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少
女
中
国
序
説
女
学
生
の
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン

濱

田

麻

矢

は
じ
め
に

戊
戌
の
政
変
(
-
八
九
八
）
後
に
日
本
に
亡
命
し
て
い
た
梁
啓
超
(
-
八
七
三
ー
一
九
二
九
）
が
、
自
ら
が
発
行
し
て
い
た
『
清

議
報
』
に
評
論
「
少
年
中
国
説
」
を
発
表
し
た
の
は
一
九

0
0
年
の
こ
と
で
あ
る
。

II

東
亜
病
夫
II

て
い
る
祖
国
に
向
か
い
、
「
私
の
心
の
中
に
は
少
年
中
国
が
存
在
し
て
い
る
」
と
呼
び
か
け
る
情
熱
的
な
一
篇
は
後
世
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。

II

老
大
帝
国
II

と
呼
ば
れ

梁
啓
超
は
、

ま
ず
人
間
の
老
幼
を
比
較
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。

老
人
は
夕
照
の
よ
う
で
、

老
年
人
は
痩
せ
牛
の
よ
う
で
、
少
年
は
虎
児
の
よ
う
だ
。
老
人

は
僧
の
よ
う
で
、
少
年
は
侠
客
の
よ
う
だ
。
老
人
は
字
典
の
よ
う
で
、
少
年
は
戯
曲
の
よ
う
だ
。
老
人
は
阿
片
の
よ

う
で
、
少
年
は
ブ
ラ
ン
デ
ー
の
よ
う
だ
。
老
人
は
惑
星
の
隕
石
の
よ
う
で
、
少
年
は
大
海
の
珊
瑚
礁
の
よ
う
だ
。
老

少
年
は
朝
陽
の
よ
う
だ
。

人
は
エ
ジ
プ
ト
の
砂
漠
に
立
つ
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
で
、

少
年
は
シ
ベ
リ
ア
の
鉄
道
の
よ
う
だ
。

老
人
は
晩
秋
の
柳
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の
よ
う
で
、

少
年
は
早
春
の
草
の
よ
う
だ
。
老
人
は
死
海
の
水
た
ま
り
の
よ
う
で
、

少
年
は
長
江
の
水
源
の
よ
う
だ
。
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畳
み
掛
け
る
よ
う
な
比
喩
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
老
人
と
少
年
が
比
較
さ
れ
た
の
ち
、

そ
の
「
老
人
少
年
」
イ
メ
ー

ジ
は
国
家
及
び
民
族
に
重
ね
ら
れ
る
。

果
た
し
て
、
中
国
と
は
気
息
奄
々
の
老
人
な
の
か
、

そ
れ
と
も
ま
だ
未
来
あ
る
青

年
な
の
か
。
梁
啓
超
の
出
し
た
答
え
は
、
今
ま
で
生
死
を
繰
り
返
し
て
き
た
の
は
中
国
と
い
う
「
国
家
」
で
は
な
く
個
々
の
「
朝

廷
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
過
去
の
王
朝
は
人
間
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
育
ち
、
衰
え
て
は
滅
ん
で
き
た
が
、

そ
れ
は

国
家
の
興
亡
を
意
味
し
な
い
。

王
朝
が
老
い
て
死
ぬ
こ
と
は
、

人
間
が
老
い
て
死
ぬ
よ
う
な
も
の
だ
。
私
が
言
う
と
こ
ろ
の
中
国
と
、
何
の
関
係
が
あ

ろ
う
か
。

私
の
中
国
と
は
、
今
ま
で
世
界
に
出
現
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
、

そ
し
て
今
芽
吹
い
た
ば
か
り
の
も

の
。
天
地
は
大
き
く
、
前
途
は
長
い
。
美
し
き
か
な
、
我
が
少
年
中
国
よ
。

中
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
結
び
つ
け
て
「
少
年
で
あ
る
こ
と
」
に
価
値
が
見
出
さ
れ
た
の
は
画
期
的
な
こ

と
だ
っ
た
。

ソ
ン
・
ミ
ン
ウ
ェ
イ
（
宋
明
燐
）
は
、
中
国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
（
教
養
小
説
、
成
長

小
説
）
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
上
で
、
前
近
代
中
国
で
は
「
伝
統
的
儒
教
は
若
者
を
長
老
に
対
し
て
孝
行
と
従
順
を
示
す
存
在
と

し
て
定
義
し
、
長
幼
の
権
力
関
係
を
変
革
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
常
に
違
法
と
見
な
さ
れ
て
き
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
若
者
が
年
長
者

に
反
逆
し
、
乗
り
越
え
、
成
長
す
る
と
い
う
物
語
は
前
近
代
中
国
に
は
要
請
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
文
学
に
お
い
て
も
、

若
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
家
父
長
を
頂
点
と
す
る
家
庭
内
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
逆
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
主
人
公
の



若
者
た
ち
は
、
例
え
ば
科
挙
に
合
格
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
終
的
に
は
家
父
長
制
に
帰
依
し
、
こ
の
体
制
を
存
続
さ
せ
る
担
い
手
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
家
に
反
逆
し
、

そ
こ
か
ら
逃
れ
た
い
と
考
え
る
若
者
は
、

一
八
世
紀
中
頃
に
成
立
し
た
『
紅
楼
夢
』
に
な
っ
て
よ
う

や
く
現
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

梅
家
玲
は
、
儒
教
道
徳
を
基
盤
と
し
た
中
華
文
明
と
は
基
本
的
に
「
重
老
軽
少
」
だ
っ
た
が
、
梁
啓
超
の
こ
の
説
を
以
て
よ
う
や
く

「
少
」
が
時
代
の
主
人
公
と
し
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
青
春
／
若
さ
」
こ
そ
が
体
制
を

変
革
す
る
べ
き
だ
、
と
い
う
従
来
に
は
な
か
っ
た
価
値
観
の
誕
生
で
も
あ
っ
た
。
「
少
年
中
国
説
」
は
「
美
し
き
か
な
我
が
少
年
中
国
、

天
と
与
に
老
い
ず
。
壮
な
る
か
な
我
が
中
国
少
年
、
国
と
与
に
無
彊
た
り
」
と
結
ば
れ
る
。
「
少
年
中
国
」
と
「
中
国
少
年
」

は
固
く

結
び
つ
き
、

「
若
者
」
と
国
民
国
家
は
一
心
同
体
と
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

（
四
）

晩
清
に
注
目
さ
れ
た
「
少
年
」
像
は
、
民
国
期
に
な
る
と
「
青
年
」
と
そ
の
呼
び
名
を
変
え
た
。

一
九
一
五
年
に
上
海
で
発
行
さ
れ

そ
の
後
『
新
青
年
』
と
名
前
を
変
え
て
新
文
化
運
動
を
牽
引
し
、
五
四
運
動
の
中
心
と
な
っ
た
媒
体
だ
が
、
陳

（
五
）

独
秀
に
よ
る
刊
行
の
辞
「
敬
告
青
年
」
も
ま
た
、
「
青
春
は
初
春
の
よ
う
な
も
の
、
朝
日
の
よ
う
な
も
の
、
百
花
が
萌
え
出
る
よ
う
な

た
『
青
年
雑
誌
』
は
、

も
の
、
鋭
刃
を
新
た
に
砥
ぎ
出
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
人
生
の
う
ち
最
も
貴
重
な
時
期
で
あ
る
。
青
年
が
社
会
に
あ
る
の
は
、
新

鮮
活
発
な
細
胞
が
人
身
に
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
で
も
改
め
て
、
青
春
の
素
晴
ら
し
さ
と
、
青
年
こ
そ
が
社
会
を

活
性
化
さ
せ
る
の
だ
と
い
う
価
値
観
が
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
時
創
成
さ
れ
た
「
主
体
的
な
青
年
」
「
国
家
建
設
に
関
わ
る
青
年
」

は
、
中
国
に
輸
入
さ
れ
た
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
の
主
役
と
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
本
論
は
、
こ
こ
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
「
少
年

（
青
年
）
」
と
「
少
女
」

の
関
係
に
つ
い
て
考
え
、
現
代
中
国
文
学
を
読
む
た
め
の
―
つ
の
視
座
を
提
供
し
て
み
た
い
。

僕
は
青
年
だ
！

で
は
、
私
は
？
・
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「
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
」
と
は
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
で
樹
立
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
独
文
学
者
の
北
原
寛
子
は
ド
イ

28 

ツ
語
の
「
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
」
が
「
教
養
」
と
「
自
己
形
成
」
の
二
つ
の
意
味
を
併
せ
持
つ
と
指
摘
し
た
上
で
、

「
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス

ロ
マ
ン
概
念

II
『
教
養
小
説
』
は
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
の
状
態
と
質
に
細
か
く
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
成
長
物
語
の
類
型
と
す
べ

（
六
）

き
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
ソ
ン
論
文
は
、
中
国
式
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
を
「
国
家

の
命
運
と
と
も
に
自
分
自
身
の
人
生
を
も
変
え
よ
う
と
す
る
新
時
代
の
青
年
を
通
じ
、
個
人
の
成
長
と
社
会
的
改
革
に
対

（
七
）

す
る
近
代
的
な
展
望
を
描
く
も
の
」
と
定
義
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
若
い
主
人
公
が
外
的
要
素
に
影
響
さ
れ
な
が
ら
、
内

的
に
変
化
（
成
長
）
し
て
い
く
物
語
だ
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

民
国
期
か
ら
人
民
共
和
国
に
か
け
て
多
く
の
読
者
を
擁
し
た
作
家
、

巴
金
(
-
九

0
四
i
二
0
0
五
）
の
初
期
代
表
作
『
家
』

は
、
成
都
の
因
襲
的
な
大
家
族
に
育
っ
た
主
人
公
•
高
覚
慧
が
、
雑
誌
『
新
青
年
』
を
介
し
て
五
四
新
思
想
の
洗
礼
を
う
け
、

家
を
捨
て
て
上
海
を
目
指
す
と
い
う
典
型
的
な
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
で
あ
り
、
青
年
読
者
に
熱
狂
的
な
支
持
を
受
け

た
。
自
分
と
社
会
を
と
も
に
成
長
さ
せ
よ
う
と
す
る
主
人
公
の
態
度
は
、

ま
さ
に
梁
啓
超
の
唱
え
た
中
国
少
年
と
少
年
中

国
と
の
関
係
を
体
現
す
る
も
の
だ
と
言
え
よ
う
。

小
説
の
前
半
で
、
主
人
公
覚
慧
は
長
兄
覚
新
の
職
場
を
通
じ
て
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
『
そ
の
前
夜
』
の
翻
訳
本
を
購
入
す
る
。
パ
ラ
パ
ラ

（
九
）

と
捲
っ
て
い
る
う
ち
、
彼
は
次
の
一
句
に
惹
き
つ
け
ら
れ
た
。

僕
は
青
年
だ
、
崎
人
で
は
な
く
、
愚
人
で
も
な
い
。
幸
せ
は
自
分
で
掴
み
取
っ
て
み
せ
る
。

(
1
0
二）

長
篇
『
家
』
の
中
で
も
最
も
人
口
に
謄
炎
し
た
こ
の
台
詞
は
、
原
作
『
そ
の
前
夜
』
で
は
ご
く
何
気
な
い
や
り
と
り
の
一
部
な
の
だ



が
、
巴
金
の
小
説
の
中
で
は
大
き
な
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
一
句
こ
そ
が
の
ち
に
覚
慧
の
最
大
の
危
機

I

彼
が
秘
か
に
愛
し
て
い
た
召
使
の
少
女
、
鳴
鳳
が
意
に
沿
わ
ぬ
縁
談
を
拒
否
し
て
入
水
自
殺
し
た
時
ー
|
l
に
お
い
て
、
彼
を
失
意

の
ど
ん
底
か
ら
蘇
ら
せ
る
役
割
を
果
た
し
た
か
ら
で
あ
る
。
家
長
で
あ
る
高
老
太
爺
（
覚
慧
の
祖
父
）
の
独
断
に
よ
り
、
好
色
な
老
人

の
妾
に
な
る
よ
う
強
要
さ
れ
た
鳴
鳳
は
、
そ
の
苦
悩
を
覚
慧
に
打
ち
明
け
よ
う
と
す
る
が
、
原
稿
の
執
筆
に
打
ち
込
ん
で
い
る
覚
慧
の

妨
げ
と
な
る
こ
と
を
憚
り
、
湖
に
身
を
投
げ
て
自
ら
の
命
を
絶
っ
た
。
社
会
活
動
に
専
念
し
て
い
た
た
め
に
鳴
鳳
の
苦
悩
に
気
づ
く
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
覚
慧
は
自
分
を
責
め
苛
む
。

そ
こ
で
次
兄
の
覚
民
が
、

日
頃
か
ら
兄
弟
が
愛
誦
し
て
い
た
こ
の
言
葉
を
弟
に
聞
か

せ
る
の
だ
。覚

民
は
（
中
略
）
次
の
よ
う
に
唱
え
た
。

「
僕
は
青
年
だ
、
崎
人
で
は
な
く
、
愚
人
で
も
な
い
。
幸
せ
は
自
分
で
掴
み
取
っ
て
み
せ
る
。
」

覚
慧
は
黙
り
込
ん
だ
。
彼
の
表
情
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
り
、
そ
れ
は
内
心
の
闘
争
が
い
か
に
激
烈
な
も
の
か
を
表
し
て
い
た
。

彼
は
眉
根
に
緻
を
よ
せ
、
軽
く
口
を
開
く
と
重
々
し
く
言
葉
を
発
し
た
。
「
僕
は
青
年
だ
」
。
そ
れ
か
ら
ま
た
憤
然
と
し
て
言
っ
た
。

「
僕
は
青
年
だ
！
」
次
に
疑
わ
し
そ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
「
僕
は
青
年
か
？
」
と
つ
ぶ
や
い
た
。
そ
し
て
何
か
を
悟
っ
た
よ
う
に
彼

は
言
っ
た
。
「
僕
は
青
年
だ
」
、
最
後
の
言
葉
は
力
強
か
っ
た
。
「
僕
は
青
年
だ
、
そ
う
だ
、
僕
は
青
年
だ
！
」
（
二
八

O
)

「
青
年
と
は
幸
せ
を
自
分
で
掴
み
取
る
も
の
」
と
い
う
こ
の
言
葉
は
、
物
語
序
盤
で
高
兄
弟
を
鼓
舞
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
も
の

だ
。
儒
教
倫
理
に
基
づ
き
、
長
幼
の
序
に
従
い
、
長
き
に
わ
た
っ
て
人
生
の
選
択
を
家
長
に
委
ね
て
き
た
青
年
た
ち
が
、
生
き
方
を
自

分
で
決
め
る
権
利
を
宣
言
す
る
革
命
的
な
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
僕
は
青
年
だ
！
」
と
い
う
意
識
は
、
恋
人
を
死
な
せ
て
し
ま
っ

29 



た
場
面
に
お
い
て
も
覚
慧
を
絶
望
の
底
か
ら
救
い
あ
げ
、
因
襲
的
な
家
制
度
と
継
続
し
て
戦
う
覚
悟
を
決
め
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。

30 

と
こ
ろ
で
、
「
幸
せ
は
自
分
で
掴
み
取
る
も
の
」
だ
と
い
う
こ
の
覚
悟
は
、
魯
迅
(
-
八
八
一

i
一
九
三
六
）
唯
一
の
恋
愛
小
説
「
傷

(
1
0
)
 

逝
」
(
-
九
二
五
）
に
お
け
る
ヒ
ロ
イ
ン
、
子
君
を
思
い
出
さ
せ
る
。

「
傷
逝
」

の
舞
台
は
一
九
二

0
年
代
、
自
由
恋
愛
／
結
婚
が
ま
だ
ほ
と
ん
ど
実
践
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
頃
の
北
京
で
あ
る
。
物
語
の

語
り
手
で
も
あ
る
滑
生
は
、
自
分
の
理
想
に
共
感
し
て
く
れ
る
新
女
性
、

子
君
に
恋
を
し
た
。

子
君
は
家
長
に
よ
っ
て
未
来
を
決
め
ら

れ
る
こ
と
を
拒
否
し
、
「
私
は
私
自
身
の
も
の
で
す
。
彼
ら
の
誰
に
も
私
に
干
渉
す
る
権
利
は
あ
り
ま
せ
ん
」
（
―
-
五
）
と
、
自
分
の

意
志
に
よ
っ
て
滑
生
を
人
生
の
伴
侶
と
し
て
選
ぶ
。
二
人
は
ま
ま
ご
と
の
よ
う
な
同
棲
生
活
を
始
め
た
が
、
こ
の
挙
動
に
よ
っ
て
職
を

奪
わ
れ
た
滑
生
は
、
生
活
に
余
裕
が
な
く
な
る
に
連
れ
て
子
君
へ
の
愛
が
摩
耗
し
て
ゆ
く
の
を
感
じ
る
。
最
終
的
に
「
も
う
君
の
こ
と

を
愛
し
て
い
な
い
」
と
滑
生
に
告
げ
ら
れ
た
後
、

子
君
は
故
郷
に
去
っ
て
ひ
っ
そ
り
と
死
ん
だ
。
物
語
は
滑
生
が
そ
の
一
部
始
終
を
綴

っ
た
手
記
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

自
由
恋
愛
が
夭
折
し
、
結
果
と
し
て
女
が
死
ん
だ
と
い
う
プ
ロ
ッ
ト
は
『
家
』
と
「
傷
逝
」
に
共
通
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
自

分
の
未
来
は
自
分
で
決
め
る
」
と
い
う
宣
言
が
、
『
家
』
で
は
生
き
残
る
覚
慧
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
「
傷
逝
」

で
は
や
が
て
死
ぬ
こ
と
に

な
る
子
君
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
覚
慧
は
最
愛
の
鳴
鳳
を
失
っ
た
痛
手
か
ら
も
、
「
幸

せ
を
自
分
で
掴
み
取
る
」
た
め
に
立
ち
上
が
っ
た
の
だ
っ
た
。

し
か
し
子
君
は

「
私
は
私
自
身
の
も
の
」
と
宣
言
し
な
が
ら
も
、
「
幸

せ
を
自
分
で
掴
み
取
る
」
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で
あ
る
。
愛
に
破
れ
て
死
に
至
っ
た
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
、

子
君
は
む
し
ろ
覚
慧
ヘ

の
愛
に
殉
じ
た
鳴
鳳
に
近
い
人
物
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

『
家
』
に
戻
っ
て
、
鳴
鳳
の
心
の
動
き
を
見
て
み
よ
う
。
妾
に
な
る
こ
と
を
強
要
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
覚
慧
に
打
ち
明
け
る
こ
と
も

叶
わ
な
か
っ
た
時
、
彼
女
は
以
下
の
よ
う
に
考
え
た
。



彼
ら
二
人
を
隔
て
る
壁
は
永
遠
に
な
く
な
ら
な
い
。
彼
は
別
の
環
境
に
住
ん
で
い
る
の
だ
。
彼
に
は
彼
の
未
来
が
あ
り
、
彼
の

事
業
が
あ
る
。
彼
女
は
彼
を
引
き
止
め
て
は
な
ら
な
い
、
邪
魔
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
、
彼
女
は
彼
を
自
分
の
そ
ば
に
ず
っ
と
引

き
止
め
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
彼
女
は
彼
を
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
存
在
は
彼
女
よ
り
ず
っ
と
重
要
だ
か
ら
だ
。

彼
女
は
、
彼
に
全
て
を
犠
牲
に
し
て
救
っ
て
く
れ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
女
は
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
彼
の
生
活
の

中
か
ら
永
遠
に
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
（
二
六
五
）

鳴
鳳
は
女
主
人
か
ら
読
み
書
き
を
教
え
ら
れ
、
召
使
ら
し
か
ら
ぬ
教
養
を
身
に
つ
け
て
い
た
。
そ
の
教
養
と
向
学
心
か
ら
、
高
家
の

御
曹
司
で
あ
る
覚
慧
に
愛
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
女
は
覚
慧
か
ら
多
く
を
学
び
な
が
ら
も
、

「
自
分
は
青
年
で
あ
り
、
青
年
と

は
幸
せ
を
自
分
で
掴
み
取
る
者
で
あ
る
」
と
い
う
価
値
観
は
結
局
共
有
し
え
て
い
な
い
。
彼
女
が

「
自
分
で
掴
み
取
れ
た
」

の
は
自
死

ま
で
で
あ
り
、
そ
の
選
択
は

「
彼
女
よ
り
ず
っ
と
重
要
で
あ
る
覚
慧
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
た
め
」
と
い
う
利
他
的
な
信
念
に
基
づ
い
て

い
る
。恋

人
が
よ
り
重
要
な
事
業
に
邁
進
す
る
た
め
に
自
分
は
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
鳴
鳳
の
決
意
は
、
「
傷
逝
」
に
お
け
る

消
生
の
以
下
の
独
白
と
表
裏
を
な
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
子
君
と
の
同
棲
に
よ
っ
て
職
を
失
う
と
、
滑
生
は
「
ほ
ん
と
う
は
、
僕

一
人
な
ら
、

生
き
て
い
く
こ
と
は
容
易
な
の
だ
」
(
―
二
三
）
と
考
え
始
め
た
。
「
飛
び
立
つ
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、
生
き
て
ゆ
く

路
は
ま
だ
広
い
。

い
ま
こ
の
よ
う
に
逼
迫
し
た
生
活
の
苦
し
み
に
耐
え
て
い
る
の
は
、
大
半
は
彼
女
の
た
め
な
の
だ
」
(
―
二
三
）
。
そ

の
思
考
は

「
新
し
い
希
望
は
僕
た
ち
が
別
れ
る
こ
と
に
し
か
な
い
、
彼
女
は
毅
然
と
し
て
立
ち
去
る
べ
き
で
あ
る
」
(
―
二
六
）
と
続

き
、
最
終
的
に
彼
は

「
彼
女
の
死
を
思
っ
た
」
と
三
度
に
わ
た
っ
て
子
君
の
死
を
予
見
し
さ
え
す
る
の
で
あ
る
(
―
二
六
、

―
二
七
、
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一
三

O
)
。
つ
ま
り
、
自
由
恋
愛
が
憧
憬
さ
れ
、
そ
の
崇
高
さ
が
も
て
は
や
さ
れ
た
の
と
ほ
ぼ
同
時
に
、
「
青
年
」

の
大
事
業
の
た
め
に
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恋
愛
（
と
恋
人
）
が
足
枷
に
な
る
、
と
い
う
物
語
も
始
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
実
際
、
『
家
』
に
お
い
て
も
、
鳴
鳳
が
妾
に
や
ら
れ
る
と

聞
い
た
時
、
覚
慧
は
、
「
社
会
の
為
に
働
く
と
い
う
青
年
の
献
身
的
な
熱
誠
」

の
た
め
に
彼
女
を
捨
て
る
決
意
を
し
て
い
た
の
だ
（
ニ

六
七
）
。
彼
が
そ
の
冷
酷
な
決
意
を
し
た
時
、
す
で
に
鳴
鳳
は
湖
に
身
を
沈
め
て
い
た
の
だ
が
。

鳴
鳳
が
自
分
よ
り
尊
い
も
の
と
考
え
て
い
た
覚
慧
の
「
未
来
や
事
業
」
と
、
消
生
が
愛
の
た
め
に
お
ろ
そ
か
に
し
て
し
ま
っ
て
い
た
、

と
後
悔
す
る
「
人
生
に
お
け
る
別
の
大
事
な
意
義
」
と
は
同
じ
も
の
に
違
い
な
い
。
滑
生
や
覚
慧
は
、
自
分
こ
そ
は
梁
啓
超
が
呼
び
か

け
た
「
中
国
少
年
」

で
あ
り
、
陳
独
秀
が
鼓
舞
し
た
「
青
年
」
な
の
だ
、
と
い
う
自
己
認
識
を
持
っ
て
い
た
。
革
新
が
渇
望
さ
れ
る
社

会
潮
流
の
中
で
、
彼
ら
は
恋
愛
に
も
情
熱
を
燃
や
す
も
の
の
、
当
初
の
激
情
が
過
ぎ
去
れ
ば
責
任
あ
る
「
中
国
少
年
」

の
一
人
と
し
て

社
会
の
前
途
を
考
え
、
そ
の
責
任
を
自
覚
し
て
飛
翔
を
続
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
恋
愛
と
事
業
は
、
撞
着
す
る
と
ま
で
は
言
わ
な

い
ま
で
も
、
前
者
が
後
者
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
後
者
は
前
者
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
価
値
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
て

い
た
と
言
え
る
。

で
は
、
子
君
や
鳴
鳳
は
ど
う
だ
ろ
う
。
二
人
の
少
女
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
恋
人
か
ら
五
四
新
思
想
を
学
び
、

そ
の
意
義
を
感
じ
取
り
、

憧
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
女
た
ち
は
つ
い
に
、
時
代
が
呼
び
か
け
た
「
中
国
少
年
」
や
「
青
年
」
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
の
疑
問
が
生
じ
る
l

も
し
か
し
た
ら
、
「
少
年
」
あ
る
い
は
「
青
年
」
と
い
う
言
葉
は
、
既
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
て
い
た

概
念
、
前
提
と
し
て
男
性
を
表
す
概
念
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
子
君
や
鳴
鳳
は
せ
い
ぜ
い

会
を
若
返
ら
せ
る
担
い
手
と
し
て
は
最
初
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
自
由
恋
愛
と
い
う
新
し
い

「
青
年
」

の
同
伴
者
ど
ま
り
で
あ
り
、
社

思
想
に
殉
じ
る
意
外
、
彼
女
た
ち
は
何
を
選
べ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
「
中
国
少
年
」
が
形
作
る
「
少
年
中
国
」
と
は
、

は
な
か

ら
強
い
男
性
性
を
帯
び
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。



そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
二

0
世
紀
中
国
文
学
に
お
け
る
少
女
た
ち
の
物
語
は
、
実
は
そ
の
出
発
点
か
ら
ぶ
ノ
年

(II
少
男
）
中
国
」

(
―
二
）

と
い
う
歴
史
の
地
表
に
覆
わ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
青
年
」
た
ち
が
世
界
に
向
か
っ
て
事
業
を
企
て
、
国
民
国
家
に
寄
与

す
べ
く
奔
走
し
て
い
た
時
、
少
女
た
ち
は
、
青
年
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
見
え
て
実
質
は
異
な
る
問
題
に
立
ち
向
か
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
。
孟
悦
及
び
戴
錦
華
の
『
歴
史
の
地
表
に
浮
か
び
出
て
』
は
、
女
性
の
出
路
と
は
、
老
病
の
父
に
代
わ
っ
て
従
軍
し
た
と
い
う
伝

説
上
の
人
物
、
花
木
蘭
の
歩
ん
だ
二
つ
の
道
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
と
喝
破
し
た
。
―
つ
は
男
装
し
て
前
線
で
功
を
立
て
、
体

制
の
禄
を
食
む
こ
と
ー
—
男
性
に
擬
態
し
て
秩
序
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
武
装
を
解
い
て
家
庭
に
入
り
、
妻

（
一
三
）

と
し
て
母
と
し
て
家
庭
の
安
寧
を
保
つ
こ
と
ー
ー
女
の
本
分
と
さ
れ
て
き
た
勤
め
を
尽
く
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
か
ら
逸
脱
す
れ

ば
、
「
女
と
は
零
で
あ
り
、
混
沌
、
無
名
、
無
意
義
で
あ
り
、
呼
び
名
も
な
く
身
分
も
な
く
、
生
死
の
意
義
も
無
い
も
の
」
と
さ
れ
て

と
い
う
の
だ
。
輝
け
る
「
少
年
中
国
」
の
か
げ
に
不
可
視
化
さ
れ
て
い
た
「
少
女
中
国
」
の
姿
は
、
「
零
」
か
ら
居
場
所

し
ま
っ
た
、

を
作
る
た
め
に
生
き
方
を
探
索
す
る
中
国
少
女
の
軌
跡
を
拾
い
集
め
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
見
出
し
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ラ
ブ
」
と
い
う
事
業

「
少
年
中
国
の
中
国
少
年
」
が
成
長
し
て
ゆ
く
と
い
う
中
国
式
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
が
、
実
は
少
女
た
ち
を
排
除
し
て
き
た
の

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
「
少
女
中
国
の
中
国
少
女
」

の
物
語
は
ど
こ
に
見
出
せ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

英
文
学
者
の
キ
ャ
サ
リ
ン
・
カ
ー
ル
ソ
ン
は
、

マ
ー
ク
・
ト
ウ
ェ
イ
ン
『
ハ
ッ
ク
ル
ベ
リ
ー
・
フ
ィ
ン
の
冒
険
』
(
-
八
八
五
）
や
チ

ャ
ー
ル
ズ
・
デ
イ
ケ
ン
ズ
『
大
い
な
る
遺
産
』
(
-
八
六
一
）
、
サ
リ
ン
ジ
ャ
ー
『
ラ
イ
麦
畑
で
つ
か
ま
え
て
』
(
-
九
五
一
）
、
ラ
ル
フ

・
エ
リ
ソ
ン
『
見
え
な
い
人
間
』
(
-
九
五
二
）
な
ど
の
モ
ダ
ン
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
「
少
年
が
男
に
な
る
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
」
と
定

義
づ
け
、
「
少
女
が
女
に
な
る
女
性
版
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
発
し
て
い
る
。

カ
ー
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ル
ソ
ン
は
そ
の
答
え
の
一
っ
と
し
て
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ
ロ
ン
テ
の
『
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ア
』
(
-
八
四
七
）
を
挙
げ
、
女
性
版
ビ
ル
ド
ゥ
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ン
グ
ス
ロ
マ
ン
は
結
婚
、
あ
る
い
は
恋
愛
の
成
就
を
以
て
主
人
公
の
自
己
形
成
が
完
成
し
た
と
み
な
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
た
。

『
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ア
』
の
場
合
、
孤
児
の
ジ
ェ
ー
ン
が
家
庭
教
師
と
し
て
住
み
込
ん
だ
家
の
主
人
で
あ
る
ロ
チ
ェ
ス
タ
ー
と
結
婚
し
た

と
こ
ろ
で
、
彼
女
の
冒
険
は
終
了
し
た
、

と
み
な
さ
れ
る
わ
け
だ
。
少
女
の
成
長
の
た
め
に
は
恋
愛
と
そ
の
成
就
（
結
婚
）

の
可
否
こ

そ
が
致
命
的
な
要
素
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、

カ
ー
ル
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

数
世
紀
に
わ
た
っ
て

（
女
性
版
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
の
II
引
用
者
注
）
物
語
の
結
末
は
結
婚
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
。
現

代
に
お
い
て
も
ま
だ
、
主
人
公
の
進
歩
の
過
程
と
し
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
関
係
が
組
み
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
（
中
略
）
誰

（
一
五
）

か
と
関
係
を
持
つ
こ
と
、
特
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
関
係
を
持
つ
こ
と
が
、
自
己
形
成
の
た
め
に
常
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
で
も
う
い
ち
ど
『
家
』
と
「
傷
逝
」
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
鳴
鳳
は
覚
慧
に
累
が
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
て
自
死
し
、

子
君
は
滑
生
に

事
業
の
妨
げ
に
な
る
愛
は
要
ら
な
い
と
告
げ
ら
れ
て
死
ん
だ
。
二
人
の
少
女
が
実
際
に
出
会
っ
た
「
近
代
思
潮
」
と
は
ほ
ぼ
自
由
恋
愛

に
他
な
ら
ず
、
彼
女
た
ち
は
そ
の
新
し
い
感
情
の
殉
死
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ー
ル
ソ
ン
の
言
葉
を
借
り
て
言
い
換
え
れ
ば
、
彼

女
た
ち
に
と
っ
て
の

「
事
業
」
と
は
異
性
と
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
関
係
を
持
つ
こ
と
」
に
他
な
ら
ず
、

そ
し
て
二
人
と
も
そ
の
事
業
に

失
敗
し
た
の
だ
っ
た
。
少
女
中
国
の
中
国
少
女
に
つ
い
て
考
察
す
る
場
合
に
も
、
こ
の

「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
関
係
」
を
読
み
解
く
こ
と

が
大
き
な
課
題
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、

「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
関
係
」
と
は
い
っ
た
い
な
ん
だ
ろ
う
。
歴
史
学
者
の
シ
ェ
ン
ク
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義

を
、
一
八
世
紀
の
啓
蒙
的
合
理
主
義
に
た
い
す
る
反
逆
で
あ
っ
た
と
し
て
そ
の
諸
相
を
論
じ
て
い
る
。
ロ
マ
ン
主
義
者
の
恋
愛
観
は
「
男



性
と
女
性
と
の
完
全
に
調
和
的
な
結
合
」

で
あ
り
、
「
性
的
衝
動
と
精
神
的
愛
情
と
が
も
は
や
、

そ
の
前
の
時
代
に
あ
り
が
ち
で
あ
っ

た
よ
う
に
分
離
さ
れ
て
い
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
「
最
上
の
調
和
が
達
成
さ
れ
う
る
の
は
特
別
な
一
人
の
異
性
に
よ
っ
て

（
一
六
）

の
み
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
た
」
と
い
う
。
さ
ら
に
社
会
学
の
研
究
は
、
「
（
異
性
）
愛
、
性
、
結
婚
」
の
三
位
一
体
か
ら
な
る
も
の
を

モ
ノ
ガ
マ
ス
な
形
で
継
続
す
る
こ
と
を
絶
対
化
す
る
観
念
形
態
を
取
り
出
し
て
、

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
名
を
つ
け
て
い
る
。
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
は
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ラ
ブ
的
愛
着
で
は
、

「
真
の
愛
」
と
し
、

そ
れ
が
一
対
一
の
排
他
的
な
、

崇
高
な
愛
情
と
い
う
要
素
が
、
性
的
熱
中
と
い
う
要
素
を
制
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
」
と
い
い
、
そ
れ
は
「
本
質
的
に
女
性
化
さ
れ
た

（
一
八
）

愛
情
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
以
下
の
議
論
で
は
、
や
は
り
社
会
学
研
究
に
お
い
て
千
田
有
紀
が
「
愛
と
性
と
生
殖
と
が
結
婚
を
媒

（
一
九
）

介
と
す
る
こ
と
で
一
体
化
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
定
義
し
た
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
す

る。

（二

O
)

ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ラ
ブ
を
構
成
す
る
核
心
と
な
る
「
恋
愛
」
概
念
は
日
本
経
由
で
中
国
に
輸
入
さ
れ
た
。
近
現
代
中
国
文
学
に
お
け
る

恋
愛
の
諸
相
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
膨
大
な
数
に
上
る
が
、

そ
の
多
く
が
女
性
文
学
史
と
重
ね
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前
述
の

「
女
性
の
事
業
と
は
本
質
的
に
恋
愛
で
あ
る
」
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
だ
ろ
う
。
晩
清
の
小
説
に
氾
濫
し
た
「
情
」
に
つ
い

（
一
三
）

て
は
、
陳
平
原
『
二

0
世
紀
中
国
文
学
史
』
や
デ
イ
ビ
ッ
ド
・
ワ
ン
（
王
徳
威
）
『
抑
圧
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
』
に
詳
細
な
議
論
が
あ

る
。
オ
ウ
フ
ァ
ン
・
リ
ー
（
李
欧
梵
）
『
中
国
現
代
作
家
の
ロ
マ
ン
主
義
世
代
』
は
自
我
と
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
ィ
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し

（

二

三

）

（

二

四

）

て
蘇
曼
殊
か
ら
繭
軍
に
至
る
個
人
主
義
／
ロ
マ
ン
主
義
を
論
じ
た
。
リ
ウ
・
ジ
エ
ン
メ
イ
（
劉
剣
梅
）
『
革
命
と
愛
と
』
は
、
「
革
命
プ

ラ
ス
愛
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
も
つ
小
説
群
を
詳
細
に
分
析
し
、
私
的
領
域
が
限
り
な
く
圧
迫
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
民
族
的
寓

(national 

舌
1
1
1
1

ロ

allegory)

の
時
代
に
も
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
は
多
く
の
個
人
的
な
声
が
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
に
響
き
合
っ
て
い
た
こ
と
を

（―-五）

明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ハ
イ
イ
ェ
ン
・
リ
ー
（
李
海
燕
）
『
心
の
革
命
』
は

「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」

の
代
わ
り
に
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
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ア
ム
ズ
の
述
べ
た
「
感
情
の
構
造
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(s
目
cture
o
f
 feeling)
」
ー
一
立
宙
繊
細
で
感
知
し
に
く
い
個
人
の
「
感
情
」
と
は
、
個
人
の
集
団

で
あ
る
社
会
に
反
映
さ
れ
て
、
揺
る
ぎ
の
な
い
、
明
確
な
も
の
と
な
る
ー
に
従
っ
て
、
男
女
間
の
「
情
」
が
、
伝
統
中
国
に
お
け
る

倫
理
的
な
行
動
規
範
か
ら
、
急
速
に
個
人
的
／
主
観
的
に
変
容
し
、
さ
ら
に
革
命
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
束
ね
ら
れ
て
い
っ
た
過
程
を
「
儒

（
二
七
）

教
型
」
「
啓
蒙
型
」
「
革
命
型
」
に
分
け
て
論
じ
て
見
せ
た
。
楊
聯
芥
『
浪
漫
的
中
国
』
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
、
文
学
テ
ク
ス
ト

と
当
時
の
政
治
状
況
を
重
ね
合
わ
せ
、
エ
リ
ー
ト
層
を
中
心
と
し
た
倫
理
観
の
変
遷
の
再
構
築
を
試
み
た
。
「
恋
愛
」
「
自
由
交
際
」
「
自

由
離
婚
」
「
新
女
性
」
「
良
妻
賢
母
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
、
文
学
テ
ク
ス
ト
と
同
時
に
当
時
の
新
聞
や
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ

ア
を
読
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
書
は
自
由
な
男
女
交
際
を
是
と
す
る
新
し
い
社
会
倫
理
に
投
げ
込
ま
れ
た
女
性
た
ち
の
困
惑
を
丁

寧
に
跡
付
け
て
い
る
。

て
ゆ
く
と
、
「
少
年
中
国
」
と
い
う
地
表
に
覆
わ
れ
た

中
国
近
現
代
に
お
け
る
「
情

(sentiment)

／
愛

(love)
」
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
1
概
念
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
照
し

の
「
中
国
少
女
」
を
考
察
す
る
上
で
、
鍵
と
な
る
存
在
は
民
国

「
少
女
中
国
」

期
以
降
の
女
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
文
学
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
核
と
な
る
の
は
、
「
傷
逝
」

の
子
君
の
よ
う
に
「
私
は

私
自
身
の
も
の
」
と
い
う
価
値
判
断
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
少
女
た
ち
だ
。
彼
女
た
ち
は
そ
の
近
代
的
な
装
い
と
教
養
と
で
新
し
い
恋

愛
の
対
象
と
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
「
中
国
少
年
」
を
主
人
公
と
し
た
文
学
の
中
で
、
彼
女
た
ち
に
求
め
ら

れ
て
い
た
主
体
性
と
は
「
能
動
的
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
関
係
を
望
む
と
こ
ろ
ま
で
」

で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

果
た
し
て
彼
女
た
ち
は
、
「
新
思
想
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
、
「
自
由
恋
愛
」
に
ど
の
よ
う
に
憧
れ
た
の
か
。
女
が
主
体
的
に
学

ぶ
こ
と
、
そ
し
て
主
体
的
に
恋
愛
す
る
こ
と
は
、
伝
統
中
国
で
は
考
え
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
非
難
の
対
象
と
な
る
行
為
だ
っ
た
。

異
性
愛
が
下
賤
な
も
の
か
ら
崇
高
な
も
の
に
書
き
換
え
ら
れ
る
過
程
は
、
日
本
経
由
で
伝
来
し
た
「
恋
愛
」
な
る
も
の
が
発
見
さ
れ
る

過
程
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
た
ち
の
多
く
は
、
新
思
想
に
憧
れ
、
実
践
し
よ
う
と
し
た
女
学
生
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



四
お
わ
り
に
少
女
中
国
を
論
じ
る
た
め
に

本
論
は
序
説
に
す
ぎ
ず
、
何
ら
か
の
結
論
を
導
こ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
最
後
に
「
少
女
中
国
」
を
考
え
て
い
く
上
で
想
定

で
き
る
い
く
つ
か
の
枠
組
み
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

―
つ
目
に
、
「
少
女
中
国
」

の
「
中
国
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
補
足
し
て
お
く
。
梁
啓
超
が
理
想
と
し
た
「
少
年
中
国
」
と
は
、

し
か
し
そ
の
裏
に
あ
る
「
少
女
中
国
」
と
は
、
必
ず
し
も
ネ
ー
シ
ョ
ン

立
論
の
初
め
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
性
格
を
強
く
帯
び
て
い
た
。

（
国
族
）
を
意
識
す
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
考
察
の
対
象
と
な
る
テ
ク
ス
ト
も
、

「
中
国
現
代
文
学
」

と
い
う
既
成
の
枠
組
み
に

当
て
は
ま
る
も
の
と
は
限
ら
な
い
。

「
中
国
現
代
文
学
」
は
、
中
華
人
民
共
和
国
に
お
い
て
は
一
九
一
五
年
に
始
ま
っ
た
新
文
化
運
動
と
一
九
四
九
年
の
中
華
人
民
共
和

国
成
立
と
の
間
に
成
立
し
た
文
学
を
表
す
こ
と
が
多
い
が
、
そ
う
な
る
と
中
華
民
国
(
-
九
―
ニ
ー
？
）
と
中
華
人
民
共
和
国
(
-
九

四
九
ー
）
と
い
う
二
つ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
連
続
し
た
唯
一
無
二
の
「
中
国
」

で
あ
る
と
す
る
概
念
を
導
い
て
し
ま
う
。

そ
う
し
た
見
地
に
立
つ
な
ら
ば
、
植
民
地
時
代
台
湾
の
日
本
語
作
家
、
楊
千
鶴
も
、
少
女
期
か
ら
青
年
期
ま
で
の
二
六
年
間
を
北
京

で
過
ご
し
、
一
九
四
八
年
に
な
っ
て
か
ら
故
郷
の
台
湾
に
戻
っ
た
林
海
音
も
、
ど
ち
ら
も
「
台
湾
文
学
」
の
作
者
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、

ま
た
北
京
出
身
な
が
ら
天
安
門
事
件
以
降
に
渡
米
し
て
英
語
で
創
作
し
て
い
る
イ
ー
ユ
ン
・
リ
ー
（
李
朔
雲
）
の
作
品
は
「
華
人
文
学
」

し
か
し
、
こ
れ
ら
他
文
化
と
の
接
触
や
越
境
を
経
験
し
た
文
学
者
の
作
品
に
対
し
て
、
中
国
／
台
湾
／

米
国
と
い
う
よ
う
に
地
域
や
政
体
に
よ
っ
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
し
て
し
ま
う
と
、
本
来
各
テ
ク
ス
ト
が
共
有
し
て
い
た
基
底
的
な
感
覚
を
も

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

分
断
し
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
、
い
ろ
い
ろ
な
言
語
で
書
か
れ
た
女
学
生
表
象
テ
ク
ス
ト
を
ゆ
る
や

（
二
八
）

か
に
括
る
言
葉
と
し
て
「
中
国
語
圏
文
学
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
み
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
作
品
を
扱
う
場
合
は
、
従
来
通
り
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の
文
脈
で
の
中
国
現
代
文
学
（
新
文
化
運
動
か
ら
人
民
共
和
国
成
立
ま
で
）
、
当
代
文
学
（
共
和
国
成
立
か
ら
現
在
ま
で
）
、
台
湾
文
学
（
台

38 

湾
で
書
か
れ
た
文
学
）
と
い
う
言
葉
も
併
用
で
き
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

王
徳
威
が
提
唱
し
た
サ
イ
ノ
フ
ォ
ン
／
華
語
語
系
文
学
(Sinophone)
と
い
う
概

念
に
啓
発
さ
れ
た
も
の
だ
。
従
来
の
「
中
国
文
学
」
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
テ
ク
ス
ト
に
「
台
湾
文
学
」
「
香
港
文
学
」
「
馬
華
文

こ
こ
で
「
中
国
語
圏
文
学
」
と
い
う
の
は
、

学
」
「
華
人
文
学
」
な
ど
と
違
う
名
前
を
つ
け
て
ゆ
く
の
で
は
な
く
、
中
国
語
で
書
か
れ
た
文
学
／
中
国
語
世
界
を
書
く
文
学

を
同
じ
「
サ
イ
ノ
フ
ォ
ン
文
学
」
と
い
う
地
平
に
並
べ
る
考
え
方
で
あ
る
。
国
民
国
家
と
近
代
文
学
を
密
接
に
関
連
づ
け
て

（
二
九
）

き
た
従
来
の
視
座
を
揺
る
が
す
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
王
は
サ
イ
ノ
フ
ォ
ン
文
学
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
『
華
夷
風

(Sinophone/ X
e
n
o
p
h
o
n
e
)
』
と
名
付
け
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
華
」
の
多
元
性
を
注
視
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

お
の
ず
と
そ
れ
を
弁
証
す
る
「
夷
」
に
つ
い
て
思
考
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
中
央
と
周
縁
、

自
分
と
他
者
、

向
心
力
と
遠
心
力
と
は
も
は
や
硬
直
し
た
定
義
で
は
な
く
、

主
従
関
係
を
と

り
か
え
つ
つ
、

混
滑
し
並
列
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
（
略
）
。
我
々
は
、

S
i
n
o
p
h
o
n
e

の
内
外
に
つ
い
て
だ
け
で
な

く、

X
e
n
o
p
h
o
n
e
的
な
i

外
来
の
、
異
邦
の
、
非
華
語
の
要
素
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も

（
三

0
)

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

本
論
で
掲
げ
た
「
少
女
II

中
国
II

」
の
「
中
国
」
と
は
、
文
化
圏
と
し
て
の
中
国
語
圏
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
り
、
国
民
国
家
（
中
華
民

国
／
中
華
人
民
共
和
国
）
と
い
う
枠
組
み
を
前
提
と
し
た
概
念
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。

二
つ
目
に
、
少
女
中
国
の
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
、
と
い
う
考
え
方
は
「
女
性
文
学
史
」
を
志
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
何



ら
か
の
既
存
の
理
論
を
現
代
文
学
研
究
に
当
て
は
め
て
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
い
。

つ
ま
り
、

「
少
女
中
国
」
な
る
概
念
の
全
体

像
を
俯
敵
し
、
相
応
し
い
も
の
を
選
ん
で
ゆ
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
少
女
叙
事
一

っ
―
つ
に
出
会
う
た
び
、

そ
の
都
度
上

記
に
述
べ
た
よ
う
な
角
度
か
ら
読
み
直
し
を
試
み
て
ゆ
く
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
少
女
中
国
の
中
国
少
女
を
検
討
し
て
い
く
上
で
有
用
な
の
は
異
な
る
テ
ク
ス
ト
同
士
を
対
話
さ
せ
て
み
る

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、

本
論
で
巴
金
『
家
』
と
魯
迅
「
傷
逝
」
を
、

「
自
己
決
定
す
る
青
年
」
と
「
愛
に
殉
じ
る

女
性
」
と
い
う
観
点
か
ら
比
較
し
て
み
た
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

「
愛
情
を
自
己
決
定
す
る
」
と
い
う
行
為
も
、

「
清
純
な

女
学
生
」
と
い
う
意
匠
も
、
作
家
に
よ
っ
て
、

ま
た
作
品
に
よ
っ
て
次
々
に
色
合
い
を
変
え
る
。

そ
こ
か
ら
は
文
学
テ
ク
ス

ト
に
反
映
さ
れ
た
、

そ
の
時
代
そ
の
地
域
に
お
け
る
女
学
生
イ
メ
ー
ジ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

少
女
叙
事
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
ゆ
く
と
、
対
象
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
は
テ
ク
ス
ト
本
来
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
大
き
な
物
語
」
が
霞
み
、

遠
景
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
本
論
で
は
、
中
国
少
年
・
高
覚
慧
の
壮
大
な
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
で
あ
る
『
家
』
の
中

か
ら
、
鳴
鳳
の
自
殺
の
部
分
だ
け
を
切
り
取
り
、
覚
慧
が
青
年
と
し
て
負
う
べ
き
自
明
の
も
の
と
し
て
考
え
て
い
た
「
事
業
」
と
、
鳴

鳳
に
と
っ
て
の

「
事
業
」
と
が
ど
ん
な
に
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
え
た
。
敢
え
て
少
女
形
象
と
い
う
「
木
」
に
焦
点
を
当

て
、
少
年
／
青
年
を
主
人
公
と
す
る
「
少
年
中
国
」
物
語
と
い
う
「
森
」
を
見
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
中
に
無
頓
着
に
現
れ

る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
非
対
称
性
に
目
を
留
め
、
す
く
い
上
げ
る
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
鷹
隠
「
海
辺
の
友
人
」
(
-
九
二
三
）
、
魯
迅
「
傷
逝
」
(
-
九
二
五
）
と
、

こ
の
よ
う
に
民
国
期
小
説
を
中
心
と
し
た
少
女
叙
事
を
読
ん
で
行
く
上
で
、
「
物
差
し
」
の
役
割
を
果
た
す
作
品
が
い
く
つ
か
あ
る
。

そ
し
て
丁
玲
「
霞
村
に
い
た
時
」
(
-
九
四
一
）
な
ど

だ
。
最
後
に
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
「
物
差
し
」
と
考
え
る
理
由
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

「
海
辺
の
友
人
」

は
、
作
者
自
身
が
在
籍
し
て
い
た
北
京
女
子
高
等
師
範
学
校
を
舞
台
と
す
る
中
篇
小
説
で
あ
る
。
作
家
自
身
を
モ
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デ
ル
と
す
る
ヒ
ロ
イ
ン
露
沙
と
そ
の
親
友
た
ち
、
計
五
人
の
卒
業
前
後
が
描
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
少
女
た
ち
は
学
業
が
進
め
ば
進
む

40 

ほ
ど
、
友
情
が
濃
く
純
粋
な
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
に
鬱
屈
を
抱
え
て
ゆ
く
。
女
子
と
し
て
最
高
の
教
育
を
受
け
て
い
る
の
に
、
彼

女
た
ち
は
社
会
に
貢
献
す
べ
き
有
為
な
人
材
と
し
て
自
分
た
ち
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
学
園
に
い
る
時
間
こ
そ
が
自
分
た
ち

の
幸
福
の
頂
点
で
、
そ
こ
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
て
し
ま
え
ば
も
う
全
て
の
自
由
が
消
え
失
せ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。

自
由
交
際
に
よ
っ
て
恋
愛
し
、
結
婚
に
踏
み
切
っ
た
者
も
い
る
が
、
親
友
た
ち
は
そ
の
選
択
を
祝
福
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
の

も
と
を
離
れ
て
ゆ
く
盟
友
を
涙
な
が
ら
に
悼
む
。
女
学
生
叙
事
に
お
け
る
核
心
的
テ
ー
マ
に
学
園
生
活
（
そ
し
て
同
性
の
友
人
）

へ
の

強
い
愛
着
と
卒
業
へ
の
厭
悪
が
あ
る
が
、
そ
の
原
型
を
こ
の
一
篇
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
傷
逝
」

は
前
述
し
た
通
り
、
魯
迅
に
よ
る
恋
愛
小
説
で
あ
る
。

ヒ
ロ
イ
ン
子
君
は
、
自
由
恋
愛
を
最
初
期
に
実
践
し
、
「
私
は
私

自
身
の
も
の
」
と
宣
言
し
て
消
生
の
求
愛
を
受
け
入
れ
る
勇
敢
さ
を
持
つ
女
性
だ
っ
た
。
先
ほ
ど
の
女
性
版
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン

や
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ラ
ブ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
議
論
に
基
づ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

子
君
は
「
特
別
な
一
人
の
異
性
」
（
運
命
の
人
、
と
言
っ

て
も
い
い
だ
ろ
う
）

で
あ
る
滑
生
と
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
関
係
（
最
高
の
調
和
）
を
持
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、
こ
こ
で
彼
女
の
自
己
形
成
が
完

成
し
た
と
考
え
て
も
お
か
し
く
な
い
。

し
か
し
魯
迅
は
二
人
の
結
合
で
こ
の
物
語
を
終
わ
ら
せ
な
か
っ
た
。
子
君
に
恋
焦
が
れ
て
い
た

は
ず
の
消
生
は
、
同
棲
を
始
め
て
し
ば
ら
く
経
っ
た
後
に
失
職
し
て
行
き
詰
ま
る
と
、
子
君
が

「
つ
ま
ら
な
い
女
に
な
っ
た
」
と
認
定

し
、
彼
女
を
捨
て
る
の
で
あ
る
。
自
由
恋
愛
と
い
う
斬
新
か
つ
崇
高
な
価
値
に
人
生
を
賭
け
た
子
君
は
、
他
な
ら
ぬ

「
運
命
の
人
」
に

梯
子
を
外
さ
れ
、
堕
落
し
た
女
と
い
う
烙
印
を
押
さ
れ
て
破
滅
す
る
し
か
な
い
。

「
傷
逝
」

は
謎
の
多
い
テ
ク
ス
ト
と
し
て
様
々
な
解

釈
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
本
論
で
は
少
女
に
よ
る
人
生
の
自
己
決
定
と
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ラ
ブ
と
は
、
眩
し
い
理
想
で
あ
る
と
同
時
に
陥

穿
に
も
な
り
う
る
と
い
う
サ
ン
プ
ル
と
し
て
引
用
し
た
。

四
0
年
代
に
丁
玲
が
延
安
で
書
い
た
「
霞
村
に
い
た
時
」

は
、
日
中
戦
争
期
の
共
産
党
統
治
区
、
霞
村
を
舞
台
と
す
る
。
語
り
手
で



あ
る
イ
ン
テ
リ
女
性
「
わ
た
し
」

は
、
休
養
の
た
め
に
霞
村
へ
ゆ
き
、
従
軍
慰
安
婦
だ
っ
た
貞
貞
と
仲
良
く
な
る
。
共
産
党
の
ス
パ
イ

と
し
て
日
本
軍
に
潜
伏
し
て
い
た
貞
貞
は
、
性
病
に
か
か
っ
て
故
郷
の
霞
村
に
戻
り
、
村
人
た
ち
の
好
奇
と
非
難
の
眼
差
し
に
さ
ら
さ

れ
て
い
た
。
貞
貞
は
戦
争
前
に
相
思
相
愛
だ
っ
た
夏
大
宝
か
ら
求
愛
さ
れ
る
が
、
村
中
が
期
待
し
て
い
た
彼
と
の
結
婚
を
拒
絶
し
て
延

安
に
行
く
こ
と
を
決
め
る
。
そ
の
一
部
始
終
を
見
届
け
た
「
わ
た
し
」

は
、
貞
貞
の
選
択
を
始
め
は
誇
し
く
思
う
も
の
の
、
最
終
的
に

は
支
持
し
、
彼
女
と
延
安
で
再
会
す
る
こ
と
を
待
ち
望
む
よ
う
に
な
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
小
説
に
つ
い
て
は
、
「
傷
逝
」
と
は
反
対
に
、

愛
し
た
人
物
と

「
結
婚
し
な
い
」
こ
と
を
決
め
る
少
女
と
、
そ
の
自
己
決
定
に
大
き
な
力
を
果
た
し
た
同
性
の
友
人
と
の
連
帯
に
注
目

し
た
い
。

こ
れ
ら
三
篇
と
本
論
で
扱
っ
た
テ
ク
ス
ト
と
が
呼
応
し
あ
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
人
生
を
自
己
決
定
す
る
少
女
」
、
「
理
想
／
強
迫
観
念

と
し
て
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ラ
ブ
」
、
「
同
性
同
士
の
連
帯
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
特
に
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
ラ
ブ
と
は
、
そ
う
思
わ

れ
て
い
る
ほ
ど
に
単
純
な
問
題
で
は
な
い
。
引
き
続
き
、
生
家
か
ら
飛
び
出
し
た
中
国
語
圏
の
少
女
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
未
来
に
ど

の
よ
う
な
自
己
決
定
を
下
し
た
の
か
、
恋
愛
は
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
を
見
て
行
き
た
い
。
少
女
中
国
に
お
け
る

中
国
少
女
の
冒
険
讀
は
、
驚
く
ほ
ど
に
豊
か
で
あ
る
。

注(
-
）
梁
啓
超
「
少
年
中
国
説
」
、
『
清
議
報
』
三
五
(
-
九

0
0
年
）
。
本
論
で
用
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た
テ
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ス
ト
は
、
北
京
、
中
華
書
局
の

リ
プ
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ン
ト
（
中
華
民
国
史
料
叢
編
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（二）

I
b
i
d
.
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p.14. 

ま
た
濱
田
に
よ
る
同
書
の
評
（
『
未
名
』
三
四
号
、
二

0
一
六
年
三
月
、
八
九
ー
九
九
頁
）
を
参
照
。

（
三
）
前
掲
梅
家
玲
二

O
一
三
、
三
四
頁
。

（
四
）
前
掲
梅
家
玲
二
〇

五
i
三
六
頁
。

（
五
）
『
青
年
雑
誌
』
第
一
巻
第
一
号
、
一
九
一
五
年
一
月
一
五
日
。
以
下
、
引
用
は
竹
元
規
人
訳

『
陳
独
秀
文
集
一
』
東
京
、
平
凡
社
、
二

O
一
六
年
、
七

0
頁
に
よ
る
。

（
六
）
北
原
寛
子
「
二

0
世
紀
に
お
け
る
ビ
ル
ド
ウ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン
概
念
の
共
通
見
解
形
成
過
程
と
そ
の
問
題
に
つ
い
て
」
『
小

樽
商
科
大
学
人
文
研
究
』
一
三
二
、
二

O
一
六
年
―
二
月
、
一
五
五
ー
一
七
七
頁
。

（七）

S
o
n
g
,
 o
p
.
 cit., 
p. 7
 

（
八
）
一
九
三
三
年
五
月
、
上
海
、
開
明
書
店
。
本
論
で
の
使
用
テ
ク
ス
ト
は
『
巴
金
全
集
』
第
一
巻
、
北
京
、
人
民
文
学

出
版
社
、
一
九
八
六
年
、
総
四
六
八
頁
。
以
下
、
引
用
文
の
後
ろ
に
（
）
に
入
れ
て
ペ
ー
ジ
数
を
付
す
。

（
九
）
巴
金
自
身
の
注
に
よ
る
と
、
商
務
印
書
館
か
ら
沈
穎
に
よ
る
同
書
の
翻
訳
が
出
版
さ
れ
た
の
は
一
九
ニ
―
年
八
月
の
こ
と
だ
が
、
小
説

中
に
は
約
十
ヶ
月
早
め
て
登
場
さ
せ
た
と
い
う
。
前
掲
書
、
一
〇
一
頁
。

「
敬
ん
で
青
年
に
告
ぐ
」

(
-
O
)
執
筆
は
一
九
二
五
年
十
一
月
、
初
出
は
小
説
集
『
初
種
』
、

一
九
二
六
年
、
北
京
、
北
新
書
局
。
本
論
で
は
『
魯
迅
全
集
』
第
二
巻
、
北

京
、
人
民
文
学
出
版
社
、

一
三
ー
一
三
四
頁
を
用
い
た
。
引
用
文
の
後
ろ
に
付
し
た
数
字
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
ペ
ー
ジ
数
を
表
す
。
ま

た
、
翻
訳
に
は
丸
尾
常
喜
訳
「
傷
逝
l

滑
生
の
手
記
」
（
『
魯
迅
全
集
』
第
二
巻
、
東
京
、
学
習
研
究
社
、

一
九
八
四
年
、
三
一
六

i
三
四

0
頁
を
用
い
た
。

-
）
鳴
鳳
が
死
を
選
ぶ
ま
で
の
心
理
に
つ
い
て
は
、
河
村
昌
子
「
巴
金
『
家
』
論
ー
鳴
鳳
の
物
語
|
—
」
『
お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会

報』

一
三
号
、

一
九
九
四
年
四
月
、
三
三
ー
四
九
頁
に
詳
細
な
分
析
が
あ
り
、
参
考
に
し
た
。



(
―
二
）
「
少
女
中
国
」
と
い
う
発
想
は
前
掲
の
S
o
n
g
2
0
1
5

と
、
孟
悦
•
戴
錦
華
『
浮
出
歴
史
地
表
こ
現
代
中
国
婦
女
文
学
研
究
』
鄭
州
、
河
南

人
民
出
版
社
、

一
九
八
九
年
、
総
二
六
九
頁
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
一
三
）

前
掲
孟
•
戴
一
九
八
九

二
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四
頁
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一
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）

前
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二
三

i
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四
頁
。

（
一
五
）

C
臼
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Katherine a
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 students at the University o
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h
 Carolina at 
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S
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.
G
.
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h
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u
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o
p
e
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a
y
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o
n
d
o
n
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1966. 太
t
論
頭
で
田
~
い
た

の
は
生
松
敬
三
、
塚
本
明
子
訳
『
ロ
マ
ン
主
義
の
精
神
』
、
東
京
、

み
す
ず
書
房
、

一
九
七
五
年
、

一
九
四
ー
ニ

O
八
頁
。

（
一
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M
c
G
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n
n
,
 Jerome. 
T
h
e
 R
o
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n
t
i
c
 Ideology: A
 Critical Investigation, C
h
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University o
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 Press, 
1983, 
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 172pp. 
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 University Press, 2
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（
一
八
）

G
i
d
d
e
n
s
,
 A
n
t
h
o
n
y
.
 T
h
e
 Transformation o
f
 Intimacy: Sexuality, 
L
o
v
e
 a
n
d
 Eroticism in 
M
o
d
e
r
n
 Societies, 
Palo Alto, C
A
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Stanford University Press, 
1992, 2
1
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p
p
.
 #
吟
嘩
で
は
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
『
親
密
性
の
変
容
』
（
松
尾
精
文
•
松
川
昭

子
訳
、
而
立
書
房
、
一
九
九
五
年
）
を
参
照
し
た
。
引
用
部
に
か
か
わ
る
議
論
は
同
書
六
三
ー
七
五
頁
。

（
一
九
）
千
田
有
紀
『
日
本
型
近
代
家
族
ー
|
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
の
か
』
東
京
、
勁
草
書
房
、
二

0
―
一
年
、
一
六
頁
。

楊
聯
芥
『
浪
漫
的
中
国
二
性
別
視
覚
下
激
進
主
義
与
文
学
一
八
九
〇
ー
一
九
四

0
』
北
京
、
人
民
文
学
出
版
社
、
二

0
―
六
年
、
二
頁
。

（二

O
)

（
ニ
―
)
陳
平
原
『
二
十
世
紀
中
国
小
説
史
•
第
一
巻

九
年
、
総
三

0
―
頁
。

（
二
ニ
）

W
a
n
g
,
 D
a
v
i
d
 D
e
r
 ,
 

wei•Fin,de, 

Siecle Splendor: R
e
p
r
e
s
s
e
d
 Modernities o
f
 La
t
e
 Q
i
n
g
 Fiction, 
1
8
4
9
 ,
 
1911, Palo Alto, C
A
:
 

Stanford University Press, 
1997, 4
4
4
p
p
.
 -
1
4
-

輪
躙
で
田
~
い
た
の
は
王
徳
威
著
、
神
谷
ま
り
子
、
上
原
か
お
り
訳
『
抑
圧
さ
れ
た

（
一
八
九
七
年
ー
一
九
一
六
年
）
』
北
京
、
北
京
大
学
出
版
社

一
九
八
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テ
ィ

一
頁
。

Lee, L
e
o
 O
u
 ,
 
fan. 
T
h
e
 R
o
m
a
n
t
i
c
 Generation o
f
 M
o
d
e
r
n
 Chinese Writers, 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
,
 
MA: Ha
r
v
a
r
d
 University Press, 1
9
7
3
,
 

清
末
小
説
新
論
』
、

東
京
、

東
方
書
店
、

ニ
O

七
年
、

総
五
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（
二
三
）

（
二
四
）

xiv +
 
3
6
5
p
p
.
 

Liu Jianmei. Revolution Plus Love: Literary History, 
W
o
m
e
n
'
s
 Bodies, a
n
d
 Thematic Repetition in 
Twentieth 1 Century Chinese 

Fiction, Honolulu, HI: University o
f
 H
a
w
a
i
i
 Press, 2
0
0
3
,
 x
 +
 
2
7
2
p
p
.
 

（
二
五
）

Lee, Haiyan. Revolution o
f
 the Heart: A
 G
e
n
e
a
l
o
g
y
 o
f
 Lo
v
e
 in 
China, 1
9
0
0
 ,
 19
5
0
,
 
Palo Alto, C
A
:
 Stanford University Press, 

2
0
0
7
,
 xiv +
 
3
6
4
p
p
.
 

Williams, R
a
y
m
o
n
d
.
 T
h
e
 L
o
n
g
 Revolution, L
o
n
d
o
n
:
 Chatto &
 Wi
n
d
u
s
,
 1
9
6
1
,
 p
.
4
8
.
 

前
掲
楊
二

O
一
六
、
総
四

0
―頁。

（
二
六
）

（
二
七
）

（
二
八
）

藤
井
省
三
『
中
国
語
圏
文
学
史
』
（
東
京
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二

0
-
―
年
）

は
「
中
国
語
圏
の
現
代
文
学
と
は
、
相
互
に
越
境
し

あ
う
中
国
・
香
港
・
台
湾
そ
し
て
日
本
と
の
現
代
文
化
交
流
の
物
語
」

で
あ
る
と
述
べ
、
さ
ら
に
中
国
語
圏
文
学
と
は
「
北
京
・
上
海
、

香
港
、
台
北
そ
し
て
東
京
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
都
市
が
主
要
な
舞
台
」

で
あ
り
、
「
二

0
世
紀
以
後
の
東
ア
ジ
ア
文
化
・
社
会
を
展
望
す
る
た

め
の
概
念
」
だ
と
い
う
(
i
i
i

頁
）
。
た
だ
、
本
論
で
言
う
「
中
国
語
圏
」

は
東
ア
ジ
ア
の
都
市
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
二
九
）
濱
田
麻
矢
「
中
国
現
代
文
学
研
究
の
新
し
い
地
平
~

一
六
年
七
月
、
八
八

S
九
七
頁
参
照
。

（三

O
)
王
徳
威
「
導
言
」
、
王
徳
威
、
高
嘉
謙
、
胡
金
倫
『
華
夷
風

ハ
ー
バ
ー
ド
版
文
学
史
の
試
み
」

『
東
方
学
』

一
三
二
輯
、

ニ
O

華
語
語
系
文
学
読
本
』
台
北
、
聯
経
出
版
、
二

O
一
六
年
、
三

S
九
頁
。

（
三
一
）
『
中
国
文
化
』
第
三
巻
第
一
期
、

一
九
四
一
年
六
月
。
本
論
で
の
使
用
テ
ク
ス
ト
は
『
丁
玲
全
集
』
四
巻
、
石
家
荘
、
河
北
人
民
出
版
社
、

二
0
0
一
年
、
ニ
―
四

S
二
三
三
頁
。



[
付
記
]
本
論
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
(

B

)

課
題
番
号
1
6
H
0
3
4
0
3
)

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
り
、

し
た
博
士
論
文
の
序
章
を
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

京
都
大
学
に
提
出

（
は
ま
だ
ま
や
•
神
戸
大
学
准
教
授
）

45 




