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本
書
の
概
要
と
意
義

　
本
書
は
、
二
〇
〇
三
年
に
台
湾
で
刊
行
さ
れ

た
『
当
代
台
湾
社
会
的
族
群
想
像
』（
王
甫
昌
、

台
北
：
群
学
出
版
）
の
日
本
語
版
で
あ
る
。
著

者
の
王
甫
昌
は
、
原
著
刊
行
当
時
は
中
央
研
究

院
社
会
学
研
究
所
副
研
究
員
、
現
在
は
同
研
究

所
副
所
長
を
務
め
る
社
会
学
者
で
あ
る
。

　
本
書
は
、
台
湾
に
お
け
る
「
族
群
」（
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
グ
ル
ー
プethnic groups

の
中
国

語
）
概
念
を
め
ぐ
る
議
論
を
主
題
と
し
、
そ
の

本
質
を
解
き
明
か
す
も
の
で
あ
る
。「
現
代
台

湾
に
お
い
て
「
族
群
」
は
間
違
い
な
く
最
も
論

争
を
呼
び
や
す
い
話
題
の
一
つ
で
あ
る
」（
一

頁
）
と
の
明
言
で
始
ま
る
本
書
は
、「
族
群
と

は
誰
も
触
れ
た
く
は
な
い
が
、
や
め
よ
う
に

も
や
め
ら
れ
な
い
話
題
の
よ
う
で
あ
る
」（
二

頁
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
人
々
が
族
群
現
象

の
特
質
と
本
質
に
つ
い
て
多
く
の
誤
解
を
し

て
」（
二
頁
）
お
り
、「
台
湾
社
会
に
は
、
様
々

な
形
で
族
群
現
象
に
関
す
る
思
い
込
み
や
価
値

判
断
が
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
」（
二
頁
）
と

の
認
識
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
族
群
の
概
念
は

ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
誰
に
よ
り
い
か
に
用
い
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ら
れ
て
き
た
か
、
族
群
概
念
と
族
群
運
動
の
本

質
は
何
で
あ
る
か
を
論
ず
る
。

　
本
文
は
二
つ
の
篇
か
ら
な
る
。
第
一
篇
「
族

群
と
は
何
か
」
で
は
、「
族
群
」「
族
群
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
に
関
す
る
従
来
の
研
究
を
整

理
し
た
上
で
、「
族
群
の
想
像
」
と
い
う
理
論

が
提
示
さ
れ
る
。
第
二
章
で
、
著
者
は
「
族

群
」
と
「
族
群
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
に
つ

い
て
「
集
団
の
分
類
を
想
像
す
る
／
さ
せ
る

た
め
の
方
法
」
だ
と
主
張
す
る
。
ま
た
、「
あ

る
集
団
が
族
群
か
否
か
に
つ
い
て
は
論
じ
な

い
」、
な
ぜ
な
ら
族
群
集
団
は
「
人
々
の
「
族

群
の
想
像
」
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
」
り
、
血
縁
関
係
や
言
語
な
ど
本
質
的
な
特

質
は
必
ず
し
も
そ
の
存
在
の
前
提
で
は
な
い
か

ら
だ
と
す
る
（
四
四
頁
）。
こ
れ
は
重
要
な
議

論
で
あ
る
が
、
族
群
概
念
に
つ
い
て
一
定
の
知

識
な
い
し
認
識
を
持
つ
台
湾
人
に
と
っ
て
も
、

そ
う
で
な
い
台
湾
人
に
と
っ
て
も
、
虚
を
突
か

れ
る
よ
う
な
話
で
あ
ろ
う
。
族
群
概
念
は
常
に

政
治
と
と
も
に
あ
り
政
治
的
利
害
関
係
に
直
結

す
る
要
素
だ
と
見
な
さ
れ
て
き
た
な
ら
ば
、
な

お
の
こ
と
そ
う
で
あ
る
。

　
続
く
第
二
篇
「
現
代
台
湾
社
会
の
族
群
の
想

像
│
│
台
湾
の
四
大
族
群
」
で
は
、
ま
ず
、

「
四
大
族
群
」
と
し
て
知
ら
れ
る
分
類
が
「
台

湾
の
歴
史
上
の
異
な
る
時
期
に
現
れ
た
、
三

つ
の
族
群
分
類
法
を
一
つ
に
合
成
し
て
生
み

出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」（
五
一
頁
）
こ
と
、

「
実
際
に
は
一
九
九
〇
年
代
に
民
進
党
の
政
治

家
が
異
な
る
歴
史
時
期
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の

族
群
分
類
を
一
つ
に
ま
と
め
た
結
果
で
あ
る
」

（
五
五

－
五
六
頁
）
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
の
分
類
を
生
み
出
し
た
「
族
群
の

想
像
」
の
起
源
は
早
く
と
も
一
九
八
〇
年
代
初

期
で
あ
る
と
論
じ
、「
台
湾
の
族
群
関
係
は
戦

後
の
本
省
人
と
外
省
人
の
接
触
よ
り
始
ま
っ

た
」
と
い
う
一
般
的
な
理
解
を
覆
す
（
第
三

章
）。
次
に
、
三
つ
の
族
群
分
類
│
│「
本
省

人
」
対
「
外
省
人
」、「
原
住
民
」
対
「
漢
人
」、

「
閩
南
」
対
「
客
家
」│
│
の
形
成
過
程
と
実
態

を
順
に
検
証
し
（
第
四
章
〜
第
六
章
）、
さ
ら

に
、「
族
群
の
想
像
」
や
族
群
運
動
の
政
治
性

が
考
察
さ
れ
る
（
第
七
章
〜
第
八
章
）。
結
論

（
第
九
章
）
で
は
、
族
群
運
動
が
「
族
群
の
想

像
」
に
大
き
く
関
わ
る
と
述
べ
つ
つ
も
、
族
群

運
動
の
内
容
よ
り
は
む
し
ろ
運
動
の
誕
生
を
促

し
た
社
会
的
文
脈
、
す
な
わ
ち
族
群
間
の
相
互

関
係
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、「
我
々
」
は
族
群
意
識
が
社
会

に
立
ち
現
れ
て
い
る
理
由
と
そ
れ
が
目
的
と
す

る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
の
問
い
に
向
き
合
う
こ
と

が
で
き
、「
我
々
の
社
会
」
は
族
群
対
立
の
泥

沼
に
入
り
込
む
こ
と
な
く
成
長
し
進
ん
で
い
け

る
だ
ろ
う
、
と
著
者
は
本
書
を
結
ん
で
い
る
。

　
本
書
の
学
術
的
貢
献
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ

る
の
は
、「
想
像
」
の
理
論
を
援
用
し
て
、
台

湾
社
会
の
「
族
群
」
概
念
に
は
固
有
の
実
体
・

実
質
は
な
く
、
そ
れ
は
集
団
間
の
政
治
的
角
逐

の
必
要
か
ら
生
じ
た
「
想
像
」
の
産
物
だ
と
論

じ
る
点
で
あ
ろ
う
。
台
湾
社
会
に
お
い
て
族
群

政
治
は
す
ぐ
れ
て
可
視
的
な
現
象
で
あ
り
、
同

時
に
集
団
の
政
治
的
権
益
に
直
結
す
る
要
素
で

も
あ
る
。
従
っ
て
「
族
群
と
は
実
体
を
持
つ
利

益
集
団
だ
」
と
い
う
認
識
は
、
台
湾
の
人
々
に

と
っ
て
あ
る
種
の
自
明
な
前
提
だ
と
言
え
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
本
書
に
対
し
て
も
、
族
群
の
定
義

や
族
群
の
範
囲
の
措
定
な
ど
へ
の
期
待
が
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
し
か
し
著
者
は
そ
れ
に
応
え
な

い
。
代
わ
り
に
提
示
す
る
の
が
「
想
像
の
産

物
」
と
い
う
大
胆
な
理
論
で
あ
る
。「
想
像
」

と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
起
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源
を
論
じ
た
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
よ
く
知
ら
れ
た

議
論
を
想
起
さ
せ
る
が
、
こ
の
理
論
は
台
湾
の

族
群
現
象
を
読
み
解
く
上
で
も
有
効
だ
と
い
う

こ
と
が
説
得
的
に
示
さ
れ
る
。
ま
た
族
群
間
の

相
互
関
係
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
生
ん
だ
社
会

的
文
脈
に
関
心
を
向
け
る
こ
と
を
著
者
は
訴

え
、
各
族
群
の
主
張
の
内
容
そ
れ
自
体
を
論
じ

る
こ
と
を
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
各
族
群
の

主
張
の
内
容
そ
の
も
の
に
は
白
黒
を
つ
け
が
た

い
し
、
正
否
を
判
定
す
る
こ
と
も
難
し
く
、
常

に
反
発
や
対
立
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
か
ら
だ
と

著
者
は
言
う
。
す
な
わ
ち
、
本
書
は
族
群
論
で

な
く
メ
タ
族
群
論
を
展
開
し
、
各
族
群
の
主
張

に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
族
群
間
の
関
係
に
つ

い
て
も
、
内
容
に
対
す
る
判
定
・
判
断
を
行
う

の
で
な
く
そ
れ
ぞ
れ
の
論
理
を
捉
え
よ
う
と
す

る
。
す
ぐ
れ
て
学
術
的
・
科
学
的
な
姿
勢
と
い

え
よ
う
。

　
ま
た
、「
族
群
」
を
通
じ
て
台
湾
の
歴
史
を

読
者
の
眼
前
に
展
開
し
て
い
る
こ
と
も
、
本
書

の
す
ぐ
れ
た
点
で
あ
る
。
著
者
が
「
族
群
」
概

念
の
実
態
と
本
質
を
解
明
す
る
過
程
は
、
結
果

的
に
、
日
本
統
治
期
か
ら
戦
後
を
経
て
現
在

（
原
著
刊
行
時
点
）
に
至
る
台
湾
の
政
治
・
経

済
・
社
会
・
文
化
史
を
描
き
出
し
て
お
り
、
族

群
の
想
像
が
台
湾
の
来
た
道
に
お
い
て
良
く
も

悪
く
も
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
要
素
で
あ
っ

た
こ
と
を
、
読
者
は
台
湾
史
を
た
ど
り
な
が
ら

改
め
て
確
認
で
き
る
。

　
さ
ら
に
、
議
論
の
展
開
に
お
い
て
は
文
献
資

料
に
加
え
て
統
計
や
図
表
な
ど
の
数
値
資
料
が

効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
社
会
学
の
手
堅

い
手
法
が
著
者
の
論
理
を
支
持
し
、
同
時
に
読

者
の
理
解
を
助
け
て
お
り
、
こ
の
点
も
評
価
に

値
し
よ
う
。

本
書
か
ら
得
た
所
感 

─
─
日
本
の
大
学
教
育
現
場
に
引
き
付
け
て

　
今
回
の
日
本
語
版
刊
行
は
原
著
刊
行
以
来
一

〇
年
以
上
を
経
て
の
も
の
だ
が
、
洪
郁
如
が

「
訳
者
あ
と
が
き
」
で
「
本
書
は
「
日
本
語
版

は
あ
り
ま
す
か
？
」
と
尋
ね
ら
れ
る
頻
度
の
最

も
高
い
台
湾
関
連
の
専
門
書
で
あ
っ
た
」（
一

五
〇
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
本
書
は
日
本
に
お

い
て
出
版
の
要
望
が
強
か
っ
た
著
作
だ
と
い

う
。
本
書
は
、
黄
英
哲
・
洪
郁
如
ら
日
本
で
活

躍
す
る
台
湾
人
研
究
者
お
よ
び
台
湾
・
ア
メ
リ

カ
の
研
究
者
ら
が
企
画
し
た
「
台
湾
学
術
文
化

研
究
叢
書
」
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
巻
と
し
て
世
に

出
た
が
、
本
書
が
も
た
ら
す
学
術
的
知
見
の
重

要
性
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
も
う
な
ず
け
る
。

　
本
書
の
巻
末
に
は
若
林
正
丈
に
よ
る
解
説
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
原
著
の
時
代

背
景
、
原
著
者
の
研
究
内
容
と
中
心
的
論
点
の

概
括
の
ほ
か
、
日
本
の
学
界
に
お
け
る
本
議
論

の
受
容
と
展
開
に
も
言
及
が
あ
り
、
自
身
の

研
〉
1
〈
究
お
よ
び
沼
崎
一
郎
が
新
刊
〉
2
〈
書
に
示
し
た
論

点
を
紹
介
し
な
が
ら
、
本
書
の
内
容
に
即
し
た

説
明
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は
現
時
点
で
日
本
に

お
け
る
台
湾
研
究
の
最
先
端
の
議
論
で
あ
る
と

言
え
、
こ
の
一
文
に
よ
り
本
書
の
学
術
的
価
値

は
い
っ
そ
う
増
し
て
い
る
。
た
だ
、
本
稿
で
そ

の
内
容
を
論
じ
る
こ
と
は
、
台
湾
研
究
を
本
職

と
し
な
い
評
者
の
手
に
は
余
る
。
代
わ
り
に
、

こ
こ
で
は
評
者
の
限
ら
れ
た
教
育
面
の
経
験
か

ら
得
た
雑
感
を
記
し
た
い
。

　
評
者
の
注
意
を
引
い
た
の
は
、
本
書
の
内
容

が
高
校
生
向
け
の
講
演
お
よ
び
大
学
の
講
義
を

元
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
専
門
的

な
内
容
を
備
え
る
と
は
い
え
、
本
書
は
研
究
者

に
向
け
て
執
筆
さ
れ
た
書
籍
で
は
な
く
、
想
定

さ
れ
る
読
者
は
「
高
校
生
・
大
学
一
、
二
年
、
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も
し
く
は
社
会
科
学
を
学
ん
だ
こ
と
が
な
い
人

で
あ
る
」（
四
頁
）。
加
え
て
、
洪
郁
如
が
「
訳

者
あ
と
が
き
」
に
記
す
以
下
の
問
題
意
識
は
、

日
本
の
大
学
生
の
台
湾
理
解
の
現
状
を
如
実
に

示
し
て
評
者
と
し
て
は
大
い
に
同
意
す
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
ま
た
本
書
と
向
き
合
う
上
で
の
重

要
な
留
意
点
と
な
っ
た
。

　
　
　
筆
〉
3
〈
者
が
日
本
の
大
学
で
台
湾
史
を
教
え

た
経
験
か
ら
す
れ
ば
、
族
群
概
念
と
は
あ

る
種
、
諸
刃
の
剣
の
よ
う
で
あ
る
。
台
湾

を
理
解
す
る
う
え
で
、
そ
れ
は
確
か
に
明

瞭
か
つ
簡
便
な
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
容

易
に
本
質
主
義
的
な
誤
解
を
も
た
ら
す
も

の
で
も
あ
る
。
限
ら
れ
た
授
業
時
間
の
な

か
で
、い
か
に
し
て
効
率
よ
く
、族
群
と
い

う
も
の
を
い
わ
ば
脱
構
築
し
な
が
ら
認
識

す
る
か
は
筆
者
に
と
っ
て
も
教
学
上
の
一

つ
の
挑
戦
で
あ
り
続
け
た
。（
一
五
〇
頁
）

　
大
学
の
授
業
で
台
湾
を
取
り
上
げ
た
経
験
者

と
し
て
、
評
者
も
洪
と
同
じ
問
題
意
識
を
持

つ
。
日
本
で
学
ぶ
学
生
が
な
る
べ
く
混
乱
せ
ず

正
確
な
理
解
を
得
る
こ
と
を
助
け
た
い
が
、

「
明
瞭
か
つ
簡
便
な
」
図
式
を
示
そ
う
と
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
、
洪
の
言
う
本
質
主
義
的
誤
解
の

ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
関
連
し
て

想
起
す
る
の
は
、
台
湾
で
や
は
り
既
成
観
念
を

打
ち
破
る
著
作
と
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ

た
歴
史
概
説
書
『
図
説 

台
湾
の
歴
〉
4
〈

史
』
を
学
生

に
読
ま
せ
た
い
と
考
え
な
が
ら
読
む
際
に
感
じ

る
、
あ
る
種
の
緊
張
な
い
し
警
戒
感
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
非
常
に
重
要
な
書
籍
な
の
だ
が
、
台

湾
の
読
者
ほ
ど
台
湾
の
歴
史
を
知
ら
な
い
（
つ

ま
り
、
既
成
観
念
す
ら
持
た
な
い
）
日
本
の
読

者
に
は
、
台
湾
の
読
者
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
本

を
消
化
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
書
籍
を
教

育
に
ど
う
活
用
し
う
る
か
、
教
え
る
側
の
ビ

ジ
ョ
ン
と
力
量
が
試
さ
れ
る
の
だ
。

　『
図
説 

台
湾
の
歴
史
』
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

本
書
に
も
ま
た
、
日
本
の
大
学
生
が
読
む
に
あ

た
っ
て
は
台
湾
の
政
治
や
社
会
に
つ
い
て
基
礎

的
な
知
識
を
要
す
る
部
分
も
あ
る
。
そ
の
意
味

で
、
本
書
を
教
育
現
場
で
活
用
す
る
際
に
は
若

干
の
留
意
す
べ
き
点
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
何
で

あ
る
か
は
、
扱
う
内
容
に
よ
り
、
ま
た
学
生
の

状
況
に
よ
り
、
一
様
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、

本
書
を
読
み
な
が
ら
評
者
の
頭
に
浮
か
ん
だ

「
学
生
は
こ
ん
な
反
応
を
す
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
」
と
い
う
点
を
、
評
者
の
私
的
な
覚
え
書

き
と
い
う
ほ
ど
の
趣
旨
で
若
干
記
し
た
い
。

　
例
え
ば
、「
政
治
的
闘
争
の
道
具
と
し
て
族

群
概
念
が
想
像
さ
れ
た
。
自
分
の
属
す
る
集
団

が
政
治
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
な
り
抑
圧
さ
れ
る

こ
と
を
恐
れ
る
が
ゆ
え
に
族
群
運
動
を
展
開
し

た
」
と
い
う
論
旨
に
対
し
て
は
、「
台
湾
人
は

な
ぜ
そ
ん
な
に
政
治
に
熱
心
な
の
か
？
　
権
力

に
貪
欲
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
類

の
感
想
が
出
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
日
本

の
政
治
状
況
を
思
え
ば
、
そ
れ
も
無
理
か
ら
ぬ

反
応
で
あ
ろ
う
。
台
湾
と
異
な
り
、
日
本
で
は

社
会
集
団
の
成
員
の
出
自
が
単
一
で
あ
る
と
信

じ
ら
れ
る
環
境
が
与
え
ら
れ
（
そ
れ
は
実
は
虚

構
な
の
だ
が
）、
ま
た
有
権
者
の
う
ち
支
持
政

党
を
持
た
な
い
人
が
過
半
数
を
占
め
る
「
最
大

勢
力
」
と
な
り
、
日
本
は
か
つ
て
な
い
重
大
な

局
面
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
半
の
国
民

は
政
治
参
加
へ
の
意
欲
を
自
ら
忘
れ
去
っ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
で
育
っ
た
大

学
生
が
、
族
群
政
治
の
台
湾
に
お
け
る
意
味
を

実
感
し
づ
ら
い
と
し
て
も
、
無
理
は
な
い
。
な

ら
ば
、
戒
厳
解
除
後
の
台
湾
の
政
治
・
社
会
状

況
を
彼
ら
が
少
し
で
も
想
像
で
き
る
よ
う
、
特

に
そ
れ
が
戒
厳
期
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
た
か
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を
想
像
で
き
る
よ
う
、
工
夫
す
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
政
治
関
与
が
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
状

態
が
終
わ
り
、
思
想
信
条
言
論
に
対
す
る
制
限

が
解
け
、
人
々
が
自
分
の
権
益
を
認
識
し
、
そ

れ
を
主
張
す
る
こ
と
が
徐
々
に
始
ま
っ
た
時
代

と
は
、
ど
の
よ
う
な
変
動
を
も
た
ら
し
た
ろ
う

か
。
政
治
的
見
解
を
持
つ
こ
と
、
政
治
的
な
立

場
を
持
ち
そ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
、
政
治
を
通

じ
て
自
ら
の
属
す
る
集
団
の
利
益
を
勝
ち
取

り
、
維
持
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ

て
ど
れ
ほ
ど
切
実
な
欲
求
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
点
に
学
生
が
想
像
を
及
ぼ
し
う
る
こ

と
が
、
理
解
を
深
め
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
で

あ
ろ
う
。

　
ま
た
あ
る
い
は
、「
想
像
の
産
物
」
と
し
て

の
族
群
概
念
と
い
う
議
論
に
対
し
て
、「
頭
の

中
で
想
像
し
た
だ
け
の
実
体
の
な
い
こ
と
が
、

そ
れ
ほ
ど
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
だ
ろ
う

か
？
　
考
え
す
ぎ
で
は
な
い
の
か
？
」
と
い
う

類
の
疑
問
を
持
つ
学
生
も
い
る
か
も
し
れ
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
影

響
を
及
ぼ
す
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
事

例
と
と
も
に
時
間
の
許
す
限
り
示
す
し
か
な
い

だ
ろ
う
。
台
湾
は
、
二
・
二
八
事
件
と
そ
れ
に

続
く
白
色
テ
ロ
を
経
験
し
て
い
る
。
こ
れ
を

「
出
来
事
」
と
し
て
学
ぶ
し
か
な
い
日
本
の
学

生
に
は
、
直
ち
に
リ
ア
ル
な
実
感
を
得
る
こ
と

が
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
世
界
で

現
在
起
き
て
い
る
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
集
団

の
過
激
な
行
動
は
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
の
論
理
の

出
ど
こ
ろ
も
ま
た
「
想
像
の
産
物
」
と
は
言
え

な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
身
近
な
現

象
と
し
て
、
日
本
国
内
の
「
反
中
」「
嫌
韓
」

言
論
や
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
を
見
よ
。
こ
れ
ら
が

展
開
す
る
激
烈
な
批
判
・
罵
倒
は
、
し
ば
し
ば

事
実
誤
認
に
基
づ
く
。
つ
ま
り
、
事
実
に
依
拠

し
な
い
「
想
像
の
産
物
」
に
他
な
ら
な
い
。
だ

が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
対
象
に
与
え
る

打
撃
は
大
き
く
、
社
会
に
及
ぼ
す
マ
イ
ナ
ス
の

影
響
も
大
き
い
。
こ
れ
ら
の
行
為
を
存
在
せ
し

め
て
い
る
の
が
現
今
の
私
た
ち
の
世
界
な
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
教
え
る
側
も
学
ぶ
側
も
、
改

め
て
認
識
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
起
き
得
る
反
応
に
留
意
し

つ
つ
、
本
書
を
大
学
教
育
の
現
場
で
何
ら
か
の

形
で
活
用
す
る
こ
と
に
は
、
大
き
な
意
義
が
あ

る
と
確
信
す
る
。
そ
し
て
ま
た
、
本
書
の
教
育

的
意
義
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ひ
と
り
の

人
の
族
群
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
は
ひ
と
つ
だ

け
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
固
定
的
で
も
な
い
と
し

て
、
族
群
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
多
重
性

（
あ
る
い
は
多
層
性
）
を
強
調
す
る
点
は
（
五

二

－

五
五
頁
）、
と
り
わ
け
日
本
の
読
者
に
は

学
ぶ
と
こ
ろ
の
大
き
い
論
理
の
枠
組
み
で
あ
ろ

う
。「
一
枚
だ
け
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
」、
つ
ま

り
「
正
解
が
一
つ
だ
け
あ
る
」
こ
と
が
最
も
わ

か
り
や
す
い
と
感
じ
る
大
学
生
は
多
い
だ
ろ
う

が
、
実
際
の
人
間
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な

い
。
さ
ら
に
、
前
節
で
触
れ
た
「
価
値
判
断
を

下
す
の
で
は
な
く
、
当
事
者
の
論
理
を
理
解
す

る
こ
と
に
努
め
る
」
姿
勢
も
、
問
題
に
向
き
合

う
際
に
重
要
で
あ
り
、
学
生
に
大
い
に
学
ば
せ

た
い
点
で
あ
る
。

　
蛇
足
な
が
ら
、
本
書
の
日
本
語
訳
に
は
若
干

改
善
の
余
地
が
あ
る
と
感
じ
る
。
論
旨
が
不
明

瞭
な
点
、
日
本
語
表
現
が
不
自
然
な
点
な
ど
が

い
く
つ
か
あ
り
、
原
著
と
読
み
比
べ
て
よ
う
や

く
議
論
の
要
点
を
理
解
し
た
箇
所
も
あ
っ
た
。

た
い
へ
ん
重
要
な
書
籍
の
日
本
語
版
刊
行
で
あ

る
だ
け
に
、
惜
し
ま
れ
る
。（
文
中
敬
称
略
）
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湾
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│
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史
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、
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、
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