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本
稿
は
20
世
紀
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
、

国
民
・
市
民
・
地
域
と
い
う
相
互
に

密
接
に
関
わ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
を

担
っ
た
魯
迅
と
村
上
春
樹
の
文
学
作
品
を
取

り
上
げ
、
そ
の
系
譜
的
関
係
を
考
察
す
る
も

の
で
あ
る
。
両
者
が
共
有
す
る
「
阿
Ｑ
」
像

は
ま
ず
国
民
国
家
共
同
体
を
想
像
し
つ
つ
あ

っ
た
１
９
２
１
年
の
新
興
北
京
文
壇
で
誕
生

し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
入
口
に
あ
っ
て
文
学

制
度
の
転
換
期
を
迎
え
て
い
た
１
９
８
０
年

代
の
東
京
で
継
承
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
現
代

中
国
文
学
の
父
と
も
言
う
べ
き
魯ル

ー

迅
シ
ュ
ン

（
１
８

８
１
〜
１
９
３
６
年
）
が
、
中
国
新
文
学
運

動
開
始
期
に
「
阿
Ｑ
」
と
い
う
日
雇
い
農
民

像
を
創
造
し
、
作
家
デ
ビ
ュ
ー
直
後
の
村
上

春
樹
（
１
９
４
９
年
〜
）
が
「
民
主
国
家
」

の
「
消
耗
品
」
と
し
て
の
「
Ｑ
氏
」
と
い
う
中

産
階
級
的
人
物
像
を
再
生
産
し
た
の
で
あ
る
。

辛
亥
革
命
前
後
の
中
国
と

魯
迅
の
離
郷
体
験

上
海
か
ら
汽
車
に
乗
り
、
南
西
２
０
０
キ

ロ
の
杭
州
で
南
東
に
折
れ
て
か
ら
さ
ら
に
60

キ
ロ
進
む
と
、
長
い
歴
史
を
誇
る
紹
興
に
到

着
す
る
。
魯
迅
は
こ
の
街
の
地
主
の
家
の
長

男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
祖
父
は
科
挙
（
高
級
官

僚
登
用
試
験
）
の
最
終
試
験
を
突
破
し
て
政

府
高
官
も
務
め
た
。
だ
が
、
19
世
紀
末
に
は

魯
迅
の
一
族
は
度
重
な
る
災
難
に
よ
り
急
速

に
没
落
し
、
魯
迅
も
科
挙
受
験
を
拒
否
し
て
、

１
９
０
２
年
か
ら
７
年
間
、
日
本
に
留
学
し
、

東
京
で
当
時
東
ア
ジ
ア
で
最
も
欧
化
さ
れ
た

都
市
文
化
を
体
験
す
る
の
で
あ
っ
た
。（
注
１
）

魯
迅
の
東
京
時
代
と
は
日
露
戦
争
（
１
９

０
４
〜
05
年
）
を
挟
ん
で
、
日
本
が
近
代
的

国
民
国
家
と
し
て
の
骨
格
を
形
成
し
、
東
京

が
新
興
帝
国
の
首
都
と
し
て
著
し
い
変
貌
を

遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
時
代
で
も
あ
る
。
当
時
の

日
本
で
は
、
交
通
・
通
信
の
革
命
的
発
展
に

よ
り
、
時
間
と
空
間
と
は
著
し
く
均
一
化
さ

れ
、
情
報
が
全
国
を
短
時
間
で
駆
け
回
り
始

め
て
い
た
。
そ
し
て
情
報
の
発
信
受
信
も
教

育
制
度
と
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
の
急
展
開
に
よ

り
、
大
活
況
を
呈
し
て
い
た
。

明
治
政
府
に
よ
る
１
８
７
２
年
の
学
制
発

布
後
、
小
学
校
就
学
率
は
魯
迅
来
日
の
１
９

０
２
年
に
は
92
％
、
魯
迅
帰
国
の
09
年
に
は

98
％
に
達
し
て
い
る
。
中
国
の
就
学
率
は
19

年
の
統
計
で
も
11
％
に
す
ぎ
な
い
。
09
年
の

東
京
で
は
『
報
知
新
聞
』
『
万
朝
報
』
の
発

行
部
数
は
そ
れ
ぞ
れ
30
万
部
と
20
万
部
に
達

し
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
中
国
で
は
14
年
の
調

査
で
北
京
紙
は
い
ず
れ
も
数
百
か
ら
数
千
部
、

上
海
紙
で
『
新
聞
報
』
が
２
万
部
、『
申
報
』

が
１
万
５
０
０
０
部
を
記
録
し
て
い
る
に
過

ぎ
な
い
。
魯
迅
は
お
そ
ら
く
活
字
メ
デ
ィ
ア

の
都
・
東
京
に
目
の
く
ら
む
よ
う
な
思
い
を
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藤ふ

じ

井い

省し
ょ
う

三ぞ

う

東
京
大
学
文
学
部
教
授

ジ
ャ
パ
ン
フ
ァ
ウ
ン
デ
ー
シ
ョ
ン
は
、
昨
年
３
月
に
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
＆
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
春
樹
を
め
ぐ
る
冒
険
―
―
世
界
は

村
上
文
学
を
ど
う
読
む
か
」
を
開
催
し
た
。
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
、

柴
田
元
幸
、
沼
野
充
義
、
四
方
田
犬
彦
の
各
氏
と
と
も
に
「
案
内

人
」
を
務
め
た
藤
井
省
三
氏
が
、
そ
の
成
果
も
ふ
ま
え
て
、
村
上

春
樹
と
魯
迅
の
文
学
、
そ
し
て
中
国
と
の
関
係
を
論
述
す
る
。



抱
い
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

帰
国
後
の
魯
迅
は
ま
ず
故
郷
の
師
範
学
校

に
勤
め
、
辛
亥
革
命
勃
発
（
１
９
１
１
年
）
の

翌
年
に
は
中
華
民
国
臨
時
政
府
の
教
育
総
長

の
蔡
元
培
の
招
き
を
受
け
南
京
に
出
て
教
育

部
（
日
本
の
文
科
省
に
相
当
）
の
課
長
級
官
僚
と

な
り
、
臨
時
政
府
の
北
京
移
転
に
伴
っ
て
５

月
北
京
に
移
動
し
た
。
16
年
の
袁
世
凱
帝
政
復

活
と
そ
の
頓
挫
を
経
て
中
華
民
国
は
そ
の
後

10
年
あ
ま
り
軍
閥
割
拠
の
分
裂
期
を
迎
え
る
。

こ
の
と
き
青
年
た
ち
の
希
望
の
地
と
な
っ

た
の
が
北
京
大
学
を
は
じ
め
と
す
る
各
大

学
・
専
門
学
校
が
集
中
す
る
〝
文
化
城
〞
北

京
で
あ
る
。
19
年
に
は
こ
の
北
京
の
学
生
が

先
頭
に
立
っ
て
反
日
民
族
主
義
運
動
の
５
・

４
運
動
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。

こ
の
前
後
に
急
成
長
し
た
近
代
中
国
文
学

は
５
・
４
新
文
学
と
も
称
さ
れ
、
魯
迅
も
衝

撃
的
な
短
編
「
狂
人
日
記
」
で
北
京
新
興
文

壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
ち
、
次
々
と
珠
玉
の

短
編
群
を
発
表
し
て
い
く
。
没
落
し
た
家
を

引
き
払
う
た
め
に
20
年
ぶ
り
に
故
郷
の
小
都

市
に
帰
っ
た
主
人
公
の
「
私
」
が
、
幼
馴
染

み
で
今
や
兵
乱
や
重
税
に
よ
る
貧
困
の
た
め

で
く
の
坊
の
よ
う
に
な
っ
た
小
作
農
民
と
再

会
し
て
絶
望
と
希
望
を
め
ぐ
り
沈
思
す
る
物

語
「
故
郷
」（
21
年
）
な
ど
、
魯
迅
の
多
く

の
作
品
は
故
郷
の
紹
興
を
舞
台
と
し
て
い
る
。

「
阿
Ｑ
正
伝
」（
22
年
）
も
紹
興
付
近
と
思
し

き
村
を
舞
台
と
す
る
、
次
の
よ
う
な
短
編
小

説
で
あ
る
。

未
荘

ウ
ェ
イ
チ
ュ
ワ
ン

と
い
う
村
の
日
雇
い
農
民
で
名
前
も

定
か
で
な
い
阿
Ｑ
は
、
村
中
の
人
か
ら
い
じ

め
ら
れ
笑
い
も
の
に
さ
れ
て
い
る
が
、「
我
こ

そ
は
自
ら
を
軽
蔑
で
き
る
第
一
人
者
」
な
ど
と

屁
理
屈
を
こ
ね
て
は
自
己
満
足
し
て
い
た
。
し

か
し
跡
取
り
息
子
欲
し
さ
に
趙
家
の
女
中
に

言
い
寄
っ
た
た
め
雑
役
も
な
く
な
り
、
県
都

（
県
は
日
本
の
郡
に
相
当
す
る
行
政
単
位
）
へ
行

き
、
盗
賊
を
し
て
稼
い
だ
金
を
持
っ
て
再
び

未
荘
に
帰
還
す
る
。
一
時
は
羽
振
り
が
良
く
な

る
も
の
の
、
盗
賊
で
は
な
く
そ
の
手
伝
い
に

す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
に
つ
れ
、

再
び
村
人
か
ら
馬
鹿
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ

の
後
、
辛
亥
革
命
の
噂
に
あ
わ
て
ふ
た
め
く

地
主
た
ち
を
見
て
阿
Ｑ
も
革
命
党
に
憧
れ
る

が
、
未
荘
で
は
日
本
留
学
生
だ
っ
た
若
旦
那

ら
が
さ
っ
さ
と
革
命
党
を
組
織
し
て
し
ま
い

出
る
幕
も
な
い
。
や
が
て
阿
Ｑ
は
趙
家
で
起

き
た
強
盗
事
件
の
犯
人
と
し
て
逮
捕
さ
れ
法

廷
に
引
き
出
さ
れ
、
本
人
も
訳
も
分
か
ら
ぬ
う

ち
に
銃
殺
さ
れ
て
し
ま
い
、
未
荘
の
人
々
は
こ

れ
を
楽
し
げ
に
見
物
す
る
の
で
あ
っ
た
。

魯
迅
は
こ
の
作
品
で
自
ら
の
屈
辱
と
敗
北

を
さ
ら
な
る
弱
者
に
転
嫁
し
て
自
己
満
足
す

る
阿
Ｑ
式
「
精
神
勝
利
法
」
を
ペ
ー
ソ
ス
た

っ
ぷ
り
に
描
い
て
中
国
人
の
国
民
性
を
批
判

す
る
と
と
も
に
、
草
の
根
の
民
衆
が
変
わ
ら

ぬ
限
り
革
命
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
国
家
論

を
語
っ
た
と
い
え
よ
う
。
阿
Ｑ
と
は
当
時
の

中
国
人
の
多
く
を
占
め
る
下
層
農
民
ば
か
り

で
な
く
、
欧
化
途
上
に
あ
っ
た
北
京
な
ど
都

市
の
民
衆
、
さ
ら
に
は
魯
迅
自
身
を
も
含
め

た
国
民
国
家
形
成
途
上
の
中
国
人
国
民
性

を
、
厳
し
い
批
判
と
深
い
同
情
を
以
て
描
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
丸
尾
常
喜
は
中
国
の
民
俗
・
宗
教

の
深
み
に
ま
で
降
り
な
が
ら
、
魯
迅
は
内
な

る
「
鬼
（
亡
霊
）」
に
苦
し
み
つ
つ
伝
統
的
な
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「
鬼
」
の
形
象
を
巧
み
に
借
り
て
阿
Ｑ
や
孔

乙
己
と
い
う
孤
独
で
寂
し
い
人
々
を
造
形
し

た
と
論
じ
た
う
え
で
、
阿
Ｑ
の
Ｑ
と
は
中
国

語
で
幽
霊
を
意
味
す
る
「
鬼

ク
ェ
イ

」
に
通
じ
る
と

指
摘
し
て
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
は
１

９
２
６
年
に
「
阿
Ｑ
正
伝
」
に
深
く
感
動
し

て
涙
を
流
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
阿
Ｑ
と
い

う
幽
霊
は
10
代
の
村
上
春
樹
に
も
深
刻
な
影

響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

日
本
の
高
度
経
済
成
長
と

村
上
春
樹
の
歴
史
の
記
憶

村
上
春
樹
は
１
９
４
９
年
生
ま
れ
、
60
年

代
末
に
故
郷
の
芦
屋
・
神
戸
を
離
れ
て
東
京

の
早
稲
田
大
学
第
一
文
学
部
演
劇
科
に
入

学
、
小
説
『
風
の
歌
を
聴
け
』（
以
下
『
風
』

と
略
す
）
を
79
年
に
発
表
し
て
文
壇
に
デ
ビ

ュ
ー
し
た
。
そ
の
後
、『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』

（
以
下
『
羊
』
と
略
す
）（
82
年
）
な
ど
を
発
表

し
続
け
、
87
年
刊
行
の
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』

（
以
下
『
森
』
と
略
す
）
は
２
０
０
６
年
８
月

ま
で
に
総
部
数
は
８
５
６
万
冊
に
達
し
（
注

２
）
、「
村
上
春
樹
現
象
」
と
称
さ
れ
た
。
そ

の
後
も
『
海
辺
の
カ
フ
カ
』（
03
年
）、『
ア

フ
タ
ー
ダ
ー
ク
』（
04
年
）
な
ど
旺
盛
な
執
筆

を
続
け
て
、
現
代
日
本
文
学
を
代
表
す
る
作

家
と
な
っ
て
い
る
。

村
上
春
樹
が
中
国
語
圏
で
翻
訳
さ
れ
た
の

は
１
９
８
５
年
、
台
北
の
雑
誌
『
新
書
月
刊
』

８
月
号
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
は
世
界
最

初
の
村
上
文
学
の
翻
訳
で
も
あ
る
。
中
国
・

香
港
・
台
湾
の
中
国
語
圏
に
お
け
る
「
村
上

現
象
」
に
は
四
大
法
則
が
働
い
て
い
る
。
村

上
受
容
が
台
湾→

香
港→

上
海→

北
京
と
時

計
回
り
に
展
開
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
高

率
の
経
済
成
長
が
ほ
ぼ
半
減
す
る
時
期
に
発

生
し
て
い
る
点
を
、
私
は
「
時
計
回
り
の
法

則
」
と
「
経
済
成
長
踊
り
場
の
法
則
」
と
称

し
て
い
る
。

ま
た
中
国
語
圏
で
は
、
80
年
代
末
に
民
主

化
運
動
が
勃
発
し
、
無
血
の
改
革
に
よ
り
民

主
化
を
実
現
し
た
台
湾
と
、
あ
の
悲
惨
な
89

年
６
月
４
日
「
血
の
日
曜
日
」
事
件
で
民
主

化
の
展
望
を
失
っ
た
中
国
と
明
暗
を
分
け
た
。

こ
の
民
主
化
運
動
が
各
地
の
村
上
受
容
に
、

濃
淡
の
差
は
あ
れ
強
い
影
響
を
与
え
て
お
り
、

私
は
こ
れ
を
「
ポ
ス
ト
民
主
化
運
動
の
法
則
」

と
呼
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
韓
国
も
含
め
た
東
ア
ジ
ア
で
は

『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の
森
』
が
高
く
評
価
さ
れ
早

期
に
翻
訳
さ
れ
た
い
っ
ぽ
う
、『
羊
を
め
ぐ
る

冒
険
』
へ
の
関
心
は
相
対
的
に
低
く
同
作
翻

訳
も
遅
れ
が
ち
で
、「『
森
』
高
『
羊
』
低
の

法
則
」
を
導
き
出
せ
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
欧

米
・
ロ
シ
ア
で
は
対
照
的
に
「
『
羊
』
高

『
森
』
低
」
と
い
う
法
則
が
働
い
て
い
る
の

は
興
味
深
い
。

村
上
文
学
に
見
ら
れ
る

中
国
の
影
と
魯
迅
の
影
響

そ
の
い
っ
ぽ
う
で
、
村
上
文
学
に
は
『
風

の
歌
を
聴
け
』
「
中
国
行
き
の
ス
ロ
ウ
・
ボ

ー
ト
」
な
ど
初
期
か
ら
一
貫
し
て
色
濃
い
中

国
の
影
が
見
ら
れ
る
。
98
年
に
は
村
上
自
身

が
台
湾
紙
の
東
京
特
派
員
に
対
し
、
「
僕
の

父
は
戦
争
中
に
徴
兵
さ
れ
て
中
国
大
陸
に
行

き
ま
し
た
…
…
僕
は
た
だ
僕
の
記
憶
の
影
を

書
い
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。
中
国
は
僕
に

と
っ
て
書
こ
う
と
思
っ
て
苦
心
し
て
想
像
す

る
も
の
で
は
な
く
、
「
中
国
」
は
僕
の
人
生

に
お
け
る
重
要
な
「
記
号
」
な
の
で
す
」
と

答
え
て
も
い
る
。
「
記
憶
の
影
」
と
は
父
親

の
日
中
戦
争
体
験
を
継
承
す
る
こ
と
に
よ
り

村
上
の
内
面
で
形
成
さ
れ
た
歴
史
の
記
憶
な

の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
05
年
10
月
、
『
朝
日

新
聞
』
記
者
に
対
し
、
村
上
は
「
僕
に
と
っ

て
、
日
中
戦
争
と
い
う
か
、
東
ア
ジ
ア
に
お

い
て
日
本
が
展
開
し
た
戦
争
と
い
う
の
は
、

ひ
と
つ
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
」
と
回

答
し
た
。（
注
３
）

村
上
文
学
に
は
中
国
の
影
が
差
し
て
い
る
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ば
か
り
で
な
く
、
魯
迅
文
学
の
影
響
も
感
じ

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
村
上
は
デ
ビ
ュ
ー
作

『
風
の
歌
を
聴
け
』
を
「
完
璧
な
文
章
な
ど

と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。
完
璧
な
絶

望
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
ね
」
と
書
き
出
し

て
い
る
（
注
４
）
。
こ
の
言
葉
に
は
魯
迅
が
１

９
２
５
年
１
月
１
日
に
執
筆
し
た
散
文
詩

「
希
望
」
の
中
の
「
絶
望
の
虚
妄
な
る
こ
と

は
、
ま
さ
に
希
望
に
相
同
じ
い
」（
注
５
）

と

い
う
一
句
に
通
じ
る
精
神
が
感
じ
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
か
。
村
上
の
口
語
体
の
言
葉
を
「
文

章
の
未
完
な
る
こ
と
は
ま
さ
に
絶
望
に
相
同

じ
い
」
と
漢
文
訓
読
風
に
言
い
換
え
て
み
る

と
、
村
上
が
あ
た
か
も
魯
迅
の
希
望
の
論
理

を
継
承
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

村
上
は
同
じ
く
『
風
の
歌
を
聴
け
』
冒
頭

の
一
節
で
、
「
し
か
し
、
正
直
に
語
る
こ
と

は
ひ
ど
く
む
ず
か
し
い
。
僕
が
正
直
に
な
ろ

う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
正
確
な
言
葉
は
闇

の
奥
深
く
へ
と
沈
み
込
ん
で
い
く
」
と
も
記

し
て
い
る
（
注
６
）
。
魯
迅
は
「
希
望
」
を
収

め
た
散
文
詩
集
『
野
草
』（
１
９
２
７
年
）
の

序
文
を
「
沈
黙
し
て
い
る
と
き
、
わ
た
し
は

充
実
を
覚
え
る
。
口
を
開
こ
う
と
す
る
と
、

た
ち
ま
ち
空
虚
を
感
ず
る
」（
注
７
）

と
語
っ

て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
空
虚
さ
へ
の

不
安
に
村
上
は
共
感
を
示
し
て
も
い
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。

実
は
魯
迅
文
学
は
村
上
の
愛
読
書
で
あ
っ

た
。
１
９
９
２
年
11
月
の
こ
と
、
香
港
人
の
比

較
文
学
研
究
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
鄭テ

イ

が
、「
ア
メ

リ
カ
東
部
の
小
さ
な
町
」
で
村
上
春
樹
に
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
村

上
は
「
僕
が
〔
日
本
文
学
を
〕
読
ま
な
い
、
読

み
た
く
な
い
と
言
っ
た
の
は
昔
の
こ
と
で
す

…
…
40
代
に
入
っ
て
か
ら
、
熱
心
に
日
本
の

小
説
を
読
み
始
め
ま
し
て
…
…
古
い
世
代
で

は
夏
目
漱
石
、
ほ
か
に
谷
崎
潤
一
郎
…
…
〔
現

代
作
家
で
は
〕
大
江
健
三
郎
で
す
。
僕
は
彼

を
深
く
尊
敬
し
て
い
ま
す
…
…
ほ
か
に
は
安

部
公
房
が
い
ま
す
」
と
語
っ
た
の
ち
、
中
国

文
学
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
の

だ
。
「
主
に
古
典
的
名
著
で
、
少
し
読
ん
だ

だ
け
で
す
。
系
統
性
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
…
…

今
覚
え
て
い
る
小
説
家
は
魯
迅
で
す
。」（
注
８
）

村
上
は
自
ら
の
読
書
体
験
に
つ
い
て
「
当

時
（
一
九
六
〇
年
代
前
半
）
僕
の
家
は
毎
月

河
出
書
房
の
「
世
界
文
学
全
集
」
と
中
央
公

論
社
の
「
世
界
の
歴
史
」
を
一
冊
ず
つ
書
店

に
配
送
し
て
も
ら
っ
て
い
て
、
僕
は
そ
れ
を

一
冊
一
冊
読
み
あ
げ
な
が
ら
十
代
を
送
っ
た
」

と
も
語
っ
て
い
る
（
注
９
）
。
こ
の
『
世
界
文

学
全
集
』
の
第
47
巻
は
、「
狂
人
日
記
」「
故

郷
」
「
藤
野
先
生
」
と
と
も
に
、
「
阿
Ｑ
正

伝
」
と
散
文
詩
集
『
野
草
』
な
ど
、
魯
迅
の

代
表
作
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
10

代
の
村
上
が
『
世
界
文
学
全
集
』
で
「
阿
Ｑ

正
伝
」
や
『
野
草
』
を
読
ん
だ
可
能
性
は
高

い
で
あ
ろ
う
。

「
阿
Ｑ
正
伝
」
の
阿
Ｑ
と

「
駄
目
に
な
っ
た
王
国
」
の
Ｑ
氏

そ
れ
か
ら
約
20
年
後
の
82
年
12
月
、
村
上

は
短
編
「
駄
目
に
な
っ
た
王
国
」
を
発
表
し

て
Ｑ
氏
を
登
場
さ
せ
た
。
語
り
手
「
僕
」
に

よ
れ
ば
、
旧
友
Ｑ
氏
は
「
僕
と
同
い
年
で
、

僕
の
５
７
０
倍
く
ら
い
ハ
ン
サ
ム
で
あ
る
。

性
格
も
良
い
…
…
育
ち
も
い
い
…
…
服
装
の

好
み
は
と
て
も
良
い
…
…
ス
ポ
ー
ツ
・
マ
ン

で
…
…
上
手
い
ピ
ア
ノ
も
弾
く
…
…
大
江
健

三
郎
な
ん
か
も
時
々
読
む
…
…
き
ち
ん
と
し

た
綺
麗
な
恋
人
が
い
た
」
と
い
う
か
ら
に
は
、

典
型
的
な
中
産
階
級
子
弟
と
い
え
よ
う
。

「
要
す
る
に
一
言
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
…
…
欠

点
の
な
い
人
物
で
あ
る
」
Ｑ
氏
は
、
欠
点
だ

ら
け
の
阿
Ｑ
と
は
正
反
対
の
人
物
で
も
あ
る
。

さ
て
「
僕
」
は
大
学
４
年
生
で
転
居
し
て

隣
人
の
Ｑ
氏
と
別
れ
、
10
年
が
経
過
し
た
の

ち
に
ホ
テ
ル
の
プ
ー
ル
サ
イ
ド
で
隣
り
合
わ

せ
に
な
る
が
、
Ｑ
氏
は
「
僕
」
に
気
づ
か
な

い
。
こ
の
時
の
Ｑ
氏
は
テ
レ
ビ
局
の
「
デ
ィ

レ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
職
」
に
あ
り
、
「
ち
ょ

っ
と
有
名
な
歌
手
だ
か
女
優
」
を
番
組
か
ら
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降
板
さ
せ
よ
う
と
「
出
口
」
の
な
い
会
話
を

続
け
る
う
ち
に
、
女
性
か
ら
Ｌ
サ
イ
ズ
・
カ

ッ
プ
の
コ
ー
ラ
を
か
け
ら
れ
て
し
ま
う
。
コ

ー
ラ
の
一
部
は
「
僕
」
に
も
か
か
り
、
Ｑ
氏

は
丁
重
に
詫
び
て
「
僕
」
か
ら
温
情
あ
る
許

し
を
得
る
と
、
「
昔
と
同
じ
く
ら
い
気
持
の

良
い
笑
顔
」
を
浮
か
べ
て
帰
っ
て
行
く
が
、

最
後
ま
で
「
僕
」
の
こ
と
を
思
い
出
さ
な
い
。

そ
し
て
こ
の
魯
迅
「
故
郷
」
を
連
想
さ
せ
る

再
会
の
物
語
を
、
村
上
は
次
の
よ
う
に
結
ん

で
い
る
。

「
僕
が
こ
の
文
章
の
題
を
『
駄
目
に
な
っ
た

王
国
』
と
し
た
の
は
、
そ
の
日
の
夕
刊
で
た

ま
た
ま
ア
フ
リ
カ
の
あ
る
駄
目
に
な
っ
た
王

国
の
話
を
読
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
立
派
な

王
国
が
色
あ
せ
て
い
く
の
は
』
と
そ
の
記
事

は
語
っ
て
い
た
。
『
二
流
の
共
和
国
が
崩
壊

す
る
時
よ
り
ず
っ
と
物
哀
し
い
』」（
注
10
）

学
生
時
代
に
は
「
欠
点
の
な
い
」
中
産
階

級
子
弟
で
あ
っ
た
人
物
が
、
会
社
の
仕
事
の

た
め
に
そ
れ
ま
で
は
親
し
か
っ
た
女
優
に
対

し
「
不
誠
実
」
な
態
度
を
取
り
、
彼
に
怒
っ

た
女
優
か
ら
公
衆
の
面
前
で
侮
辱
さ
れ
て
も
、

相
変
わ
ら
ず
「
気
持
の
良
い
笑
顔
」
を
浮
か

べ
て
い
る
の
だ
。
辛
亥
革
命
当
時
の
中
国
の

阿
Ｑ
と
比
べ
れ
ば
、
物
質
的
に
遥
か
に
恵
ま

れ
て
い
る
現
代
日
本
の
中
産
階
級
も
、
阿
Ｑ

と
同
様
に
精
神
が
麻
痺
し
て
い
る
と
、「
僕
」

は
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
産
階
級
の
子
供

は
学
生
時
代
に
は
「
立
派
な
王
国
」
の
後
継

者
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
エ
リ
ー
ト
社
員
と

し
て
働
い
て
王
国
の
後
継
者
に
な
る
と
「
色

あ
せ
て
…
…
物
悲
し
い
」
印
象
を
語
り
手
に

与
え
る
の
で
あ
る
。

国
民
性
批
判
と
絶
望
感
と
い
う

二
人
に
共
通
す
る
テ
ー
マ

村
上
は
さ
ら
に
12
年
後
の
１
９
９
４
年
６

月
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
第
三
部
執

筆
の
た
め
ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
（
１
９
３
９
年
）

の
現
場
へ
と
取
材
旅
行
に
出
か
け
て
お
り
、

帰
国
後
の
旅
行
記
で
戦
後
日
本
で
成
立
し
た

「
民
主
国
家
」、
す
な
わ
ち
中
産
階
級
社
会
に

対
し
根
本
的
批
判
を
加
え
て
も
い
る
。

「
戦
争
の
終
わ
っ
た
あ
と
で
、
日
本
人
は
戦

争
と
い
う
も
の
を
憎
み
、
平
和
を
（
も
っ
と

正
確
に
い
え
ば
平
和
、
、

で
あ
る
こ
と

、
、
、
、
、

）
を
愛
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
我
々
は
日
本
と
い
う
国
家

を
結
局
は
破
局
に
導
い
た
そ
の
効
率
、
、

の、
悪、
さ、

を
、
前
近
代
的
な
も
の
と
し
て
打
破
し
よ
う

と
努
め
て
き
た
。
自
分
の
内
な
る
も
の
と
し

て
の
非
効
率
性
の
責
任
を
追
及
す
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
を
外
部
か
ら
力
ず
く
で
押
し
つ

け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
扱
い
、
外
科
手
術
で

も
す
る
み
た
い
に
単
純
に
物
理
的
に
排
除
し
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た
。
そ
の
結
果
我
々
は
た
し
か
に
近
代
市
民

社
会
の
理
念
に
基
づ
い
た
効
率
の
良
い
世
界

に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
し
、
そ
の
効
率
の
良

さ
は
社
会
に
圧
倒
的
な
繁
栄
を
も
た
ら
し

た
。
／
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
今
で
も
多

く
の
社
会
的
局
面
に
お
い
て
、
我
々
が
名
も

な
き
消
耗
品
と
し
て
静
か
に
平
和
的
に
抹
殺

さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
漠
然

と
し
た
疑
念
か
ら
、
僕
は
（
あ
る
い
は
多
く
の

人
人
は
）
な
か
な
か
逃
げ
切
る
こ
と
が
で
き

な
い
で
い
る
。」（
注
11
）

魯
迅
「
阿
Ｑ
正
伝
」
と
村
上
「
駄
目
に
な

っ
た
王
国
」
は
、
と
も
に
国
民
性
批
判
と
い

う
共
通
テ
ー
マ
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
し
て
二
人
は
と
も
に
主
人
公
に
対
し
特
に

深
い
思
い
を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
屈
折
し
た

感
情
を
そ
れ
ぞ
れ
物
語
の
冒
頭
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
の
だ
。

「
わ
た
し
が
阿
Ｑ
の
た
め
に
正
伝
を
書
こ
う

と
い
う
気
に
な
っ
た
の
は
、
も
う
一
年
や
二

年
の
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
書
こ
う
書
こ

う
と
思
い
な
が
ら
、
つ
い
気
が
迷
う
の
で
あ

る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
私
が
「
そ
の
言
を
後

世
に
伝
う
る
」
て
い
の
人
で
は
な
い
か
ら
で

あ
る
…
…
そ
し
て
し
ま
い
に
、
わ
た
し
が
阿

Ｑ
の
伝
を
書
く
気
に
な
っ
た
こ
と
に
思
い
至

る
と
、
な
ん
だ
が
自
分
が
物
の
怪け

に
つ
か
れ

て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。」（
注
12
）

「
Ｑ
氏
と
い
う
人
間
に
つ
い
て
誰
か
に
説
明

し
よ
う
と
す
る
た
び
に
、
僕
は
い
つ
も
絶
望

的
な
無
力
感
に
襲
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
僕

は
も
と
も
と
物
事
の
説
明
が
う
ま
い
方
で
は

な
い
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
の
を
勘
定
に
入
れ

て
も
、
な
お
か
つ
Ｑ
氏
の
人
間
に
つ
い
て
説

明
す
る
の
は
特
殊
な
作
業
で
あ
り
、
至
難
の

業
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
試
み
る
た
び
に

僕
は
深
い
深
い
深
い
深
い
絶
望
感
に
襲
わ
れ

る
の
で
あ
る
。」（
注
13
）

魯
迅
の
「
な
ん
だ
が
自
分
が
物
の
怪
に
つ

か
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
」
の
原
文
は

「
彷
彿
思
想
裡
有
鬼
似
的
」
で
あ
り
、
こ
れ

を
直
訳
す
る
と
「
頭
の
中
に
幽
霊
が
い
る
か

の
よ
う
」
と
な
る
。
「
深
い
深
い
…
…
」
と

深
い
を
４
回
も
繰
り
返
す
村
上
の
「
僕
」
の

絶
望
感
は
、
阿
Ｑ
の
幽
霊
に
取
り
憑
か
れ
て

い
る
、
と
い
う
魯
迅
の
「
わ
た
し
」
の
自
覚

に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
村
上
の
91
年
の
作
品
「
ト
ニ
ー
滝
谷

（
ロ
ン
グ
・
バ
ー
ジ
ョ
ン
）」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
青

春
期
を
戦
時
中
の
日
本
占
領
下
の
上
海
で
ジ

ャ
ズ
マ
ン
と
し
て
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長

期
の
東
京
で
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
と
し
て
送

っ
た
滝
谷
親
子
を
描
い
て
い
る
。
「
日
中
戦

争
か
ら
真
珠
湾
攻
撃
、
そ
し
て
原
爆
投
下
へ

と
到
る
戦
乱
激
動
の
時
代
を
、
彼
は
上
海
の

ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
で
気
楽
に
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
を

吹
い
て
過
ご
し
た
…
…
要
す
る
に
滝
谷
省
三

郎
は
歴
史
に
対
す
る
意
志
と
か
省
察
と
か
い

っ
た
よ
う
な
も
の
を
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
持
ち
合
わ
せ
な
い
人
間
だ
っ
た
の
だ
」

と
描
か
れ
る
父
の
省
三
郎
は
、
戦
前
日
本
版

の
阿
Ｑ
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
60
年
代
末
の

学
園
紛
争
期
に
「
ま
わ
り
の
青
年
た
ち
が
悩

み
、
模
索
し
、
苦
し
ん
で
い
る
あ
い
だ
、
彼

は
何
も
考
え
る
こ
と
な
く
黙
々
と
精
密
で
メ

カ
ニ
カ
ル
な
絵
を
描
き
続
け
た
」（
注
14
）

そ

の
彼
、
す
な
わ
ち
息
子
の
ト
ニ
ー
滝
谷
と
は
、

戦
後
日
本
版
の
阿
Ｑ
で
あ
り
、
「
駄
目
に
な

っ
た
王
国
」
の
Ｑ
氏
の
分
身
と
い
え
よ
う
。

短
編
小
説
「
ト
ニ
ー
滝
谷
」
に
つ
い
て
は
別

の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
た
い
。（
注
15
）

本
稿
は
魯
迅
、
村
上
と
い
う
作
家
の
あ
い

だ
の
、
こ
れ
ま
で
闇
の
中
に
置
か
れ
て
い
た

系
譜
的
関
係
に
光
を
当
て
て
み
た
。
東
ア
ジ

ア
の
み
な
ら
ず
、
世
界
的
な
影
響
力
を
持
っ

た
両
者
間
の
系
譜
的
関
係
の
解
読
は
、
今
後

の
20
世
紀
東
ア
ジ
ア
文
学
史
の
構
想
に
対
し

一
つ
の
理
論
的
枠
組
み
を
提
示
で
き
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
魯
迅
に
始
ま
る
東
ア
ジ
ア

「
阿
Ｑ
」
像
の
系
譜
は
、
村
上
春
樹
を
経
由

し
て
現
代
香
港
映
画
の
ウ
ォ
ン
・
カ
ー
ウ
ァ

イ
（
王
家
衛
、
１
９
５
８
年
上
海
生
ま
れ
）
に

も
継
承
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も

別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。a

注①
魯
迅
の
伝
記
、
研
究
史
に
関
し
て
は
拙
著
『
魯

迅
事
典
』（
三
省
堂
、
２
０
０
２
）
を
参
照

②
ジ
ェ
イ
・
ル
ー
ビ
ン
著
、
畔
柳
和
代
訳
『
ハ
ル

キ
・
ム
ラ
カ
ミ
と
言
葉
の
音
楽
』
新
潮
社
、
２

０
０
６
年
、
４
４
４
ペ
ー
ジ

③
拙
稿
「
中
国
の
な
か
の
村
上
春
樹
」『
一
冊
の
本
』

２
０
０
６
年
９
月
号
〜
２
０
０
７
年
４
月
号
連

載
予
定
、
朝
日
新
聞
社
）
お
よ
び
「
村
上
春
樹

の
な
か
の
中
国
」（『
Ｕ
Ｐ
』
２
０
０
６
年
５
〜

７
月
号
、
東
京
大
学
出
版
会
）
を
参
照

④
『
村
上
春
樹
全
作
品
１
９
７
９
〜
１
９
８
９
①
』

（
以
下
『
全
作
品
』
と
略
す
）
講
談
社
、
１
９
９

０
年
、
７
ペ
ー
ジ

⑤
『
世
界
文
学
全
集
47

魯
迅
・
茅
盾
』
竹
内
好

訳
、
河
出
書
房
新
社
、
１
９
６
２
年
２
月
初
版
、

１
９
６
５
年
８
月
12
版
、
１
４
７
ペ
ー
ジ

⑥
『
全
作
品
①
』
８
ペ
ー
ジ

⑦
前
掲
⑤
『
世
界
文
学
全
集
47

魯
迅
・
茅
盾
』

１
３
６
ペ
ー
ジ

⑧
鄭
樹
森
「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
私
は
い
つ
も
反

逆
し
て
き
た
―
―
日
本
の
小
説
家
村
上
春
樹
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
／
我
一
向
都
比
較
反
叛
―
―
專
訪

日
本
小
説
家
村
上
春
樹
」
台
北
『
聯
合
文
学
』

１
９
９
３
年
１
月
号
、
40
ペ
ー
ジ

⑨
村
上
春
樹
「
本
の
話
（
３
）
つ
け
で
本
を
買
う

こ
と
に
つ
い
て
」『
村
上
朝
日
堂
』
１
９
８
４
年

７
月
初
版
、
新
潮
文
庫
、
１
９
８
７
年
２
月
第

１
刷
、
１
９
９
８
年
５
月
第
31
刷
、
１
３
６
ペ

ー
ジ

⑩
村
上
春
樹
『
カ
ン
ガ
ル
ー
日
和
』
所
収
、『
全
作

品
⑤
』
１
１
５
〜
１
２
０
ペ
ー
ジ

⑪
村
上
春
樹
『
辺
境
・
近
境
』
新
潮
社
、
２
０
０

０
年
６
月
１
日
第
１
刷
、
１
４
０
ペ
ー
ジ

⑫
前
掲
⑤
『
世
界
文
学
全
集
47

魯
迅
・
茅
盾
』

33
ペ
ー
ジ

⑬
『
全
作
品
⑤
』
１
１
５
〜
１
１
６
ペ
ー
ジ

⑭
『
全
作
品
⑧
』
２
２
７
〜
２
２
８
ペ
ー
ジ
、
２

３
３
ペ
ー
ジ

⑮
村
上
春
樹
は
『
若
い
読
者
の
た
め
の
短
編
小
説

案
内
』（
文
芸
春
秋
、
１
９
９
７
年
）
の
「
長
谷

川
四
郎
「
阿
久
正
の
話
」」
の
章
で
も
、
短
い
な

が
ら
的
確
な
「
阿
Ｑ
正
伝
」
論
を
語
っ
て
い
る
。
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