
佐
藤
春
夫
『
女
誠
扇
繍
講
』

訟繭翻

「
私
」
と
世
外
民
の
対
話
構
造
が
意
味
す
る
も
の

朱
　
　
　
衛

『
女
誠
扇
縞
講
」
の
成
立

　
「
台
湾
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
る
か
、
領
台
二
十
余
年
後
の
今
日
で
も
内

地
の
人
で
台
湾
を
知
つ
て
居
る
ひ
と
は
極
め
て
少
数
で
あ
る
（
中
略
）
内

地
の
人
は
今
尚
台
湾
と
い
へ
ば
生
蕃
と
云
ふ
こ
と
を
連
想
す
る
。
是
が
抑

も
犬
な
る
謬
で
あ
る
。
今
日
台
湾
新
付
の
同
胞
は
凡
そ
三
百
五
十
万
人
で

あ
つ
て
其
殆
ん
ど
凡
て
が
皆
漢
民
族
で
あ
つ
て
（
申
略
）
蕃
人
の
為
に
危

険
を
感
ず
る
と
云
ふ
が
如
き
事
は
皆
昔
の
夢
で
一
中
略
一
実
に
今
の
台
湾

は
南
方
の
楽
土
で
あ
る
。
産
業
と
云
ひ
教
育
と
云
ひ
衛
生
と
云
ひ
其
の
改

善
進
歩
は
領
台
以
前
と
比
較
し
て
雲
泥
の
相
違
が
あ
る
」
。
犬
正
九
年
七

月
東
洋
協
会
か
ら
『
大
正
九
年
　
現
在
の
台
湾
』
が
出
版
さ
れ
、
以
上
の

よ
う
に
台
湾
の
状
況
を
宣
伝
し
、
日
本
人
特
に
日
本
の
知
識
人
が
台
湾
現

地
に
行
き
、
自
ら
の
目
で
台
湾
を
確
か
め
る
こ
と
を
呼
び
か
け
て
い
た
。

　
佐
藤
春
夫
は
ち
ょ
う
ど
犬
正
九
年
の
六
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
台
湾

を
訪
問
し
て
い
る
。
し
か
し
当
時
の
台
湾
は
前
記
の
紹
介
と
異
な
り
、
危

険
が
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
大
正
七
年
か
ら
林
献
堂
を
申
心
と
す
る

抗
日
民
族
運
動
や
議
会
設
置
運
動
が
は
じ
ま
り
、
犬
正
九
年
九
月
一
八
日

に
は
、
日
本
の
植
民
地
政
策
に
不
満
を
持
つ
サ
ラ
マ
オ
先
住
民
が
分
遣
所

を
襲
撃
し
、
多
数
の
死
傷
者
を
出
し
た
事
件
も
起
こ
っ
て
い
る
。
佐
藤
は
、

こ
う
し
た
民
族
運
動
が
た
け
な
わ
の
時
期
に
台
湾
を
訪
間
し
、
激
動
の
時

代
に
あ
っ
た
当
時
の
台
湾
の
現
実
を
、
自
ら
の
目
で
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
ひ
と
夏
に
お
よ
ぶ
こ
の
台
湾
、
お
よ
び
福
建
旅
行
の
体
験
を
も
と
に
、

佐
藤
は
一
〇
篇
近
く
の
小
説
・
紀
行
文
・
小
晶
な
ど
を
発
表
し
て
い
る
。

台
湾
を
取
材
し
て
執
筆
し
た
作
品
は
犬
正
二
二
年
の
六
月
に
『
旅
人
』
や
、

犬
正
一
四
年
の
三
月
に
『
霧
社
』
、
五
月
に
『
女
誠
扇
縞
謂
』
一
『
女
性
』
）

な
ど
と
い
っ
た
台
湾
も
の
と
し
て
発
表
し
、
昭
和
七
年
に
は
さ
ら
に
『
植

民
地
の
旅
』
等
が
発
表
さ
れ
た
。

　
『
女
誠
扇
縞
謂
』
は
こ
の
う
ち
の
唯
一
の
本
格
的
な
小
説
で
あ
り
、
ま

た
も
っ
と
も
議
論
の
あ
る
作
品
で
あ
る
。
作
者
自
身
が
こ
の
作
品
を
愛
し

て
、
心
ゆ
く
作
晶
の
う
ち
、
五
指
の
中
に
加
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
い
、

つ
い
に
は
プ
」
の
物
語
だ
け
を
単
行
本
と
し
て
出
版
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

橋
爪
健
は
「
異
国
情
調
と
伝
説
と
現
前
の
風
物
と
を
錯
絡
た
ら
し
め
る
そ

の
怪
奇
小
説
的
構
想
と
、
そ
れ
ら
三
者
相
侯
つ
て
幻
現
一
如
の
近
代
的
三

　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
〕

昧
境
を
描
出
し
て
ゐ
る
」
と
評
価
し
た
。
島
田
謹
二
は
橋
爪
の
論
を
さ
ら

に
綴
密
に
展
開
し
、
「
素
材
と
取
扱
い
の
二
方
面
か
ら
見
て
典
型
的
な
異
国
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一
2
一

情
趣
の
文
学
な
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
島
田
の
論
は
『
女
誠

扇
縞
謂
』
論
の
決
定
版
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
最
近
に
な
っ
て
藤
井
省
三
は
『
女
誠
扇
縞
謂
』
に
対
し
異
国

情
趣
の
文
学
と
い
う
解
釈
を
与
え
、
植
民
地
支
配
や
台
湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
間
題
を
無
視
し
て
き
た
従
来
の
〈
知
〉
の
制
度
は
や
は
り
日
本
版
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
だ
と
島
田
論
に
批
判
を
加
え
て
い
る
。
『
女
誠
扇
縞
謂
』

が
台
湾
を
舞
台
に
し
、
台
湾
人
を
主
た
る
登
場
人
物
と
し
て
植
民
地
支
配

の
た
め
に
悲
劇
に
終
わ
る
台
湾
人
の
恋
愛
を
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
台

湾
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ヘ
の
友
愛
に
溢
れ
る
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
書
か
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

た
」
も
の
と
し
て
い
る
。

　
私
見
で
は
藤
井
省
二
の
こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
て
、
『
女
誠
扇
統
謂
』

の
異
国
情
緒
文
学
論
を
批
判
す
る
指
摘
に
賛
成
で
あ
る
。
し
か
し
『
女
誠

扇
縞
謂
』
の
中
で
は
、
〈
事
件
〉
自
体
が
小
説
の
主
題
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
安
平
の
風
物
お
よ
び
そ
の
事
件
を
め
ぐ
る
「
私
」
と
現
地
人
・
世

外
民
の
対
話
と
行
動
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は

「
私
」
と
世
外
民
と
の
あ
い
だ
に
生
じ
る
対
話
と
両
者
の
行
動
の
差
異
の

構
造
に
つ
い
て
、
作
晶
の
具
体
的
な
分
析
を
通
し
て
検
討
し
、
こ
れ
に
よ

り
佐
藤
春
夫
が
ど
の
よ
う
な
視
点
で
当
時
の
台
湾
の
現
実
を
と
ら
え
解
釈

し
て
、
作
晶
化
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
な
お
『
女
誠
扇
縞
謂
』
は
、
大
正
一
五
年
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
、

さ
ら
に
昭
和
一
一
年
短
編
集
『
霧
社
』
に
収
録
さ
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
版

　
　
　
　
　
｛
4
）

に
違
い
が
あ
る
。

二
　
安
平
と

〈
荒
廃
の
美
〉

　
『
女
誠
扇
縞
謂
』
は
赤
嵌
城
班
・
禿
頭
港
の
廃
屋
・
戦
懐
・
怪
傑
沈
氏
・

女
誠
扇
・
エ
ピ
ロ
ー
グ
の
、
六
章
節
の
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

六
つ
の
章
が
展
開
す
る
プ
ロ
ッ
ト
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
相
互
関
係
を

有
し
て
お
り
、
作
晶
の
全
体
と
し
て
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
自
然
に
展
開
し
て

い
く
。
「
赤
嵌
城
祉
」
と
「
禿
頭
港
の
廃
屋
」
の
二
章
で
は
、
日
本
人
新

聞
記
者
の
「
私
」
が
、
現
地
の
友
人
世
外
民
の
案
内
で
、
安
平
の
「
禿
頭

港
」
周
辺
を
見
物
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
り
、
「
私
」
の
目
を
通
し
て
、

安
平
の
港
湾
や
赤
嵌
城
埴
そ
し
て
廃
屋
と
い
っ
た
風
景
が
紹
介
さ
れ
る
。

　
台
南
市
の
西
端
れ
で
安
平
の
廃
港
に
接
す
る
あ
た
り
で
は
あ
る

が
、
さ
う
し
て
名
前
だ
け
の
説
明
を
聞
け
ば
な
る
ほ
ど
と
思
ふ
か
も

知
れ
な
い
が
、
そ
の
場
所
を
事
実
目
前
に
見
た
人
は
、
寧
ろ
却
つ
て

そ
ん
な
と
こ
ろ
に
港
と
名
づ
け
て
ゐ
る
の
を
語
し
く
感
ず
る
に
違
ひ

な
い
。
そ
れ
は
た
だ
低
い
湿
つ
ぽ
い
盧
荻
の
多
い
泥
沼
に
沿
ふ
た
貧

民
窟
み
た
や
う
な
と
こ
ろ
で
、
し
か
も
海
か
ら
は
殆
ん
ど
一
里
も
距

つ
て
ゐ
る
。
沼
を
埋
め
立
て
た
塵
塚
の
臭
ひ
が
暑
さ
に
蒸
せ
返
つ
て

鼻
を
つ
く
厭
な
場
末
で
そ
ん
な
と
一
」
ろ
に
土
着
の
台
湾
人
の
せ
せ
こ

ま
し
い
家
が
、
不
行
儀
に
、
そ
れ
も
ぎ
し
つ
り
と
立
拉
ん
で
ゐ
る
。

　
『
女
誠
扇
縞
謂
』
を
創
作
す
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
佐
藤
が
廃
港
を

中
心
と
す
る
こ
の
安
平
の
地
を
訪
れ
て
受
け
た
感
動
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

は
『
か
の
一
夏
の
記
』
の
な
か
で
、
「
打
狗
に
ゐ
る
う
ち
安
平
を
見
て
感

興
を
得
た
も
の
が
女
誠
扇
縞
謂
で
あ
る
」
、
「
女
誠
扇
縞
謂
の
建
物
や
安
平
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の
風
景
は
実
景
の
つ
も
り
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か

る
。　

と
ヲ
」
ろ
で
、
長
年
台
湾
に
生
活
し
て
い
た
新
垣
宏
一
は
「
佐
藤
の
文

一
『
女
誠
扇
縞
謂
』
　
　
引
用
者
注
）
に
は
、
禿
頭
港
の
意
昧
な
ど
を
面

自
く
説
い
て
い
る
」
が
、
安
平
に
は
禿
頭
港
と
い
う
港
は
実
際
に
は
存
在

せ
ず
、
そ
の
風
景
は
台
南
の
仏
頭
港
あ
た
り
の
風
景
で
あ
る
と
指
摘
し
て

　
一
5
）い

る
。
そ
こ
か
ら
『
女
誠
扇
縞
謂
』
は
物
語
の
舞
台
を
安
平
に
取
り
、
そ

の
風
景
描
写
を
克
明
に
お
一
」
な
っ
た
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
と

い
う
問
題
が
生
じ
て
く
る
。

　
日
本
の
台
湾
統
治
は
土
地
測
量
・
改
革
に
始
ま
り
、
日
露
戦
争
後
の
明

治
三
九
年
に
は
、
台
湾
の
殖
産
活
動
、
特
に
製
糖
産
業
が
強
化
さ
れ
、
さ

ら
に
樟
脳
、
バ
ナ
ナ
等
の
専
売
化
が
は
じ
ま
る
。
大
正
八
年
に
は
台
南
に

塩
水
養
殖
試
験
場
が
作
ら
れ
、
安
平
一
帯
に
も
稲
田
の
養
魚
試
験
、
海
老

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
6
）

な
ど
の
養
殖
試
験
な
ど
が
実
施
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
。
作
晶
の
中

で
、
「
私
」
と
世
外
民
は
ト
ロ
ッ
コ
に
乗
っ
て
、
安
平
の
養
魚
場
の
あ
た

り
に
来
て
い
る
。

　
台
南
か
ら
四
十
分
ほ
ど
の
間
を
、
土
か
石
か
に
な
つ
た
つ
も
り
で

ト
ロ
ツ
コ
で
運
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
坦
々
た
る
殆
ん
ど
一
直

線
の
遣
の
両
側
は
、
安
平
魚
の
養
魚
場
な
の
だ
が
、
見
た
目
に
は
、

田
圃
と
も
つ
か
ず
沼
と
も
つ
か
ぬ
。
海
で
あ
つ
た
も
の
が
埋
ま
つ
て

し
ま
つ
た
。
一
中
略
一
ト
ロ
ツ
コ
の
着
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
む
か
し

和
蘭
人
が
築
い
た
と
い
ふ
畠
O
竃
N
岡
岡
曇
O
屋
所
謂
土
人

の
赤
嵌
城
を
目
あ
て
に
歩
い
て
行
く
道
で
は
、
目
に
つ
く
家
と
い
ふ

家
は
悉
く
荒
れ
果
て
た
ま
ま
の
無
住
で
あ
る
。
あ
ま
り
ふ
る
く
な
い

以
前
に
外
国
人
が
経
営
し
て
ゐ
た
製
糖
会
社
の
社
宅
で
あ
る
が
、

の
会
社
が
解
散
す
る
と
同
時
に
空
屋
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。

そ

　
長
年
に
わ
た
る
戦
乱
、
経
済
的
な
植
民
地
支
配
と
し
て
の
植
民
地
産
業

開
拓
　
単
一
作
物
、
例
え
ば
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
栽
培
な
ど
は
土
地
を
痩
せ

さ
せ
て
し
ま
い
、
台
南
、
安
平
を
荒
廃
さ
せ
た
。
佐
藤
が
描
い
て
い
る
の

は
、
そ
の
結
果
の
風
景
で
あ
る
。
殺
風
景
な
安
平
の
風
景
描
写
の
中
に
、

佐
藤
の
作
品
は
こ
う
し
た
荒
廃
の
元
で
あ
る
安
平
地
方
の
植
民
地
の
歴
史

を
う
っ
す
ら
と
で
は
あ
る
が
た
し
か
に
喚
起
し
て
い
る
。
ま
ぎ
れ
も
な
く

安
平
は
オ
ラ
ン
ダ
の
植
民
地
支
配
、
戦
乱
を
二
重
に
伝
え
、
当
時
の
日
本

の
植
民
地
下
に
あ
る
現
状
に
も
つ
な
が
る
象
徴
的
な
場
所
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
安
平
の
風
景
は
日
本
人
旅
行
者
の
「
私
」
を
通
し
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
た
め
、
小
説
の
中
の
「
私
」
の
視
点
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
存
在
し

て
い
る
。　

人
は
よ
く
荒
廃
の
美
を
説
く
。
又
そ
の
概
念
だ
け
な
ら
私
に
も
あ

る
。
し
か
し
私
は
ま
だ
そ
れ
を
痛
切
に
実
感
し
た
こ
と
は
な
か
つ

た
。
安
平
へ
行
つ
て
み
て
私
は
や
つ
と
そ
れ
が
判
り
か
か
つ
た
や
う

な
気
が
し
た
。
そ
こ
に
は
さ
ま
で
古
く
な
い
と
は
言
へ
、
さ
ま
ざ
ま

な
歴
史
が
あ
る
。
こ
の
島
の
主
要
な
歴
史
と
言
へ
ば
、
蘭
人
の
壮

図
、
鄭
成
功
の
雄
志
、
新
し
く
は
ま
た
劉
永
福
の
野
望
の
末
路
も
皆

こ
の
一
港
市
・
に
関
連
し
て
ゐ
る
と
言
つ
て
も
差
支
な
い
の
だ
が
、
私

は
こ
こ
で
そ
れ
を
説
か
う
と
も
思
は
な
い
し
、
ま
た
好
古
家
で
且
詩

人
た
る
世
外
民
な
ら
知
ら
な
い
こ
と
、
私
に
は
出
来
さ
う
も
な
い
。

私
が
安
平
で
荒
廃
の
美
に
打
た
れ
た
と
い
ふ
の
は
、
ま
た
必
ず
し
も
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そ
の
史
的
知
識
の
為
め
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
一
傍
線
引
用
者
一

　
安
平
は
オ
ラ
ン
ダ
人
が
築
い
た
赤
嵌
城
や
、
オ
ラ
ン
ダ
人
の
侵
略
に
低

抗
し
て
鄭
成
功
が
起
こ
し
た
戦
い
な
ど
に
よ
っ
て
有
名
な
場
所
で
あ
る
。

ニ
ハ
ニ
ニ
年
、
オ
ラ
ン
ダ
の
艦
隊
が
、
台
湾
を
占
領
し
た
後
、
ニ
ハ
ニ
四

年
ま
で
三
年
を
か
け
て
、
安
平
に
城
塞
　
　
赤
嵌
城
を
建
設
す
る
。
そ
の

後
、
全
オ
ラ
ン
ダ
特
設
東
イ
ン
ド
会
社
は
産
業
開
拓
を
始
め
、
安
平
周
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ヱ

は
「
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
に
な
り
、
農
業
資
本
主
義
風
の
単
一
経
済
作
物
地
帯
」

と
な
っ
た
。
ニ
ハ
六
一
年
、
鄭
成
功
が
全
耳
門
よ
り
台
湾
に
上
陸
・
進
軍

し
、
一
六
六
二
年
赤
嵌
城
の
オ
ラ
ン
ダ
人
が
投
降
、
帰
国
す
る
。
し
か
し

そ
の
後
、
ほ
ぼ
二
百
年
経
っ
た
一
八
九
四
年
に
日
本
は
日
清
戦
争
を
勃
発

さ
せ
、
敗
れ
た
中
国
に
強
制
的
に
下
関
条
約
を
締
結
さ
せ
る
。
台
湾
住
民

は
「
台
湾
民
主
国
」
の
独
立
を
宣
言
し
、
台
湾
割
譲
反
対
を
表
明
し
、
劉

永
福
を
民
主
犬
将
軍
に
任
命
し
た
。
そ
の
後
、
劉
永
福
は
台
南
の
知
識
人
・

資
産
家
の
要
請
に
よ
っ
て
安
平
に
移
住
し
、
台
湾
割
譲
に
抵
抗
し
た
が
、

日
本
の
台
南
占
領
に
よ
り
、
ア
モ
イ
ヘ
脱
出
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
台
湾

民
主
国
は
滅
亡
し
た
。

　
右
掲
引
用
文
の
傍
線
部
は
ザ
」
の
よ
う
な
台
湾
・
安
平
の
歴
史
を
背
景
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
傍
線
部
は
『
女
誠
扇
縞
謂
』
が
単
行
本
と
し
て

刊
行
さ
れ
た
際
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
よ
り

具
体
的
に
台
湾
・
安
平
の
植
民
地
の
歴
史
に
言
及
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が

昆
受
け
ら
れ
る
。
た
だ
そ
れ
が
単
行
本
段
階
で
あ
る
ア
」
と
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

　
日
本
人
の
「
私
」
は
安
平
に
お
け
る
植
民
地
支
配
の
歴
史
よ
り
も
、
む

し
ろ
荒
涼
た
る
風
物
美
に
心
を
打
た
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
荒
涼
を
極

め
た
安
平
に
、
「
私
」
と
世
外
民
は
大
き
な
廃
屋
を
見
つ
け
た
。
「
私
」
が

廃
屋
の
中
で
「
少
し
ば
か
り
氣
に
入
つ
た
点
と
言
へ
ば
、
そ
の
道
具
立
て

の
す
べ
て
犬
き
く
そ
の
色
彩
が
悪
く
ア
ク
ど
い
こ
と
に
あ
つ
た
（
中
略
）

そ
の
な
か
に
あ
る
人
物
は
根
強
く
大
陸
的
で
、
語
柄
の
美
と
し
て
は
そ
れ

が
醜
と
同
居
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
の
野
蛮
の
な
か
に
近
代
的
な
と
一
」
ろ
が
あ

る
」
、
「
哀
れ
む
べ
き
さ
ま
ざ
ま
な
不
調
和
を
昆
出
す
よ
り
前
に
た
だ
そ
の

異
国
情
緒
を
先
ず
喜
ぶ
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
得
る
」
と
い
う
。
そ
こ
で
の

〈
異
国
情
緒
〉
と
は
、
小
説
の
全
体
か
ら
す
る
と
、
一
種
繧
紗
の
も
の
、

霊
的
の
も
の
、
根
強
く
犬
陸
的
の
も
の
と
な
ろ
う
し
、
そ
れ
が
「
私
」
の

い
う
〈
荒
廃
の
美
〉
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
末
期
、
谷
崎
潤
一
郎
、
木
下
杢
太
郎
ら
が
パ
ン
の
会
を
作
り
、
耽

美
派
運
動
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
パ
ン
の
会
は
あ
る
意
味
で
は
、
〈
エ

キ
ゾ
チ
ズ
ム
運
動
〉
で
も
あ
る
。
佐
藤
は
プ
」
う
し
た
パ
ン
の
会
の
流
れ
を

受
け
つ
い
だ
文
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
台
湾
を
訪
問
す
る
前
に
、
エ
キ
ゾ

チ
シ
ズ
ム
の
溢
れ
る
『
李
太
自
』
や
『
西
班
牙
犬
の
家
』
等
の
作
晶
を
書

い
て
い
る
。
そ
う
し
た
経
緯
か
ら
見
て
も
、
先
の
引
用
部
で
の
「
私
」
の

視
点
に
は
佐
藤
自
身
の
視
点
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
大
正
一
〇
年
代
前
後
、
多
く
の
植
民
地
を
題
材
に
す
る
作
晶
が
現

れ
、
野
蛮
美
を
遣
求
す
る
植
民
地
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
と
い
う
時
代
的
な
傾

向
も
現
れ
て
い
る
。
当
時
出
さ
れ
た
台
南
、
安
平
に
関
す
る
紹
介
物
に
も

こ
う
し
た
や
や
安
直
な
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
が
浸
透
し
て
い
る
。
例
え
ば

　
　
　
　
一
8
〕

『
台
湾
事
情
』
な
ど
の
よ
う
な
比
較
的
、
客
観
的
な
情
報
を
提
供
す
る
も

の
で
あ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
赤
嵌
城
埴
の
オ
ラ
ン
ダ
風
建
物
や
日
本
植
民

地
の
経
済
政
策
の
成
果
一
製
塩
工
場
、
養
魚
場
一
の
紹
介
に
集
中
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

る
。
申
で
も
、
『
台
湾
遊
記
』
は
一
旅
行
者
の
台
南
、
安
平
体
験
が
詳
し
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く
書
か
れ
て
あ
り
、
当
時
の
日
本
人
の
台
湾
を
み
る
視
点
が
伺
わ
れ
る
。

こ
甲
」
で
そ
の
一
節
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
楼
（
赤
嵌
棲
　
引
用
者
注
）
上
遥
か
に
四
周
を
大
観
す
る
と
、

全
市
悉
く
一
牌
の
中
に
集
ま
り
、
安
平
港
を
指
向
の
聞
に
眺
め
気
宇

自
ら
軒
昂
た
る
も
の
あ
り
。
彼
の
鉄
幹
の

　
　
　
赤
嵌
棲
に
施
旗
動
け
り
江
に
入
る
は
バ
タ
ビ
ヤ
の
船
か
チ
ヤ

　
　
　
ル
メ
ラ
聞
ゆ
。

の
歌
を
思
ふ
。
一
中
略
）
楼
屋
の
裏
手
に
、
公
学
校
の
女
生
徒
が
大

き
な
椿
樹
の
木
陰
に
ダ
ン
ス
を
し
て
ゐ
る
。
ま
こ
と
に
巧
妙
で
あ
つ

た
。
遠
き
昔
に
聞
い
た
紅
毛
人
の
文
化
の
跡
に
、
支
那
式
の
丹
碧
鮮

か
な
る
色
を
染
め
出
し
た
る
こ
の
地
に
、
近
世
文
明
の
光
り
を
注
ぎ
、

今
や
紅
毛
城
下
赤
嵌
楼
を
仰
い
で
ダ
ン
ス
を
舞
ふ
。
こ
・
に
酉
洋
、

東
洋
、
将
た
日
東
の
文
化
の
色
と
り
ぐ
に
交
へ
て
咲
い
た
三
墨

の
匂
ふ
が
如
く
に
麗
は
し
く
言
ひ
知
れ
ぬ
無
限
の
感
興
に
打
た
れ
、

楼
上
に
停
立
し
て
瞑
目
し
て
文
を
思
ふ
。

　
台
南
や
安
平
を
め
ぐ
る
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
の
特
色
ば
か
り
に
目
を
注
い

で
い
る
こ
の
旅
行
者
の
視
線
は
『
女
誠
扇
縞
謂
』
の
「
私
」
の
安
平
を
見

る
視
線
に
通
じ
る
と
チ
」
ろ
が
あ
る
。
南
の
熱
帯
の
緑
々
、
オ
ラ
ン
ダ
風
建

物
、
禿
頭
港
の
〈
荒
廃
〉
の
中
に
残
っ
て
い
る
昔
の
栄
華
の
跡
な
ど
と
い

う
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
ば
か
り
求
め
る
「
私
」
の
視
点
は
、
ま
さ
に
こ

う
し
た
植
民
地
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を
追
う
時
代
の
流
れ
を
反
映
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

三
　
〈
女
誠
扇
〉

と
生
書
た
精
神

　
一
方
、
前
掲
の
『
台
湾
遊
記
』
等
の
作
晶
と
違
い
、
『
女
誠
扇
縞
謂
』

で
は
「
私
」
と
正
反
対
な
視
点
を
持
つ
台
湾
人
の
世
外
民
が
設
定
さ
れ
て

い
る
。

　
私
は
歴
史
な
ん
て
も
の
に
は
て
ん
で
興
味
が
な
い
ほ
ど
若
か
つ

た
。
一
中
略
一
さ
う
い
ふ
程
度
の
私
だ
か
ら
、
同
じ
や
う
な
若
い
身

空
で
世
外
民
が
し
き
り
と
過
去
を
述
べ
立
て
て
詠
嘆
め
い
た
口
を
き

く
の
を
、
さ
す
が
は
支
那
人
の
血
を
受
け
た
詩
人
は
違
つ
た
も
の
だ

位
に
し
か
思
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
世
外
民
は
歴
史
に
興
味
を
持
た
な
い
「
私
」
と
対
照
的
に
、
し
き
り
と

過
去
を
述
べ
立
て
て
詠
嘆
め
い
た
口
を
き
く
。
彼
の
口
を
通
し
て
台
南
植

民
地
の
歴
史
が
紹
介
さ
れ
、
そ
う
し
た
荒
廃
の
中
に
生
活
し
て
い
る
台
湾

人
の
心
惰
も
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
「
戦
傑
」
と
「
怪
傑
沈
氏
」
の
二
章
で
は
、
廃
屋
の
持
ち
主
で
あ
っ
た

沈
家
の
祖
先
の
所
業
や
沈
の
娘
の
話
が
近
く
に
住
む
老
婆
の
口
を
通
じ
て

語
ら
れ
る
。
祖
先
の
悪
菜
が
も
と
で
、
沈
は
主
人
に
な
っ
た
時
天
罰
を
受

け
、
持
船
が
全
部
腿
風
に
奪
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
沈
の
娘
の
縁
談
が
相
手

に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
。
し
か
し
、
沈
の
娘
は
「
永
遠
の
希
望
」
を
失
わ
ず
、

い
つ
も
美
し
い
着
物
に
盛
装
し
て
、
廃
屋
の
楼
上
か
ら
、
海
辺
を
遠
望

し
、
と
こ
し
え
に
来
ぬ
夫
を
待
ち
つ
づ
け
た
…

　
沈
の
娘
の
哀
語
は
、
安
平
に
流
布
し
て
い
る
普
通
の
伝
説
か
と
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
犯
）

る
。
た
だ
『
台
湾
民
族
性
百
談
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
台
湾
に
は
様
々
な
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民
間
信
仰
が
あ
り
－
そ
の
信
仰
は
主
に
漠
民
族
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る

も
の
で
あ
る
が
　
　
そ
れ
ら
に
は
必
ず
崇
拝
の
対
象
が
あ
る
。
一
つ
は
自

然
崇
拝
か
ら
き
た
も
の
で
、
一
つ
は
霊
魂
崇
拝
か
ら
き
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
『
女
誠
扇
縞
謂
』
に
お
け
る
娘
の
霊
の
語
は
霊

魂
崇
拝
の
信
仰
が
生
み
出
し
た
哀
語
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
沈
の
娘
の
死
後
、
彼
女
の
霊
が
ま
だ
廃
屋
に
残
っ
て
い
る
と
、
港
の
人

達
は
信
じ
て
い
る
。
世
外
民
も
ま
た
、
老
婆
か
ら
沈
の
娘
の
悲
語
を
聞
か

さ
れ
、
そ
れ
に
共
感
し
、
廃
屋
の
二
階
か
ら
洩
れ
た
女
の
声
を
死
霊
の
声

と
信
じ
た
い
と
「
私
」
に
い
う
。
一
方
「
私
」
は
、
き
わ
め
て
合
理
的
に
、

情
夫
を
待
つ
生
き
て
い
る
若
い
女
の
声
だ
と
推
理
し
、
古
い
も
の
に
こ
だ

わ
り
す
ぎ
る
と
近
代
化
が
で
き
な
い
た
め
、
国
は
滅
び
て
い
く
と
考
え
て

い
る
。
こ
の
「
私
」
の
見
方
の
背
景
と
関
係
す
る
も
の
と
し
て
、
沈
の
祖

先
の
伝
説
と
い
う
か
た
ち
で
台
湾
植
民
地
史
上
の
い
く
つ
か
の
事
蹟
が
具

体
的
に
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
に
は
、
藤
井
が
指
摘
し
た
通
り
、
「
物

語
の
現
在
に
お
け
る
日
本
支
配
の
あ
り
か
た
」
を
も
み
ご
と
に
映
し
出
し

　
　
＾
H
）

て
い
る
。
作
品
の
中
で
の
「
私
」
は
、
沈
の
祖
先
の
よ
う
な
強
欲
で
し
た

た
か
な
性
格
の
人
間
は
、
植
民
地
開
拓
の
草
創
期
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ

る
英
雄
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
「
私
」
は
無
意
識
の
う
ち
に
植
民

者
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
世
外
民
は
、
沈
の
娘
の
悲
話

に
亡
国
の
民
の
嘆
き
を
聞
こ
う
と
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
被
植
民
者
の

屈
折
し
た
思
い
を
そ
こ
に
読
み
取
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
「
私
」
と
世
外
民
は
台
南
市
の
旗
亭
で
〈
事
件
〉
1
女
の
声
の
謎
を
論

じ
合
う
。
こ
こ
の
二
人
の
議
論
の
く
だ
り
に
は
、
『
女
誠
扇
縞
謂
』
の
主

題
に
近
い
内
容
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
「
で
は
言
ふ
が
ね
、
亡
び
た
も
の
の
荒
廃
の
な
か
に
む
か
し
の
霊
が

生
き
残
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
美
観
は
、
　
　
こ
れ
や
支
那
の
伝
統
的
な

も
の
だ
が
、
僕
に
言
は
せ
る
と
、
：
…
君
、
憤
つ
て
は
い
か
ん
よ

ど
う
も
亡
国
的
趣
味
だ
ね
。
亡
び
た
も
の
が
ど
う
し
て
い
つ
ま
で
も

あ
る
も
の
か
。
無
け
れ
ば
こ
そ
亡
び
た
と
い
ふ
の
ぢ
や
な
い
か
」

　
「
君
！
」
世
外
民
は
犬
き
な
声
を
出
し
た
「
亡
び
た
も
の
と
、
荒

廃
と
は
違
ふ
だ
ろ
う
。
1
亡
び
た
も
の
は
な
る
ほ
ど
無
く
な
つ
た

も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
荒
廃
と
は
無
く
な
ら
う
と
し
つ
つ
あ

る
者
の
な
か
に
、
ま
だ
生
き
た
精
神
が
残
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
ぢ

や
な
い
か
」

　
世
外
民
は
「
荒
廃
」
し
た
も
の
と
は
「
亡
び
た
も
の
」
と
違
い
、
「
生

き
た
精
神
」
を
そ
の
中
に
残
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
「
生
き
た
精

神
」
と
は
、
単
な
る
迷
信
に
よ
る
、
霊
の
存
在
の
主
張
で
は
な
く
、
時
代

が
変
わ
り
、
禿
頭
港
が
荒
廃
し
た
現
在
で
も
、
港
の
人
々
の
身
体
に
は
、

彼
ら
の
祖
先
の
精
神
と
文
化
伝
統
を
継
承
す
る
な
に
か
が
存
在
し
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
世
外
民
の
「
生
き
た
精
神
」
の
主
張
は
そ
こ

に
あ
っ
た
。
〈
廃
屋
事
件
〉
は
単
な
る
纏
紗
と
し
た
霊
的
な
問
題
を
こ
え

て
、
抑
圧
さ
れ
た
民
族
精
神
と
文
化
伝
統
の
問
題
に
昇
華
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
も
、
「
私
」
は
あ
く
ま
で
廃
屋
で
男
と
逢

引
き
す
る
生
身
の
女
の
声
だ
と
い
う
意
見
を
変
え
ず
、
世
外
民
の
主
張
す

る
「
生
き
た
精
神
」
を
否
定
す
る
。
こ
一
」
で
も
く
植
民
地
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ

ム
V
と
い
う
「
私
」
の
視
点
は
一
貫
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
後
半
の
「
女
誠
扇
」
と
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
の
二
章
節
で
は
、
謎
の
声
の

真
実
を
究
明
す
る
た
め
、
二
人
が
沈
家
の
廃
屋
を
再
訪
し
、
二
階
で
蓮
の
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花
や
『
女
誠
』
の
一
節
を
書
き
付
け
た
一
本
の
扇
を
拾
う
。
そ
の
数
日
後
、

世
外
民
は
「
私
」
に
黄
と
い
う
娘
の
夢
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
、
廃
屋
で
若

い
男
の
艦
死
体
が
発
見
さ
れ
た
と
語
す
。
そ
れ
を
「
私
」
は
縫
死
し
た
男

と
黄
の
娘
と
は
廃
屋
の
中
で
逢
引
し
て
い
た
二
人
だ
と
推
測
し
た
。
「
私
」

が
記
者
の
名
刺
を
も
っ
て
、
黄
の
家
に
出
か
け
て
行
き
、
扇
を
黄
の
娘
に

突
き
つ
け
る
と
、
意
外
に
も
力
ー
テ
ン
の
陰
か
ら
涙
を
す
す
り
上
げ
る
声

と
と
も
に
言
葉
が
聞
こ
え
て
き
た
。
「
…
あ
な
た
が
拾
つ
て
お
い
で
に
な

つ
た
そ
の
扇
　
　
蓮
の
花
の
扇
を
私
に
く
だ
さ
い
。
そ
の
代
は
り
に
は
何

で
も
み
ん
な
申
し
ま
す
」
。
事
情
を
察
し
た
「
私
」
は
扇
を
残
し
、
「
私
は

新
聞
な
ど
へ
は
書
き
も
何
も
し
や
し
な
い
の
で
す
」
と
答
え
て
帰
る
。

　
曹
大
家
の
女
誠
の
「
専
心
章
」
と
は
、
後
漠
の
曹
昭
の
著
『
女
誠
』
の

第
五
篇
「
専
心
」
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
女
性
は
天
で
あ
る
夫
か
ら

離
れ
て
は
な
ら
ず
、
夫
に
嫌
わ
れ
ぬ
よ
う
貞
節
を
守
り
生
活
せ
よ
と
い

う
、
女
の
戒
め
を
説
い
た
内
容
で
あ
る
。
そ
の
戒
め
の
一
つ
が
「
出
無
冶

容
、
入
無
魔
飾
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
島
田
謹
二
は
沈
の
娘
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

「
実
に
執
着
し
て
忘
れ
得
ぬ
欲
情
の
変
形
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
が
、
以

上
の
典
拠
を
ふ
ま
え
る
な
ら
ば
、
沈
の
娘
の
行
動
は
実
は
「
専
心
」
に
あ

る
、
女
の
戒
め
に
従
っ
た
行
動
で
あ
っ
た
と
分
か
る
。
「
愛
蓮
説
」
と
い

う
の
は
唐
の
文
人
周
茂
叔
の
文
で
、
「
予
獺
愛
蓮
之
出
淡
泥
而
不
染
、
濯

清
漣
而
不
妖
、
申
通
外
直
、
不
蔓
不
枝
…
」
と
い
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い

る
。
「
愛
蓮
説
」
と
「
曹
大
家
の
専
心
章
」
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
「
愛
蓮

説
」
の
方
は
「
不
蔓
不
枝
」
と
い
う
表
現
を
、
女
が
純
粋
で
、
貞
節
を
守

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
男
が
何
ら
か
の
理
由
で
恋
人
の
女
と
離
れ
て
遠
方
に
行
き
、
一
人
取
り

残
さ
れ
た
女
は
毎
日
、
家
の
楼
に
登
っ
て
、
男
が
い
る
方
向
を
遠
望
し
、

男
の
帰
り
を
待
ち
つ
づ
け
る
と
い
っ
た
類
の
内
容
は
、
中
国
の
古
典
文
学

の
中
に
よ
く
登
場
す
る
。
例
え
ば
、
佐
藤
春
夫
の
愛
読
作
品
で
あ
る
中
国

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蛇
〕

清
朝
の
戯
曲
、
『
桃
花
扇
』
の
中
に
も
、
こ
の
よ
う
な
シ
i
ン
が
あ
る
。

『
女
誠
扇
縞
謂
』
が
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
女
牲
の

行
為
は
女
性
の
深
い
愛
情
を
表
現
す
る
と
同
時
に
、
昔
か
ら
中
国
の
女
性

が
教
え
ら
れ
て
い
る
貞
操
観
念
を
堅
く
守
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
作
中
の
沈
の
娘
、
そ
し
て
恋
人
と
結
婚
で
き
な
い
た
め
、
恋
人
の
あ

と
を
追
っ
て
白
殺
し
た
〈
今
日
〉
の
下
層
階
級
の
娘
は
こ
の
よ
う
な
女
性

道
徳
に
支
配
さ
れ
て
い
る
女
性
で
あ
る
。
〈
扇
V
は
二
人
の
女
性
の
接
点

に
な
る
。
佐
藤
春
夫
は
〈
廃
屋
事
件
〉
を
た
だ
の
若
い
恋
人
同
士
の
情
死

事
件
と
し
て
で
は
な
く
、
当
時
港
の
人
々
の
中
に
中
国
の
伝
統
文
化
が
ま

だ
根
強
く
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
る
目
的
で
甲
」
の
よ
う
な
プ
ロ
ッ
ト

を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
「
私
」
は
禿
頭
港
の
細
民
区
の
奔
放
無
知
な
娘
を
ひ
と
り
空
想

す
る
。
そ
の
娘
は
婦
女
の
道
徳
に
つ
い
て
記
し
て
あ
る
沈
の
娘
が
持
っ
て

い
た
扇
を
手
に
し
て
、
汗
に
ま
み
れ
な
が
ら
逢
い
引
き
す
る
。
「
私
」
は

「
市
井
の
英
雄
児
と
も
い
ふ
べ
き
沈
の
祖
先
」
、
「
狂
念
に
よ
つ
て
永
遠
に

明
日
を
昆
出
し
て
ゐ
る
沈
の
娘
」
、
「
野
生
に
よ
つ
て
習
俗
を
超
え
た
少

女
」
と
い
う
三
個
の
人
物
か
ら
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
を
感
じ
愉
快
に
な

る
。　

「
私
」
と
世
外
民
の
「
不
蔓
不
枝
」
の
意
味
に
関
す
る
会
語
は
ふ
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
μ
〕

が
同
じ
東
ア
ジ
ア
の
イ
ン
テ
リ
、
い
わ
ゆ
る
く
同
文
同
種
V
の
人
間
と
し

て
、
中
国
古
典
の
教
養
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
「
私
」
と
世
外

民
の
現
実
を
見
つ
め
る
目
の
違
い
を
引
き
立
た
せ
て
い
る
。
文
化
伝
統
へ

の
ま
な
ざ
し
が
歴
史
の
中
に
生
き
る
中
国
人
の
〈
生
き
た
精
神
〉
を
見
つ
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め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
の
差
異
で
あ
る
。
そ
こ
に
抑
圧
さ
れ
た
民

族
の
解
放
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
プ
」
と
は
確
か
で
あ
る
。
「
私
」
の

よ
う
に
、
歴
史
を
捨
象
し
て
、
そ
こ
に
〈
荒
廃
〉
の
美
し
か
見
な
い
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
民
族
の
〈
生
き
た
精
神
〉
に
ふ
れ
よ
う
と
し
な
い
行
為
で

あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
中
国
文
学
通
の
佐
藤
春
夫
が
こ
の
作
品
で
、

「
私
」
と
世
外
民
の
対
立
す
る
対
語
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
目
的
は
、
古

典
と
歴
史
の
価
値
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

四
　
「
私
」
と
世
外
民

　
「
怪
傑
沈
氏
」
の
最
後
に
「
私
」
と
世
外
民
の
紹
介
の
部
分
が
挿
入
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
の
紹
介
に
よ
る
と
、
「
私
」
は
台
南
新
聞
社
の
日

本
人
編
集
者
で
あ
る
が
、
一
方
の
世
外
民
は
中
国
の
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、

台
湾
の
歴
史
に
も
強
い
関
心
を
も
つ
台
湾
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
。
「
私
」
は

当
時
あ
る
失
恋
事
件
で
自
暴
自
棄
に
陥
り
、
こ
れ
ま
で
の
世
間
的
な
人
間

関
係
を
否
定
し
た
態
度
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
世
外
民
の
投
稿
し
て
き
た

漢
詩
に
あ
る
反
抗
精
神
を
喜
ん
で
、
採
録
し
た
。
世
外
民
の
漢
詩
は
統
治

上
有
害
だ
と
当
局
に
注
意
さ
れ
、
採
録
は
一
度
き
り
だ
っ
た
が
、
そ
の
後

世
外
民
が
「
私
」
の
友
人
と
な
っ
た
。

　
佐
藤
春
夫
に
は
小
田
原
事
件
が
あ
り
、
台
南
に
旅
行
に
行
っ
た
問
に
台

南
新
聞
社
か
ら
金
を
貰
っ
て
執
筆
の
依
頼
を
受
け
た
事
情
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
）

「
『
女
誠
扇
縞
謂
』
の
語
者
に
つ
い
て
」
に
よ
れ
ば
、
佐
藤
と
台
南
新
聞

社
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
佐
藤
白
身
に
問
い
合
わ
せ
し
た
が
、
「
台
南

新
報
か
ら
頼
ま
れ
、
金
を
貰
つ
て
何
か
書
く
約
束
し
た
」
。
金
は
「
相
当

貰
つ
た
が
、
貰
つ
た
金
だ
け
の
も
の
は
書
か
な
か
つ
た
」
と
い
う
コ
メ
ン

ト
を
受
け
た
と
い
う
。
以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
、
「
私
」
と
佐
藤
は
切
り
離

せ
な
い
関
係
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
作
品
は
、
一
方
で
「
私
」
の
視
点
か
ら
台
湾
の
風
景
や
台
湾
人
の
生
活

を
具
体
的
に
再
現
し
て
は
い
る
が
、
も
う
一
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
風
景

と
生
活
の
中
に
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
ば
か
り
を
求
め
た
が
る
「
私
」
と
、

植
民
地
支
配
を
批
判
す
る
世
外
民
の
よ
う
な
相
対
立
す
る
視
点
を
並
行
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
一
」
で
の
「
私
」
と
世
外
民
の
紹
介
は
、
一
昆
事

件
と
直
接
的
な
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
う
し
た
二
人
の
相
対

立
す
る
視
点
を
支
え
る
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
文
化
的
な
背
景
の
説
明
に

な
っ
て
お
り
、
二
人
の
人
物
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
部
分
で
あ
る
。
島

田
謹
二
は
「
世
外
民
と
話
者
と
の
相
対
立
す
る
解
釈
が
物
語
に
探
偵
小
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

と
同
種
の
興
味
を
与
え
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
事
件
」
を
め
ぐ
っ
て
、

「
私
」
と
世
外
民
を
対
比
さ
せ
る
と
い
う
展
開
の
探
偵
小
説
的
構
造
は
、

日
本
人
の
「
私
」
の
声
ば
か
り
で
は
な
く
、
台
湾
人
世
外
民
の
声
も
小
説

の
中
に
組
み
込
ん
だ
と
い
う
説
明
に
も
な
ろ
う
。

　
犬
正
九
年
の
台
湾
旅
行
か
ら
帰
国
し
た
佐
藤
は
、
二
一
年
を
経
た
の
ち

に
『
植
民
地
の
旅
』
一
昭
七
年
一
を
発
表
し
た
。
こ
の
作
晶
に
お
い
て
、

台
湾
旅
行
当
時
佐
藤
が
当
局
の
監
視
の
下
に
林
熊
徴
一
林
献
堂
と
思
わ
れ

る
人
物
一
と
会
談
す
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
林
熊
徴
は

　
我
々
本
島
人
自
身
の
自
負
と
し
ま
し
て
は
現
在
は
た
と
ひ
無
力
な

が
ら
も
古
来
伝
統
の
深
い
文
明
を
持
つ
て
ゐ
た
者
で
あ
り
、
そ
の
文

明
の
重
要
な
一
部
分
内
地
の
教
養
あ
る
方
方
と
も
共
通
の
も
の
と
信

じ
て
ゐ
る
一
申
略
一
政
治
的
地
位
の
優
越
必
ず
し
も
文
明
の
優
秀
を

意
味
す
る
や
を
問
題
と
す
る
者
で
あ
り
ま
す
（
中
喀
一
内
地
人
本
島
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人
の
親
和
は
（
中
絡
）
そ
の
親
和
方
法
心
持
と
し
て
同
化
で
あ
る
べ

き
か
平
等
で
あ
る
べ
き
か

と
佐
藤
に
問
い
か
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

佐
藤
は

　
私
は
敢
て
同
化
論
で
も
な
く
平
等
論
で
も
な
く
別
に
友
愛
に
よ
つ

て
と
い
ふ
一
説
を
立
て
さ
せ
て
頂
か
う
と
思
ひ
ま
す
（
中
略
）
さ
う

し
て
今
日
ア
」
れ
を
な
し
得
な
い
の
は
本
島
人
内
地
人
共
に
過
度
時
代

の
未
開
の
文
明
を
も
つ
て
お
互
に
そ
れ
を
固
守
す
る
に
は
急
な
た
め

で
あ
り
ま
す

　
と
答
え
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
佐
藤
の
答
え
は
現
実
に
存
在
す

る
抑
圧
や
不
平
等
と
い
う
問
題
を
人
間
一
般
の
問
題
に
解
消
し
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
林
は
「
と
こ
ろ
で
御
説
の
ご
と
き
文
明
は
来
る
日

が
あ
り
ま
せ
う
か
…
」
「
苦
し
ん
で
ゐ
る
側
の
状
態
の
切
実
さ
を
問
題
と
す

る
こ
と
を
い
つ
の
間
に
や
ら
閑
却
さ
れ
た
傾
の
あ
る
の
は
堂
堂
た
る
正
論

た
る
貴
説
の
た
め
に
最
も
遺
憾
で
す
ね
」
と
鋭
く
問
い
か
け
る
。
佐
藤
は

こ
の
問
い
か
け
に
、
「
自
分
の
怪
説
の
残
骸
を
白
分
の
胸
の
な
か
に
蔵
し

て
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
を
厭
は
し
く
感
じ
た
」
と
述
懐
さ
せ
て
い
る
。

河
原
功
は
『
植
民
地
の
旅
』
を
「
台
湾
知
識
人
た
ち
と
の
会
見
を
織
り
込

ん
で
、
植
民
地
台
湾
に
お
け
る
支
配
と
被
支
配
の
関
係
を
浮
き
彫
り
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
）

よ
う
と
し
て
い
た
作
品
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
『
植
民
地
の
旅
』

の
発
表
時
期
が
遅
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
河
原
は
「
す
ぐ
に
執
筆
あ
る
い

は
発
表
の
機
会
が
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
台
湾
の
代
表
的
知
識
人
を
含

め
て
、
い
ず
れ
も
春
夫
が
接
触
し
た
実
在
の
人
物
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
た

　
　
　
　
　
（
㎎
）

か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
『
植
民
地
の
旅
』
の
中

に
表
れ
た
植
民
地
支
配
と
被
支
配
の
関
係
や
問
題
点
は
『
女
誠
扇
縞
謂
』

の
中
に
既
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
指
摘
し
て
き

た
。
た
だ
『
植
民
地
の
旅
』
の
場
合
は
、
面
談
の
形
式
で
台
湾
知
識
人
に

語
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
女
誠
扇
縞
謂
』
の
場
合
は
「
私
」

の
事
件
を
め
ぐ
る
語
り
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
「
私
」
と
い
う
視
点
が

前
面
に
ク
ロ
i
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
た
め
、
対
比
す
べ
き
世
外
民
の
視

点
が
暖
昧
化
さ
れ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
が
『
女
誠
扇
縞
謂
』

を
め
ぐ
っ
て
、
島
田
謹
二
の
よ
う
に
「
異
国
情
趣
」
と
い
う
解
釈
が
生
ま

れ
た
理
由
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
「
私
」
の
視
点
が
作
晶
の
最
後
で
変
化

し
て
い
る
プ
」
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
作
品
の
結
末
で
、
「
私
」
は
事
件
の
真
相
を
知
り
、
最
後
に
一
」
う
述
懐

し
て
い
る
。

　
穀
商
黄
氏
の
下
碑
十
七
に
な
る
女
が
主
人
の
世
話
し
た
内
地
人
に

嫁
す
る
一
」
と
を
嫌
つ
て
、
嬰
粟
の
実
を
多
量
に
食
つ
て
死
ん
だ
と
い

ふ
の
が
あ
つ
た
。
（
中
略
）
こ
の
記
事
を
書
く
男
は
、
台
湾
人
が
内
地

人
に
嫁
す
る
ヲ
」
と
を
嫌
つ
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
焦
点
を
置
い
て
、
そ

れ
が
不
都
含
で
あ
る
か
の
如
き
口
吻
の
記
事
を
作
つ
て
ゐ
た
。
1

あ
の
廃
屋
の
逢
曳
の
女
、
　
　
不
思
議
な
因
縁
に
よ
つ
て
、
私
が
そ

の
声
だ
け
は
二
度
も
聞
き
な
が
ら
、
姿
は
終
に
一
瞥
す
る
こ
と
も
出

来
な
か
つ
た
あ
の
少
女
は
、
事
実
に
於
て
は
、

自
分
の
幻
想
の
人
物

と
大
変
違
つ
た
も
の
の
や
う
に
私
は
今
は
感
ず
る
。
一
傍
線
引
用
者
一

「
私
」
の
想
像
と
は
裏
腹
に
、

声
の
持
ち
主
で
あ
る
「
十
七
に
な
る
少
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女
」
は
「
内
地
人
に
嫁
す
る
ヂ
」
と
を
嫌
つ
て
」
、
す
な
わ
ち
白
分
の
貞
操

を
貫
い
て
「
留
粟
の
實
」
を
食
っ
て
自
殺
し
た
。
引
用
部
分
の
「
私
」
の

「
あ
の
少
女
は
、
事
実
に
於
て
は
、
自
分
の
幻
想
の
人
物
と
犬
変
違
つ
た

も
の
の
や
う
に
私
は
今
は
感
ず
る
。
」
と
い
う
述
懐
は
、
「
私
」
の
当
初
の

想
像
を
初
め
て
反
省
す
る
と
同
時
に
、
世
外
民
の
言
う
く
生
き
た
精
神
V

の
主
張
を
思
い
起
こ
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
知
識
人
ば
か
り
で
は
な
く

民
衆
の
心
に
も
く
生
き
た
精
神
V
が
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
た
こ
と
を
「
私
」

は
あ
ら
た
め
て
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

　
磐
粟
の
實
を
食
う
と
い
う
自
殺
の
方
法
に
つ
い
て
、
新
垣
の
研
究
に
よ

れ
ば
、
こ
う
い
う
白
殺
の
方
法
は
台
湾
に
は
例
が
少
な
い
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
は
森
鴎
外
の
「
馨
粟
人
糞
」
一
『
う
た
日
記
』
一
と
い
う
作
品
の
影
響

で
あ
る
と
彼
は
指
摘
す
る
。
こ
の
「
磐
粟
人
糞
」
の
支
那
娘
と
黄
氏
の
下

碑
と
は
事
情
が
違
っ
て
い
る
が
、
中
国
の
女
性
と
し
て
の
誇
り
を
守
ろ
う

と
す
る
女
性
の
心
情
に
共
通
性
が
存
在
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
当
時
の
台
湾
で
は
、
日
本
へ
の
割
譲
以
降
、
ア
ヘ
ン
の
専
売
化
や
大
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

六
年
に
嬰
粟
栽
培
の
合
法
化
、
そ
れ
に
厳
し
い
文
化
統
制
が
行
わ
れ
た
。

こ
う
し
た
日
本
の
圧
制
を
背
景
に
、
大
正
七
年
か
ら
林
献
堂
を
中
心
と
す

る
民
族
運
動
や
議
会
設
置
運
動
が
は
じ
ま
り
、
民
族
意
識
が
高
ま
り
つ
つ

あ
っ
た
。
昭
和
四
年
台
湾
民
衆
党
は
総
督
府
に
航
議
書
を
送
り
、
＝
時

的
な
苦
痛
に
同
情
し
、
永
久
の
回
復
を
は
か
ら
な
り
」
と
は
決
し
て
人
遣

主
義
で
は
な
い
。
阿
片
吸
食
の
新
特
許
は
国
際
正
義
や
国
際
信
用
に
か
か

わ
る
も
の
で
あ
る
」
と
批
判
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
総
督
府
は

ア
ヘ
ン
専
売
、
阿
片
煙
膏
の
吸
食
の
特
許
料
な
ど
に
よ
り
莫
大
な
収
入
を

得
た
た
め
阿
片
専
売
政
策
を
つ
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
当
時
の
台
南
に

は
台
南
新
報
杜
と
台
湾
日
日
新
報
支
局
と
い
う
二
つ
の
新
聞
社
が
あ
っ
た

が
、
と
も
に
御
用
新
聞
と
言
わ
れ
、
阿
片
専
売
制
度
を
支
持
す
る
立
場
は

　
　
　
　
　
＾
刎
〕

共
通
し
て
い
た
。
世
外
民
が
投
稿
し
て
き
た
反
抗
の
気
概
に
富
む
漠
詩
を

採
用
し
た
こ
と
で
、
当
局
か
ら
「
統
治
上
有
害
だ
と
一
中
略
一
非
常
識
を

答
め
ら
れ
」
て
い
た
。
作
中
の
甲
」
の
よ
う
な
当
局
の
姿
勢
に
は
、
当
時
台

南
に
あ
っ
た
二
社
の
新
聞
社
の
「
御
用
新
聞
」
と
い
う
立
場
が
反
映
さ
れ

て
い
る
。

　
「
私
」
が
ス
ク
ー
プ
を
断
念
す
る
一
節
に
つ
い
て
、
藤
井
省
二
は
「
台

北
の
『
台
湾
日
日
新
報
』
は
植
民
地
機
構
の
準
広
報
紙
と
し
て
勢
威
を
ふ

る
っ
た
が
、
総
督
府
か
ら
遠
く
南
に
離
れ
た
台
南
で
あ
れ
ば
、
統
治
者
意

識
を
も
つ
こ
と
な
く
、
台
湾
人
下
碑
の
悲
恋
に
同
情
し
て
ス
ク
ー
プ
を
断

念
す
る
記
者
の
存
在
も
想
定
で
き
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し

　
　
＾
2
2
）

て
い
る
。

　
私
見
で
は
こ
の
藤
升
省
二
の
論
に
は
疑
間
を
感
じ
る
。
と
い
う
の
は
、

台
南
新
聞
社
は
阿
片
栽
培
を
支
持
す
る
立
場
に
た
つ
新
聞
社
だ
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
作
品
の
な
か
で
下
碑
が
嬰
粟
で
自
殺
し
た
と
い
う
よ
う
に

設
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に
佐
藤
は
こ
の
作
品
を
短
編
集
『
霧

社
』
に
収
録
し
た
際
、
「
私
」
が
新
聞
社
を
辞
め
る
理
由
に
つ
い
て
こ
う

書
き
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
同
僚
の
ひ
と
り
が
下
碑
の
自
殺
を
取
材

し
、
「
台
湾
人
が
内
地
人
に
嫁
す
る
こ
と
を
嫌
つ
た
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
焦

点
を
置
い
て
、
そ
れ
が
不
都
合
で
あ
る
か
の
如
き
□
一
吻
の
記
事
を
作
つ
て

ゐ
た
」
と
い
う
文
に
つ
づ
け
て
、
「
そ
れ
が
原
に
な
つ
て
白
分
は
僚
友
と

争
論
の
未
退
社
し
、
食
ひ
つ
め
て
内
地
へ
帰
つ
て
来
た
。
　
　
」
と
書
い

て
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
前
掲
の
「
『
女
誠
扇
縞
謂
』
の
話
者
に
つ
い
て
」
は
、
佐
藤
春
夫
が
『
女

誠
扇
締
謂
』
の
語
者
を
台
南
の
新
聞
記
者
に
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
「
佐
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藤
春
夫
氏
は
台
南
で
新
聞
記
者
を
し
た
事
実
は
な
い
」
が
、
「
そ
の
頃
の

作
者
の
心
境
の
一
面
は
写
し
て
ゐ
る
」
と
指
摘
し
、
「
『
台
南
新
報
』
と
の

か
す
か
な
関
係
も
ひ
び
い
て
ゐ
な
い
と
は
い
へ
ま
い
か
」
と
推
察
し
て
い

る
。
佐
藤
春
夫
は
な
ぜ
『
台
南
新
報
』
に
約
東
し
た
と
お
り
の
も
の
を
書

か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
作
品
の
中
の
新
聞
杜
に
関
す
る
一
連
の
設
定

は
、
佐
藤
が
『
台
南
新
報
』
の
記
事
の
偏
向
性
に
対
し
て
批
判
的
な
見
解

を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
一
方
、
同
じ
「
私
」
が
ス
ク
ー
プ
を
断
念
す
る
ヲ
」
と
に
つ
い
て
、
島
田

謹
二
は
「
や
は
り
ヒ
ュ
マ
ニ
ス
ム
の
精
神
へ
達
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
〕

な
ら
ぬ
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
ヒ
ュ
マ
ニ
ス
ム
の
精
神
は
『
植
民
地
の
旅
』

に
お
い
て
佐
藤
の
い
う
「
人
間
同
志
の
友
愛
」
と
通
じ
る
も
の
だ
と
言
え

る
が
、
黄
の
下
碑
の
自
殺
を
前
に
し
て
、
「
私
」
が
や
は
り
無
力
さ
を
感

じ
た
だ
ろ
う
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
私
」
が
ス

ク
ー
プ
を
断
念
す
る
こ
と
は
、
そ
の
段
階
に
お
い
て
、
ま
だ
安
易
な
、
底

の
浅
い
ヒ
ュ
i
マ
ニ
ズ
ム
精
神
の
現
れ
と
し
か
言
え
な
い
。

五
　
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
の
変
貌

結
び
に
代
え
て
ー

　
「
私
」
は
新
聞
社
を
や
め
て
、
日
本
へ
と
帰
る
。
そ
の
「
私
」
と
の
訣

別
を
惜
し
ん
で
、
世
外
民
が
「
私
」
に
一
詩
を
与
え
た
。
『
女
誠
扇
縞
謂
』

が
単
行
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
際
、
こ
の
漢
詩
の
具
体
的
な
内
容
が
加
筆

さ
れ
て
い
る
。

　
　
登
彼
高
岡
空
夕
薫
　
　
彼
の
高
き
岡
に
登
れ
ば
空
夕
に
薫
る
も
、

　
　
天
辺
孤
雁
嘆
離
群
　
　
天
辺
の
孤
雁
は
群
を
離
る
る
を
嘆
く
。

　
　
温
盟
何
不
必
酒
杯
　
　
温
か
き
盟
ひ
は
何
ぞ
必
ず
し
も
酒
杯
の
み
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
む
や

　
　
君
夢
我
時
我
夢
君
　
　
君
我
を
夢
見
る
時
我
君
を
夢
み
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
稿
者
に
よ
る
訓
読
）

　
小
説
の
前
半
で
は
、
「
私
」
と
世
外
民
の
間
に
大
き
な
距
離
が
存
在
し

て
い
た
。
〈
廃
屋
事
件
〉
の
事
情
が
解
明
さ
れ
た
後
は
私
が
か
つ
て
の
植

民
地
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を
反
省
し
、
一
方
世
外
民
の
方
も
上
記
の
漢
詩
を

贈
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
互
い
が
理
解
者
と
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
事
件
の
解
明
を
通
し
て
、
「
私
」
が
植
民
地
に
お
け
る
歴
史
と
伝
統

の
問
題
を
認
識
し
、
同
化
政
策
の
矛
盾
に
気
づ
い
た
。
「
私
」
と
い
う
語

り
の
主
体
の
優
越
性
が
崩
さ
れ
、
世
外
民
と
い
う
他
者
の
声
を
媒
介
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
確
認
が
で
き
、
「
私
」
の
持
つ
植
民
地
エ
キ
ゾ
チ

ズ
ム
が
変
貌
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
私
」
を
作
家
佐
藤
春
夫
の
分
身
と

し
て
見
た
場
合
、
こ
う
し
た
変
化
は
殖
民
地
台
湾
を
訪
れ
た
体
験
を
通
じ

て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
彼
自
身
が
抱
い
て
い
た
エ
キ
ゾ

チ
シ
ズ
ム
ヘ
の
反
省
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
前
述
し
た
と
お
り
、
『
女
誠
扇
縞
謂
』
が
発
表
さ
れ
る
と
、
そ
の
異
国

情
緒
の
溢
れ
る
描
写
は
高
い
評
価
を
受
け
た
。
し
か
し
一
方
、
橋
爪
は

「
こ
こ
に
新
し
い
感
覚
は
露
出
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
時
代
の
苦
悶
も
、
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

の
意
欲
も
積
極
的
な
何
も
の
も
呈
示
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。
」
と
、
社
会
性

の
欠
如
を
批
判
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
佐
藤
春
夫
は
単
行
本
『
女

誠
扇
縞
謂
』
の
あ
と
が
き
に
「
但
、
作
者
は
こ
の
作
を
愛
し
て
ゐ
る
。
さ

う
し
て
こ
の
作
を
悪
評
し
た
評
家
を
甚
だ
軽
蔑
す
る
気
持
ち
に
な
つ
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
作
者
は
だ
ん
く
年
と
と
も
に
、
浪
漫
的
色
彩
を
失

ひ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
何
も
の
か
が
別
に
加
は
る
だ
ろ
う
が
、

と
も
か
く
も
こ
の
作
品
は
作
者
に
と
つ
て
浪
漫
的
作
晶
の
最
後
の
も
の
で
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あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
書
い
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
そ
の

後
に
な
っ
て
単
行
本
或
い
は
短
編
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
際
、
本
稿
の
中

で
言
及
し
て
き
た
よ
う
に
何
箇
所
に
も
修
正
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

修
正
の
ほ
と
ん
ど
は
「
私
」
の
変
化
に
か
か
わ
る
箇
所
で
あ
り
、
そ
れ
は

〈
浪
漫
的
色
彩
〉
す
な
わ
ち
植
民
地
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を
批
判
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
佐
藤
春
夫
の
中
で
植
民
地
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
が
変
貌
し
て
い

く
契
機
を
「
私
」
と
世
外
民
と
の
対
語
構
造
に
昆
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

閃
注
出

↑
一
橋
爪
健
「
旧
さ
の
中
の
新
し
さ
　
五
月
創
作
評
の
七
」
『
読
売
新
聞
』
犬
一
・
五
・
七

一
2
一
島
田
謹
二
「
佐
藤
春
夫
の
『
女
誠
扇
締
謂
』
」
『
台
湾
時
報
』
昭
一
四
・
九
、
『
近

　
　
代
比
較
文
学
』
光
文
社
、
昭
三
一
所
収

（
3
）
藤
井
省
三
「
植
民
地
台
湾
へ
の
ま
な
ざ
し
－
佐
藤
春
夫
『
女
誠
扇
締
講
』
を
め

　
　
ぐ
っ
て
」
『
日
本
文
学
』
平
五
・
一

一
4
）
テ
キ
ス
ト
の
引
用
は
講
談
社
『
佐
藤
春
夫
全
集
』
に
よ
り
、
単
行
本
版
と
な
っ
て

　
　
い
る
。
又
引
用
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
旧
漢
字
は
新
漠
字
に
改
め
た
。

一
5
）
新
垣
宏
一
「
『
女
誠
扇
緒
講
』
－
断
想
一
つ
二
つ
－
」
『
台
湾
文
芸
』
一
の
四

　
　
昭
ニ
ハ
・
七

一
6
一
般
允
煎
編
、
丸
山
勝
訳
『
ム
ロ
湾
の
歴
史
－
日
台
交
渉
の
三
百
年
』
藤
原
書
店

　
　
平
八
．
一
二
　
黄
昭
堂
『
台
湾
民
主
国
の
研
究
』
東
京
⊥
人
学
出
版
会
　
昭
四
五
・
七

一
7
）
門
犬
正
九
年
　
現
在
の
台
湾
』
一
〇
、
台
湾
総
督
府
、
犬
九
・
一
二

一
8
）
台
湾
総
督
府
、
犬
五

（
9
）
春
8
賢
一
著
、
瞠
丁
三

命
）
山
根
勇
蔵
著
、
杉
田
書
店
、
昭
五
・
五

（
H
）
注
3
と
同
じ

一
1
2
）
注
2
と
同
じ

（
1
3
）
孔
尚
任
作
。
明
朝
の
崩
壊
と
そ
の
末
路
、
そ
の
混
乱
の
中
、
純
粋
に
恋
に
生
き
よ

　
　
う
と
し
た
若
い
二
人
の
姿
が
ク
ロ
i
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
描
写
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤

　
　
春
夫
は
門
桃
花
扇
』
に
つ
い
て
、
『
秦
潅
議
紡
納
涼
記
』
の
中
で
、
「
も
つ
と
も
南

　
　
京
で
は
秦
推
を
見
た
い
と
い
ふ
註
文
を
出
し
た
の
は
自
分
で
あ
つ
た
…
板
橘
雑

　
　
記
は
無
論
、
桃
花
扇
傳
奇
を
読
ん
で
も
こ
の
地
を
見
て
置
き
た
く
な
つ
て
ゐ
る
。
」

　
　
と
記
し
て
い
る
。

　
　
　
佐
藤
の
門
桃
花
扇
』
に
つ
い
て
の
記
述
と
、
『
桃
花
扇
』
中
の
扇
の
設
定
や
著

　
　
い
二
人
の
物
語
、
時
代
の
粋
組
み
な
ど
の
類
似
点
か
ら
、
筆
者
は
佐
藤
が
『
女
誠

　
　
扇
縞
謂
』
を
創
作
す
る
際
、
『
桃
花
一
璽
を
参
考
に
し
た
と
推
測
す
る
。

一
！
4
一
「
台
湾
議
会
設
置
請
願
運
動
に
関
ス
ル
当
局
ノ
談
」
一
『
下
村
宏
文
書
』
犬
一
〇
）
の

　
　
申
に
、
「
属
文
同
種
本
質
に
於
テ
同
化
ノ
可
能
牲
ヲ
有
ス
ル
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。

一
1
5
一
松
風
子
「
『
女
誠
扇
締
謂
』
の
話
者
に
つ
い
て
」
『
文
芸
台
湾
』
第
五
号
、
昭
一

　
　
玉
・
一
〇

一
！
6
一
注
2
と
同
じ

一
1
7
一
「
佐
藤
春
夫
『
植
民
地
の
旅
』
を
め
ぐ
っ
て
」
門
成
駿
国
文
』
第
八
号
、
昭
四
九

一
1
8
一
注
1
7
と
圃
じ

一
1
9
一
注
5
と
同
じ

一
2
0
）
『
最
近
の
南
部
ム
ロ
湾
』
（
台
湾
犬
観
社
　
犬
一
二
・
四
）
に
よ
れ
ば
、
「
ア
ヘ
ン
煙

　
　
膏
を
製
造
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
原
料
を
ケ
シ
の
実
か
ら
取
る
こ
と
が
無
論
で
あ

　
　
る
が
、
現
今
は
主
に
印
度
産
並
に
波
斯
の
も
の
を
輸
入
し
て
居
る
。
一
中
略
一
更

　
　
に
大
正
六
年
に
は
台
湾
で
此
栽
培
を
始
め
た
」
と
い
う
。

（
里
前
掲
『
近
代
日
本
研
究
双
書
　
台
湾
統
治
と
阿
片
問
題
』
に
よ
れ
ば
、
「
『
台
湾
日

　
　
臼
新
報
』
は
台
湾
総
督
府
、
『
台
湾
新
聞
』
は
台
中
州
、
『
台
南
新
報
』
は
台
南
州
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
官
報
を
兼
ね
て
い
る
。
こ
の
三
紙
の
こ
と
を
「
御
囎
新
闘
」
と
い
う
。

（
2
2
一
注
3
と
閥
じ

（
2
3
一
注
2
と
同
じ

く
2
4
一
注
1
と
同
じ

（
シ
ュ
　
ェ
イ
コ
ウ

筑
波
犬
学
犬
学
院
博
士
課
程

文
芸
二
言
墨
胴
研
究
科
　
文
学
）

一78一


