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何
が
列
島
の
文
化
の
豊
か
さ
を
奪
っ
た
の
か

近
代
天
皇
制
に
よ
る
均
質
化
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秀
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「
日
本
」
を
前
提
と
せ
ず
に

一
般
的
に
日
本
文
化
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
現
在
の
日
本
国
の
領

土
で
あ
る
北
海
道
か
ら
沖
縄
県
ま
で
の
地
域
に
存
在
す
る
文
化
を
指

す
。
し
か
し
そ
こ
に
は
ふ
た
つ
の
陥
と
し
穴
が
あ
る
。

ひ
と
つ
は
時
代
と
領
域
の
問
題
で
あ
る
。
日
本
文
化
の
領
域
を
現

在
の
国
境
の
内
部
と
し
て
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治
維

新
以
降
に
限
定
し
て
も
、
大
日
本
帝
国
の
国
境
は
何
度
と
な
く
変
更

さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
か
つ
て
日
本
の
国
土
と
さ
れ
た
台
湾
や
朝
鮮

を
日
本
の
文
化
圏
に
ふ
く
め
て
論
じ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
は
な

い
。
植
民
地
支
配
の
反
省
に
た
っ
て
現
在
の
国
土
を
日
本
文
化
の
領

域
と
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
琉
球
や
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
を
ど
う
位

置
づ
け
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
と
は「
日
本
文

化
は
琉
球
や
ア
イ
ヌ
の
文
化
を
ふ
く
ん
だ
多
様
な
も
の
な
の
だ
」と

い
っ
て
す
ま
せ
ら
れ
る
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。

江
戸
時
代
に
は
、
近
代
的
な
意
味
で
の
国
境
は
存
在
し
な
か
っ
た

が
、
琉
球
や
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
は
明
ら
か
に
異
文
化
で
あ
っ
た
こ

本
来
、
日
本
列
島
の
文
化
は
地
域
に
よ
る
多
様
性
と
、
身
分
な
ど
に
よ
る
重
層
性
に
よ
っ
て
豊
か
に
展
開
し
て
い
た
。
明
治
維
新
以

降
の
天
皇
制
が
、
中
央
集
権
国
家
を
確
立
す
る
こ
と
と
不
可
分
に
文
化
の
均
質
化
を
は
か
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
た
も
の
を「
日

本
文
化
」と
呼
び
、
均
質
化
に
よ
っ
て
豊
か
さ
が
奪
わ
れ
た
と
す
る
。
本
稿
で
は「
辺
境
」と
さ
れ
る
地
域
を
位
置
づ
け
な
お
し
、
均
質
化

の
二
大
装
置
と
し
て
の
標
準
語
と
家
制
度
を
再
検
討
す
る
。

● 「
日
本
」を
前
提
と
せ
ず
に

● 「
標
準
語
」の
強
制

● 

家
族
を
均
質
化
し
た
民
法

● 

豊
か
さ
を
取
り
戻
す
た
め
に

特
集
●
日
本
文
化̶

そ
の
成
り
立
ち
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と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
前
代
の
中
世
で
は
、
対
馬
は
日
本
で

も
朝
鮮
で
も
な
く
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
位
置
に
あ
っ
た
。
マ
ー
ジ
ナ
ル

と
い
う
こ
と
ば
は
、
多
く「
辺
境
の
」、「
周
縁
の
」、「
境
界
の
」な
ど

の
意
味
合
い
で
使
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
政
治
的
権
力
を
持
つ
地
方
の

文
化
、
い
い
か
え
れ
ば
文
明
を
中
心
と
考
え
る
文
化
観
か
ら
来
る
語

用
で
あ
る
。
対
馬
の
人
々
は
九
州
や
朝
鮮
と
自
由
に
往
来
し
、
そ
の

東
の
島
々
や
大
陸
の
双
方
か
ら
の
文
化
的
影
響
を
受
け
て
、
独
自
の

文
化
を
持
っ
て
い
た
。
マ
ー
ジ
ナ
ル
と
は
権
力
か
ら
の
独
自
性
、
自

立
性
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
強
く
持
っ
た
こ
と
ば
と
し
て
使
い
た

い
。
そ
の
結
果
と
し
て
国
際
性
を
持
つ
が
、
国
際
性
と
す
る
と
国
家

を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
誤
解
を
招
く
と
す
れ
ば
、
地
際
性
と
で
も

い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

琉
球
文
化
の
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
あ
り
か
た
は
、
ま
さ
に
国
際
性
で
あ

る
。
一
五
世
紀
の
大
交
易
時
代
に
は
、
琉
球
が
東
ア
ジ
ア
の
交
易
の

中
心
的
担
当
者
で
あ
っ
た
。
北
京
・
南
京
や
京
都
を
中
心
と
す
れ
ば

琉
球
は
周
縁
、
境
界
で
あ
る
が
、
琉
球
か
ら
見
た
そ
の
独
自
性
は
国

際
性
に
あ
る
。
十
四
世
紀
に
門び

ん虫

人
三
十
六
姓
が
中
国
か
ら
渡
来
し
、

そ
の
子
孫
も
琉
球
社
会
で
大
き
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ

る
が
、
現
在
で
も
沖
縄
で
は
門虫
人
、
す
な
わ
ち
福
建
省
人
が
移
住
し

て
働
い
て
い
る
風
景
を
見
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

も
う
一
段
階
地
域
的
な
視
点
に
立
て
ば
、
宮
古
・
八
重
山
の
先
島

地
方
が
沖
縄
文
化
圏
に
編
入
さ
れ
た
の
は
、
十
一
世
紀
、
沖
縄
に
政

治
的
権
力
が
誕
生
し
て
グ
ス
ク（
城
）時
代
に
入
り
、
沖
縄
か
ら
の

支
配
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
沖
縄
は
縄

文
文
化
圏
の
最
南
端
で
あ
り
、
九
州
以
北
が
弥
生
時
代
に
入
っ
て
か

ら
は
独
自
の
道
を
歩
ん
で
来
た
が
、
先
島
地
方
は
台
湾
や
大
陸
に
近

か
っ
た
。
現
在
で
も
沖
縄
と
宮
古
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
島
の
こ
と
ば

を
使
う
と
意
志
が
通
じ
あ
え
な
い
と
宮
古
出
身
の
糸
満
警
察
署
長
は

わ
た
し
に
語
っ
た
。
石
垣
島
や
宮
古
島
に
船
で
台
湾
か
ら
観
光
客
が

訪
れ
、
集
団
で
買
い
物
を
し
て
い
る
の
は
日
常
的
で
あ
る
。
商
店
街

に
は「
熱
烈
光
臨
」の
ス
テ
ッ
カ
ー
が
貼
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。「
日
本
」と
い
う
国
家
認

識
が
支
配
階
級
の
あ
い
だ
で
成
立
し
た
七
世
紀
、
遣
隋
使
の
国
書
に

日
出
ず
る
国
、
日
没
す
る
国
と
あ
る
よ
う
に
、
確
か
に
異
国
認
識
は

存
在
し
た
。
し
か
し
そ
れ
は
近
代
の
外
国
認
識
と
は
遠
く
へ
だ
た
っ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
天
智
天
皇
は
都
を
大
津
近
江
京
に
移
し
、
百

済
人
を
重
用
し
た
。
近
江
京
で
は
朝
鮮
半
島
の
こ
と
ば
が
あ
ふ
れ
て

い
た
だ
ろ
う
。
彼
ら
を
ふ
く
め
て
渡
来
人
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。

か
つ
て
使
わ
れ
た「
帰
化
人
」は
天
皇
制
用
語
で
あ
る
が
、
わ
た
し

は「
渡
来
人
」に
も
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
違
和
感
を
持
つ
。

天
智
天
皇
の
孫
で
あ
る
光
仁
天
皇
と
渡
来
系
の
高
野
新
笠
と
の
あ

い
だ
に
生
ま
れ
た
の
が
桓
武
天
皇
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
現
在
の
明

仁
天
皇
に
よ
る「
朝
鮮
に
ゆ
か
り
の
あ
る
」趣
旨
の
発
言
が
出
て
く
る

の
だ
が
、
天
智
天
皇
・
天
武
天
皇
の
母
で
あ
る
皇
極
天
皇
の
母
は
現
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在
の
岡
山
県
を
拠
点
と
す
る
吉
備
氏
で
あ
る
。
か
つ
て
吉
備
氏
は
大

和
朝
廷
と
対
抗
し
、
新
羅
と
も
結
ん
だ
。
わ
た
し
が
言
い
た
い
の

は
、
大
和
朝
廷
と
吉
備
氏
と
の
関
係
、
大
和
朝
廷
と
百
済
・
新
羅
と

の
関
係
の
認
識
に
本
質
的
な
違
い
は
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
大
和
朝
廷
も
吉
備
氏
も
、
百
済
・
新
羅
も
東
ア
ジ
ア
の
地
方
政

権
で
あ
っ
て
、
朝
鮮
半
島
か
ら
の
人
々
の
渡
来
は
、
現
代
風
に
い
え

ば
、
親
し
い
地
方
政
権
同
士
の
人
材
交
流
で
は
な
か
っ
た
か
。
中
国

の
文
明
に
近
い
朝
鮮
か
ら
大
和
の
人
々
が
多
く
を
学
ん
だ
こ
と
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
。
日
本
列
；
島
の
古
代
史
を
語
る
と
き
に
、
日
本
国

家
の
古
代
史
と
し
て
で
は
な
く
、
古
代
東
ア
ジ
ア
の
一
地
域
史
と
位

置
づ
け
る
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
し
て「
日
本
の
旧
石
器
文
化
」と
い
う
表
現
は
奇
妙
で
あ
る
。

現
在
の
日
本
国
の
領
域
に
固
有
の
旧
石
器
文
化
が
存
在
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
大
陸
と
も
地
続
き
で
あ
っ
た
わ
け
だ
か
ら
、

地
続
き
の
ど
こ
ま
で
が
日
本
で
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
考
え
る
こ
と
も

笑
止
で
あ
る
。
し
か
し「
日
本
の
旧
石
器
文
化
」な
ど
と
い
う
表
現

が
使
わ
れ
て
し
ま
う
の
は
、
現
在
の
日
本
と
い
う
国
家
を
前
提
と
し

て
日
本
文
化
と
日
本
史
を
語
る
こ
と
が
無
意
識
の
う
ち
に
当
然
と
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
地
域
が
あ
っ
て
こ
そ
、
そ

の
内
側
の
文
化
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
文
化
と
内

側
の
文
化
は
切
り
離
せ
な
い
の
で
あ
る
。
現
在
の
日
本
を
前
提
と
す

る
こ
と
が
ひ
と
つ
め
の
陥
と
し
穴
で
あ
る
。

「
標
準
語
」
の
強
制

ふ
た
つ
め
の
陥
と
し
穴
は
、
各
時
代
に
お
い
て
均
質
な
日
本
文
化
が

存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う

に
、「
日
本
文
化
」が
営
ま
れ
て
い
た
領
域
は
ど
の
範
囲
か
と
い
う
問
に

対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
朝
廷
や
幕
府
が
支
配
し
て
い
た
地
域

と
答
え
る
よ
り
は
、
現
在
の
日
本
の
国
土
と
す
る
ほ
う
が
国
民
的
合

意
は
得
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
文
化

は
ア
イ
ヌ
や
琉
球
の
文
化
を
ふ
く
ん
だ
複
合
的
な
文
化
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
文
化
と
そ
れ
を
担
う
人
々
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
重
視
す

る
考
え
方
に
立
て
ば
、
近
代
に
な
っ
て
強
制
的
に
日
本
に
組
み
込
ま

れ
、
ま
だ
独
立
し
て
い
な
い
地
域
の
文
化
は
日
本
文
化
に
ふ
く
め
ず
、

固
有
の
文
化
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
は
何
ほ
ど
か

の
文
化
的
共
通
性
を
持
っ
た
日
本
を
、
東
北
地
方
か
ら
九
州
ま
で
と

す
る
の
だ
が
、
網
野
善
彦
は
そ
こ
か
ら
北
東
北
を
除
い
て
い
る
。
北

東
北
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
文
化
を
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
。

東
北
か
ら
九
州
ま
で
を
日
本
文
化
の
営
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
と
し

て
も
、
問
題
は
、
そ
の
共
通
性
を
重
視
す
る
の
か
、
差
異
性
に
着
目

す
る
の
か
で
、
文
化
論
の
内
容
は
百
八
十
度
異
な
っ
て
く
る
。

文
化
と
は
、
生
産
・
流
通
・
消
費
の
あ
り
か
た
と
、
そ
の
上
に
成
立

す
る
精
神
的
営
み
で
あ
る
。
生
産
・
流
通
・
消
費
の
あ
り
か
た
は
気

候
や
地
勢
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
か
ら
、
気
候
や
地
勢
が
地
域
に
よ
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っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
日
本
列
島
の
文
化
は
多
様
で
あ
っ
た
。
物

資
の
流
通
が
広
域
化
す
る
こ
と
や
、
政
治
権
力
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統

合
を
行
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
の
共
通
性
は
拡
大
し
て
く
る
が
、

封
建
的
政
治
権
力
は
封
建
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
共
通
性
の
拡
大
を
押

し
止
め
よ
う
と
し
た
。
ま
た
江
戸
時
代
の
身
分
制
は
、
身
分
ご
と
の

固
有
の
文
化
を
生
み
出
し
た
。
明
治
維
新
ま
で
の
日
本
文
化
は
、
地

域
に
よ
っ
て
多
様
性
を
持
ち
、
身
分
な
ど
に
よ
っ
て
重
層
性
を
持
っ

て
い
た
の
で
あ
る
。

明
治
維
新
に
よ
る
中
央
集
権
国
家
の
成
立
は
、
文
化
の
多
様
性
を

否
定
し
、
均
質
化
を
要
求
し
た
。
ま
ず
明
治
四
年
四
月
四
日
、
全
国

民
を
対
象
と
す
る
初
め
て
の
法
律
で
あ
る
戸
籍
法
を
公
布
し
、
政
府

が
国
民
を
直
接
管
理
・
把
握
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
八
月
二

八
日
、
太
政
官
布
告「
穢
多
非
人
等
ノ
称
被
廃
候
條
、
自
今
身
分
職

業
共
平
民
同
様
タ
ル
ヘ
キ
事
」（
賤
民
廃
止
令
）に
よ
っ
て
旧
来
の
身

分
制
を
廃
止
し
、
皇
族
・
華
族
・
士
族
・
平
民
の
新
し
い
身
分
制
に
再

編
し
た
。
ま
た
同
年
七
月
一
四
日
の
廃
藩
置
県
ク
ー
デ
タ
ー
で
、
地

域
の
固
有
性
を
払
拭
す
る
条
件
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
。
そ
れ
よ
り

先
、
明
治
二
年
に
は
北
海
道
を
置
き
、
一
八
七
九（
明
治
一
二
）年
に

は
最
終
的
に
琉
球
王
国
を
滅
ぼ
し
て
沖
縄
県
を
設
置
し
た
。

近
代
国
民
国
家
は
そ
の
本
質
と
し
て
文
化
の
均
質
化
を
求
め
る
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
あ
り
よ
う
は
、
国
に
よ
っ
て
相
当
に
異
な

る
。
い
わ
ば
均
質
化
の
内
容
が
、
天
皇
制
国
家
日
本
と
他
の
近
代
国

民
国
家
と
の
違
い
を
示
す
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
全
体
を
比

較
す
る
力
を
今
の
わ
た
し
は
持
っ
て
い
な
い
が
、
国
家
言
語
と
し
て

作
成
さ
れ
た
標
準
語
と
、
一
八
九
八（
明
治
三
一
）年
に
施
行
さ
れ

た
民
法
親
族
編
・
相
続
編
に
よ
る
家
制
度
が
天
皇
制
的
均
質
化
の
二

大
装
置
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

明
治
維
新
以
前
は
日
本
に
は
共
通
す
る
話
し
こ
と
ば
は
存
在
し
な

か
っ
た
。
江
戸
開
府
に
よ
っ
て
関
東
各
地
の
武
士
た
ち
が
集
ま
り
、

江
戸
在
住
の
武
士
の
共
通
語
は
で
き
た
が
、
そ
れ
は
江
戸
近
辺
の
こ

と
ば
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ
た
。
参
覲
交
代
の
制
度
に
よ
っ
て
江
戸

の
武
家
こ
と
ば
は
あ
る
程
度
全
国
に
広
ま
っ
た
が
、
共
通
語
に
な
る

に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
広
域
で
活
動
す
る
商
人
は
、
各
地
で

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
浄
瑠
璃
こ
と
ば
を
使
っ
た
と
も

い
わ
れ
る
。

明
治
維
新
直
後
の
東
京
に
は
、
全
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
身
分
の

人
々
が
集
ま
り
、
言
語
生
活
は
混
乱
し
た
。
そ
れ
を
お
も
し
ろ
お
か

し
く
描
い
た
の
が
井
上
ひ
さ
し
の
戯
曲『
國
語
元
年
』で
あ
る
。
時

は
一
八
七
四
年
、
文
部
省
で
小
学
唱
歌
取
調
掛
を
命
じ
ら
れ
て
い
た

主
人
公
が
新
た
に
全
国
統
一
話
言
葉
制
定
取
調
を
命
じ
ら
れ
る
。
彼

は
長
州
出
身
、
妻
は
薩
摩
、
書
生
が
名
古
屋
、
車
夫
が
南
部
遠
野
、
家

内
で
働
く
女
性
た
ち
が
江
戸
下
町
と
山
の
手
、
京
都
か
ら
の
客
、
会

津
弁
の
泥
棒
、
河
内
弁
、
米
沢
弁
が
入
り
交
じ
っ
て
、
行
き
違
い
だ

ら
け
、
家
庭
生
活
は
大
騒
動
で
あ
る
。
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現
実
に
全
国
統
一
話
言
葉
制
定
が
も
く
ろ
ま
れ
た
の
は
も
う
少
し

遅
か
っ
た
。
そ
れ
よ
り
先
に
動
き
が
あ
っ
た
の
が
沖
縄
で
あ
る
。
琉

球
併
合
十
か
月
後
の
一
八
八
〇
年
二
月
、
会
話
伝
習
所
が
設
立
さ
れ
、

「
東
京
の
言
葉
」の
読
み
書
き
が
で
き
る
特
殊
教
員
の
速
成
が
計
ら

れ
た
。
会
話
伝
習
所
は
四
か
月
後
に
沖
縄
師
範
学
校
と
な
る
。
同
化

政
策
＝
皇
民
化
教
育
の
第
一
歩
が
言
語
強
制
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
広
め
る
の
か
。
文
部
省
は
す
で
に

明
治
五
年
、
大
槻
文
彦
に
日
本
語
辞
書
の
編
纂
を
命
じ
て
い
た
け
れ

ど
も
、
政
府
か
ら
の
援
助
は
少
な
く
、
や
が
て
大
槻
文
彦
個
人
の
事

業
の
よ
う
に
な
っ
て
、
彼
が
最
初
の
日
本
語
辞
書『
言
海
』を
完
成

さ
せ
た
の
が
一
八
九
一（
明
治
二
四
）年
、
文
法
書『
広
日
本
文
典
』

を
刊
行
し
た
の
は
一
八
九
七
年
で
あ
る
。

平
行
し
て
文
学
の
世
界
で
は
、
言
文
一
致
運
動
が
一
八
八
〇
年
代

後
半
か
ら
展
開
さ
れ
て
い
た
。
書
き
こ
と
ば
を
話
し
こ
と
ば
に
一
致

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
書
き
こ
と
ば
は
支
配
階
級
の
道
具
で
あ
る
か
ら

す
で
に
そ
れ
な
り
の
共
通
言
語
が
あ
っ
た
。
文
学
に
お
け
る
言
文
一

致
運
動
は
、
話
し
こ
と
ば
の
統
一
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

権
力
の
東
京
集
中
と
天
皇
制
の
確
立
過
程
の
な
か
で
、
立
身
出
世

に
象
徴
さ
れ
る
東
京
へ
の
あ
こ
が
れ
が
強
ま
っ
て
く
る
。
共
通
語
の

要
求
は
、
政
府
か
ら
で
は
な
く
、
地
方
か
ら
湧
き
出
て
き
た
。
普
通

語
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
外
間
守
善
に
よ
れ
ば「
普
通
語
」と
い
う

い
い
か
た
は
政
府
に
よ
っ
て
は
使
用
さ
れ
ず
、
一
八
九
六
年
の『
沖

縄
語
典
』が
最
初
で
、
五
年
以
上
た
っ
て
千
葉
、
佐
賀
、
鹿
児
島
、
青

森
な
ど
で
も
見
ら
れ
る（『
沖
縄
県
史
』第
五
巻
、
三
三
五
頁
）。

政
府
に
よ
る
標
準
語
の
普
及
は
、
一
九
〇
四
年
か
ら
使
用
さ
れ
る

国
定
教
科
書
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
。
標
準
語
は
武
家
こ
と
ば
を
基
本

と
す
る
東
京
の
山
手
こ
と
ば
を
中
心
に
し
て
い
る
が
、
関
東
を
は
じ

め
と
す
る
全
国
各
地
の
こ
と
ば
を
人
工
的
に
組
み
合
わ
せ
て
作
っ
た

も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
東
京
の「
お
と
つ
さ
ん
、
お
つ
か
さ
ん
」

で
は
な
く
、
西
日
本
の
一
部
で
使
わ
れ
て
い
た「
お
と
う
さ
ん
、
お

か
あ
さ
ん
」を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
夏
目
漱
石
も
泉
鏡
花
も

違
和
感
を
持
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
標
準
語
の
制
定
・
普
及
と
と
も

に
、
方
言
撲
滅
運
動
が
各
地
で
展
開
さ
れ
た
。
沖
縄
の
方
言
札
が
有

名
で
あ
る
が
、
沖
縄
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
人
間
に
と
っ
て
母
語
と
は
話
し
こ
と
ば
で
あ
っ
て
、
そ

の
地
域
の
生
活
文
化
の
核
心
を
成
す
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
一
方

標
準
語
は
人
工
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
背
景
と
す
る
生

活
文
化
を
持
た
な
い
。
方
言
を
劣
っ
た
も
の
と
し
て
標
準
語
＝
国
語

＝
国
家
言
語
に
置
き
換
え
て
い
く
こ
と
は
、
た
ん
に
文
化
の
均
質
化

を
は
か
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
文
化
を
政
治
的
に
根
絶
や

し
に
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
言
語
教
育
が
地

方
分
権
で
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
そ
の
あ
た
り
に
近
代
国
民
国
家
の

な
か
で
の
天
皇
制
国
家
の
特
徴
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

日
本
語
の
特
徴
と
し
て「
敬
語
の
美
し
さ
」が
云
々
さ
れ
る
こ
と
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が
あ
る
。
謙
譲
語
・
丁
寧
語
は
別
と
し
て
、
尊
敬
語
は
天
皇
を
頂
点

と
す
る
言
語
で
あ
っ
て
、
人
と
人
と
の
自
由
な
結
び
つ
き
を
阻
害
す

る
も
の
で
あ
る
。
天
皇
に
し
か
使
わ
れ
な
い
文
字
や
単
語
が
い
ま
な

お
多
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
今
は
も
う
陸お

か

に
上
が
っ
た
か

つ
て
の
家え

船ぶ
ね

の
人
々
が
い
ま
だ
に
差
別
さ
れ
る
現
象
面
的
理
由
の
ひ

と
つ
に
、
声
が
大
き
い
こ
と
、
敬
語
を
使
う
こ
と
が
少
な
い
と
い
う

こ
と
が
あ
る
よ
う
に
わ
た
し
は
感
じ
て
い
る
。
声
が
大
き
い
の
は
海

の
上
で
生
活
し
て
き
た
た
め
で
あ
り
、
敬
語
を
あ
ま
り
使
わ
な
い
の

は
共
同
で
漁
業
を
行
な
う
場
合
、
対
等
の
協
力
関
係
に
た
っ
て
お

り
、
上
下
関
係
が
弱
い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
身
分
制
の
強
さ

が
尊
敬
語
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
は
日
本
語
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
を
比

較
す
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
る
。

読
み
書
き
の
で
き
な
い
人
が
中
上
健
次
に
、
サ
ム
ラ
イ
の
行
列
の

「
シ
タ
ニ
ー
」と
い
う
声
が
た
だ「
ワ
ー
ッ
」と
聞
こ
え
る
と
語
っ
た

こ
と
が
、
本
号
川
野
論
文
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
差
別
・
被
差
別
の

問
題
を
文
化
論
的
に
解
釈
し
た
と
き
に
、
武
家
文
化
と
賤
民
文
化
、

武
家
言
語
と
民
衆
言
語
が
そ
れ
ほ
ど
遠
く
隔
た
っ
て
い
た
こ
と
、
賤

民
文
化
が
独
自
の
世
界
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
課
題

は
文
化
の
多
様
さ
を
維
持
し
な
が
ら
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
に
あ

る
。
均
質
化
、
み
ん
な
同
じ
に
な
る
こ
と
が
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と

で
は
な
い
。
田
中
克
彦
は
柳
田
国
男
が
方
言
に
つ
い
て
持
っ
た
関
心

に
ふ
れ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

柳
田
は
た
し
か
に
、
我
々
に
と
っ
て
は
近
い
過
去
で
あ
り
な
が
ら
、
す
で

に
追
体
験
す
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
、
明
治
期
に
お
け
る
す
さ
ま
じ
い
日

本
語
の
変
化
を
、
具
体
的
に
言
え
ば
、
文
字
の
支
え
の
な
い
常
民
の
言
語

が
、
ぬ
け
め
の
な
い
出
世
主
義
文
化
官
僚
に
よ
っ
て
漢
語
標
準
語
に
す
げ

か
え
ら
れ
て
行
く
過
程
と
し
て
、
痛
み
を
も
っ
て
注
視
し
た
目
撃
者
で
あ

っ
た
。（『
言
語
か
ら
み
た
民
族
と
国
家
』、
岩
波
書
店
、
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ

ー
、
一
九
九
一
、
八
三
頁
）

家
族
を
均
質
化
し
た
民
法

均
質
化
の
も
う
ひ
と
つ
の
装
置
で
あ
る
家
制
度
に
移
ろ
う
。
明
治

維
新
ま
で
の
家
族
と
相
続
の
あ
り
か
た
は
、
身
分
に
よ
っ
て
、
地
方

に
よ
っ
て
多
様
で
あ
っ
た
。
武
家
社
会
で
は
長
男
相
続
が
主
流
で
あ

り
、
結
婚
相
手
は
親
が
決
め
、
子
が
な
い
場
合
で
も
養
子
を
と
っ
て

む
り
や
り
家
名
を
存
続
さ
せ
た
。

一
方
、
農
漁
民
の
世
界
で
は
、
結
婚
相
手
は
若
者
宿
で
青
年
た
ち
自

身
が
決
定
し
、
親
は
口
出
し
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
幕
末
に
近
づ

く
と
武
家
の
習
慣
に
倣
う
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
そ
こ
に
は
お
お
ら
か
な
性
の
世
界
が
あ
っ
た
。
大
坂
船

場
な
ど
の
豪
商
の
場
合
に
は
、
息
子
に
跡
を
取
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、

優
秀
な
青
年
を
娘
の
婿
に
と
っ
て
店
を
ま
か
せ
る
娘
家
督
と
い
う
習

慣
が
あ
っ
た
。
息
子
が
頼
り
な
い
場
合
で
も
店
は
安
泰
で
あ
る
。
西
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日
本
各
地
で
は
末
子
相
続
が
行
な
わ
れ
て
い
て
、
子
供
た
ち
は
成
長
し

た
順
に
独
立
し
、
末
子
が
相
続
し
て
親
の
面
倒
を
見
る
。
最
近
で
は
ほ

と
ん
ど
姿
を
消
し
た
よ
う
だ
が
、
ま
だ
当
事
者
た
ち
が
存
命
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
の
習
慣
は
、
東
日
本
で
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
だ
が
、
西
日

本
か
ら
タ
イ
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
ま
で
広
く
分
布
し
て
い
る
。

家
族
・
相
続
・
性
の
あ
り
よ
う
は
、
か
よ
う
に
多
様
で
あ
っ
た
。
し

か
し
民
法
親
族
編
と
相
続
編
に
よ
っ
て
武
家
の
習
慣
を
修
正
し
た
家

制
度
が
確
立
さ
れ
た
。
た
し
か
に
日
本
の
社
会
は
個
人
よ
り
は
家
族

が
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
に
個
人
が
単
位
と
な

っ
て
い
な
い
と
嘆
く
必
要
は
な
い
。
家
族
の
作
り
方
が
多
様
で
あ

り
、
自
由
で
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
明
治
維
新
以
降
、
家

が
社
会
の
単
位
で
は
な
く
、
国
家
の
単
位
と
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

一
八
九
〇
年
代
に
確
立
し
た
家
族
国
家
観
は
、
大
日
本
帝
国
を
天

皇
を
頂
点
と
し
、
臣
民
を
天
皇
の
赤
子
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
家
と
考

え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
か
の
ぼ
る
が
、
九
世
紀
の『
新
撰
姓
氏

録
』で
全
国
の
諸
家
を
皇
別
・
神
別
・
諸
蕃
に
分
類
し
て
い
る
の
も
、

諸
家
が
天
皇
家
か
ら
別
れ
た
も
の
、
そ
れ
以
前
の
神
々
か
ら
別
れ
た

も
の
、
天
皇
の
も
と
に
帰
化
し
た
も
の
と
、
天
皇
を
中
心
に
考
え
て

い
る
こ
と
と
共
通
す
る
。
本
来
、
家
族
国
家
観
で
は
、
国
家
を
複
数

の
単
位
に
分
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
個
人
を
国
家
の
単
位
に

す
る
べ
き
だ
と
い
う
西
洋
派
と
の
妥
協
の
た
め
に
家
を
単
位
と
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
家
は
天
皇
制
国
家
と
相
似
形
を
な

す
。
家
長
が
ミ
ニ
天
皇
で
あ
り
、
構
成
員
が
赤
子
で
あ
る
。
八
紘
一

宇
の
思
想
が
天
皇
を
頂
点
に
世
界
を
ひ
と
つ
の
家
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
は
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

家
族
と
相
続
の
あ
り
か
た
は
、
そ
の
地
域
の
生
産
と
流
通
の
あ
り

か
た
に
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
日
本
列
島
の
家
族

と
相
続
の
あ
り
か
た
は
多
様
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
天
皇
制
的
家
制
度

は
均
質
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
相
続
の
あ
り
か
た
は
財

産
意
識
と
強
く
か
か
わ
る
か
ら
、
日
本
資
本
主
義
の
性
格
に
も
強
い

影
響
を
及
ぼ
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
治
維
新
以
降
、
文
化
の
根
幹
に
か
か
わ
る
話

し
こ
と
ば
と
家
族
や
性
の
あ
り
か
た
が
、
標
準
語
と
家
制
度
に
よ
っ

て
均
質
化
さ
れ
た
。
こ
の
均
質
化
が
、
一
般
的
に
は
近
代
化
と
し
て

プ
ラ
ス
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
こ
れ
は
植
民
地
支
配

と
切
り
離
せ
な
い
問
題
な
の
で
あ
る
。

日
本
帝
国
主
義
の
植
民
地
支
配
は
、
西
欧
帝
国
主
義
と
異
な
っ

て
、
単
純
な
経
済
的
略
奪
だ
け
で
は
な
く
、
徹
底
し
た
同
化
政
策
を

伴
っ
た
。
台
湾
で
は
、
清
国
政
府
に
よ
る
割
譲
を
認
め
な
い
台
湾
民

主
国
軍
が
日
本
軍
と
戦
っ
て
い
る
さ
な
か
に
、
伊
沢
修
二
を
中
心
に

国
語
伝
習
所
が
設
置
さ
れ
、
日
本
語
教
育
＝
皇
民
化
政
策
が
始
ま
る
。

日
本
語
教
育
の
世
界
で
は
、
国
民
を
対
象
と
す
る
も
の
を
国
語
教

育
、
外
国
人
を
対
象
と
す
る
も
の
及
び
植
民
地
に
お
け
る
も
の
を
日



●

本
語
教
育
と
、
截
然
と
区
別
す
る
。
そ
し
て
沖
縄
に
お
け
る
も
の
は

国
語
教
育
と
し
、
日
本
語
教
育
の
歴
史
は
台
湾
か
ら
述
べ
は
じ
め
ら

れ
る
。
し
か
し
わ
た
し
が
授
業
で
日
本
語
教
育
史
を
扱
う
場
合
、
沖

縄
か
ら
始
め
て
い
る
。
台
湾
に
お
け
る
そ
れ
が
沖
縄
で
の
経
験
を
基

礎
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
八
八
〇
年
に
沖
縄
に
設
置
さ
れ
た

も
の
が
会
話
伝
習
所
で
、
一
八
九
六
年
に
は
国
語
伝
習
所
と
変
化
し

て
い
る
こ
と
も
、「
国
語
」成
立
史
に
か
か
わ
っ
て
興
味
深
い
。

わ
た
し
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
国
内
に
お
け
る
標
準
語
＝
国
家
言

語
の
普
及
が
プ
ラ
ス
に
評
価
さ
れ
、
植
民
地
や
大
東
亜
共
栄
圏
に
お

け
る
日
本
語
強
制
と
普
及
が
反
省
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

標
準
語
＝
国
家
言
語
の
普
及
の
本
質
の
理
解
に
つ
い
て
問
題
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
内
各
地
で
方
言
を
撲
滅

し
、
標
準
語
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
植
民
地
に
お
け
る
日
本
語
強
制

と
天
皇
制
的
本
質
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
場
合
に
も
、
沖
縄
は
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
位
置
に
あ
る
。

家
族
と
家
制
度
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
台
湾
支
配
に
お
い
て
も

改
姓
名
運
動
が
行
な
わ
れ
た
が
、
朝
鮮
に
お
け
る
創
氏
改
名
は
よ
り

徹
底
し
て
い
た
。
そ
の
意
図
が
、
た
ん
に
名
前
を
日
本
風
に
す
る
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
朝
鮮
の
家
族
と
親
族
の
あ
り
か
た
を
日
本
風

に
変
え
る
と
い
う
、
文
化
の
あ
り
よ
う
を
根
本
的
に
変
革
し
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
宮
田
節
子
ら
が
解
明

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
風
と
い
う
よ
り
は
正
確
に
は
日
本

民
法
風
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
標
準
語
の
場
合
と
同
じ
く
、
国
内
に

お
け
る
家
制
度
の
確
立
と
創
氏
改
名
は
、
天
皇
制
的
本
質
に
お
い
て

一
連
の
も
の
で
あ
る
。

ふ
た
つ
め
の
陥
と
し
穴
と
し
て
指
摘
し
た
、
均
質
な
日
本
文
化
が

存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
は
、
天
皇
制
的
近
現
代
の
文

化
の
あ
り
か
た
を
、
全
時
代
的
に
あ
て
は
め
て
し
ま
う
と
い
う
誤
り

を
犯
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
万
世
一
系
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
そ

こ
ま
で
わ
た
し
た
ち
を
と
ら
え
て
い
る
。
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
で
あ
る

お
ば
あ
さ
ん
が「
こ
ん
な
こ
と
は
日
本
人
な
ら
だ
れ
で
も
わ
か
り
ま

す
よ
ね
え
」と
発
言
し
て
い
た
。
何
の
こ
と
か
忘
れ
た
が
、
日
本
人

全
員
に
確
か
め
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、「
日
本
人
な
ら
だ
れ
で
も

わ
か
る
」と
確
信
で
き
る
こ
と
が
近
現
代
の
日
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
明
治
維
新
ま
で
は
地
域
に
よ
っ

て
、
身
分
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
っ
た
列
島
の
文
化
を
破
壊
し
て
均
質

化
し
、
天
皇
制
国
家
が
作
り
あ
げ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
あ
え

て
挑
発
的
に
い
え
ば
、
日
本
列
島
の
文
化
は
数
万
年
の
歴
史
が
あ
る

が
、
日
本
文
化
は
百
年
の
歴
史
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

標
準
語
も
家
制
度
も
、
武
家
風
の
も
の
を
基
礎
に
し
て
人
工
的
に

作
ら
れ
た
。
徴
兵
制
も
ふ
く
め
て
、
維
新
後
の
近
代
化
は
サ
ム
ラ
イ

ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
見
方
が
あ
る
。『
葉
隠
』な
ど
武
士

道
も
流
行
し
た
。「
和
魂
洋
才
」の「
和
魂
」と
は
武
家
の
精
神
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
本
誌
前
号
で
沖
浦
和
光
が
語
っ
た
よ
う
に
、
武
家
は



●何が列島の文化の豊かさを奪ったのか

市
民
文
化
の
成
立
に
ほ
と
ん
ど
貢
献
し
な
か
っ
た
。
町
人
の
文
化
を

軽
視
し
、
特
に
賤
民
の
文
化
を
無
視
し
て
文
化
の
均
質
化
に
走
っ
た

こ
と
も
、
列
島
の
文
化
の
重
層
性
が
蹂
躙
さ
れ
た
原
因
で
あ
る
。

豊
か
さ
を
取
り
戻
す
た
め
に

天
皇
制
国
家
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
日
本
資
本
主
義
は
、
戦
後
も

均
質
化
の
道
を
驀
進
し
た
。
と
く
に
一
九
六
一
年
の
農
業
基
本
法

は
、
日
本
の
農
業
を
多
品
種
少
量
生
産
か
ら
少
品
種
大
量
生
産
に
切

り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
農
業
を
工
業
に
従
属
さ
せ
る
と
い
う
、

弥
生
時
代
以
来
の
大
転
換
を
も
た
ら
し
た
。
農
家
は
機
械
と
農
薬
、

化
学
肥
料
を
大
量
に
導
入
し
、
労
働
力
を
都
市
に
提
供
し
た
の
で
あ

る
。
多
品
種
少
量
生
産
に
よ
っ
て
地
域
の
食
料
を
賄
っ
て
い
た
農
村

は
、
特
定
の
野
菜
を
広
範
囲
に
供
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
土

地
の
気
候
風
土
に
み
あ
っ
た
野
菜
を
生
産
し
、
そ
の
地
域
の
文
化
の

基
盤
と
な
っ
て
い
た
農
業
が
変
貌
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
平
行
し

て
、
北
海
道
か
ら
琉
球
ま
で
、
同
じ
名
前
の
居
酒
屋
や
洋
服
屋
が
立

ち
並
び
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
が
よ
ろ
ず
屋
を
駆
逐
し
た
。

文
化
の
豊
か
さ
は
多
様
性
と
重
層
性
に
こ
そ
あ
る
。

日
本
列
島
の
文
化
の
多
様
さ
は
、
ヤ
マ
ト
と
琉
球
と
ア
イ
ヌ
に
限

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
よ
り
こ
ま
か
く
、
地
域
に
よ
っ
て
独
自

性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
復
権
す
る
可
能
性
は
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
羽
田
空
港
近
く
に
住
む
年
配
の
男
性
が「
東
京
は
家

康
以
来
だ
が
、
羽
田
村
に
は
中
世
か
ら
の
歴
史
が
あ
る
。
こ
と
ば
も

ち
が
う
」と
語
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ね
ぷ
た
の
グ
ラ
ン
プ
リ
は
坂
上

田
村
麻
呂
賞
だ
っ
た
が
、
数
年
前
に
変
更
さ
れ
た
。
自
分
た
ち
の
祖

先
を「
征
伐
」し
た
将
軍
を
礼
賛
す
る
こ
と
の
不
合
理
さ
が
地
域
の
ひ

と
び
と
に
共
有
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
地
域
文
化

の
復
権
に
つ
な
が
る
こ
と
で
あ
る
。
東
北
の
学
校
教
育
に
お
い
て
さ

え「
坂
上
田
村
麻
呂
が
蝦
夷
を
征
伐
し
た
」と
教
え
ら
れ
て
い
る
現
状

か
ら
の
脱
却
が
必
要
で
あ
る
。

地
域
文
化
の
回
復
は
、
一
人
一
人
が
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

の
確
認
を「
日
本
人
で
あ
る
」こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
を
や
め
、
ど

の
よ
う
な
気
候
と
風
土
の
な
か
で
育
っ
て
き
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な

人
間
関
係
を
構
築
し
て
き
た
の
か
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可

能
性
が
切
り
開
か
れ
る
。

本
稿
で
は
太
陰
暦
が
使
用
さ
れ
て
い
た
明
治
五
年
ま
で
は
元
号
を
、
太
陽
暦

使
用
以
降
は
西
暦
を
中
心
に
記
述
し
た
。

ち
も
と
・
ひ
で
き

現
代
日
本
史
、
京
都
大
学
文
学
部
卒
業
、
同
大
学
院
修
了
。
宇
治
市
歴
史
資
料
館
勤
務
を
経
て
現
職
。『
天

皇
制
の
侵
略
責
任
と
戦
後
責
任
』（
青
木
書
店
）、『
日
本
に
お
け
る
人
民
戦
線
史
観
の
批
判
的
研
究
〜
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ヴ
な
運
動
の
模
索
〜
』（
社
会
評
論
社
・
近
刊
）。「
労
働
と
し
て
の
売
春
と
近
代
家
族
の
行
方
」田

崎
英
明
編
『
売
る
身
体
／
買
う
身
体
』（
青
弓
社
）所
収
ほ
か
。


