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『
ロ
ー
マ
の
愛
』

　
本
書
は
国
。
旨
①
O
甑
ヨ
鈴
卜
、
昏
｝
§
ミ
昏
沁
。
－

ミ
蚤
頃
g
冨
＃
ρ
勺
㊤
臨
ω
”
μ
8
ω
（
b
。
＆
‘
目
①
ω

b
づ
。
ぽ
ω
ピ
。
茸
器
。
。
・
同
り
謬
）
の
邦
訳
で
あ
る
。
著
者

グ
リ
マ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
・

ラ
テ
ン
文
学
の
大
家
で
あ
り
、
わ
が
国
に
お
い
て

も
、
と
く
に
『
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
神
話
辞
典
』

（
b
ミ
帖
ミ
§
受
恥
§
§
ミ
ぎ
ご
窒
鴫
馬
蝿
黒
馬
無
罪
－

§
ミ
慧
、
℃
d
抑
お
望
）
の
編
者
と
し
て
知
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
訳
者
の
「
あ
と
が
き
」
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
グ
リ
マ
ル
の
多
く
の
著
書
は

そ
の
関
心
が
文
学
の
み
な
ら
ず
広
く
ロ
ー
マ
文
化

全
般
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
本
書

『
ロ
…
マ
の
愛
』
も
そ
の
よ
う
な
輻
広
い
関
心
か

ら
生
ま
れ
た
研
究
成
果
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け

ら
れ
る
。
本
書
の
テ
ー
マ
は
、
タ
イ
ト
ル
か
ら
わ

か
る
と
お
り
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
「
愛
」
で
あ

る
が
、
恋
愛
詩
人
の
歌
う
個
人
的
な
愛
に
と
ど
ま

ら
ず
、
伝
説
上
の
ロ
ー
マ
の
起
源
か
ら
ユ
リ
ウ
ス
・

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
朝
の
終
朝
に
至
る
時
代
の
ロ
ー

マ
社
会
全
体
で
み
ら
れ
た
愛
の
様
絹
と
そ
の
変
遷

が
、
様
々
な
角
度
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
以
下
、
序

文
お
よ
び
各
章
ご
と
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
序
文
で
は
、
ロ
ー
マ
人
の
愛
が
ギ
リ
シ
ア
・

世
界
の
愛
に
比
し
て
一
般
に
不
評
で
あ
る
こ
と
、

つ
ま
り
単
な
る
風
俗
の
退
廃
と
み
な
さ
れ
る
こ
と

を
、
安
直
な
判
断
で
あ
る
と
し
て
否
定
し
、
そ
の

よ
う
な
判
断
を
排
除
し
て
公
正
な
理
解
を
試
み
る

こ
と
を
、
以
後
本
書
に
お
け
る
ロ
ー
マ
人
の
愛
の

再
評
価
に
あ
た
り
著
者
が
一
貫
し
て
守
り
続
け
る

基
本
的
な
姿
勢
と
し
て
提
示
す
る
。

　
第
一
章
「
μ
…
マ
黎
明
期
の
愛
」
で
は
、
建
国

の
英
雄
ア
イ
ネ
イ
ア
ス
の
蒔
代
か
ら
共
和
政
樹
立

に
い
た
る
伝
説
を
分
析
し
、
霧
ー
マ
人
の
種
族
の

意
識
下
に
潜
む
愛
の
観
念
を
中
心
に
論
じ
る
。
伝

説
に
登
場
す
る
数
々
の
愛
憎
の
物
語
は
、
ロ
ー
マ

人
が
愛
を
無
秩
序
で
破
壊
的
な
も
の
と
み
な
し
、

愛
欲
よ
り
も
社
会
の
秩
序
と
義
務
を
優
先
さ
せ
る

べ
き
と
す
る
価
値
観
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

　
第
二
章
「
愛
と
聖
な
る
も
の
」
で
は
、
男
橿
崇

拝
を
は
じ
め
と
し
、
性
を
司
る
神
々
に
関
す
る
信

仰
に
焦
点
を
あ
て
、
愛
の
も
つ
宗
教
的
衝
値
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
る
。
ロ
ー
マ
人
は
愛
に
、
無
秩
序

を
も
た
ら
す
危
険
な
魔
力
を
み
と
め
る
一
方
で
、

愛
の
行
為
と
生
命
の
神
秘
と
の
深
い
結
び
つ
き
か

ら
、
容
易
に
は
否
定
し
が
た
い
聖
な
る
性
質
を
も

見
い
だ
し
て
い
た
。
こ
の
愛
の
も
つ
二
面
性
に
つ

い
て
は
、
ウ
ェ
ヌ
ス
信
仰
の
普
及
が
示
陵
す
る
よ

う
に
、
次
第
に
後
老
の
方
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。

　
第
三
章
「
ロ
…
マ
人
の
結
婚
観
」
で
は
、
都
市

国
家
時
代
か
ら
共
和
政
宋
期
ま
で
の
結
婚
制
度
・

結
婚
観
の
変
化
と
、
そ
の
背
景
に
つ
い
て
考
察
さ

れ
る
。
ロ
…
マ
人
は
も
と
も
と
、
結
婚
の
本
質
は

個
人
を
超
越
し
た
単
独
で
新
し
い
一
個
の
人
間
と

し
て
の
央
婦
を
創
造
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
て

い
た
。
そ
れ
ゆ
え
結
婚
は
離
婚
の
認
め
ら
れ
な
い

厳
格
な
制
度
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
形
骸
化
し
て

い
く
。
そ
れ
は
「
夫
の
監
督
権
」
の
な
い
結
婚
の

普
及
に
よ
り
女
性
の
法
的
解
放
が
促
さ
れ
た
こ
と

や
、
結
婚
は
夫
婦
双
方
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
契

約
で
あ
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
結
婚
観
の
必
然

的
結
果
で
あ
っ
た
。

　
第
四
章
「
黄
金
暗
代
の
結
婚
と
風
俗
」
は
、
共

和
政
期
に
お
け
る
結
婚
の
実
状
と
夫
婦
愛
に
つ
い

て
で
あ
る
。
貴
族
家
系
に
と
っ
て
結
婚
は
何
よ
り

も
ま
ず
政
治
的
な
行
為
で
あ
り
、
従
っ
て
、
娘
た

ち
は
結
婚
相
手
を
選
ぶ
自
由
を
、
法
律
上
は
と
も

か
く
、
事
実
上
も
た
な
か
っ
た
。
ま
た
、
貴
族
の
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娘
が
ご
く
早
い
時
期
に
婚
約
す
る
の
は
、
ロ
…
マ

の
古
く
か
ら
の
慣
習
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状

況
下
で
、
夫
婦
愛
は
情
熱
的
な
愛
で
は
な
く
相
互

の
尊
敬
の
念
に
墓
つ
く
べ
き
特
殊
な
も
の
、
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
紀
元
前
二
世
紀
に
、

人
々
は
結
婚
に
愛
情
を
求
め
始
め
る
。
こ
の
変
化

は
、
プ
ラ
ウ
ト
ゥ
ス
と
デ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
両
喜

劇
に
お
け
る
結
婚
の
、
描
か
れ
方
の
違
い
の
中
に

に
確
認
さ
れ
る
。

　
第
五
章
「
自
由
恋
愛
」
で
は
、
内
縁
関
係
に
つ

い
て
述
べ
ら
れ
る
。
男
性
に
は
、
娼
婦
・
奴
隷
等

と
の
恋
愛
が
許
さ
れ
て
お
り
、
一
夫
一
婦
制
は
事

実
上
の
一
夫
多
妻
制
で
緩
和
さ
れ
て
い
た
。
し
か

し
、
娼
婦
と
の
関
係
は
、
若
者
が
危
険
な
愛
欲
に

溺
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
、
快
楽
を
得
る
程
度
の

束
の
間
に
限
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
時
代
を

経
る
に
従
っ
て
、
妾
と
の
内
縁
関
係
は
公
式
の
結

婚
に
近
い
も
の
へ
、
娼
婦
は
快
楽
を
得
る
た
め
の

道
具
で
は
な
く
真
剣
に
愛
す
る
対
象
へ
と
変
わ
っ

て
い
く
。
人
々
が
愛
に
十
分
な
精
神
的
価
値
を
認

め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
変

化
の
背
後
に
は
、
生
活
の
な
か
の
愛
情
を
容
認
し

た
ギ
リ
シ
ア
的
風
俗
の
影
響
と
、
そ
れ
に
対
す
る

ロ
…
マ
社
会
の
受
入
れ
基
幹
、
す
な
わ
ち
愛
は
危

険
な
も
の
で
は
あ
る
が
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い

も
の
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
あ
ワ
た
。

　
第
六
章
「
愛
と
詩
人
」
で
は
、
紀
元
前
一
世
紀

の
代
表
的
恋
愛
詩
人
の
作
品
を
分
析
し
、
詩
の
中

に
現
れ
る
、
愛
を
危
険
視
す
る
伝
統
的
な
道
徳
観

と
愛
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と

す
る
自
然
な
感
情
の
間
に
生
じ
る
蔦
藤
の
様
が
描

か
れ
る
。
人
々
に
写
せ
を
も
た
ら
す
正
当
な
も
の

と
し
て
愛
を
求
め
る
こ
と
は
、
『
恋
の
作
法
』
等
、

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
作
品
の
中
で
、
「
普
遍
的
な
」

願
望
の
理
論
に
高
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
伝
統
的

道
徳
観
は
な
お
堅
持
さ
れ
た
。
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス

は
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
に
よ
っ
て
「
背
徳
的
」
と
さ

れ
、
追
放
さ
れ
る
。

　
第
七
章
「
愛
と
政
治
」
は
、
共
和
政
末
期
に
お

け
る
有
力
者
と
そ
の
妻
た
ち
に
み
ら
れ
る
愛
清
と

政
治
的
野
心
の
対
立
と
調
和
の
様
が
描
か
れ
る
。

こ
の
時
代
、
愛
・
金
銭
・
野
心
や
、
女
性
の
解
放

の
進
展
に
よ
っ
て
男
女
関
係
は
複
雑
に
な
り
、
離

婚
と
再
婚
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
。
こ
の
中
に
あ
っ

て
、
カ
ト
と
マ
ル
キ
ア
、
ト
ゥ
リ
ア
と
そ
の
失
の

話
は
、
妻
の
独
立
と
従
順
、
社
会
的
地
位
と
愛
情
、

心
の
権
利
と
理
性
の
要
請
と
い
っ
た
表
面
的
に
は

相
い
れ
な
い
要
素
の
間
の
幸
福
な
均
衡
が
実
現
し

た
例
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
八
章
「
帝
政
期
の
愛
」
で
は
、
前
半
で
共
和

政
末
期
の
結
婚
観
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
α
こ
の

時
代
に
広
ま
っ
た
ス
ト
ア
哲
学
に
影
響
さ
れ
て
、

夫
婦
は
双
方
の
自
由
を
認
め
た
う
え
で
両
者
の
共

通
の
精
神
的
価
値
観
に
基
づ
い
た
「
友
愛
」
で
結

ば
れ
る
、
と
す
る
結
婚
観
が
生
ま
れ
る
。
女
性
が

独
立
を
強
め
る
一
方
で
離
婚
を
否
と
す
る
伝
統
的

価
値
観
の
残
っ
て
い
た
当
時
の
ロ
ー
マ
社
会
で
は
、

こ
う
し
た
償
え
が
受
け
入
れ
ら
れ
易
か
っ
た
の
で

あ
る
。
一
方
、
ア
ソ
ト
ニ
ウ
ス
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ

の
「
世
に
ま
ね
ぶ
も
の
な
き
」
恋
に
代
表
さ
れ
る
、

伝
統
的
な
道
徳
に
反
し
た
愛
の
生
活
も
根
強
く
定

着
し
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
背
景
を
ふ
ま
え
た
上

で
後
半
で
は
、
ユ
リ
ウ
ス
・
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ウ
ス
朝

の
皇
帝
・
妃
た
ち
の
愛
の
姿
が
著
者
独
自
の
解
釈

を
交
え
て
鋸
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。

　
第
九
章
「
ロ
ー
マ
と
愛
」
は
、
本
書
の
結
論
部

で
あ
る
。
ロ
ー
マ
人
は
愛
に
対
し
て
曖
昧
な
態
度

を
と
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
愛
は
一
種
の
狂
気
で

警
戒
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
生
の
神
秘
と

結
び
つ
い
た
容
易
に
は
否
定
し
難
い
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
二
重
の
確
信
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
得
る
。

す
な
わ
ち
、
ロ
ー
マ
人
は
、
前
者
か
ら
生
ま
れ
た

厳
格
な
道
徳
的
社
会
的
要
請
と
、
後
者
か
ら
生
ま

れ
た
魂
の
最
も
深
い
要
求
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
試

み
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
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介紹

　
以
上
が
本
書
の
内
容
で
あ
る
。
本
書
の
意
義
は
、

序
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
単
な
る
イ
メ

ー
ジ
と
現
代
の
価
値
観
に
基
づ
い
て
ロ
ー
マ
人
の

愛
の
姿
を
風
俗
の
退
廃
と
み
な
す
「
般
的
判
断
を

否
定
し
、
公
正
な
理
解
を
試
み
て
い
る
こ
と
に
あ

り
、
著
者
は
こ
の
点
に
つ
い
て
本
書
の
中
で
し
ば

し
ば
指
摘
し
て
い
る
。
第
九
章
の
最
後
に
、
「
ロ

ー
マ
が
怪
物
じ
み
た
愛
で
満
ち
た
不
浄
な
バ
ビ
ロ

ニ
ア
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
し

と
述
べ
て
い
る
の
は
印
象
的
で
あ
る
。
ま
た
、
神

話
・
喜
劇
・
歴
史
叙
述
に
い
た
る
様
々
な
種
類
の

文
献
を
駆
使
し
て
、
宗
教
・
結
婚
生
活
・
政
治
活

動
等
に
現
れ
る
愛
の
諸
相
を
猫
き
だ
す
と
と
も
に
、

女
性
の
地
位
や
結
婚
観
と
い
っ
た
、
愛
の
観
念
に

深
く
関
わ
る
価
値
観
の
問
題
に
つ
い
て
も
事
細
か

に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ロ
ー
マ
社
会
に
お

け
る
愛
の
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
視
野
の
広
さ
が
、
本
書
の
も
う
一
つ

の
重
要
な
特
徴
と
い
え
る
。
た
だ
、
第
九
章
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
、
愛
に
対
し
て
ロ
ー
マ
人
が
抱

い
た
「
二
重
の
確
信
」
を
基
調
と
し
た
本
書
の
趣

旨
が
、
そ
の
広
い
視
野
の
中
に
逆
に
埋
没
し
て
し

ま
っ
て
い
る
感
も
あ
り
、
読
港
の
本
書
に
対
す
る

理
解
を
曖
昧
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
「
愛
」
と
い
う
あ
ま
り

に
抽
象
的
な
概
念
を
扱
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の

欝
葉
の
使
わ
れ
方
が
些
か
漠
然
と
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
観
念
や
価
値
観
と
い
っ

た
精
神
的
側
面
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
難
し
さ

を
、
改
め
て
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
一
九
六
三
年
の
初
版
以
来
今
日
に

至
る
ま
で
、
本
書
は
文
学
の
み
な
ら
ず
歴
史
学
に

お
い
て
も
、
と
く
に
社
会
史
の
分
野
で
注
目
さ
れ

続
け
て
お
り
、
そ
の
価
値
は
疑
う
べ
く
も
な
い
。

本
訳
書
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
人
の
精

神
面
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た

古
代
ロ
ー
マ
社
会
全
体
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る

の
に
大
き
く
貢
献
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
（
A
5
版
　
四
一
〇
頁
十
六
頁
　
一
九
九
四
年
八
月

　
　
白
水
社
　
二
九
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
（
今
規
真
紀
　
京
都
大
学
大
学
院
修
士
課
程
）

編
集
後
記

　
皆
様
い
か
が
お
過
ご
し
で
し
ょ
う
か
。
七
八
巻

五
号
を
お
届
け
し
ま
す
。
本
号
は
ご
覧
の
通
り
、

若
手
か
ら
大
家
ま
で
幅
広
い
年
齢
層
に
よ
る
、
盛

り
だ
く
さ
ん
の
構
成
と
な
り
ま
し
た
。
考
古
学
、

東
洋
史
、
西
洋
史
、
日
本
史
、
現
代
史
と
掲
載
論

稿
の
領
域
も
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
ま
す
。
学
科

再
編
の
嵐
の
な
か
で
、
あ
ら
た
め
て
『
史
林
』
の

総
合
誌
と
し
て
の
役
割
が
再
認
識
さ
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
お
り
ま
す
。
会
員
各
位
の
積
極
的
な
ご
投

稿
を
お
待
ち
申
し
あ
げ
て
お
り
ま
す
。
　
（
く
）

本
誌
に
は
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究

成
果
公
開
促
進
費
が
交
付
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

一
九
九
五
年
八
月
二
五
日
印
刷
定
価
【
二
〇
〇
円

｝
九
九
五
年
九
月
…
臼
発
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
送
料
六
〇
円

　
史
林
第
七
八
巻
第
五
弩
（
通
巻
笛
三
九
三
号
）

　
　
　
京
都
市
左
京
区
吉
田
本
町

　
　
　
京
都
大
学
文
学
部
内

発
行
人
史
学
研
究
会

　
　
　
　
　
振
替
京
都
○
㎜
〇
七
〇
－
二
－
五
一
五
五
番

　
　
　
　
　
理
事
長
　
服
部
春
彦

　
　
　
　
　
　
　
　
京
都
市
南
区
上
鳥
羽
島
田
二
九

印
刷
所
　
中
村
印
刷
株
式
会
社

g73　（833）


