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は
じ
め
に

本
研
究
は
挿
絵
家
で
あ
り
、
漫
画
・
マ
ン
ガ
家
の
金
龍
煥
の
戦
中
日
本
で
の
活
動
か
ら
、
解

放
後
の
朝
鮮
・
韓
国
に
お
け
る
職
業
マ
ン
ガ
家
第
一
号
と
な
る
過
程
を
検
証
し
て
い
く
。

金
龍
煥
の
日
本
で
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
北
宏
二
で
あ
る
。
彼
は
、
後
年
に
な
り
自
分
自
身
の

こ
と
を
新
聞
や
雑
誌
で
、
マ
ン
ガ
、
文
章
に
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
（1）
。
そ
こ
に
描
か
れ
る

マ
ン
ガ
と
文
章
は
、
マ
ン
ガ
家
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
内
容
を
誇
張
し
、
面
白
く
書
い
た
も

の
が
多
い
。
ま
た
そ
こ
に
は
、
記
憶
を
た
ぐ
り
寄
せ
書
い
て
い
る
こ
と
柄
が
多
く
、
年
代
、
人

の
名
前
に
誤
り
が
あ
る
も
の
も
多
い
。
そ
の
た
め
他
の
書
物
や
韓
国
で
の
彼
の
知
り
合
い
の

人
々
、
弟
子
か
ら
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
り
補
完
し
て
い
る
が
、
な
に
ぶ
ん
日
本
で
の
活
躍

は
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。

彼
は
一
九
一
二
年
、
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
で
生
ま
れ
た
。
韓
国
で
は
彼
の
作
り
出
し
た
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
「
コ
チ
ュ
ブ
」
は
、
ま
だ
健
在
で
あ
る
。
韓
国
で
は
漫
画
・
マ
ン
ガ
の
父
と
し
て

知
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
で
の
彼
の
活
躍
は
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
る
（2）
。
時
代
を
経
、
忘

れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
彼
の
育
っ
た
時
代
が
、
彼
の
功
績
を
隠
し
て

い
る
。

当
時
、
大
き
な
新
聞
や
雑
誌
で
活
躍
し
た
挿
絵
家
や
漫
画
家
は
、
読
者
へ
の
戦
意
高
揚
を

促
す
国
策
記
事
や
作
品
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
し
て
や
彼
は
外
地
出
身
者
で
あ
る
。
自

国
が
日
本
か
ら
独
立
を
す
る
と
い
う
激
動
の
時
代
に
生
き
て
き
た
、
金
龍
煥
に
と
り
、
戦
前

の
日
本
で
の
活
躍
が
な
い
限
り
、
日
本
解
放
後
の
朝
鮮
・
韓
国
で
の
、
挿
絵
家
、
漫
画
・
マ

ン
ガ
家
と
し
て
の
活
躍
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
朝
鮮
・
韓
国
に
と
り
、
金
龍
煥
の
存
在
な
く
し
て
、
現
在
の
漫
画
・
マ
ン
ガ

の
基
盤
は
築
か
れ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

彼
の
よ
う
に
戦
前
の
日
本
に
留
学
を
し
、
日
本
の
新
聞
社
や
出
版
社
と
仕
事
を
し
た
人
々

が
解
放
後
、
言
論
の
自
由
を
得
、
新
聞
社
や
出
版
社
を
立
ち
上
げ
て
い
っ
た
。
金
龍
煥
も
、
一

九
四
八
年
に
は
朝
鮮
で
最
初
の
漫
画
雑
誌
を
刊
行
し
て
い
る
。

朝
鮮
や
韓
国
内
で
の
雑
誌
や
新
聞
に
マ
ン
ガ
を
掲
載
す
る
と
同
時
に
英
字
新
聞
に
お
い
て

も
時
事
漫
画
、
四
コ
マ
・
三
コ
マ
マ
ン
ガ
の
連
載
を
し
て
い
た
。
一
九
五
〇
年
の
動
乱
を
挟

ん
だ
、
一
九
四
五
年
か
ら
日
本
に
戻
る
一
九
五
九
年
ま
で
の
あ
い
だ
、
金
龍
煥
は
朝
鮮
、
韓

国
で
挿
絵
家
、
漫
画
・
マ
ン
ガ
家
と
し
て
活
躍
し
た
。

朝
鮮
動
乱
の
時
代
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
作
品
は
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

以
上
に
、
紛
失
、
歯
抜
け
の
新
聞
・
雑
誌
は
さ
ら
に
多
い
。
実
際
、
金
龍
煥
の
名
前
を
見
つ

け
て
も
、
次
号
か
ら
の
雑
誌
が
見
つ
か
ら
な
い
。
数
か
月
飛
ん
で
し
ま
っ
た
雑
誌
に
は
、
続

け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
る
。
そ
れ
の
繰
り
返
し
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
残
っ
て
い

る
新
聞
や
雑
誌
よ
り
も
、
紛
失
し
た
も
の
が
多
い
だ
ろ
う
。
こ
の
朝
鮮
動
乱
期
、
金
龍
煥
は

朝
鮮
、
韓
国
で
の
挿
絵
家
、
漫
画
・
マ
ン
ガ
家
と
し
て
の
地
位
を
築
い
た
。

一
九
六
七
年
三
月
十
二
日
付
け
の
『
毎
日
新
聞
』
に
金
龍
煥
の
こ
と
が
記
事
に
書
か
れ
て

い
る
。

韓
国
に
い
る
日
本
人
妻
た
ち
の
消
息
が
、
日
韓
親
和
会
（
東
京
千
代
田
区
神
田
猿
楽
町
二
の

四
）
発
行
の
「
親
和
」
と
い
う
雑
誌
に
出
て
い
る
。
筆
者
は
金
龍
煥
と
い
う
韓
国
の
古

い
マ
ン
ガ
家
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ソ
ウ
ル
の
商
店
街
に
「
宝
星
社
」
と
い
う
黄
金
属
店

が
あ
り
、
四
人
の
日
本
女
性
が
働
い
て
い
る
（3）
。

こ
れ
は
雑
誌
『
親
和
』
の
一
九
六
七
年
二
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
（4）
を
『
毎
日
新
聞
』
が

引
用
し
、
記
事
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
内
容
は
さ
て
お
き
、「
筆
者
は
金
龍
煥
と

い
う
韓
国
の
古
い
マ
ン
ガ
家
」
の
文
章
か
ら
記
事
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
記
事
を
書
い
た

記
者
は
、
ま
さ
か
こ
の
古
い
マ
ン
ガ
家
が
、
約
二
十
五
年
前
に
同
じ
『
毎
日
新
聞
』
で
連
載

小
説
（5）
の
挿
絵
を
描
い
て
い
た
こ
と
な
ど
、
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。「
韓
国
の
古
い
」
と

い
う
表
現
は
、
年
を
と
っ
て
い
る
の
か
、
経
歴
が
長
い
と
い
う
意
味
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

年
齢
で
い
え
ば
彼
は
こ
の
時
、
五
十
五
歳
で
あ
り
、
経
歴
は
三
十
五
年
以
上
で
あ
る
。
こ
の

古
い
マ
ン
ガ
家
が
、
数
年
前
ま
で
『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
で
描
い
て
い
た
こ
と
も
知
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。「
韓
国
の
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
さ
か
日
本
で
漫
画
・
マ
ン

ガ
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

実
際
、
日
本
名
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
「
北
宏
二
」
の
名
前
で
活
躍
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
韓
国

の
古
い
マ
ン
ガ
家
と
つ
な
が
ら
な
く
て
当
然
で
あ
る
。『
毎
日
新
聞
』『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』

と
も
に
、
北
宏
二
名
義
で
あ
る
。
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彼
は
一
九
九
八
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
が
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
ま
で
書
籍
が
出
版
さ
れ

て
お
り
、
約
六
〇
年
間
現
役
で
あ
っ
た
。

日
本
で
は
新
聞
の
時
事
漫
画
を
描
く
マ
ン
ガ
家
と
雑
誌
に
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
を
描
く
マ

ン
ガ
家
と
大
き
く
二
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
マ
ン
ガ
の
父
と
呼
ば
れ
る
岡

本
一
平
は
、
時
事
漫
画
、
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
（
当
時
の
呼
び
名
は
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
で
な
く
、
漫
画

漫
文
、
漫
画
小
説
）
を
と
も
に
描
い
て
い
る
。
岡
本
の
弟
子
で
あ
り
、
戦
前
か
ら
戦
後
に
か
け
て

活
躍
し
た
近
藤
日
出
造
や
テ
レ
ビ
タ
レ
ン
ト
と
し
て
も
活
躍
し
て
い
た
加
藤
芳
郎
な
ど
も
両

方
描
い
て
い
る
時
期
が
あ
る
。
し
か
し
、
彼
ら
を
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
家
と
呼
ぶ
も
の
は
少

な
い
。
多
く
は
風
刺
家
、
時
事
漫
画
家
、
カ
ー
ト
ゥ
ニ
ス
ト
と
呼
ぶ
。

現
在
の
日
本
で
は
、
雑
誌
に
マ
ン
ガ
を
連
載
し
て
い
る
マ
ン
ガ
家
が
時
事
漫
画
家
を
凌
駕

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
時
事
漫
画
家
の
存
在
す
ら
知
ら
な
い
若
い
人
も
多
い
が
、
媒
体
が

新
聞
か
ら
ネ
ッ
ト
に
変
わ
り
、
風
刺
画
を
自
由
に
描
く
素
人
の
人
も
多
く
、
決
し
て
無
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
分
野
で
は
な
い
。
こ
の
風
刺
画
を
描
く
人
は
、
時
事
問
題
や
政
治
問
題
に
対
し
、

常
に
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
多
く
は
社
会
問
題
を
取
り
上
げ

る
こ
と
か
ら
、
漫
画
・
マ
ン
ガ
家
で
も
あ
る
が
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
役
割
も
担
っ

て
い
る
の
が
実
状
で
あ
る
。

金
龍
煥
は
挿
絵
家
か
ら
始
ま
り
、
時
事
漫
画
家
、
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
家
、
さ
ら
に
絵
本

作
家
、
油
絵
の
画
家
と
絵
に
関
す
る
も
の
な
ら
す
べ
て
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
の
ジ
ャ
ン
ル

に
渡
る
画
家
と
し
て
、
生
涯
を
閉
じ
て
い
る
。

一
九
二
〇
年
代
の
日
本
に
お
け
る
美
術
と
マ
ン
ガ

金
龍
煥
は
一
九
二
九
年
八
月
に
日
本
へ
到
着
し
て
い
る
。
彼
は
朝
鮮
の
い
ま
で
い
う
と
こ

ろ
の
高
等
課
程
を
経
、
日
本
へ
留
学
し
た
。
彼
は
、
釜
山
近
く
、
現
在
の
金
海
市
の
大
き
な

果
樹
園
で
生
ま
れ
た
。
当
時
、
日
本
に
留
学
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
裕
福

な
家
に
生
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
外
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
で
、
高
等
教
育
を
受
け
る
機
会
に

恵
ま
れ
た
。
本
人
の
自
伝
に
よ
る
と
、
勉
強
は
苦
手
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
も
っ
ぱ
ら
絵
が
得

意
と
い
う
利
点
で
、
高
等
科
ま
で
す
す
め
た
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

彼
は
、
一
九
一
二
年
に
生
ま
れ
た
。
韓
国
併
合
が
一
九
一
〇
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
幼
い

と
き
か
ら
日
本
語
教
育
を
受
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
明
確
に
書
か

れ
て
い
る
文
章
を
み
た
こ
と
は
な
い
が
、
彼
が
日
本
語
で
困
っ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
読

ん
だ
こ
と
が
な
い
。
ま
た
幼
い
時
か
ら
日
本
の
少
年
誌
を
愛
読
し
た
よ
う
で
、
樺
島
勝
一
の

ペ
ン
画
を
何
度
も
真
似
て
描
い
て
い
た
。
そ
れ
が
日
本
留
学
へ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
樺
島
は
、
ペ
ン
画
を
描
く
挿
絵
家
の
な
か
で
は
、
当
時
最
も
人
気
が
あ
っ
た
。
ま

た
「
東
風
人
」
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
、
日
本
で
は
じ
め
て
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
い
わ
れ
て

い
る
「
正
チ
ャ
ン
」
を
描
い
た
漫
画
家
で
も
あ
る
。
大
正
時
代
に
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』『
朝
日

新
聞
』
に
連
載
さ
れ
た
「
正
チ
ャ
ン
の
冒
険
」
は
コ
マ
を
割
っ
た
マ
ン
ガ
で
も
あ
り
、
吹
き

だ
し
も
す
で
に
描
か
れ
て
い
た
。

金
龍
煥
は
い
ま
で
こ
そ
、
マ
ン
ガ
家
と
い
う
肩
書
だ
が
、
日
本
に
マ
ン
ガ
家
と
な
る
た
め
、

勉
強
に
き
た
の
で
は
な
い
。
彼
の
日
本
留
学
の
目
的
は
、
西
洋
絵
画
つ
ま
り
油
絵
を
勉
強
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。

近
代
に
お
け
る
「
日
本
の
マ
ン
ガ
」
を
語
る
と
き
、
学
校
で
勉
強
を
し
て
い
た
人
た
ち
が
、

マ
ン
ガ
家
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
漫
画
の
父
と
呼
ば
れ
る
岡
本
一
平
は
東
京
美
術

学
校
、
現
在
の
東
京
芸
術
大
学
出
身
で
あ
る
。
現
在
で
す
ら
、
芸
大
や
美
大
出
身
者
の
マ
ン

ガ
家
が
多
い
よ
う
に
、
日
本
が
鎖
国
を
解
き
、
国
を
開
い
た
時
か
ら
、
マ
ン
ガ
は
独
学
で
、
と

い
う
よ
り
も
美
術
同
様
に
教
師
か
ら
学
ぶ
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

ア
ジ
ア
の
な
か
で
い
ち
早
く
近
代
化
し
た
日
本
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
芸
術
家
が
来

訪
し
て
い
た
。
日
本
の
漫
画
・
マ
ン
ガ
も
ル
ー
ツ
を
探
る
と
フ
ラ
ン
ス
人
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・

ビ
ゴ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
人
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ワ
ー
グ
マ
ン
が
で
て
く
る
。

ビ
ゴ
ー
は
一
八
八
七
年
、
日
本
で
最
初
の
風
刺
雑
誌
『
ト
バ
エ
』
を
刊
行
し
た
人
物
で
あ

る
。
彼
の
風
刺
画
で
最
も
有
名
な
も
の
は
、『
ト
バ
エ
』
の
第
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
、
朝
鮮
と

い
う
魚
を
日
本
と
中
国
の
釣
り
人
が
釣
り
あ
げ
よ
う
と
し
て
い
る
、
橋
の
上
で
は
ロ
シ
ア
が

漁
夫
の
利
を
得
よ
う
と
虎
視
眈
々
と
狙
う
風
刺
画
で
あ
る
。

ワ
ー
グ
マ
ン
は
マ
ン
ガ
と
い
う
よ
り
も
、
日
本
に
西
洋
美
術
を
も
た
ら
し
た
人
と
い
っ
て

過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
門
を
叩
い
た
画
家
で
あ
る
高
橋
由
一
や
五
姓
田
義
松
は
日
本

の
近
代
西
洋
絵
画
を
切
り
開
い
た
人
物
で
あ
る
。
当
時
、
ア
ジ
ア
の
国
々
で
油
画
を
学
び
た

い
人
々
に
と
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
遠
く
と
も
、
日
本
へ
の
留
学
は
可
能
で
あ
っ
た
。

日
本
マ
ン
ガ
の
歴
史
だ
け
で
な
く
、
日
本
美
術
の
歴
史
を
繙
い
て
も
、
ビ
ゴ
ー
、
ワ
ー
グ

マ
ン
の
存
在
な
く
し
て
は
語
れ
な
い
。
彼
ら
が
風
刺
画
を
日
本
に
も
た
ら
し
た
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
で
あ
る
が
、
西
洋
の
絵
画
技
術
を
持
ち
こ
ん
で
き
た
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
画
家
を
目
指
す
人
々
の
多
く
は
西
洋
絵
画
を
学
び
た
い
の
で
あ
り
、
風
刺
画
や
漫
画
を

学
び
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
。

現
在
で
も
画
家
を
志
す
人
々
の
基
本
的
な
勉
強
は
、
デ
ッ
サ
ン
で
あ
る
。
日
本
で
は
光
線
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画
と
も
呼
ば
れ
、
最
後
の
浮
世
絵
師
と
呼
ば
れ
る
小
林
清
親
が
監
修
し
た
手
習
い
本
も
発
見

さ
れ
た
。
小
林
清
親
は
浮
世
絵
師
と
し
て
も
有
名
だ
が
、
風
刺
画
家
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。

特
に
彼
が
『
団
団
珍
聞
』
で
描
い
た
「
眼
を
廻
す
機
械
」
は
、
下
級
官
吏
が
山
積
み
さ
れ
た

仕
事
に
対
し
、
眼
を
廻
し
て
い
る
人
物
と
し
て
、
面
白
可
笑
し
く
描
か
れ
て
い
る
こ
の
風
刺

画
は
教
科
書
に
も
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
作
者
は
知
ら
な
い
ま
で
も
見
た
こ
と
あ
る
人

は
多
い
。
彼
も
ま
た
ワ
ー
グ
マ
ン
の
風
刺
画
に
影
響
を
受
け
た
人
物
で
あ
る
。
日
本
に
お
け

る
初
期
の
漫
画
は
西
洋
画
同
様
に
デ
ッ
サ
ン
を
重
視
し
て
い
た
。

金
龍
煥
は
、
最
初
は
東
京
美
術
学
校
で
勉
強
す
る
た
め
に
来
日
し
て
い
る
。
彼
は
は
じ
め
、

日
本
画
の
川
端
玉
章
が
主
宰
し
た
川
端
画
学
校
で
の
勉
強
か
ら
始
め
た
。

川
端
画
学
校
に
つ
い
て
は
、
一
九
一
三
年
に
出
版
さ
れ
た
『
独
学
成
功
法
』
に
、
入
学
資

格
と
し
て
高
等
小
学
校
卒
業
以
上
の
学
力
の
あ
る
も
の
は
無
試
験
で
入
学
を
許
す
と
書
か
れ

て
い
る
（6）
。
彼
が
入
学
し
た
時
期
は
一
九
二
九
年
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
時
期
の

入
学
条
件
を
調
査
し
て
み
た
が
現
段
階
で
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
九
三
四
年

に
出
版
さ
れ
た
『
小
学
卒
業
立
身
案
内
』
か
ら
入
学
条
件
を
見
て
み
た
い
。
彼
が
勉
強
し
た

洋
画
科
は
、
一
年
以
上
の
実
技
を
習
得
し
た
者
、
あ
る
い
は
中
学
三
年
以
上
の
学
力
あ
る
も

の
と
あ
る
（7）
。

戦
前
に
お
い
て
、
川
端
画
学
校
出
身
の
洋
画
家
、
日
本
画
家
は
多
い
。
若
き
日
に
画
家
を

目
指
し
た
黒
澤
明
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
家
と
な
っ
た
山
本
早
苗
も
川
端
画
学
校
で
学
ん
で

い
た
。
川
端
画
学
校
は
、
金
龍
煥
の
よ
う
に
外
地
出
身
者
や
中
国
か
ら
の
留
学
生
も
多
く
い

た
。
中
国
で
の
漫
画
の
父
と
呼
ば
れ
る
豊
子
愷
も
学
ん
で
い
る
。
金
龍
煥
よ
り
も
一
世
代
後

の
漫
画
家
で
、
河
童
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
お
馴
染
み
の
小
島
功
や
、
前
述
し
た
加
藤
芳
郎
も

川
端
画
学
校
出
身
で
あ
る
。

当
時
の
川
端
画
学
校
は
、
東
京
美
術
学
校
へ
の
予
備
校
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。

金
龍
煥
は
東
京
美
術
学
校
で
は
な
く
、
現
在
の
武
蔵
野
美
術
大
学
、
多
摩
美
術
大
学
の
前
身

で
あ
る
帝
国
美
術
大
学
に
進
ん
だ
。

デ
ッ
サ
ン
重
視

日
本
に
お
け
る
西
洋
美
術
史
を
語
る
時
、
西
洋
の
美
術
史
の
歴
史
が
ク
ロ
ノ
ジ
カ
ル
に
日

本
の
美
術
界
に
入
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
一
八
五
四
年
、
日
米
和
親

条
約
に
よ
り
、
鎖
国
が
解
か
れ
、
徐
々
に
西
洋
の
文
化
が
日
本
へ
流
出
し
て
き
た
。
ビ
ゴ
ー

や
ワ
ー
グ
マ
ン
が
日
本
に
き
た
十
九
世
紀
後
半
、
西
洋
美
術
界
を
席
巻
し
て
い
た
の
は
印
象

派
で
あ
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
か
ら
一
代
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
馳
せ
て
き
た
写
実
主
義
絵
画
は

陰
り
を
見
せ
た
時
期
で
あ
る
。
つ
ま
り
日
本
に
近
代
の
西
洋
絵
画
が
入
っ
た
と
き
に
は
、
写

実
主
義
絵
画
と
同
時
に
印
象
派
や
、
表
現
主
義
と
い
う
写
実
性
を
異
に
し
た
絵
画
も
入
っ
て

き
た
。

写
真
の
発
明
、
そ
れ
に
と
も
な
う
発
達
に
よ
り
、
見
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
描
く
と
い
う
写

実
主
義
の
絵
画
は
す
た
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
、
絵
画
に
お
い
て
は
デ
ッ

サ
ン
が
重
視
さ
れ
る
の
は
今
も
昔
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
洋
画
を
学
ん
だ
も
の
は
西
洋
か
ら

き
た
デ
ッ
サ
ン
を
学
ん
だ
。
そ
れ
は
、
ま
だ
貧
し
い
若
き
画
学
生
に
と
り
糧
と
な
っ
た
。

『
萬
朝
報
』（8）
で
は
、
一
八
九
八
年
八
月
、「
写
真
」
の
不
鮮
明
な
と
こ
ろ
を
補
う
目
的
で

「
肖
像
画
」
を
描
く
部
署
と
し
て
画
報
部
が
設
置
さ
れ
た
（9）
。
新
聞
や
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
が
絵
を

使
用
し
、
い
か
に
記
事
を
読
者
へ
伝
え
て
い
く
か
が
わ
か
る
事
例
で
あ
る
。
写
真
は
当
時
、
非

常
に
高
価
で
あ
る
と
同
時
に
タ
イ
ム
ラ
グ
が
大
き
い
メ
デ
ィ
ア
で
も
あ
っ
た
。
撮
影
す
る
時

間
、
感
光
す
る
時
間
な
ど
、
即
時
性
を
求
め
る
媒
体
に
は
不
向
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
画

報
部
で
絵
を
描
い
て
も
ら
う
こ
と
で
記
事
へ
の
補
完
を
し
て
い
た
。

写
真
の
代
わ
り
と
な
る
写
実
的
な
絵
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
歪
め
た
、
漫
画
の
よ
う
な
誇
張

表
現
は
絵
を
習
っ
た
も
の
に
は
、
格
好
の
ア
ル
バ
イ
ト
と
な
っ
た
。
い
ま
で
こ
そ
、
大
家
と

な
っ
た
画
家
の
な
か
に
は
若
き
頃
、
漫
画
を
描
い
て
い
た
も
の
も
多
い
。

例
え
ば
現
在
で
は
画
家
と
し
て
有
名
な
小
林
清
親
、
平
福
百
穂
、
小
川
芋
銭
、
小
杉
放
庵
、

川
端
龍
子
は
『
平
民
新
聞
』『
団
々
珍
聞
』『
東
京
パ
ッ
ク
』
な
ど
で
漫
画
や
挿
絵
を
描
い
て

い
た
。
新
聞
や
雑
誌
に
挿
絵
を
描
い
て
い
た
者
た
ち
に
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
用
し
て
い
た
も

の
も
多
い
こ
と
か
ら
、
後
に
画
壇
の
寵
児
と
な
る
よ
う
な
画
家
も
若
い
時
に
は
描
い
て
い
た
。

彼
ら
の
一
世
代
後
に
な
る
が
、
一
九
三
八
年
四
月
、
漫
画
雑
誌
『
バ
ク
シ
ョ
ー
』
は
、
漫

画
家
の
犀
川
凡
太
郎
が
中
心
と
な
り
、
陣
中
銃
後
の
慰
安
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
た
（10）
。
そ

の
創
刊
号
の
表
紙
を
飾
っ
た
の
は
藤
田
嗣
治
（11）
で
あ
る
。
藤
田
は
『
団
団
珍
聞
』
の
漫
画
を

支
え
た
小
林
清
親
、
本
田
錦
吉
郎
の
も
と
で
東
京
美
術
学
校
へ
い
く
準
備
を
し
た
。
画
家
に

な
っ
て
か
ら
も
、
雑
誌
『
婦
人
之
友
』
表
紙
絵
や
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
の
挿
絵
を
描
い
て
い

る
。
同
じ
く
西
洋
画
科
の
同
級
生
に
は
後
に
漫
画
家
と
し
て
名
を
馳
せ
た
岡
本
一
平
、
池
部

鈞
、
小
野
佐
世
男
、
望
月
桂
、
読
売
新
聞
で
漫
画
記
者
を
し
た
近
藤
浩
一
路
も
い
た
。
日
本

の
漫
画
・
マ
ン
ガ
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、
日
本
美
術
史
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。

金
龍
煥
は
、
日
本
の
ル
ソ
ー
と
も
呼
ば
れ
た
横
井
弘
三
に
油
絵
を
習
っ
て
い
る
。
横
井
は
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『
油
絵
の
描
き
方
』
な
ど
の
教
則
本
や
『
楽
し
き
ス
ケ
ッ
チ
画
法
』（12）
な
ど
の
、
ペ
ン
画
や
墨

絵
の
挿
絵
が
多
く
使
用
し
た
書
籍
を
出
版
し
て
い
る
。
油
絵
は
時
間
と
お
金
が
か
か
る
が
、
漫

画
は
紙
と
墨
さ
え
あ
れ
ば
簡
単
な
線
で
、
短
時
間
で
描
け
る
。
金
龍
煥
は
横
井
の
教
則
本
を

来
日
前
に
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
横
井
は
画
壇
か
ら
離
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

当
時
と
し
て
は
か
な
り
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
絵
を
描
く
、
異
端
の
画
家
で
あ
っ
た
。
戦
前
に

ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
を
開
催
し
、
画
壇
の
よ
う
に
、
誰
か
に
選
ば
れ
た
作
品
と
い
う
権
威
の

あ
る
も
の
か
ら
距
離
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
こ
そ
が
、
外
地
か
ら
き
た
金
龍
煥
に
と
り
、
大

き
な
魅
力
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
金
龍
煥
は
戦
前
の
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
水
彩
画
で

参
加
し
て
い
る
。

彼
は
本
郷
の
看
板
屋
で
働
き
な
が
ら
、
夜
は
川
端
画
学
校
で
デ
ッ
サ
ン
の
勉
強
を
つ
づ
け

た
。
東
京
に
来
て
三
年
目
に
私
立
帝
国
美
術
学
校
へ
入
学
し
た
。
帝
国
美
術
大
学
は
一
九
二

九
年
十
月
に
開
校
し
た
ば
か
り
の
新
し
い
学
校
で
あ
っ
た
。
彼
は
ル
ー
ム
メ
イ
ト
の
梁
達
錫
（13）

と
と
も
に
入
学
し
た
。
創
設
し
た
ば
か
り
の
帝
国
美
術
大
学
に
は
朝
鮮
か
ら
の
留
学
生
も
少

な
く
な
か
っ
た
。

学
生
時
代
の
絵
の
仕
事

彼
は
ル
ー
ム
メ
イ
ト
の
梁
と
と
も
に
、
学
費
の
た
め
に
ア
ル
バ
イ
ト
を
す
る
こ
と
と
な
る
。

挿
絵
家
の
江
島
武
夫
の
弟
子
を
し
て
い
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

江
島
に
は
娘
が
お
り
、
獅
子
文
六
の
人
気
小
説
「
悦
ち
ゃ
ん
」
が
映
画
化
さ
れ
、
そ
の
主

役
に
抜
擢
さ
れ
大
ス
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
映
画
会
社
の
要
請
で
、
娘
の
プ
ロ
モ
ー

シ
ョ
ン
の
た
め
に
日
本
各
地
、
は
た
ま
た
朝
鮮
、
満
州
な
ど
を
ま
わ
り
、
試
写
会
に
い
く
こ

と
が
江
島
の
仕
事
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
挿
絵
の
仕
事
を
弟
子
の
金
龍
煥
に
任
せ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
彼
を
若
く
し
て
挿
絵
家
と
し
て
活
躍
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
。
江
島
の
も
と
で
、
挿
絵
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
（14）
。
そ
こ
で
初
め
て
、「
北
宏
二
」
の

名
前
が
掲
載
さ
れ
る
。

挿
絵
だ
け
で
な
く
、
学
費
を
稼
ぐ
た
め
に
紙
芝
居
の
絵
を
描
く
仕
事
も
し
て
い
た
。
紙
芝

居
の
仕
事
は
大
変
だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
す
ぐ
に
現
金
に
な
る
こ
と
が
魅
力
だ
っ
た
よ
う
だ
。

し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
金
龍
煥
が
描
い
た
紙
芝
居
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
戦
前
か
ら

紙
芝
居
作
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
山
川
惣
治
や
永
松
健
夫
と
の
こ
と
な
ど
、
彼
の
文
章
に

出
て
く
る
。
彼
ら
も
戦
前
は
、
金
龍
煥
と
同
時
期
、
少
年
雑
誌
で
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
ま

た
金
龍
煥
の
弟
も
、
兄
を
追
っ
て
日
本
に
美
術
の
勉
強
へ
来
て
い
る
。
弟
は
金
義
煥
と
い
い
、

日
本
で
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
は
芝
義
雄
で
あ
る
。
芝
義
雄
名
義
の
紙
芝
居
は
残
っ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
兄
の
紹
介
で
、
紙
芝
居
の
仕
事
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
金
龍
煥
は
紙

芝
居
の
仕
事
を
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
水
木
し
げ
る
の
紙
芝
居

同
様
、
現
在
で
は
幻
の
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
金
龍
煥
は
似
顔
絵
描
き
の
仕
事
を
し
て
い
る
。
当
時
の
日
本
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
留
学

か
ら
帰
っ
て
く
る
者
も
お
り
、
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
似
顔
絵
描
き
の
情
報
を
得
て
い
た
。
似
顔

絵
描
き
は
、
元
手
の
資
金
は
不
要
で
比
較
的
稼
げ
る
仕
事
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
毎
週
土
曜
日

に
新
宿
の
路
上
に
立
っ
た
。
そ
の
路
上
で
知
り
合
い
に
な
っ
た
の
が
、
後
に
朝
鮮
児
童
文
学

の
第
一
人
者
と
な
る
方
定
煥
で
あ
る
。
も
う
一
人
が
菊
池
寛
に
見
い
だ
さ
れ
、
文
芸
春
秋
の

社
員
か
ら
『
モ
ダ
ン
日
本
』（15）
の
社
長
と
な
っ
た
馬
海
松
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
朝
鮮
の
児
童
文

学
を
牽
引
し
た
人
物
で
あ
る
。
方
定
煥
は
早
く
に
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
馬
海
松
は
、
朝

鮮
に
戻
っ
て
か
ら
も
金
龍
煥
と
付
き
合
う
こ
と
と
な
る
人
物
で
あ
る
。
現
在
、
韓
国
に
お
い

て
文
化
財
登
録
を
さ
れ
て
い
る
金
龍
煥
の
マ
ン
ガ
『
う
さ
ぎ
と
さ
る
』（16）
の
原
作
者
で
も
あ
る
。

金
龍
煥
の
文
章
に
よ
る
と
馬
海
松
に
つ
い
て
、「
私
に
は
『
モ
ダ
ン
日
本
』
の
挿
画
は
一
度
も

か
か
し
て
く
れ
な
か
っ
た
が
、
他
の
雑
誌
に
は
よ
く
紹
介
し
て
く
れ
た
」（17）
と
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
調
査
を
し
て
み
る
と
『
モ
ダ
ン
日
本
』
に
も
北
宏
二
の
作
品
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

『
モ
ダ
ン
日
本
』
を
い
く
ら
か
収
蔵
し
て
い
る
昭
和
館
（18）
で
調
査
し
て
み
る
と
、
一
九
三
五

年
十
月
号
、
十
一
月
号
、
十
二
月
号
、
一
九
三
六
年
二
月
号
、
七
月
号
に
挿
絵
が
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
金
龍
煥
の
記
憶
違
い
か
、
馬
海
松
か
ら
頼
ま
れ
た
仕
事
で
な
か
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。『
モ
ダ
ン
日
本
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
挿
絵
は
懸
賞
小
説
が
多
い
こ
と
か
ら
、

こ
の
誌
面
を
あ
る
時
期
任
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。

一
九
三
三
年
、
江
島
武
夫
が
手
が
け
た
『
カ
ナ
イ
ソ
ッ
プ
』
か
ら
金
龍
煥
こ
と
北
宏
二
は

デ
ビ
ュ
ー
し
た
と
思
わ
れ
る
（19）
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
挿
絵
は
、
江
島
武
夫
の
作
風
に
と
て
も

似
て
い
る
。
子
供
雑
誌
で
有
名
で
あ
っ
た
『
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
』
や
『
赤
い
鳥
』
に
み
ら
れ
る

よ
う
な
、
可
愛
ら
し
い
画
風
で
、
女
の
子
に
好
ま
れ
る
よ
う
な
タ
ッ
チ
で
あ
っ
た
。

一
九
三
四
年
は
北
宏
二
の
挿
絵
家
と
し
て
の
大
き
な
転
換
点
と
な
る
年
と
な
っ
た
。
江
島

の
助
手
と
し
て
挿
絵
の
技
術
を
早
く
修
得
し
た
彼
は
、
ペ
ン
画
で
多
く
の
作
品
を
掲
載
し
て

い
た
『
日
本
少
年
』
に
絵
を
持
っ
て
い
っ
た
。
い
ま
で
い
う
と
こ
ろ
の
持
ち
込
み
で
あ
る
。
編

集
長
の
二
宮
伊
平
は
即
座
に
仕
事
を
く
れ
た
。

人
気
の
少
年
雑
誌
『
日
本
少
年
』
の
編
集
長
、
二
宮
伊
平
に
認
め
ら
れ
た
。
こ
こ
か
ら
彼

の
キ
ャ
リ
ア
が
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。『
カ
ナ
イ
ソ
ッ
プ
』
と
は
全
く
異
な
っ
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た
画
風
と
な
り
、
江
島
武
夫
が
師
匠
だ
と
は
思
え
な
い
タ
ッ
チ
と
な
る
。

彼
が
『
日
本
少
年
』
に
初
め
て
名
前
が
掲
載
さ
れ
る
の
が
一
九
三
四
年
十
一
月
号
の
「
水

車
小
屋
」
で
あ
る
。
比
較
的
巻
頭
の
近
く
の
頁
で
あ
り
、
一
頁
ま
る
ま
る
使
用
し
て
い
る
ペ

ン
画
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
美
術
学
校
で
デ
ッ
サ
ン
を
勉
強
し
た
北
宏
二
に
と
り
、
画
力
を
だ

せ
る
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
雑
誌
と
い
う
廉
価
な
紙
で
の
印
刷
物
で
の
、
勝
負
で

あ
る
。
当
時
、『
日
本
少
年
』
に
は
金
龍
煥
と
同
じ
く
ペ
ン
画
の
得
意
な
挿
絵
家
は
幾
人
か
採

用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
勝
ち
残
っ
て
い
く
と
い
う
レ
ー
ス
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
『
日
本
少
年
』
に
登
場
し
た
の
は
、
翌
年
の
一
九
三
五
年
一
月
号
の
新
春
特
別
増
大

号
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
十
一
月
号
同
様
に
ペ
ン
画
が
あ
る
。
い
ま
で
も
上
野
に
あ
る
西
郷

隆
盛
の
銅
像
を
見
て
い
る
少
年
の
姿
を
描
い
た
一
枚
絵
。
二
つ
目
が
、
有
本
芳
水
の
詩
「
喇

叭
」
に
、
見
開
き
一
頁
の
挿
絵
を
付
し
た
も
の
。
三
つ
目
が
、
特
別
読
切
り
の
長
編
小
説
と

し
て
の
戦
争
美
談
「
廟
巷
の
十
字
火
」
の
挿
絵
。
そ
し
て
四
つ
目
、
主
筆
の
二
宮
伊
平
が
書

い
た
、
美
談
物
語
「
白
川
大
将
と
大
工
」
の
挿
絵
も
北
宏
二
が
担
当
し
て
い
る
。

雑
誌
は
た
く
さ
ん
の
作
家
、
挿
絵
家
を
使
う
こ
と
に
よ
り
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
高
め
、
多

く
の
読
者
を
獲
得
し
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
冊
の
雑
誌
で
四
つ

も
の
挿
絵
を
掲
載
さ
せ
る
と
は
、
い
か
に
期
待
の
新
人
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
挿
絵
家
で
あ
っ

た
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
二
月
号
で
は
、
奈
良
の
興
福
寺
の
五
重
の
塔
を
バ
ッ
ク
に
猿
沢
池

で
、
鹿
に
餌
を
あ
げ
て
い
る
少
年
の
ペ
ン
画
が
描
か
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
有
本
芳
水
の
詩

の
挿
絵
も
描
い
て
い
る
。

北
宏
二
の
名
前
は
、『
日
本
少
年
』
で
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

『
日
本
少
年
』
は
国
会
図
書
館
、
昭
和
館
、
大
阪
府
立
中
央
図
書
館
の
児
童
国
際
文
学
館
に

収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
全
巻
で
は
な
い
が
一
九
三
四
年
十
一
月
号
か
ら
一
九
三
八
年
三

月
号
ま
で
は
、
ほ
ぼ
北
宏
二
の
挿
絵
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
期
間
は
、
専
属
の
挿
絵
家

と
い
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

前
述
し
た
が
、
金
龍
煥
の
弟
、
金
義
煥
が
兄
を
追
い
か
け
、日
本
へ
来
て
い
る
。
彼
も
『
日
本

少
年
』
で
活
躍
し
た
。
弟
の
金
義
煥
は
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
芝
義
雄
と
し
て
い
る
。
彼
は
本
郷
に

あ
っ
た
太
平
洋
美
術
学
校
に
通
い
、
兄
の
助
手
を
し
て
い
た
。
雑
誌
『
家
の
光
』
で
は
、
北
宏

二
、
芝
義
雄
の
連
名
で
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
お
そ
ら
く
『
日
本
少
年
』
で
の
仕
事
は
兄
か
ら

の
紹
介
で
、
挿
絵
を
描
く
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
彼
は
兄
に
負
け
ず
劣
ら
な
い
ペ
ン
画

の
描
き
手
で
あ
っ
た
。
韓
国
で
金
龍
煥
の
弟
子
で
あ
っ
た
蘇
在
必
氏
に
、
金
義
煥
の
こ
と
を

尋
ね
た
際
、
ペ
ン
画
に
関
し
て
は
金
龍
煥
よ
り
上
手
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
話
し
て
い
た
。

実
際
『
日
本
少
年
』
は
、
一
九
三
七
年
三
月
号
に
て
、
一
頁
を
使
用
し
、
次
の
よ
う
な
広

告
を
打
っ
て
い
る
。「
日
本
一
の
ペ
ン
画
家
現
る
‼
彗
星
の
如
く
現
れ
た
天
才
挿
絵
家
芝
義
雄

画
伯
」
と
大
き
く
書
か
れ
、『
日
本
少
年
』
と
独
占
契
約
（20）
を
し
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の
雑
誌

で
は
絶
対
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
少
年
少
女
誌
は
、「
誰

が
挿
絵
を
描
い
て
い
る
か
」
に
よ
り
、
販
売
数
が
左
右
さ
れ
て
い
た
。
挿
絵
を
カ
ラ
ー
で
色

づ
け
る
時
代
で
は
な
い
か
ら
こ
そ
、
ペ
ン
画
の
達
者
な
芝
義
雄
と
契
約
し
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
。
確
か
に
『
日
本
少
年
』
を
調
査
し
て
い
く
と
、
弟
の
芝
義
雄
は
多
く
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
特
に
探
偵
小
説
モ
ノ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
得
意
で
あ
っ
た
の
か
、『
日
本
少
年
』
の

付
録
雑
誌
は
彼
が
描
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
北
宏
二
の
名
前
が
『
日
本
少
年
』
か
ら
少
な

く
な
る
と
同
時
に
、
芝
義
雄
の
挿
絵
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
。

同
時
期
の
他
の
雑
誌
で
、
北
宏
二
の
活
躍
を
み
て
み
た
い
。
一
九
三
五
年
七
月
号
の
婦
人

雑
誌
『
婦
人
と
修
養
』
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
家
庭
漫
画
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
掲
載
さ
れ
て

い
る
。
文
章
と
絵
が
一
緒
に
つ
い
て
お
り
、
岡
本
一
平
が
得
意
と
し
た
漫
画
漫
文
で
あ
る
。
日

常
風
景
の
な
か
に
ユ
ー
モ
ア
、
可
笑
し
み
を
探
す
よ
う
な
一
枚
絵
の
羅
列
で
、
見
開
き
頁
で

六
編
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
描
か
れ
て
い
る
の
は
日
本
の
日
常
で
あ
る
。

日
本
を
母
国
と
し
な
い
外
地
の
人
が
こ
の
文
章
と
漫
画
を
描
い
て
い
た
と
は
、
当
時
の
読

者
に
は
想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
時
点
で
北
宏
二
は
日
本
語
と
日
本
の

習
慣
や
生
活
を
熟
知
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
日
本
人
以
上
に
、
日
本
に
つ
い

て
勉
強
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
戦
前
の
雑
誌
で
こ
こ
ま
で
掲
載
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。

当
時
の
少
年
誌
は
『
日
本
少
年
』『
少
年
倶
楽
部
』『
新
少
年
』（21）
で
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
た
。

こ
の
三
大
雑
誌
す
べ
て
で
北
宏
二
は
挿
絵
を
描
い
て
い
た
。
当
時
の
少
年
誌
は
、
戦
記
物
が

好
ま
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ペ
ン
画
の
得
意
な
彼
に
と
っ
て
、
戦
艦
、
飛
行
機
、
戦
闘
機
な
ど

は
大
い
に
活
躍
で
き
る
モ
チ
ー
フ
で
あ
っ
た
。

同
時
に
少
年
誌
の
人
気
の
読
み
物
は
、
洋
物
や
大
陸
を
舞
台
と
し
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
な
ん
と
い
っ
て
も
、
日
本
物
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
。
特
に
少
年
に
人
気
な
の

は
立
身
出
世
物
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
の
時
代
小
説
を
挿
絵
に
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

明
治
以
前
の
武
士
の
時
代
も
知
ら
な
い
と
描
け
な
い
。
現
在
残
っ
て
い
る
書
籍
で
は
『
吉
田

松
陰
』（22）
『
太
田
恭
三
郎
』（23）
が
あ
る
。
彼
は
侍
物
も
描
け
ば
、
日
本
の
文
化
に
根
付
い
た
相
撲

絵
な
ど
も
得
意
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
絵
が
上
手
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
い
に
挿
絵
家
と
し

て
成
功
し
た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
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し
か
し
、
そ
れ
以
上
に
日
本
の
こ
と
を
内
地
に
住
む
日
本
人
以
上
に
知
ら
な
け
れ
ば
、
戦

前
に
お
い
て
、
こ
こ
ま
で
の
成
功
を
お
さ
め
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

戦
中
の
雑
誌
の
雄 

― 

大
日
本
雄
弁
会
講
談
社 

―

『
日
本
少
年
』
に
弟
の
芝
義
雄
の
名
前
が
多
く
な
る
と
と
も
に
、
北
宏
二
の
主
戦
場
は
、
別

の
少
年
誌
に
動
い
て
い
っ
た
。
戦
前
、
戦
中
の
少
年
少
女
雑
誌
、
と
く
に
彼
が
活
躍
し
て
い

た
一
九
三
〇
年
代
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
少
年
少
女
誌
は
、
大
日
本
雄
弁
会
講
談
社
（
以
下
、

講
談
社
）」（24）
の
『
少
年
倶
楽
部
』『
少
女
倶
楽
部
』
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
。『
日
本
少
年
』
は
一

九
三
八
年
一
〇
月
号
に
て
休
刊
と
な
っ
て
い
た
。

『
少
年
倶
楽
部
』
で
北
宏
二
の
名
前
を
発
見
し
た
の
は
、
一
九
三
八
年
六
月
号
が
最
初
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
「
戦
線
ペ
ン
画
集
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
『
日

本
少
年
』
で
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
ペ
ン
画
の
腕
を
魅
せ
る
作
品
で
あ
る
。
八
頁
に
も
渡
る

そ
の
ペ
ン
画
は
、「
山
路
を
行
く
、
石
黒
遠
山
舞
台
」「
忠
馬
よ
、
安
ら
か
に
眠
れ
」「
花
園
湖

上
の
大
決
戦
」「
皇
軍
の
な
さ
け
に
む
せ
び
な
く
老
百
姓
」「
駱
駝
隊
の
威
力
」
と
の
題
名
が

つ
け
ら
れ
、
中
国
で
の
兵
士
の
活
躍
を
描
い
て
い
る
。

次
の
八
月
号
で
は
「
育
つ
負
け
じ
魂
」
と
い
う
少
年
小
説
の
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
こ
れ

は
島
津
製
作
所
の
創
業
者
、
島
津
源
蔵
の
子
ど
も
の
頃
か
ら
青
年
期
が
伝
記
の
ご
と
く
、
書

か
れ
た
小
説
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
「
立
志
発
明
物
語
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
十
二

月
号
で
は
小
山
勝
清
の
原
作
「
燈
火
管
制
の
夜
の
怪
事
件
」
と
い
う
「
探
偵
小
説
」
に
挿
絵

を
描
い
て
い
る
。

一
九
三
九
年
版
の
『
雑
誌
年
鑑
』（25）
に
は
、
挿
絵
家
と
し
て
北
宏
二
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。

北
宏
二
と
同
じ
く
少
年
誌
で
活
躍
し
、
誌
面
を
わ
け
あ
っ
て
い
た
挿
絵
家
の
名
前
も
あ
る
。

伊
藤
幾
久
蔵
、
飯
塚
羚
児
、
樺
島
勝
一
、
鈴
木
御
水
、
松
野
一
夫
、
村
上
松
次
郎
、
梁
川
剛

一
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
得
意
と
し
た
も
の
は
、
北
宏
二
同
様
に
、
戦
記
物

の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
ま
た
同
じ
く
挿
絵
家
に
、
岩
田
専
太
郎
、
木
村
荘
八
な
ど
画
家
と
し

て
も
活
躍
し
た
も
の
、
田
中
良
、
林
唯
一
な
ど
、
北
宏
二
同
様
に
後
に
マ
ン
ガ
家
と
し
て
活

躍
し
た
も
の
も
い
る
。
当
時
の
大
人
気
挿
絵
家
、
斎
藤
五
百
枝
、
蕗
谷
虹
児
、
ま
だ
長
谷
川

町
子
の
名
前
は
な
い
が
、
姉
の
長
谷
川
マ
リ
子
も
名
前
を
連
ね
て
い
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
一
九
三
九
年
に
は
す
で
に
北
宏
二
は
挿
絵
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
北
宏
二
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
た
一
九
三
三
年
の
『
カ
ナ
イ
ソ
ッ
プ
』
か
ら
六
，

七
年
で
こ
こ
ま
で
き
て
い
る
。

北
宏
二
の
掲
載
さ
れ
た
作
品
は
調
査
を
す
す
め
る
と
、
特
に
一
九
三
九
年
以
降
に
、
彼
は

挿
絵
家
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
彼
が
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
上
げ
た
一
九
三
三

年
か
ら
一
九
三
八
年
に
か
け
て
の
作
品
よ
り
も
多
い
。
一
九
三
九
年
以
降
に
な
る
と
、
講
談

社
か
ら
発
行
さ
れ
た
雑
誌
だ
け
で
な
く
、
小
学
館
、
博
文
館
か
ら
発
行
さ
れ
た
雑
誌
に
も
多

く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

雑
誌
の
調
査
を
し
て
い
く
と
一
九
四
五
年
を
境
に
前
後
五
年
間
は
物
資
不
足
も
あ
り
、
雑

誌
の
発
行
数
が
少
な
い
。
ま
た
紙
が
粗
悪
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
残
っ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め

一
九
二
〇
年
代
や
一
九
三
〇
年
代
の
ほ
う
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
北
宏
二

の
挿
絵
は
、
紙
が
配
給
制
に
な
り
、
新
聞
、
雑
誌
が
淘
汰
さ
れ
た
時
代
に
こ
そ
、
多
く
残
っ

て
い
る
。
特
に
、
講
談
社
の
『
少
年
倶
楽
部
』
は
国
会
図
書
館
、
昭
和
館
を
合
わ
せ
れ
ば
、
ほ

ぼ
残
っ
て
い
る
。
他
の
雑
誌
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
の
発
行
部
数
を
誇
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。『
少
年
倶
楽
部
』
で
描
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
北
宏
二
は
人
気
が
あ
り
、
の
ち

の
ち
も
活
躍
で
き
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

講
談
社
は
『
少
年
倶
楽
部
』
だ
け
で
な
く
、
少
女
向
け
の
『
少
女
倶
楽
部
』、『
幼
年
倶
楽

部
』
と
人
気
の
倶
楽
部
誌
を
発
刊
し
て
い
た
。『
少
女
倶
楽
部
』『
幼
年
倶
楽
部
』
も
『
少
年

倶
楽
部
』
の
よ
う
に
揃
っ
て
残
っ
て
は
お
ら
ず
、
歯
抜
け
の
状
態
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国

会
図
書
館
や
昭
和
館
だ
け
で
な
く
、
地
方
の
図
書
館
や
、
雑
誌
収
集
家
が
寄
贈
し
た
図
書
館

な
ど
に
足
し
げ
く
通
い
、
一
冊
ず
つ
見
て
行
っ
た
。
そ
の
際
、
手
に
取
る
こ
と
の
で
き
た
『
少

女
倶
楽
部
』
や
『
幼
年
倶
楽
部
』
に
北
宏
二
の
挿
絵
は
、
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
ま
た
、
小
学
館
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
学
年
誌
」
と
呼
ば
れ
る
雑
誌
や
、

博
文
館
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
た
『
譚
海
』
に
も
同
様
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

講
談
社
で
の
作
品
が
多
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
連
載
作
品
の
挿
絵
家
で
あ
っ
た
こ
と
に
由

来
す
る
。
当
時
は
、
少
年
少
女
誌
に
お
い
て
、
長
期
に
渡
る
連
載
作
品
は
あ
ま
り
多
く
は
な

い
。
読
み
切
り
作
品
が
多
く
、
連
載
と
い
っ
て
も
四
，
五
回
程
度
で
あ
る
。

そ
こ
で
北
宏
二
が
携
わ
っ
た
長
い
連
載
作
品
を
と
り
あ
げ
る
。

一
九
四
〇
年
一
月
か
ら
『
少
女
倶
楽
部
』
に
て
、
池
田
宣
政
原
作
の
「
母
の
宝
玉
」
の
連

載
が
始
ま
る
。
こ
の
作
品
は
十
二
月
ま
で
連
載
さ
れ
て
い
る
。
池
田
宣
政
こ
と
、
南
洋
一
郎

と
は
雑
誌
だ
け
で
な
く
、
彼
の
少
年
小
説
の
単
行
本
で
も
北
宏
二
が
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。

一
九
四
一
年
十
月
か
ら
は
、『
少
年
倶
楽
部
』
に
て
須
川
邦
彦
原
作
の
「
無
人
島
に
生
き
る

十
六
人
」
が
一
九
四
二
年
十
月
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
一
九
四
三
年
に
書
籍
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版
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

戦
中
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
少
年
た
ち
の
ス
タ
ー
で
あ
っ
た
ハ
リ
マ
オ
を
描
い
た
作
品
が
、

一
九
四
三
年
八
月
か
ら
一
九
四
四
年
七
月
ま
で
「
マ
ラ
イ
の
虎
」
と
し
て
『
少
年
倶
楽
部
』

に
て
連
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
一
年
に
も
わ
た
る
連
載
を
三
作
品
も
持
っ
て
い
た
。
日

本
の
終
戦
に
向
か
う
ま
で
の
一
九
四
〇
年
か
ら
の
六
年
間
、
ほ
ぼ
北
宏
二
は
講
談
社
か
ら
発

刊
さ
れ
る
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
続
け
る
。

一
九
四
四
年
一
月
か
ら
は
朝
鮮
総
督
府
か
ら
講
談
社
に
委
託
さ
れ
た
『
錬
成
の
友
』
が
創

刊
さ
れ
、
そ
の
雑
誌
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
四
三
年
、
朝
鮮
に
徴
兵
令
が
し
か
れ
、
朝

鮮
の
青
年
に
日
本
語
や
日
本
の
国
情
を
教
え
る
た
め
に
錬
成
所
が
開
設
さ
れ
た
。
そ
れ
に
と

も
な
う
副
読
本
と
し
て
の
雑
誌
で
あ
る
。
日
本
語
教
育
の
面
も
担
っ
て
い
る
た
め
、
日
本
語

で
書
か
れ
て
い
る
が
、
読
者
を
、
朝
鮮
の
青
年
に
想
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
本
人
に
は

わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
内
容
は
朝
鮮
の
風
習
や
昔
話
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
た
め
日
本
人

だ
け
で
は
編
集
で
き
な
い
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
北
宏
二
が
初
め
て
物
語
の
あ
る
マ
ン
ガ
（26）

を
描
い
た
「
ガ
ン
バ
リ
面
長
さ
ん
」
も
朝
鮮
の
人
々
に
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
日
本

人
で
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
内
容
が
多
い
。
実
際
、『
錬
成
の
友
』
の
創
刊
に
あ
た
り
、『
少

年
倶
楽
部
』
の
編
集
長
で
あ
っ
た
加
藤
謙
一
（27）
は
、
詩
人
の
金
素
雲
（28）
と
北
宏
二
に
ア
ド
バ
イ

ス
を
求
め
て
い
る
。

『
錬
成
の
友
』
の
た
め
、
彼
は
日
本
を
離
れ
る
こ
と
と
な
り
、
一
九
四
五
年
七
月
に
ソ
ウ
ル

へ
戻
っ
た
。
創
刊
号
表
紙
は
、
金
龍
煥
が
北
宏
二
名
義
で
飾
っ
て
い
る
。
四
頁
に
渡
る
ス
ト
ー

リ
ー
マ
ン
ガ
の
「
ガ
ン
バ
リ
面
長
さ
ん
」
は
、
金
龍
煥
名
義
で
あ
る
が
、
小
説
の
挿
絵
は
北

宏
二
と
な
っ
て
い
る
。『
錬
成
の
友
』
で
は
、
ペ
ン
ネ
ー
ム
と
本
名
を
使
い
分
け
て
い
る
。

一
九
四
四
年
一
月
は
『
錬
成
の
友
』
と
同
時
に
、
講
談
社
で
の
仕
事
も
ま
だ
ま
だ
続
い
て

い
る
。「
マ
ラ
イ
の
虎
」
の
連
載
時
期
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
多
く
の
雑
誌
は

廃
刊
、
休
刊
を
し
、
残
っ
て
い
る
雑
誌
も
頁
数
を
削
り
、
軍
事
物
が
さ
ら
に
多
く
な
る
。
徐
々

に
頁
が
少
な
く
な
っ
た
『
少
年
倶
楽
部
』
で
は
あ
る
が
、
彼
の
作
品
は
採
用
さ
れ
続
け
る
。
例

え
ば
、
目
次
の
口
絵
で
あ
る
。

『
少
年
倶
楽
部
』
の
目
次
と
い
え
ば
、
見
開
き
一
頁
を
さ
ら
に
開
く
、
四
頁
に
ま
た
が
る
目

次
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
片
側
一
頁
の
目
次
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
目
次
と
一

緒
に
口
絵
を
描
い
て
い
た
。
戦
前
の
『
少
年
倶
楽
部
』
に
お
け
る
北
宏
二
の
作
品
は
、
一
九

四
五
年
二
月
号
の
「
神
武
必
勝
」
と
い
う
題
名
の
神
風
特
攻
隊
の
最
後
の
盃
と
吹
雪
の
中
で

銃
を
持
つ
兵
隊
の
ペ
ン
画
が
最
後
と
な
っ
た
。

そ
の
後
、
彼
は
『
錬
成
の
友
』
の
た
め
に
朝
鮮
へ
帰
国
し
、
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
、
韓

国
で
い
う
光
復
節
の
日
を
自
国
で
迎
え
た
。

時
代
は
流
れ
、
彼
は
一
九
五
九
年
、
国
連
軍
の
要
請
に
よ
り
、
再
度
日
本
へ
戻
っ
て
き
た
。

『
少
年
倶
楽
部
』
は
一
九
四
六
年
に
名
前
を
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
に
変
更
し
、
発
刊
さ
れ
続
け
て

い
た
。

一
九
六
一
年
十
二
月
号
に
て
、「
ペ
ン
画
傑
作
名
場
面
」
と
ジ
ャ
ン
ル
付
け
さ
れ
た
「
一
騎

う
ち
」
が
見
開
き
で
掲
載
さ
れ
た
。
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
お
け
る
馬
に
乗
っ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン

と
カ
ウ
ボ
ー
イ
の
一
騎
打
ち
の
場
面
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、「
え
・
北
宏
二
」
と
掲
載
さ
れ

て
い
た
。
な
ん
と
十
六
年
経
て
、
北
宏
二
は
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
で
復
活
し
た
。
彼
の
得
意
と

し
た
ペ
ン
画
で
戻
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

一
九
六
二
年
一
月
号
で
は
、
怪
奇
探
検
物
語
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
、
マ
ン
ガ
原
作
者
と
し

て
有
名
な
真
樹
日
佐
夫
の
「
あ
く
ま
の
お
ど
る
島
」
で
挿
絵
家
と
し
て
も
カ
ム
バ
ッ
ク
し
て

き
た
。
二
月
号
で
も
同
じ
く
少
年
小
説
の
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。

ま
た
一
九
六
二
年
二
月
十
一
日
号
『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
で
も
北
宏
二
の
名
前
を
見
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
古
巣
で
あ
っ
た
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
だ
け
で
な
く
、
週
刊
少
年
漫

画
雑
誌
の
嚆
矢
と
な
っ
た
『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
で
も
名
前
を
刻
ん
だ
。

一
九
六
二
年
の
講
談
社
か
ら
発
刊
さ
れ
た
雑
誌
に
、
北
宏
二
の
名
前
は
ほ
ぼ
毎
月
刻
ま
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
『
ぼ
く
ら
』
の
九
月
号
、『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
は
、
前
述
以

外
で
は
、
七
月
一
日
、
七
月
八
日
、
七
月
二
十
二
日
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。『
少
年
ク
ラ
ブ
』

は
一
、
二
月
号
の
ほ
か
に
三
月
、
四
月
、
六
月
、
七
月
、
八
月
、
十
、
十
一
月
、
十
二
月
号

と
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
二
年
は
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
が
廃
刊
さ
れ
た
年
で
あ
る
。
一
九
一
四
年
に
創
刊
さ
れ
、

戦
前
、
戦
中
、
戦
後
を
生
き
抜
い
て
き
た
雑
誌
の
最
期
の
年
で
あ
っ
た
。
時
代
は
少
年
小
説

か
ら
少
年
マ
ン
ガ
へ
と
舵
を
き
り
は
じ
め
て
い
た
。

『
少
年
ク
ラ
ブ
』
の
最
終
巻
と
な
っ
た
一
九
六
二
年
十
二
月
号
の
奥
付
が
右
頁
。
こ
の
右
頁

が
最
後
の
誌
面
頁
と
な
る
。
そ
の
左
の
頁
、
裏
表
紙
の
表
に
は
「
北
宏
二
ペ
ン
画
傑
作
選
」

と
名
う
ち
、
ラ
イ
オ
ン
の
姿
が
描
か
れ
た
。
北
宏
二
は
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
の
最
期
を
飾
っ
た
。

そ
の
後
、『
ぼ
く
ら
』
や
『
週
刊
少
年
マ
ガ
ジ
ン
』
で
も
北
宏
二
の
名
前
を
み
る
が
、
ま
た
突

如
と
し
て
そ
の
名
前
が
な
く
な
る
。

一
九
三
八
年
六
月
号
の
『
少
年
倶
楽
部
』
か
ら
一
九
四
五
年
二
月
号
、
そ
し
て
一
九
六
一

年
十
二
月
号
の
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
か
ら
一
九
六
二
年
十
二
月
号
ま
で
と
、
活
躍
し
た
時
期
よ
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り
も
ブ
ラ
ン
ク
が
長
い
。
彼
の
年
齢
で
考
え
て
み
る
と
、
北
宏
二
は
二
十
六
歳
か
ら
三
十
三

歳
ま
で
は
『
少
年
倶
楽
部
』、
四
十
九
歳
か
ら
五
十
歳
ま
で
は
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
で
掲
載
さ
れ

て
い
た
。
こ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、
彼
の
作
品
は
、
戦
前
だ
け
で
な
く
、
戦
後
に
お
い
て

も
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
だ
（29）
。
加
え
て
、
戦
前
か
ら
彼
の
作
品
を
編
集
し
て
い
た
人
物
が
、
戦

後
も
講
談
社
に
お
り
、
北
宏
二
が
日
本
に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
も
彼
に
描
か
せ
た
と
い
う
こ

と
だ
。
編
集
者
の
年
齢
か
ら
考
え
る
と
、
戦
後
北
宏
二
が
戻
っ
て
き
た
こ
ろ
に
は
、
講
談
社

の
幹
部
ク
ラ
ス
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

戦
前
の
日
本
に
お
い
て
、
金
龍
煥
が
挿
絵
家
と
し
て
需
要
が
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
が
、

戦
後
十
年
も
経
て
、
ま
た
同
じ
雑
誌
で
活
躍
し
て
い
る
。
戦
後
に
な
っ
て
も
、
講
談
社
の
雑

誌
で
掲
載
さ
れ
た
作
品
は
、
挿
絵
を
含
め
戦
前
と
同
じ
く
ペ
ン
画
が
多
い
。
彼
は
朝
鮮
に
戻

り
、
そ
こ
で
絵
を
描
い
て
い
た
と
き
に
は
細
密
な
ペ
ン
画
を
描
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
し
か

し
、
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
は
、
ブ
ラ
ン
ク
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
な
い
細
密
な
ペ
ン
画
を
披
露

し
て
い
る
。
実
際
、
ペ
ン
画
は
、
目
が
良
い
年
齢
の
若
い
時
期
で
な
い
と
、
描
く
こ
と
が
難

し
い
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
五
十
歳
を
過
ぎ
て
も
、
古
巣
の
講
談
社
で
描
く
こ
と
が
で
き
た
。
も

ち
ろ
ん
北
宏
二
の
才
能
の
賜
物
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
掲
載
さ
せ
面
倒
を
み
た
編
集
者
、
講
談

社
と
の
繋
が
り
は
切
れ
な
い
糸
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、『
名
探
偵
ホ
ー
ム
ズ
名
作
選
』
の
子
供
向
け
の
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク

ホ
ー
ム
ズ
シ
リ
ー
ズ
の
挿
絵
の
な
か
で
「
金
龍
煥
」
の
名
前
を
見
つ
け
る
。
こ
れ
も
ま
た
講

談
社
か
ら
発
刊
さ
れ
て
い
た
。

日
本
に
お
け
る
空
白
の
十
六
年

一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
九
年
ま
で
、
金
龍
煥
は
朝
鮮
に
戻
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
彼

が
朝
鮮
で
の
基
盤
を
築
く
時
期
と
な
る
。
日
本
か
ら
の
解
放
後
、
朝
鮮
は
動
乱
の
時
代
へ
と

入
っ
て
い
く
。
言
論
の
自
由
を
得
た
朝
鮮
は
、
新
聞
、
雑
誌
の
創
刊
ラ
ッ
シ
ュ
が
始
ま
る
。

そ
こ
に
金
龍
煥
の
名
前
を
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
ソ
ウ
ル
タ
イ
ム
ズ
』『
セ
ハ
ン
新

聞
』『
中
央
新
聞
』
と
い
う
大
人
の
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
へ
、
少
年
少
女
雑
誌
で
活
躍
し
て
い
た

彼
に
は
、
異
な
る
舞
台
へ
と
飛
び
込
む
こ
と
と
な
る
。
一
九
四
五
年
九
月
六
日
に
創
刊
さ
れ

た
『
ソ
ウ
ル
タ
イ
ム
ズ
』
に
掲
載
さ
れ
た
マ
ン
ガ
が
初
め
と
な
り
、
彼
は
朝
鮮
内
で
名
前
を

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

日
本
か
ら
の
解
放
前
の
朝
鮮
で
は
、
漫
画
や
挿
絵
だ
け
で
食
べ
て
い
る
人
は
い
な
か
っ
た
。

金
龍
煥
が
職
業
挿
絵
家
、
漫
画
家
第
一
号
と
な
っ
た
。

戦
前
、
戦
中
の
少
年
少
女
雑
誌
は
、
確
か
に
政
治
色
は
強
か
っ
た
が
あ
く
ま
で
読
者
は
子

供
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
朝
鮮
で
の
彼
の
大
き
な
最
初
の
仕
事
は
新
聞
で
あ
っ
た
。
当
時
、
字

を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
人
々
も
多
く
、
ま
し
て
や
『
ソ
ウ
ル
タ
イ
ム
ズ
』
は
英
字
新
聞
で

あ
る
。
当
時
の
知
識
人
が
読
む
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
時
事
漫
画
と
し
て
の
風
刺
漫

画
を
描
く
こ
と
に
な
る
。
同
時
に
四
コ
マ
、
三
コ
マ
漫
画
も
連
載
さ
れ
、
急
激
に
時
代
が
変

化
し
て
い
く
様
や
、
そ
れ
に
無
理
し
て
つ
い
て
い
こ
う
と
す
る
人
々
、
全
く
つ
い
て
い
け
な

い
人
た
ち
な
ど
を
面
白
可
笑
し
く
、
マ
ン
ガ
で
綴
っ
て
い
る
。
彼
は
朝
鮮
動
乱
を
挟
ん
だ
時

代
、
朝
鮮
、
韓
国
で
活
躍
し
て
い
た
。

こ
の
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
五
九
年
、
金
龍
煥
は
朝
鮮
・
韓
国
に
お
り
、
日
本
で
は
空
白

の
期
間
と
な
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
作
品
を
日
本
で
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
目
は
、
一
九
五
二
年
八
月
に
発
刊
さ
れ
た
夏
季
増
刊
号
『
面
白
倶
楽
部
』
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
マ
ン
ガ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
米
軍
経
由
で
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
で
は
と
推

測
し
て
い
る
。
彼
が
英
字
新
聞
で
あ
る
『
ソ
ウ
ル
タ
イ
ム
ズ
』
で
マ
ン
ガ
を
描
い
て
お
り
、
一

九
五
五
年
に
は
ア
メ
リ
カ
へ
行
っ
て
い
る
記
事
か
ら
、
そ
う
考
え
た
の
だ
が
確
証
は
な
い
。

二
つ
目
の
謎
は
、
国
会
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
、
一
九
五
二
年
、
講
談
社
か
ら
発
行
さ
れ
て

い
る
『
紅
は
こ
べ
』
の
挿
絵
に
北
宏
二
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
奥
付
に

は
「
版
」
の
記
載
が
な
い
た
め
何
度
版
を
重
ね
て
い
る
か
わ
か
ら
な
い
。
同
じ
一
九
五
二
年

に
は
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
で
『
紅
は
こ
べ
』
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
挿
絵
は
別
の
人
物

で
あ
っ
た
。

『
紅
は
こ
べ
』
は
、
す
で
に
戦
前
の
少
年
、
少
女
雑
誌
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
一
九

五
二
年
が
初
出
で
は
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
こ
の
時
期
に
彼
の
挿
絵
が
日
本
の
書
籍
に
掲
載

さ
れ
て
い
た
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
同
じ
く
、
一
九
四
六
年
に
講
談
社
か
ら
発
行
さ
れ
て

い
る
『
小
公
子
』
の
挿
絵
に
北
宏
二
の
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
に
も
同
じ

バ
ー
ジ
ョ
ン
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
奥
付
に
は
「
版
」
の
記
載
が
な
い
た
め
、
一
九

四
六
年
も
一
九
五
〇
年
も
何
回
目
の
発
行
な
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
『
小
公
子
』

は
一
九
世
紀
末
に
は
若
松
賤
子
が
翻
訳
し
て
お
り
、
す
で
に
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
新
し
い
作
品
で
は
な
い
。
そ
の
後
、
一
九
四
二
年
に
北
宏
二
挿
絵
の
『
小
公
子
』
が

見
つ
か
り
、
戦
前
に
出
版
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

『
紅
は
こ
べ
』『
小
公
子
』
と
同
じ
名
作
選
物
と
し
て
、『
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
』
も
挿
絵
は
北

宏
二
で
あ
る
。
こ
れ
も
戦
後
の
一
九
四
八
年
、
一
九
四
九
年
、
一
九
五
一
年
に
出
版
さ
れ
た

も
の
を
見
つ
け
た
。
そ
の
た
め
、
初
出
が
戦
前
に
発
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
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る
。『
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
』
の
作
者
は
池
田
宣
政
で
あ
る
。
当
時
は
外
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
文

学
作
品
で
あ
っ
て
も
、
翻
訳
し
た
人
物
や
子
供
向
け
に
改
め
て
文
章
に
し
た
人
物
が
作
者
と

し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
は
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
、
第
二

十
代
ア
メ
リ
カ
大
統
領
で
あ
り
、
暗
殺
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
戦
前
の
日
本
で
は
、
少
年
少

女
の
偉
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
貧
困
の
な
か
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
く
る
立
身
出

世
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
前
述
し
た
『
少
女
倶
楽
部
』
で
連
載
さ
れ
て
い
た
「
母
の
宝
玉
」
こ

そ
、
ガ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
の
話
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
も
と
に
書
籍
に
し
た
の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
戦
前
に
は
す
で
に
発
行
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

児
童
文
学
名
作
選
な
の
か
、
偉
人
伝
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
表
紙
を
み
る
と
こ
の
三

冊
は
同
じ
シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
再
販
に
再
販
を
重
ね
、
戦
後
に
な
っ
て
も

出
版
さ
れ
続
け
て
い
た
（30）
。

朝
鮮
・
韓
国
に
お
け
る
漫
画
家
と
し
て
の
十
六
年

日
本
の
出
版
界
に
お
い
て
は
北
宏
二
の
名
前
は
ほ
ぼ
な
く
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
は
逆
に

朝
鮮
・
韓
国
に
お
け
る
金
龍
煥
の
名
前
は
多
く
な
る
。
特
に
『
ソ
ウ
ル
タ
イ
ム
ズ
』『
コ
リ
ア

ン
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』
に
連
載
さ
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
コ
チ
ュ
ブ
」
は
、
彼
の
分
身
と
な

り
マ
ン
ガ
家
と
し
て
の
決
定
的
な
名
声
を
お
さ
め
る
こ
と
と
な
る
。
彼
が
時
事
新
聞
に
漫
画

を
連
載
し
て
い
た
『
ソ
ウ
ル
タ
イ
ム
ズ
』『
コ
リ
ア
ン
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
』『
中
央
新
聞
』
の

読
者
は
大
人
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
が
日
本
で
挿
絵
家
と
し
て
活
躍
し
た
雑
誌
の
多
く
は
少

年
少
女
を
対
象
と
し
て
い
た
。

日
本
か
ら
の
解
放
前
に
も
、
朝
鮮
で
は
子
供
向
け
雑
誌
は
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
残
っ
て

い
る
資
料
が
少
な
い
。
金
龍
煥
の
朝
鮮
・
韓
国
か
ら
出
版
さ
れ
た
本
（31）
を
み
る
と
、
最
初
の

子
供
向
け
作
品
だ
ろ
う
と
し
て
一
九
三
八
年
一
〇
月
一
六
日
『
少
年
朝
鮮
日
報
』
で
の
四
コ

マ
漫
画
「
ト
ル
ト
リ
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
連
載
漫
画
と
書
か
か
れ
、
四

回
目
だ
と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。『
少
年
朝
鮮
日
報
』
は
『
朝
鮮
日
報
』
の
付
録
と
し
て
一
週

間
に
一
度
発
刊
さ
れ
た
子
ど
も
向
け
新
聞
で
あ
る
。
原
文
を
調
査
し
て
み
る
と
「
ト
ル
ト
リ
」

は
一
九
三
八
年
九
月
十
八
日
に
連
載
一
回
目
が
見
つ
か
っ
た
。「
ト
ル
ト
リ
」
は
一
九
三
九
年

一
月
八
日
ま
で
十
三
回
に
渡
り
連
載
さ
れ
た
。

『
少
年
朝
鮮
日
報
』
よ
り
も
少
し
早
い
時
期
の
作
品
を
見
つ
け
た
。『
少
年
』
と
い
う
雑
誌

で
、
一
九
三
八
年
三
月
号
と
六
月
号
で
あ
る
。
こ
の
資
料
は
古
い
雑
誌
の
復
刻
版
と
し
て
書

籍
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
原
本
で
は
な
い
が
、
残
っ
て
い
る
別
の
頁
か
ら
ど
の
よ
う
な

雑
誌
で
あ
っ
た
か
が
推
測
で
き
る
。
三
月
号
で
は
、
両
開
き
二
頁
で
、
一
五
コ
マ
に
分
か
れ

た
マ
ン
ガ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
一
五
コ
マ
の
マ
ン
ガ
は
、
ハ
ン
グ
ル
で
書
か
れ
て
い

る
が
、
マ
ン
ガ
だ
け
で
わ
か
る
内
容
で
あ
る
。
六
月
号
は
印
刷
が
と
て
も
悪
く
、
一
頁
に
六

コ
マ
の
マ
ン
ガ
と
、
か
ろ
う
じ
て
金
龍
煥
の
名
前
と
題
名
が
わ
か
る
程
度
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
彼
が
日
本
に
い
る
間
も
、
朝
鮮
の
雑
誌
や
新
聞
に
掲
載
を
し
て
い
た
こ
と
は

証
明
で
き
る
が
、
そ
の
原
稿
を
ど
の
よ
う
に
朝
鮮
へ
持
っ
て
い
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た

だ
、
セ
ク
ト
ン
会
（32）
の
中
心
物
で
あ
っ
た
方
定
煥
や
馬
海
松
、
後
に
金
龍
煥
の
名
前
の
と
な

り
に
度
々
見
つ
け
る
石
童
こ
と
、
尹
石
重
（33）
と
の
日
本
で
の
関
係
を
考
え
る
と
、
戦
前
の
朝

鮮
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
セ
ク
ト
ン
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
日
本

に
留
学
し
て
い
る
者
た
ち
で
結
成
さ
れ
た
。
彼
ら
が
解
放
後
の
朝
鮮
、
韓
国
に
お
い
て
子
供

雑
誌
、
新
聞
の
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

現
段
階
の
調
査
に
お
け
る
金
龍
煥
が
か
か
わ
っ
て
い
た
少
年
雑
誌
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

一
九
四
六
年
二
月
に
乙
酉
文
化
社
か
ら
『
週
刊
小
学
生
』
が
創
刊
さ
れ
て
い
る
。
題
名
か
ら

み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
日
本
の
小
学
館
の
学
年
誌
の
よ
う
な
雑
誌
で
あ
る
。『
週
刊
小
学
生
』

は
原
本
で
な
く
、
復
刻
版
で
見
た
も
の
で
あ
る
。
創
刊
号
に
は
、
金
龍
煥
の
コ
マ
を
わ
っ
た

マ
ン
ガ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
一
九
四
七
年
四
月
号
ま
で
復
刻
版
で
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
創

刊
号
の
日
付
は
、
一
九
四
六
年
二
月
十
一
日
が
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
奥
付
に
記
載
が
な
い
（34）
。

復
刻
版
の
最
期
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
号
は
、
四
十
五
号
の
『
週
刊
小
学
生
』
で
あ
る
。
奥
付

は
一
九
四
七
年
四
月
二
十
一
日
。『
週
刊
小
学
生
』
も
歯
抜
け
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す

べ
て
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
金
龍
煥
の
挿
絵
、
マ
ン
ガ
は
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
創
刊
号
か
ら
最
後
ま
で
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

『
週
刊
小
学
生
』
と
同
時
期
に
仕
事
を
し
て
い
た
雑
誌
に
、
同
じ
乙
酉
文
化
社
か
ら
出
版
さ

れ
た
『
小
学
生
』
が
あ
る
。『
小
学
生
』
は
原
本
が
少
し
残
っ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
調
査
し
た
。

最
も
古
い
『
小
学
生
』
は
、
一
九
四
七
年
七
月
発
行
の
四
十
七
号
で
あ
る
。『
小
学
生
』
は
初

期
の
雑
誌
は
み
つ
か
ら
な
い
が
、
同
じ
出
版
社
の
『
週
刊
小
学
生
』
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と

か
ら
推
測
す
る
と
、
初
め
か
ら
携
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
も
歯
抜
け
で
収
蔵

さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
〇
年
六
月
発
行
の
一
六
〇
号
を
最
後
に
、
次
の
号
が
出
版
さ
れ
た
の

か
は
わ
か
ら
な
い
。
一
九
五
〇
年
六
月
二
十
五
日
、
金
日
成
率
い
る
北
軍
が
ソ
ウ
ル
に
向
け

て
南
下
し
た
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
る
こ
と
か
ら
こ
れ
が
最
後
の
号
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
朝
鮮
戦
争
を
挟
ん
だ
少
年
誌
の
『
つ
つ
じ
』、
後
続
雑
誌
と
な
る
『
児
童
倶
楽
部
』
で

も
金
龍
煥
の
作
品
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
名
前
の
掲
載
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
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な
か
っ
た
。
こ
の
雑
誌
は
、
弟
の
金
義
煥
が
活
躍
し
て
お
り
、
彼
の
名
前
が
多
く
記
載
さ
れ

て
い
る
。

一
九
五
〇
年
四
月
号
の
『
児
童
倶
楽
部
』
に
は
「
電
波
の
復
讐
」
と
い
う
海
外
小
説
を
翻

訳
し
た
冒
険
小
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
一
九
三
九
年
五
月
号
の
『
少
年
倶
楽

部
』
で
掲
載
さ
れ
た
同
じ
原
作
を
使
用
し
た
「
電
波
の
仇
討
」
と
全
く
同
じ
挿
絵
を
使
用
し

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
『
少
年
倶
楽
部
』
で
は
北
宏
二
名
義
の
挿
絵
で
あ
る
。『
少
年
倶
楽
部
』

で
使
用
さ
れ
て
い
る
挿
絵
は
七
枚
で
あ
る
が
、『
児
童
倶
楽
部
』
で
は
五
枚
で
あ
る
。
挿
絵
の

な
か
に
は
北
宏
二
の
サ
イ
ン
が
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
名
前
の
掲
載
が
な

く
と
も
、『
つ
つ
じ
』『
児
童
倶
楽
部
』
も
金
龍
煥
が
関
わ
っ
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
戦
前
、

日
本
で
の
人
気
雑
誌
で
作
品
を
掲
載
し
て
い
た
北
宏
二
の
存
在
は
、
朝
鮮
・
韓
国
で
の
活
躍

に
大
い
に
役
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

一
九
五
十
年
代
に
入
る
と
、
日
本
の
『
少
年
倶
楽
部
』
を
踏
襲
す
る
よ
う
な
雑
誌
が
出
版

さ
れ
る
。
月
刊
少
年
誌
の
『
学
生
界
』『
学
園
』
が
安
定
的
に
出
版
さ
れ
る
。
こ
の
雑
誌
が
韓

国
に
お
け
る
少
年
雑
誌
の
嚆
矢
と
な
る
。

『
学
生
界
』『
学
園
』
は
、
歯
抜
け
で
は
あ
る
が
、
原
本
が
比
較
的
残
っ
て
お
り
、
金
龍
煥

の
作
品
が
多
く
掲
載
、
連
載
さ
れ
て
い
る
。『
学
園
』
に
い
た
っ
て
は
、
彼
が
日
本
に
戻
る
ま

で
、
連
載
を
続
け
て
い
る
。

日
本
で
の
空
白
期
間
、
金
龍
煥
は
朝
鮮
、
韓
国
に
お
い
て
戦
前
の
日
本
と
同
じ
よ
う
に
少

年
誌
に
携
わ
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
に
戻
っ
て
も
講
談
社
の
『
少
年
ク
ラ
ブ
』
に
て
復

活
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に 

― 

芸
術
家
の
戦
争
責
任 

―

一
九
五
九
年
、
韓
国
の
新
聞
、
雑
誌
で
活
躍
し
て
い
た
金
龍
煥
は
日
本
に
戻
り
、
多
国
籍

軍
と
し
て
置
か
れ
た
国
連
軍
か
ら
出
版
さ
れ
る
雑
誌
に
携
わ
る
こ
と
に
な
る
。
国
連
軍
の
後

方
司
令
部
が
日
本
に
あ
っ
た
こ
と
、
韓
国
で
の
物
資
不
足
か
ら
日
本
で
の
活
動
と
な
る
。

当
時
、
韓
国
で
出
版
さ
れ
て
い
た
新
聞
、
雑
誌
は
日
本
と
比
べ
て
も
粗
悪
で
、
前
述
し
た

が
資
料
と
し
て
残
さ
れ
て
い
て
も
、
全
く
読
め
な
い
も
の
も
あ
っ
た
。
金
龍
煥
の
作
品
を
調

査
す
る
と
、
最
も
疑
問
に
感
じ
る
こ
と
が
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
で
育
ち
、
日
本
人
以
上
に
日
本
を
知
っ
て

い
た
こ
と
か
ら
、
戦
前
の
日
本
で
人
気
挿
絵
家
と
し
て
活
動
で
き
た
。

朝
鮮
に
戻
っ
た
際
は
、
民
主
主
義
の
啓
蒙
を
、
北
軍
に
い
た
と
き
に
は
北
軍
の
た
め
に
、
南

軍
に
い
た
と
き
に
は
南
軍
の
た
め
に
漫
画
を
描
い
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
国
連
軍
で
の
仕
事
は
、

共
産
主
義
を
敵
視
し
た
漫
画
を
描
い
て
い
る
。

近
現
代
の
歴
史
を
踏
ま
え
、
挿
絵
・
漫
画
・
マ
ン
ガ
を
扱
う
際
に
は
彼
だ
け
で
な
く
作
家

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ど
こ
に
あ
り
、
そ
れ
に
付
随
す
る
戦
争
責
任
の
問
題
が
大
き
く
の

し
か
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
挿
絵
・
漫
画
・
マ
ン
ガ
に
関
し
て
は
、
戦
争
責
任
問
題
に
つ

い
て
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
議
論
に
の
ぼ
る
こ
と
す
ら
な
い
と
言
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
。

一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
、
日
本
で
は
学
生
運
動
が
巻
き
起
こ
り
、
若
い
人
々

の
間
か
ら
、
戦
中
の
文
化
人
の
戦
争
責
任
を
問
う
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
際
、
漫

画
家
た
ち
も
そ
の
表
舞
台
に
の
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
戦
々
恐
々
な
状
態

に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
幸
運
な
こ
と
に
の
ら
ず
に
す
ん
だ
と
い

う
経
緯
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
漫
画
家
に
対
す
る
「
職
業
差
別
」
と
い
う
こ
と
が
関
係
し
て

い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
戦
中
に
活
躍
し
て
い
た
漫
画
家
、
も
ち
ろ
ん
い
ま

で
い
う
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
で
あ
る
挿
絵
家
た
ち
も
、「
職
業
差
別
」
の
お
か
げ
で
逃
げ
切
れ

た
と
い
う
こ
と
は
明
記
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

漫
画
の
定
義
は
、『
広
辞
苑
』
か
ら
み
て
み
る
と
、
一
番
目
に
単
純
・
軽
妙
な
手
法
で
描
か

れ
た
滑
稽
と
誇
張
を
主
と
す
る
絵
。
二
番
目
に
は
、
社
会
批
評
・
風
刺
を
主
眼
と
し
た
戯
画
。

ポ
ン
チ
絵
（
イ
ギ
リ
ス
の
漫
画
雑
誌
「PU

N
CH

〈
パ
ン
チ
〉」
か
ら
寓
意
、
諷
刺
の
滑
稽
な
絵
）。
三
番
目
に
、

絵
を
重
ね
、
多
く
は
せ
り
ふ
を
そ
え
て
表
現
し
た
物
語
。
お
も
し
ろ
お
か
し
い
も
の
、
誇
張

し
て
描
く
こ
と
な
ど
、
本
来
み
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
描
く
と
い
う
画
家
や
、
文
字
に
す
る
作

家
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

漫
画
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
漫
」
と
い
う
字
の
定
義
も
し
た
い
。『
学
研
漢
和
大
字
典
』
に

よ
る
と
、
一
番
目
に
、
み
ち
る
、
は
び
こ
る
。
二
番
目
に
、
な
が
い
、
ど
こ
ま
で
も
だ
ら
だ

ら
と
続
い
て
、
締
ま
り
が
な
い
さ
ま
。
三
番
目
に
、
み
だ
り
、
み
だ
り
に
、
と
り
と
め
も
な

い
さ
ま
。
だ
ら
だ
ら
と
締
ま
り
が
な
く
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ス
の
言
葉

の
定
義
で
は
な
く
、
マ
イ
ナ
ス
の
言
葉
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
職
業
に
似
て
い
る
か

考
え
て
み
る
と
画
家
よ
り
も
芸
人
と
い
う
職
業
に
似
て
い
る
。
お
客
さ
ん
を
笑
わ
せ
る
た
め

に
必
死
に
な
る
芸
人
と
、
フ
ァ
ン
投
票
に
よ
っ
て
な
ん
と
か
連
載
を
続
け
、
打
ち
切
り
を
で

き
る
だ
け
延
ば
そ
う
と
い
う
必
死
さ
は
と
て
も
似
て
い
る
。
芸
人
も
ま
た
こ
の
戦
争
責
任
か

ら
逃
れ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
戦
争
責
任
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
芸
術
家
も
い
る
。
藤
田
嗣
治
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で
あ
る
。
芸
術
家
、
画
家
の
戦
争
責
任
と
い
う
と
一
番
に
名
前
が
あ
が
る
人
物
で
あ
る
。
当

時
、
彼
の
戦
争
絵
画
の
前
で
人
々
は
涙
を
流
し
、
お
賽
銭
箱
ま
で
お
い
て
い
た
と
い
う
逸
話

が
あ
る
。
藤
田
の
絵
画
は
当
然
だ
が
、
巡
回
し
て
い
て
も
美
術
館
や
特
定
の
場
所
に
い
か
な

け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
新
聞
や
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
サ
イ
ズ
が
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
カ
ラ
ー
で
も
な
い
。
藤
田
の
戦
争
画
は
、
本

物
を
見
な
い
限
り
そ
の
圧
倒
的
な
絵
画
と
し
て
の
迫
力
は
伝
わ
ら
な
い
。

享
受
す
る
側
は
、
あ
る
特
定
の
場
所
へ
行
か
な
け
れ
ば
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

戦
後
、
藤
田
の
戦
争
画
に
つ
い
て
戦
争
責
任
を
追
及
し
た
人
々
は
、
本
物
の
藤
田
の
戦
争
画

を
戦
中
に
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
敗
戦
後
、
藤
田
は
日
本
を
去
り
、
二
度
と
戻
っ
て
く
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
政
治
的
な
策
略
で
彼
に
責
任
を
お
し
つ
け
た
と
い
う
面
は
あ
る
。
そ

れ
は
藤
田
が
戦
前
か
ら
著
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
な
ん
と
い
っ
て

も
画
家
と
い
う
「
芸
術
家
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
大
き
い
。

藤
田
の
戦
争
画
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
か
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ほ
ど

大
き
な
力
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
戦
争
責
任
に
付
随
す
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
で
最
も
大

き
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
は
映
画
で
あ
る
。
映
画
を
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
大
い
に
用
い

た
ナ
チ
ス
の
策
略
は
こ
こ
で
語
る
ま
で
も
な
く
、
多
く
の
論
文
で
証
明
さ
れ
て
い
る
。
戦
中

の
日
本
映
画
も
こ
れ
を
真
似
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
映
画
、
つ
ま
り
国
策
映
画
を
量
産
し
て
い
っ

た
。
こ
の
国
策
映
画
を
つ
く
っ
て
い
た
人
々
も
、
戦
争
責
任
は
問
わ
れ
て
い
な
い
。
映
画
に

関
し
て
は
製
作
を
担
っ
て
い
た
会
社
の
幹
部
が
公
職
追
放
に
な
っ
て
い
る
が
、
作
り
手
側
は
、

責
任
を
問
わ
れ
な
か
っ
た
。

漫
画
家
や
挿
絵
家
も
同
様
に
彼
ら
は
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
映
画
会
社
同

様
に
、
出
版
社
の
幹
部
が
公
職
追
放
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
同
じ
出
版
社
で
文
章
を
書
い
て

い
た
文
筆
家
た
ち
、
つ
ま
り
作
家
た
ち
は
個
人
で
戦
争
責
任
を
問
わ
れ
て
い
る
。
特
に
文
学

者
の
戦
争
責
任
問
題
は
、
学
生
運
動
の
さ
か
ん
な
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
、
新

聞
、
雑
誌
で
多
く
議
論
さ
れ
て
い
る
。
本
来
、
文
学
者
の
戦
争
責
任
か
ら
発
し
、
い
ろ
い
ろ

な
職
業
へ
と
そ
の
責
任
問
題
が
展
開
さ
れ
、
映
画
を
作
っ
て
い
た
人
々
、
漫
画
家
た
ち
へ
と

拡
が
っ
て
い
っ
た
。
映
画
を
つ
く
っ
て
い
る
人
々
や
、
漫
画
家
た
ち
も
机
上
で
は
責
任
が
あ

る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
文
学
者
の
よ
う
に
名
前
が
公
表
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

た
だ
た
だ
嵐
が
収
ま
る
の
を
待
て
ば
よ
か
っ
た
。

こ
の
差
異
こ
そ
が
「
職
業
差
別
」
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
映
画
監
督
、
脚

本
家
、
カ
メ
ラ
マ
ン
、
挿
絵
家
、
漫
画
家
な
ど
は
「
芸
術
家
」
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
作
家
」
や
「
画
家
」
は
責
任
を
問
え
る
芸
術
家
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
映
画
や
漫
画
を
つ
く

る
人
々
は
責
任
を
と
も
な
わ
な
い
職
業
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
金
龍
煥
も
こ
の
範
疇
の
な

か
で
の
挿
絵
家
で
あ
り
漫
画
家
で
あ
る
。

日
本
統
治
下
の
朝
鮮
に
生
ま
れ
、
日
本
で
教
育
を
受
け
、
日
本
で
挿
絵
家
と
し
て
名
を
馳

せ
た
。
解
放
後
は
朝
鮮
で
活
躍
し
、
朝
鮮
動
乱
で
は
北
軍
、
南
軍
と
の
間
で
翻
弄
さ
れ
、
命

か
ら
が
ら
南
軍
に
戻
り
韓
国
民
主
化
の
た
め
の
マ
ン
ガ
を
ア
メ
リ
カ
資
本
で
描
く
。

最
後
に
は
、
日
本
か
ら
も
離
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
移
住
し
、
そ
こ
で
人
生
の
幕
を
閉
じ
た
。

戦
前
の
日
本
で
は
戦
意
高
揚
の
挿
絵
を
描
き
、
朝
鮮
に
戻
っ
て
か
ら
は
反
日
の
漫
画
を
描

い
た
。
北
軍
司
令
部
か
ら
の
要
請
で
は
、
南
に
逃
げ
る
李
承
晩
を
追
い
か
け
る
金
日
成
を
描

き
、
南
軍
司
令
部
の
要
請
で
は
、
北
に
逃
げ
る
金
日
成
を
追
い
か
け
る
李
承
晩
を
漫
画
で
描

い
て
い
る
。
米
軍
か
ら
の
要
請
で
は
、
い
か
に
共
産
圏
が
酷
い
国
家
で
、
民
主
国
が
素
晴
ら

し
い
か
を
漫
画
で
描
い
た
。
日
本
に
戻
っ
て
か
ら
も
、
戦
記
も
の
の
挿
絵
を
多
く
描
い
て
い

る
。
同
時
に
朝
鮮
の
民
話
を
後
世
に
残
す
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
。
彼
の
作
品
は
一
貫
性
が

な
く
、
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
彼
の
作
家
性
に
ま
で
現
段
階
で
は
調
査
に
至
っ

て
い
な
い
。
彼
は
ペ
ン
画
が
得
意
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
戦
時
下
に
お
い
て
重
宝
さ
れ
た
こ

と
、
さ
ら
に
そ
れ
を
韓
国
、
ア
メ
リ
カ
で
も
重
宝
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
政
治
的
な
面
か
ら

考
え
る
と
、
ど
こ
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
あ
っ
た
か
は
謎
で
あ
る
。

こ
の
疑
問
が
金
龍
煥
に
は
つ
い
て
ま
わ
る
。
こ
の
疑
問
こ
そ
が
、
彼
の
作
家
性
の
根
本
と

な
っ
て
い
る
。
現
段
階
で
一
つ
だ
け
わ
か
る
こ
と
は
、
挿
絵
家
、
漫
画
・
マ
ン
ガ
家
と
し
て

「
職
人
」
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
新
聞
、
雑
誌
の
方
針
、
つ
ま
り
注
文
通
り
に
描
く
こ
と
に
は
、

非
常
に
長
け
て
い
た
。
そ
れ
は
彼
の
生
き
た
時
代
よ
り
も
、
二
十
世
紀
を
過
ぎ
た
現
在
に
通

底
し
て
い
る
。

謝
辞本

研
究
はJSPS

科
研
費18K

00151

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
韓
国
語
の
翻
訳
を

李
仙
姫
氏
に
、
韓
国
内
の
調
査
の
通
訳
を
朴
彩
恩
氏
に
お
願
い
し
た
。

「
朝
鮮
」
表
記
は
朝
鮮
戦
争
休
戦
前
を
指
し
、「
韓
国
」
表
記
は
朝
鮮
戦
争
休
戦
後
を
指
す
。

「
朝
鮮
・
韓
国
」
表
記
は
朝
鮮
戦
争
を
ま
た
が
っ
て
い
る
時
に
使
用
し
た
。
ま
た
「
漫
画
」
は

風
刺
漫
画
な
ど
の
時
事
的
作
品
を
指
し
、「
マ
ン
ガ
」
は
ス
ト
ー
リ
ー
マ
ン
ガ
を
指
す
こ
と
と

し
た
。
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註（1）	

新
聞
や
雑
誌
で
自
己
の
こ
と
を
文
章
や
マ
ン
ガ
で
描
い
て
い
る
。
そ
れ
を
ま
と
め
た
よ

う
な
自
伝
的
な
書
籍
が
、
金
竜
煥
『
코
주
부
漂
流
記
』
一
九
八
三
年
、
隆
盛
出
版
で
あ

る
。

（2）	

牛
田
あ
や
美
「
日
本
に
お
け
る
金
龍
煥
の
発
見
」『
京
都
造
形
芸
術
大
学
紀
要　

二
十
二

号
』
京
都
造
形
芸
術
大
学
、
二
〇
一
八
年
。

（3）	

『
毎
日
新
聞
』
毎
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年
三
月
十
二
日
、
朝
刊
。

（4）	

金
龍
煥
「
日
本
人
妻
た
ち
」『
親
和
』
日
韓
親
和
会
、
一
九
六
七
年
二
月
。

（5）	

張
赫
宙
「
岩
本
志
願
兵
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
四
三
年
八
月
二
十
四
日
か
ら
九
月
十
日
ま

で
、
夕
刊
に
て
連
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
朝
鮮
の
新
聞
『
毎
日
申
報
』
に
て
題
名
を
「
巡

礼
」
と
変
更
し
、
二
次
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（6）	

伊
藤
忍
軒
編
『
独
学
成
功
法
』
光
文
社
、
一
九
一
三
年
。

（7）	

小
林
喬
『
小
学
卒
業
立
身
案
内
』
帝
国
教
育
会
出
版
部
、
一
九
三
四
年
。

（8）	

『
萬
朝
報
』
は
自
由
民
権
運
動
の
携
わ
り
、
官
吏
侮
辱
罪
で
収
監
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
、

翻
訳
家
、
作
家
、
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
黒
岩
涙
香
が
創
刊
し
た
。
タ
ブ

ロ
イ
ド
判
の
日
刊
紙
で
あ
り
、
政
治
家
や
実
業
家
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
的
な
内
容
を
報
じ

て
い
た
。

（9）	

「
画
報
部
設
置
」『
萬
朝
報
』
萬
朝
報
社
、
一
八
九
八
年
八
月
十
一
日
。

（10）	

足
立
元
「
藤
田
嗣
治
の
漫
画

−
一
九
三
八
年
の
『
バ
ク
シ
ョ
ー
』
と
『
親
隣
画
集
』
を

め
ぐ
っ
て

−

」『
近
代
画
説
』
明
治
美
術
学
会
、
二
〇
〇
八
年
。

（11）	

藤
田
は
東
京
美
術
学
校
西
洋
画
科
に
学
び
、
一
九
一
三
年
に
渡
仏
し
、
パ
リ
で
は
乳
白

色
の
下
地
に
面
相
筆
で
裸
婦
を
描
い
た
作
品
に
よ
っ
て
、
エ
コ
ー
ル
・
ド
・
パ
リ
の
寵

児
と
な
っ
た
。
戦
争
画
制
作
の
責
任
を
問
わ
れ
て
フ
ラ
ン
ス
に
移
住
し
、
最
後
ま
で
日

本
に
戻
ら
な
か
っ
た
。

（12）	

横
井
弘
三
『
楽
し
き
ス
ケ
ッ
チ
画
法
』
一
九
二
九
年
、
博
文
館
。

（13）	

解
放
後
の
韓
国
で
活
躍
し
た
画
家
。

（14）	

牛
田
あ
や
美
「
日
本
に
お
け
る
金
龍
煥
の
発
見
」『
京
都
造
形
芸
術
大
学
紀
要　

二
十
二

号
』
京
都
造
形
芸
術
大
学
、
二
〇
一
八
年
。

（15）	

一
九
三
〇
年
、
菊
池
寛
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
娯
楽
雑
誌
で
あ
る
。

（16）	

朝
鮮
で
『
う
さ
ぎ
と
さ
る
』
が
出
版
さ
れ
た
際
、
馬
海
松
と
の
版
権
の
問
題
が
お
こ
っ

て
い
る
。

（17）	

金
龍
煥
「
画
筆
五
十
年
」『
統
一
日
報
』
統
一
日
報
社
、
一
九
七
九
年
四
月
二
十
六
日
。

（18）	

東
京
都
千
代
田
区
に
あ
る
、
戦
中
か
ら
昭
和
三
〇
年
代
頃
ま
で
の
国
民
生
活
を
記
し
た

歴
史
的
資
料
・
情
報
の
収
集
、
保
存
、
展
示
を
し
て
い
る
資
料
館
。

（19）	

金
龍
煥
の
記
し
た
も
の
だ
と
『
日
本
少
年
』
か
ら
の
デ
ビ
ュ
ー
に
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
現
段
階
の
調
査
で
は
『
カ
ナ
イ
ソ
ッ
プ
』
の
ほ
う
が
早
い
。

（20）	

芝
義
雄
の
名
前
は
『
日
本
少
年
』
で
圧
倒
的
に
多
く
み
ら
れ
る
。『
日
本
少
年
』
と
同
じ

出
版
社
で
あ
る
実
業
之
日
本
社
の
『
少
女
の
友
』
も
掲
載
が
あ
る
。
ま
た
小
学
館
の
学

年
誌
に
も
掲
載
は
あ
る
が
、
兄
の
北
宏
二
ほ
ど
は
み
か
け
な
い
。
彼
も
日
本
か
ら
の
解

放
後
、
朝
鮮
・
韓
国
の
漫
画
・
マ
ン
ガ
雑
誌
で
活
躍
し
た
。

（21）	

戦
後
、
韓
国
で
出
版
さ
れ
た
金
龍
煥
の
画
集
が
あ
る
。
そ
こ
で
『
新
少
年
』
で
描
い
て

い
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
博
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
新
少
年
』
は
収
蔵
し
て
い

る
図
書
館
が
少
な
く
、
現
段
階
で
ほ
ぼ
手
に
と
っ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
『
新
少

年
』
で
北
宏
二
の
名
前
を
み
た
こ
と
は
な
い
が
、
一
九
四
二
年
に
博
文
館
か
ら
出
版
さ

れ
て
い
る
書
籍
『
輝
く
海
軍
』
で
挿
絵
を
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
博
文
館
か
ら
出
版
さ

れ
て
い
た
少
年
誌
『
譚
海
』
で
も
挿
絵
家
と
し
て
北
宏
二
の
名
前
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
『
新
少
年
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

（22）	

池
田
宣
政
『
吉
田
松
陰
』
偕
成
社
、
一
九
四
二
年
。

（23）	

野
村
愛
正
『
太
田
恭
三
郎
』
偕
成
社
、
一
九
四
二
年
。

（24）	

一
九
〇
九
年
、
大
日
本
雄
弁
会
と
し
て
設
立
さ
れ
る
。
戦
前
、
戦
中
に
お
け
る
日
本
の

出
版
界
を
牽
引
し
た
。
少
年
少
女
誌
の
み
な
ら
ず
、
大
衆
紙
に
お
い
て
も
独
り
勝
ち
状

態
と
な
っ
て
い
た
。
戦
前
の
『
キ
ン
グ
』
は
一
〇
〇
万
部
の
発
刊
を
記
録
し
て
い
る
。
北

宏
二
も
ま
た
『
キ
ン
グ
』
で
挿
絵
を
描
い
て
い
る
。
戦
後
、
講
談
社
と
名
前
を
改
名
し

た
。

（25）	

『
雑
誌
年
鑑　

昭
和
十
四
年
版
』
日
本
読
書
新
聞
社
、
一
九
三
九
年
。

（26）	

彼
の
エ
ッ
セ
イ
や
画
集
の
あ
と
が
き
な
ど
に
「
ガ
ン
バ
レ
面
長
さ
ん
」
が
最
初
に
描
い

た
物
語
の
あ
る
マ
ン
ガ
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
三
八
年
三
月
号
の
朝
鮮
の

少
年
雑
誌
で
見
つ
け
た
『
少
年
』
で
は
、
両
開
き
二
頁
で
、
十
五
コ
マ
に
分
か
れ
た
マ

ン
ガ
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（27）	

『
少
年
倶
楽
部
』
の
最
盛
期
を
も
た
ら
し
た
名
物
編
集
者
で
あ
る
。
終
戦
の
際
、
公
職
追

放
と
な
り
、
講
談
社
を
去
る
。
戦
後
は
学
童
社
を
起
ち
上
げ
『
漫
画
少
年
』
を
創
刊
し

た
。
手
塚
治
虫
を
は
じ
め
、
戦
後
の
マ
ン
ガ
家
を
多
く
輩
出
し
た
。
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（28）	

朝
鮮
文
化
を
日
本
に
紹
介
し
た
詩
人
。
戦
前
か
ら
多
く
の
詩
や
朝
鮮
文
化
を
雑
誌
で
発

表
し
た
。

（29）	

Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
に
お
い
て
、
戦
前
の
戦
意
高
揚
を
煽
る
よ
う
な
作
品
は
検
閲
対
象
と

な
る
。
し
か
し
、
占
領
が
解
か
れ
て
か
ら
は
、
ま
た
戦
記
物
が
息
を
吹
き
返
し
て
く
る
。

そ
こ
に
描
か
れ
る
戦
記
物
は
、
現
実
に
お
き
た
日
本
の
戦
争
と
は
異
な
っ
た
形
で
転
用

さ
れ
る
。
戦
前
だ
け
で
な
く
、
戦
後
に
お
い
て
も
少
年
誌
は
戦
記
物
を
好
ん
で
描
い
て

い
た
。
現
在
で
も
変
わ
る
こ
と
な
く
、
少
年
マ
ン
ガ
で
は
バ
ト
ル
物
の
人
気
は
健
在
で

あ
る
。
金
龍
煥
は
ジ
ャ
パ
ン
・
ミ
リ
タ
リ
ー
・
レ
ビ
ュ
ー
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
雑
誌

『
軍
事
研
究
』
に
て
一
九
七
七
年
三
月
号
か
ら
一
九
七
九
年
二
月
号
ま
で
表
紙
を
担
当
し

て
い
る
。
そ
こ
に
は
古
今
東
西
に
渡
る
、
戦
記
物
の
勇
者
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る
。

（30）	

解
放
後
の
韓
国
に
お
い
て
も
、
子
供
向
け
の
西
洋
の
名
作
選
、
偉
人
伝
の
書
籍
が
シ
リ
ー

ズ
と
し
て
発
行
さ
れ
る
。
金
龍
煥
の
作
品
を
掲
載
し
て
い
た
少
年
誌
に
多
く
の
広
告
が

打
た
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
戦
前
の
日
本
の
偉
人
伝
を
参
考
に
し
て
出
版
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
も
金
龍
煥
は
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（31）	

부
천
만
화
정
보
센
트 

엮
음
（
富
川
漫
画
情
報
セ
ン
タ
ー	

編
者
）『
三
八
線	

불
루
스
에
서 

성
웅 

이
순
신
까
지
（
三
八
度
線
ブ
ル
ー
ス
か
ら
聖
雄
李
舜
臣
ま
で
）』
二
〇
〇
五
年
、
현
실
문
화
연
구

（
現
実
文
化
研
究
）。

（32）	

一
九
二
三
年
、
東
京
に
て
結
成
さ
れ
た
朝
鮮
児
童
文
学
の
同
人
会
。

（33）	

詩
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
金
龍
煥
と
は
同
世
代
で
あ
り
、
上
智
大
学
へ
通
っ
て
い

た
。
解
放
後
の
朝
鮮
、
韓
国
の
新
聞
や
雑
誌
に
て
、
尹
の
詩
に
挿
絵
を
し
た
作
品
、
尹

が
発
行
し
て
い
た
雑
誌
で
金
龍
煥
の
名
前
を
度
々
見
か
け
る
。

（34）	

次
号
の
宣
伝
と
し
て
、
二
月
十
八
日
の
日
付
を
見
つ
け
た
。
三
号
の
『
週
刊
小
学
生
』

は
二
月
二
十
五
日
と
奥
付
が
あ
る
。
創
刊
号
に
発
行
日
の
記
載
が
な
く
と
も
、
推
測
は

で
き
る
。
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