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周
而
復
の
著
作
を
捜
し
て
北
京
の
書
店
を
巡

り
歩
く
な
ん
て
、
ほ
ん
と
何
十
年
ぶ
り
に
な
ろ

う
か
と
、北
大
の
南
門
通
り
ま
で
や
っ
て
き
た
。

目
指
す
は
ビ
ル
の
地
下
へ
降
り
て
い
く
風
入
松

書
苑
、
北
京
で
も
心
や
す
ら
ぐ
本
屋
で
あ
る
。

書
店
め
ぐ
り
は
こ
れ
が
四
店
目
、
王
府
井
と
西

単
、
そ
れ
に
三
味
書
屋
と
経
巡
っ
て
、
半
ば
予

想
し
た
と
お
り
収
穫
な
し
。
後
世
に
語
り
継
が

れ
る
き
っ
ち
り
と
し
た
歴
史
小
説
を
残
せ
る
、

そ
し
て
残
し
た
、
い
っ
て
み
れ
ば
最
後
の
作
家

で
も
あ
る
こ
の
人
が
世
を
去
っ
た
の
は
今
年
一

月
の
こ
と
だ
っ
た
。
と
す
れ
ば
中
国
現
代
史
の

転
折
点
と
し
て
の
抗
日
戦
争
を
、
真
っ
向
正
面

か
ら
描
き
き
っ
た
記
念
碑
と
も
い
う
べ
き
大
河

小
説
『
長
城
万
里
図
』
全
六
巻
（
人
民
文
学
出
版

社
）
を
、
ま
と
も
な
書
店
な
ら
き
っ
と
並
べ
て

も
い
よ
う
、
な
ど
と
一
方
的
に
考
え
た
わ
け
で

あ
る
。
頼
り
に
で
き
る
の
は
此
処
だ
け
と
風
入

周
而
復
著
／
竹
内
実
監
修
／

日
中

世
紀
翻
訳
会
訳

長
江―

―

正
義
と
勇
気
の
大
海
へ

（
長
城
万
里
図
２
）
上･

下

A5判
上 348頁／下 330頁
晃洋書房［各 2415円］

一
九
三
八
年
、
長ち

ゅ
う
ご
く江
は
五
里
霧
の
な
か

阿
部
幸
夫

松
ま
で
や
っ
て
き
た
の
だ
が
、
な
か
ば
無
駄
足

だ
っ
た
。

　

調
べ
て
も
ら
う
と
こ
の
作
家
の
作
は
、『
散

文
集
』
四
巻
と
、
な
ん
と
も
懐
か
し
い
�
白
求

恩
大
夫
�（
邦
訳
『
医
師
バ
ツ
ー
ン
』、
青
銅
社
）、

そ
れ
に
目
指
す
�
長
城
万
里
図
�
シ
リ
ー
ズ
の

第
四
部
�
太
平
洋
的
払
暁
�
が
在
庫
し
、
書
棚

に
あ
り
と
い
う
。
親
切
な
書
店
員
が
二
人
が
か

り
の
捜
索
も
む
な
し
く
、
つ
い
に
捜
し
あ
た
ら

ず
。
昨
今
の
雑
書
ブ
ー
ム
や
武
俠
も
の
人
気
の

ま
え
に
正
統
派
文
学
作
品
は
影
薄
く
、
こ
の
国

に
し
て
か
ら
が
ど
う
や
ら
、
あ
の
八
年
の
抗
日

戦
争
も
、
風
化
し
つ
つ
あ
り
と
い
う
こ
と
か
。

逆
ら
う
す
べ
も
な
い
時
の
流
れ
？
に
、
い
さ
さ

か
憮
然
と
は
し
て
み
た
も
の
の
、い
や
待
て
よ
、

だ
か
ら
こ
そ
、
も
う
い
ち
ど
し
っ
か
り
周
而
復

を
読
ん
で
お
こ
う
と
気
を
と
り
直
し
た
。

　

こ
う
い
う
次
第
で
こ
の
一
文
は
、
原
著
『
長

江
還
在
奔
騰
』（
一
九
八
八
）
を
座
右
に
お
い

て
随
時
参
照
す
る
と
い
う
初
歩
的
な
作
業
を

抜
い
て
、
訳
書
つ
ま
り
日
本
語
版
だ
け
を
対

象
に
す
る
が
、
東
京
に
も
ど
っ
て
神
保
町
界

隈
で
、
図
ら
ず
も
シ
リ
ー
ズ
第
四
部
と
第
五

部
『
黎
明
前
的
夜
色
』
を
手
に
す
る
こ
と
に

な
る
。
前
者
が
増
刷
り
三
千
、
後
者
は
七
千

部
あ
ま
り
刷
っ
た
と
あ
る
。
必
要
あ
っ
て
所

蔵
す
る
第
六
部『
霧
重
慶
』も
印
数
五
千
部
。

つ
ま
り
は
そ
の
あ
た
り
の
印
刷
数
量
が
流
通

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
一
抹
の
も
の
悲

し
さ
や
ら
物
足
り
な
さ
が
残
る
。

　

さ
て
、
小
説
の
舞
台
と
な
っ
た
時
間
・
空

間
を
確
か
め
て
お
き
た
い
か
ら
、
地
図
を
用
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意
す
る
。
南
京
陥
落
の
直
後
か
ら
の
、
と
り
あ

え
ず
の
抗
日
救
国
の
象
徴
都
市
と
し
て
の
大
武

漢
を
め
ぐ
る
攻
防
ま
で
が
主
旋
律
と
な
り
、
長

江
一
帯
が
舞
台
と
な
る
。
ス
ロ
ー
ガ
ン
風
に
い

え
ば
「
武
漢
大
防
衛
」
で
あ
る
。
た
し
か
小
学

生
だ
っ
た
僕
の
記
憶
で
は
、地
名
で
武
漢
三
鎮
、

新
聞
に
は
漢
口
作
戦
と
い
う
活
字
が
浮
か
ぶ
。

時
間
に
し
て
ほ
ぼ
一
九
三
八
年
の
一
カ
年
。
抗

戦
第
二
年
目
と
い
う
い
い
か
た
も
あ
ろ
う
。
い

ま
手
元
に
軍
事
秘
密
の
ゴ
ム
印
を
押
し
た
「
武

漢
三
鎮
ニ
於
ケ
ル
重
要
施
設
要
図
」
が
あ
り
、

当
時
の
状
況
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
。
漢
口

市
街
の
四
つ
辻
に
は
●

印
が
何
カ
所
か
つ
け
ら

れ
、「
●
ハ
ト
ー
チ
カ
ニ
シ
テ
平
時
巡
査
ノ
台

ト
シ
テ
利
用
シ
有
事
ノ
際
ハ
主
ト
シ
テ
道
路
ヲ

縦
射
シ
得
ル
如
ク
構
築
シ
」
云
々
、
あ
る
い
は

「
美
孚
洋
行
（
米
国
）
ニ
ハ
戦
時
用
石
油
三
〇
〇

萬
ガ
ロ
ン
貯
蔵
シ
ア
リ
」、
ま
た
空
陸
か
ら
の

侵
入
の
た
め
で
あ
ろ
う
、「
好
目
標
六
角
塔
」

と
い
っ
た
備
考
が
書
き
足
し
さ
れ
て
い
る
。
美

孚
と
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
石
油
会
社
で
あ
る
。
そ

れ
以
上
に
有
用
な
『
現
代
史
地
図
集
』（
中
国
地

図
出
版
社
）
も
い
い
。
武
漢
会
戦
要
図
な
ど
に

目
を
凝
ら
し
な
が
ら
周
而
復
の
筆
の
動
き
を
追

う
な
ら
、
武
漢
に
近
い
、
長
江
北
岸
に
あ
る
田

家
鎮
要
塞
を
め
ぐ
る
彼
我
の
死
闘
が
い
や
で
も

脳
裏
を
離
れ
な
く
な
る
（
下
巻
）。
夫
人
連
れ

で
赴
任
し
て
い
た
、
い
わ
ば
の
ん
び
り
し
た
後

方
勤
務
の
つ
も
り
の
要
塞
指
揮
官
が
、
そ
の
お

か
れ
た
緊
迫
し
た
状
況
を
知
ら
さ
れ
る
ド
キ
ュ

メ
ン
ト
風
の
語
り
な
ど
、
地
図
に
よ
り
か
か
り

　

感
情
を
移
入
し
な
い
ふ
り
を
し
て
読
み
流
す

し
か
な
い
。　
　

　

＊

　

一
九
三
八
年
、
長
江
は
五
里
霧
の
ま
っ
た
だ

な
か
で
も
が
い
て
い
た
。
あ
た
り
一
面
を
閉
ざ

す
深
い
霧
は
中
国
人
だ
け
を
取
り
巻
い
て
い
た

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
長
江
す
な
わ
ち
中
国
を

と
り
囲
む
す
べ
て
の
国
際
社
会
の
関
係
式
を
が

ん
じ
が
ら
め
に
も
し
て
い
た
。
作
家
は
、
濃
霧

の
な
か
で
の
迷
走
を
演
出
し
た
群
像
を
グ
ル
ー

プ
に
分
け
て
描
き
、
そ
の
理
由
を
問
い
、
行
為

と
言
葉
の
乖
離
を
解
き
明
か
し
て
い
く
。
日
本

の
軍
部
と
政
府
、
中
国
指
導
者
の
主
導
権
を
巡

る
確
執
、
国
共
合
作
の
裏
側
に
あ
る
も
の
、
西

欧
各
国
の
世
界
戦
略
の
関
わ
る
思
惑
と
の
か
ら

み
。
す
べ
て
の
汚
泥
が
長
江
に
流
れ
込
み
、
澱

み
に
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
だ
れ
も
、
ほ
と
ん
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ど
だ
れ
も
が
霧
を
晴
ら
す
術
を
知
ら
ず
、
展
望

を
欠
き
、
右
往
左
往
を
繰
り
ひ
ろ
げ
た
、
そ
ん

な
年
で
は
な
か
っ
た
か
。
戦
争
の
行
方
が
に
わ

か
に
混
沌
と
し
て
、
だ
れ
に
も
見
え
な
く
な
っ

た
。
周
而
復
の
筆
は
そ
の
混
迷
を
中
国
古
代
の

歴
史
小
説
よ
ろ
し
く
、
す
べ
て
見
せ
よ
う
と
す

る
。

　

戦
争
な
の
だ
か
ら
、
出
鼻
を
く
じ
い
て
ま

ず
有
利
な
足
場
を
確
保
す
る
。
隣
国
ま
で
わ
ざ

わ
ざ
出
向
い
て
ち
ょ
っ
か
い
を
だ
し
た
側
と
し

て
は
、
こ
の
電
撃
的
優
位
を
取
っ
か
か
り
に
嵩

に
か
か
っ
て
自
国
に
有
利
な
条
件
交
渉
を
即
決

さ
せ
た
い
、
こ
れ
が
日
本
の
立
場
。
た
だ
し
一

枚
岩
で
は
な
い
。
な
ん
と
か
こ
こ
で
踏
み
と
ど

ま
っ
て
、
理
非
を
明
ら
か
に
し
国
際
世
論
を
後

ろ
盾
に
、体
勢
立
て
直
し
を
は
か
り
た
い
の
が
、

蔣
介
石
の
中
国
国
民
党
政
府
。
小
説
は
、
南
京

陥
落
は
必
至
の
予
感
の
な
か
、
漢
口
で
開
か
れ

た
最
高
国
防
会
議
の
場
面
か
ら
劇
的
に
は
じ
ま

る
。
議
長
は
の
ち
に
国
論
に
背
い
て
日
本
と
の

面
妖
な
和
睦
、
ま
と
も
な
国
民
に
は
耐
え
難
い

屈
辱
的
な
和
睦
に
は
し
っ
た
汪
精
衛
で
あ
り
、

中
日
間
の
調
停
を
買
っ
て
で
た
ド
イ
ツ
の
大
使

ト
ラ
ウ
ト
マ
ン
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
日
本

政
府
提
案
の
和
議
七
項
目
を
検
討
議
題
に
し
て

い
た
。
蔣
介
石
は
ま
だ
南
京
か
ら
戻
っ
て
い
な

い
。
事
実
に
即
し
て
い
え
ば
当
時
こ
の
国
民
党

の
両
巨
頭
は
、
で
き
る
だ
け
早
く
日
本
と
妥
協

す
る
こ
と
が
得
策
と
考
え
て
い
た
と
思
っ
て
い

い
。こ
の
段
階
で
ふ
た
り
の
思
惑
に
差
は
な
い
。

だ
が
、
汪
が
武
漢
の
地
に
あ
っ
て
司
会
し
、
実

力
者
の
蔣
介
石
は
南
京
に
あ
っ
て
欠
席
す
る
。

歴
史
の
、
皮
肉
な
い
た
ず
ら
だ
ろ
う
か
。
こ
の

書
き
だ
し
は
、
刺
激
的
だ
し
、
巧
み
に
読
む
側

を
誘
う
。「
抗
日
戦
争
を
正
面
か
ら
全
面
的
に

書
け
る
の
は
君
し
か
い
な
い
」
と
楼
適
夷
（
文

芸
評
論
家
、
当
時
は
版
元
の
編
集
主
幹
だ
っ
た
と

思
う
）
に
慫
慂
さ
れ
た
の
が
執
筆
の
き
っ
か
け

だ
と
か
、「
一
般
の
読
者
に
は
知
ら
れ
て
い
な

い
国
民
党
の
内
部
抗
争
を
も
っ
と
書
け
」
と
柯

霊
（
上
海
の
劇
作
家
）
に
後
押
し
さ
れ
た
な
ど
、

友
人
た
ち
の
激
励
を
明
か
す
。
あ
の
混
迷
の
時

代
を
、
嘘
偽
り
な
く
後
世
に
伝
え
た
い
、
そ
ん

な
思
い
が
、
書
き
だ
し
か
ら
伝
わ
る
。

　

霧
が
晴
れ
る
予
感
の
な
か
の
結
末
も
い
い
。

そ
れ
ま
で
に
も
、
宿
願
の
「
抗
日
」
の
前
線
に

立
つ
こ
と
に
な
っ
た
敵
後
方
の
戦
場
（
晋
察
冀

辺
区
）
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
が
有
効
に
機
能
し
、

新
し
い
根
拠
地
が
生
ま
れ
て
い
く
描
写
は
あ
っ

た
。
そ
れ
が
『
持
久
戦
論
』
に
よ
っ
て
明
る
い

明
日
を
も
つ
の
で
あ
る
。
軍
国
日
本
が
周
到
に

準
備
し
、
最
大
規
模
の
軍
事
力
を
動
員
し
た
漢

口
侵
攻
作
戦
に
じ
り
じ
り
と
後
退
を
つ
づ
け
、

一
年
近
い
歳
月
の
後
に
、
結
局
は
ま
た
武
漢
か

ら
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
。
面
子
を
つ

ぶ
さ
れ
な
い
和
平
の
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ

た
蔣
介
石
、
そ
れ
で
も
講
和
に
望
み
を
託
す
汪

精
衛
を
よ
そ
に
、
周
恩
来
は
『
新
華
日
報
』
最

後
の
社
説
を
書
く
。「
最
後
の
勝
利
を
勝
ち
取

る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
持
久
戦
の
三
つ
の

段
階
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
徹
底
抗
戦

に
よ
る
救
国
が
唯
一
の
道
で
あ
り
、
持
久
戦
を

経
て
中
国
は
勝
利
す
る
と
い
う
苦
し
い
道
の
り

と
前
途
の
明
る
さ
を
示
し
た
毛
沢
東
の
『
持
久

戦
論
』を
受
け
て
の
、民
衆
鼓
舞
の
こ
と
ば
だ
っ

た
。
国
民
党
の
親
日
派
（
低
調
ク
ラ
ブ
な
ど
）
の

亡
国
和
睦
も
、
王
明
ら
の
速
勝
論
も
退
け
る
も

の
で
、
戦
略
的
な
防
御
・
対
峙
・
反
攻
を
経
て
勝

利
す
る
と
い
う
、
鋭
い
予
測
で
あ
る
。
同
時
に

戦
火
の
広
が
り
に
直
面
し
て
動
揺
す
る
民
衆
に

も
、
は
っ
き
り
と
し
た
希
望
を
も
た
せ
る
分
析

で
も
あ
っ
た
。「
武
漢
を
守
り
き
る
こ
と
が
で
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き
な
く
て
も
、
長
期
の
抗
戦
を
つ
づ
け
る
こ
と

が
で
き
る
」。
抗
戦
の
臨
時
首
都
で
あ
る
武
漢

は
落
ち
た
。
で
も
長
江
は
悠
々
と
蕩
々
と
流
れ

つ
づ
け
て
い
る
、
そ
う
結
ん
だ
。

　

＊
＊

　

南
京
か
ら
武
漢
ま
で
。
一
九
三
八
年
と
は
ど

う
い
う
年
で
あ
っ
た
の
か
。
作
家
が
膨
大
な
資

料
を
こ
な
し
き
っ
た
か
、
複
雑
き
わ
ま
る
歴
史

事
実
を
消
化
し
き
れ
た
か
ど
う
か
、
お
そ
ら
く

議
論
の
余
地
も
あ
ろ
う
。

　

か
れ
は
、
日
本
の
上
層
部
が
目
標
を
見
失

い
、
迷
い
、
揺
れ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
池

に
一
石
を
投
じ
れ
ば
水
紋
は
ひ
ろ
が
る
。
日
本

軍
部
の
「
満
州
」
処
理
以
来
の
愚
行
は
愚
行
を

呼
び
、
水
紋
は
さ
ら
に
ひ
ろ
が
る
が
、
奢
る
勝

者
は
そ
れ
を
収
斂
さ
せ
る
術
を
も
た
な
い
。「
犯

す
」
こ
と
の
没
義
道
さ
を
恥
じ
る
こ
と
も
な
け

れ
ば
、
気
づ
く
気
配
も
な
く
、
し
か
も
近
衛
声

明
は
「
国
民
政
府
を
相
手
に
せ
ず
」
な
ど
と
傲

語
し
た
。
参
謀
本
部
は
多
田
駿
を
立
て
て
早
期

和
平
を
画
策
し
た
と
い
う
が
、
作
家
は
そ
の
効

果
を
少
し
水
増
し
し
て
過
大
に
評
価
し
た
か
も

知
れ
な
い
。
北
に
ロ
シ
ア
対
策
と
い
う
難
問
を

抱
え
て
有
効
策
を
も
た
な
い
日
本
軍
部
の
い
ら

だ
ち
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

中
国
政
府
も
迷
い
、
揺
れ
た
と
書
い
た
。
迷

い
の
場
面
は
、
と
く
に
親
日
・
知
日
派
を
も
っ

て
任
じ
る
知
識
分
子
の
な
か
に
蔓
延
し
た
と
、

か
な
り
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
陶
希
聖
・
胡

適
・
梅
思
平
ら
が
物
静
か
に
、
秘
や
か
に
、
ト
ー

ン
を
低
め
て
時
局
を
案
じ
る
か
ら
「
低
調
ク
ラ

ブ
」
な
の
だ
と
い
う
自
嘲
は
胡
適
の
命
名
だ
っ

た
と
、
の
ち
に
周
仏
海
は
苦
笑
し
つ
つ
明
か
し

た
。
親
日
派
が
リ
ー
ド
す
る
中
国
カ
イ
ラ
イ
政

権
構
想
が
、陰
に
陽
に
膨
ら
み
を
見
せ
だ
し
た
、

そ
ん
な
抗
戦
第
二
年
目
に
は
い
っ
て
い
た
。

　

だ
れ
も
が
先
を
見
通
せ
な
い
「
迷
い
」
の
時

代
に
も
、
新
し
い
時
代
を
創
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

絶
え
る
こ
と
は
な
い
。
中
国
は
土
地
と
人
口
と

い
う
自
然
の
利
点
を
生
か
し
長
期
に
わ
た
る
抗

戦
の
戦
略
を
編
み
だ
し
て
い
く
。
中
国
の
唯
一

の
希
望
は
持
久
戦
し
か
な
い
と
い
う
決
意
が
、

遊
撃
隊
を
生
み
、根
拠
地
・
辺
区
を
育
て
て
い
っ

た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　

北
伐
か
ら
一
〇
年
を
経
て
、
こ
の
危
急
存
亡

の
瀬
戸
際
に
あ
っ
て
、
な
お
も
地
方
軍
閥
の
淘

汰
を
目
指
す
蔣
介
石
の
執
念
が
す
ご
い
。
と
て

も
肯
定
は
で
き
な
い
が
、
山
東
の
韓
復
渠
、
四

川
の
劉
湘
を
は
じ
め
と
し
て
、
片
端
か
ら
死
地

に
追
い
や
っ
て
、
中
央
の
軍
と
党
を
固
め
て
い

く
辣
腕
は
無
類
で
あ
る
。
毛
沢
東
の
軍
隊
も
、

同
じ
に
し
か
見
え
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

＊
＊
＊

　

こ
の
作
品
を
ど
う
位
置
づ
け
よ
う
か
考
え
て

み
た
。
か
れ
周
而
復
は
お
そ
ら
く
長
編
の
散
文

詩
を
淡
々
と
綴
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
と
も

と
詩
人
と
し
て
出
発
し
た
か
れ
は
、
ま
た
『
史

記
』
の
散
文
世
界
を
目
指
し
て
歩
ん
で
き
た
作

家
で
あ
る
。
司
馬
遷
に
強
く
影
響
さ
れ
て
き
た

こ
と
を
口
に
も
す
る
。晩
年
、つ
ま
ら
ぬ
と
ば
っ

ち
り
を
う
け
て
党
籍
を
剥
奪
さ
れ
な
が
ら
、

記
録
者
の
伝
統
を
受
け
つ
い
で
、
黙
々
と
推
敲

の
筆
を
と
り
、
改
稿
に
つ
と
め
た
。
全
六
巻
、

三
七
五
万
華
字
。
本
書
は
そ
の
六
分
の
一
で
あ

る
。

　

最
後
に
な
っ
た
が
、
原
著
に
は
な
い
六
六

項
の
「
小
見
出
し
」
と
、
六
幕
に
仕
立
て
、
冒

頭
に
そ
れ
ぞ
れ
千
字
ほ
ど
の
「
あ
ら
す
じ
」
を

付
し
た
編
者
の
苦
心
は
親
切
。
複
雑
な
状
況
を

ぎ
っ
し
り
詰
め
込
ん
だ
中
身
の
理
解
を
助
け
て

く
れ
る
。


