づ
い
て
、
そ
の
方
言
分

派
認
罠
の
手
順
、
そ
の
規
準
を
解
説
し
、
方
言
分
l
狐

の
法
則
に
お
よ
ば
れ
る
。
や
が
て
節
が
日
本
語
方
言

の
分
派
、
そ
の
末
路
、
そ
の
成
立
史
に
い
た
る
こ
ろ

は
、
そ
の
す
さ
ま
じ
い
ば
か
り
の
迫
力
に
匠
倒
さ

れ
、
息
も
つ
が
せ
ず
託
ま
せ
ら
れ
る
。

第
五
章
－
高
次
共
時
方
言
学
　
方
言
研
究
は
送
に

は
高
次
共
時
方
言
学
に
い
た
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
内
容
は
、
問
顕
現
目
の
事
象
を
単
位
に
し
た
歴
史

的
記
述
を
お
こ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
欝
貌
鈴
の
蕉
成

を
は
か
っ
て
得
ら
れ
た
記
述
体
系
に
つ
い
て
、
そ
の

特
性
を
み
い
だ
し
、
そ
れ
を
さ
さ
え
る
内
商
的
な
歴

史
的
法
則
を
探
究
す
る
。
以
上
の
事
象
諭
、
特
性
論

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
、
全
日
末
詔
方
言
状
態
を
対
象

と
し
て
隋
課
さ
れ
、
景
色
に
、
日
本
語
万
言
の
特
性

を
さ
さ
え
る
腔
史
的
法
則
と
し
て
自
在
性
と
社
会
意

志
を
帰
納
さ
れ
る
。五

結
章
－
方
言
学
の
た
め
に
　
こ
れ
は
序
章
に
応
じ

る
も
の
で
あ
る
。
以
上
諭
述
し
て
こ
ら
れ
た
方
言
学

の
票
鍋
と
実
践
を
ふ
り
か
支
っ
て
、
か
さ
ね
て
方
言

学
の
租
相
と
性
棺
を
額
的
し
、
方
言
研
究
に
お
け
る

生
活
語
観
を
強
調
し
、
標
難
語
論
、
教
育
論
を
生
む

展
望
の
学
と
し
て
の
方
言
学
を
説
か
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
甥
在
学
と
し
て
の
方
言
学
の
無
精
を
の
べ
、

国
語
学
と
の
関
係
に
言
及
し
て
、
方
言
学
が
国
語
学

に
合
致
し
っ
つ
そ
の
独
自
性
を
発
振
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
ね
こ
と
を
の
べ
ら
れ
る
。

穴

こ
の
大
著
を
読
了
し
て
、
ま
ず
感
ず
る
の
は
、
あ

ま
り
に
も
み
ご
と
な
理
論
と
実
践
の
融
合
で
あ
る
。

眼
を
う
ば
う
ば
か
り
の
宏
壮
雄
大
な
先
生
の
学
問
体

系
が
、
ま
こ
と
に
無
理
な
く
そ
の
実
践
か
ら
帰
結
さ

れ
て
い
ろ
事
実
で
あ
る
。
甥
尖
に
し
っ
か
り
根
を

お
ろ
し
た
聖
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
で
あ
っ

て
、
は
じ
め
て
世
を
お
お
い
現
実
を
高
め
て
い
く
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
と
ば
即
生
清
、
生
活

即
学
問
と
い
う
先
生
の
つ
よ
い
租
信
念
に
圧
倒
さ
れ

る
思
い
で
あ
る
。
そ
の
迫
力
－
活
力
は
、
正
に
学
問

の
契
践
者
と
し
て
「
方
言
の
野
」
に
お
い
て
吸
収
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
こ
の
欝
物
に
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
絶
対

純
粋
を
め
ざ
し
て
の
精
寧
主
義
－
き
び
し
い
科
学
精

神
で
あ
る
。
隋
等
≡
現
に
徹
す
る
た
め
に
は
、
凸
嵩
は

托
矢
な
資
料
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
忠
宍

な
方
言
の
記
述
が
必
輿
で
あ
る
。
方
言
研
究
者
は
、

ま
ず
、
忠
男
な
m
査
者
た
れ
、
方
言
の
記
述
者
た
れ

と
強
調
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
こ
の
㌫
物
か
ら
に
じ
み
で
て
く
る
、
あ
た

た
か
な
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
精
細
を
み
の
が
す
こ
と

は
で
き
な
い
。
生
清
即
学
問
と
さ
れ
る
先
生
に
と
っ

て
、
学
問
変
は
む
り
な
く
人
間
愛
た
つ
な
が
？
て
い

く
の
で
あ
ろ
う
。
全
編
を
お
お
う
方
言
人
に
対
す

る
、
あ
た
た
か
な
お
気
再
の
流
出
を
し
み
じ
み
あ
じ

わ
う
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
ま
こ
と
に
あ
り
が
た
い
欝
物
で

あ
る
。
時
に
は
山
頂
か
ら
、
時
に
は
と
も
に
急
坂
に

汗
し
な
が
ら
方
言
を
お
し
え
て
く
だ
さ
る
。
初
学
者

に
は
そ
の
向
か
う
べ
き
目
標
と
方
法
を
、
い
く
ぷ
ん

な
り
と
そ
の
道
に
ふ
み
こ
ん
で
い
る
者
に
は
、
き
び

し
い
反
省
と
あ
た
ら
し
い
勇
気
を
与
え
て
く
だ
さ

る
。
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
本
で
あ
る
。

－
三
省
望
。
昭
和
三
十
七
年
六
月
十
日
初
版
発
行
。

A
5
版
六
百
八
十
頁
。
定
価
二
千
円
。
－

付
記
　
お
あ
り
に
浅
学
怠
惰
の
身
、
十
分
に
先
生
の

芯
を
く
み
え
ず
、
い
た
ず
ら
に
妄
言
を
詳
し
、
紹
介

は
お
ろ
か
、
誤
り
伝
え
て
い
る
点
の
多
か
ろ
う
こ
と

を
思
い
、
学
恩
の
前
に
恐
怖
す
る
は
か
り
で
あ
る
。

1
1
武
桂
川
女
子
大
学
助
教
授
1
1
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