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大
鹿
卓
の
『
野
蛮
人
』

│
植
民
地
時
代
に
お
け
る
二
元
対
立
論
へ
の
挑
戦

│

簡 　

 

中 

昊

  

は
じ
め
に

　

植
民
地
時
代
の
台
湾
を
舞
台
に
し
た
日
本
人
作
家
の
う
ち
で
、
大
鹿
卓

（
一
八
九
八
│
一
九
五
九
）
は
佐
藤
春
夫
や
中
村
地
平
の
よ
う
に
広
く
注
目
さ
れ

た
存
在
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
大
鹿
が
台
湾
を
素
材
に
書
い
た
六
つ
の
作
品（

１
）

は
、
す
べ
て
台
湾
原
住
民（

２
）を

対
象
と
し
た
も
の
で
、
原
住
民
の
生
活
に
寄
せ
た

深
い
関
心
が
示
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
も
つ
一
貫
し
た
テ
ー
マ
も
原
住
民
の
い
わ

ゆ
る
「
野
蛮
性
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

当
時
の
日
本
に
は
、
台
湾
原
住
民
の
風
俗
や
伝
統
は
「
野
蛮
」
で
、
日
本

は
「
文
明
」
の
国
だ
と
い
う
社
会
通
念
が
流
通
し
て
い
た（

３
）。

こ
の
「
野
蛮
／
文

明
」
の
二
元
対
立
の
図
式
は
、
台
湾
を
劣
位
に
据
え
、
日
本
を
優
位
に
置
く
も

の
で
、
日
本
人
作
家
の
創
作
に
も
浸
透
し
た
。
し
か
し
大
鹿
の
出
世
作
『
野
蛮

人
』
は
「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
図
式
に
は
め
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
い

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
小
説
に
関
し
て
、
河
原
功
は
、「
平
然
と
虐
殺
を
繰
り

返
し
て
き
た
日
本
人
こ
そ
野
蛮
人
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
る
、
大
鹿
卓
の
告

発
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い（

４
）」

と
評
価
し
て
い
る
。
大
鹿
は
作
品

集
『
野
蛮
人
』
の
後
記
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

蛮
地
を
扱
つ
た
数
篇
は
い
づ
れ
も
わ
た
く
し
の
初
期
の
も
の
で
、
中
に
就

き
『
野
蛮
人
』
は
当
時
わ
た
く
し
に
は
私
な
り
の
意
図
が
あ
つ
て
、
こ
の

一
作
を
も
つ
て
世
に
問
は
ん
と
し
た
い
は
ゆ
る
野
心
作
で
あ
つ
た
。「
中

央
公
論
」
に
出
た
当
時
世
評
も
概
し
て
好
評
で
は
あ
つ
た
が
、
取
材
の
表

面
的
な
条
件
か
ら
単
な
る
バ
ア
バ
リ
ズ
ム
と
見
做
さ
れ
た
の
を
、
今
も
つ

て
遺
憾
と
し
て
ゐ
る
。（『
野
蛮
人
』
白
鳳
書
院
版
、
三
〇
三
頁
）



110　

つ
ま
り
、
彼
の
描
い
た
「
野
蛮
人
」
の
世
界
は
、「
単
な
る
バ
ア
バ
リ
ズ
ム
」

で
は
な
い
し
、「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
二
元
対
立
に
対
す
る
彼
な
り
の
理
解

を
示
そ
う
と
し
た
も
の
だ
が
、
世
間
に
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

小
論
は
、
作
中
で
用
い
ら
れ
た
「
野
蛮
」
と
い
う
言
葉
の
含
意
を
考
察
し
な

が
ら
、
主
人
公
田
澤
が
「
文
明
人
」
か
ら
「
野
蛮
人
」
に
変
身
す
る
過
程
を
分

析
し
、
大
鹿
が
ど
の
よ
う
な
創
作
意
図
を
も
っ
て
、
い
か
に
「
野
蛮
／
文
明
」

と
い
う
支
配
的
な
二
元
対
立
の
観
念
に
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
よ
う
と
し
た
の
か
を

検
討
す
る
。
こ
れ
は
『
野
蛮
人
』
と
い
う
小
説
の
歴
史
的
意
味
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
と
思
う
。

　

手
続
き
と
し
て
は
、
ま
ず
は
テ
キ
ス
ト
分
析
で
あ
る
。
大
鹿
の
作
品
は
、
植

民
地
文
学
の
概
説
で
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
も
の
の
、
管
見
で
は
全
面
的
な

考
察
は
ま
だ
あ
ま
り
な
く
、
テ
キ
ス
ト
を
詳
細
に
分
析
し
、
先
行
研
究
を
再
検

討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
、「
野
蛮
」
と
「
文
明
」
が
錯
綜
す
る
中

で
果
た
さ
れ
た
「
蕃
婦
」
の
役
割
に
注
目
し
た
い
。
次
に
、
台
湾
の
植
民
地
文

学
に
お
け
る
漢
民
族
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
の
比
較
を
通
し
て
、「
蕃
婦
」
の
特

徴
を
見
出
し
た
い
。
最
後
に
、「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
対
立
図
式
の
揺
れ
を

考
察
す
る
。

一　
「
野
蛮
人
」
社
会
へ
の
入
り
口

　
『
野
蛮
人
』
は
一
九
三
四
年
に
書
か
れ
、
翌
年
の
『
中
央
公
論
』
の
懸
賞
で

受
賞
し
た
小
説
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
に
新
潮
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
作
品
集

『
野
蛮
人
』
に
収
め
ら
れ
た
が
、
総
督
府
の
検
閲
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
と
こ

ろ
が
多
い
。
小
論
の
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
一
九
四
九
年
の
白
鳳
書
院
版
で
あ

る
。

　
『
野
蛮
人
』
の
大
荒
筋
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
筑
豊
炭
鉱
の
経
営
者
を

父
に
持
つ
主
人
公
田
澤
は
、
父
の
炭
鉱
の
争
議
団
の
一
員
と
な
り
、
示
威
の
た

め
に
独
断
で
坑
内
の
一
部
を
水
浸
し
に
さ
せ
た
こ
と
で
父
の
不
興
を
蒙
る
。
ま

た
争
議
団
の
オ
ル
グ
小
宮
に
も
冷
た
く
扱
わ
れ
、
自
暴
自
棄
と
な
り
、
父
に
命

じ
ら
れ
る
ま
ま
に
台
湾
に
渡
り
、
山
地
に
流
れ
着
く
。
白
狗
駐
在
所
の
警
備
員

に
着
任
し
た
田
澤
は
、
サ
ラ
マ
オ
蕃
討
伐
の
さ
な
か
に
、
原
住
民
の
一
人
を
斬

首
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
内
に
眠
る
野
蛮
性
に
気
づ
く
。
そ
の
後
、
白

狗
の
原
住
民
タ
イ
モ
リ
カ
ル
を
妻
と
す
る
が
、
日
本
人
の
妻
に
な
り
き
ろ
う
と

努
力
す
る
タ
イ
モ
リ
カ
ル
に
対
し
て
、
野
蛮
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

さ
ら
に
彼
自
身
も
野
蛮
人
に
な
ろ
う
と
決
意
し
、
妻
の
実
家
で
蕃
人
の
衣
服
を

着
こ
み
、
鍋
墨
を
す
り
こ
み
、
刀
を
腰
に
差
し
、
田
澤
は
つ
い
に
「
野
蛮
人
」

に
な
る
。

　

作
中
で
は
、「
野
蛮
」
と
い
う
言
葉
は
、
三
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
思
う
。
一
つ
は
、
台
湾
原
住
民
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
つ
い
て
言
及
さ
れ

る
「
野
蛮
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
社
会
通
念
に
基
づ
い
て
使
わ
れ
る
言
葉
で
あ
り
、

「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
二
元
対
立
の
図
式
の
担
い
手
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の

意
味
は
、
馘
首
な
ど
の
行
為
を
指
す
。
三
つ
め
は
、「
野
蛮
」
を
成
り
立
た
せ
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る
社
会
的
仕
組
み
を
意
味
す
る
。
以
下
、
テ
キ
ス
ト
に
沿
っ
て
、
田
澤
が
「
野

蛮
人
」
に
変
身
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
見
、「
野
蛮
」
の
意
味
の
展
開
を
辿
ろ
う
。

　

小
説
の
冒
頭
部
に
お
い
て
、
田
澤
は
霧
社
で
辞
令
を
受
け
、
さ
ら
に
奥
地
に

あ
る
白
狗
駐
在
所
に
赴
任
し
た
。
彼
は
、
駐
在
所
の
井
野
所
長
の
容
貌
と
態
度

か
ら
、「
自
身
よ
り
さ
ら
に
気
性
の
は
げ
し
い
魂
の
風
貌
を
見
出
し
て
、
内
心

す
で
に
彼
ら
し
い
信
頼
を
よ
せ
だ
し
」
た
（
七
頁
）。
田
澤
自
身
も
激
し
い
気

性
の
持
ち
主
で
、
何
度
も
父
に
勘
当
さ
れ
、
父
の
旧
友
で
あ
る
蕃
務
課
長
か
ら
、

「
一
旦
は
自
分
の
子
で
は
な
い
と
思
ひ
き
つ
た
奴
だ
、
ど
ん
な
こ
と
に
使
つ
て

貰
つ
て
も
異
存
は
な
い
」（
八
頁
）
と
い
う
父
の
書
状
を
見
せ
ら
れ
て
も
、「
蕃

界
へ
で
も
ど
こ
へ
で
も
や
つ
て
下
さ
い
」（
八
頁
）
と
肩
を
そ
び
や
か
す
。
そ

の
彼
が
、
初
対
面
の
井
野
か
ら
い
ち
早
く
感
じ
と
っ
た
の
は
、
原
住
民
の
社
会

で
長
く
生
活
し
て
き
た
井
野
が
受
け
た
環
境
の
影
響
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
田

澤
の
気
性
が
さ
ら
に
激
し
く
な
る
こ
と
が
予
告
さ
れ
て
い
る
。

　

河
原
功
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
鹿
の
描
い
た
原
住
民
や
そ
の
後
の
作

品
に
お
け
る
足
尾
銅
山
の
鉱
夫
ら
は
み
な
、「
都
会
に
隔
絶
さ
れ
た
、
自
然
の

支
配
の
強
い
世
界
」
に
生
き
、「
絶
え
ず
自
然
を
相
手
に
本
性
そ
の
も
の
を
む

き
出
し
に
し
て
生
活
し
」
た
人
々
で
あ
る（

５
）。

田
澤
は
炭
鉱
経
営
者
の
息
子
で
あ

り
、
資
本
主
義
の
上
に
成
り
立
つ
文
明
世
界
の
一
員
で
あ
り
、
日
本
一
の
文
明

都
市
東
京
で
の
生
活
経
験
を
持
ち
、
台
湾
原
住
民
の
世
界
と
は
無
縁
な
人
物
で

あ
る
。

彼
は
な
ん
の
期
待
も
な
く
霧
社
へ
き
た
。
す
る
と
そ
の
霧
社
の
数
日
間
は
、

警
備
員
の
生
活
や
蕃
社
の
空
気
が
、
全
く
予
想
外
の
角
度
か
ら
彼
を
刺
激

し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
蕃
地
深
く
歩
み
入
る
に
従
つ
て
彼
は
や
う
や
く
、

内
地
を
す
て
父
を
す
て
ゝ
き
た
自
分
を
待
つ
て
ゐ
る
も
の
が
、
全
く
過
去

の
翳
の
さ
ゝ
な
い
新
し
い
生
活
か
も
し
れ
ぬ
ぞ
と
い
ふ
期
待
を
、
径
ゝ
抱

き
だ
し
て
き
た
。（
八
│
九
頁
）

こ
の
部
分
の
田
澤
の
心
理
的
変
化
か
ら
、
坂
元
さ
お
り
は
、
日
本
の
「
戦
中
／

戦
後
」
に
形
成
さ
れ
続
け
た
「
満
洲
ロ
マ
ン
」
と
の
相
似
性
を
見
て
い
る（

６
）。

し

か
し
、
植
民
地
台
湾
と
、
名
目
上
の
独
立
国
家
満
洲
国
に
対
す
る
統
治
政
策
が

異
な
る
よ
う
に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
「
満
洲
ロ
マ
ン
」
と
台
湾
へ
の
「
南
方

想
像
」
も
明
ら
か
に
違
う
も
の
で
あ
る
。
田
澤
に
と
っ
て
の
「
新
し
い
生
活
」

は
、
文
明
を
発
達
さ
せ
、
富
を
蓄
積
し
よ
う
と
い
う
理
想
と
は
全
く
違
う
方
向

に
向
か
っ
て
い
た
。

　

井
野
は
田
澤
と
一
緒
に
酒
を
飲
み
な
が
ら
、「
こ
ん
な
野
蛮
な
土
地
で
も
辛

抱
す
る
う
ち
に
は
、
野
蛮
に
馴
れ
る
の
か
、
自
分
が
野
蛮
に
な
る
の
か
、
案
外

住
み
よ
く
な
る
も
ん
だ
…
…
」（
九
頁
）
と
ア
ド
バ
イ
ス
を
与
え
る
。
井
野
は

小
説
中
で
「
野
蛮
」
を
口
に
し
た
初
め
て
の
人
物
で
あ
る
。
井
野
と
会
う
前
、

田
澤
は
「
警
戒
の
た
め
に
実
彈
を
射
つ
て
歩
」
き
、「
自
分
の
銃
声
が
木
々
を

ふ
る
は
し
て
谺
す
る
ひ
ゞ
き
に
は
、
反
つ
て
恐
怖
に
似
た
気
持
に
さ
そ
は
れ

た
」（
九
頁
）
が
、
井
野
の
前
で
は
、「
私
は
命
を
脅
か
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
な
時
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の
方
が
、
生
き
が
ひ
を
感
じ
ま
す
。
負
け
惜
し
み
ぢ
や
な
い
、
私
は
そ
ん
な
性

分
な
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
た
い
が
い
の
野
蛮
に
は
負
か
さ
れ
な
い
つ
も
り
で

す
」（
一
〇
頁
）
と
言
う
。
彼
は
自
分
を
「
野
蛮
」
の
対
極
に
置
き
、
そ
れ
と

の
対
決
を
心
が
け
、
自
分
の
世
界
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
。

　

間
も
な
く
、「
蕃
婦
」（
井
野
の
妻
の
妹
た
ち
）
の
登
場
に
よ
っ
て
、
田
澤
は

「
野
蛮
人
」
の
社
会
に
直
面
し
、
彼
ら
の
生
活
に
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
。

　

姉
妹
ら
し
い
二
人
の
娘
が
、
笑
ひ
を
爆
ぜ
さ
せ
な
が
ら
抱
き
合
つ
て
転

げ
込
ん
で
き
た
。
彼
女
た
ち
は
（
中
略
）
紺
地
の
木
綿
着
に
赤
い
へ
こ
帯

を
し
め
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
が
動
物
的
な
艶
の
漂
ふ
肌
に
す
こ
し
も
の
つ
て

ゐ
な
い
か
ん
じ
で
、
か
へ
つ
て
蕃
社
の
娘
と
い
ふ
こ
と
を
一
目
瞭
然
に
し

て
ゐ
た
。

　
「
か
ゝ
あ
の
妹
た
ち
だ
、
み
ん
な
お
む
こ
さ
ん
を
欲
し
が
つ
て
ゐ
る
」
さ

う
い
つ
て
井
野
は
ア
ハ
ハ
…
…
と
大
き
く
口
を
あ
け
た
。

　
「
オ
ム
コ
さ
ん
」「
オ
ム
コ
さ
ん
」
彼
女
た
ち
は
口
々
に
ま
ね
な
が
ら
、

黒
い
艶
々
し
た
目
で
互
に
見
交
し
た
り
、
ぢ
つ
と
田
澤
の
方
を
見
つ
め
た

り
し
た
。
田
澤
は
彼
女
達
の
動
作
や
表
情
の
う
ち
に
、
内
地
の
少
女
達
と

共
通
な
も
の
を
み
た
。
し
か
も
そ
れ
は
一
見
別
物
の
や
う
に
野
性
的
で
素

朴
だ
つ
た
。（
一
〇
頁
）

　

田
澤
は
彼
女
た
ち
か
ら
野
性
的
な
美
を
感
じ
、
異
様
さ
を
感
じ
さ
せ
る
原
住

民
の
世
界
に
好
感
を
覚
え
る
。
同
時
に
井
野
の
妻
に
も
注
目
す
る
。「
内
地
の

女
と
し
か
思
へ
な
い
風
貌
、
テ
ニ
ヲ
ハ
に
も
耳
触
り
の
な
い
言
葉
、
そ
の
う
へ

に
繊
細
な
動
き
を
み
せ
る
目
と
心
。
そ
れ
を
目
の
前
の
、
樹
葉
や
野
獣
の
姿
態

を
思
は
せ
る
娘
た
ち
と
姉
妹
だ
と
は
、
彼
の
思
考
で
は
結
び
つ
け
難
か
つ
た
」

が
、
し
か
し
、

　

田
澤
は
そ
の
冴
々
し
た
声
に
驚
い
て
、
思
は
ず
奥
さ
ん
の
顔
へ
目
を

そ
ゝ
い
だ
。
そ
し
て
、
彼
女
が
蕃
婦
だ
と
い
ふ
証
を
見
出
し
て
は
つ
と
し

た
。
額
の
濃
い
お
白
粉
の
下
に
、
拭
へ
な
い
憂
愁
の
か
げ
の
や
う
に
、
刺

青
が
息
を
し
て
ゐ
る
の
だ
。（
一
一
頁
）

　

坂
元
さ
お
り
は
、「
こ
こ
で
何
よ
り
注
意
し
た
い
の
は
、
田
澤
が
井
野
の
妻

の
「
額
の
濃
い
お
白
粉
の
下
に
」、「
刺
青
」

―
即
ち
「
野
蛮
性
」
が
「
息
し

て
い
る
」、
と
い
う
こ
と
を
彼
女
の
「
声
」
を
媒
介
に
発
見
し
、「
深
く
胸
を
打

た
れ
て
」
い
る
点
」
と
指
摘
し
て
い
る（

７
）。

こ
こ
で
も
う
一
つ
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
井
野
の
妻
の
「
繊
細
な
動
き
を
み
せ
る
目
と
心
」
と
い
う
描

写
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
野
蛮
人
」
を
日
本
人
に
改
造
し
う
る
こ
と
を
ほ
の
め

か
し
て
い
る
。

　

田
澤
は
さ
ら
に
、「
姉
妹
」
の
姉
で
あ
る
タ
イ
モ
リ
カ
ル
を
次
の
よ
う
に
観

察
し
て
い
る
。
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「
顔
あ
ら
ひ
な
さ
い
」
彼
女
は
さ
う
い
ひ
な
が
ら
水
に
手
を
突
込
ん
だ
。

底
に
沈
ん
だ
枝
を
取
ら
う
と
し
た
の
だ
が
、
水
の
な
か
へ
折
れ
込
ん
だ
手

は
太
い
枝
が
落
ち
た
や
う
に
見
え
た
。「
よ
し
、
よ
し
」
田
澤
は
荒
つ
ぽ

い
声
で
制
し
た
が
、
す
ぐ
そ
ん
な
こ
と
は
軽
蔑
す
べ
き
心
な
い
潔
癖
さ

だ
と
自
ら
恥
ぢ
た
。
彼
は
顔
を
水
へ
突
込
ん
で
、
水
の
な
か
で
目
を
あ
け

た
。
す
る
と
底
に
沈
ん
で
ゐ
る
青
葉
が
彼
女
の
目
の
凝
視
の
や
う
に
見
え

た
。
彼
女
の
目
の
艶
々
し
さ
だ
け
は
、
彼
の
脳
裡
に
そ
れ
ほ
ど
の
美
し
さ

を
印
象
づ
け
て
ゐ
た
。（
一
三
頁
）

　

田
澤
は
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
こ
と
を
直
感
的
に
「
不
潔
」
に
思
う
こ
と
を
理
性

に
よ
っ
て
抑
え
よ
う
と
す
る
。
一
方
、
彼
女
の
手
を
枝
に
喩
え
、
目
を
青
葉
に

喩
え
、
彼
女
の
中
に
野
生
の
美
を
見
つ
け
る
。「
野
蛮
」
か
ら
美
を
感
じ
る
こ

と
自
体
は
、「
野
蛮
」
に
対
す
る
憧
れ
で
あ
り
、
肯
定
で
あ
る
。
後
に
「
野
蛮

人
」
に
変
身
す
る
た
め
の
心
の
準
備
の
段
階
と
も
い
え
よ
う
。

　

井
野
は
日
本
人
の
山
地
警
察
と
し
て
、「
野
蛮
に
馴
れ
」
た
人
間
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
十
六
年
前
に
「
こ
ゝ
の
頭
目
の
娘
を
娶
」
り
、
二
人
の
娘
が
生

ま
れ
、「
こ
の
蕃
地
へ
根
を
お
ろ
し
た
大
木
」
と
な
り
、「
多
く
の
心
が
そ
こ
へ

き
て
安
息
を
求
め
る
緑
蔭
を
作
つ
て
ゐ
る
や
う
」
な
存
在
で
あ
る
（
一
九
頁
）。

田
澤
も
そ
の
「
緑
蔭
」
を
求
め
る
一
人
で
あ
る
。
彼
は
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
や
井

野
と
の
付
き
合
い
に
よ
っ
て
、「
野
蛮
人
」
の
社
会
に
近
づ
き
つ
つ
あ
る
。
こ

こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、「
野
蛮
人
」
が
日
本
人
に
な
り
、
日
本
人
が
「
野
蛮
人
」

に
変
身
す
る
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
。
大
鹿
の
、「
野
蛮
／
文
明
」
の
二
元
対

立
の
社
会
通
念
を
動
揺
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

　

田
澤
は
蕃
地
で
生
活
し
始
め
て
か
ら
、
故
郷
を
「
一
度
だ
つ
て
憶
ひ
だ
し
た

こ
と
な
ぞ
あ
り
ま
せ
ん
」（
一
五
頁
）
と
言
っ
た
が
、
父
親
に
早
く
手
紙
を
出

す
よ
う
に
と
井
野
に
忠
告
さ
れ
て
か
ら
、「
は
じ
め
て
想
ひ
起
す
父
の
面
影
」

（
一
六
頁
）
に
心
が
動
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
父
親
に
手
紙
を
出
す
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。「
書
き
終
へ
た
手
紙
を
に
ぎ
つ
て
、
眉
毛
に
迫
つ
て
ゐ
る
闇
空

に
目
を
す
ゑ
て
ゐ
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
妄
想
を
ふ
り
払
ふ
や
う
に
強
く
頭

を
ふ
つ
た
。
そ
し
て
突
然
、
い
ま
書
い
た
ば
か
り
の
手
紙
を
破
つ
て
泥
濘
へ
す

て
ゝ
足
で
ふ
み
に
ぢ
つ
」
て
し
ま
う
（
二
三
頁
）。
こ
れ
は
、
父
親
と
の
決
別

を
意
味
す
る
だ
け
で
な
く
、
父
親
の
代
表
す
る
世
界
と
の
繋
が
り
を
断
ち
切
る

こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
彼
は
「
野
蛮
人
」
に
な
る
方
向
へ
進
ん
で
い

く
。
そ
し
て
そ
の
過
程
で
、
日
本
人
側
の
野
蛮
性
に
も
気
づ
き
は
じ
め
る
。

二　

意
味
不
明
の
蛮
行

　

小
説
で
は
さ
ら
に
、
別
の
駐
在
所
を
襲
撃
し
た
蕃
人
を
討
伐
す
る
た
め
に
守

備
隊
が
到
来
す
る
場
面
が
描
か
れ
る
。

警
備
員
た
ち
は
み
な
武
装
を
と
ゝ
の
へ
て
、
闇
の
な
か
に
防
水
外
套
の
ゴ

ワ
ゴ
ワ
い
ふ
音
を
た
て
ゝ
ゐ
た
。
で
、
喇
叭
の
ひ
ゞ
き
が
耳
に
這
入
る
と
、
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タ
ナ
ト
ー
ノ
フ
！　

タ
ナ
ト
ー
ノ
フ
！　

と
口
々
に
叫
び
な
が
ら
走
り

だ
す
蕃
丁
た
ち
の
騒
ぎ
に
混
つ
て
、
彼
等
の
防
水
外
套
の
音
も
鉄
線
橋
の

方
へ
殺
到
し
た
。
駐
在
所
か
ら
数
丁
離
れ
た
と
こ
ろ
で
守
備
隊
に
ゆ
き
あ

ふ
と
、
彼
等
は
闇
の
な
か
に
垣
を
つ
く
つ
た
。（
中
略
）
そ
の
鼻
の
先
を
、

う
す
光
る
喇
叭
を
あ
て
ゝ
ふ
く
ら
ん
だ
頬
や
、
帽
子
の
鍔
の
下
で
キ
ラ
キ

ラ
光
る
目
や
、
細
長
い
銃
身
が
厳
し
く
連
つ
て
通
つ
た
。
蕃
童
た
ち
の
火

の
つ
い
た
や
う
な
泣
声
や
、
そ
れ
を
罵
り
し
か
る
声
々
を
、
喇
叭
の
ひ
ゞ

き
が
震
駭
さ
せ
て
い
つ
た
。
そ
れ
は
突
然
の
暴
風
の
や
う
に
人
々
の
面
を

打
ち
、
胸
の
な
か
を
虚
に
さ
ら
つ
て
い
つ
た
。
縦
隊
の
最
後
が
ゆ
き
す
ぎ

る
と
、
彼
等
は
た
ゞ
呆
然
と
そ
の
あ
と
に
つ
い
て
歩
き
だ
し
た
。（
二
〇

│
二
一
頁
）

　

河
原
功
は
こ
の
描
写
か
ら
、
原
住
民
撲
滅
政
策
を
推
進
す
る
日
本
人
に
対
す

る
告
発
を
読
み
取
っ
て
い
る（

８
）。

防
水
外
套
と
喇
叭
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
人
側
の

行
動
は
荒
々
し
く
乱
暴
で
、
蕃
人
た
ち
を
怯
え
さ
せ
、
蕃
童
の
「
火
の
つ
い
た

や
う
な
泣
声
」
や
大
人
の
「
罵
り
し
か
る
声
々
」
を
圧
倒
す
る
。
そ
の
よ
う
な

描
写
は
さ
ら
に
続
く
。

　

先
刻
の
守
備
隊
に
つ
い
て
き
た
霧
社
支
庁
長
が
台
の
上
へ
の
ぼ
つ
て
、

討
伐
隊
長
と
し
て
の
訓
辞
を
や
り
だ
し
た
。
彼
は
両
頬
を
蔽
つ
た
黒
髯
の

な
か
に
大
き
な
口
を
あ
け
て
、
叱
り
つ
け
る
や
う
な
声
を
だ
し
た
。「
頑

迷
に
し
て
凶
暴
な
る
彼
等
を
膺
懲
し
な
け
れ
ば
」
と
か
「
諸
君
は
死
を
賭

し
て
」
と
か
激
越
し
た
言
葉
が
、
篝
の
火
の
粉
と
い
つ
し
よ
に
人
々
の
頭

上
へ
降
つ
た
。

　

田
澤
は
ひ
そ
か
に
囲
り
の
人
々
を
盗
み
見
た
。
す
る
と
誰
の
目
に
も
火

が
も
え
て
ゐ
た
。
彼
に
は
そ
れ
が
た
ゞ
篝
の
火
影
を
う
つ
し
て
ゐ
る
の
だ

と
は
思
へ
な
か
つ
た
。
こ
の
二
百
余
名
の
一
団
が
黙
々
と
死
地
に
突
き
入

る
覚
悟
を
固
め
て
ゐ
る
の
か
と
、
彼
は
暗
い
熱
気
に
顔
を
な
で
ら
れ
る

思
ひ
で
ぞ
ツ
と
し
た
。
だ
が
、
彼
等
を
興
奮
さ
せ
て
ゐ
る
真
実
の
正
体
は

な
ん
だ
ら
う
か
と
探
つ
て
ゐ
る
う
ち
に
、
彼
は
次
第
に
急
り
だ
し
て
ゐ
た
。

彼
等
の
興
奮
の
真
実
性
な
ど
を
穿
鑿
し
て
ゐ
た
ら
、
結
局
興
奮
に
と
り
の

こ
さ
れ
て
し
ま
ふ
の
だ
。
興
奮
に
と
り
こ
の
さ
れ
ゝ
ば
即
ち
行
動
に
と
り

の
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
自
分
を
同
じ
興
奮
の
な
か
へ
浸
し
た
い
。

彼
は
焦
躁
に
ま
け
て
い
つ
た
。（
二
一
│
二
二
頁
）

　

こ
の
段
に
つ
い
て
、
坂
元
さ
お
り
は
、
そ
の
「
暗
い
熱
気
」
の
存
在
に
深
く

分
け
入
る
こ
と
こ
そ
が
、
現
在
、
植
民
地
期
（
そ
し
て
戦
争
）
の
文
学
を
批
判

的
に
語
る
際
に
不
可
欠
な
作
業
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
憑
か
れ
た
よ
う
な
「
興

奮
」
が
ど
の
よ
う
に
生
成
・
伝
染
し
て
い
く
の
か
を
卓
越
し
た
表
現
で
伝
え
て

お
り
、
こ
う
い
っ
た
「
暗
い
熱
気
」
は
、
田
澤
が
「
敵
蕃
」
の
首
を
切
り
落
と

す
箇
所
に
お
い
て
さ
ら
に
強
く
現
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る（

９
）。

　

ま
さ
に
坂
元
の
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
激
越
し
た
言
葉
が
、
篝
の
火
の
粉
と
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い
つ
し
よ
に
人
々
の
頭
上
へ
降
つ
た
」「
誰
の
目
に
も
火
が
も
え
て
ゐ
た
」
と

い
っ
た
「
二
百
余
名
の
一
団
」
の
「
暗
い
熱
気
」
は
、
そ
の
集
団
に
よ
る
非
理

性
的
な
状
態
を
は
っ
き
り
表
し
て
い
る
。
田
澤
は
こ
の
「
暗
い
熱
気
」
を
受
け

て
、
後
に
敵
を
殺
し
、
そ
の
首
を
切
る
行
為
に
移
る
。「
暗
い
熱
気
」
が
彼
を

「
野
蛮
」
化
さ
せ
る
起
爆
剤
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
注
目
す
べ
き
な
の

は
、
人
々
を
「
興
奮
さ
せ
る
」
正
体
が
主
人
公
に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
大
鹿
が
用
心
深
く
敷
い
た
伏
線
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

田
澤
も
自
分
の
馘
首
の
行
為
の
意
味
が
理
解
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
次
は
、

田
澤
が
馘
首
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

先
刻
自
分
が
射
ち
倒
し
た
死
体
の
一
歩
手
前
へ
ま
で
く
る
と
、
す
く
む
や

う
に
足
が
と
ま
つ
た
。
数
分
の
間
、
彼
は
ぢ
つ
と
そ
れ
を
見
下
し
て
ゐ
た
。

と
、
突
然
野
獣
の
す
ば
や
さ
で
彼
は
森
林
の
な
か
へ
ひ
き
返
し
た
。
そ
し

て
、
一
本
の
倒
れ
木
を
根
こ
ぎ
の
ま
ゝ
枝
葉
を
ゆ
さ
ぶ
つ
て
引
き
ず
つ
て

き
た
。
彼
は
そ
れ
を
死
体
の
頭
の
方
へ
運
ぶ
と
、
重
い
首
を
か
ゝ
へ
こ
ん

で
枕
を
さ
せ
た
。
死
人
の
口
か
ら
ず
る
ず
る
と
血
が
流
れ
た
。
夜
の
光
り

の
な
か
で
、
そ
れ
は
黒
黒
と
動
い
て
彼
を
ぎ
く
り
と
さ
せ
た
。
思
は
ず
後

ず
さ
り
し
た
彼
は
、
再
び
そ
つ
と
ゐ
ざ
り
寄
つ
た
。
冷
い
死
人
の
指
を
一

本
々
々
は
が
し
て
蕃
刀
を
奪
ひ
と
る
と
、
無
我
無
中
で
喉
の
あ
た
り
へ
叩

き
込
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
の
彼
は
何
も
の
か
憑
つ
た
や
う
だ
つ
た
。「
ち
き

し
ょ
ォ
、
ち
き
し
ょ
ォ
」
と
石
こ
ろ
を
つ
か
ん
で
刀
の
み
ね
を
打
ち
つ
ゞ

け
た
。
そ
れ
も
も
ど
か
し
く
な
つ
て
泥
足
で
う
ん
う
ん
踏
ん
づ
け
た
。

　

ず
し
り
と
重
い
音
を
た
て
ゝ
首
が
落
ち
た
。
ほ
ツ
と
息
を
は
く
田
澤
の

目
に
涙
が
光
つ
た
。
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
無
念
さ
に
歯
を
く
ひ
し
ば
つ
て
、

狂
暴
な
動
作
に
と
り
す
が
つ
て
ゐ
た
彼
は
、
た
ゞ
急
に
気
が
ゆ
る
ん
で
ふ

き
だ
す
激
情
に
負
け
た
の
だ
。
彼
に
は
ま
だ
悔
恨
は
襲
ひ
か
ゝ
つ
て
ゐ
な

か
つ
た
。
兇
行
を
や
つ
て
の
け
た
と
い
ふ
実
感
さ
へ
な
か
つ
た
。
し
ば
ら

く
の
間
ね
ば
ね
ば
と
血
糊
の
つ
い
た
手
で
自
分
の
顔
を
な
で
ま
は
し
、
彼

は
ぼ
ん
や
り
突
立
つ
て
ゐ
た
。
や
が
て
彼
は
葉
の
つ
い
た
枝
を
折
つ
て
首

へ
か
ぶ
せ
て
か
ら
ふ
ら
ふ
ら
と
歩
き
だ
し
た
。
だ
が
さ
う
し
た
動
作
も
死

者
を
葬
ふ
と
い
ふ
心
の
動
き
か
ら
で
は
な
く
、
彼
自
身
ほ
と
ん
ど
無
意
識

の
裡
に
や
つ
た
こ
と
だ
つ
た
。（
二
六
│
二
七
頁
）

　

坂
元
さ
お
り
は
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、「
首
を
切
る
」
動
作
の
中
で
、「
敵

蕃
」
の
属
性
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
野
蛮
」
が
反
転
し
て
、
田
澤
自
身
の
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
評
し
、
更
に
「
激
情
」
と
「
暗
い
熱
気
」
の
伝
播
に

お
い
て
、
さ
き
ほ
ど
ま
で
田
澤
が
自
分
と
タ
イ
モ
リ
カ
ル
を
隔
て
る
よ
う
に
感

じ
て
い
た
「
文
明
／
野
蛮
」
の
二
元
対
立
は
消
滅
し
、
結
局
彼
自
身
の
持
つ
裏

表
が
暴
か
れ
た
と
指
摘
し
て
い
る）

10
（

。

　

こ
の
指
摘
に
は
、
い
く
つ
か
分
析
を
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
ま

ず
、「
あ
わ
て
て
↓
興
奮
↓
寂
寥
↓
激
情
に
負
け
た
↓
無
意
識
」
と
い
う
心
理

的
変
化
か
ら
見
れ
ば
、
田
澤
は
確
か
に
「
野
蛮
」
に
自
ら
の
身
を
浸
し
た
が
、
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彼
の
内
面
の
野
蛮
性
が
暴
か
れ
た
と
し
て
も
、
野
蛮
と
文
明
の
二
元
対
立
が
消

滅
し
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
始
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
後
、
田
澤
は
、
負
傷
し
た
同
僚
の
荒
木
と
と
も
に
洞
穴
で
救
援
を
待
っ
た

が
、
蕃
人
に
や
ら
れ
た
く
な
い
荒
木
か
ら
、
手
を
下
す
よ
う
頼
ま
れ
た
。

い
く
度
か
、
自
分
の
手
が
荒
木
の
頸
を
し
め
る
動
き
を
妄
想
し
て
は
息
を

つ
ま
ら
せ
た
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
妄
想
に
交
錯
し
て
、
夕
方
蕃
人
の
首
を

打
ち
落
し
た
記
憶
の
デ
テ
エ
ル
が
、
責
道
具
の
や
う
に
迫
つ
て
き
て
彼
を

さ
い
な
ん
だ
。
あ
の
兇
暴
な
行
為
が
、
ど
ん
な
意
味
で
、
重
大
な
汚
点
を

自
分
へ
の
こ
し
た
か
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
さ
れ
、
彼
は
は
じ
め
て
痛
恨
の

時
を
す
ご
し
た
。

（
中
略
）
懸
賞
金
の
こ
と
な
ど
一
度
だ
つ
て
考
へ
た
こ
と
は
な
い
、
彼
は

心
の
裡
で
さ
う
く
り
か
へ
し
た
。
そ
れ
は
真
実
だ
と
し
て
も
、
で
は
何
の

た
め
に
や
つ
た
凶
行
だ
！　

さ
う
い
ふ
声
が
心
の
裡
に
き
こ
え
る
と
、
彼

は
自
問
自
答
に
窮
し
て
頭
を
ふ
つ
た
。（
二
九
│
三
〇
頁
）

　

死
ん
だ
人
の
首
を
切
る
と
い
う
行
為
は
、「
文
明
人
」
の
尺
度
か
ら
見
れ
ば
、

「
野
蛮
」
の
た
め
の
「
野
蛮
」
で
、
必
要
性
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
田
澤
は
そ

の
行
為
を
起
こ
し
た
自
分
自
身
の
動
機
が
理
解
で
き
な
い
。「
責
道
具
」「
兇
暴

な
行
為
」「
重
大
な
汚
点
」「
凶
行
」
な
ど
の
言
葉
は
、「
文
明
」
の
価
値
観
が

彼
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
「
野
蛮
／
文
明
」
の
二

元
対
立
が
持
続
し
て
い
る
し
、
し
か
も
激
し
く
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
蕃
人
を
鎮
圧
す
る
際
の
兇
暴
な
音
声
、
生
き
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
瀬
戸

際
や
懸
賞
金
と
は
無
関
係
な
「
馘
首
」
が
も
つ
残
忍
性
は
、「
文
明
人
」
が
表

層
に
お
い
て
「
野
蛮
」
な
こ
と
を
容
易
に
な
し
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
表
面
上
の
「
野
蛮
」
に
す

ぎ
な
い
。
作
者
は
、
こ
の
後
田
澤
が
本
質
的
な
「
野
蛮
人
」
に
変
身
す
る
た
め

に
、「
蕃
婦
」
た
ち
と
の
触
れ
合
い
を
周
到
に
用
意
し
て
い
る
。

三　
「
野
蛮
」
を
支
え
る
社
会
の
仕
組
み

　

二
人
姉
妹
の
妹
タ
イ
モ
ナ
モ
を
通
し
て
、
田
澤
は
「
野
蛮
人
」
の
社
会
の
価

値
観
を
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
。
タ
イ
モ
ナ
モ
は
、
切
ら
れ
た
首
を
前
に
、「
け

ろ
り
と
し
た
」
だ
け
で
は
な
く
、
田
澤
に
、「
お
前
の
親
や
兄
弟
の
首
も
こ
ゝ

へ
呼
び
よ
せ
ろ
、
お
前
と
い
つ
し
よ
に
棲
は
し
て
や
る
か
ら
」
と
言
っ
て
い
る
。

田
澤
は
、
そ
の
「
野
蛮
」
の
徹
底
性
に
感
心
し
、
自
分
の
弱
さ
に
気
付
く
。

一
昨
夜
洞
穴
の
裡
で
胸
に
ふ
き
出
し
た
悔
恨
の
痛
み
も
未
だ
消
え
て
ゐ
な

か
つ
た
。
で
、
こ
の
未
だ
十
五
に
し
か
な
ら
な
い
タ
イ
モ
ナ
モ
の
態
度
を

前
に
し
て
、
彼
は
つ
く
づ
く
自
分
の
精
神
の
ひ
弱
さ
を
思
ひ
知
ら
さ
れ
た
。

（
中
略
）
そ
の
野
蛮
性
は
、
例
へ
ば
大
自
然
の
無
慈
悲
に
虐
げ
ら
れ
な
が

ら
、
又
そ
の
鹹
い
慈
悲
に
息
づ
き
な
が
ら
胸
を
拡
げ
て
ゐ
る
大
樹
の
、
そ



　117

　大鹿卓の『野蛮人』

の
不
逞
な
精
神
に
通
じ
る
厳
粛
な
脈
動
だ
。
樹
液
は
脈
々
と
流
れ
つ
ゞ
き
、

か
う
し
て
小
さ
い
枝
の
先
か
ら
も
迸
り
出
る
の
だ
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
、

自
分
は
何
ん
と
い
つ
て
も
移
植
さ
れ
た
ば
か
り
の
貧
弱
な
若
木
に
す
ぎ
な

い
。（
三
二
│
三
三
頁
）

　

タ
イ
モ
ナ
モ
の
言
葉
は
、
鈴
木
質
の
『
蕃
人
風
俗
誌
』（
一
九
三
二
年
）
に

記
録
さ
れ
た
タ
イ
ヤ
ル
族
の
首
祀
り
の
祭
辞
と
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
汝
は
此
処
に
来
り
て
安
住
せ
よ
。
汝
に
酒
を
供
へ
て
迎
ふ
。
汝
は
汝
等
の
父

母
妻
子
兄
弟
姉
妹
に
告
ぐ
る
に
我
等
の
住
む
此
の
蕃
社
の
甚
だ
良
い
所
で
あ
る

こ
と
を
以
て
し
、
多
勢
の
同
胞
を
よ
び
来
っ
て
同
棲
し
そ
の
楽
を
倶
に
せ
よ
」

と
い
う
言
葉
で
あ
る）

11
（

。
中
村
勝
に
よ
れ
ば
、
タ
イ
ヤ
ル
族
の
首
祀
り
で
は
、
馘

首
し
た
首
級
の
口
に
酒
槽
の
類
を
ふ
く
ま
せ
、
栗
飯
ま
た
は
蕃
薯
等
を
そ
な
え

て
い
わ
ゆ
る
招
魂
の
式
（
ツ
マ
ツ
ぺ
オ
ツ
ト
フ
）
を
あ
げ
る
。
招
魂
歌
を
唱
和

す
れ
ば
、
そ
の
馘
首
さ
れ
た
者
の
親
族
も
他
日
此
処
に
来
る
と
信
じ
ら
れ
て
い

る）
12
（

。

　

中
村
は
台
湾
北
部
の
タ
イ
ヤ
ル
族
の
カ
ラ
社
を
例
に
、
カ
ラ
社
の
首
狩
り
の

要
因
は
、
私
闘
、
復
讐
、
強
奪
、
返
報
、
憤
激
、
武
勇
な
ど
の
主
観
的
、
個
人

的
欲
望
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
蓄
積
さ
れ
た
首
級
は
共
同
体
の
共
有
物
と
し
て
、

「
欲
望
―
行
為
―
物
化
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
社
会
化
さ
れ
る
。
年
に
三

回
の
「
首
祀
り
」
は
、
共
同
生
活
の
再
生
産
の
儀
式
で
あ
り
、
共
働
の
合
目
的

性
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る）

13
（

。
馘
首
は
「
か
れ
ら
の
道
徳
的
意
志
で
あ
り
、
ま

た
生
き
よ
う
と
す
る
意
志the w

ill to live

に
ほ
か
な
ら
」
ず）

14
（

、
精
神
的
紐
帯

の
た
め
に
道
具
化
さ
れ
て
、
彼
ら
の
対
外
的
共
同
意
識
は
ま
た
社
会
規
範
＝
道

徳
律
を
作
る）

15
（

。
少
女
の
タ
イ
モ
ナ
モ
が
「
極
め
て
平
然
」
と
し
て
い
た
の
は
、

原
住
民
の
社
会
の
仕
組
み
が
馘
首
、
首
狩
り
、
首
祀
り
を
必
要
と
し
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
仕
組
み
や
社
会
規
範
に
無
理
解
だ
っ
た
田
澤
が
、
自
分
の

馘
首
の
行
為
に
対
し
て
、「
悔
恨
の
痛
み
」
を
消
せ
な
い
の
は
無
理
の
な
い
こ

と
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
田
澤
は
タ
イ
モ
ナ
モ
ら
の
「
野
蛮
性
」
に
「
厳
粛
な
脈
動
」
を
感

じ
、
原
住
民
の
生
活
に
感
動
す
る
。
蕃
地
に
生
ま
れ
、
体
内
に
「
樹
液
」
が
流

れ
る
タ
イ
モ
ナ
モ
に
比
べ
、
自
身
は
「
移
植
さ
れ
た
ば
か
り
の
貧
弱
な
若
木
に

す
ぎ
な
い
」
と
い
う
気
が
し
た
。
こ
の
認
識
は
彼
を
文
明
の
教
養
に
よ
る
抑
制

か
ら
解
放
し
、「
野
蛮
人
」
の
精
神
に
近
づ
く
こ
と
へ
追
い
立
て
る
。

　

田
澤
は
、
妹
タ
イ
モ
ナ
モ
の
言
葉
だ
け
で
は
な
く
、
姉
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
行

動
か
ら
も
、
首
狩
り
に
対
す
る
「
野
蛮
人
」
の
精
神
を
知
る
。

彼
女
は
八
ツ
手
の
葉
に
の
せ
た
栗
餅
を
両
手
で
さ
し
だ
し
、
い
ま
搗
い
て

き
た
の
だ
、
首
へ
供
へ
て
お
前
も
食
へ
と
い
つ
た
。
田
澤
は
彼
女
の
目
か

ら
迸
し
る
火
に
た
ぢ
た
ぢ
と
し
な
が
ら
、
自
分
の
精
神
が
彼
女
に
も
打
ち

負
か
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
感
じ
た
。
彼
は
こ
の
と
き
ほ
ど
自
分
と
彼
女
達
と

の
隔
り
を
画
然
と
感
じ
た
こ
と
は
な
か
つ
た
。
彼
は
自
分
に
、
こ
の
圧
迫

を
は
ね
返
す
力
が
な
い
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
だ
け
に
一
層
く
や
し
か
つ
た
。
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（
中
略
）
タ
イ
モ
リ
カ
ル
へ
の
関
心
で
寝
苦
し
い
一
夜
を
過
さ
う
と
し
て

ゐ
る
自
分
に
喫
驚
し
た
。「
こ
れ
は
や
は
り
お
れ
が
タ
イ
モ
リ
カ
ル
に
心

牽
か
れ
て
ゐ
る
証
拠
な
の
か
」
彼
は
や
は
り
そ
れ
を
是
認
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
に
や
ゝ
意
外
な
感
に
打
れ
た
。
が
、
同
時
に
、
自
分
に
は
未
だ

純
真
な
心
が
の
こ
つ
て
ゐ
た
の
だ
と
爽
々
し
い
気
持
に
も
な
つ
た
。
そ
し

て
「
お
れ
が
彼
女
を
怖
れ
る
の
は
、
自
分
の
野
蛮
性
が
ま
だ
中
途
半
端
だ

か
ら
だ
」
彼
は
さ
う
い
ふ
弁
解
を
見
出
し
た
。（
三
三
│
三
五
頁
）

　

田
澤
は
、
栗
餅
を
「
首
へ
供
へ
」
る
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
行
動
を
通
し
て
、
彼

女
の
身
に
首
狩
り
の
「
躾
」
が
根
付
い
て
い
る
と
感
じ
る
。
彼
は
初
め
て
「
野

蛮
」
の
精
神
性
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
「
野
蛮
」
を
恐

れ
る
よ
り
も
、
好
む
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
彼
女
に
心
牽
か
れ
る
の
は
、
自
分

に
「
未
だ
純
真
な
心
」
が
残
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
感
覚
は
、
一
九
三
〇

年
代
（
昭
和
初
期
）
に
流
布
し
た
原
住
民
の
「
純
情
と
無
垢
の
人
間
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ）

16
（

と
も
関
係
が
あ
る
。
田
澤
は
、
討
伐
の
夜
、
樹
の
下
敷
に
な
り
な
が

ら
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
た
こ
と
を
、「
自
分
に
と
つ
て
も
は

や
決
定
的
な
こ
と
だ
」（
三
八
頁
）
と
意
識
し
、「
そ
の
思
ひ
に
心
の
底
か
ら
の

悦
び
さ
へ
」（
三
八
頁
）
覚
え
た
の
は
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
代
表
す
る
「
野
蛮
」

の
精
神
に
傾
倒
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

四　
「
野
蛮
人
」
に
な
る

　

田
澤
は
駐
在
所
に
帰
り
、
荒
木
が
タ
イ
モ
リ
カ
ル
を
妻
に
し
た
い
と
言
っ
て

い
る
と
い
う
噂
を
聞
く
。
彼
は
も
の
狂
お
し
く
な
り
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
と
強
引

に
交
合
す
る
。

　

彼
は
い
き
な
り
腕
の
中
へ
彼
女
を
引
き
込
ん
だ
。
獣
皮
に
似
た
臭
ひ
が

ぷ
ん
と
鼻
を
つ
い
た
。
そ
の
臭
気
は
、
彼
の
頭
脳
を
痺
れ
さ
せ
、
前
後
の

思
慮
を
忘
れ
さ
す
に
十
分
だ
っ
た
。
彼
は
狂
暴
な
男
に
変
つ
た
。
彼
は
木

深
い
方
へ
彼
女
を
引
き
ず
つ
て
い
つ
た
。
彼
の
荒
々
し
い
変
化
に
驚
い
て
、

彼
女
は
本
能
的
な
拒
否
の
も
が
き
を
み
せ
た
。
だ
が
、
急
ち
全
身
の
力
を

抜
い
て
自
分
の
方
か
ら
ぐ
つ
た
り
倒
れ
か
ゝ
つ
た
。
繁
つ
た
草
が
、
倒
れ

込
ん
で
き
た
二
人
の
か
ら
だ
の
周
り
で
し
ば
ら
く
ざ
わ
ざ
わ
と
鳴
つ
て
い

た
。

　
（
中
略
）

　

翌
朝
の
ま
ぶ
し
い
光
線
を
あ
び
て
も
、
田
澤
は
後
悔
に
襲
は
れ
は
し

な
か
つ
た
。（
中
略
）
昨
夜
の
行
為
は
た
ゞ
そ
の
場
の
は
ず
み
で
は
な
い
、

や
は
り
胸
に
潜
ん
で
ゐ
た
意
志
に
導
か
れ
た
の
だ
と
、
自
ら
頷
き
自
ら
励

ま
し
た
。（
五
二
│
五
三
頁
）

　

坂
元
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
体
臭
の
有
無
が
、
そ
の
ま
ま
「
文
明
／
野
蛮
」
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を
示
す
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る）

17
（

」。
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
体
臭
は
、
田
澤
に

一
線
を
越
え
さ
せ
、「
野
蛮
」
社
会
に
溶
け
込
ま
せ
る
意
味
を
も
つ
。
馘
首
の

時
と
違
い
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
と
の
性
交
後
に
田
澤
は
後
悔
し
な
か
っ
た
。「
胸

に
潜
ん
で
ゐ
る
意
志
に
導
か
れ
た
」
こ
と
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。
そ
の
「
意
志
」
と
は
、
タ
イ
モ
ナ
モ
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
と
の
関
わ
り
を

通
じ
て
、「
野
蛮
」
の
精
神
に
触
れ
、
野
蛮
人
社
会
に
憧
れ
、
そ
の
一
員
に
な

る
願
望
で
あ
ろ
う
。
タ
イ
モ
リ
カ
ル
と
の
交
合
は
、
彼
の
選
択
し
た
野
蛮
人
社

会
と
の
結
合
で
も
あ
る
。

　

田
澤
は
「
や
う
や
く
ほ
ん
と
う
の
野
蛮
を
呼
吸
し
た
」（
五
六
頁
）
と
感
じ

て
、
警
備
員
服
か
ら
蕃
服
に
着
替
え
、
蕃
人
た
ち
の
賛
嘆
を
得
て
、
そ
の
社
会

に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
く
。

　

老
頭
目
は
「
待
て
、
待
て
」
と
蕃
刀
を
も
ち
出
し
て
、
自
分
の
手
で
田

澤
の
腰
に
差
し
こ
ん
だ
。
そ
し
て
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
傍
へ
き
て
肩
を
な

ら
べ

　
「
タ
イ
ヤ
ル
の
ま
ね
す
る
と
タ
ナ
ト
ー
ノ
フ
も
勇
ま
し
い
」
さ
う
い
つ

て
感
に
堪
へ
ぬ
ふ
う
で
、
胸
を
そ
ら
し
て
い
つ
ま
で
も
飽
か
ず
に
眺
め
た
。

　

そ
こ
へ
タ
イ
モ
ナ
モ
が
数
人
の
蕃
丁
を
つ
れ
て
き
て
、
戸
口
か
ら
指
さ

し
た
「
タ
ザ
ワ
さ
ん
だ
よ
、
タ
イ
モ
リ
カ
ル
の
オ
ム
コ
さ
ん
の
タ
ザ
ワ
さ

ん
だ
よ
」

　

蕃
丁
達
は
彼
を
認
め
る
と
ウ
ワ
ツ
と
声
を
あ
げ
、
手
を
た
ゝ
き
、
果
て

は
口
々
に
「
横
を
む
け
！
」「
う
し
ろ
を
見
せ
ろ
！
」「
歩
い
て
み
ろ
！
」

と
叫
び
た
て
た
。
田
澤
は
被
征
服
者
の
情
熱
は
こ
ん
な
に
も
抑
圧
さ
れ
て

ゐ
た
の
か
と
感
動
し
な
が
ら
、
彼
等
の
い
ふ
が
ま
ゝ
に
動
い
た
。（
五
九

頁
）

　
「
タ
ナ
ト
ー
ノ
フ
」
と
は
、
前
述
し
た
守
備
隊
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
威
勢

に
怯
え
て
は
い
た
が
、
頭
目
は
タ
イ
ヤ
ル
族
こ
そ
「
勇
ま
し
い
」
者
だ
と
内
心

で
は
思
っ
て
い
た
。
田
澤
は
抑
圧
さ
れ
て
い
た
「
被
征
服
者
の
情
熱
」
に
初
め

て
接
し
た
。
彼
ら
の
一
員
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
征
服
者
に
征
服
さ
れ
る

こ
と
を
選
び
、
彼
ら
の
指
示
に
従
っ
た
。
田
澤
は
、
蕃
婦
の
表
象
、
馘
首
の
行

動
、
原
住
民
の
社
会
的
仕
組
み
に
対
す
る
認
識
、
そ
れ
か
ら
蕃
婦
と
の
性
交
と

い
う
過
程
を
経
て
、「
野
蛮
／
文
明
」
の
二
元
対
立
を
乗
り
こ
え
よ
う
と
し
た

と
言
え
よ
う
。

　

以
上
の
検
討
で
確
認
で
き
る
の
は
、
先
述
の
通
り
、
大
鹿
が
用
い
る
「
野

蛮
」
に
込
め
ら
れ
た
三
つ
の
意
味
で
あ
る
。
一
つ
め
は
、
原
住
民
の
生
活
全

体
を
「
野
蛮
」
と
決
め
つ
け
、「
文
明
」
の
対
極
に
置
く
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
観

を
も
つ
意
味
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
田
澤
が
真
似
を
し
た
「
馘
首
」
と
い
う

衝
動
的
か
つ
意
味
不
明
の
行
為
で
、
表
面
上
の
残
酷
性
に
留
ま
る
。
三
つ
め

は
、「
首
狩
り
」
を
必
要
と
す
る
社
会
の
仕
組
み
か
ら
生
ま
れ
た
精
神
性
で
あ

る
。
三
つ
め
の
意
味
に
気
付
か
せ
て
く
れ
た
の
は
蕃
婦
た
ち
で
あ
り
、
田
澤
は

そ
の
一
人
の
「
オ
ム
コ
さ
ん
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
社
会
の
一
員
に
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な
る
こ
と
を
選
択
し
た
。

五　

蕃
婦
の
特
異
性

│
漢
民
族
女
性
と
の
比
較

　

蕃
婦
は
田
澤
の
「
野
蛮
人
」
へ
の
変
身
過
程
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
は
、
漢
民
族
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
と
比
較
し
て
、
大
鹿
の
作
っ
た

蕃
婦
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
如
何
な
る
特
異
性
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
創
作
意
図
を

反
映
し
て
い
る
か
を
考
え
た
い
。

　

台
湾
の
植
民
地
文
学
に
登
場
す
る
漢
民
族
の
女
性
は
、
多
く
が
社
会
の
底
層

に
生
き
る
人
間
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
頼
和
の
『
可
憐
她
死

了）
18
（

』
の
何
度
も
売
ら
れ
た
「
童
養
媳）

19
（

」
阿
金
、
呂
赫
若
の
『
牛
車
』
の
家
計
を

維
持
す
る
た
め
体
を
売
っ
た
阿
梅
、
張
文
環
の
『
芸
妲
の
家
』
の
運
命
に
弄
ば

れ
た
采
雲
な
ど
が
よ
い
例
で
あ
る
。
楊
翠
は
、
植
民
地
時
代
の
女
性
は
「
資
本

家
―
植
民
者
―
父
権
」
と
い
う
三
重
支
配
の
体
制
下
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
指

摘
し）

20
（

、
許
俊
雅
は
植
民
地
時
代
の
台
湾
小
説
に
お
け
る
女
性
イ
メ
ー
ジ
を
、
①

男
性
の
生
理
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
対
象
と
見
な
さ
れ
る
者
、
②
自
立
で
き
ず

安
易
に
廉
価
で
売
ら
れ
る
女
性
、
③
不
幸
な
婚
姻
で
虐
め
ら
れ
る
凡
庸
な
女
性
、

④
礼
を
破
り
情
欲
を
追
い
求
め
る
女
性
、
⑤
貞
潔
堅
固
な
女
性
、
⑥
そ
の
他）

21
（

と

い
う
六
つ
の
類
型
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
近
年
、
従
来
の
見
方
を
見
直
し
た
新
し
い
研
究
も
現
れ
て

い
る
。
洪
郁
如
は
『
近
代
台
湾
女
性
史

│
日
本
の
植
民
統
治
と
「
新
女
性
」

の
誕
生
』（
二
〇
一
一
）
で
、
纏
足
解
放
運
動
、
植
民
地
の
女
子
教
育
、
新
女

性
の
誕
生
、
婚
姻
様
式
の
変
化
、
新
エ
リ
ー
ト
家
庭
な
ど
か
ら
、
近
代
化
の
過

程
と
と
も
に
、
漢
民
族
女
性
の
身
心
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
論
じ
る）

22
（

。

翁
聖
峰
は
「
日
治
時
期
職
業
婦
女
題
材
文
學
的
變
遷
及
女
性
地
位
」
と
い
う
論

文
で
、
植
民
地
時
代
の
台
湾
に
お
け
る
職
業
婦
人
の
出
現
及
び
文
学
に
描
か
れ

た
イ
メ
ー
ジ
を
分
析
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
台
湾
新
文
学
は
常
に

社
会
の
底
層
に
関
与
し
、
社
会
の
注
目
を
喚
起
し
よ
う
と
す
る
の
で
、
職
業
婦

人
に
関
す
る
作
品
も
宿
命
論
的
で
、
社
会
の
不
公
平
な
現
象
を
よ
く
反
映
し
て

い
る
が
、
描
か
れ
た
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
は
現
実
と
一
致
し
な
い
例
も
あ
る
。
例

え
ば
、
台
湾
初
の
女
性
医
師
で
あ
る
蔡
阿
信
は
か
つ
て
童
養
媳
で
あ
り
な
が
ら
、

万
難
を
排
し
て
日
本
に
留
学
し
た
こ
と
や
、
一
九
三
五
年
に
呉
と
い
う
女
性
車

掌
が
告
訴
を
通
し
て
自
身
の
名
誉
を
回
復
し
た
こ
と
な
ど
は
女
性
の
成
功
例
で

あ
り
、
男
性
作
家
の
描
写
し
た
弱
者
の
女
性
像
と
は
異
な
る）

23
（

。
し
か
し
、「
新

女
性
」
像
に
せ
よ
、
職
業
婦
人
の
成
功
に
せ
よ
、
弱
者
と
し
て
の
女
性
に
せ
よ
、

す
べ
て
「
近
代
化
」
と
い
う
尺
度
に
よ
っ
て
測
ら
れ
て
い
る
。
時
代
の
流
れ
に

乗
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
成
功
し
、
乗
れ
な
い
者
は
弱
者
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
大
鹿
の
描
い
た
蕃
婦
は
特
異
な
存
在
で
あ
る
。「
樹
液
」

が
身
に
「
脈
々
と
流
れ
」
る
タ
イ
モ
ナ
モ
、
田
澤
の
蛮
行
を
「
中
途
半
端
」
だ

と
認
識
さ
せ
た
タ
イ
モ
リ
カ
ル
は
、
何
に
も
束
縛
さ
れ
な
い
者
で
あ
る
。「
馘

首
」
と
い
う
習
俗
を
含
む
原
住
民
の
精
神
体
系
が
、
彼
女
た
ち
を
近
代
化
の
基

準
と
抑
圧
と
は
無
縁
の
存
在
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
描
写
は
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　大鹿卓の『野蛮人』

文
学
と
現
実
と
の
ズ
レ
を
伴
っ
て
い
る
。
植
民
地
に
生
き
る
原
住
民
の
女
性
が
、

単
純
に
原
住
民
の
精
神
体
系
を
も
っ
て
植
民
地
の
統
治
に
対
抗
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
大
鹿
の
描
写
の
中
に
お
い
て
し
か
本
来
の
姿
を
保

つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
大
鹿
の
描
写
し
た
田
澤
の
「
野
蛮
人
」
へ
の
変

身
は
、
蕃
婦
の
出
現
に
よ
っ
て
「
野
蛮
」
社
会
を
意
識
す
る
こ
と
、
衝
動
に
よ

る
馘
首
の
無
意
味
さ
に
気
付
く
こ
と
、
原
住
民
の
社
会
的
仕
組
み
が
支
え
る
馘

首
の
精
神
性
を
認
識
す
る
こ
と
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
る
。

六　

二
元
論
に
対
す
る
挑
戦

　

小
論
の
冒
頭
で
引
用
し
た
よ
う
に
、
大
鹿
は
『
野
蛮
人
』
が
単
な
る
バ
ー
バ

リ
ズ
ム
を
描
い
た
作
品
で
は
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。
で
は
、
彼
の
創
作
意

図
は
何
だ
ろ
う
か
。

　

周
知
の
よ
う
に
、「
文
明
」
はcivilization

、「
文
化
」
はculture
を
翻
訳

し
た
言
葉
で
あ
る
。
上
山
春
平
に
よ
れ
ば
、
十
八
、
九
世
紀
、
イ
ギ
リ
ス
人
や

フ
ラ
ン
ス
人
が
政
治
的
・
経
済
的
な
発
展
、
学
問
や
芸
術
を
一
括
し
て
「
文

明
」
と
呼
び
、
後
進
の
ド
イ
ツ
は
こ
れ
に
対
抗
す
る
意
味
を
こ
め
て
、
学
問
、

芸
術
な
ど
精
神
的
活
動
と
そ
の
所
産
を
「
文
化
（K

ultur

）」
と
呼
び
、「
文

明
」
を
主
に
生
活
の
物
質
的
条
件
の
改
善
と
そ
の
所
産
と
し
た）

24
（

。
明
治
初
年
の

「
文
明
開
化
」
の
時
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
「
文
明
」
概
念
は
全
面
肯
定

的
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、『
野
蛮
人
』
が
発
表
さ
れ
た
一
九
三
四
年
は
ち
ょ

う
ど
「
大
正
教
養
主
義
」
を
経
て
、
英
仏
の
「
文
明
」
に
対
し
て
は
否
定
的
と

な
り
、
ド
イ
ツ
の
「
文
化
」
概
念
が
知
識
層
に
流
入
す
る
時
期
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
大
鹿
卓
の
作
品
に
は
、
ド
イ
ツ
の
「
文
化
」
概
念
が
見
ら
れ
な
い

の
み
な
ら
ず
、
近
代
日
本
の
文
明
論
の
啓
蒙
書
で
あ
る
、
一
八
七
五
年
刊
行
の

福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
略
』
の
影
響
さ
え
も
見
ら
れ
な
い
。
福
沢
は
、「
文

明
開
化
の
字
も
ま
た
相
対
し
た
る
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

子
安
宣
邦
は
、「
文
明
が
野
蛮
に
「
相
対
し
た
る
も
の
」
と
い
う
の
は
、
文
明

が
野
蛮
か
ら
の
相
対
的
な
進
歩
の
度
合
い
を
意
味
す
る
と
い
う
ば
か
り
で
は
な

く
、
文
明
と
は
常
に
野
蛮
と
い
う
対
立
概
念
を
も
っ
て
い
る
」
も
の
と
指
摘
し

て
い
る）

25
（

。

　
『
野
蛮
人
』
の
中
で
は
、「
文
明
」
や
「
文
化
」
な
ど
、「
野
蛮
」
に
「
相
対
」

す
る
言
葉
は
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
。
大
鹿
は
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
二
元
対

立
の
構
造
を
最
初
か
ら
排
除
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
は
文
明
や
文
化
に

全
く
言
及
せ
ず
、「
野
蛮
」
の
描
写
に
没
頭
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
の

創
作
動
機
は
「
文
明
／
野
蛮
」
論
の
立
場
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
な
く
、
原
住

民
の
生
活
に
対
す
る
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
文
明
や
文
化

な
ど
の
対
照
項
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
対
極
と
さ
れ
る
「
野
蛮
」
も
ま
た
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

大
鹿
が
描
こ
う
と
し
た
の
は
、
表
面
上
の
「
野
蛮
」
で
は
な
い
。
彼
自
身
の

台
湾
体
験
は
小
学
校
時
代
に
一
時
期
台
湾
に
住
ん
だ
と
い
う
短
い
も
の
で
あ
っ

た
。
彼
は
創
作
の
材
料
を
、
台
湾
民
衆
党
の
要
請
を
受
け
、
台
湾
に
行
っ
て
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霧
社
事
件
を
調
査
し
た
妹
婿
の
河
野
密
か
ら
受
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
大

鹿
は
直
接
に
霧
社
事
件
を
扱
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
河
野
の
調
査
し
た
霧
社
事

件
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
想
定
で
き
る）

26
（

。
同
時
代
に
台
湾
原
住
民
を
描
い
た

作
家
佐
藤
春
夫
、
中
村
地
平
、
真
杉
静
枝
、
坂
口
れ
い
子
ら
は
、
い
ず
れ
も
台

湾
に
長
く
滞
在
し
た
経
験
を
持
つ
。
黒
川
創
は
坂
口
れ
い
子
の
文
学
に
つ
い
て
、

「
植
民
地
に
お
け
る
文
学
の
い
と
な
み
は
、
作
家
に
、
そ
の
〝
外
部
〞
に
立
つ

こ
と
を
許
さ
な
い
」
と
評
す
る）

27
（

。
池
田
浩
二
も
大
鹿
と
坂
口
の
相
似
性
に
注
目

し
、「
原
住
民
と
現
地
の
末
端
管
理
者
た
る
日
本
人
と
の
関
係
を
描
く
こ
と
を

通
し
て
台
湾
の
現
実
と
対
峙
し
よ
う
と
し
た
表
現
に
、『
野
蛮
人
』、『
蕃
婦
』

な
ど
一
九
三
〇
年
代
大
鹿
卓
の
諸
作
品
が
あ
る
が
、
台
湾
に
住
ん
だ
体
験
か
ら

「
蕃
社
」
と
「
蕃
人
」
に
こ
だ
わ
り
つ
づ
け
た
坂
口
れ
い
子
の
戦
後
の
諸
作
品

も
、
こ
の
よ
う
な
対
峙
の
重
要
な
成
果
だ
ろ
う
」
と
論
じ
る）

28
（

。

　

外
部
に
立
つ
か
、
そ
れ
と
も
内
部
に
立
つ
か
は
、
滞
在
期
間
の
長
短
で
は
な

く
、
作
者
の
立
場
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
る
。「
旅
人
」
の
立
場
を
と
る
佐
藤
、

中
村
、
真
杉
ら
と
違
っ
て
、
大
鹿
と
坂
口
は
統
治
現
場
の
日
常
に
目
を
向
け
て

い
る
。
現
場
の
実
情
を
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
原
住
民
部
落
「
中
原
」
に

滞
在
し
た
経
験
を
持
つ
坂
口
は
、
大
鹿
よ
り
有
利
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
だ
が
、

大
鹿
は
原
住
民
の
「
野
蛮
」
の
社
会
的
背
景
の
描
写
に
専
念
し
た
た
め
、
坂
口

が
触
れ
て
い
な
い
も
の
、
も
し
く
は
深
く
突
っ
込
ん
で
い
な
い
も
の
を
探
り

出
し
て
い
る
。『
野
蛮
人
』
は
独
自
の
経
験
や
調
査
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
作
家
の
情
熱
と
想
像
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
大
鹿

は
小
説
の
中
で
、
原
住
民
を
「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
抽
象
的
な
図
式
に
定
位

せ
ず
、
原
住
民
の
社
会
そ
の
も
の
に
対
す
る
関
心
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
大
鹿
は
一
九
三
四
年
の
時
点
で
こ
の
よ
う
な
小
説
を
書
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
で
は
、
駒
込
武
の
分
析
し
た
呉
鳳
伝
説
の
改
編
過
程）
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を

通
し
て
、
原
住
民
の
位
置
付
け
を
考
え
て
み
た
い
。

　

駒
込
に
よ
る
と
、
総
督
府
の
作
っ
た
「
呉
鳳
伝
説
」
は
、
漢
人
通
事
の
呉
鳳

が
死
を
以
て
原
住
民
を
教
化
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
漢
民
族
系

の
呉
鳳
伝
説
に
共
通
す
る
の
は
、
呉
鳳
の
死
後
、
家
族
が
生
前
に
言
わ
れ
た
と

お
り
「
紙
人
の
刀
を
持
し
、
馬
を
躍
ら
し
、
手
に
番
首
を
提
ぐ
る
己
の
如
き

状
」
を
作
ら
せ
、「
我
死
す
る
と
も
哭
す
な
か
れ
、
速
に
製
す
る
と
こ
ろ
の
紙

人
を
焚
き
、
更
に
呉
鳳
は
山
に
入
り
ぬ
と
喝
せ
、
こ
れ
を
恐
れ
た
原
住
民
が
漢

民
族
を
殺
さ
な
い
と
誓
」
う
、
と
い
う
復
讐
の
構
造
で
あ
る
。
し
か
し
、
総
督

府
編
纂
の
修
身
教
科
書
は
、
怨
念
と
憤
怒
の
感
情
に
満
ち
た
本
来
の
呉
鳳
伝
説

を
改
編
し
、
自
己
犠
牲
の
美
談
を
強
調
し
、
自
ら
命
を
捨
て
た
「
英
霊
」
の
物

語
に
変
形
さ
せ
た
。
こ
れ
と
同
時
に
、
能
久
親
王
の
功
績
を
導
入
し
て
い
る
。

台
湾
に
は
汽
車
も
水
道
も
な
く
「
只
色
々
の
わ
る
い
病
気
が
は
や
る
ば
か
り
」

だ
っ
た
が
、
能
久
親
王
が
「
わ
る
い
者
」
た
ち
を
鎮
め
た
後
、「
今
の
や
う
に

便
利
」
に
な
っ
た
。
こ
の
記
述
は
能
久
親
王
を
現
代
文
明
の
代
表
と
し
、
呉
鳳

伝
説
は
原
住
民
を
感
化
す
る
漢
民
族
の
格
を
上
げ
、
文
明
と
野
蛮
と
い
う
二
元

対
立
の
価
値
観
を
浸
透
さ
せ
る
。
総
督
府
は
「
日
本
人
／
文
明
―
漢
民
族
／
半

開
―
原
住
民
／
野
蛮
」
の
図
式
を
作
り
あ
げ
、
こ
れ
を
前
提
に
「
文
明
教
化
」
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を
行
っ
た
。

　

大
鹿
の
創
作
の
主
眼
は
、
近
代
日
本
が
植
民
地
台
湾
で
作
っ
た
優
劣
順
位
を

覆
す
こ
と
で
あ
る
。「
馘
首
」
の
背
後
に
あ
る
原
住
民
社
会
の
仕
組
み
を
見
せ
、

そ
の
「
野
蛮
」
を
優
位
に
立
た
せ
、
日
本
人
の
「
野
蛮
性
」
を
暴
い
て
劣
位
に

置
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
展
開
は
、
支
配
的
な
社
会
通
念
か
ら
脱
出
で

き
て
い
な
い
。
前
述
し
た
首
狩
り
と
い
う
原
住
民
の
古
来
の
習
俗
が
鈴
木
質
の

『
蕃
人
風
俗
誌
』
に
記
録
さ
れ
た
こ
と
自
体
は
、
帝
国
が
原
住
民
の
社
会
体
系

を
看
過
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
。
大
鹿
の
用
い
た
材
料
は
、
す
で

に
帝
国
の
視
野
に
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
優
劣
の
順
位
を
覆
す
こ
と
は
、
新

し
い
順
位
を
作
る
こ
と
に
な
る
。
優
劣
を
つ
け
る
こ
と
自
体
が
思
考
の
限
界
を

作
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
日
本
に
お
い
て
、『
野
蛮
人
』
は
先
鋭
性
が
あ
っ
た
。

総
力
戦
体
制
に
入
っ
た
後
、
帝
国
は
兵
員
補
充
の
た
め
に
台
湾
で
志
願
兵
制
度

を
実
施
し
た
。
一
九
四
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
台
湾
原
住
民
に
よ
る
「
高
砂
義
勇

軍
」
は
、
数
は
多
く
な
い
が
、「
志
願
率
」
は
漢
民
族
よ
り
高
か
っ
た
。
つ
ま

り
「
霧
社
事
件
」
か
ら
「
高
砂
義
勇
軍
」
ま
で
の
間
に
、
帝
国
に
対
す
る
原
住

民
の
態
度
が
大
き
く
変
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
霧
社
事
件
後
の
「
理

蕃
」
政
策
と
関
係
し
て
い
る
。
一
九
三
一
年
、
総
督
府
は
「
理
蕃
政
策
大
綱
」

と
「
蕃
地
警
察
職
員
勤
務
心
得
標
準
」
を
公
表
し
、
武
力
鎮
圧
か
ら
「
教
化
」

と
「
撫
育
」
政
策
に
転
換
し
、「
蕃
地
」
の
警
察
官
の
資
質
向
上
を
目
指
し
た
。

近
藤
正
己
に
よ
る
と
、
こ
の
「
教
化
」
に
は
原
住
民
を
狩
猟
民
か
ら
農
耕
民
に

転
じ
る
「
授
産
」
教
化
と
、
伝
統
宗
教
を
神
道
に
編
入
す
る
精
神
的
教
化
の
二

種
類
が
あ
り
、「
体
」
と
「
心
」
の
両
面
か
ら
原
住
民
を
改
造
し
よ
う
と
し
た
。

更
に
「
蕃
人
青
年
団
」
を
組
織
し
て
、
従
来
の
頭
目
、
長
老
、
勢
力
者
を
青
年

団
の
幹
部
を
も
っ
て
更
迭
し
た
。
原
住
民
は
こ
の
よ
う
に
次
第
に
「
馴
化
」
さ

れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る）
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大
鹿
が
『
野
蛮
人
』
を
書
い
た
一
九
三
四
年
は
、
こ
の
「
馴
化
」
政
策
が
実

施
さ
れ
た
時
期
だ
っ
た
。
そ
の
政
策
は
、
統
治
上
の
都
合
に
よ
っ
て
原
住
民
の

本
来
の
姿
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
原
住
民
に
対
す
る
深

い
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
『
野
蛮
人
』
は
、
首
狩
り
な
ど
原
住
民
の
伝
統
文
化
と

宗
教
行
事
を
通
し
て
、「
樹
液
」
の
よ
う
な
「
厳
粛
な
脈
動
」
を
も
つ
原
住
民

の
精
神
の
深
層
を
、
日
本
人
読
者
に
広
く
知
ら
せ
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

大
鹿
は
「
文
明
／
野
蛮
」
論
に
陥
ら
ず
、
台
湾
原
住
民
の
本
質
を
取
り
出
そ
う

と
し
た
。

　

ま
た
、『
野
蛮
人
』
は
、
十
七
、
八
世
紀
に
「
自
然
」
の
代
表
と
さ
れ
た

「
善
き
野
蛮
人
」
や
、
十
九
世
紀
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
賞
讃
さ
れ
た
反
植
民

地
開
拓
の
「
高
貴
な
野
蛮
人
」
と
も
違
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
賛
美
は
、

近
代
の
二
元
対
立
論
と
序
列
論
の
一
変
形
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る）

31
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。
こ
の
小

説
は
「
単
な
る
バ
ア
バ
リ
ズ
ム
と
看
做
さ
れ
」
て
、
彼
の
真
意
は
理
解
さ
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
無
理
解
は
、「
野
蛮
／
文
明
」
と
い
う
固
定
観
念
が
い

か
に
深
く
読
者
に
浸
透
し
て
い
た
か
を
物
語
る
。
だ
が
、
評
価
す
べ
き
は
、
大

鹿
が
原
住
民
の
精
神
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
元
対
立
論
か
ら
の
脱
却
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（
15
）  

同
右
、
八
三
│
八
四
頁
。

（
16
）  

山
路
勝
彦
『
台
湾
の
植
民
地
統
治

│
〈
無
主
の
野
蛮
人
〉
と
い
う
言
説
の
展

開
』（
東
京
：
株
式
会
社
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
〇
四
）
三
三
頁
。

（
17
）  

坂
元
「
日
本
近
代
文
学
に
お
け
る
〈
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
〉
の
表
象
」、
七
六
頁
。

（
18
）  

『
頼
和
全
集
』（
台
北
：
前
衛
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
）。

（
19
）  

中
国
や
台
湾
で
古
く
に
行
わ
れ
た
婚
姻
様
式
。
男
女
と
も
に
幼
児
の
う
ち
に
将
来

結
婚
す
る
相
手
が
決
め
ら
れ
、
婿
に
な
る
男
児
の
家
庭
が
幼
女
を
買
い
取
っ
て
養
育

し
、
成
人
後
に
買
い
取
っ
た
家
庭
の
息
子
と
正
式
に
婚
姻
さ
せ
る
と
い
う
制
度
で
あ

る
。

（
20
）  

楊
翠
『
日
據
時
期
台
灣
婦
女
解
放
運
動

│
以
《
台
灣
民
報
》
為
分
析
場
域

（
一
九
二
〇
│
一
九
三
二
）』（
台
北
：
時
報
出
版
、
一
九
九
三
）
五
七
頁
。

（
21
）  

許
俊
雅
『
日
據
時
期
台
灣
小
說
研
究
』（
台
北
：
文
史
哲
、
一
九
九
五
）
六
一
〇

│
六
一
九
頁
。

（
22
）  

洪
郁
如
『
近
代
台
湾
女
性
史

―
日
本
の
植
民
統
治
と
「
新
女
性
」
の
誕
生
』

（
東
京
：
勁
草
書
房
、
二
〇
一
一
）。

（
23
）  

翁
聖
峰
「
日
治
時
期
職
業
婦
女
題
材
文
學
的
變
遷
及
女
性
地
位
」『
台
湾
学
誌
』

創
刊
号
（
台
北
：
台
灣
文
化
及
語
言
文
學
研
究
所
、
二
〇
一
〇
）
一
八
頁
。

（
24
）  

上
山
春
平
『
日
本
文
明
史
序
説
』（
京
都
：
法
藏
館
、
一
九
九
五
）
二
一
│
六
九

頁
。

（
25
）  

子
安
宣
邦
『
福
沢
諭
吉
「
文
明
論
之
概
略
」
精
読
』（
東
京
：
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
）
三
〇
│
三
一
頁
。

（
26
）  

河
原
「
大
鹿
卓
『
野
蛮
人
』
の
告
発
」、
八
三
頁
。

（
27
）  

黒
川
創
「
解
説　

多
面
体
の
鏡
」『〈
外
地
〉
の
日
本
語
文
学
選
①　

南
方
・
南
洋

／
台
湾
』（
東
京
：
新
宿
書
房
、
一
九
九
六
）
二
三
五
頁
。

（
28
）  

池
田
浩
二
「
海
外
進
出
と
文
学
表
現
の
謎
」『
台
湾
の
「
大
東
亜
戦
争
」

│
文

学
・
メ
デ
ィ
ア
・
文
化
』（
東
京
：
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
二
）
五
三
頁
。

（
29
）  

駒
込
武
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化
統
合
』（
東
京
：
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
）

一
六
六
│
一
八
五
頁
。
駒
込
の
指
摘
を
要
約
す
る
と
、
お
お
よ
そ
以
下
の
よ
う
に
な

る
。
呉
鳳
伝
説
は
「
理
蕃
五
ヵ
年
事
業
」
に
密
接
に
関
わ
っ
て
利
用
さ
れ
た
。
国

民
読
本
ま
た
は
修
身
の
教
科
書
が
共
通
の
出
典
と
す
る
、
中
田
直
久
『
殺
身
成
仁

通
事
呉
鳳
』（
以
下
『
通
事
呉
鳳
』
と
略
す
）
は
、
原
住
民
征
服
戦
争
の
さ
な
か
の

一
九
一
二
年
に
出
版
さ
れ
た
。
顕
彰
事
業
の
発
端
は
一
九
〇
四
年
、
当
時
の
民
政
長

官
後
藤
新
平
が
嘉
義
巡
視
の
際
、
呉
鳳
の
記
念
碑
建
立
を
意
図
し
た
こ
と
に
始
ま

る
。
後
に
後
藤
の
異
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
津
田
毅
一
は
嘉
義
庁
長
に
就
任
す
る
と

大
地
震
で
倒
壊
し
て
い
た
呉
鳳
廟
の
再
建
を
企
図
、
総
督
府
の
援
助
も
得
て
寄
付
金

四
〇
〇
〇
円
を
募
集
し
た
。
一
二
年
に
は
廟
宇
を
再
建
、
佐
久
間
総
督
に
よ
る
「
殺

身
成
仁
」
の
献
額
、
記
念
碑
建
立
の
た
め
の
後
藤
新
平
の
撰
文
を
受
け
、『
通
事
呉

鳳
』
を
出
版
し
た
。
前
に
取
り
上
げ
た
教
科
書
の
記
述
は
、
諸
呉
鳳
伝
説
か
ら
『
通

事
呉
鳳
』
へ
、『
通
事
呉
鳳
』
か
ら
教
科
書
教
材
へ
と
い
う
二
重
の
改
編
過
程
の
結

果
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
、
駒
込
は
説
い
た
。
以
下
の
文
も
「
呉
鳳
伝
説

の
改
編
過
程
」（
一
六
六
│
一
八
五
頁
）
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
30
）  

近
藤
正
己
「
霧
社
事
件
後
的
「
理
蕃
」
政
策
」『
當
代
』
第
三
〇
期
（
台
北
：
合
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志
文
化
事
業
股
份
有
限
公
司
、
一
九
八
八
）
四
〇
│
五
四
頁
。

（
31
）  

た
と
え
ば
、
佐
藤
春
夫
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
「
善
き
野
蛮
人
」
の
提
唱
者
は
、
た

し
か
に
二
元
論
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
主
張
は
け
っ
し
て

「
文
明
」
＝
上
位
、「
野
蛮
」
＝
下
位
と
い
う
序
列
論
の
範
疇
を
出
て
い
な
い
。「
善

き
野
蛮
人
」
は
序
列
的
に
「
文
明
人
」
に
近
く
、「
た
だ
の
野
蛮
人
」
よ
り
「
善
き
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
に
二
元
論
の
対
立
関
係
を
序
列
論
の
上
下
関
係
に
変

え
た
に
過
ぎ
ず
、
あ
く
ま
で
二
元
論
の
一
変
形
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。


