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魯
迅
雑
文
中
の
ロ

ーマ

ン

ロ
一
フ
ン

佐

藤

良日

一、

山
本
健
吉
氏
は
、
岩
波
の
『
魯
迅
選
集
』
別
巻
の
「
魯
迅
案
内
』
で
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
雑
文
・
雑
感
の
な
か
で
、
彼
の
行
動
家
・
批
評
家
・
啓
蒙
家
と
し
て
の
面
は
も
っ
と
も
鋭
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
、
同
じ
時
代
の

周
作
人
や
林
語
堂
な
ど
の
小
品
文
の
鋪
閑
的
な
性
格
と
、
き
わ
だ
っ
た
対
照
を
示
し
て
い
る
。
私
は
、
漢
文
・
唐
詩
・
宋
詞
・
元
曲
と
い
っ
た
言
い
方
で
、
民

固
に
な
っ
て
か
ら
の
新
文
学
の
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
雑
文
・
雑
感
・
小
品
文
な
ど
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
エ
ッ
セ
イ
文
学
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
る
よ

中
国
伝
統
文
学
の
中
枢
を
な
す
も
の
は
、
詩
文
で
あ
っ
た
。
詩
文
の
み
が
価
値
が
あ
る
と
さ
れ
、
小
説
戯
曲
は
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
劣
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
意
識
が
二
十
世
紀
の
は
じ
め
ま
で
つ
ず
い
て
き
た
中
国
で
、文
学
革
命
が
お
こ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

乙
の
伝
統
が
そ
う
簡
単
に
消
滅
す
る
も
の
で
は
な

い
。
冒
頭
に
か
か
げ
た
山
本
氏
の
意
見
は
、
文
学
革
命
以
降
の
中
国
文
学
の
歴
史
を
、
と
も
す
れ
ば
小
説
中
心
に
た
ど
っ
て
満
足
し
が
ち
な
日
本
の
知
識
人
の
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既
成
観
念
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
る
。
そ
れ
も
い
わ
ゆ
る
中
国
文
学
者
で
は
な
く
、
文
芸
評
論
家
の
側
か
ら
す
る
現
代
中
国
文
学
の
重
大
な
性
格
指
摘
と
し
て
注

目
し
た
い
。

乙
の
雑
文
は
中
国
文
学
の
歴
史
か
ら
見
る
と
、
豊
富
な
議
論
文
の
表
現
系
列
に
つ
な
が
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
先
秦
の
諸
子
百
家
の
発
想
よ
り
は
貌
晋

の
作
者
に
、
近
く
は
梁
啓
超
よ
り
も
章
畑
麟
に
親
近
感
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
、
容
易
に
推
測
で
き
る
。
政
治
と
知
識
人
と
の
聞
の
緊
張
関
係
が
よ
り
多

く
類
似
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
文
学
革
命
前
後
か
ら
日
中
戦
争
前
夜
ま
で
の
中
国
に
お
い
て
、
反
体
制
的
な
言
論
活
動
を
継
続
す
る
う
え
で
、
か
れ
ら
に
学

ぶ
と
こ
ろ
も
よ
り
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
正
攻
法
で
は
な
く
、
し
か
も
効
果
的
な
、
多
様
な
戦
闘
様
式
が
必
要
で
あ
っ
た
。
七
首
の

よ
う
な
表
現
も
必
要
な
ら
ば
、
藍
壕
の
な
か
に
た
て
こ
も
っ
て
被
害
を
最
少
限
度
に
食
止
め
な
が
ら
、
敵
将
を
狙
撃
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に

魯
迅
の
雑
文
は
、
中
国
の
正
統
的
な
文
章
家
に
直
接
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く
、
や
や
異
端
的
な
人
び
と
の
表
現
に
近
い
。
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
、
政
治
批
判

の
文
学
の
系
列
に
つ
な
が
る
。

ま
た
、
文
人
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
、
文
人
と
し
て
の
趣
味
性
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
。

そ
の
点
で
も
直
接
正
統
派
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
い
が
、
モ
ラ
リ
ス
ト
で
あ
る
一
点
に
お
い
て
、
正
統
派
の
求
道
精
神
に
も
通
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

乙
の
特
異
な
議
論
文
の
作
者
は
、
ど
の
よ
う
な
芸
術
方
法
を
身
に
つ
け
て
い
た
か
。
以
下
し
ば
ら
く
川
上
久
寿
氏
の
『
魯
迅
研
究
』
（
く
ろ
し
お
出
版
）
の

整
理
を
活
用
し
な
が
ら
、
次
第
に
本
論
に
入
る
こ
と
に
し
た
い
。
川
上
氏
は
「
多
様
な
表
現
方
法
か
ら
雑
文
が
い
か
に
優
れ
た
戦
闘
芸
術
で
あ
る
か
具
体
的

に
」
分
析
し
て
、
次
の
八
ケ
条
を
立
て
て
い
る
。

一
、
物
語
に
託
す
る
方
法
。

二
、
古
人
古
事
に
託
し
て
現
在
の
人
や
事
件
を
記
述
す
る
方
法
。

三
、
日
常
の
平
凡
事
を
記
述
し
な
が
ら
議
論
を
展
開
す
る
方
法
。

四
、
私
事
を
記
述
し
な
が
ら
議
論
を
発
す
る
方
法
。

五
、
嘗
聡
に
よ
る
方
法
。
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六
、
反
語
逆
説
に
よ
る
方
法
。

七
、
隠
蔵
に
よ
る
方
法
。

八
、
簡
勤
晦
渋
な
表
現
に
よ
っ
て
。

そ
れ
ぞ
れ
の
時
と
場
合
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
適
切
な
表
現
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
戦
闘
手
段
と
し
て
も
有
効
な
方
法
で
あ
る
し
、
芸
術
と
し

て
も
内
容
を
豊
か
に
す
る
方
向
に
働
く
。
論
敵
の
意
表
を
突
く
こ
と
も
可
能
で
あ
れ
ば
、
検
閲
の
目
を
ど
ま
か
す
乙
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
読
者

に
、
変
幻
自
在
な
文
章
を
読
む
た
の
し
み
を
も
あ
た
え
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
竹
内
好
氏
の
「
魯
迅
を
よ
み
た
が
る
青
年
諸
君
は
、
：
：
：
ど
う
も
私
に
は
、
か
れ
ら
が
不
幸
で
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
幸
福

に
な
る
よ
り
も
、
知
る
乙
と
の
な
ぐ
さ
め
を
や
は
り
生
き
る
意
味
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
」
（
『
魯
迅
入
門
』
東
洋
書
館
）
と
い
う
見
解

が
原
則
的
に
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
乙
に
は
や
は
り
読
者
の
予
想
も
し
て
い
な
い
よ
う
な
間
道
と
か
迷
路
と
か
山
道
を
指
示
し
て
見
事
に
切
り
抜
け
て
見
せ
た

こ
の
喜
び
は
、
い
っ
た
い
ど
乙
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
く
し
に
は
ど
う
も
、
中
国
古
来
の
す
ぐ
れ
た
文
章
作
家
が
身
に
つ
け
て
い
た
も
の
と
、
無
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案
内
人
と
共
に
あ
る
喜
び
、
そ
の
よ
う
な
文
章
を
読
む
喜
び
を
も
伴
な
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

関
係
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
乙
れ
は
や
は
り
、
か
れ
の
文
章
自
体
の
持
味
と
で
も
い
う
も
の
の
、

一
要
素
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
一
、

い
に
し
え

川
上
久
寿
氏
の
挙
げ
た
八
項
目
は
、
は
た
し
て
魯
迅
の
独
創
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
。
乙
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
「
古
よ
り
己
に
之
れ
有
り
。
」
で
あ
っ

て
、
た
だ
そ
の
組
合
せ
か
た
や
、
ひ
ね
り
か
た
が
特
異
な
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
取
り
あ
げ
る
素
材
が
新
鮮
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
文

章
の
伝
統
を
ふ
ま
え
て
、
切
迫
し
た
強
さ
、
た
し
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
構
成
し
て
見
せ
た
の
は
、
魯
迅
の
功
績
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

で
は
具
体
的
に
、
魯
迅
が
か
れ
の
周
辺
に
い
る
人
に
対
し
て
そ
の
雑
文
中
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
取
扱
い
、
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
か
調
べ
て
み
よ

う
。
そ
の
一
人
と
し
て
乙
乙
で
は
と
く
に
、
そ
の
生
き
方
に
お
い
て
共
通
し
た
要
素
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
対
す
る
態
度
を
検
討
す
る
こ



と
に
す
る
。

こ
の
二
人
の
生
き
方
、
文
学
の
質
に
共
通
の
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
日
本
に
お
け
る
魯
迅
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
研
究
者
と
愛
読
者
の
グ
ル
ー
プ
を
見
た
だ

け
で
も
、
か
な
り
よ
く
分
る
。
前
者
に
は
「
魯
迅
友
の
会
」
と
「
魯
迅
研
究
会
」
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
機
関
誌
活
動
と
研
究
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
後

者
に
は
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
協
会
」
が
あ
っ
て
、
や
は
り
同
様
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
機
関
誌
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
研
究
』
は
、
第
五
十
九
号
（
昭

和
三
十
七
年
四
月
発
行
）
を
特
集
、
グ
魯
迅
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ンd
に
あ
て
た
が
、
同
号
の
後
書
で
「
乙
の
種
の
小
誌
は
殆
ど
す
べ
て
廃
刊
と
な
っ
た
今
日
、

よ
く
も
こ
の
研
究
誌
が
続
刊
さ
れ
て
い
る
と
不
思
議
が
る
人
も
多
い
。
こ
れ
は
全
国
の
か
く
れ
た
支
持
者
の
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
よ
と
述
べ
て
い
る
通
り
、

少
数
で
は
あ
る
が
熱
心
な
支
持
者
が
こ
の
二
人
の
作
家
に
は
つ
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
文
学
青
年
の
範
囲
を
超
え
た
層
に
支
持
者
を
持
っ
て
い
る
の
が
特
色
で
あ
る
。
か
れ
ら
は
魯
迅
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
、
一

人
の
文
学
者
と
し
て
だ
け
支
持
し
て
い
る
の
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
生
き
る
上
で
の
心
の
支
え
、
乙
の
敗
戦
後
の
混
乱
の
な
か
で
、
現
在
の
安
定
ム
l

ド
の
な
か
で
、
流
れ
に
抗
し
て
生
き
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
た
だ
し
、
政
治
的
で
あ
る
よ
り
、
よ
り
多
く
人
間
的
で
あ
ろ
う
と
し
、

一
個
人
の

-302-

避
遁
の
問
題
で
終
ら
せ
ま
い
と
い
う
決
意
の
よ
う
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
研
究
者
で
あ
る
賂
川
譲
氏
は
、
先
に
あ
げ
た
特
集
号
に
「
魯
迅
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
問
題
点
」
と
題
す
る
一
文
を
書
き
、
そ
の
な
か

で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
ま
ず
二
人
の
作
家
の
同
一
性
を
注
目
し
よ
う
。
ホ
l

マ
l

、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、
ゲ

l

テ
と
い
っ
た
世
界
文
学
と
い
う
範
鳴
に
入
り
う
る
数
少
な
い
作
家

の
系
譜
を
た
ど
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
身
近
で
は
ト
ル
ス
ト
イ
を
中
に
は
さ
ん
で
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
と
魯
迅
の
姿
が
素
直
に
浮
か
ぷ
で
あ
ろ
う
。

今
日
、
「
フ
ラ
ン
ス
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
あ
り
、
中
国
に
魯
迅
あ
り
、
イ
ン
ド
に
タ
ゴ
l

ル
あ
り
、
そ
し
て
日
本
に
は
誰
が
あ
る
の
か
？
」
（
堀
田
善
衛
『
イ

ン
ド
で
考
え
た
乙
と
』
岩
波
新
書
）
と
合
言
葉
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
わ
け
も
う
な
づ
け
る
で
あ
ろ
う
よ



で
は
一
歩
を
進
め
て
魯
迅
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
聞
に
現
実
に
交
友
関
係
、
影
響
関
係
が
存
在
し
た
か
と
い
う
と
、
お
互
に
あ
る
程
度
の
共
感
を
表
明
は
し

て
い
る
が
、
特
別
に
密
切
な
関
係
が
あ
っ
た
と
は
い
い
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
は
そ
の
本
質
に
「
乙
の
考
え
方
、
乙
の
感
じ
方

そ
の
も
の
に
、
東
方
的
な
も
の
へ
の
ロ
ラ
ン
の
理
解
の
広
さ
、
透
徹
力
の
深
さ
、
あ
る
い
は
自
然
さ
」
が
あ
り
、
「
一
般
に
い
っ
て
、
西
洋
的
な
も
の
と
対
立

す
る
東
洋
的
な
も
の
に
た
い
し
て
、
自
ら
或
る
種
の
抵
抗
を
感
ず
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
一
つ
の
共
感
や
、
歓
び
ゃ
、

一
致
を
覚
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の

人
」
で
あ
り
、
「
そ
れ
は
単
に
彼
の
知
性
の
明
敏
さ
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
彼
の
精
神
が
内
面
的
、
本
質
的
に
い
っ
て
、
狭
義
の
西
洋
的
な
も
の

F
品
ネ
ラ
ル

2
－
一
ず
守
合
ル
令
ル

よ
り
も
、
広
義
の
東
洋
的
・
否
む
し
ろ
普
遍
的
、
世
界
的
な
も
の
に
、
い
っ
そ
う
親
近
性
を
有
す
る
」
（
宮
本
正
清
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
思
想
と
芸
術
』
み
す

ず
書
房
）
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
魯
迅
の
『
阿Q
正
伝
』
が
仏
訳
さ
れ
る
と
、
た
だ
ち
に
感
激
的
な
批
評
を
魯
迅
に
送
っ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
手
紙
は
、
直
接

魯
迅
の
手
元
に
屈
く
前
に
失
な
わ
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
そ
の
内
容
は
『
阿Q
正
伝
』
の
仏
訳
者
敬
隠
漁
か
ら
聞
い
て
魯
迅
も
承
知
し
て
い
た
。
小
野
忍
氏
の

シ
ユ
1

シ
ョ
ウ
シ
ア
ン

「
外
国
に
お
け
る
魯
迅
」
（
『
魯
迅
案
内
』
所
収
岩
波
書
店
）
で
は
、
「
魯
迅
自
身
も
友
人
の
許
寿
裳
に
語
っ
た
話
の
な
か
で
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
『
阿
Q
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正
伝
』
評
に
言
及
し
て
い
る
。
「
ロ
マ
ン
・
ロ
l

ラ
ン
が
敬
隠
漁
の
仏
訳
し
た
『
阿
Q
正
伝
』
を
読
ん
で
、
乙
う
言
っ
た
そ
う
だ
。
『
乙
の
調
刺
的
な
写
実
小
説

は
世
界
的
な
も
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
時
に
も
阿
Q

は
い
た
。
わ
た
し
は
阿

Q

の
苦
し
そ
う
な
顔
を
永
久
に
忘
れ
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
』
」
と
、
と
の
事

実
を
記
録
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
種
の
魯
迅
の
言
葉
は
、
そ
の
全
集
や
訳
文
集
を
調
べ
て
み
て
も
、
決
し
て
多
く
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。

逆
に
魯
迅
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
ど
う
見
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
「
魯
迅
が
ロ
ラ
ン
を
ど
う
見
て
い
た
か
と
い
う
乙
と
に
ふ
れ
た
い
が
、
乙
の
点
に
関
し
て
は
、

ほ
と
ん
ど
資
料
は
皆
無
で
あ
る
。
す
で
に
一
九
二
六
年
、
彼
が
主
宰
し
て
い
た
雑
誌
「
奔
原
』
は
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
特
集
号
を
発
行
し
、
彼
自
身
も
中
沢
臨

川
、
生
団
長
江
の
「
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
真
勇
主
義
」
と
題
す
る
論
文
を
そ
れ
に
訳
載
し
て
い
る
が
、
他
に
は
彼
が
ロ
ラ
ン
の
作
品
を
ど
の
位
読
ん
だ
か
も
不

明
で
あ
る
。
彼
は
自
分
の
買
っ
た
本
を
日
記
の
後
に
「
書
帳
」
と
し
て
克
明
に
記
録
し
て
い
る
が
、
ざ
っ
と
見
た
限
り
で
は
、

一
冊
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

恐
ら
く
余
り
読
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
事
実
に
近
い
だ
ろ
う
。
ま
た
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
直
接
に
論
じ
た
文
章
も
ほ
と
ん
ど
な
い
」

『
魯
迅
ー
そ
の
文
学
と
革
命
l

』
（
平
凡
社
）
の
著
者
丸
山
昇
氏
は
、
先
に
あ
げ
た
特
集
号
に
「
現
代
中
国
に
お
け
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
」
と
題
す
る
論
文



を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
筆
者
も
『
魯
迅
日
記
』
の
「
書
帳
」
を
点
検
し
て
み
た
が
、
な
る
ほ
ど
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
直
接
関
連
を
持

つ
書
物
は
見
当
ら
な
い
。

購
入
受
贈
し
た
仏
文
学
関
係
の
書
名
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
『
タ
イ
l

ス
』
一
冊
、
『
現
代
仏
国
文
芸
叢
書
』
六
冊
、
『
仏
関
西
文
学
史
序
説
』
一
冊
、
『
フ

イ
リ
ッ
プ
短
篇
』
一
冊
、
「
ア
ポ
リ
、
不
l

ル
詩
抄
』
一
冊
、
『
近
代
仏
関
西
詩
集
』
一
冊
、
『
巴
裂
の
憂
欝
』
一
冊
、
『
叶
｝
話
回
O
E
F
何
回
。v
g
o

ユ
∞
仲
良
町
田
』

二
冊
、
百
2
5
H
M
。
。g
g
g
p
g
o

』
一
冊
、
『
ヨ
ぬ
ミ
詩
集
』
一
冊
、
『J
E
－b
門
司
致
友
人
書
』
一
冊
、
「F
g
E
u己
g

内
貯
の
0
8
5

円
』
一
冊
、
P
O
T
－c
z
”

の
R

－N
ω
四
日
明
』
一
冊
、
『
オ
ル
フ
ェ
』
一
冊
、
『

F
O
回
g
t
R
O
』
一
冊
、
『
ポ
オ
ド
レl
ル
研
究
』
一
冊
、
p
g
E
2
Z
E

冨
包
』
一
冊
、
『
フ
イ
リ
ッ
プ
全
集
』

二
冊
、
3
・
m
g
g
m
o』
一
冊
、
『
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
』
一
冊
、
『
詩
と
詩
論
』
二
冊
、
『
コ
ク
ト
オ
芸
術
論
』
一
冊
、
『
新
フ
ラ
ン
ス
文
学
』
一
冊
、
『
仏

蘭
西
新
作
家
集
』
一
冊
、
『
ジ
イ
ド
以
後
』
一
冊
、
『
ジ
イ
ド
文
芸
評
論
』
一
冊
、
『
に
ん
じ
ん
』
一
冊
、
『
新
興
仏
蘭
西
文
学
』
一
冊
、
『
ジ
イ
ド
全
集
』
一
冊
、

『
モ
リ
エ
l

ル
全
集
』
一
冊
、
「
ジ
イ
ド
研
究
』
一
冊
、
『
モ
ン
テ
l

ニ
ュ
随
想
録
』
一
冊
、
『
フ
ロ
オ
ベ
エ
ル
全
集
』
一
冊
、
『
王
道
』
一
冊
な
ど
で
あ
っ
て
、
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ま
っ
た
く
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
抄
出
の
順
序
は
魯
迅
の
日
記
に
現
れ
る
年
代
順
で
あ
り
、
全
集
本
の
場
合
は
初
出
の

も
の
だ
け
を
採
っ
た
。
同
一
書
を
二
冊
以
上
購
入
し
て
い
る
の
は
、
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に
贈
る
習
慣
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
の
題
名

は
、
も
ち
ろ
ん
日
本
で
醗
訳
さ
れ
た
作
品
や
研
究
書
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
魯
迅
が
も
っ
と
も
得
意
と
し
た
外
国
語
は
、
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
で
あ
っ
た
。
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
の
書
物
も
読
め
る
こ
と
は
読
め
た
の
か
も

知
れ
な
い
が
、
魯
迅
が
関
心
を
寄
せ
た
ス
ラ
プ
系
文
学
の
醗
訳
も
、
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
か
ら
の
重
訳
で
あ
っ
た
。

捲
川
譲
氏
は
、
「
魯
迅
と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
問
題
点
」
の
結
び
で
こ
う
い
っ
て
い
る
。

「
し
か
し
魯
迅
は
そ
の
解
決
の
灯
を
西
欧
に
は
求
め
な
か
っ
た
。
彼
が
好
ん
だ
西
洋
の
文
学
は
、
東
欧
、
北
欧
、
バ
ル
カ
ン
諸
国
な
ど
の
弱
小
民
族
の
文
学

で
あ
り
、
と
く
に
ゴ
l

ゴ
リ
、
ア
ン
ド
レ
エ
フ
、
ガ
ル
シ
ン
、
ペ
ト
フ
ィ
、
シ
ェ
ン
キ
ウ
ィ
ッ
チ
な
ど
を
愛
読
し
、
ニ

l

チ
ェ
を
好
ん
だ
。
ラ
テ
ン
系
の
文
学
に

は
ほ
と
ん
ど
無
関
心
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
だ
が
ラ
テ
ン
系
と
い
っ
て
も
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
だ
け
は
例
外
で
、
親
近
性
が
あ
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」

と
し
て
、
「
魯
迅
が
編
集
発
行
し
た
『
葬
原
』
誌
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
特
集
号
が
選
ば
れ
た
こ
と
は
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
」
と
理
由
ず
け
て
い



る
が
、
そ
の
「
ほ
と
ん
ど
無
関
心
で
あ
っ
た
ラ
テ
ン
系
の
文
学
」
に
も
、
今
あ
げ
た
程
度
の
知
識
は
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
『
魯
迅
訳
文
集
」
十
巻
の
う
ち
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
関
係
で
翻
訳
し
て
い
る
作
品
は
、
わ
ず
か
に
ジ
ュ
ー
ル
・
ベ
ル
ヌ
の
『
月
界
旅
行
』
と
『
地
底
旅

行
』
だ
け
で
、
そ
れ
も
ジ
ュ
ー
ル
・
ベ
ル
ヌ
を
ア
メ
リ
カ
人
と
誤
認
し
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
作
品
の
題
材
に
興
味
を
示
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、

正
確
に
い
え
ば

一
種
の
醗
案
も
の
で
あ
る
。

か
れ
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
関
係
の
読
書
は
、
論
争
の
な
か
で
進
め
ら
れ
た
も
の
で
、
魯
迅
は
論
争
の
必
要
か
ら
読
書
を
す
る
傾
向
を
も
っ
た
が
、
な
ぜ
ロ
マ
ン

・
ロ
ラ
ン
の
名
前
が
「
親
近
性
」
を
も
っ
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
出
て
乙
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
も
、
た
と
え
フ
ラ
ン
ス
語
で
読
む
の
は
骨
が
お
れ
る
と
し
て
も
、
日
本
語
と
ド
イ
ツ
語
で
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
読
む
の
に
、
な
ん
の
苦
労
も
い
ら
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
『
文
学
』
（
一
九
六
六
年
八
月
号
、
岩
波
書
店
）
の
井
口
一
男
氏
の
論
文
「
日
本
に
お
け
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
t

大
正

期
を
め
ぐ
っ
て
l

」
は
、
大
正
六
年
一
月
か
ら
七
年
三
月
に
か
け
て
、
い
ち
は
や
く
『
ジ
ャ
ン
・
ク
リ
ス
ト
ア
』
の
完
訳
が
後
藤
末
雄
氏
の
手
で
な
さ
れ
た
こ

思
わ
れ
な
い
。
ま
た
魯
迅
・
本
名
で
い
え
ば
周
樹
人
と
周
作
人
の
兄
弟
は
、
白
樺
派
文
学
運
動
の
、こ
と
に
武
者
小
路
実
篤
の
フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
か
ら
、
『
白
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と
を
伝
え
て
い
る
し
、
豊
島
与
志
雄
の
名
訳
の
世
に
出
た
の
も
大
正
九
年
で
あ
っ
て
、
そ
の
気
さ
え
あ
れ
ば
手
に
入
れ
る
の
に
、
と
く
に
困
難
が
あ
っ
た
と
は

樺
』
誌
上
に
十
種
発
表
さ
れ
た
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
紹
介
を
、
ま
っ
た
く
見
過
し
て
し
ま
っ
た
と
も
思
え
な
い
。

で
は
中
国
に
お
け
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
翻
訳
は
、
は
た
し
て
ど
の
程
度
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
阿
英
の
編
集
し
た
『
中
国
新
文
学
大
系
』
翻
訳
総
目

ロ
マ
ン
ロ
ラ
ン

S
Aイ
ト

A
ン
モ
ン
，
、
ツ
サ
ン
フ
ラ
ン
ス
ド

l

ヂ

（
一
九
三
六
年
）
に
は
、
わ
ず
か
に
羅
受
・
羅
蘭
「
貝
多
投
伝
』
が
楊
晦
訳
、
北
新
版
と
し
て
見
え
る
だ
け
で
、
莫
泊
桑
と
法
郎
士
、
そ
れ
に
都
徳
が
目
だ
つ

ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
モl
リ
ス
・
デ
コ
！
ト
著
渡
辺
淳
訳
の
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
』
（
理
論
社
）
に
よ
れ
ば
、
「
世
界
中
に
都
訳
さ
れ
、
流
布
さ
れ

て
い
な
い
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
：
：
：
中
国
は
伝
記
と
『
ジ
ャ
ンH
ク
リ
ス
ト
ア
』
を
そ
れ
ぞ
れ
出
版
し
て
い
る
。
」
と
述
べ
て
い
る

が
、
発
行
年
は
明
記
し
て
い
な
い
。
鄭
清
茂
氏
の
詮
言
に
よ
れ
ば
、
こ
の
『
ジ
ャ
ンH
ク
リ
ス
ト
ア
』
の
中
国
訳
は
一
時
期
た
い
へ
ん
青
年
た
ち
の
間
で
流
行

し
た
乙
と
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
乙
で
、
こ
れ
か
ら
先
は
推
測
に
な
る
が
、
魯
迅
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
各
種
の
文
学
史
や
雑
誌
や
新

聞
か
ら
の
知
識
と
、
魯
迅
の
周
辺
に
い
た
外
国
文
学
者
や
作
家
た
ち
か
ら
得
た
も
の
が
主
と
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
魯
迅
は
た
し
か
に
ロ
マ
ン
・



ロ
ラ
ン
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
知
識
を
持
ち
、
あ
る
種
の
判
断
を
下
し
て
い
る
。
魯
迅
は
た
と
え
熟
読
し
な
い
場
合
で
も
、
敵
と
味
方
と
を
見
分
け
る
鋭
い
勘

を
備
え
て
い
た
。
乙
れ
は
魯
迅
の
社
会
主
義
理
論
に
対
す
る
態
度
に
も
、
は
っ
き
り
表
わ
れ
て
い
る
。
根
本
的
な
古
典
的
な
理
論
書
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
た
解

説
書
を
手
が
か
り
に
、
も
の
ご
と
の
本
質
を
正
し
く
執
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
れ
で
も
ま
だ
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
を
ほ
と
ん
ど
読
ま
な
か
っ
た
理
由
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
わ
た
く
し
は
思
う
の
で
あ
る
が
、
二
十
世
紀
の
大
作

家
で
あ
る
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
や
ト
l

マ
ス
・
マ
ン
を
、
意
識
的
に
敬
遠
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
十
九
世
紀
ま
で
の
大
作
家
の
全
集
は
手
に

し
で
も
、
同
時
代
を
生
き
る
二
十
世
紀
の
大
小
説
の
作
家
に
は
、
作
家
と
し
て
の
あ
る
距
離
感
を
抱
い
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
生
き
方
と
し
て
親
近
感
を
抱
い
て
い
よ
う
と
い
な
か
ろ
う
と
、
本
質
的
に
短
編
作
家
で
あ
り
批
評
的
な
雑
文
家
で
あ
る
魯
迅
が
、
同
時
代
の
大
河
小

説
の
作
家
に
感
ず
る
距
離
な
の
で
あ
る
。

魯
迅
は
か
れ
の
雑
文
の
な
か
で
、
そ
の
生
涯
に
八
度
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
つ
い
て
言
及
し
、

一
度
手
紙
の
な
か
で
触
れ
て
い
る
。
乙
こ
で
は
そ
の
す
べ
て
の
-306-
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文
章
を
引
用
し
て
そ
の
意
味
を
検
討
し
、
川
上
久
寿
氏
の
分
類
で
は
ど
の
個
条
に
当
る
か
考
え
て
み
た
い
。
け
っ
し
て
多
い
と
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い

が
、
無
視
し
て
す
ま
す
ほ
ど
少
な
く
も
な
い
頻
度
で
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

最
初
に
魯
迅
が
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
評
論
集
『
墳
』
所
収
の
「
論
照
相
之
類
」
（
一
九
二
回
、
十
一
、
十
一
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
以
下
、
岩
波
版
『
魯

迅
選
集
』
に
醗
訳
さ
れ
て
い
る
文
章
は
、
同
選
集
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
「
写
真
の
あ
れ
と
れ
に
つ
い
て
」
（
岩
波
版
）
で
魯
迅
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
写
真
館

の
表
に
掛
け
て
あ
る
写
真
の
こ
と
な
の
だ
が
、
「
ま
ず
、
そ
の
人
の
羽
振
り
が
ょ
い
と
、
そ
の
写
真
は
引
伸
ば
さ
れ
、
そ
の
人
が
「
下
野
」
す
る
と
、
そ
の
写
真

は
姿
を
消
す
。
：
：
：
も
し
も
、
白
昼
に
提
灯
を
つ
け
て
、
北
京
の
域
内
に
、
と
う
い
う
お
偉
ら
方
の
よ
う
に
引
伸
し
た
り
縮
め
た
り
、
掛
け
た
り
は
ず
し
た
り

メ
イ
ラ
〆
フ
ァ
ン

さ
れ
な
い
写
真
を
探
す
と
す
れ
ば
、
浅
学
の
小
生
が
知
る
か
ぎ
り
で
は
、
実
に
梅
蘭
芳
君
た
だ
一
人
あ
る
の
み
で
あ
る
。
：
：
：
た
だ
乙
の
「
芸
術
家
」
の
芸
術

だ
け
が
、
中
国
に
お
い
て
は
永
遠
な
の
で
あ
る
。



外
国
の
名
優
や
美
人
の
写
真
は
、
私
は
そ
う
沢
山
見
て
い
な
い
。
男
が
女
に
扮
し
て
撮
っ
た
写
真
は
見
た
乙
と
が
な
い
。
ほ
か
に
名
士
の
写
真
は
数
十
枚
見

て
い
る
。
：
：
：
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
は
な
ん
だ
か
妖
気
を
帯
び
て
い
る
し
、
ゴ
l

リ
キ
ー
に
な
る
と
、
全
く
ゴ
ロ
ツ
キ
の
よ
う
で
あ
る
。
ど
の
顔
に
も
、
悲
哀

と
苦
闘
の
跡
が
見
ら
れ
る
と
は
い
え
よ
う
が
、
要
す
る
に
天
女
ほ
ど
前
」
（
花
組
合
同
耕
采
）
で
な
い
こ
と
は
明
々
白
々
だ
。
」

要
す
る
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
l

ン
は
中
国
の
政
状
と
文
化
に
対
す
る
文
明
批
評
の
引
合
い
に
動
員
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
乙
乙
で
名
前
の
あ
が
っ
て
い
る
外
国

人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
魯
迅
に
と
っ
て
相
当
の
関
心
の
あ
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ル
ス
ト
イ
、
イ
プ
セ
ン
、
ロ
ダ
ン
、
ニ
l
チ
ェ
、
シ
ョ
l

ペ
ン
ハ

ウ
エ
ル
、
ゴ
l

リ
キ
！
と
並
ん
で
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
名
前
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
川
上
久
寿
氏
の
分
類
で
は
六
の
、
「
反
語
逆
説
に
よ
る
方
法
」
に
入

ろ
う
か
。

次
の
例
は
『
華
蓋
集
続
編
』
所
収
の
「
花
な
き
パ
ラ
」
（
一
九
二
六
、
二
、
二
七
）
、
「
死
場
所
」
（
周
年
、
三
、
二
五
）
、
「
花
な
き
パ
ラ
の
三
」
（
周
年
五
、

六
）
で
あ
る
。
ま
ず
「
花
な
き
パ
ラ
」
と
「
死
場
所
」
を
岩
波
版
で
掲
げ
る
と
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
先
生
は
今
年
、
満
六
十
歳
に
な
っ
た
。

し
ん
ぼ
う
シ
ユ

1

チ
1

モ
は
や

h

『
長
報
』
社
は
そ
れ
で
人
々
に
文
章
を
書
か
せ
た
が
徐
志
摩
先
生
は
彼
を
紹
介
し
た
後
に
、
感
慨
を
の
べ
て
い
っ
た
、
「
：
：
：
だ
が
も
し
誰
か
が
近
ご
ろ
流
行

の
打
倒
帝
国
主
義
だ
の
何
だ
の
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
か
、
あ
る
い
は
分
裂
と
猪
疑
の
現
象
を
も
ち
出
し
て
、ロ
ラ
ン
先
生
に
報
告
し

乙
れ
が
新
中
国
で

一 307-

す
、
と
い
っ
た
と
し
た
ら
、
彼
が
ど
ん
な
感
想
を
も
つ
か
、
私
に
は
も
う
予
想
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
『
震
報
』
附
録
版
一
二
九
九
）

彼
は
遠
い
と
乙
ろ
に
住
ん
で
い
る
し
、
わ
れ
わ
れ
は
簡
単
に
問
い
た
だ
す
わ
け
に
も
行
か
な
い
が
、
「
詩
哲
（
諮
持
続
）
の
目
か
ら
み
る
と
、
ロ
ー
ラ
ン
先

生
の
意
見
は
、
新
中
国
は
帝
国
主
義
を
歓
迎
す
べ
し
と
い
う
の
で
あ
る
ら
し
い
よ

徐
志
摩
は
文
壇
の
芸
術
派
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
が
、
そ
の
徐
志
摩
の
見
解
に
魯
迅
が
同
調
す
る
は
ず
が
な
い
。
乙
の
個
所
も
川
上
氏
の
分
類
で
は
六
に

入
ろ
う
か
。

だ
が
、
乙
の
徐
志
摩
と
の
や
り
と
り
は
、
魯
迅
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
作
品
を
知
ら
し
め
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
。
魯
迅
は
つ
ね
に
論
争
の
な
か
で
論
敵
か

ら
食
欲
に
学
ん
で
い
る
が
、
こ
乙
で
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
そ
の
直
後
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
段
棋
瑞
政
府
が
一
般
市
民
と

学
生
の
請
願
運
動
を
武
力
弾
圧
し
、
「
純
潔
な
青
年
た
ち
が
不
幸
に
し
て
そ
れ
に
落
ち
乙
ん
で
、
死
傷
三
百
余
人
に
達
し
た
」
（
「
傷
ま
し
さ
と
？
？
し
さ
」
）
一
ニ



月
十
八
日
の
惨
殺
事
件
の
直
後
に
、
魯
迅
は
「
死
場
所
」
を
書
い
て
い
る
。
中
国
の
死
場
所
が
極
め
て
広
大
で
あ
る
と
、
ま
ず
伏
線
を
引
い
て
お
い
て
か
ら
、

そ
れ
に
続
け
て
、

「
今
ち
ょ
う
ど
ロ
マ
ン
・
ロl
ラ
ン
の
5
0
2
0
F

・5
5
2
2
L
S

（
語
放
）
が
私
の
目
の
前
に
あ
る
。
そ
の
中
に
与
つ
い
ぞ
い
る
、

｜
｜
カ
ル
ノ
ー
は
人
類
が
進
歩
す
る
な
ら
、
少
し
ば
か
り
の
汚
点
が
あ
っ
て
も
い
い
、
万
や
む
を
得
な
い
な
ら
、
少
し
は
罪
悪
が
行
わ
れ
て
も
い
い
と
主
張
し

た
、
し
か
し
彼
ら
は
ど
う
し
て
も
ク
l

ル
ヴ
ォ
ア
ジ
ェ
を
殺
し
た
く
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
共
和
国
は
彼
の
死
骸
を
そ
の
腕
に
抱
え
る
こ
と
を
喜
ば
な
か
っ
た

か
ら
、
そ
れ
は
あ
ま
り
重
す
ぎ
る
の
で
。

死
骸
の
重
さ
を
感
じ
る
乙
と
が
で
き
て
、
抱
え
る
こ
と
を
欲
し
な
い
民
族
に
と
っ
て
は
先
烈
の
「
死
」
は
後
人
の
「
生
」
の
唯
一
の
霊
薬
で
あ
る
、
だ
が
も

う
重
さ
を
感
じ
得
な
く
な
っ
た
民
族
で
は
、
む
し
ろ
そ
れ
は
、
圧
し
つ
ぶ
さ
れ
て
一
し
ょ
に
滅
び
失
せ
る
も
の
に
外
な
ら
ぬ
。
」

な
ん
と
い
う
適
切
で
深
刻
な
意
味
を
持
つ
引
用
で
あ
ろ
う
か
。
『
愛
と
死
と
の
戯
れ
』
は
、
山
口
三
夫
氏
の
『
歴
史
の
な
か
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
』
（
勤
草
書

あ
る
。
発
表
が
二
五
年
な
ら
ば
、
魯
迅
は
最
新
の
作
品
を
活
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。モ
l

リ
ス
・
デ
コ
l

ト
著
、
渡
辺
淳
訳
の
『
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
』
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房
）
の
年
譜
に
よ
れ
ば

一
九
二
四
年
に
書
か
れ
て
二
五
年
に
発
表
さ
れ
た
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
劇
を
と
り
あ
げ
た
作
品
の
う
ち
、
も
っ
と
も
成
功
し
た
戯
曲
で

（
理
論
社
）
で
は
、
ア
ル
パ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
社
一
九
二
六
年
と
あ
る
か
ら
、
後
者
に
従
え
ば
最
新
も
最
新
、
同
じ
年
に
出
し
た
作
品
の
内
容
を
知
っ
て
い
た
乙

と
に
な
る
。

は
た
し
て
そ
の
作
品
を
手
に
と
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
か
、
そ
の
作
品
世
界
に
酷
似

し
た
現
実
の
光
景
が
展
開
し
て
い
る
と
い
う
意
味
な
の
か
明
白
で
な
い
。
す
く
な
く
と
も
、
魯
迅
の
「
書
帳
」
に
は
、
『FO
守
口
内
同O
F
W
K
F
B
0
5
2
内
同OF
ω

た
だ
し
、
乙
の
「
目
の
前
に
あ
る
よ
と
い
う
魯
迅
の
言
葉
は
、

冨
日
こ
の
名
前
は
見
あ
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
当
の
論
敵
な
い
し
は
周
辺
に
い
る
者
か
、
新
聞
雑
誌
か
ら
仕
入
れ
た
知
識
に
ち
が
い
な
い
。
な

お
魯
迅
の
「
書
帳
」
は
、
蔵
書
目
録
と
し
て
も
、
ほ
ぼ
完
全
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
川
上
久
寿
氏
の
『
魯
迅
研
究
』
に
も
、
「
前
期
に
お
い
て
李
大
剣
と
の
交
友

も
ど
れ
だ
け
思
想
的
影
響
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
最
近
「
魯
迅
日
記
」
の
最
後
に
あ
る
書
帳
を
み
る
乙
と
が
で
き
た
。
私
は

こ
れ
に
載
っ
て
い
な
い
書
物
も
あ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
内
山
完
造
氏
に
御
教
示
を
こ
う
た
が
、
乙
れ
以
外
に
は
な
い
と
の
と
と
で
あ
っ
た
。
」
と
で
て
い
る
。



魯
迅
の
左
右
に
あ
っ
て
交
際
乙
と
に
親
密
で
あ
っ
た
内
山
書
店
の
故
内
山
完
造
氏
の
乙
と
ば
だ
け
に
信
濃
性
は
強
い
。

ま
た
、
乙
の
個
所
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
引
用
が
完
全
に
肯
定
的
で
あ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
川
上
氏
の
分
類
の
五
に
相
当
し
よ
う
か
。

「
花
な
き
パ
ラ
の
一
三
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。
岩
波
版
に
採
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
拙
訳
を
示
す
と
、
「
新
聞
の
か
た
す
み
に
、
い
つ
も
青
年
た
ち
の
ね
ん
ど

ろ
な
い
ま
し
め
、
字
を
書
い
た
紙
を
そ
ま
つ
に
す
る
な
よ
、
国
学
に
心
を
と
め
ろ
よ
、
イ
プ
セ
ン
は
こ
う
で
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
あ
あ
だ
よ
、
と
い
っ
た
風

な
も
の
を
見
か
け
る
の
で
あ
る
。
時
期
と
文
章
は
別
べ
つ
で
あ
る
が
、
ふ
く
ま
れ
て
い
る
事
柄
は
す
と
ぷ
る
耳
な
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
わ

た
し
が
幼
な
い
乙
ろ
に
聞
い
た
年
寄
り
の
お
説
教
と
お
な
じ
よ
う
に
。
」

川
上
氏
の
分
類
で
は
、
四
に
入
ろ
う
か
。
イ
プ
セ
ン
の
流
行
は
す
で
に
文
学
革
命
の
乙
ろ
に
見
ら
れ
た
が
、
こ
こ
に
ま
た
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
登
場
す
る
の

は
明
か
に
徐
志
摩
を
意
識
し
て
い
る
。

こ
の
時
か
ら
か
な
り
な
が
い
問
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
名
前
は
出
て
乙
な
い
。
（
た
だ
し
、
『
集
外
集
』
の
「
知
識
階
級
に
つ
い
て
」
を
、
乙
乙
に
入
れ
る
べ

き
か
も
知
れ
な
い
。
）
そ
し
て
、
『
南
腔
北
調
集
』
所
収
の
「
連
環
図
画
弁
護
」
（
一
九
三
二
、
十
、
二
五
）
に
な
っ
て
は
じ
め
て
、

ま
た
再
登
場
す
る
。
醗
訳
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は
岩
波
版
。
と
の
文
章
は
次
の
よ
う
に
説
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

「
私
自
身
乙
ん
な
小
さ
な
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
あ
る
日
、
あ
る
宴
会
の
席
上
、
私
は
思
い
つ
い
た
ま
ま
に
乙
う
い
っ
た
。
映
画
を
使
っ
て
学
生
に
教
え
た

ら
、
き
っ
と
教
員
の
講
義
よ
り
も
よ
い
に
ち
が
い
な
い
、
将
来
は
恐
ら
く
そ
う
な
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
言
葉
は
、
ま
だ
終
ら
ぬ
う
ち
に
、
ド
ッ
と
い

う
咲
笑
の
中
に
埋
葬
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
」

視
聴
覚
教
育
の
先
駆
者
魯
迅
は
、
諸
外
国
の
版
画
家
に
つ
い
て
述
べ
た
の
ち
に
、
「
ベ
ル
ギ
に
は
マ
ス
レ

l

ル

2
2
5
冨
B
2
2
3
が
い
る
。
欧
州
大
戦

の
時
、
ロ
マ
ン
・
ロ
l

ラ
ン
と
同
様
、
非
戦
主
義
の
た
め
に
外
国
に
逃
げ
出
し
た
人
で
あ
る
。
」

魯
迅
は
武
者
小
路
実
篤
の
非
戦
主
義
の
長
編
戯
曲
、
『
あ
る
青
年
の
夢
』
の
醗
訳
者
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
・
ロ

l

ラ
ン
の
同
様
の
行
動
に
関
心
を
持
っ
て
い
た

と
し
て
も
、
別
に
不
思
議
で
は
な
い
。
川
上
氏
の
分
類
で
は
、
や
は
り
固
に
入
ろ
う
か
。

『
南
陸
北
調
集
』
所
収
「
〈
あ
る
人
の
受
難
〉
序
」
（
一
九
三
三
、
八
、
六
）
乙
れ
は
拙
訳
。
前
の
例
と
お
な
じ
く
マ
ス
レ

l

ル
に
関
連
し
て
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ



ン
が
現
れ
て
く
る
。
「
ス
イ
ス
滞
在
中
は
、
つ
ね
に
新
聞
紙
上
に
絵
を
寄
せ
て
、

に
比
べ
て
い
る
。
」
乙
の
文
章
の
紋
述
は
、
比
較
的
素
直
な
文
体
で
あ
る
。

社
会
の
病
根
を
摘
発
し
た
。
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
か
れ
を
ド
l

ミ
エ
と
ゴ
ヤ

魯
迅
最
後
の
著
書
で
あ
る
『
且
介
亭
雑
文
末
編
』
の
冒
頭
に
「
ケi
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ツ
ツ
版
画
選
集
序
回
」
（
一
九
三
六
、

い
る
。
乙
れ
も
拙
訳
で
引
用
し
て
お
く
と
、
「
フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
（
同
o

自
包
ロ
問
。
ロ
8
5

は
こ
う
い
っ
て
い
る
。
グ
ケ
l

テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ツ
ツ
の
作

一
、
二
十
八
）
が
収
め
ら
れ
て

品
は
、
現
代
の
ド
イ
ツ
の
も
っ
と
も
偉
大
な
る
歌
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
貧
之
人
や
庶
民
の
苦
し
み
と
悲
し
み
を
照
し
だ
し
て
い
る
。
乙
乙
に
は
大
丈
夫
の
気
概

を
も
っ
た
婦
人
が
、
心
か
ら
の
と
ま
や
か
な
同
情
に
よ
っ
て
、
乙
れ
ら
を
彼
女
の
眼
の
な
か
に
、
慈
母
の
腕
の
な
か
に
収
め
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
乙
れ
は
犠

牲
に
な
っ
た
人
民
の
枕
黙
の
声
で
あ
るo
d」

魯
迅
は
、
乙
乙
で
も
肯
定
的
に
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
意
見
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
肯
定
的
な
引
用
が
続
く
の
は
、
や
は
り
そ
の
人
物
へ
の
共
感
が

持
続
し
て
い
る
場
合
以
外
に
見
ら
れ
な
い
。

以
上
の
外
、
『
集
外
集
』
所
収
の
「
知
識
階
級
に
つ
い
て
」
ハ
一
九
二
七
、
十
、
二
十
五
）
と
題
す
る
上
海
労
動
大
学
に
お
け
る
講
演
の
な
か
で
、
や
は
り
ロ
ハ
u

q
d
 

マ
ン
・
ロ
ラ
ン
に
触
れ
て
い
る
が
、
乙
れ
は
知
識
階
級
の
本
質
と
そ
の
役
割
の
限
界
の
な
か
で
の
指
摘
で
あ
る
。
拙
訳
を
示
す
と
、
「
イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ッ
セ
ル
、

フ
ラ
ン
ス
の
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
欧
州
大
戦
に
反
対
し
た
。
み
ん
な
は
か
れ
ら
を
大
し
た
も
の
だ
と
思
っ
た
も
の
の
、
そ
の
実
、
幸
い
な
こ
と
に
か
れ
ら
の
説

は
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
ド
イ
ツ
は
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
と
フ
ラ
ン
ス
に
攻
め
乙
ん
で
い
た
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
が
も
し
も
同
様
に
非
戦
を
実
行

す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

魯
迅
の
知
識
階
級
論
は
、
透
徹
し
た
現
実
認
識
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
理
想
主
義
の
側
面
は
、
中
国
の
知
識
人
で
あ
る
魯
迅
に
は
、
き
れ
い
事
す
ぎ
る

よ
う
に
思
わ
れ
た
。
川
上
氏
の
分
類
の
い
く
つ
か
の
方
法
が
、
乙
の
講
演
で
従
横
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

最
後
に
一
九
三
六
年
の
五
月
八
日
附
の
曹
白
あ
て
の
手
紙
を
訳
出
し
て
お
こ
う
。
曹
白
は
木
刻
家
で
、
の
ち
に
は
小
学
校
教
員
と
し
て
過
し
た
人
で
あ
る
。

相
手
が
多
少
フ
ラ
ン
ス
語
の
素
養
の
あ
る
人
だ
か
ら
、
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
推
奨
し
て
い
る
か
た
む
き
も
あ
る
が
、
各
国
文
学
に
対
す
る
短
評
も
、
わ
さ
び

が
利
い
て
お
も
し
ろ
い
。



「
文
学
を
研
究
す
る
の
に
、
外
国
語
を
一
つ
知
ら
な
い
こ
と
に
は
、
た
い
そ
う
不
便
で
あ
る
。
日
本
語
は
名
詞
は
中
国
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
精

通
し
て
間
違
い
の
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
三
、
四
年
か
け
な
け
れ
ば
だ
め
で
あ
る
。
そ
れ
に
か
れ
ら
自
身
に
大
作
家
が
な
く
、
近
ご
ろ
は
外
国
の
作

品
の
紹
介
も
少
な
い
の
で
、
勉
強
す
る
ま
で
も
な
い
。
イ
ギ
リ
ス
も
ま
た
大
作
家
に
之
し
く
、
お
ま
け
に
か
れ
ら
は
す
こ
ぶ
る
頑
固
で
、
あ
ま
り
よ
そ
の
国
の

作
品
を
翻
訳
し
た
が
ら
な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
や
〉
多
い
が
、
し
か
し
本
の
値
段
が
高
い
。
わ
た
し
の
考
え
で
は
、
君
は
す
で
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ん
で
い
る
の

だ
か
ら
、
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
語
を
学
ぷ
の
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
は
、
復
習
す
る
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
じ
め
て
勉
強
す
る
の
よ
り

は
都
合
が
よ
ろ
し
い
。
第
二
に
は
、
か
れ
ら
は
近
ご
ろ
た
い
へ
ん
外
国
の
す
ぐ
れ
た
作
品
を
都
訳
し
て
い
る
。
第
三
に
は
、
か
れ
ら
は
現
在
、
大
作
家
を
も
っ

て
い
る
。
ロ
ラ
ン
、
ジ
ィ
ド
な
ど
の
作
品
は
、
読
者
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
。
」

ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
の
愛
読
者
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
魯
迅
も
、
か
れ
を
大
作
家
と
し
て
認
め
て
い
た
こ
と
は
、
乙
れ
で
明
白
で
あ
る
。
（
了
）

（
昭
和
四
十
一
年
八
月
三
十
一
日
）

内δ


