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論
　
　
文

誰
に
向
か
っ
て
何
を
語
る
か
―
中
国
で
刊
行
さ
れ
た
日
本
語
刊
行
物
、
二
〇
一
四
―
二
〇
一
五
―

井
　
　
竿
　
　
富
　
　
雄

は
じ
め
に

一　

な
に
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か

二　

ど
の
よ
う
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か

三　

何
が
起
こ
っ
た
の
か
？

小
括は

じ
め
に

　

歴
史
認
識
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
、
特
に
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
ア
ジ
ア
に

お
け
る
歴
史
認
識
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
政
治
的
な
当
事
者
を
含
め
て
い
さ
さ
か

食
傷
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
人
も
い
る
は
ず
で
あ
る（

（
１
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
政
治
的
な
紛
争
に
発
展
す
る
こ
と
は
今

日
で
も
全
く
衰
え
て
い
な
い
。
特
に
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
中
で
、
歴

史
は
常
に
政
治
的
紛
争
の
火
種
と
な
る
。
二
〇
一
五
年
に
も
、
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
記
憶
遺
産

に
、
中
国
側
が
南
京
虐
殺
事
件
の
文
書
群
を
登
録
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
中
で
物
議

を
か
も
し
た（

２
）。

二
〇
一
五
年
現
在
で
、
日
本
と
大
韓
民
国
政
府
と
の
間
で
は
、
従
軍
慰
安
婦

問
題
を
め
ぐ
っ
て
外
交
交
渉
が
続
け
ら
れ
て
い
る
（
本
論
文
脱
稿
後
の
二
〇
一
五
年
一
二
月

二
八
日
に
妥
協
成
立
）
。
か
く
し
て
、
日
本
と
韓
国
と
の
間
に
「
歴
史
的
な
火
種
」
が
あ
る

よ
う
に
描
か
れ
る
が
、
そ
の
実
韓
国
国
内
で
は
自
国
史
を
い
か
に
描
く
か
に
つ
い
て
政
治
的

な
大
事
件
に
発
展
し
た
こ
と
を
往
々
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
見
落
と
す（

３
）。

　

歴
史
認
識
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
争
点
を
、
あ
る
人
は
「
歴
史
戦
」
と
ま
で
呼
び
、
他
国
に

対
し
て
日
本
の
認
識
を
打
ち
出
さ
な
け
れ
ば
国
際
社
会
で
の
位
置
を
損
な
う
と
い
う
主
張
を

行
っ
て
い
る（

４
）。

し
か
も
、
こ
れ
が
一
部
の
政
治
家
に
よ
る
日
本
の
持
つ
べ
き
歴
史
認
識
と
自

身
が
考
え
る
も
の
の
海
外
発
信
（
英
文
書
籍
の
配
布
）
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た（
５
）。

歴
史
叙
述
を
め
ぐ
る
政
治
的
な
紛
争
は
、
い
さ
さ
か
ア
ナ
ロ
グ
な
印
刷
メ
デ
ィ
ア
の
送

付
と
い
う
事
態
に
ま
で
発
展
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
、
筆
者
は
中
国
が
最
近
日
本
語
に
よ
る
単
行
本
を
多
数
刊
行
し
て
自
国

の
歴
史
的
・
政
治
的
な
主
張
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
中
国
は
日
本
に
対
し
て
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
以
前
か
ら
、
ラ
ジ
オ
放
送
や
雑
誌
の
刊
行
な
ど
を
通
し
た
宣
伝
広

報
活
動
を
展
開
し
て
き
た（

６
）。

そ
の
中
国
政
府
が
、
二
〇
一
四
年
か
ら
政
府
系
メ
デ
ィ
ア
を
通

じ
て
、
歴
史
・
領
土
問
題
に
関
す
る
宣
伝
冊
子
・
単
行
本
を
大
量
に
刊
行
し
て
い
る
。
ネ
ッ

ト
時
代
の
今
日
に
、
印
刷
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
手
段
を
通
じ
て
自
国
の
主
張
を
日
本
に
展
開
す

る
と
い
う
こ
と
を
始
め
た
の
で
あ
る（

７
）。

か
な
り
高
価
で
あ
り
量
も
か
さ
ば
る（

８
）の

だ
が
、
筆
者

は
愚
直
に
こ
れ
ら
の
書
籍
と
つ
き
あ
っ
て
み
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
そ
れ
が
こ
の
論
文
で
あ

る
。
残
念
な
が
ら
筆
者
は
中
国
語
を
解
し
な
い
の
で
、
中
国
語
文
献
の
展
開
状
況
を
知
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
遺
憾
で
あ
る（

９
）。

　

こ
の
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
の
宣
伝
冊
子
や
単
行
本
の
展
開
す
る
主
張
や
そ
の
展
開
手
法
を

通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
ど
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
主
張
を
受
け
止
め
る
べ
き
か
、
い
か
に
し
て

対
話
は
可
能
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
れ
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に

活
動
す
る
に
あ
た
り
、
相
手
が
何
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
を
通
じ
て
、

ど
の
よ
う
に
自
分
の
主
張
を
展
開
し
て
い
く
か
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
も
通
ず
る
。
単
な

る
時
事
問
題
を
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
こ
れ
ら
の
刊
行
物
が
何
を
語
ろ
う
と
し

て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

一　

な
に
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か

　

二
〇
一
四
年
ご
ろ
か
ら
刊
行
さ
れ
始
め
た
日
本
語
刊
行
物
の
中
で
も
特
徴
的
な
の
は
、
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尖
閣
列
島
問
題
に
関
す
る
も
の
、
そ
し
て
歴
史
問
題
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
特
に

二
〇
一
五
年
は
「
抗
日
戦
争
勝
利
・
世
界
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
勝
利
」
七
〇
年
と
し
て
盛
大

に
祝
賀
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
刊
行
物
も
か
な
り
の
種
類
が
刊
行
さ
れ

て
い
る
。

　

語
る
内
容
は
明
快
で
あ
る
。
一
つ
は
、
日
本
と
係
争
中
で
あ
る
領
土
、
す
な
わ
ち
尖
閣
諸

島
に
関
し
て
、
中
国
側
の
領
有
権
を
明
快
に
主
張
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
〇
一
四

年
と
二
〇
一
五
年
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
冊
ず
つ
の
日
本
語
版
書
籍
が
刊
行
さ
れ
た
。
刊
行
し

た
の
は
別
の
企
業
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
で
は
、
す
で
に
二
〇
一
二
年
に
二
冊
の
書
籍
が
出
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
中
国
国

務
院
新
聞
弁
公
室
（State Council Inform

ation O
ffi
ce of PRC

）
が
刊
行
し
た
小
冊
子

の
う
ち
の
一
冊
で
あ
る）

（（
（

。
中
国
政
府
は
、
こ
の
機
関
を
通
じ
て
、
自
国
政
府
の
立
場
や
声
明

文
な
ど
を
公
表
し
、
各
国
語
版
の
冊
子
に
し
て
刊
行
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
と

中
国
と
の
間
で
は
、
尖
閣
列
島
を
め
ぐ
る
領
有
権
の
対
立
が
あ
る
。
特
に
そ
の
中
で
も
、
日

本
名
称
は
「
魚
釣
島
」
、
中
国
側
の
名
称
は
「
釣
魚
島
」
と
い
わ
れ
る
二
つ
の
島
に
つ
い
て

は
、
激
し
い
対
立
が
存
在
し
て
い
る
。
現
在
こ
の
島
に
つ
い
て
支
配
を
し
て
い
る
の
は
日
本

で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
側
は
こ
の
島
の
領
有
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
て
い
る）

（（
（

。
特
に
、

日
本
側
が
こ
れ
ら
の
島
に
つ
い
て
、
二
〇
一
二
年
に
国
の
直
轄
に
し
た
こ
と
以
来
、
中
国
政

府
か
ら
の
主
張
と
行
動
は
激
し
さ
を
増
し
て
い
た
。
こ
の
冊
子
は
、
中
国
政
府
の
公
式
声
明

と
し
て
発
表
さ
れ
、
中
国
語
版
の
み
な
ら
ず
、
英
語
版
や
日
本
語
版
な
ど
各
種
の
冊
子
と
し

て
刊
行
さ
れ
公
表
さ
れ
た
。
ま
た
、
中
国
政
府
海
洋
局
傘
下
の
「
海
洋
出
版
社
」
は
、
上
記

の
中
国
政
府
声
明
を
敷
衍
す
る
よ
う
な
形
で
、
中
国
政
府
が
こ
の
領
土
の
軍
事
的
な
防
衛
を

も
厭
わ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
内
容
の
冊
子
を
刊
行
し
た）

（（
（

。
新
聞
弁
公
室
の
冊
子
は

白
地
で
文
字
だ
け
の
簡
潔
な
作
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
海
洋
出
版
社
の
刊
行
し
た
冊

子
は
、
カ
ラ
ー
ペ
ー
ジ
な
ど
を
多
用
し
て
、
中
国
政
府
の
主
張
す
る
自
国
権
益
を
よ
り
ビ

ジ
ュ
ア
ル
に
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
明
確
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
主
張
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
さ
ら
に
二
〇
一
四
年
に
、
国
務
院
傘
下
の
企
業

「
五
州
伝
播
出
版
社
」
（China Intercontinental Press

）
が
領
土
問
題
に
関
す
る
書
籍

『
釣
魚
島
』
を
刊
行
し
た）

（（
（

。
こ
の
書
籍
は
中
国
政
府
と
い
う
形
を
取
ら
ず
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
筆
に
な
る
形
を
と
り
な
が
ら
、
中
国
政
府
の
領
有
権
主
張
を
擁
護
す
る
こ
と
を
ね
ら
い

と
し
て
い
る
。
表
紙
に
も
係
争
地
の
写
真
を
添
え
て
あ
る
。
内
容
に
つ
い
て
は
次
節
以
下
で

何
度
か
述
べ
て
い
く
が
、
そ
れ
以
前
の
書
籍
と
異
な
り
、
日
本
だ
け
を
非
難
の
対
象
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

中
国
側
は
、
そ
の
翌
年
新
し
い
方
法
論
で
自
国
の
領
土
主
張
を
広
く
伝
え
よ
う
と
し
た
。

映
像
と
、
そ
の
書
籍
化
、
と
い
う
形
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
ク
リ
ス
・
ネ
ー
ベ
（C

hris 
D
.N

eBe

）
と
い
う
人
物
（
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
と
い
う
）
に
『
釣
魚
島
の
真
相
』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
撮
影
さ
せ
、
こ
の
映
画
の
図
版
を
使
っ
た
同
名
の
書

籍
を
「
外
文
出
版
社
」
（Foreign Language Press

）
か
ら
刊
行
し
た）

（（
（

。
外
文
出
版
社
は
、

中
国
政
府
・
政
権
党
の
管
轄
下
に
あ
る
「
外
文
発
行
局
」
傘
下
に
あ
る
出
版
社
の
一
つ
で
あ

る
。
ネ
ー
ベ
の
撮
影
し
た
映
画
は
英
語
版
で
、
日
本
以
外
の
国
で
は
映
画
館
で
の
上
映
も
行

わ
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
現
在
で
はY

ouT
ube

の
よ
う
な
ネ
ッ
ト
上
で
も
自
由
に
見
る
こ
と

が
で
き
る）

（（
（

。
こ
の
映
画
や
、
書
籍
化
さ
れ
た
も
の
を
読
ん
で
み
る
と
、
明
ら
か
に
単
な
る
領

有
権
紛
争
の
問
題
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
時
期
の
日
本
語
版
の
書
籍
に
つ
い
て
は
、
歴
史
に
関
す
る
も
の
も
目
立
っ
て
い
る
。

二
〇
一
五
年
の
「
抗
日
戦
争
・
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
勝
利
七
〇
年
」
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
と
し

て
外
国
語
版
書
籍
を
刊
行
す
る
、
と
い
う
明
ら
か
な
方
針
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
前

述
の
「
五
州
伝
播
出
版
社
」
と
「
外
文
出
版
社
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

の
っ
と
る
形
の
刊
行
物
を
か
な
り
多
く
出
版
し
て
い
る
。
特
に
前
者
は
シ
リ
ー
ズ
も
の
「
歴

史
は
忘
れ
る
べ
か
ら
ず
」
と
題
す
る
一
連
の
書
籍
を
刊
行
し
た）

（（
（

。
ほ
と
ん
ど
の
書
籍
は
統
一

さ
れ
た
デ
ザ
イ
ン
で
、
大
判
の
書
籍
で
あ
る
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
に
は
、
内
容
的
に
注
目
す
べ

き
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
節
で
述
べ
て
い
き
た
い
）
。
日
本
語
で

刊
行
さ
れ
た
同
シ
リ
ー
ズ
の
書
籍
は
全
部
で
八
点
あ
る
。
た
だ
し
、
「
五
州
伝
播
出
版
社
」

刊
行
の
書
籍
に
は
、
国
家
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば

信
じ
が
た
い
ほ
ど
の
大
き
な
問
題
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　

外
文
出
版
社
は
、
点
数
は
少
な
い
が
注
目
す
べ
き
本
を
刊
行
し
た
。
ま
ず
、
抗
日
戦
争
写

真
集）

（（
（

や
、
中
国
人
民
抗
日
戦
争
紀
念
館
の
編
集
し
た
図
録
・
文
章
集
『
偉
大
な
貢
献）

（（
（

』
で
あ

る
。
抗
日
戦
争
写
真
集
『
記
録
／
中
国
抗
日
戦
争
史
写
真
集
』
は
、
日
本
と
中
国
の
戦
争
、

と
い
う
観
点
か
ら
、
日
中
戦
争
で
の
中
国
側
写
真
を
集
め
、
掲
載
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
偉
大
な
貢
献
』
は
、
前
掲
の
写
真
集
と
は
や
や
異
な
り
、
「
抗
日
戦
争
」
は
「
世

界
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
」
の
一
環
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
、
ど
の
よ
う
な
語
り

口
を
用
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
節
で
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

写
真
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
み
る
と
、
日
中
戦
争
の
概
説
書
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
『
兵

火
）
（（
（

』
も
写
真
を
多
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
上
記
の
二
冊
の
写
真
集
と
は
全
く
異
な
る
方
法
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が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
戦
時
下
の
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
を
大
量
に
収
集
し
、

こ
れ
ら
の
掲
載
写
真
を
本
文
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
史
料
と
し
て
活
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た

著
者
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
く
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
世
界
で
成
功
し
た
人
士
で
あ
り
、
こ
の

人
物
が
自
ら
の
経
済
力
を
も
と
に
日
本
で
収
集
し
た
も
の
を
用
い
て
い
る
、
と
説
明
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
書
籍
は
外
文
出
版
社
以
外
の
企
業
か
ら
も
『
鉄
証
』
と
い
う
書
籍
が
刊

行
さ
れ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
日
中
戦
争
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
報
道
す
る
た
め
に
日
本
で
刊
行

さ
れ
て
い
た
『
支
那
事
変
画
報
』
と
い
う
写
真
雑
誌
に
利
用
さ
れ
た
写
真
を
再
編
集
し
て
い

る
）
（（
（

。
こ
の
書
籍
を
編
集
し
た
人
物
は
退
役
軍
人
で
あ
り
（
日
中
戦
争
の
経
験
は
な
い
よ
う
で

あ
る
）
、
学
術
的
な
写
真
の
鑑
定
な
ど
で
社
会
科
学
院
な
ど
の
人
物
が
協
力
し
て
作
ら
れ
て

い
る
。

　

驚
く
べ
き
は
、
日
本
人
に
よ
る
著
書
が
一
冊
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
熊

谷
伸
一
郎
氏
の
著
書
『
去
り
ゆ
く
元
兵
士
た
ち
』
で
あ
る）

（（
（

。
熊
谷
氏
は
フ
リ
ー
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
で
、
「
中
国
帰
国
者
連
絡
会
」
の
運
動
を
事
務
面
で
支
え
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
こ
の

人
物
が
、
中
国
戦
線
で
戦
っ
た
日
本
人
兵
士
の
生
存
者
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
取
っ
て
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
元
来
は
日
本
で
、
中
国
ビ
ジ
ネ
ス
専
門
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
が
な
ぜ
か
中
国
で
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
日
本
の
出
版
社
が
取
り
扱
わ
な
か
っ

た
の
か
、
そ
れ
と
も
最
初
か
ら
外
文
出
版
社
で
刊
行
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
か

も
不
明
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
五
年
に
か
け
て
、
中
国
で
は
大
型
の
日
本
語
書

籍
が
次
々
と
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
政
府
系
の
刊
行
元
か
ら
出
た
こ
れ
ら
の
刊
行
物
は
、
領
土

問
題
や
歴
史
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
政
策
的
な
観
点
の
下
に
作
ら
れ
、
頒
布
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
語
り
方
に
つ
い
て
は
、
単
な
る

「
宣
伝
」
と
し
て
見
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
（
む
ろ
ん
、
政
治

宣
伝
の
方
法
は
筆
者
が
考
え
て
い
る
以
上
に
複
雑
で
精
緻
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ

り
う
る
だ
ろ
う
）
。
次
の
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
刊
行
物
が
、
「
ど
の
よ
う
に
語
ろ
う
と
し
て

い
る
か
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二　

ど
の
よ
う
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か

　

第
一
節
で
は
、
中
国
の
政
府
系
出
版
社
で
近
年
刊
行
さ
れ
た
日
本
語
刊
行
物
が
、
ど
の
よ

う
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
今
度
は
、
こ
れ
ら
の
刊
行
物
が
、

ど
の
よ
う
に
設
定
し
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た

い
。

　

領
土
問
題
に
つ
い
て
の
刊
行
物
は
、
「
歴
史
的
な
領
有
の
正
当
性
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
こ
と
が
多
い
。
古
く
か
ら
の
「
固
有
の
領
土
」
と
し
て
の
釣
魚
島
、
と
い
う
言
い
分
を
通

し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
日
本
の
主
張
の
不
当
性
、

と
い
う
こ
と
を
も
強
調
す
る
。
前
掲
国
務
院
新
聞
弁
公
室
の
刊
行
し
た
小
冊
子
も
、
日
本

が
日
清
戦
争
の
際
に
下
関
条
約
で
こ
れ
ら
の
島
嶼
を
中
国
か
ら
奪
っ
た
と
い
う
主
張
で
貫
か

れ
て
い
る）

（（
（

。
領
土
問
題
を
完
全
に
戦
争
責
任
や
歴
史
認
識
問
題
で
語
ろ
う
と
す
る
の
は
、
前

掲
し
た
ク
リ
ス
・
ネ
ー
ベ
の
『
釣
魚
島
の
真
相
』
で
あ
る
。
こ
の
大
判
の
冊
子
は
、
映
画
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
冊
子
の
中
で
は
、
日
本
が
歴
史
的
に
侵
略
を

し
て
き
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
強
調
し
、
さ
ら
に
第
二
次
世
界
大
戦
に
至
る
ま
で
の

日
本
の
対
中
国
政
策
に
つ
い
て
の
批
判
を
展
開
し
て
い
く
。
必
ず
し
も
領
土
紛
争
と
は
か
か

わ
っ
て
い
な
い
満
州
事
変
な
ど
も
、
映
画
や
こ
の
冊
子
の
中
で
は
日
本
の
侵
略
性
を
強
調
し
、

日
本
の
言
い
分
は
倫
理
的
に
も
政
治
的
に
も
正
し
く
な
い
、
と
い
う
主
張
を
展
開
す
る
た
め

の
補
完
物
と
し
て
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
冊
子
は
英
語
や
ロ
シ
ア
語
、
ハ
ン
グ

ル
版
な
ど
も
刊
行
さ
れ
て
い
て
、
世
界
の
主
要
な
国
に
向
け
て
配
布
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
で

あ
る
。
映
画
『
釣
魚
島
の
真
相
』
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
シ
ー
ン
が
流
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

二
〇
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
釣
魚
島
』
は
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
、
日
米
安
保
体
制
と
の

か
か
わ
り
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
も
そ
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、

日
本
の
尖
閣
列
島
領
有
権
が
、
「
台
湾
植
民
地
化
」
と
同
時
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
知
り
つ
つ

日
本
の
主
張
を
支
持
し
て
い
る
、
と
非
難
す
る
。
そ
の
上
で
、
ア
メ
リ
カ
は
こ
の
よ
う
な
島

で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
沖
縄
の
ア
メ
リ
カ
軍
政
時
代
に
沖
縄
県
の
一
部
と
し
て
同
島
を

管
理
し
て
い
た
、
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
日
中
間
は
こ
の
島
嶼
の
領
有
権
に

つ
い
て
、
将
来
の
世
代
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
「
棚
上
げ
」
す
る
と
い
う
合
意
が
あ
っ
た

も
の
と
い
う
主
張
を
し
て
い
る）

（（
（

。
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
領
土
の
歴
史
的
観
点
か
ら
の
正
当
性
を

述
べ
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
領
有
の
不
当
性
と
、
日
米
が
協
力
し
て
日
本
の
領
有
を
支

え
て
い
る
と
い
う
主
張
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

歴
史
問
題
に
関
す
る
書
籍
群
の
中
で
注
目
す
べ
き
は
、
「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
」
と
い
う

概
念
を
用
い
る
中
で
、
自
国
の
こ
れ
ま
で
の
歴
史
観
を
変
更
し
て
「
一
五
年
戦
争
」
の
観
点

に
立
と
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
一
五
年
戦
争
」
と
は
、
日
中
関
係
史
の
中
で
、
日

中
戦
争
と
第
二
次
世
界
大
戦
を
ど
う
と
ら
え
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
一
つ
で
あ
る
。
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こ
の
考
え
方
に
立
つ
な
ら
ば
、
一
九
三
一
年
の
満
州
事
変
か
ら
、
日
中
間
は
戦
争
に
突
入
し

た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
日
本
人
の
学
者
か
ら
提
起
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た）

（（
（

。
し
か
し
、
中
国
側
は
こ
れ
ま
で
、
「
八
年
の
抗
日
戦
争
」
、
す
な
わ
ち
日
中
間
の

戦
争
は
一
九
三
七
年
盧
溝
橋
事
件
か
ら
と
い
う
主
張
を
し
て
き
た
。
中
国
側
は
、
日
本
側
で

展
開
さ
れ
て
き
た
、
日
中
戦
争
期
を
長
く
と
る
歴
史
観
に
立
脚
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
如
実
に
表
す
の
が
、
前
節
で
書
名
を
紹
介
し
た
抗
日
戦
争
紀
念
館
編
集
の

大
判
書
籍
『
偉
大
な
貢
献
』
で
あ
る
。
扉
を
開
く
と
、
以
下
の
よ
う
な
習
近
平
国
家
主
席
の

言
葉
が
現
れ
る
。

「
偉
大
な
中
国
人
民
の
抗
日
戦
争
は
、
世
界
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
の
東
方
に
お
け
る
主
戦
場

を
切
り
開
き
、
民
族
の
滅
亡
を
救
い
、
民
族
の
独
立
と
人
民
の
解
放
を
実
現
す
る
た
め
に
、

ま
た
世
界
平
和
の
偉
大
な
事
業
を
勝
ち
取
る
た
め
に
、
歴
史
に
輝
く
貢
献
を
成
し
遂
げ
た
」

　

日
中
戦
争
は
単
に
日
本
に
抵
抗
す
る
中
国
の
戦
争
で
は
な
く
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す
る

世
界
の
戦
争
の
東
部
戦
線
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
く
。
ビ
ル
マ
（
現
在
の
ミ
ャ
ン

マ
ー
）
に
派
遣
さ
れ
た
中
国
軍
の
動
き
な
ど
を
利
用
し
つ
つ
、
連
合
国
の
一
員
と
し
て
枢
軸

国
を
軍
事
的
に
打
倒
し
た
も
の
と
し
て
の
日
中
戦
争
、
と
い
う
観
点
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
」
の
世
界
史
的
一
環
と
し
て
日
中
戦
争
を
取
り
、
さ
ら
に
そ
の
日
中

戦
争
を
、
一
九
三
一
年
に
起
点
を
求
め
る
形
で
長
く
取
る
、
と
い
う
観
点
が
採
用
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

同
書
は
、
日
中
戦
争
へ
の
「
一
五
年
戦
争
史
」
観
点
を
採
用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
こ
こ

で
「
日
中
戦
争
に
お
け
る
共
産
党
の
役
割
」
が
強
烈
に
打
ち
出
さ
れ
る
。
こ
の
時
代
は
第
二

次
国
共
合
作
の
時
代
（
た
だ
し
、
満
州
事
変
段
階
で
は
第
二
次
国
共
合
作
も
ま
だ
存
在
し
て

い
な
い
）
で
あ
っ
た
。
中
国
の
政
治
は
蒋
介
石
が
主
導
す
る
国
民
党
政
権
が
動
か
し
て
い
た
。

し
か
し
、
『
偉
大
な
貢
献
』
で
は
、
共
産
党
が
あ
た
か
も
抗
日
戦
争
を
主
導
し
て
戦
っ
て
い

た
よ
う
な
読
後
感
を
与
え
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
毛
沢
東
率
い
る
延
安
の
共
産
党
は
出

て
く
る
が
、
蒋
介
石
に
つ
い
て
は
開
戦
の
時
の
言
葉
し
か
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
前
面
に
立

ち
、
国
際
的
な
交
渉
を
し
、
共
産
党
も
「
委
員
長
を
擁
護
せ
よ
」
と
支
え
た
人
物
で
あ
る
蒋

介
石
は
ほ
と
ん
ど
出
て
こ
な
い）

（（
（

。
近
年
は
、
蒋
介
石
の
日
記
が
史
料
と
し
て
発
見
さ
れ
、
利

用
さ
れ
る
研
究
が
出
て
い
る
こ
と
は
筆
者
も
知
っ
て
い
る）

（（
（

。
中
華
民
国
政
府
と
い
う
局
面
か

ら
と
ら
え
た
日
中
戦
争
研
究
は
、
ま
た
異
な
る
様
相
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

『
偉
大
な
貢
献
』
で
は
、
蒋
介
石
の
役
割
は
意
図
的
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「
共
産
党
主
導
」
の
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す
る
認
識
が
、
国
連
の
創
設
に
ま
で
及
ぶ
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
国
共
合
作
で
国
連
創
設
中
国
代
表
団
が
出
席
し
た
こ
と
が
そ
の
根
拠
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

日
本
に
対
す
る
刊
行
物
で
は
、
新
し
い
も
の
と
し
て
は
「
日
本
の
戦
後
政
治
」
や
「
戦
後

日
本
の
戦
争
責
任
」
に
関
す
る
も
の
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
中
国
社
会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
の
元
所
長
・
歩
平
氏）

（（
（

が
中
国
で
刊
行
し
た
二
冊
の
本
が

今
回
邦
訳
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
た
。
一
つ
は
『
日
本
の
右
翼
問
題
研
究
』
（
王
希
亮
氏
と
の
共

著
）
（（
（

）
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
『
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の
認
識）

（（
（

』
で
あ
る
。
後
者
に
つ

い
て
は
次
節
で
も
検
討
す
る
。
前
者
の
『
日
本
の
右
翼
問
題
研
究
』
は
、
二
〇
一
五
年
に
日

中
両
国
で
日
本
語
版
が
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
検
討
す
る
限
り
、
日
中
両
国
版
は
訳

文
等
ま
で
含
め
て
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
邦
訳
タ
イ
ト
ル
は
異
な
る
）
。

　

歩
平
氏
の
著
書
は
二
冊
と
も
大
変
な
長
編
で
あ
る
。
前
者
は
、
日
本
の
政
治
的
右
翼
の
系

譜
を
歴
史
的
に
た
ど
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本
の
日
本
語
版
序
文
で
は
、
歩
平
氏
は

自
国
の
歴
史
・
政
治
思
想
認
識
に
対
し
て
も
以
下
の
よ
う
な
厳
し
い
批
判
を
向
け
て
い
る
。

「
考
え
る
と
、
中
国
革
命
は
そ
の
激
し
さ
と
長
さ
の
点
で
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
政
治
的
性
格

と
た
い
へ
ん
似
て
い
る
。
し
か
し
、
革
命
の
成
功
後
二
〇
世
紀
の
大
部
分
の
間
、
革
命
は
依

然
と
し
て
神
聖
不
可
侵
の
領
域
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
左
は
即
革
命
、
右
は
即
保
守
・

「
反
革
命
」
「
左
は
右
よ
り
良
い
」
と
考
え
る
単
純
な
論
理
が
ず
っ
と
深
々
と
中
国
の
政
治

に
影
響
し
て
き
た
」

　

そ
の
上
で
、
「
我
々
は
特
に
、
日
本
の
右
翼
を
征
伐
す
る
と
単
純
に
判
断
す
る
あ
る
種
の

中
国
人
の
目
を
醒
ま
し
た
い
と
思
う
」
と
、
実
証
研
究
に
よ
る
日
本
の
右
翼
に
対
す
る
認
識

の
刷
新
を
呼
び
か
け
て
い
た
。
本
書
は
、
日
本
人
が
翻
訳
者
に
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
日
本
語

が
理
解
し
や
す
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
、
戦
争
責
任

に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
認
識
が
存
在
す
る
の
か
、
当
事
者
と
の
対
話
を
含
め
て
考
察
し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
も
相
当
分
厚
い
書
籍
で
あ
る
。

　

ま
た
、
中
国
残
留
日
本
人
に
対
す
る
中
国
人
養
父
母
の
慈
愛
を
強
調
す
る
著
作
も
今
回
刊

行
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
中
国
人
と
日
本
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
共
著
と
い
う
形
を
取
っ
て
お
り
、

中
国
側
が
敵
国
で
あ
る
日
本
人
の
残
留
孤
児
を
養
育
し
た
こ
と
の
人
道
的
な
側
面
を
強
調
し
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て
い
る
。
日
本
の
侵
略
戦
争
を
直
接
的
に
非
難
す
る
の
で
は
な
く
、
戦
後
政
治
的
な
動
乱
な

ど
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
人
の
児
童
を
養
育
し
た
と
い
う
こ
と
に
力
点
を
置
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
に
公
開
さ
れ
た
、
中
国
と
ソ
連
の
戦
時
協
力
を
謳
い
あ
げ
る
た
め

の
映
画
で
も
、
中
国
人
が
日
本
軍
人
の
子
を
敗
戦
後
育
て
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
存
在
し

て
い
る
ら
し
い）

（（
（

。

　

ま
た
、
前
節
で
取
り
上
げ
た
『
鉄
証
』
や
『
兵
火
』
に
あ
る
よ
う
に
、
日
本
の
同
時
代
刊

行
物
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
集
め
て
史
料
的
に
利
用
す
る
と
い
う
の
も
、
中
国
側
の
今
回
刊

行
物
で
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
修
正
主
義
運
動
が
中
国
側
の
主
張
を
覆
そ

う
と
す
る
中
で
、
必
ず
問
題
に
な
る
の
が
「
中
国
側
の
写
真
は
信
用
で
き
な
い
」
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
日
本
自
身
が
刊
行
し
た
写
真
で
も
日
本
の
侵
略
行
為
は

立
証
で
き
る
」
と
し
た
立
場
を
採
用
し
た
こ
と
で
自
ら
の
説
得
力
を
増
そ
う
と
す
る
こ
と
が

推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
中
国
側
の
刊
行
し
た
日
本
語
刊
行
物
は
、
領
土
問
題
に
つ
い
て
も
日
中

間
の
対
立
的
な
歴
史
的
淵
源
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
歴
史
論
の
領
域
で
は
、
「
八
年
の
抗

日
戦
争
」
か
ら
「
一
五
年
戦
争
」
と
い
う
歴
史
的
時
期
区
分
の
シ
フ
ト
を
経
た
上
で
、
「
世

界
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦
争
」
で
の
共
産
党
の
主
導
的
役
割
を
強
調
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
、
そ
れ
ら
の
内
実
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

実
は
新
し
い
も
の
が
あ
ま
り
出
て
い
な
い
。
前
節
で
触
れ
た
日
本
軍
兵
士
の
聞
き
書
き
を
除

け
ば
、
『
南
京
大
虐
殺
図
録
』
『
関
東
軍
七
三
一
部
隊
図
録
』
『
葫
芦
島
百
万
日
本
居
留

民
・
捕
虜
の
大
送
還
』
『
日
本
戦
犯
再
生
の
地
』
『
靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
Ａ
級
戦
犯
』

と
い
っ
た
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
い
ず
れ
も
以
前
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
再
版
と

考
え
ら
れ
る）

（（
（

。
日
本
の
戦
争
責
任
を
問
い
つ
つ
、
日
本
人
の
戦
後
の
送
還
を
（
途
中
で
政
権

が
変
わ
る
と
い
う
変
転
を
経
て
も
）
責
任
を
持
っ
て
処
置
し
、
戦
犯
を
人
道
的
に
寛
大
に
処

遇
し
た
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
中
国
政
府
の
立
場
に
の
っ
と
る
こ
と
は
変
え
て
い
な
い
の
で
あ

る
）
（（
（

。

　

最
後
に
、
こ
こ
で
は
近
年
中
国
の
政
府
系
出
版
社
で
刊
行
さ
れ
た
一
部
の
日
本
語
出
版
物

に
対
す
る
驚
く
べ
き
現
象
に
つ
い
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三　

何
が
起
こ
っ
た
の
か
？

　

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
中
国
の
政
府
系
出
版
社
は
、
二
〇
一
四
年
か
ら

二
〇
一
五
年
に
か
け
て
、
数
多
く
の
政
治
・
外
交
上
の
争
点
と
な
る
よ
う
な
刊
行
物
を
出
し

て
き
た
。
ひ
と
つ
は
領
土
問
題
に
関
す
る
刊
行
物
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
日
中
戦

争
終
結
七
〇
周
年
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
歴
史
だ
け
で
は
な
く
、

外
交
上
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
こ
こ
で
何
度
も
取
り
上
げ
た
「
五
州
伝
播
出
版
社
」
で
刊
行
さ
れ
た

書
籍
に
、
あ
る
驚
く
べ
き
現
象
が
発
生
し
て
い
る
。
日
本
語
の
著
し
い
誤
り
が
頻
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
単
に
単
語
の
間
違
い
な
ど
と
言
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
日
本
語
と
し
て
全
く

意
味
を
な
さ
な
い
レ
ベ
ル
に
ま
で
拡
大
し
た
も
の
も
存
在
す
る
。

　

筆
者
が
ま
ず
「
五
州
伝
播
出
版
社
」
刊
行
物
の
日
本
語
の
誤
り
に
気
付
い
た
の
が
、
前
掲

の
『
釣
魚
島
』
で
あ
っ
た
。
一
見
す
る
と
間
違
い
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
い
き
な
り
目

次
（Contents

）
が
「
コ
ン
テ
ス
ト
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
オ
パ
マ
大
統
領
」

「
ク
リ
ト
ン
大
統
領
」
な
ど
と
い
う
人
名
の
間
違
い
も
頻
出
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
歴
史
問
題
で
同
社
が
出
し
続
け
た
刊
行
物
は
、
こ
と
ご
と
く
日
本
語
に
誤
り
が
多

か
っ
た
。
日
本
語
の
文
章
に
誤
り
が
多
い
刊
行
物
を
例
示
す
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で

あ
る
。

　

ま
ず
は
、
薩
蘇
編
『
罪
の
証
』
で
あ
る）

（（
（

。
副
題
が
「
日
中
戦
争
残
し
た
フ
ァ
イ
ル
」
（
原

文
マ
マ
）
と
既
に
日
本
語
が
ぎ
こ
ち
な
い
。
編
者
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ら
し
い
。
内
容
は
、

日
中
戦
争
期
の
日
本
側
が
中
国
（
特
に
中
国
東
北
地
方
）
に
遺
し
た
公
文
書
や
写
真
（
日
本

側
の
歴
史
書
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
）
な
ど
を
項
目
別
に
編
集
し
、
解
説
を
附
し
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
説
明
文
に
は
、
「
日
本
の
開
拓
団
の
侵
入
に
伴
っ
て
、
中
国
人

が
ど
ん
ど
ん
自
分
の
家
の
庭
園
を
失
っ
て
い
っ
て
、
難
民
に
陥
た
」
（
送
り
が
な
の
誤
り
も

原
文
の
ま
ま）

（（
（

）
と
い
う
、
意
味
の
よ
く
分
か
ら
な
い
文
章
が
頻
出
し
て
い
る
。
文
書
の
中
に

は
、
中
国
で
近
年
公
開
さ
れ
た
文
書
館
史
料
も
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
訳
文
に
日
本
語
と

し
て
意
味
不
明
な
部
分
が
あ
る
た
め
読
み
に
く
い
。

　

陳
慶
港
『
歴
史
の
奥
処）

（（
（

』
は
、
日
本
軍
の
性
暴
力
被
害
に
あ
っ
た
中
国
人
女
性
の
生
存
者

を
取
材
し
た
記
録
集
で
あ
る
。
著
者
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ら
し
い
。
し
か
し
、
こ
の
本
も
日

本
語
に
こ
な
れ
て
い
な
い
表
現
が
多
く
、
読
み
に
く
い
箇
所
が
相
当
あ
る
。
推
薦
者
の
序
文

の
タ
イ
ト
ル
が
す
で
に
「
誠
実
に
歴
史
に
直
面
す
る
だ
け
で
、
真
実
に
未
来
を
抱
え
る
」
と

意
味
の
通
ら
な
い
表
現
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
タ
イ
ト
ル
も
お
そ
ら
く
日
本
語

に
訳
せ
な
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

前
述
し
た
歩
平
氏
は
、
靖
国
神
社
問
題
に
関
す
る
シ
リ
ー
ズ
も
の
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
を
書
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い
た）

（（
（

。
と
こ
ろ
が
こ
れ
も
誤
り
が
多
い
。
シ
リ
ー
ズ
の
タ
イ
ト
ル
が
「
中
国
は
な
ぜ
日
本
の

政
治
要
人
が
靖
国
神
社
の
参
拝
を
反
対
す
る
シ
リ
ー
ズ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
と
、
日
本
語
と
し

て
成
立
し
て
い
な
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
靖
国
神
社
の
歴
史
、
そ
し
て
軍
国

主
義
時
代
の
靖
国
神
社
の
機
能
な
ど
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
冊
子
の
タ
イ
ト
ル

の
中
に
も
『
日
本
の
侵
華
戦
争
中
に
靖
国
神
社
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
？
』
（
原
文
マ
マ
）

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「
（
三
木
武
夫
―
井
竿
）
首
相
は
同
日
で
靖
国
神
社
の
参
拝
を
リ
ー

ダ
ー
す
る
」
な
ど
と
い
う
文
章）

（（
（

に
至
っ
て
は
、
も
は
や
文
章
と
し
て
は
解
読
不
能
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
日
本
語
刊
行
物
の
誤
り
は
ま
だ
そ
れ
で
も
軽
度
の
レ
ベ
ル
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
五
年
八
月
に
刊
行
さ
れ
た
と
さ
れ
る
歩
平
『
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の
認
識
』

日
本
語
版）

（（
（

は
、
五
〇
〇
頁
以
上
の
大
著
で
あ
る
。
目
次
か
ら
判
断
す
る
と
、
日
本
に
お
け
る

戦
争
責
任
論
の
系
譜
分
析
や
、
日
本
の
平
和
運
動
家
・
歴
史
学
者
（
粟
屋
憲
太
郎
・
藤
原

彰
）
な
ど
と
の
対
話
記
録
な
ど
を
含
む
か
な
り
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
本

の
翻
訳
は
も
は
や
読
了
す
る
の
が
不
可
能
な
ほ
ど
に
日
本
語
と
し
て
成
立
し
て
い
な
い
。
日

本
人
の
氏
名
に
は
な
ぜ
か
全
部
「
様
」
が
つ
い
て
い
る
。
「
政
治
友
達
会
、
人
民
政
党）

（（
（

」
と

い
う
、
歴
史
の
基
本
語
彙
で
誤
訳
が
あ
る
（
こ
の
単
語
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
日
本
政
治
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
文
脈
に
あ
る
の
で
、
「
政
友
会
と
民
政
党
」
の
こ
と
で
あ
る
と
推
察

さ
れ
る
）
。
結
果
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
無
惨
と
も
い
う
べ
き
日
本
語
が
五
〇
〇
頁
に
わ

た
り
続
く
の
で
あ
る）

（（
（

。

「
極
め
て
少
数
の
資
産
の
あ
る
人
は
こ
の
よ
う
な
圧
力
を
載
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
そ
う

で
あ
る
。
有
名
な
反
自
然
主
義
の
小
説
家
の
永
井
荷
風
様
は
政
治
に
不
満
そ
し
て
政
府
と
協

力
し
な
い
。
し
か
し
、
彼
は
20
年
代
に
隠
れ
住
ん
で
い
た
の
で
、
政
府
が
彼
に
対
し
て
も
ど

う
し
よ
う
も
な
い
」
（
ア
ラ
ビ
ア
数
字
表
記
も
原
文
マ
マ
）

　

し
か
も
、
縦
書
き
の
と
こ
ろ
に
横
書
き
の
記
号
が
そ
の
ま
ま
残
り
、
数
字
は
全
部
倒
れ
て

い
る
。
校
正
が
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

他
の
刊
行
物
で
の
日
本
語
の
誤
り
が
な
い
以
上
、
こ
れ
ら
の
刊
行
物
で
な
ぜ
こ
こ
ま
で
の

日
本
語
の
誤
り
が
見
過
ご
さ
れ
た
の
か
は
全
く
明
ら
か
で
は
な
い
。
五
州
伝
播
出
版
社
は
こ

れ
ま
で
は
日
本
語
の
刊
行
物
を
正
常
に
刊
行
で
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、
校
正
チ
ェ
ッ
ク
が
機

能
し
な
い
何
ら
か
の
組
織
的
な
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

こ
れ
ほ
ど
多
く
の
刊
行
物
が
誤
り
続
き
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ど
う
し
て
長
い
間
気

づ
か
な
か
っ
た
の
か
も
、
考
え
て
み
れ
ば
不
思
議
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
誤
り
が

あ
っ
た
せ
い
か
、
同
社
は
一
冊
だ
け
日
本
語
刊
行
物
を
電
子
書
籍
版
だ
け
に
し
て
、
紙
の
本

で
発
行
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る）

（（
（

。
対
外
宣
伝
の
た
め
国
家
的
に
設
立
さ
れ
た
出
版
事
業
体

で
す
ら
こ
の
よ
う
な
誤
り
を
犯
す
と
い
う
こ
と
自
体
、
日
本
に
と
っ
て
も
重
要
な
示
唆
で
あ

る
。
ま
た
、
国
家
機
関
刊
行
物
の
制
作
過
程
で
校
正
が
機
能
し
て
い
な
い
と
い
う
、
中
国
の

対
外
宣
伝
機
構
に
構
造
的
な
欠
陥
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
中
国
の
現
政
府
指
導
者
で
あ

る
習
近
平
国
家
主
席
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（（
（

。

「
国
の
文
化
的
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
、
対
外
発
信
力
を
高
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
対
外
発
信
力
の
向
上
に
力
を
入
れ
、
対
外
言
語
体
系
を
入
念
に
構
築
し
、

新
興
メ
デ
ィ
ア
の
役
割
を
し
っ
か
り
と
発
揮
さ
せ
、
対
外
言
語
の
創
造
力
、
感
化
力
、
信
頼

感
を
高
め
、
中
国
の
物
語
を
上
手
に
伝
え
、
中
国
の
声
を
し
っ
か
り
と
届
け
、
中
国
の
特
色

を
詳
し
く
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

　

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
対
外
発
信
力
」
に
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
、
は
し
な
く
も
こ

れ
ら
の
刊
行
物
は
示
し
た
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

小
括

　

以
上
、
こ
の
論
文
で
は
二
〇
一
四
年
か
ら
二
〇
一
五
年
に
か
け
て
中
国
の
政
府
系
出
版
社

で
刊
行
さ
れ
た
一
連
の
日
本
語
刊
行
物
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
以
外

の
刊
行
物
も
出
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
関
し
て
言
え
ば
、
日
中
間

の
懸
案
で
あ
っ
た
「
領
土
紛
争
」
と
「
歴
史
認
識
問
題
」
に
焦
点
を
当
て
た
刊
行
物
が
多
く

な
っ
た
の
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
全
体
的
に
検
討
す
る
と
、
新
し
い
部
分
と
そ
う
で
は
な
い
部
分
が
混
在
し
、

全
面
的
な
政
府
に
よ
る
宣
伝
攻
勢
、
と
い
う
に
は
多
少
力
が
入
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
部
分
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
新
し
い
部
分
と
し
て
は
、
歴
史
認

識
関
係
の
刊
行
物
で
時
期
区
分
を
変
化
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
世
界
戦
争
の
一

端
」
と
し
て
の
日
中
戦
争
と
い
う
色
彩
を
強
め
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
写
真
史
料

を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
で
あ
ら
か
じ
め
歴
史
修
正
主
義
者
の
抗
議
を
封
ず
る
た
め
に
「
戦
時
日

本
の
刊
行
物
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
」
を
用
い
る
と
い
う
手
法
を
出
し
て
き
た
点
は
注
目
さ
れ
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る
。
そ
し
て
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
訴
え
る
画
文
集
だ
け
で
は
な
く
、
本
格
的
な
学
術
的
著
作
の

翻
訳
刊
行
を
試
み
た
と
い
う
点
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
が
反
面
、
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
リ
バ
イ
バ
ル
が
か
な
り
含
ま
れ
て
い
る
と

推
察
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
新
し
く
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
中
に
は
、
「
誤
訳
」
と
呼

ぶ
こ
と
す
ら
で
き
な
い
ほ
ど
の
誤
っ
た
日
本
語
が
使
わ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
既
に
議

論
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
前
に
す
れ
ば
、
「
歴
史
戦
」
な

ど
と
い
う
大
仰
な
言
い
方
を
し
な
く
て
も
、
刊
行
物
そ
の
も
の
に
真
摯
に
向
き
合
っ
て
批
判

す
る
だ
け
で
、
十
分
に
対
話
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
本
論
文
第

三
節
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
主
要
な
著
作
に
関
し
て
言
え
ば
日
本
語
の
翻
訳
書
と
し
て
成
立
し

て
い
な
い
も
の
が
あ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
ず
こ
の
誤
訳
の
指
摘
か
ら
始
め

る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
博
物
館
展
示
の
誤
り
な
ど
も
、
相
手
を
外
交
的
に
追
い
込

む
た
め
で
な
く
、
正
確
な
情
報
提
供
と
い
う
こ
と
に
徹
し
て
い
き
な
が
ら
指
摘
す
る
こ
と
は
、

双
方
の
利
益
に
な
る）

（（
（

。

　

海
外
で
の
日
本
語
刊
行
物
は
ほ
か
に
も
存
在
す
る
。
中
に
は
堅
実
な
日
本
語
学
術
書
籍
の

刊
行
実
績
を
積
み
重
ね
て
い
る
も
の
も
あ
る）

（（
（

。
中
国
が
出
し
て
く
る
日
本
語
刊
行
物
に
対
し

て
わ
れ
わ
れ
が
対
応
す
る
こ
と
は
、
「
所
詮
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
と
切
り
捨
て
た
り
、
「
歴
史

戦
争
」
と
い
う
感
情
的
な
対
応
に
終
始
せ
ず
、
彼
ら
の
所
論
を
確
実
に
確
認
し
、
同
意
で
き

る
も
の
は
同
意
し
、
同
意
で
き
な
い
点
は
ど
の
よ
う
な
点
で
同
意
で
き
な
い
の
か
を
重
ね
て

い
く
こ
と
で
し
か
な
い
。
少
な
く
と
も
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
領
域
で
は
そ
の
よ
う
に
し
て
い
く

必
要
が
あ
る
。

注（
1
）
拙
稿
「
同
じ
立
場
・
違
う
認
識
」
『
七
隈
史
学
』
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
。
こ
こ
で

は
、
日
本
と
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
に
お
い
て
「
相
手
に
同
意
し
な
い
」
と
い
う
合
意

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
を
提
示
し
た
。

（
2
）
例
え
ば
「
世
界
記
憶
遺
産　

容
認
で
き
な
い
南
京
事
件
の
登
録
」
『
読
売
新
聞
』

二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
一
日
社
説
。
日
本
政
府
は
こ
の
後
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
記
憶
遺
産

登
録
制
度
の
改
革
要
求
を
出
す
に
至
っ
た
。
し
か
し
反
面
、
日
本
が
提
出
し
た
「
シ
ベ

リ
ア
抑
留
の
史
料
群
」
が
同
時
に
登
録
さ
れ
、
こ
れ
が
ロ
シ
ア
側
の
反
発
を
受
け
た
こ

と
に
つ
い
て
は
全
く
日
本
の
反
応
が
な
い
。
日
本
が
ロ
シ
ア
に
ど
の
よ
う
に
反
論
し
た

の
か
、
詳
細
が
知
り
た
い
。
「
透
明
化
迫
る
日
本
、
冷
め
た
ユ
ネ
ス
コ　

文
科
相
・
事

務
局
長
が
会
談　

記
憶
遺
産
」
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
一
一
月
七
日
。
こ
の
記
事

の
日
付
は
、
筆
者
が
購
読
し
て
い
る
『
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
』
に
掲
載
さ
れ
た
日
付

（
印
刷
さ
れ
た
紙
面
の
場
合
、
地
域
に
よ
っ
て
掲
載
日
が
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
）
。

こ
の
よ
う
な
結
果
に
な
る
こ
と
を
危
惧
し
た
論
文
と
し
て
伊
香
俊
哉
「
深
ま
る
日
中
歴

史
認
識
の
相
剋
」
『
歴
史
評
論
』
七
八
四
号
、
二
〇
一
五
年
。

（
3
）
「
韓
国
の
教
科
書　

時
を
逆
戻
り
さ
せ
る
の
か
」
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
一
五
年
一
〇

月
一
九
日
社
説
。
韓
国
国
内
で
は
、
自
国
史
を
植
民
地
時
代
を
も
含
め
て
「
成
功
し
た

歴
史
」
と
し
て
と
ら
え
る
考
え
方
（
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
「
ニ
ュ
ー
ラ
イ
ト
」
と
呼

ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
も
の
）
が
登
場
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
民
主
化
運
動
や
植
民
地
時

代
の
抵
抗
運
動
を
軽
視
・
無
視
す
る
も
の
と
し
て
激
し
い
対
立
が
生
じ
た
。
朴
槿
恵
大

統
領
率
い
る
韓
国
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
中
で
現
行
教
科
書
が
偏
向
し
て
い
る
と
称
し

て
『
正
し
い
歴
史
教
科
書
』
な
る
国
定
教
科
書
に
一
本
化
し
よ
う
と
い
う
政
策
を
打
ち

出
し
た
。
国
家
権
力
が
単
一
の
歴
史
観
を
国
民
に
強
要
す
る
こ
と
の
危
険
性
は
、
い
ま

さ
ら
強
調
す
る
ま
で
も
な
い
。

（
4
）
『
産
経
新
聞
』
が
展
開
す
る
「
歴
史
戦
」
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
そ
れ
で
あ
る
。

（
5
）
山
口
智
美
「
猪
口
邦
子
議
員
か
ら
い
き
な
り
本
が
送
ら
れ
て
き
た
―
「
歴
史
戦
」
と

自
民
党
の
「
対
外
発
信
」
」
『BLO

GO
S

』
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
一
日
。http://

blogos.com
/article/140405/

　
　
　

産
経
新
聞
の
連
載
を
ま
と
め
た
本
の
英
訳
版
が
、
政
権
党
で
あ
る
自
由
民
主
党
国
会

議
員
の
名
前
で
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
大
学
関
係
者
に
送
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
。
こ
の

記
事
の
筆
者
は
モ
ン
タ
ナ
州
立
大
学
の
教
員
で
あ
る
た
め
送
ら
れ
た
。

（
6
）
「
北
京
放
送
」
と
し
て
親
し
ま
れ
た
「
中
国
国
際
放
送
」
や
、
日
本
語
版
雑
誌
『
人

民
中
国
』
（
一
九
五
三
年
創
刊
。
現
在
も
刊
行
さ
れ
続
け
て
い
る
）
で
あ
る
。
い
ず
れ

も
日
本
と
中
華
人
民
共
和
国
と
の
国
交
樹
立
以
前
か
ら
発
信
さ
れ
続
け
て
い
る
。

（
7
）
た
だ
し
、
ど
う
や
らkindle

版
と
い
う
形
で
の
電
子
書
籍
も
刊
行
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
日
本
か
ら
ア
ク
セ
ス
す
る
と
、
電
子
書
籍
版
は
入
手
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（
8
）
こ
れ
ら
の
書
籍
の
ほ
と
ん
ど
は
、
「
ア
マ
ゾ
ン
中
国
」
（http://w

w
w
.am

azon.
cn/

）
を
通
じ
て
購
入
し
た
。
書
籍
代
金
よ
り
も
送
料
が
数
倍
か
か
る
が
、
日
本
の
業

者
を
通
す
よ
り
若
干
安
い
。
た
だ
し
、
ア
マ
ゾ
ン
中
国
で
入
手
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
ら
は
日
本
の
業
者
を
通
し
た
。
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（
9
）
筆
者
の
専
門
と
す
る
領
域
（
政
治
史
）
で
も
複
数
言
語
化
は
時
代
の
趨
勢
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
に
著
者
に
対
す
る
刑
事
訴
訟
に
ま
で
発
展
し
た
朴
裕
河
氏
の
著
書
『
帝
国

の
慰
安
婦
』
（
原
書
は
二
〇
一
三
年
、
邦
訳
は
二
〇
一
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
）
に
つ
い

て
も
、
鄭
栄
桓
氏
は
日
本
語
版
と
原
書
の
違
い
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
厳
し
い
批
判

を
展
開
し
た
。
「
日
朝
国
交
『
正
常
化
』
と
植
民
地
支
配
責
任
」http://kscykscy.

exblog.jp/　

筆
者
の
反
省
す
べ
き
点
で
あ
る
。

（
10
）
国
務
院
新
聞
弁
公
室
『
釣
魚
島
は
中
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
』
外
文
出
版
社
、
北
京
、

二
〇
一
二
年
。

（
11
）
日
本
政
府
は
、
「
こ
の
島
の
領
有
権
に
つ
い
て
は
争
い
の
余
地
は
な
い
か
ら
、
領
土

紛
争
は
存
在
し
て
い
な
い
」
と
い
う
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
韓
国
と
そ

の
領
有
権
に
つ
い
て
紛
争
が
あ
る
竹
島
（
韓
国
側
名
称
は
独
島
）
と
は
正
反
対
で
、
外

務
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
に
も
長
い
間
尖
閣
列
島
に
つ
い
て
の
説
明
は
非
常
に
少
な

か
っ
た
。

（
12
）
国
家
海
洋
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
編
『
釣
魚
島
―
中
国
固
有
の
領
土
』
、

海
洋
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
二
年
。

（
13
）
疎
震
婭
・
張
海
文
『
釣
魚
島
』
五
州
伝
播
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
四
年
。
同
社
の

表
記
に
つ
い
て
は
「
五
洲
」
と
「
五
州
」
の
二
つ
の
表
記
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜

的
に
「
五
州
」
に
統
一
す
る
こ
と
に
し
た
。

（
14
）
ク
リ
ス
・
ネ
ー
ベ
『
釣
魚
島
の
真
相
』
外
文
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
五
年
。

（
15
）
映
画
の
英
文
タ
イ
ト
ル
は
『D

iaoyudao, the T
ruth

』
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
で
検
索
を
か
け
れ
ば
自
由
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
映
画
な
ど
の
著
作
権
は
厳
格
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
で
ネ
ッ
ト
流
出
す
る
こ
と
は
本
来
制
作
者
な
ど
か
ら
す
れ

ば
好
ま
し
く
な
い
現
象
の
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
中
国
で
はY

ouT
ube

に
ア
ク
セ
ス

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
国
政
府
は
意
識
的
に
、
こ
の
映
画
が
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
内

外
に
流
出
す
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
16
）
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
「
歴
史
は
忘
れ
る
べ
か
ら
ず
：
世
界
反
フ
ァ
シ
ス
ト
戦
争
勝
利

七
〇
周
年
を
記
念
し
て
」
と
い
う
文
字
が
表
紙
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
内
容

に
よ
っ
て
日
本
語
版
の
有
無
は
異
な
り
、
日
本
語
版
の
な
い
も
の
も
か
な
り
あ
る
（
中

国
語
以
外
で
は
英
語
版
し
か
な
い
も
の
に
『
跨
越
太
平
洋
：
中
美
聯
合
抗
戦
紀
実
』
や

『
在
同
一
面
戦
旗
下
：
中
国
駐
印
老
兵
口
述
実
録
』
、
『
国
際
援
華
医
療
隊
在
貴
陽
』

な
ど
と
い
う
本
が
分
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
ソ
連
と
の
協
力
関
係
を
う
た
い
あ
げ
た
も

の
に
『
友
誼　

中
蘇
聯
合
抗
戦
紀
実
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
シ
ア
語
版
と
中
国
語
版
が

刊
行
さ
れ
て
い
て
、
日
本
語
版
は
な
い
）
。
こ
れ
ら
の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
、
五
州

伝
播
出
版
社
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
、
ア
マ
ゾ
ン
中
国
の
販
売
サ
イ
ト
な
ど
で
確
認
し
た
。

こ
の
「
歴
史
は
忘
れ
る
べ
か
ら
ず
」
シ
リ
ー
ズ
は
、
「
国
家
出
版
基
金
項
目
」
と
い
う

ロ
ゴ
マ
ー
ク
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
中
国
政
府
の
出
版
助
成
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
こ

と
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

（
17
）
沈
強
編
『
記
録
／
中
国
抗
日
戦
争
史
写
真
集
』
外
文
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
四
年
。

（
18
）
中
国
人
民
抗
日
戦
争
紀
念
館
編
『
偉
大
な
貢
献
：
中
国
と
世
界
の
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
戦

争
』
外
文
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
五
年
。

（
19
）
樊
建
川
編
著
『
兵
火
』
外
文
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
四
年
。

（
20
）
王
艾
甫
・
戴
姝
瑤
・
張
基
祥
編
、
繆
暁
陽
訳
『
鉄
証　

動
か
ぬ
証
拠
』
新
世
界
出
版

社
、
北
京
、
二
〇
一
五
年
。
主
要
な
編
者
の
王
氏
は
元
軍
人
で
あ
る
ら
し
い
。
そ
こ
に
、

社
会
科
学
院
の
人
物
な
ど
が
協
力
し
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
記

さ
れ
て
い
る
。
本
書
が
利
用
し
て
い
る
『
支
那
事
変
画
報
』
と
い
う
雑
誌
に
つ
い
て
は
、

同
名
雑
誌
が
二
系
統
あ
っ
た
。
ひ
と
つ
は
大
阪
毎
日
新
聞
社
と
東
京
日
日
新
聞
社
が
刊

行
し
た
も
の
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
朝
日
新
聞
社
が
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』
と
い
う
グ
ラ

フ
雑
誌
の
臨
時
増
刊
号
と
し
て
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た

『
鉄
証　

動
か
ぬ
証
拠
』
の
写
真
は
、
朝
日
新
聞
社
版
の
『
支
那
事
変
画
報
』
写
真

か
ら
取
ら
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
同
書
を
刊
行
し
た
「
新
世
界
出
版
社
」
は
、

周
恩
来
の
少
年
時
代
に
書
い
た
作
文
集
の
日
本
語
版
、
中
国
共
産
党
中
央
文
献
研
究
室

第
二
編
集
部
、
天
津
南
開
中
学
編
『
周
恩
来
青
少
年
論
説
集
』
も
刊
行
し
て
い
る
。

（
21
）
熊
谷
伸
一
郎
『
去
り
ゆ
く
元
兵
士
た
ち
』
外
文
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
四
年
。
日

本
語
版
以
外
の
外
国
語
版
や
、
中
国
語
版
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
。

（
22
）
日
本
で
も
、
井
上
清
『
尖
閣
列
島
』
（
初
版
は
一
九
七
二
年
、
筆
者
は
二
〇
一
二
年

の
第
三
書
館
版
を
利
用
し
た
）
は
そ
の
よ
う
な
論
調
で
書
か
れ
て
い
る
。

（
23
）
服
部
龍
二
『
日
中
国
交
正
常
化
』
中
公
新
書
、
二
〇
一
二
年
で
は
、
日
中
国
交
正
常

化
交
渉
の
中
で
、
田
中
角
栄
が
周
恩
来
に
「
尖
閣
列
島
を
ど
う
考
え
る
か
」
と
切
り
出

し
、
周
恩
来
が
「
そ
れ
に
つ
い
て
は
話
し
た
く
な
い
」
と
言
っ
た
と
日
本
側
史
料
を
基

に
説
明
し
て
い
る
。
日
本
側
は
こ
れ
を
「
領
有
権
に
つ
い
て
は
争
わ
な
い
」
と
い
う
姿

勢
で
あ
っ
た
と
評
価
す
る
が
、
中
国
側
は
「
と
り
あ
え
ず
今
回
の
交
渉
で
は
領
土
紛
争

に
つ
い
て
は
語
ら
な
い
」
と
い
う
暫
定
的
な
も
の
で
し
か
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
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が
わ
か
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
が
尖
閣
列
島
問
題
に
つ
い
て
沈
黙
し
て
い
る
部
分
が

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
豊
下
楢
彦
『
「
尖
閣
問
題
」
と
は
何
か
』
岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
一
二
年
。
豊
下
氏
は
、
尖
閣
列
島
は
国
際
法
的
に
日
本
の
領
土
で
あ
る
と
い
う
立

場
か
ら
こ
の
分
析
を
し
て
い
る
。

（
24
）
こ
の
考
え
方
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
江
口
圭
一
『
十
五
年
戦
争
小
史
（
新
版
）
』
青

木
書
店
、
一
九
九
一
年
。

（
25
）
国
民
党
政
権
が
長
く
統
治
し
た
台
湾
で
も
、
日
中
戦
争
に
つ
い
て
の
写
真
集
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
ち
ら
で
は
、
蒋
介
石
の
事
蹟
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
中
国

共
産
党
の
存
在
は
ほ
と
ん
ど
書
か
れ
て
い
な
い
（
共
産
党
軍
が
国
民
政
府
軍
の
指
揮
下

に
入
っ
た
こ
と
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
）
。
中
央
通
信
社
編
・
刊
行
『
我
們
的
烽
火
歳

月
』
台
北
、
二
〇
一
一
年
。
台
湾
の
場
合
、
中
国
の
ほ
か
の
地
域
と
異
な
り
、
日
中
戦

争
に
は
「
日
本
の
一
部
」
と
し
て
か
か
わ
っ
て
い
た
と
い
う
難
し
い
現
実
が
存
在
す
る
。

日
中
戦
争
史
研
究
は
、
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
そ
の
亀
裂
の
深
刻
さ
に
思
い
至
ら
ざ
る

を
得
な
い
。

（
26
）
家
近
亮
子
『
蒋
介
石
の
外
交
戦
略
と
日
中
戦
争
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
を
筆
者

は
確
認
し
た
。
毛
沢
東
と
は
異
な
る
角
度
か
ら
「
持
久
戦
」
を
考
え
、
最
高
指
導
者
と

し
て
日
中
戦
争
を
指
揮
し
た
蒋
介
石
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
検
討
が
十
分
で
な
い
た

め
書
名
の
み
し
か
挙
げ
ら
れ
な
い
が
、
山
田
辰
雄
・
松
重
充
浩
編
著
『
蒋
介
石
研
究
』

東
方
書
店
、
二
〇
一
三
年
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
中
国
の
研
究
者
も
参
加

し
て
い
る
。
ち
な
み
に
『
蒋
介
石
研
究
』
に
参
加
し
て
い
る
中
国
の
研
究
者
呉
景
平
氏

は
『
国
民
政
府
時
期
的
大
国
外
交
』
上
海
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
と
い
う
著
書
が

あ
る
。
蒋
介
石
率
い
る
国
民
政
府
は
、
中
国
の
学
界
で
は
既
に
客
観
的
な
研
究
対
象
と

し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
日
中
戦
争
認
識
も
、
中

国
側
が
対
外
的
に
主
張
し
た
り
、
国
民
教
育
の
レ
ベ
ル
で
流
布
さ
れ
た
り
し
て
い
る
も

の
と
、
学
界
で
定
説
化
し
て
い
る
も
の
が
ず
れ
始
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
27
）
歩
平
氏
は
、
日
本
に
お
い
て
は
「
日
中
歴
史
共
同
研
究
」
中
国
側
座
長
で
あ
っ
た
こ

と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
前
は
黒
龍
江
省
社
会
科
学
院
で
、
日
本
の
遺
棄
毒

ガ
ス
兵
器
の
現
地
調
査
・
研
究
に
あ
た
っ
て
い
た
。
ち
な
み
に
歩
平
氏
は
、
一
九
九
四

年
に
山
口
県
立
大
学
に
招
聘
さ
れ
て
講
演
し
て
い
る
。

（
28
）
歩
平
・
王
希
亮
『
日
本
の
右
翼
問
題
研
究
』
五
州
伝
播
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
五

年
。
原
著
は
二
〇
〇
五
年
に
北
京
の
社
会
科
学
文
献
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

日
本
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
は
、
山
邉
悠
喜
子
・
宮
崎
教
四
郎
、
和
田
千
代
子
、
齋
藤
一

晴
、
奥
村
正
雄
訳
『
日
本
の
右
翼　

歴
史
的
視
点
か
ら
見
た
思
潮
と
思
想
』
明
石
書
店
、

二
〇
一
五
年
。
北
京
版
の
翻
訳
者
も
同
じ
で
あ
る
。

（
29
）
歩
平
『
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の
認
識
』
五
州
伝
播
出
版
社
、
北
京
、

二
〇
一
五
年
。
原
著
は
二
〇
一
一
年
に
北
京
の
社
会
科
学
文
献
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ

た
。

（
30
）
関
亜
新
・
張
志
坤
『
深
遠
な
る
愛　

中
国
残
留
日
本
人
孤
児
の
物
語
』
五
州
伝
播
出

版
社
、
北
京
、
二
〇
一
五
年
。
本
書
は
岩
城
浩
幸
と
い
う
日
本
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が

訳
稿
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
。

（
31
）
『
戦
火
中
的
芭
蕾
』
と
い
う
映
画
で
あ
る
。
中
国
と
ロ
シ
ア
の
合
作
映
画
で
、
ロ
シ

ア
側
の
監
督
は
ニ
キ
ー
タ
・
ミ
ハ
ル
コ
フ
で
あ
る
。
筆
者
は
都
合
上
途
中
ま
で
し
か
見

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
前
記
の
注
に
あ
る
よ
う
に
中
国
は
日
中
戦
争
で
の
中
ソ
協

力
を
評
価
す
る
た
め
の
書
籍
刊
行
も
行
っ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ソ

連
は
中
東
鉄
道
権
益
を
一
九
三
五
年
ま
で
手
放
そ
う
と
は
せ
ず
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
帝
政
ロ
シ
ア
時
代
に
持
っ
て
い
た
満
州
利
権
の
回
復
に
固
執
し
て
い
た
こ
と
は
意

図
的
に
忘
却
さ
れ
て
い
る
。
麻
田
雅
文
『
中
東
鉄
道
経
営
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
二
年
を
参
照
の
こ
と
。

（
32
）
代
表
的
な
も
の
は
東
中
野
修
道
・
小
林
進
・
福
永
慎
次
郎
『
南
京
事
件
証
拠
写
真
を

検
証
す
る
』
草
思
社
、
二
〇
〇
五
年
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
一
枚
一
枚
の
写
真
に
対
す

る
反
論
を
し
た
サ
イ
ト
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
（
能
上
元
一
氏
の
サ
イ
ト
で
教
え
ら
れ

た
）
。http://w

w
w
.geocities.jp/pipopipo555jp/143photos/ichiran_1.htm

で

あ
る
。

　
　
　

だ
が
、
中
国
側
の
歴
史
書
に
は
明
ら
か
な
写
真
の
誤
り
も
あ
る
。
前
掲
『
深
遠
な
る

愛
』
で
は
、
昭
和
天
皇
の
写
真
に
「
敗
戦
の
詔
勅
を
読
む
天
皇
」
と
い
う
説
明
が
つ
い

て
い
る
（
こ
の
誤
り
は
中
国
で
は
よ
く
見
受
け
ら
れ
る
。
議
会
の
開
会
に
あ
た
り
勅
語

を
読
む
天
皇
の
写
真
に
そ
の
よ
う
な
説
明
が
つ
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
）
。

（
33
）
侵
華
日
軍
南
京
大
虐
殺
遭
難
同
胞
記
念
館
編
『
南
京
大
虐
殺
図
録
』
、
侵
華
日
軍

七
三
一
部
隊
罪
証
陳
列
館
・
哈
爾
濱
市
社
会
科
学
院
七
三
一
問
題
国
際
研
究
セ
ン
タ
ー

編
『
関
東
軍
七
三
一
部
隊
罪
証
図
録
』
、
遼
寧
社
会
科
学
院
編
『
葫
芦
島
百
万
日
本
居

留
民
・
捕
虜
の
大
送
還
』
、
撫
順
戦
犯
管
理
所
編
『
日
本
戦
犯
再
生
の
地
』
、
中
国
社

会
科
学
院
近
代
史
研
究
所
編
『
靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
Ａ
級
戦
犯
』
、
い
ず
れ
も
五
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州
伝
播
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
五
年
。
た
だ
し
ア
マ
ゾ
ン
中
国
な
ど
を
確
認
す
れ
ば
、

同
書
は
二
〇
〇
五
年
（
お
そ
ら
く
は
戦
争
終
結
六
〇
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
『
靖
国
神
社
に
合
祀
さ
れ
た
Ａ
級
戦
犯
』
は
、
「
歴
史
は
忘
れ
る
べ
か
ら
ず
」
シ

リ
ー
ズ
に
属
し
て
い
る
が
判
型
が
他
の
本
よ
り
小
さ
い
。

（
34
）
た
だ
し
、
戦
犯
が
人
道
的
に
処
遇
さ
れ
な
か
っ
た
実
例
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
っ
て
き
て
い
る
。
深
谷
敏
雄
『
日
本
国
最
後
の
帰
還
兵
深
谷
義
治
と
そ
の
家
族
』
集

英
社
、
二
〇
一
四
年
。
島
根
県
出
身
の
深
谷
義
治
は
、
日
本
陸
軍
の
憲
兵
・
残
留
諜
報

員
と
し
て
の
任
務
を
命
じ
ら
れ
、
中
国
人
と
し
て
生
活
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
中
国
政
府

に
逮
捕
さ
れ
た
。
深
谷
は
日
本
政
府
が
戦
後
派
遣
し
た
諜
報
員
と
誤
認
さ
れ
た
ら
し
く

激
し
い
拷
問
を
受
け
た
が
、
本
人
は
あ
く
ま
で
罪
を
認
め
ず
、
一
九
七
二
年
の
国
交
回

復
で
よ
う
や
く
釈
放
さ
れ
て
い
る
。

（
35
）
薩
蘇
編
『
罪
の
証
』
、
五
州
伝
播
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
四
年
。
こ
の
書
籍
に
引

用
さ
れ
た
文
書
館
史
料
は
、
お
そ
ら
く
『
鉄
証
如
山
』
既
刊
三
冊
、
吉
林
出
版
集
団
有

限
責
任
公
司
、
長
春
、
二
〇
一
四
年
刊
行
開
始
で
あ
る
。

（
36
）
前
掲
『
罪
の
証
』
六
八
頁
。
日
本
の
刊
行
物
か
ら
転
載
さ
れ
た
写
真
に
付
さ
れ
た
説

明
文
。

（
37
）
陳
慶
港
『
歴
史
の
奥
処
』
五
州
伝
播
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
四
年
。

（
38
）
歩
平
『
中
国
は
な
ぜ
日
本
の
政
治
要
人
が
靖
国
神
社
の
参
拝
を
反
対
す
る
シ
リ
ー
ズ

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
五
州
伝
播
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
四
年
。
五
冊
の
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

が
ビ
ニ
ー
ル
袋
に
入
っ
た
形
で
提
供
さ
れ
て
い
る
。
他
の
外
国
語
版
（
英
語
版
や
ロ
シ

ア
語
版
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
）
や
、
電
子
書
籍
版
も
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
他
の
外
国
語

版
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
は
筆
者
に
は
不
明
。

（
39
）
歩
平
『
靖
国
神
社
の
参
拝
は
な
ぜ
敏
感
な
話
題
に
な
る
か
？
』
前
掲
シ
リ
ー
ズ
の
一

冊
、
一
一
頁
。

（
40
）
歩
平
『
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の
認
識
』
五
州
伝
播
出
版
社
、
北
京
、

二
〇
一
五
年
。

（
41
）
歩
平
『
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の
認
識
』
五
二
頁
。

（
42
）
前
掲
『
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
の
認
識
』
五
六
頁
。

（
43
）
調
べ
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
本
は
す
べ
て
「
訳
谷
」
と
い
う
名
前
が
翻
訳
欄
に
出
て

く
る
。
と
こ
ろ
が
ど
う
も
こ
れ
は
個
人
の
人
名
で
は
な
く
翻
訳
業
者
の
社
名
で
、
社
員

が
訳
し
た
も
の
は
す
べ
て
「
訳
谷
」
と
い
う
名
前
で
登
録
さ
れ
る
ら
し
い
。
五
州
伝
播

出
版
社
が
、
こ
れ
ら
の
書
籍
の
翻
訳
を
民
間
企
業
に
「
丸
投
げ
」
し
、
翻
訳
さ
れ
た
原

稿
チ
ェ
ッ
ク
を
怠
っ
た
可
能
性
も
浮
上
す
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
訳
谷
」
と
称
す
る
集

団
は
、
同
社
の
他
の
外
国
語
版
書
籍
も
担
当
し
て
い
る
。
『
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い

て
の
認
識
』
は
英
語
版
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
翻
訳
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
知
り

た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
44
）
『
歴
史
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
こ
と
は
ア
マ
ゾ
ン
中
国

で
分
か
っ
た
。
同
書
は
中
国
の
外
交
官
に
よ
る
対
日
非
難
の
声
明
を
集
め
た
文
集
で
あ

る
ら
し
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
本
は
電
子
書
籍
版
し
か
出
て
い
な
い
。

（
45
）
習
近
平
「
国
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
向
上
さ
せ
る
」
『
国
政
運
営
を
語
る
』
日
本
語
版
、

外
文
出
版
社
、
北
京
、
二
〇
一
四
年
所
収
。

（
46
）
筆
者
は
二
〇
一
五
年
九
月
に
Ｃ
Ｏ
Ｃ
事
業
の
一
環
で
中
国
を
訪
問
し
、
大
連
市
の
旅

順
監
獄
跡
を
訪
問
し
た
。
そ
の
際
、
こ
こ
に
投
獄
さ
れ
た
満
鉄
調
査
部
員
具
島
兼
三
郎

（
一
九
〇
五
―
二
〇
〇
四
）
の
記
述
が
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
（
生
没
年
不
詳

で
、
監
獄
で
獄
死
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
た
）
。
具
島
は
出
獄
し
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
は
九
州
大
学
教
授
・
長
崎
大
学
学
長
と
し
て
、
国
際
政
治
学
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
な

ど
で
活
躍
し
た
。
石
川
捷
治
「
具
島
兼
三
郎
―
人
と
学
問
―
」
『
久
留
米
大
学
比
較
文

化
研
究
所
年
報
』
二
四
輯
、
二
〇
一
五
年
。

（
47
）
台
湾
大
学
は
、
そ
の
出
版
部
「
国
立
台
湾
大
学
出
版
中
心
」
で
日
本
語
に
よ
る
学

術
叢
書
「
日
本
学
研
究
叢
書
」
を
刊
行
し
て
い
る
。
こ
の
叢
書
は
、
「
日
本
学
」
と

銘
打
っ
て
い
る
が
、
日
本
に
関
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
か
な
り
広
範
囲
に
刊
行
し
て
お

り
、
文
学
、
国
際
政
治
、
歴
史
研
究
、
あ
る
い
は
日
本
語
教
育
に
つ
い
て
の
書
籍
が
あ

る
。
著
者
は
日
本
人
の
場
合
も
、
日
本
人
で
な
い
場
合
も
あ
り
、
日
本
語
原
書
の
場
合

も
、
翻
訳
も
存
在
す
る
。
筆
者
も
数
冊
購
読
し
た
が
、
学
問
的
批
判
に
堪
え
う
る
も
の

で
あ
る
と
考
え
る
。

※
本
論
文
は
、
平
成
二
七
年
度
山
口
県
立
大
学
創
作
研
究
助
成
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で

あ
る
。
ま
た
、
Ｃ
Ｏ
Ｃ
事
業
の
一
員
と
し
て
行
っ
た
活
動
の
結
果
も
こ
こ
に
は
反
映
さ
れ

て
い
る
。
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Japanese Language Publications Regarding Territorial 
Disputes and Historical Issues Published by the People's 

Republic of China, 2014-2015

Izao Tomio

  This article explores Japanese language publications issued by publishing house in the People's Republic 
of China for the period of 2014-2015.
  Chinese national publishing houses published books related to territorial disputes and issues of historical 
thought.  In particular,  they published many books about historical  thought  in  the name of  the 70th 
anniversary of "the war of resistance against Japanese aggression" as well as "the world anti-fascist war."
   The author of  this article points out  these books changed  the method of divisions of  the various 
periods during that time, and used photographs published  in Japanese magazines before World War II 
and Japanese military documents in order to more accurately represent the data in a scholarly manner. 
However, the author also points out that some of the publications are not worth reading due to the many 
of mistakes made in translation.


