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著
者
︑
笹
沼
俊
暁
は
一
九
七
四
年
生
ま
れ
︑
日
本
文
学
を
専
攻
し
︑
日
本

国
内
で
も
成
果
を
上
げ
て
来
た
研
究
者
で
あ
る
が
︑
近
年
で
は
台
湾
の
大
学

で
日
本
文
学
を
教
え
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
活
用
し
な
が
ら
︑
本
書
（
中
国
語
文
）

を
書
き
上
げ
た
︒
私
も
似
た
経
歴
を
持
つ
人
間
と
し
て
︱
︱
日
本
文
学
で
修

士
号
取
得
後
︑
一
九
九
〇
年
～
九
三
年
台
湾
に
て
日
本
語
教
師
︑
そ
の
後
台

湾
文
学
研
究
︑
中
国
文
学
研
究
を
志
す
︱
︱
興
味
深
く
本
書
を
拝
読
し
︑
こ

の
よ
う
な
研
究
者
が
出
て
来
た
こ
と
に
大
い
な
る
希
望
を
感
じ
た
︒
本
書
評

の
進
め
方
と
し
て
は
︑
ま
ず
本
書
の
メ
リ
ッ
ト
を
紹
介
し
︑
そ
の
上
で
︑
私

の
観
点
か
ら
補
充
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
い
わ
ば
同
志
的
存
在
と
も
言
え

る
同
氏
と
と
も
に
︑
今
の
ア
ジ
ア
の
中
で
生
き
る
こ
と
︑
な
か
で
も
東
ア
ジ

ア
の
中
で
人
文
研
究
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
喜
び
と
苦
し
み
の
核
心
部
分

を
掴
み
だ
し
て
み
た
い
︒

　
さ
て
本
書
︑
そ
し
て
著
者
の
立
ち
位
置
を
大
雑
把
に
紹
介
し
て
み
た
い
︒

前
提
と
な
る
の
は
︑
日
台
／
台
日
の
間
で
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
に
広
が
っ

た
台
湾
独
立
運
動
系
統
の
一
部
と
日
本
の
右
翼
文
化
人
が
合
流
し
︑
日
本
の

植
民
地
統
治
の
歴
史
に
つ
い
て
賛
美
す
る
よ
う
な
文
化
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が

出
て
来
た
こ
と
︱
︱
ま
ず
︑
こ
れ
に
つ
い
て
危
機
意
識
が
持
た
れ
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
そ
う
い
っ
た
文
化
的
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
成
立
が
何
を
契
機
に
し
て

成
立
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
︑
学
問
及
び
文
学
評
論
の
立
場
か
ら

の
脱
構
築
を
試
み
る
こ
と
︱
︱
一
応
︑
こ
の
よ
う
な
ま
と
め
方
が
可
能
か
と

思
う
︒
こ
の
よ
う
に
概
括
す
る
の
は
︑
本
書
が
取
り
上
げ
る
対
象
と
し
て
︑

司
馬
遼
太
郎
が
九
〇
年
代
前
半
︑
李
登
輝
と
対
談
し
た
こ
と
を
一
つ
の
契
機

と
し
て
植
民
地
台
湾
の
経
験
と
そ
の
痕
跡
を
紹
介
し
た
事
績
に
注
意
を
傾
け

て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
告
白
す
れ
ば
︑
私
の
問
題
意
識
の
発

書 
評笹

沼
俊
暁

﹃ 

流
転
す
る
ア
ジ
ア
の
さ
さ
や
き
︱
︱
現
代
日
本
列
島
作
家
は 

如
何
に
台
湾
、
中
国
大
陸
を
書
い
た
か
﹄

笹
沼
俊
暁
﹃
流
轉
的
亞
洲
細
語
：
當
代
日
本
列
島
作
家
如
何
書
寫
台
灣
︑
中
國
大
陸
﹄

丸
川
哲
史

游擊文化、2020 年
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生
と
ま
さ
に
軌
を
一
に
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

　
さ
て
︑
本
書
は
︑
上
に
記
し
た
司
馬
遼
太
郎
も
含
め
︑
丸
谷
才
一
︑
邱
永

漢
︑
陳
舜
臣
︑
船
戸
与
一
︑
津
島
佑
子
︑
リ
ー
ビ
英
雄
︑
温
又
柔
な
ど
︑
世

代
的
に
多
岐
に
わ
た
る
作
家
を
扱
っ
て
い
る
が
︑
笹
沼
の
視
野
は
さ
ら
に
歴

史
・
地
政
的
な
広
が
り
も
見
せ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
沖
縄
文
学
を
起
点
と
し

て
﹁
日
本
﹂
の
自
明
性
に
メ
ス
を
入
れ
る
よ
う
な
試
み
︑
ま
た
論
述
の
所
々

に
朝
鮮
・
韓
国
文
学
に
か
か
わ
る
知
見
を
参
照
枠
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
る

こ
と
な
ど
︑（
現
代
中
国
文
学
に
関
す
る
言
及
の
少
な
さ
は
あ
る
も
の
の
）
九
〇

年
代
以
降
に
発
展
し
た
と
こ
ろ
の
︑
日
本
文
学
研
究
の
土
台
に
対
す
る
ア
ジ

ア
的
視
点
か
ら
の
再
検
討
と
い
う
課
題
に
真
摯
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒

　
そ
の
上
で
︑
本
書
が
最
も
問
題
に
し
て
い
る
の
は
︑
結
果
と
し
て
日
本
社

会
は
︑
植
民
地
台
湾
ヘ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
温
存
し
て
来
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と
︑
そ
の
原
因
で
も
結
果
で
も
あ
る
と
こ
ろ
で
︑
民
主
化
が
進
ん
だ
後

の
時
代
に
お
い
て
﹁
観
光
客
﹂
と
し
て
訪
れ
た
二
度
目
の
台
湾
と
の
出
会
い

が
あ
り
︑
畢
竟
︑
い
わ
ゆ
る
冷
戦
期
台
湾
の
捉
え
方
が
甘
く
な
っ
て
い
る
︑

と
い
う
日
本
側
の
脈
絡
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑
日
本
人
一
般
が
台
湾
認
識
に
お

い
て
軽
視
し
て
来
た
モ
メ
ン
ト
を
挙
げ
る
な
ら
︑
そ
れ
は
笹
沼
が
言
う
よ
う

に
﹁
戦
後
﹂︑﹁
冷
戦
﹂︑﹁
中
国
﹂︑﹁
米
国
﹂︑
そ
し
て
﹁
外
省
人
﹂（
一
九
四
五

年
以
降
に
大
陸
中
国
か
ら
移
り
住
ん
で
き
た
人
々
を
指
す
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

そ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
翻
っ
て
︑
戦
後
日
本
に
お
け
る
日
本
人
の
自
意
識

が
排
除
し
て
来
た
も
の
で
も
あ
る
︒
な
か
で
も
︑﹁
冷
戦
﹂
こ
そ
最
も
重
要
な

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
現
在
と
の
対
応
関
係
と
し
て

過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
も
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
︑
ま
さ
に
今
日
の
台
湾
を
捉
え

る
難
し
さ
で
あ
ろ
う
︒
台
湾
と
大
陸
中
国
と
の
関
係
は
︑
元
よ
り
国
民
党
が

統
治
す
る
台
湾
と
大
陸
中
国
を
統
治
す
る
共
産
党
と
の
対
立
と
し
て
あ
っ
た

も
の
の
発
展
形
で
あ
り
︑
九
〇
年
代
後
半
か
ら
は
︑
さ
ら
に
﹁
台
頭
す
る
中

国
﹂
に
直
面
す
る
台
湾
の
人
々
の
政
治
的
選
択
の
困
難
さ
と
し
て
立
ち
現
れ

て
い
る
も
の
で
も
あ
る
︒
形
容
す
れ
ば
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
の
大
陸
中

国
と
の
経
済
的
関
係
の
接
近
が
為
さ
れ
る
一
方
︑
し
か
し
政
治
的
に
は
主
に

米
国
の
動
き
も
介
在
し
て
﹁
新
冷
戦
﹂
と
い
う
呼
び
名
も
使
わ
れ
る
な
ど
の

厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
︒
そ
う
い
っ
た
昨
今
の
状
況
に
分
け
入
る
上
で

も
︑
前
期
冷
戦
と
も
呼
べ
る
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
八
〇
年
代
ま
で

の
四
十
年
ほ
ど
の
時
期
の
台
湾
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
︱
︱
こ
の
こ

と
を
著
者
は
何
度
も
訴
え
か
け
る
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
先
に
述
べ
た
よ
う

に
︑
日
本
社
会
一
般
の
植
民
地
台
湾
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
は
ま
さ
に
︑
戦
後

に
お
け
る
過
酷
な
︑
日
本
の
そ
れ
と
も
違
う
台
湾
的
﹁
冷
戦
﹂
へ
の
無
理
解

か
ら
来
る
も
の
で
︑
翻
っ
て
そ
れ
は
︑
日
本
人
そ
の
も
の
が
い
ま
だ
﹁
冷

戦
﹂
そ
の
も
の
か
ら
抜
け
出
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
左
で
も
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
︒

　
そ
の
意
味
か
ら
も
︑
戦
後
（
冷
戦
期
）
台
湾
に
お
け
る
家
族
の
記
憶
を
元

手
に
し
て
執
筆
活
動
を
続
け
て
い
る
温
又
柔
や
︑
ま
た
幼
少
期
に
台
湾
に
住

み
︑
米
国
政
府
や
国
民
党
政
権
と
の
関
係
を
濃
厚
な
記
憶
と
し
て
担
保
し
︑
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そ
の
記
憶
を
手
放
さ
な
い
リ
ー
ビ
英
雄
の
論
述
を
重
視
す
る
こ
と
は
︑
本
書

が
孕
む
必
然
性
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る
︒
さ
ら
に
そ
の
リ
ー
ビ

が
む
し
ろ
大
陸
中
国
（
と
り
わ
け
現
代
中
国
の
農
村
部
で
の
展
開
）
へ
と
そ
の

関
心
領
域
を
広
げ
て
い
る
こ
と
は
︑
極
め
て
貴
重
で
あ
り
か
つ
︑
チ
ャ
レ
ン

ジ
な
こ
と
で
あ
る
と
認
め
得
る
し
︑
こ
の
部
分
に
つ
い
て
笹
沼
が
関
心
を
示

し
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
︑
ま
さ
に
本
書
の
特
質
が
現
れ
て
い
る
︒

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
︑
私
が
受
け
と
め
た
と
こ
ろ
の
︑
本
書
の
最
も
卓

越
し
た
部
分
と
し
て
︑
津
島
佑
子
の
労
作
﹃
あ
ま
り
に
野
蛮
な
﹄
へ
の
読
解

が
あ
る
︒
ざ
っ
く
り
と
内
容
を
紹
介
す
る
と
︑
そ
れ
は
︑
日
本
植
民
地
統
治

時
代
に
台
湾
に
植
民
し
た
日
本
女
性
が
間
接
的
に
霧
社
事
件
（
一
九
三
〇
年
に

起
き
た
台
湾
の
山
地
先
住
民
の
総
督
府
統
治
へ
の
蜂
起
事
件
）
を
経
験
し
た
こ
と

と
︑﹁
現
在
﹂
を
生
き
る
女
性
主
人
公
が
台
湾
の
山
地
先
住
民
地
区
を
訪
れ
︑

精
神
の
解
離
状
態
に
陥
っ
た
事
績
と
が
︑
前
者
女
性
の
遺
し
た
手
紙
に
よ
っ

て
結
び
付
け
ら
れ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
︒
そ
こ
で
笹
沼
は
︑﹃
あ
ま

り
に
野
蛮
な
﹄
に
対
し
︑
日
本
植
民
地
統
治
の
不
合
理
と
植
民
者
と
し
て
生

き
る
こ
と
の
不
安
が
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
観
点
か
ら
︑
批
判
的
・
抵
抗
的
に
語

ら
れ
て
い
る
点
を
評
価
し
つ
つ
も
︑
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
批
判
を
企
図

す
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
こ
の
二
人
の
主
人
公
を
繋
ぐ
植
民
地
言
説
と
し

て
︑
結
果
的
に
帝
国
日
本
の
﹁
南
進
政
策
﹂
に
掉
さ
し
た
柳
田
国
男
の
﹁
海

上
の
道
﹂
に
象
徴
さ
れ
る
文
脈
︑
つ
ま
り
日
琉
同
祖
と
も
繋
が
っ
て
し
ま
う

南
方
幻
想
が
活
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
示
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
ま

た
笹
沼
は
︑
こ
の
よ
う
な
南
方
幻
想
と
い
う
も
の
︑
植
民
地
期
へ
の
潜
在
的

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
温
存
さ
れ
た
の
も
︑
そ
も
そ
も
二
人
の
主
人
公
の
間
に
横

た
わ
る
戦
後
台
湾
の
﹁
冷
戦
﹂
へ
の
把
握
の
足
り
な
さ
に
よ
る
も
の
︑
と
結

論
づ
け
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
部
分
は
ま
さ
に
︑
研
究
者
で
な
け
れ
ば
突
き
止

め
ら
れ
な
い
読
解
で
あ
り
︑
そ
の
展
開
で
あ
る
と
言
え
る
︒
こ
の
指
摘
に
関

し
て
︑
書
評
者
は
︑
学
問
の
力
と
い
う
も
の
の
ま
だ
有
効
な
こ
と
を
確
認
し
︑

希
望
を
感
じ
た
次
第
で
あ
る
︒

　
そ
の
上
で
最
後
に
補
充
し
た
い
観
点
は
︑
著
者
も
含
め
て
台
湾
を
語
る
際

に
︑﹁
中
国
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
大
陸
中
国
﹂
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
扱
う
こ
と

の
困
難
さ
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
こ
で
書
評
者
が
言
い
た
い
の
は
︑﹁
中
国
﹂

の
前
に
﹁
現
代
﹂
を
つ
け
る
﹁
現
代
中
国
﹂
の
意
義
と
そ
の
歴
史
性
に
つ
い

て
の
検
討
で
あ
る
︒
こ
れ
は
本
書
に
お
い
て
必
ず
し
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い

も
の
の
︑
実
は
展
開
さ
れ
て
い
る
論
点
で
も
あ
る
︒
そ
の
前
提
と
し
て
︑
一

般
的
に
日
本
社
会
に
お
い
て
ま
ず
﹁
古
い
中
国
﹂
へ
の
愛
着
と
し
て
残
存
す

る
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
︑﹁
現
代
中
国
﹂
と
は
ま
ず
︑﹁
古
い
中

国
﹂
を
克
服
す
る
た
め
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
は
結
果
と

し
て
︑﹁
革
命
﹂
を
通
じ
て
追
及
さ
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
反
面
︑
日

本
に
お
い
て
中
国
の
﹁
現
代
性
﹂
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て

来
た
の
か
︒
一
つ
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
あ
る
の
が
︑
た
と
え
ば
司
馬
遼
太
郎

が
示
し
た
よ
う
な
中
国
認
識
で
あ
る
︒
司
馬
は
近
代
主
義
者
と
し
て
︑
事
あ

る
毎
に
近
代
化
に
立
ち
遅
れ
た
﹁
固こ

陋ろ
う

の
中
国
﹂
を
批
判
し
続
け
て
い
た
と
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言
え
る
︒
し
か
し
︑
中
国
内
部
に
お
け
る
﹁
現
代
中
国
﹂
と
は
そ
の
よ
う
な

日
本
人
が
抱
き
得
る
近
代
主
義
的
な
視
野
に
は
収
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
︒

話
は
や
や
込
み
入
る
が
︑
こ
こ
で
い
う
﹁
現
代
中
国
﹂
と
は
︑
も
ち
ろ
ん
清

末
の
改
革
者
た
ち
も
含
む
も
の
の
︑
ま
た
そ
の
後
の
国
民
党
が
目
指
し
た

﹁
現
代
中
国
﹂︑
そ
し
て
共
産
党
が
目
指
し
た
﹁
現
代
中
国
﹂
を
ど
う
位
置
付

け
る
か
︑
と
い
う
問
題
性
に
お
い
て
現
前
し
て
来
た
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
冷

戦
期
台
湾
に
お
い
て
最
も
大
き
な
問
題
だ
っ
た
の
は
︑
こ
の
国
民
党
と
共
産

党
が
競
争
し
た
﹁
現
代
中
国
﹂
の
﹁
現
代
性
﹂
を
ど
う
評
価
す
る
か
と
言
う

問
題
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
問
題
性
を
豊
か
に
す
る
契
機
そ
の
も
の
が
﹁
冷

戦
﹂
の
暴
力
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
要
す
る
に
︑
こ
の
中
国
の

﹁
現
代
性
﹂
へ
の
考
察
を
抑
制
し
︑
二
項
対
立
へ
と
単
純
化
し
た
も
の
こ
そ

﹁
冷
戦
﹂
の
効
果
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
書
評
者
が
言
い

た
い
の
は
︑
国
民
党
が
破
れ
て
共
産
党
が
勝
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ど
で
は
な

い
︒
む
し
ろ
︑
今
日
目
前
に
し
て
い
る
共
産
党
の
﹁
現
代
中
国
﹂
は
︑
共
産

党
が
目
指
し
た
革
命
の
失
敗
の
上
に
あ
る
も
の
︑
と
私
な
ど
は
考
え
て
い
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
も
う
一
方
の
国
民
党
の
﹁
現
代
中
国
﹂
が
成
功
し
た
わ
け
で
は

な
い
も
の
の
︑
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
の
か
は
今
で
も
十
分
に
考
察
に
値
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
︒

　
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
︑
書
評
者
は
自
身
が
研
究
者
と
し
た
か
か
わ
っ
た
台

湾
文
学
に
つ
い
て
︑
戦
前
の
台
湾
文
学
は
︑
多
く
の
部
分
と
し
て
日
本
統
治

の
内
部
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
考
え
る
一
方
︑
戦
後
台
湾
に
お

け
る
台
湾
文
学
は
︑
以
上
で
述
べ
た
﹁
現
代
中
国
﹂
を
造
ろ
う
と
し
て
そ
れ

が
失
敗
︑
あ
る
い
は
抑
圧
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
﹁
冷
戦
﹂
に
内
属
す
る

も
の
と
し
て
あ
っ
た
︑
と
考
察
し
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
本
書
に
対
す
る

批
評
と
し
て
︑
そ
う
い
っ
た
冷
戦
期
台
湾
の
現
実
の
中
で
苦
し
ん
だ
台
湾
文

学
の
担
い
手
︑
例
え
ば
陳
映
真
な
ど
へ
の
言
及
も
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
︑
と
思
う
次
第
で
あ
る
︒

　
と
は
言
え
︑
本
書
が
書
か
れ
た
意
義
は
言
い
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
大
き
い
︒

日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
︑
日
本
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
︒


