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日
本
漢
文
学
関
係
資
料
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
の
手
に
な
る
漢
一

り
と
い
っ
た
広
い
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
う
。

Ｅ
オ
ハ
α
弓
に

る
漢
文
体
作
品

（
醗
奥
膳
）

醗
査
収
集
の
範
囲…日述●人の一手に

な
る
輻

日
本
●
人
の
手
に
な
る
、

日
本
人
の
手
に
な
る
漢
文
体
の
文
学
作
品
と
い
っ
た
限
定
に
と
ら
わ
れ
ず
、
日
本
文
化
（
文
学
）
と
中
国
文
化
（
文
学
）
と
の
か
か
わ

日
本
漢
文
学
関
係
資
料
の
調
査
・
収
集
に
つ
い
て

■
６
８
０
９
０
０
Ⅱ
甲
ｊ
ｑ
０
８
Ｉ
Ｉ
Ｂ
Ｕ
■
１
８
日
０
凸
日
日
０
１
１
■
０
８
日
日
■
８
９
１
日
Ⅱ
日
日
日
日
８
０
８
８
日
８
１
０
９
１
日
０
８
９
０
４
日
日
日
■
９
６
日

一
、
調
査
・
収
集
の
範
囲
と
実
施
上
の
留
意
点
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漢
文
体
で
記
さ
れ
た
作
品
に
は
、
宗
教
関
係
、

歴
史
関
係
、
地
酷
関
係
、
法
制
関
係
、
医
学
関
係
、

農
学
関
係
、
教
育
関
係
、
芸
道
関
係
、
文
学
語
学

関
係
等
広
い
領
域
に
わ
た
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る

が
、
と
く
に
江
戸
時
代
以
降
の
作
品
に
つ
い
て
、

調
査
収
築
の
範
囲
を
ど
の
程
度
に
し
ぼ
る
か
は
、

資
料
館
の
基
本
方
針
に
よ
る
。

江
戸
時
代
以
餉
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
狭
義
の

漢
文
学
の
範
囲
に
限
定
せ
ず
、
枠
を
綴
や
か
に
し

て
収
集
す
る
。

日
本
人
の
手
に
な
る
注
（
密
き
込
み
）
、
句
鏡
訓

点
の
付
さ
れ
て
い
る
も
の
を
優
先
す
る
。

破
損
（
虫
く
い
等
）
度
の
商
い
も
の
を
優
先
。

自
鍬
本
を
優
先
す
る
。
と
く
に
江
戸
時
代
の
猪

家
の
詩
文
集
の
場
合
。

○
江
戸
時
代
の
刑
本
に
つ
い
て
は
、

一
、
欠
巻
の
あ
る
も
の
は
除
く
。
（
零
本
で
し
か

現
存
し
な
い
も
の
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
）

二
、
同
じ
刊
年
の
も
の
の
璽
複
緯
避
け
る
。

○
五
山
版
、
古
活
字
版

渡
来
本
に
つ
い
て
は
、
渡
来
時
の
古
い
も
の
を
優
先
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の
影
馨
の
厚
薄
、
享
受
史
面
の
広
侠
を
考
え
て
弾
力
性
を
も
た
せ
る
。

江
戸
時
代
の
板
本
に
つ
い
て
は
、
漢
籍
・
鎚
漢
繕
に
わ
た
っ
て
、

カ
ー
ド
（
図
轡
目
録
）
を
整
備
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

た
め
の
資
料
と
し
て
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
漢
籍
分
類
目
録
・

和
刻
本
漢
篭
分
類
目
録
（
長
沢
規
矩
也
氏
著
）
、
そ
の
他
の
目
録
が
考
え

ら
れ
る
。

実
施
上
の
留
意
点



抄
物
の
類
に
つ
い
て
は
、
国
語
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
も
の
に
限
〆

が
あ
る
が
、
漢
文
を
主
と
す
る
も
の
も
広
く
収
集
す
る
の
が
望
ま
し
い
。

は
如
何
。

個
々
の
図
書
館
の
蔵
書
に
つ
い
て
は
、
分
類
目
録
の
存
す
る
場
合
、
方
斜
に
従
っ

て
順
位
を
決
定
し
た
上
、
項
目
単
位
に
撮
影
す
る
。
（
蔵
本
の
う
ち
適
当
な
も
の
を
選

ん
で
撮
影
す
る
と
、
爾
後
の
作
業
が
複
雑
に
な
る
。
）
目
録
が
整
理
さ
れ
て
い
な
い
場

合
、
和
書
の
う
ち
に
若
干
含
ま
れ
て
い
る
漢
籍
・
準
漢
籍
は
併
せ
て
撮
影
す
る
。

収
集
に
あ
た
っ
て
の
重
点
の
置
き
方
に
享
受
史
の
視
点
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の

視
点
か
ら
の
収
集
は
不
統
一
な
撮
影
に
陥
る
危
険
が
あ
り
、
充
分
な
配
慮
が
必
要
で

あ
る
。

利
用
度
、
損
傷
等
の
配
慮
等
。
）

現
在
の
と
こ
ろ
、
フ
ィ
ル
ム
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
は
不
明
で
あ
る
が
、
漢

文
学
関
係
資
料
は
少
な
い
。
江
戸
時
代
以
前
の
も
の
は
、
さ
ら
に
少
な
い
。
と
り
あ

え
ず
、
各
時
代
に
つ
い
て
核
と
な
る
も
の
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
。
核
と
な
る
も
の

を
中
心
に
次
第
に
大
き
く
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

そ
の
た
め
に
は
、
内
閣
文
庫
、
彰
考
館
、
神
宮
文
庫
、
国
会
図
書
館
（
鵯
軒
文
庫
）
、

蓬
左
文
庫
、
建
仁
寺
両
足
院
等
の
漢
籍
、
準
漢
籍
を
網
羅
的
に
撮
影
し
、
核
を
つ
く

る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
五
山
文
学
関
係
に
つ
い
て
は
、
謄
写
本
、
影
写
本
で
は
あ
っ

て
も
、
史
料
編
纂
所
の
蔵
本
を
撮
影
す
る
こ
と
が
有
効
と
思
わ
れ
る
。
，

原
則
的
な
収
集
法
を
縦
と
し
禿
と
え
ば
、
上
記
の
核
を
つ
く
る
た
め
の
収
集
）
、

応
用
的
な
収
集
法
を
横
と
し
て
（
た
と
え
ば
、
調
査
員
の
報
告
等
に
よ
る
。
資
料
の

収
集
に
あ
た
っ
て
の
重
点
の
置
き
方
の
一
つ
に
、
海
外
交
流
史
の
視
点
を
加
え
て

国
語
畜
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
も
の
に
限
ら
れ
る
暗
い

閲
覧
室
の
図
書
の
分
類
に
つ
い
て

Ｉ
妬
逐
翁
都
行
脚
↓
Ｅ
？

１
万
国
朝
詩
別
裁
抄
↓
Ｍ
？

Ｅ
畑
桂
川
地
蔵
記
↓
Ｉ
？

Ｆ
Ｍ
訳
準
開
口
新
語

一

Ｆ
醜
雑
図

Ｆ
”
顎
姦
日
記
．

（
第
四
室
中
川
徳
之
助

昭
和
吾
一
年
度
客
員
教
授
）
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前
年
度
に
中
川
徳
之
助
教
授
が
報
告
を
出
さ
れ
て
い
る
が
、
基
本
的
な
方
針
に
つ

い
て
は
そ
れ
と
全
く
変
ら
な
い
。
教
授
の
提
案
が
そ
の
ま
ま
実
現
に
運
ば
れ
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。

た
だ
、
私
の
守
備
範
囲
と
す
る
近
世
日
本
漢
文
学
に
焦
点
を
絞
っ
て
二
・
三
補
足

さ
せ
て
い
た
だ
く
。

中
川
教
授
は
、
「
各
時
代
に
つ
い
て
核
と
な
る
も
の
を
つ
く
る
必
要
が
あ
る
」
と
い

わ
れ
た
が
、
近
世
に
お
い
て
は
そ
の
核
に
当
る
も
の
は
、
総
集
・
個
人
作
品
集
を
含

め
た
邦
人
の
漢
詩
文
集
で
あ
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
初
期
よ
り
末
期
に
わ
た
る

漢
詩
文
集
を
網
羅
的
に
撮
影
収
集
す
る
こ
と
が
先
決
に
な
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
内

閣
文
庫
の
国
書
分
類
目
録
と
国
会
図
書
館
の
「
割
軒
文
庫
日
本
詩
文
書
目
録
』
を
土

台
に
す
る
と
便
利
で
あ
ろ
う
。
『
内
閣
文
庫
国
書
分
類
目
録
」
山
に
は
近
世
日
本
漢
文

学
史
を
傭
観
す
る
に
欠
く
こ
し
。
ｊ
で
き
な
い
作
家
の
作
品
集
が
ほ
ぼ
洩
れ
る
こ
と
な
く

収
ま
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
が
刊
行
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
目
録
を

な
が
め
て
い
る
だ
け
で
近
世
日
本
漢
文
学
の
基
本
的
な
潮
流
が
感
得
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
撮
影
収
集
す
れ
ば
、
基
礎
的
な
近
世
日
本
漢
文
学
史
の

資
料
が
ほ
ぼ
揃
う
こ
と
に
な
り
、
近
世
日
本
漢
文
学
に
関
す
る
文
献
の
核
が
確
実
に

形
成
さ
れ
よ
う
。
中
川
教
授
は
ま
た
、
江
戸
時
代
の
諸
家
の
詩
文
集
の
収
集
の
場
合

二
、
近
世
漢
文
学
の
立
場
か
ら

は
「
自
筆
本
を
優
先
す
る
」
と
い
う
方
針
を
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
内
閣
文
庫
は
昌

平
校
や
紅
葉
山
文
庫
の
本
を
包
含
し
て
い
る
ゆ
え
に
、
幕
府
に
関
係
し
た
儒
者
の
自

筆
稿
本
の
詩
文
集
を
も
収
め
て
い
て
（
例
”
篠
本
新
斎
の
文
集
な
ど
）
、
こ
の
点
か
ら

も
教
授
の
う
ち
出
さ
れ
た
方
針
を
実
行
す
る
に
適
わ
し
い
文
庫
と
い
え
よ
う
．

た
だ
、
内
閣
文
庫
に
は
基
本
的
な
詩
文
集
が
揃
っ
て
い
る
反
面
、
近
世
日
本
漢
文

学
史
の
正
統
か
ら
は
、
は
ず
れ
て
い
る
雑
醤
が
比
較
的
少
な
い
。
こ
う
し
た
雑
書
を

抜
き
に
し
て
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
面
白
さ
を
持
つ
本
や
文
学
史
の
空
隙
を
埋
め
る
資

料
が
得
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
か
ら
、
雑
書
の

収
集
を
も
顧
み
る
必
要
が
あ
る
。
『
瓢
軒
文
庫
日
本
詩
文
書
目
録
』
は
、
こ
の
点
、
細

か
い
雑
書
も
入
っ
て
い
る
か
ら
、
内
閣
文
庫
の
目
録
の
欠
を
あ
る
程
度
満
た
し
て
く

れ
よ
う
。
従
っ
て
、
内
閣
文
庫
の
櫓
物
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
に
欠
け
て
い
る
も
の

を
鶚
軒
文
庫
で
補
っ
て
い
く
、
と
い
う
行
き
方
を
取
っ
て
い
っ
た
ら
良
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。

日
本
漢
文
学
関
係
の
資
料
は
、
資
料
館
の
撮
影
資
料
の
内
で
最
も
数
少
い
も
の
の

よ
う
で
、
閲
篭
室
の
写
真
棚
の
ほ
ん
の
二
・
三
層
を
し
か
う
ず
め
て
い
な
い
が
、
さ

し
あ
た
っ
て
以
上
の
よ
う
な
方
途
で
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
。
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中
川
教
授
は
ま
た
、
収
集
の
基
本
的
方
針
と
し
て
「
日
本
人
の
手
に
な
る
漢
文
体

の
文
学
作
品
と
い
っ
た
限
定
に
と
ら
わ
れ
ず
、
日
本
文
化
と
中
国
文
化
と
の
か
か
わ

り
と
い
っ
た
広
い
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
必
要
」
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ
た
が
、

こ
の
見
解
か
ら
い
っ
て
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
が
中
国
白
話
小
説
の
撮
影
収
集
で
あ

ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
近
世
の
小
説
、
と
り
わ
け
そ
の
王
流
で
あ
る
読
本
は
中

国
白
話
小
説
か
ら
様
々
な
小
説
の
方
法
や
技
法
を
学
び
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
、

そ
れ
は
近
代
の
小
説
に
ま
で
い
ろ
い
ろ
な
形
で
影
畿
を
及
ぼ
し
た
小
説
で
あ
っ
た

（
例
え
ば
、
近
代
小
説
の
始
源
と
い
え
る
坪
内
道
遥
の
『
小
説
神
髄
」
も
読
本
の
否

定
的
受
容
か
ら
出
発
し
て
い
る
）
。
か
か
る
意
味
に
お
い
て
、
日
本
の
小
説
に
及
ぼ
し

た
中
国
白
話
小
説
の
研
究
は
、
決
し
て
些
小
な
意
味
し
か
持
た
な
い
も
の
と
は
思
え

ず
、
資
料
館
が
こ
の
方
面
の
資
料
を
も
備
え
る
こ
と
は
、
狭
く
は
近
世
小
説
の
言
ン
ヤ

ン
ル
の
比
較
文
学
的
研
究
か
ら
も
、
広
く
は
日
中
比
較
文
化
研
究
か
ら
も
欠
か
せ
な

い
事
業
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
一
つ
の
公
共
機
関
の
所
蔵
資
料
の
充
実
は
、
そ
の
公

共
機
関
を
構
成
す
る
専
門
家
の
各
自
の
専
門
か
ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
意
見
を
実
施
す

る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
、
と
い
う
現
状
を
顧
慮
す
る
と
、

こ
の
方
面
に
首
を
突
っ
・
こ
ん
で
い
る
自
分
が
こ
の
方
面
の
資
料
の
充
填
を
提
案
す
る

の
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

白
話
小
説
を
最
も
豊
富
に
備
え
て
い
る
の
は
、
関
東
で
は
東
大
の
東
洋
文
化
研
究

所
で
あ
る
が
、
そ
の
内
で
日
本
文
学
に
関
係
の
あ
る
も
の
、
も
じ
く
は
あ
る
と
予
測

さ
れ
る
も
の
を
『
東
大
東
洋
文
化
研
究
所
漢
籍
分
類
目
録
』
に
就
い
て
拾
い
出
し
、

そ
れ
を
撮
影
す
る
こ
と
が
具
体
的
な
方
途
で
あ
ろ
う
。
い
ま
、
そ
う
し
た
書
を
、
従

来
の
研
究
成
果
（
麻
生
磯
次
『
江
戸
文
学
と
中
国
文
学
』
・
石
崎
又
造
「
近
世
日
本

に
於
る
支
那
俗
語
文
学
史
」
）
と
私
の
考
え
に
基
い
て
同
目
録
か
ら
抜
き
出
し
、
参
考

に
供
し
よ
う
。

警
世
通
言
明
王
氏
三
桂
堂
刊
本

拍
案
蕃
奇
消
間
居
刊
本

石
点
頭
明
葉
敬
池
刊
本

鼎
刻
江
湖
歴
覧
杜
編
新
書
明
刊
本

新
鍋
出
相
批
評
僧
尼
輩
海
溝
抄
本

歓
喜
冤
家
浦
山
水
郷
刊
本

覚
世
名
言
清
刊
本

官
板
大
字
全
像
批
評
三
国
志
致
遠
堂
啓
盛
堂
同
刊
本

石
渠
閣
精
訂
皇
明
英
烈
伝

新
錨
全
像
通
俗
演
義
階
揚
帝
艶
史

新
刻
逸
田
要
女
仙
外
史
大
奇
書

新
鑑
異
説
五
虎
平
西
珍
珠
旗
演
義
狄
青
前
伝
・
後
続
繍
像
五
虎
平
南
秋
狄
青
演
伝

第
一
奇
書
康
竪
一
茜
年
序
刊
本
玩
花
書
屋
蔵
板
間
娯
情
伝

肉
蒲
団
宝
永
二
年
江
戸
青
心
閣
刊
本

重
訂
批
評
繍
像
玉
矯
梨
小
伝

新
刻
天
花
蔵
批
評
平
山
冷
燕

貫
華
堂
評
論
金
雲
翅
伝

麟
児
報

快
心
編
初
集
・
二
集
・
三
集

紅
櫻
夢
乾
隆
五
土
〈
年
序
刊
本
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新
鐺
批
評
出
像
通
俗
奇
侠
禅
真
後
史

梼
柾
間
評

ま
た
、
内
閣
文
庫
に
も
必
要
な
書
が
蔵
さ
れ
る
。
そ
れ
を
『
改
訂
内
閣
文
庫
漢
籍

分
類
目
録
」
か
ら
あ
げ
て
お
こ
う
。
・

古
今
小
説
明
刊

醒
世
恒
言
明
刊

今
古
奇
観
清
刊

二
刻
拍
案
驚
奇

照
世
盃

五
色
石

八
洞
天

西
湖
佳
話
古
今
遺
蹟

鑑
識
斎
北
宋
三
遂
平
妖
伝

錘
巍
心
斎
北
宋
三
遂
平
妖
伝

琴
準
潅
先
西
遊
記

忠
孝
節
義
二
度
梅
全
伝

金
蘭
筏

好
述
伝
同
治
二
年
独
処
軒
刊
本

新
鍋
批
評
出
像
通
俗
奇
侠
禅
真
逸
史

新
編
五
鳳
吟

金
石
縁
全
伝

絵
像
鉄
花
仙
史
光
結
支
年
申
浦
石
印
本

読
本
の
街
が
出
た
の
で
、
つ
い
で
に
い
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
資
料
館
に
も
読
本

の
版
本
と
紙
焼
き
写
真
は
幾
ら
か
あ
る
が
、
他
の
分
野
の
も
の
と
同
様
、
ま
だ
大
分

不
足
し
て
い
る
。
筆
者
は
、
中
村
幸
彦
氏
所
蔵
の
読
本
の
調
査
と
撮
影
に
立
ち
会
う
機

会
を
持
っ
た
が
、
同
氏
は
「
日
本
小
説
書
目
年
表
』
の
読
本
の
部
に
見
え
る
書
は
ほ

と
ん
ど
蔵
し
て
お
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
そ
の
大
半
を
撮
影
す
る
こ
と
は
、
「
小
説
年
表
』

記
載
の
作
品
の
大
半
を
収
集
す
る
こ
と
に
通
じ
る
は
ず
で
、
こ
れ
は
近
世
小
説
の
一

分
野
収
集
の
核
に
相
当
す
る
事
業
と
見
な
せ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
中
村
氏
所
蔵

本
の
撮
影
の
継
続
は
是
非
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
早
急
な
紙
焼

き
写
真
化
が
待
た
れ
る
。
筆
者
の
か
っ
て
の
経
験
で
は
、
金
沢
や
盛
岡
の
文
庫
の
、

ど
こ
に
も
存
す
る
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
本
の
調
査
を
命
ぜ
ら
れ
て
、
そ
う
し
た
ポ
ピ
ュ
ラ
ー

な
本
を
わ
ざ
わ
ざ
地
方
の
文
庫
に
就
い
て
調
査
す
る
こ
と
の
意
義
に
疑
問
を
感
じ
た

が
、
中
村
氏
の
所
蔵
本
の
そ
れ
は
、
国
会
図
書
館
や
学
習
院
大
を
除
い
て
は
一
括
し

て
見
る
こ
と
の
難
し
い
読
本
を
ま
と
め
て
収
集
で
き
る
と
い
う
意
義
を
踏
ま
え
て
の

こ
と
で
あ
っ
て
、
や
り
甲
斐
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
考
え
て
み
る
に
、
近
世
小
説
の
内
の
読
本
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
一
括
的
な

封
神
演
義

以
上
は
中
国
文
学
で
あ
る
ゆ
え
、
国
文
学
研
究
資
料
館
と
し
て
は
撮
影
収
集
す
る
対

象
と
し
て
当
を
得
て
い
な
い
恨
み
が
存
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
前

述
し
た
よ
う
な
視
野
か
ら
考
え
る
と
、
撮
影
収
集
に
意
義
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
早
急
な
実
現
は
無
理
と
し
て
も
、
漸
次
収
集
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

と
考
え
る
。
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し
、
一
年
非
常
勤
講
師
と
し
て
通
っ
た
際
の
感
想
の
一
端
を
述
べ
た
。

以
上
、
自
分
の
狭
い
専
門
範
囲
の
み
か
ら
物
を
い
い
、
資
料
館
の
全
体
に
通
じ
る

大
き
な
問
題
の
提
起
は
で
き
な
か
っ
た
。
現
在
の
調
査
カ
ー
ド
が
漢
籍
の
調
査
に
適

し
た
も
の
か
ど
う
か
の
問
題
、
付
随
し
て
の
調
査
要
領
の
改
訂
等
が
検
討
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
や
、
ま
た
、
少
な
く
と
も
和
刻
本
は
調
査
収
集
す
べ
き
で
あ

る
が
、
そ
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
確
立
を
急
が
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
併
せ
て
提
言

収
集
、
と
い
う
の
に
類
し
た
収
集
法
が
各
ジ
ャ
ン
ル
で
な
さ
れ
る
と
大
層
有
効
的
で

あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
一
括
し
て
収
集
す
る
と
い
う
方
法
も
存
在
し

て
い
よ
う
。
現
在
の
収
集
法
は
、
各
文
庫
ご
と
に
収
集
す
る
と
い
う
形
の
も
の
と
見

う
け
る
。
文
庫
に
は
雑
然
と
し
た
収
書
が
な
さ
れ
た
所
と
系
統
的
な
収
書
が
行
な
わ

れ
た
所
と
が
あ
る
わ
け
で
、
後
者
の
方
に
は
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
が
か
な
り
ま
と

ま
っ
て
集
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
文
庫
の
収
集
が
そ
の
ま
ま

あ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
一
括
的
な
収
集
に
通
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
う
好
都
合

に
運
ぶ
所
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
。
文
庫
の
収
集
は
、
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
一
括
的
な

収
集
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
こ
れ
を
補
う
た
め
に
、
読
本
に
お
け
る
中
村

氏
の
如
く
、
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
一
括
所
蔵
し
て
い
る
方
や
機
関
を
選
び
、
そ
れ
を
一

括
撮
影
す
る
と
い
う
方
法
が
実
現
さ
れ
る
と
、
資
料
館
の
所
蔵
す
る
資
量
が
比
較
的

短
期
間
に
質
量
と
も
に
か
な
り
系
統
的
に
ま
と
ま
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ

ろ
う
か
。
い
う
は
易
く
行
う
は
難
い
が
、
こ
う
し
た
方
法
を
考
え
て
み
る
こ
と
も
一

つ
の
試
み
で
あ
ろ
う
。

（
第
四
室
徳
田
武
）

￥
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