
所
蔵
さ
れ
る
書
物

l
l
円
本
ブ

i
ム
と
教
養
主
義

は
じ
め
に

昭
和
初
期
に
お
け
る
大
量
生
産
の
廉
価
販
全
集
「
円
本
」
の
ブ

i

ム
は
、
こ
れ
ま
で
、
総
じ
て
文
学
読
者
間
の
拡
大
、
学
芸
の
大
衆
化

（

1
）
 

の
契
機
と
し
て
意
義
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
だ
が
円
本
ブ
ー

ム
現
象
崩
の
背
後
に
潜
在
し
て
い
た
読
者
欲
や
実
際
の
受
容
者
間
の

（

2
）
 

問
題
に
つ
い
て
立
ち
入
っ
て
な
さ
れ
た
論
考
は
ま
だ
少
な
い
。

他
方
、
円
本
ブ

i
ム
は
広
告
業
界
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と

さ
れ
る
。
同
本
の
宣
伝
に
は
新
聞
・
雑
誌
掲
載
の
広
告
、
内
容
見
本
、

街
頭
の
峨
、
ピ
ラ
散
布
な
ど
、
多
様
な
宣
伝
方
法
が
駆
使
さ
れ
た
が
、

ブ
！
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
り
広
告
の
効
用
が
評
価
さ
れ
る

塩

原

亜

高己

（

3
）
 

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

円
本
の
普
及
に
大
き
く
貢
献
し
た
広
告
の
中
に
は
、
人
々
の
読
者

に
対
す
る
欲
望
を
巧
妙
に
か
き
た
て
、
踊
ら
せ
る
い
く
つ
か
の
要
系

（

4
〉

が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
広
告
内
の
一
一
…
一
同
説
に

者
住
し
、
山
川
本
受
容
の
前
提
と
な
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
恰
い
、
同
時
代

資
料
を
参
照
し
な
が
ら
こ
の
時
代
に
お
け
る
書
物
観
や
文
学
観
の
一

端
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
こ
と
を
試
み
る
。

2 

新
中
間
震
と
「
教
養
」

当
時
の
広
告
に
よ
れ
ば
、
円
本
は
そ
も
そ
も
の
企
画
の
段
階
で



（

5
）
 

権
階
級
の
芸
術
を
全
民
衆
の
前
に
解
放
」
す
る
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ

〈

6）

レ
l
ズ
の
下
「
全
民
衆
・
全
家
庭
」
に
向
け
て
刊
行
さ
れ
た
。
と
は
い

え
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
民
衆
」
が
、
い
わ
ゆ
る
特
権
的
富
裕
層
を

除
く
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
を
指
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
な
ぜ
な

ら
、
新
聞
ム
広
告
を
主
要
な
宣
伝
媒
体
と
し
て
い
た
こ
と
自
体
、
結
果

的
に
新
聞
購
読
の
習
慣
が
可
能
な
借
間
に
標
的
が
定
め
ら
れ
る
こ
と

を
意
味
し
た
し
、
広
告
内
に
は
「
全
民
衆
」
に
対
す
る
呼
び
か
け
と

同
時
に
、
特
定
の
階
層
を
指
示
す
る
呼
び
か
け
も
ま
た
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
。

そ
の
一
つ
が
「
読
讃
階
級
」
と
い
う
呼
称
で
あ
る
。
以
下
に
、
そ

の
例
を
引
い
て
み
る
。

（

7）
 

「
内
容
見
本
発
送
二
百
万
突
破
！
全
読
者
階
級
の
歓
呼
日
」

「
読
書
階
級
の
正
し
き
批
判
は
本
全
集
の
絶
大
な
価
値
を
見
誤
ら
な

〈

8）

か
っ
た
」

〈

9）

こ
の
「
読
書
階
級
」
と
い
う
呼
称
は
、
現
代
で
は
使
わ
れ
な
い
語

で
あ
る
が
、
読
書
が
階
級
性
を
も
っ
行
為
、
特
権
的
行
為
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
を
示
し
た
極
め
て
時
代
的
・
階
級
的
色
彩
の
強
い
語
で

あ
る
。
こ
の
語
は
対
立
概
念
と
し
て
「
非
読
書
階
級
」
を
も
つ
こ
と

に
な
る
が
、
広
告
上
で
出
版
社
側
が
標
的
と
す
る
購
読
者
間
を
「
読

書
階
級
」
と
呼
ぶ
場
合
、
円
本
が
あ
ら
か
じ
め
読
書
習
慣
を
も
っ
階

層
に
あ
る
程
度
狙
い
を
絞
っ
て
企
図
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

円
本
購
読
者
の
「
隠
」
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
永
…
領
軍
敏
に
よ
る

（
川
山
）

最
近
の
実
証
的
研
究
に
よ
っ
て
多
く
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
永

樹
に
よ
れ
ば
、
「
同
本
と
い
う
大
衆
化
装
店
は
、
ま
ず
ブ

i
ム
別
に
あ

っ
て
は
、
書
店
を
通
じ
て
の
予
約
締
読
と
い
う
形
で
「
所
前
中
流
階

級
並
に
学
生
述
』
へ
の
書
物
の
普
及
装
践
と
し
て
は
た
ら
さ
、
次
い

で
ブ

i
ム
終
了
後
に
は
価
格
の
大
幅
な
下
端
に
よ
っ
て
、
十
日
本
緩
や

磁
店
の
流
通
経
路
を
通
じ
て
、
よ
り
食
し
い
労
働
者
や
農
民
間
へ
の

普
及
装
置
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
こ
段
階
の
大
衆
化
作
用
を
お
よ

ぼ
し
た
」
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
円
本
の
受
容
状

況
に
は
階
層
的
な
法
異
が
存
在
し
て
お
り
、
ブ
ー
ム
期
に
お
い
て
円

本
の
購
読
者
と
な
り
得
た
閣
は
や
は
り
比
較
的
限
定
さ
れ
て
い
た
と

い
え
る
。
そ
れ
は
「
従
来
か
ら
新
聞
雑
誌
を
定
期
購
読
す
る
習
慣
を

身
に
つ
け
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
に
あ
る
程
度
親
し
ん
で
い
た
も
の
で
、
な

お
か
つ
月
額
一
円
を
な
ん
と
か
支
出
で
き
る
程
度
の
現
金
収
入
を
保

証
さ
れ
た
者
」
す
な
わ
ち
「
毎
月
一
定
額
の
月
給
と
い
う
定
収
入
を

保
証
さ
れ
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
層
」
で
あ
っ
た
。
毎
月
一
冊
ず
つ
刊
行

さ
れ
る
円
本
は
、
雑
誌
購
読
の
習
附
加
を
持
つ
彼
ら
に
お
い
て
は
、
雑

誌
的
な
読
ま
れ
方
を
し
た
と
い
う
。

（

日

）

こ
こ
で
、
永
嶺
が
い
う
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
庖
」
と
は
、
い
わ
ゆ
る

「
新
中
間
関
」
に
位
援
す
る
人
々
で
あ
る
。
新
中
期
間
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
く
。

大
正
中
期
以
降
、
支
配
階
級
（
資
本

L

家
）
と
被
支
配
階
級
（
労
働

者
）
の
中
間
に
位
置
す
る
閣
の
内
部
構
成
が
変
化
し
た
。
産
者
・
教

-2ー



員
・
自
由
業
な
ど
の
「
独
立
技
能
者
」
お
よ
び
「
中
級
官
僚
と
恩
給

生
活
者
」
が
大
正
九
（
一
九
二

O
）
年
を
境
と
し
て
顕
著
に
増
加
し

て
お
り
、
彼
ら
を
「
新
中
間
層
」
と
呼
ぶ
。
新
中
間
閣
は
、
大
正
一
一
一

〈
一
九
一
四
）
年
の
七
二
万
五
千
人
か
ら
、
昭
和
五
（
一
九
三

O
）
年

（

U
M
 

に
は
九
二
万
七
千
人
に
増
大
し
て
い
る
。

新
中
間
留
の
多
く
は
農
村
の
中
農
や
士
族
の
二
・
一
一
…
男
の
出
身
で

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
生
産
手
段
を
有
し
な
い
彼
ら
は
、
共
同
体
を
離
れ
、

出
来
の
地
縁
、
血
縁
に
よ
ら
ず
個
人
的
努
力
、
学
業
、
能
力
に
よ
っ

て
地
位
を
切
り
開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
存
在
で
あ
り
、
地
位
確
立
の
手
段

を
高
等
教
育
に
よ
る
高
い
教
養
に
求
め
焔
v

お
り
し
も
、
こ
の
新
中
間
層
が
台
頭
し
て
き
た
大
正
中
期
は
、
教

育
制
度
が
大
き
く
変
容
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。
大
正
七
年
の
…
口
問
等

学
校
令
お
よ
び
大
学
令
の
公
布
を
契
機
と
し
て
、
高
等
教
育
就
学
人

口
が
増
大
し
、
教
護
志
向
の
嵐
潮
が
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

新
中
間
層
が
教
養
獲
得
の
手
段
と
し
て
学
歴
を
求
め
た
の
は
、
高

等
教
育
が
教
養
一
組
餐
の
場
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
学

歴
の
取
得
が
そ
の
ま
ま
教
養
の
「
ラ
イ
セ
ン
ス
」
と
な
る
よ
う
な
社

会
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
。
第
一
次
大
戦
を
境
と
し
て
、

学
歴
に
よ
る
賃
金
や
出
世
の
格
差
が
顕
著
に
な
り
、
学
肢
が
地
位
確

（日）

立
に
繋
が
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

新
中
間
関
は
教
設
を
武
器
に
地
位
確
立
を
目
指
し
た
が
、
経
済
的

（凶〉

に
は
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
の
が
現
状
で
、
こ
の
た
め
、
い
か
に
経

済
的
負
担
を
か
け
ず
に
教
養
を
獲
得
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
重
要
な

関
心
事
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
従
来
の
書
籍
に
比
べ
で
は
る
か

に
安
価
で
分
最
の
多
い
円
本
、
そ
れ
も
体
系
的
な
知
を
習
得
で
き
る

「
全
」
集
と
い
う
形
態
の
書
籍
群
は
、
ま
さ
に
彼
ら
の
欲
求
に
即
し
た

も
の
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
円
本
受
容
の
下
地
と
な
る
読
者
欲
は
す
で
に
存
在

し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
新
中
間
関
の
教
養
に

対
す
る
欲
望
が
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
円
本
と
い
う
体

系
的
教
護
者
が
置
か
れ
る
べ
き
「
空
間
」
が
す
で
に
彼
ら
の
住
宅
の

中
に
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
も
起
因
す
る
。

3 

公
的
／
私
的
空
間
と
し
て
の
「
欝
斎
」

以
下
に
挙
げ
る
広
告
…
一
一
…
口
説
か
ら
も
出
版
社
が
意
識
し
て
い
た
階
層

の
盗
は
、
よ
く
見
え
て
く
る
。

-3  

限
界
文
学
に
親
し
む
は
、
朝
に
汽
車
電
車
を
利
用
し
、
タ
に
活

動
ラ
ヂ
オ
を
享
楽
す
る
も
の
の
義
務
だ
。
屋
根
に
ア
ン
テ
ナ
を
張

っ
て
書
斎
に
本
全
集
を
具
え
な
い
の
は
恥
辱
だ
。
従
っ
て
本
全
集

の
成
果
は
臼
本
の
民
衆
の
世
界
に
於
け
る
好
簡
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ア

だ
。
見
よ
、
各
国
各
時
代
の
代
表
線
作
を
網
羅
し
て
全
日
本
に
放

送
せ
ん
と
す
る
此
の
一
大
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
の
前
に
、
全
民
衆
・
全

家
庭
が
狂
喜
し
て
壱
円
を
投
じ
つ
つ
あ
る
事
実
を
。
日
延
れ
本
全
集

（げ）

の
絶
大
な
る
成
坊
を
語
る
も
の
に
非
ず
し
て
何
で
あ
ろ
う
！



新
閣
を
読
む
習
慣
を
持
ち
、
朝
夕
の
通
勤
に
篭
車
を
利
用
し
、
ラ

ジ
オ
を
聴
く
生
活
ス
タ
イ
ル
を
も
っ
者

l
l
そ
れ
は
、
ま
さ
し
く
新
中

間
層
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
円
本
全
集
が
霞
か
れ

る
空
間
と
し
て
「
輩
出
斎
」
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
書

斎
を
有
し
た
の
は
知
識
人
的
性
格
、
ま
た
そ
う
し
た
職
業
に
つ
く
人

で
、
少
な
く
と
も
一
戸
建
て
の
住
宅
に
住
む
こ
と
の
で
き
る
人
々
に

限
ら
れ
る
。

新
中
間
閣
の
生
活
ス
タ
イ
ル
は
当
時
「
文
化
生
活
」
と
呼
ば
れ
た
。

文
化
生
活
と
は
生
活
縫
式
の
和
洋
折
衷
そ
特
徴
と
し
、
望
ま
し
い
生

活
ス
タ
イ
ル
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
大
正
教
養
主
義
が
起
こ

っ
た
よ
う
に
、
物
賀
的
の
み
な
ら
ず
内
面
的
な
問
題
に
お
け
る
近
代

化
も
雷
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
こ
の
時
期
で
あ
り
、
人
間
生
活

を
よ
り
総
合
的
に
と
ら
え
て
、
こ
れ
を
向
上
さ
せ
改
造
す
る
と
い
う

（
問
団
）

文
化
生
活
の
概
念
が
生
ま
れ
た
。
こ
の
文
化
生
活
の
象
徴
と
も
い
う

べ
き
存
在
が
「
文
化
住
宅
」
で
あ
る
。

大
正
期
に
入
っ
て
都
市
部
に
人
口
の
流
入
が
進
み
、
住
宅
地
が
都

心
か
ら
郊
外
に
拡
張
し
始
め
る
の
に
伴
い
、
郊
外
に
伸
び
る
私
鉄
の

〈
刊
日
）

沿
線
は
新
興
住
宅
地
と
し
て
次
々
に
開
発
さ
れ
て
い
っ
た
。
都
市
の

過
密
化
に
よ
り
住
宅
問
題
が
人
々
の
間
で
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
よ
り
よ
い
住
宅
、
理
想
的
な
住
宅
を
求
め
る
住
宅
改
良
運
動
が

（

初

）

生
ま
れ
た
。
そ
の
契
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
大
正
閏
（
一
九

一
五
）
年
に
開
催
さ
れ
た
閤
民
新
聞
社
主
催
の
家
庭
博
覧
会
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
理
想
的
中
流
住
宅
の
実
物
展
示
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
こ
で
、

国
民
新
聞
社
が
提
示
し
た
新
し
い
住
宅
が
従
来
と
異
な
る
点
は
、
各

部
展
が
壁
で
仕
切
ら
れ
た
独
立
し
た
空
間
と
な
っ
て
い
た
点
、
伝
統

的
日
本
住
宅
に
洋
嵐
の
書
斎
と
客
間
を
取
り
入
れ
た
点
の
二
点
で
あ

る
。
以
時
、
こ
れ
が
縦
糸
さ
れ
る
形
で
、
住
宅
改
良
を
主
張
す
る
動

き
が
雑
誌
新
聞
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
機
会
が
増
え
、
各
地
で
催
さ
れ

た
博
覧
会
に
住
宅
が
展
示
さ
れ
た
。
中
で
も
精
力
的
に
活
動
を
行
な

っ
た
の
は
、
住
宅
改
良
会
と
い
う
組
織
で
、
大
正
五
（
一
九
三
ハ
）
年
、

住
宅
専
門
会
社
「
あ
め
り
か
鼠
」
店
主
の
橋
口
信
助
と
、
女
子
教
脊

家
の
一
一
…
角
錫
子
の
一
…
人
を
中
心
に
組
織
さ
れ
た
。
住
宅
改
良
会
の
主

な
活
動
に
、
大
正
五
年
創
刊
の
住
宅
専
門
誌
「
住
宅
」
の
発
行
（
昭

和
一
八
［
一
九
四
三
］
年
ま
で
）
が
あ
る
。
渡
米
経
験
告
も
つ
橋
口
伝

効
が
作
っ
た
こ
の
雑
誌
は
、
住
宅
改
良
運
動
を
陸
部
す
る
重
要
な
媒

体
で
あ
り
、
住
宅
に
関
す
る
務
家
者
で
も
あ
っ
た
。
橋
口
は
こ
の
雑

誌
で
、
務
部
屋
が
独
立
し
て
い
な
い
日
本
住
宅
の
批
判
を
行
い
、
昭

洋
式
の
住
宅
を
提
唱
し
た
。
だ
が
、
完
全
な
洋
館
は
人
々
の
生
活
感

覚
か
ら
は
ま
だ
述
い
も
の
で
あ
り
、
実
擦
に
流
行
し
た
の
は
和
洋
折

衷
型
住
宅
と
な
っ
た
。

一
九
世
紀
後
半
、
和
洋
館
扱
列
現
住
宅
が
上
流
階
級
の
間
で
流
行

し
て
い
た
が
、
ニ

O
世
紀
に
な
る
頃
か
ら
、
中
流
階
級
の
関
に
も
和

洋
折
衷
住
宅
が
提
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
日
本
住
宅
に
住

む
人
々
で
さ
え
も
、
会
社
で
は
洋
服
で
出
勤
し
、
帰
宅
す
る
と
和
服

に
着
替
え
た
。
社
会
生
活
と
私
生
活
と
で
和
洋
の
使
い
分
け
そ
余
儀

な
く
さ
れ
る
の
が
、
当
時
の
都
市
生
活
者
の
平
均
的
生
活
ス
タ
イ
ル
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で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
の
よ
う
な
実
情
に
即
し
た
和
洋
折
衷
住

宅
が
設
計
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
タ
イ
プ
の
住
宅
は
、
寝
室

や
「
食
事
や
団
ら
ん
な
ど
の
生
活
部
分
は
依
然
と
し
て
床
座
式
で
あ

（幻）

っ
た
が
、
書
斎
と
客
車
は
椅
子
鹿
式
で
計
画
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
。

つ
ま
り
、
家
族
の
生
活
居
住
空
間
、
す
な
わ
ち
私
的
空
間
が
和
式
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
接
客
空
間
す
な
わ
ち
公
的
空
間
に
は
洋
式
の
間

取
り
が
導
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
具
合
に
、
機
能
に
合
わ
せ
て
災
な

る
様
式
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。

和
洋
折
衷
住
宅
は
、
住
宅
改
良
運
動
に
お
い
て
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を

普
及
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
と
り
わ
け
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
の
が
、

大
正
一
一
年
一
一
一
月
か
ら
七
月
に
か
け
て
上
野
で
開
催
さ
れ
た
平
和
記

念
東
京
博
覧
会
で
あ
る
。
会
場
内
に
建
て
ら
れ
た
「
文
化
村
」
に
は

「
実
用
的
簡
易
小
住
宅
」
、
通
称
「
文
化
住
宅
」
と
称
さ
れ
た
、
一
四

（幻）

棟
の
モ
デ
ル
住
宅
が
集
め
ら
れ
た
。
そ
の
多
く
は
外
観
が
洋
風
で
、
家

族
水
位
に
設
計
さ
れ
た
居
間
中
心
型
の
住

J

宅
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
後

洋
風
色
が
強
い
住
宅
そ
「
文
化
住
宅
」
と
よ
ぶ
現
象
が
お
こ
り
、
以

降
、
「
文
化
住
宅
」
は
こ
の
時
期
拡
蝦
さ
れ
て
い
く
郊
外
住
宅
地
に
建

設
さ
れ
て
い
っ
た
。

で
は
こ
の
「
文
化
住
宅
」
に
お
い
て
「
書
斎
」
が
ど
の
よ
う
に
位

置
付
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。

既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
大
正
期
の
中
流
向
け
和
洋
折
衷
住
宅
に
お

い
て
各
家
を
洋
式
に
す
る
か
和
式
に
す
る
か
と
い
う
選
択
は
、
部
鼠

の
機
能
に
よ
り
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
う
ち
「
書
斎
」
は
「
文
化
住
宅
」
に
お
い
て
は
客
室
と
同
様

に
「
椅
子
陸
式
」
の
西
洋
間
と
し
て
設
計
さ
れ
た
が
、
そ
の
こ
と
は

つ
ま
り
、
「
書
斎
」
が
公
的
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の

場
合
の
公
的
と
は
、
主
人
の
仕
事
場
と
い
う
意
味
に
お
い
て
も
成
り

立
つ
が
、
書
斎
は
む
し
ろ
単
な
る
仕
事
場
・
作
業
場
と
し
て
の
み
な

ら
ず
、
接
客
空
間
と
し
て
の
機
能
も
付
与
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
当
時
の
住
宅
設
計
図
を
見
れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

例
え
ば
、
「
文
化
村
」
に
展
示
さ
れ
た
一
四
棟
の
出
品
住
宅
。
こ
の

う
ち
約
半
数
の
六
棟
の
住
宅
に
あ
る
「
書
斎
」
は
、
い
ず
れ
も
来
客

を
過
す
の
に
便
利
な
位
訟
で
あ
る
玄
関
脇
に
配
註
さ
れ
て
お
り
、
し

か
も
そ
の
名
称
が
住
宅
設
計
関
も
し
く
は
説
明
書
き
に
「
応
接
間
兼

書
斎
」
「
吉
斎
客
室
い
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
書
斎
で
あ
り
な
が
ら
謎

客
ん
双
山
で
も
あ
る
と
い
う
二
つ
の
役
割
を
も
っ
空
間
と
し
て
「
詩
斎
」

〈幻）

が
規
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
関
1
の
「
樋
口
久
五
郎
氏
出
品
宅
」
一
平
而
図

〈

M）

と
関
2
の
同
住
宅
の
書
斎
写
真
を
挙
げ
て
お
く
。
玄
関
右
脇
と
い
う
、

米
容
を
通
す
の
に
便
利
な
位
置
に
あ
る
、
窓
に
而
し
て
杭
椅
子
が
器

か
れ
た
空
間
は
「
応
接
兼
書
斎
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
仕
事
机

や
ガ
ラ
ス
戸
の
本
棚
の
ほ
か
に
、
茶
器
が
誌
か
れ
た
テ
ー
ブ
ル
と
二

脚
の
椅
子
が
却
べ
ら
れ
て
い
る
。
接
答
申
令
意
識
し
て
か
イ
ン
テ
リ
ア

に
も
配
臨
さ
れ
て
お
り
、
右
手
本
棚
の
上
に
は
石
留
の
胸
像
と
写
真

立
て
と
お
ぼ
し
き
物
体
が
飾
ら
れ
、
向
か
っ
て
左
提
の
に
は
絵
が

掛
け
ら
れ
、
そ
の
下
に
は
置
物
が
飾
ら
れ
て
い
る
。

に

υ
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ま
た
、
「
今
日
の
日
本
住
宅
に
於
け
る
一
般
の
書
斎
は
、
多
く
主
人

の
問
問
又
は
舵
近
者
の
応
接
室
と
云
っ
た
よ
う
な
目
的
に
使
刑
さ
れ

（お）

て
い
る
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
住
宅
論
の
な
か
で
は
よ
く
読

わ
れ
て
い
る
。

つ
め
償
問
」
と
い
う
接
客
空
間
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
こ
の
「
市

斎
」
に
は
、
書
籍
が
白
か
れ
る
べ
き
本
棚
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
本
棚
に
は
円
本
全
集
も
白
か
れ
た
。

4 

室
内
装
飾
と
し
て
の
円
本

「
文
化
住
宅
」
の
応
接
間
に
は
円
本
全
集
が
鍛
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
大
宅
壮
一
が
ヰ
洋
風
』
の
『
応
接
援
』
に
は
、
三
脚
ば
か

り
の
と
う
イ
ス
と
、
…
二
三
種
の
円
本
全
集
を
も
っ
て
フ
ァ

i
ニッ

（お）

シ
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
」
と
言
及
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
接
客
空
間
に
円
本
全
集
を
践
く
と
い
う
こ
と
に
は
、

m

に
読
む
こ
と
の
他
に
何
か
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、

装
飾
品
、
イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
の
機
能
が
考
え
ら
れ
る
。

（幻〉

円
本
の
広
告
に
は
「
堂
々
た
る
威
容
真
に
書
斎
の
壮
観
で
あ
り
」

（お）

と
い
う
よ
う
に
、
装
舶
の
美
を
踊
っ
た
も
の
が
多
い
。

改
造
社
司
現
代
日
本
文
学
全
集
』
の
装
丁
者
杉
浦
非
水
な
ど
は
、
こ

の
全
集
を
「
室
内
装
飾
の
中
の
諮
物
と
し
て
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
造
本

〈
初
）

デ
ザ
イ
ン
し
て
い
い
た
と
い
う
。
「
改
造
」
大
正
一
五
年
一
二
月
号
掲

載
の
『
現
代
日
本
文
学
全
集
恥
広
告
に
、
こ
の
全
集
が
「
最
高
円
以
美

6 



の
書
」
で
あ
り
、
「
装
舶
は
杉
浦
非
水
磁
的
の
苦
心
に
成
り
、
製
本
技

術
と
相
倹
っ
て
、
書
斎
の
一
美
観
」
、
「
此
の
…
一
し
き
全
集
は
書
斎
の

一
美
観
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
室
内
装
飾
に
ふ
さ
わ
し
い
書
物
と
し

て
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
加
え
て
完
結
し
た

時
ご
揃
い
の
書
物
」
は
イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
、
一
間
ご
と
色
や
大

き
さ
の
異
な
る
書
物
よ
り
も
は
る
か
に
統
一
感
と
い
う
点
に
お
い
て

す
ぐ
れ
て
お
り
、
ふ
さ
わ
し
い
。
丹
本
が
飾
り
物
故
い
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
は
現
実
に
か
な
り
よ
く
あ
っ
た
こ
と
の
よ
う
で
、
昭
和

三
年
販
の
司
出
版
年
鑑
』
に
も
「
現
在
は
、
い
わ
ゆ
る
円
本
が
読
ま
れ

る
よ
り
は
飾
ら
れ
、
貯
え
ら
れ
る
た
め
に
出
版
さ
れ
、
購
求
さ
れ
て

（
初
〉

い
る
観
が
あ
る
。
」
と
円
本
ブ
i
ム
の
実
態
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。

飾
ら
れ
る
円
本
｜
｜
必
ず
し
も
読
ま
れ
る
必
要
の
な
い
「
見
せ
る
」

た
め
の
書
籍
の
姿
が
こ
こ
か
ら
は
う
か
が
え
る
。

5 

趣
味
・
人
格
・
教
養

文
化
住
宅
に
お
け
る
書
斎
は
公
的
計
開
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て

い
た
が
、
実
擦
に
住
宅
論
の
山
中
で
強
制
さ
れ
た
の
は
む
し
ろ
主
人
の

店
主
と
い
う
半
ば
私
的
な
沼
山
と
し
て
の
刀
訴
の
役
初
で
あ
っ
た
。
そ

も
そ
も
住
宅
改
良
論
の
本
義
が
私
的
出
住
な
山
の
前
一
視
に
あ
っ
た
の

だ
か
ら
、
こ
れ
は
奈
川
棚
将
然
の
こ
と
と
い
え
る
。
作
業
に
波
れ
た
心

を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
粘
神
「
慰
安
」
の
は
た
ら
き
が
求
め
ら
れ
、
そ

の
た
め
に
宅
内
装
飾
が
配
ω附
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
主
悩
が
し
ば
し
ば

、
‘
ふ
レ
人
情
帽
ぺ
し
44

』。

ふ
J
J
C
B芳
A
1

ふ
7hv

ママ

要
す
れ
に
此
書
斎
は
閑
静
な
れ
ば
小
室
に
て
可
な
り
、
充
分
慰

安
を
与
う
る
を
目
的
と
し
、
矢
鱈
に
学
ば
し
め
ん
が
為
め
の
凡
紙

面
な
室
で
は
面
白
く
な
い
。
敢
な
る
書
斎
と
し
て
も
書
斎
の
本
義

上
精
神
的
向
上
を
謀
り
、
慰
安
を
与
え
、
動
的
光
線
で
な
く
、
光

線
の
最
は
余
り
多
か
ら
ざ
る
を
可
と
す
る
。
然
し
居
間
と
迷
い

（幻）

楽
的
気
分
を
助
長
に
勉
め
る
躍
の
こ
と
は
な
い
。

た
だ
こ
こ
で
刷
出
立
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
書
斎
の
本
義

が
精
神
の
「
慰
目
記
」
と
同
時
に
「
向
上
」
に
も
あ
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
「
お
の
ず
か
ら
読
者
趣
味
を
そ
そ
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
気
分
」

〈泣）

を
芯
き
起
こ
し
「
沈
思
黙
考
し
て
精
神
の
修
養
」
が
可
能
な
空
間
、
部

鼠
の
川
分
間
気
が
内
而
の
向
上
を
促
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
と
さ

れ
、
白
か
れ
る
書
籍
に
も
当
然
そ
う
い
っ
た
役
割
が
求
め
ら
れ
た
。
し

か
し
こ
の
「
書
斎
」
の
川
分
間
気
機
成
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
、
書
籍

の
外
観
芙
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
お
絡
に
「
併
が
占
か
れ
て
い
る
か
」
と

い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

円
本
ブ
i
ム
u

山
市
伐
の
大
正
末
年
、
徳
山
口
川
蝉
的
は
「
山
中
世
級
の
一
家
庭
」

に
対
し
て
、
た
と
え
読
ま
れ
な
く
と
も
「
只
の
主
人
夫
婦
、
お
し
く

は
F
Kが
、
学
校
時
代
に
使
川
し
た
る
川
市
総
以
外
に
、
お
し
く
は
北
（

の
L
人
の
職
業
に
関
係
あ
る
苫
知
以
外
」
の
「
代
川
知
ら
し
き
丹
新
」
を

一
本
低
に
備
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
文
化
作
活
者
」
と
し
て
の

-7  



（ね）

条
件
で
あ
る
と
説
い
た
。

所
蔵
し
て
い
る
其
引
が
、
既
に
一
一
樹
の
自
由
教
育
で
あ
る
。
如

何
な
る
書
籍
愛
好
家
で
も
、
我
が
識
者
を
悉
く
読
み
尽
す
訳
で
は

な
い
、
親
友
や
、
父
母
や
、
主
子
ゃ
、
未
だ
諮
号
交
え
ざ
る
も
、
相

見
て
一
脈
の
情
極
を
相
い
通
ず
る
で
は
な
い
乎
。
書
籍
も
亦
た
こ

の
通
り
だ
。
口
ハ
だ
其
の
表
題
を
見
た
だ
け
で
も
、
既
に
無
限
の
興

味
が
湧
く
。
否
な
所
前
る
当
番
を
臭
い
で
さ
え
も
、
吾
、
心
の
躍
る

を
見
ゆ
。
所
蔵
し
て
い
る
と
い
う
意
識
だ
け
で
も
沢
山
だ
。
（
中
略
）

せ
め
て
余
り
に
醜
俗
な
ら
ざ
る
諜
籍
を
ば
、
一
通
り
家
庭
に
姉
え
、

之
を
一
家
の
鎮
守
と
す
る
は
、
文
化
生
活
者
と
し
て
、
必
要
の
条

〈
旧
制
）

件
で
は
ぬ
る
ま
い
乎
。

書
籍
を
所
蔵
す
る
こ
と
臼
体
が
そ
の
ま
ま
精
神
的
禰
設
に
繋
が
る

と
す
る
蘇
峰
の
論
閣
は
、
本
来
「
読
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

る
べ
き
精
神
の
瓶
誌
が
「
所
有
」
の
段
階
で
述
成
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
矛
盾
を
苧
み
な
が
ら
も
、
し
か
し
そ
の
こ
と
を
矛
盾
と
さ
せ
な

い
。
書
籍
が
室
内
の
雰
間
気
を
作
り
出
す
「
装
飾
」
と
し
て
機
能
す

る
以
上
「
飾
ら
れ
、
貯
え
ら
れ
る
」
モ
ノ
が
纏
う
雰
聞
気
、
「
書
寄
」

自
体
が
重
要
視
さ
れ
る
の
は
何
ら
矛
盾
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
し

て
や
、
必
婆
あ
る
時
い
つ
で
も
書
籍
を
手
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
可

能
性
が
提
供
さ
れ
る
限
り
、
書
籍
の
所
蔵
は
教
養
獲
得
に
繋
が
る
の

だ
か
ら
。

書
籍
の
所
脳
内
体
が
社
会
的
に
効
力
を
発
揮
す
る
場
合
も
考
え
ら

れ
る
。
も
と
も
と
「
室
内
の
装
飾
は
総
て
其
室
の
支
配
者
の
趣
味
を

（お〉

表
わ
す
」
と
い
っ
た
発
惣
は
大
正
期
か
ら
言
わ
れ
て
き
て
い
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
室
内
の
装
飾
に
何
を
選
択
す
る
か
が
、
間
関
の
評
価
に

大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
す
で
に
一
定
の
社
会
的
評
似
が
認
め
ら
れ

た
も
の
ほ
ど
、
装
飾
と
し
て
は
都
合
が
よ
い
こ
と
に
な
る
。
書
籍
に

関
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
教
養
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
市
総
の
い
ま
一
つ
の
機
能
、
組
昧
・
教
養
の
表
示
機
能

が
押
上
し
て
く
る
。
置
か
れ
る
書
籍
が
教
盤
投
で
あ
る
と
き
、
そ
こ

に
あ
る
書
籍
は
「
読
む
」
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
見
せ
る
」
た
め

に
存
在
さ
せ
ら
れ
、
「
書
斎
」
は
主
人
が
自
ら
の
教
設
を
誇
示
す
る
た

め
の
空
間
と
な
る
。
そ
こ
を
訪
れ
た
容
は
、
置
か
れ
た
書
籍
を
見
る

こ
と
で
、
主
の
趣
味
教
援
を
確
認
す
る
。
そ
の
た
め
主
人
は
見
せ
る

に
価
す
る
内
容
と
外
観
を
そ
な
え
た
詩
絡
を
こ
の
接
客
空
間
に
陳
列

す
る
必
裂
が
あ
っ
た
。
し
か
し
大
正
則
に
あ
っ
て
は
、
引
い
斎
に
ふ
さ

わ
し
い
教
養
護
を
書
棚
に
陳
列
す
る
ほ
ど
買
い
集
め
る
こ
と
は
な
か

な
か
困
難
な
の
が
現
状
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
実
現
す
る
に
は
、
や
は

り
従
来
に
比
し
て
い
版
師
な
体
系
的
教
護
者
社
内
木
の
議
場
を
待
た
ね

ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
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お
わ
り
に

同
時
代
の
住
宅
空
間
か
ら
の
円
本
受
容
の
前
提
を
と
ら
え
た
と
き
、



書
物
を
「
所
有
」
な
い
し
は
「
所
蔵
」
す
る
こ
と
が
「
読
む
」
こ
と

と
一
帯
離
し
う
る
の
だ
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
購
求

さ
れ
た
円
本
が
必
ず
し
も
読
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
円
本
が

そ
の
主
た
る
享
受
者
で
あ
る
新
中
間
層
の
住
宅
空
間
に
置
か
れ
る
と

き
、
書
籍
は
純
粋
な
読
書
の
対
象
と
し
て
よ
り
も
、
挑
め
て
雰
囲
気

に
ひ
た
っ
た
り
、
趣
味
や
教
養
を
表
示
し
た
り
す
る
道
具
と
し
て
の

価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
書
籍
に
教
養
獲
得
の
達
成
を
表
示
す
る

機
能
が
付
与
さ
れ
た
の
は
、
書
籍
が
教
養
獲
得
の
手
段
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
教
養
の
獲
得
が
社
会
的
上
昇
や
地
位
向
上
に
効
力
を
発
揮
す

る
と
い
う
世
相
を
反
映
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
当
時
の

教
養
観
が
表
わ
れ
て
い
る
。

〈
持
広
〉

〈
l
〉
鈴
木
敏
夫
「
出
版
好
不
況
下
興
亡
の
一
世
紀
」
（
昭
和
四
五
年
出

版
ニ
ュ
ー
ス
社
）
、
「
新
聞
広
告
一

O
O年
下
」
（
昭
和
五
二
一
年
初
日
新

開
社
）
な
ど
。

（2
）
具
体
的
な
読
者
の
デ
l
タ
を
挙
げ
て
い
る
論
考
は
、
前
悶
愛
「
昭
和
初
頭

の
読
者
意
識
｜
｜
芸
術
大
衆
化
の
田
川
辺

i
i」
〈
初
出
「
比
較
文
化
」
昭
和

田
五
年
一
二
月
、
の
ち
「
近
代
読
者
の
成
立
』
昭
和
四
八
年
、
街
精
堂
所
収
）
、

永
嶺
重
敏
「
雑
誌
と
読
者
の
近
代
」
（
平
成
九
年
日
本
エ
デ
ィ
タ
！
ス

ク
ー
ル
）
、
同
「
モ
ダ
ン
都
市
の
読
者
空
間
』
〈
平
成
一
一
一
一
年
日
本
エ
デ
ィ

タ
i
ス
ク
ー
ル
）
が
あ
る
。

〈3
〉
話
相
関
広
告
一

O
O年
下
」
（
昭
和
五
一
一
一
年
初
日
新
開
社
）
な
ど
。

（4
）
円
本
と
い
う
金
倒
そ
の
も
の
の
魅
力
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
忠
告
そ
の

も
の
の
大
き
さ
や
活
字
の
組
み
方
と
い
っ
た
、
視
覚
的
な
イ
ン
パ
ク
ト
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
注
目
渇
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
刷
り
込
み
効

果
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（5
）
改
造
社
「
現
代
日
本
文
学
全
集
』
広
告
（
「
東
京
朝
日
新
聞
」
大
正
一
五

年一

O
月
一
八
日
）
。

（6
〉
注
（
5
）
に
同
じ
。

（7
）
森
秋
社
「
世
界
大
思
想
全
集
」
広
告
（
「
東
京
初
日
新
聞
」
昭
和
二
年
一
一
一

1
1
t
u
－－
J
o
 

rv
’J
4ノ十
ιι

、

〈8
）
近
代
社
吋
世
界
大
戯
曲
全
仰
木
』
広
告
（
「
東
京
削
初
日
新
聞
」
昭
和
二
年
間

月
二
六
日
〉
。

（9
）
「
読
書
階
級
」
に
つ
い
て
は
永
儲
「
モ
ダ
ン
都
市
の
読
者
空
間
』
に
詳
し

、o
puw 

（
印
）
、
氷
山
川
吋
モ
ダ
ン
都
市
の
読
書
ん
空
間
」
。

（
日
）
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
隠
の
定
義
に
つ
い
て
、
氷
山
閣
は
、
銀
行
会
社
員
と
い
う
狭
義

の
意
味
で
使
用
す
る
と
述
べ
、
官
公
吏
や
教
員
は
除
く
と
し
て
い
る
。
広
義

に
は
新
中
間
間
的
と
な
る
。

（
ロ
）
大
橋
降
滋
「
日
本
の
階
級
機
成
」
（
昭
和
四
六
年
岩
波
新
設
）
。

（
日
）
沢
山
美
果
子
「
教
資
家
族
の
成
立
」
吋
〈
教
符
〉
｜
誕
生
と
終
烏
」
（
平
成

二
年
藤
原
書
店
）
。

（U
）
箆
回
知
義
「
旧
制
a
高
等
学
校
教
育
の
展
開
」
（
昭
和
五
七
年
ミ
ネ
ル
ヴ

ア
省
一
切
〉
、
天
野
郁
夫
「
近
代
日
本
い
け
同
等
教
育
研
究
」
（
平
成
元
年
玉
川
大

学
出
版
部
）

0

（
日
）
竹
内
洋
吋
立
身
山
山
間
主
義
」
（
一
平
成
九
年

N
H
K
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
。

（
山
）
暁
鶏
問
問
主
人
吋
俸
給
生
活
者
の
佐
川
一
一
川
と
利
殖
法
』
〈
大
正
九
年
玉
泉
堂

出
版
部
〉
、
内
ケ
崎
作
一
二
郎
「
俸
給
生
活
者
の
生
活
考
」
（
「
文
化
生
活
」
大

Q
U
 



正
一
五
年
一

O
月
号
）
な
ど
。

（
口
）
新
潮
社
「
限
界
文
学
金
集
」
広
告
（
「
東
京
初
日
新
聞
」
昭
和
二
年
－
一
月

一
五
日
）
。

（
同
）
雨
降
一
編
「
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
研
究
」
（
昭
和
五
十
七
年
ブ
レ
ー
ン
山

版）。

（mu
〉
和
問
待
文
ウ
ア
ク
ス
ト
の
モ
ダ
ン
都
市
」
（
平
成
二
年
風
媒
社
）
、
山

日
肢
編
「
郊
外
住
宅
地
の
系
譜
東
京
の

m闘
ユ
ー
ト
ピ
ア
」
〈
昭
和
六
二

年
鹿
島
出
版
会
〉
な
ど
参
照
。

〈
初
）
和
初
間
前
倒
向
者
、
内
回
青
磁
ら
編
著
「
図
説
・
近
代
日
本
住
宅
山
と
〈
平
成

一
一
一
一
年
）
な
ど
参
照
。

〈
れ
）
山
内
凶
常
識
「
日
本
の
近
代
住
宅
」
（
平
成
四
年
鹿
島
出
版
会
）
0

（
幻
）
山
崎
坪
二
十
川
町
、
時
間
半
価
二
百
円
以
内
、
民
間
食
堂
客
聞
は
柿
子
座
敷
、
実

用
本
位
と
い
う
条
件
の
下
出
品
さ
れ
た
。

（
お
）
洪
洋
社
制
御
「
文
化
村
の
簡
易
住
宅
』
（
大
正
二
年
洪
洋
社
）
、
高
橋
仁

旧
制
「
文
化
村
住
宅
設
計
図
説
』
〈
大
正
二
年
鈴
木
書
店
）
。

（M
）
関
1
・
2
は
前
掲
吋
文
化
村
の
簡
易
住
宅
』
に
よ
る
。

（
お
）
伊
東
忠
太
「
現
代
に
適
応
し
た
住
宅
」
（
「
婦
人
副
知
奴
」
大
正
五
年
一

O
月

間づ）。

（
お
）
大
宅
壮
一
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
生
活
と
思
想
」
（
初
出
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」

昭
和
周
年
）
「
大
宅
壮
一
全
集
い
第
二
巻
〈
昭
和
五
六
年
桜
楓
社
）
所
収
。

（
幻
）
新
潮
社
「
世
界
文
学
金
集
い
広
告
（
「
東
京
朝
日
新
聞
削
」
昭
和
二
年
一
月

二
九
日
）
。

〈
お
）
そ
の
他
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
「
日
本
児
童
文
庫
」
広
告
（
「
東
京
朝

日
新
開
」
昭
和
ご
年
一
一
月
一
五
日
〉
の
「
驚
く
よ
う
な
美
本
」
「
籾
く
よ
う

な
文
庫
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
初
）
有
山
勝
雄
・
高
級
山
山
織
・
十
川
信
介
・
宮
崎
修
多
・
紅
野
謙
介
「
《
賎
談

A
G
出
版
文
化
と
近
代
文
学
」
（
季
刊
「
文
学
」
一
九
九
八
年
冬
口
立
。

（
初
）
武
藤
政
治
「
出
版
文
化
の
印
象
」
吋
出
版
作
鍛
い
昭
和
一
一
一
年
版
（
附
和

二
…
作
国
際
関
心
潮
研
究
会
）
。

（
幻
）
上
品
川
元
秀
「
郎
総
的
年
宅
の
間
取
り
」
（
大
正
九
年
佐
藤
山
山
版
郎
）
。

〈
幻
）
松
井
清
足
「
丸
淡
の
本
義
」
（
「
住
宅
」
大
正
六
年
一

O
Hバ川げ）

0

（
お
〉
蘇
的
老
人
「
書
締
と
文
化
生
活
」
〈
「
文
芸
森
秋
」
大
正
司
五
年
間
月
号
）
。

（
引
抗
〉
注
（
お
）
に
時
じ
。

（
お
）
奥
問
誠
一
「
趣
味
あ
る
家
内
装
飾
」
（
「
婦
人
附
削
減
」
大
正
六
年
一
月
号
）
。

ま
た
、
こ
の
人
協
友
一
ぷ
…
機
能
の
発
想
は
「
イ
ギ
リ
ス
で
は
好
い
書
斎
を
持
っ

て
い
る
事
は
や
が
て
そ
の
人
の
人
絡
表
示
で
あ
る
と
迄
云
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
い
（
「
書
斎
を
如
何
に
改
善
す
べ
き
か
」
「
住
宅
」
火
正
八
年
一
一
一
月
号
〉

と
あ
る
よ
う
に
阪
浮
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
い
つ
ご
ろ
ど
の

よ
う
に
し
て
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
、

調
査
を
婆
す
る
。
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※
引
用
文
中
に
お
け
る
か
な
づ
か
い
は
現
代
か
な
づ
か
い
に
改
め
た
。
ま
た
、

旧
字
体
は
適
寂
新
字
体
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。


