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或
る
日、
編
集
部
の
女
性
H
さ
ん
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
て
閉
口
一
番、

「
『
間
白
半
分』
っ
て
雑
誌
ご
存
知
で
す
か」
と
や
ら
れ
た。
中
国
問
題
を
研
究

し
て
い
る
大
学
教
師
な
ど
は、
今
日
の
中
国
と
同
様
に
真
商
目一
方
な
の
だ
と
い

う
有
難
い
先
入
観
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う。
各
国
タ
ブ
I
話
の
連
載
特
集
だ
と
い
う

の
で、
今
回
の
中
国
に
は
政
治
的
な
タ
プ
1
諮
が
か
な
り
あ
る
は
ず
だ
と
忠
っ
て

お
引
受
け
し
た
の
だ
が、
や
が
て
届
け
ら
れ
た
「
米
諸」
篇、
「
露
一治」
皆川
を
見

る
と
微
に
入
り
抑制
に
わ
た
る
セ
ッ
ク
ス
用
語
の
氾
濫
で
は
な
い
か。
さ
て、
闘
っ

て
し
ま
っ
た。
社
会
主
義
国
で
も
ソ
連
や
東
欧
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
今
日
の
中
国
で

セ
ッ
ク
ス
の
用
語
な
ど
思
い
も
よ
ら
な
い
し、
隠
語
辞
典
な
ど
に
も
‘お
目
に
か
か

っ
た
と
と
が
な
い。
そ
の
方
固
な
ら
駒
田
信
二
氏
の
よ
う
な
碩
学
が
い
る
の
に
と

悔
み
つ
つ
悪
戦
苦
闘
の
末、
私
な
り
の
中
国
版
タ
プ
1
語
録
が
ど
う
や
ら
で
き
あ

が
っ
た
の
で
す
（
発
音
表
記
の
片
カ
ナ
は
無
気
音、
ひ
ら
が
な
は
有
気
者
と
し
て

で
き
る
だ
け
原
音
に
近
づ
け
た）
。
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シ
ウ
・
ヤ
ん
（
修
葬
〈
養〉
）
修
養。
今
日
の
中
国
で
も
っ
と
も
典
型
的
な
タ
ブ

－
認
で
あ
ろ
う。
グ
中
国
の
フ
ル
シ
チ
ョ
ブ
（
中
国
的
赫
魯
暁
夫）
d
と
し
て

失
脚
し
た
国
家
主
席・
劉
少
滑
に
ち
な
む
言
葉
だ
か
ら
で
あ
る。
周
知
の
よ
う

に一
九
四
0
年
代
前
半
の
中
国
共
産
党
は、
延
安
整
風
運
動
の
な
か
で
党
風
を

鍛
え、
党
員
の
そ
ラ
ル
を
高
め
た
の
だ
が、
そ
の
と
き
指
導
的
な
役
割
を
果

た
し
た
の
が
劉
少
奇
で
あ
り、
劉
少
奇
の
論
文
「
共
産
党
員
の
修
養
を
論
ず

る」
は
整
風
文
献
に
指
定
さ
れ、
す
べ
て
の
党
員
が
熟
読
し
た
も
の
で
あ
る。

だ
が、
文
化
大
革
命
で
劉
少
奇
が
「
反
党・
反
革
命
分
子」
と
し
て
断
罪
さ
れ

て
以
来、
劉
少
奇
の
修
養
論
は
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
反
動
文
献」
、
「
ブ
ル
ジ

ョ
ア
利
己
主
義
の
大
毒
草」
だ
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た。
と
う
な
る
と
中
国
で

は
徹
底
し
て
お
り、
『
毛
沢
東
選
集』
の
な
か
で
劉
少
奇
の
革
命
的
功
績
を
称

え
た
個
所
が
削
除
さ
れ
た
と
と
は
も
と
よ
り、
文
革
後
に
出
た
『
新
年
（
華）

宇
山内
』

ハ
中
国
で
も
っ
と
も
公
式
か
つ
一

般
的
な
字
典）

最
新
版
（
一

九
七
一

年
版）

か
ら
は
「
修
界」
と
い
う
語
そ
の
も
の
も
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た。
『
毛
沢
東

語
録』
κ
も
当
初
は
「
思
想・
意
識・
修
界」
と
い
う
章
が
あ
っ
た
が
再
訂
版

で
は、
そ
れ
が
「
誤
っ
た
思
想
を
た
だ
す」
と
改
め
ら
れ、
と
の
翠
の
な
か
の

劉
少
奇
の
言
葉
を
引
用
し
た
個
所
も
削
除
さ
れ
た。
中
国
を
訪
れ
て、
「
精
神

修
養
に
、な
り
ま
し
た」
－な
ど
と
は、
ゆ
め
ゆ
め
言
わ
れ
ぬ
よ
う。

ウ
ェ
イ・
タ
I
・
タ
・
リ
ん
シ
ウ
（
侍
〈
倖〉
大
的
領
袖）

偉
大
な
指
導
者、

偉
大
な
領
袖。
と
の
形
容
匂
は、
今
日
の
中
国
で
タ
ブ
ー
で
あ
る
ど
こ
ろ
か、

毛
沢
東
に
た
い
し
て
必
ず
献
ず
べ
き一
言
葉
で
あ
る。
と
く
に
文
化
大
革
命
の
時

期
に
は、
「
偉
大
な
導
師、
偉
大
な
領
袖、
偉
大
な
統
帥、
偉
大
な
舵
手」
と

四
つ
も
グ
偉
大d
が
重
ね
ら
れ
た
し、
全
中
国
ど
と
へ
行
っ
て
も
「
偉
大
な
領

袖・
毛
主
席
万
歳
！

万
歳
！

万
万
歳」
で
あ
っ
た。
た
だ
し、
「
偉
大
な
指

導
者」
と
か
「
偉
大
な
領
袖」
と
い
う
形
容
句
を
今
日
の
中
国
に
お
い
て
毛
沢

東
以
外
の
人
物
に
用
い
る
と
と
は
絶
対
に
タ
ブ
ー
な
の
で
あ
る。
と
と
ろ
が、

最
近、
わ
が
日
本
外
交
は
ζ
の
タ
ブ
ー
を
犯
し
て
大
変
な
失
敗
を
や
っ
た。
も

っ
と
も、
そ
の
非
は
外
務
省
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は、
役
人
の
つ
く
っ
た
文
案

を
屑
箆
に
捨
て
自
分
で
鉛
筆
な
め
な
め
作
文
す
る
と
と
を
も
っ
て
官
僚
政
治
を

排
す
る
と
と
だ
と
お
考
え
ら
し
い
三
木
首
相
ご
自
身
に
あ
る
よ
う
だ
が、
と
の

一
月
の
周
恩
来
首
相
の
死
去
に
際
し
て
三
木
さ
ん
は
公
式
の

談話
で
「
周
総
理

は
中
国
の
偉
大
な
指
、単
者」
と
い
っ
た
の
で
あ
る。
去
る
四
月
初
め
の
天
安
門

事
件
に
示
さ
れ
た
よ
う
に、
中
国
民
衆
の
な
か
に
潜
む
「
偉
大
宏
指
導
者・
周

恩
来」
の
イ
メ
ー
ジ
に
苛
立
っ
て
い
た
文
革
派
1
毛
沢
東
側
近
は、
三
木
首
相

に
た
い
し
て
さ
ぞ
か
し
苦
々
し
く
思
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う。
三
木
さ
ん
の
弔
電

は
『
人
民
日
報』
で
は、
ア
フ
uy
カ
の
小
さ
な
国
か
ら
の
弔
電
と一
絡
に
掲
載

さ
れ
て
い
た
事
実
が、
そ
の
ζ
と
を
証
明
し
て
い
よ
う。

と
口
つ
チ
（
托
洛
茨
基〉

ト
ロ
ッ
キ
ー。
わ
が
国
の
自
称
反
ス
タ
ー
リ
ン
主
義

者
の
な
か
に
は
毛
沢
東
中
国
を
い
た
く
称
讃
す
る
む
き
も
あ
る
よ
う
だ
が、
今

日
の
中
国
で
ト
ロ
ッ
キ
ー
を
h
さ
さ
か
で
も
評
価
し
よ
う
も
の
な
ら
大
変
な
ζ

こ
の
ベ
l

ジ
は 、

絶
対
口
に
し
て
は

と
に
な
ろ
う。
念
の
た
め
に、
中
国
共
産
党
創
立
五
十
周
年
記
念
（一
九
七一

年）
に
際
し
て
の
中
国
に
お
け
る
公
式
の
ト
ロ
ッ
キ
ー
評
価
を
紹
介
し
て
お
こ

う。
「
ト
ロ
ッ
キ
ー
二
八
七
九
t一
九
凶
O
年）。
ト
ロ
ッ
キ
ー
反
革
命
匪
賊一

味
の
頭
目
で、
レ
1
ニ
ン
主
義
の
不
倶
放
天
の
敵。
レ
1
ニ
ン
と
ポ
リ
シ
ェ
ビ

キ
党
に
狂
気
の
よ
う
に
反
対
し
た。

国
外
で
の
ト
ロ
ッ
キ
ー
は、
位
界
の

情
園
主
義
と
各
国
反
動
派
が
革
命
運
動
を
破
壊
す
る
た
め
の
け
が
ら
わ
し
い

道
具
に
な
り
さ
が
っ
た。
ま
さ
に
ス
タ
1
p
ン
の
指
摘
の
よ
う
に、
ト
ロ
ッ
キ

ー
の
ゃ
か
ら
は
原
則
も
思
想
も
な
い
暗
殺
者、
破
壊
者、
ス
パ
イ、
人
殺
し
と

い
う
匪
賊一
味
で
あ
り、
外
国
の
ス
パ
イ
機
関
に
や
と
わ
れ
て
働
く、
労
働
者

階
級
の
不
倶
戴
天
の
敵
と
い
う
匪
賊一
味
で
あ
る」
（
邦
訳、
『
人
民
中
国』
一
九

七
一

年
九
月
号）。

リ
ー
ベ
ン
・
チ
ュ
イ
ン
ク
ゥ
オ
チ
ゥ
イ
1
（
日
本
宰
〈
箪〉
国
主
父
〈
義〉
）

日
本
軍
国
主
義。
日
中
国
交
樹
立
以
前
と
く
に
六
O
年
安
保
の
前
後
と一
九
六

九
t
七一
年
頃
は、
す
べ
て
の
対
日
評
側
が
日
本
軍
国
主
義
に
帰
せ
ら
れ、
中

国
の
紙
面
に
は
と
の
言
葉
が
連
日
溢
れ
て
い
た
が、
い
ま
や
タ
プ
1
語
に
な
っ

て
い
る。
ピ
ン
ぼ
け
し
た
訪
中
団
が
「
日
本
軍
国
主
義」
な
ど
と
発
言
し
よ
う

も
の
な
ら、
「
ソ
修
社
会
帝
国
主
義
の
覇
権
主
義
に
備
え
て、
日
本
は
も
っ
と

箪
備
を
強
化
す
べ
き
で
す」
と
お
説
教
さ
れ
る
と
と
必
定。

メ
イ・
リ
1
・
フ
ァ
ン
ト
ゥ
ん
ぱ
イ
（
美
日
反
劫
〈
動
〉

派）

米
日
反
動
派。

と
の
言
葉
も
い
ま
や
タ
ブ
10
従
っ
て、
「
反
対
〈
対〉
美
日
安
全
条
釣

〈
約〉
（
日
米
安
保
条
約
反
対）
」
も
中
国
で
は
口
K
し
な
い
方
が
い
い
ス
ロ

ー
ガ
ン
に
な
っ
て
し
ま
っ
た。
す
べ
て
は
中
ソ
対
立
の
せ
い
で
あ
ろ
う
が、
時

も
移
れ
ば
中
国
も
変
る
も
の。
今
日
の
中
国
は
む
し
ろ
米
日
反
動
派
と
の
同
盟

を
必
要
と
し
て
い
る。
水
門
事
件
の
ニ
ク
ソ
ン
さ
ん
と
並
ん
で、
金
脈
事
件
の

問
中
さ
ん
は、
い
ま
も
中
国
で
は
評
判
が
い
い。

テ
ィ
ア
オ・
ユ
イ・
た
イ
（
鈎
〈
釣〉
魚
信一
〈
魚〉
ムロ）

尖閣
列
島
の
と
と。

テ
ィ
ア
オ
・
ユ
イ
・
タ
オ
「
釣
色
烏〈
島
と
と
も
い
う。
六
0
年
代
末
か
ら
七
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い
け
ま
せ
ん 。
大
き
な
声
で
読
ん
だ
あ
と 、

忘
れ
て
下
さ
い
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。
年
代
初
頭
に
か
け
て、
中
国
が
そ
の
領
有
権
を
主
張
し
て
や
ま
な
か
っ
た
尖

閣
列
島
に
つ
い
て、
最
近
の
中
国
は
黙
し
て
諮
ら
な
い。
わ
が
国
の
北
方
領
土

問
題
で
盛
ん
に
声
援
を
お
く
つ
て
く
れ
る
中
国
と
し
て
は、
当
函、
ζ
の
問
題

に
は
触
れ
に
く
い
の
で
あ
ろ
う。
と
と
当
分
は
街
シ
ナ
海
の
酋
沙
群
島、
南
沙

群
島
を
め
ぐ
る
ハ
ノ
イ
と
の
領
土
紛
争
に
力
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
か
も

し
れ
な
い。
し
か
し、
中
国
が
尖
閣
列
島
の
領
有
権
主
張
を
あ
き
ら
め
た
わ
け

で
は
決
し
て
な
い。
「
走
資
派」
と
し
て
失
脚
し
た
到
小
平・
前
副
首
相
ほ
ど

の
も
の
わ
か
り
の
い
い
指
導
者
で
さ
え、
「
日
本
と
の
国
交
の
と
き、
双
方
は
言

及
す
る
と
と
を
避
け、
ま
ず
放
置
し
て
お
き
ま
し
た
が、
わ
れ
わ
れ
は
永
遠
に

と
の
中
国
の
領
土
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん」
（一
九
七
四
年
十
月二
日

の
人
民
大
会
堂
に
お
け
る
議
僑
代
表
ら
と
の
会
見）

と
述
べ
て
い
る
。

チ
1
ナ
（
支
那）
シ
ナ。
今
日
の
中
固
に
た
い
し
て
は、
い
わ
ず
と
し
れ
た
タ
ブ

ー
語。
「
支
那」
が
タ
ブ
ー
に
なっ
た
戦
後
の
わ
が
閣
で
も
「
シ
ナ」
i
「
中

国」
l
「
中
共」
を
め
ぐ
っ
て、
さ
ん
ざ
ん
議
論
が
あ
っ
た。
もっ
と
も、
私

は
戦
後
世
代
だ
し、
中
国
を
中
共
な
ど
と
は一
度
も
書
い
た
こ
と
が
な
い
の

で、
先
日、
ウ
ィ
ー
ン
で
開
か
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
中
国
と
国
連」
に

出
て
い
て、
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
者
が
さ
か
ん
に
「
シ
ナ」
と
い
っ

て
い
た
の
に
は、
い
さ
さ
か
面
く
ら
っ
た。
ド
イ
ツ
語
で
は
わ
｝己目白
は
シ
ナ

も
し
く
は
キ
ナ
と
い
う。

ワ
ん・
パ
・
タ
ン
（
忘
八
蛋）
ζ
ん
畜
生、
パ
ッ
カ
ヤ
ロ
10
と
の
間
抜
け
め。

セ
ッ
ク
ス
用
語
が
罵畳一口
に
転
用
さ
れ
る
と
と
は、
日
本
を
除
い
て
洋
の
東
西
に

共
通
し
て
い
る
け
れ
ど
も、
と
の
言
葉
は
か
な
り
決
定
的
念
罵
言
で
あ
る
か
ら

ワんパ？

ワん・ハ』

死
ぬ
覚
悟
で
口
に
すべ
し。
「
忘
八」
も
「
王
八」
も
同
じ
で、
本
来
は
亀
の

俗
称。
亀
の
雄
は
交
尾
で
き
な
い
の
で
蛇
に
た
の
ん
で
雌
と
交
わ
っ
て
も
ら

う、
と
い
う。
そ
の
よ
う
に
ひ
ど
い
や
つ
だ
と
い
う
と
ζ
ろ
か
ら、
亀
は
「
孝

・
悌・
忠・
信・
礼・
義・
療・
恥」
の
「
八
（
字）
を
忘
れ
て
い
る」
（
忘

八）
と
な
り、
発
音
が
同
じ
な
の
で
「
壬
八」
と
も
い
う
の
で
あ
る。
「妻
を

a、

と
も
い
う
（
「
倣」
も
「
干」
も
本
来
「
t
す
る」
と
い
う
意
味）。

つ
ア
オ
（
操）
フ
ァ
ッ
ク
す
る。
ウ
ォ
ー
タ
ー
グ
1
ト
事
件
で
ニ
ク
ソ
ン
前
大
統

領
が
大
統
領
に
は
ま
ζ
と
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
下
卑
た一言
葉
を
独
語
し
て
い
た

と
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が、
毛
沢
東
主
席
ら
中
国
首
脳
の
方
も
と
れ
に
負
け

て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る。
毛
沢
東
自
身
「
忘
八
蛋」
な
ん
で
い
う
言
葉
も
使

っ
て
い
る
の
だ
が、
圧
巻
は、
か
つ
て
「
大
躍
進」
政
策
に
ま
っ
と
う
か
ら
反

対
し
て
失
脚
し
た
彰
徳
懐・
国
防
部
長
と
の
論
争
で
あ
り、
天
王
山
の
慮
山
会

議
（一
九
五
九
年）
で
は、－お
互
い
に
最
大
級
の
圏雲一口
を
あ
び
せ
あ
っ
た
ら
し

い。
や
が
て
毛
沢
東
は一
九
六
二
年
九
月
の
「
八
期
十
中
全
会
に
お
け
る
講

話」
（吋
毛
沢
東
思
想
万
歳』）
の
な
か
で
彰
徳
懐
が
そ
の
と
き
「ニ
イ・
つ
ァ
オ

ーフ・
ク
ォ
1・
ス
1
シ
I
て
ィ
エ
ン・
ニ
ア
ん、
ウ
ォ
I・
つ
ア
オ・
ニ
イ

・
ア
ル
シ
1
て
イ
エ
ン・
ニ
ア
ん・
プ
1・
シ
ん
〈
依
操
了
我
四
十
天
娘、
我

擦
係
二
十
天
娘
不
行
？）
」
と
罵っ
た
と
告
白
し
て
い
る。
直
訳
す
れ
ば
「
お

前
は
俺
の
母
親
を
四
十
四
も
や
っ
た
ん
だ、
俺
が
お
前
の
母’親
を
二
十
回
や
っ

て
い
け
な
い
の
か
？」
と
な
る
が、
と
の
よ
う
な
表
現
は、
普
通
な
ら
と
て
も

口
に
出
せ
る
し
ろ
も
の
で
は
な
い。
か
く
の
ご
と
き
大
論
戦
の
す
え、
彰
徳
懐

は
つ
い
に
失
墜
し
た
の
だ
が、
同
時
に
毛
沢
東
も
国
家
主
席
を
劉
少
奇
に
議っ

て
政
治
の
第
二
線
K
引
き
下
ら
ざ
る
を
得
ず、
再
び
権
力
に
復
帰
す
る
た
め
に

は
文
化
大
革
命
と
い
う
激
動
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る。
中
国
の
路
線
闘

争、
党
内
闘
争つ
ま
り
政
争
は
か
く
の
ご
と
く
凄
ま
じ
く
ス
ケ
ー
ル
も
大
き

い。
そ
れ
に
〈
らべ
れ
ば
金
脈
政
変
と
か、
ロ
ッ
キ
ー
ド
政
変
（
起
る
と
仮
定

し
て）
な
ど
は
可
憐
な
も
の
で
す
な
あ。

ピ
1
（
庚）
女
性
の
陰
部。
日
本
語
の
場
合
と
同
様、
部
狼
な
タ
ブ
1
謡
で
あ
る

た
め
か、
さ
す
が
『
新
年
字
典』
に
は
出
て
い
な
い。
ピ
I
P
－－
タ・
パ
オ

（
庚
里
的
宝）
は、
女
陰
の
な
か
の
宝
で
「
宝
物」
の
意
味。

チ
l
パ
（
鶏
巴〉
陰
茎。
日
本
語
の
「
ち
ん
ぽ」
は
と
ζ
か
ら
来
た
と
い
う
説
も

あ
る。
陰
茎
に
つ
い
て
は
日
本
語
同
様
に
モ
ノ
（
物）
と
い
う
意
味
の
「
ト
ゥ

寝
と
ら
れ
た
間
抜
け
男」
を
指
す
と
と
も
あ
り、
「
忘
八
蛋」
を
もっ
と
強
め

て
い
う
と
き
に
は
「
忘
九
蛋」
「
玉
九
蛋」
と
も
い
う
が、
と
ん
な
罵
言
を
あ

び
せ
ら
れ
た
ら、
死
ぬ
か
生
き
る
か
も
う
最
後
で
あ
る。

ク
エ
イ
（
亀
〈
謹〉
）
亀。
馬
鹿
野
郎。
妻
を
人
に
姦
せ
ら
れ
て
坐
視
す
る
夫、

ヒ
モ。
日
中
両
閣
は
「
同
文
同
種」
な
ん
で
い
う
の
が
い
か
に
誤っ
て
い
る
か

を
ζ
の一
字
が
示
し
て
い
る。
そ
も
そ
も
文
法
の
構
造
だ
っ
て
中
文
は
日
本
文

と
正
反
対
で
む
し
ろ
欧
文
に
等
し
い
の
に、
ど
う
し
て
「
同
文」
で
あ
ろ
う
も

の
か。
さ
て、
日
本
で
は
「
亀
は
万
年」
と
い
う
よ
う
に
大
層
縁
起
の
い
い
言

葉
－な
の
に、
中
国
で
は
「
亀
甲
文」
と
い
う
よ
う
な
場
合
以
外
は、
最
高
に
下

卑
た
言
葉
で
あ
り、
駕一一首
で
も
あ
る。
「
鉱山山山
（
姦
婦
の
夫、
パ
カ
ヤ
ロ

クエイスシ

クエイトウ

－）
「
儀
弥
〈
孫〉
」
（
と
ん
で
も
ね
え
野
郎
！）
「
色
決
〈
頭〉
」
（
妓

タエイタオ

シア

夫〉
「
亀
摘
〈
嫡〉
下」
（
バ
カ
な
奴
め）
と
い
う
よ
う
に、
ろ
く
な
意
味
は

な
い。
田
中
慶
太
部
繍
の
名
著
『
支
那
文
を
読
む
為
の
漢
字
典』
に
よ
る
と

「
俗
に
人
を
罵
る
詞
と
し
て
用
ふ。
唐
の
時、
楽
戸
は
皆
な
緑
一政
布
を
著
け
た

り。
後、
亀
の
頭
は
緑
色
た
る
に
因
り、
緑
頭
布
を
・着
く
る
者
を
目
し
て
亀
と

為
す。
楽
戸
の
妻
女
は
皆
恋
歌
絞
な
り。
故
に
又、
妓
院
を
開
設
し
妻
女
の
売

淫
を
縦
せ
る
者
を
目
し
て
亀
と
為
す」
と
あ
る。

つ
ア
オ・
ニ
イ・
タ・
マ
l
（
（
禽
依
的
婿）
お
前
の
母
親
を
や
っ
て
し
ま
う

ぞ。
米
語、
露
諮
問
様
に、
最
大
級
の
罵ヨ一口
で
あ
る。
「
品開」
（
字
の
構
成
が
面

白
い）
は

発音
の
同
じ
「
操」
「
草」
を
用
い
る
場
合
が
多
い。
こ
れ
ら
の
語
は

い
ず
れ
も
交
合
す
る、
性
交
す
る
の
意
味
で
あ
る
が、
pnr
と
同
様
あ
る
い

は
そ
れ
以
上
に
口
に
は
出
せ
な
い
都
狼
な
響
き
を
も
っ。
つ
ァ
オ・
タ
ン
（
禽

蛋、
操
蛋、
草
蛋）
も
「
こ
ん
畜
生
め
！」
と
い
っ
た
意
味
で
は
あ
る
が、
号一口

う
者
のロ間
性
を
計
ら
れ
る
と
と
を
覚
悟
で
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
と
き
に
出
す
言

葉。
一
般
の
い
わ
ゆ
る

ypr
T）
認
の
意
味
な
ら
文
字
通
り
ツ
オ・
ア
イ

｛除受、
「
倣」
は
「
作」
の
俗
字）
と
い
う
新
語
も
あ
る
よ
う
で
あ
り、
た
だ
た

「
ん
に
セ
ッ
ク
ス
す
る
と
い
う
意
味
な
ら
ツ
オ（
倣）
も
し
く
は
カ
ン
（
干〈
幹〉）

／
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ん
シ（
東
西
ご
を
当
て
る
ζ
と
も
あ
る。

チ
1・
チ
エ
ン
（
鶏
姦）
男
色。
ホ
モ。
ウ
ェ
イ・
チエ
シ（
尾
姦）
と
も
い
う。

パ
イ
リ
ウ・
つ
ァ
ン
ホ
ワ
（
敗
柳
残
花）
「
枯
れ
た
柳
の
散
り
残
り
の
花」
の
意

味
か
ら
妓
女
ま
た
は
不
貞
の
妻、
尻
軽
女
を
指
す。

タ
I・
イ
エ
チ
I
（
打
野
潟
〈
鶏〉
）
娼
婦
を
買
う。
夜
の
女
と
セ
ッ
ク
ス
す

る。
今
日
の
中
閣
に
は、

ぷ伐
鷹d
Ja
ど
ま
っ
た
く
い
な
い
の
だ
か
ら、
中
国
で

は
抽
湖
沼
口
に
し
ー
は
い
け
な
い
言
葉。
「
野
湾」
は
「
配
館」
と
も
い
い、

「
配
粧
脆い
「
舵
京〕
な
ど
と
と
も
に
焔
妓
の
と
と。
「
舵
陀山
「
蛇
僻〕
は
妓

h

ィヱホlyー

かイルちエJ

tr！？zf

楼、
遊
郭。
「
夜
合
資」
「
開
児
銭」
は
花
代、
「妓
置レ
は
グ
妓
女
に
と
り

か
と
ま
せ
る
と
とd
だ
が、
い
ず
れ
も
旧
社
会
の
こ
と
で
あ
っ
て
今
日
で
は
ど

法
度。
そ
れ
で
は
不
満
と
い
う
反
「
毛
沢
東
思
想」
的、
反
社
会
主
義
的
な
読

者
の
た
め
に、
香
港
あ
た
り
の
例
を
若
干
記
す
と、

タ
I・
フ
ェ
イ・
チ
1

打
飛
机
〈
機〉
い
わ
ゆ
る
ス
ペ
シ
ャ
ル
の
ζ
と。
「
飛

机」
は
飛
行
機
の
と
と
だ
か
ら
「
打
飛
机」
と
は
面
白
い。
そ
の
も
の
ズ
パ
D

と
い
う
の
な
ら
ツ
ォ
1・
フ
ェ
イ・
チ
l
（
坐
飛
机）
「
飛
行
機
に
乗
る」
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い。
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
〈
舞
庁〈
臆〉）
の
女
性
をFo
S
EC
互

に
さ
そ
う
の
は、
か
イ・
フ
ァ
ん
（
汗
〈
開〉
房）
だ
が
ζ
れ
は
広
東
語
か
ら

き
た
言
葉。

チ
ン・
ぴ
ん・
メ
イ
（
『
金
瓶
梅』
）
中
国
三
大
奇
書
の一
つ
『
金
瓶
梅』
。
五

0
年
代
の
『
紅
楼
夢』
論
争
以
来
若
干
の
曲
折
は
あ
っ
た
が
『
紅
楼
夢』
も
結

局
は
禁
蓄
な
の
だ
か
ら、
『
金
瓶
梅』
が
今
日
の
中
国
で
タ
ブ
ー
で
な
い
は
ず

は
な
い。
『
金
瓶
梅』
は
周
知
の
よ
う
に
こ
れ
を
読
む
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
り
愉

し
むべ
き
密
室
文
学
の
金
字
塔
で
あ
る。
真
の
意
味
で
の
日
中
文
化
交
流
の
た

め
に
は、
い
つ
の
日
か、
「
四
畳
半
襖
の
下
強」
を
中
国へ
輸
出
し
な
け
れ
ば

な
る
ま
い。

マ
オ・
チ
ゥ
シ
ィ
・
ユ
ィ
ル
ゥ
（
『
毛
主
席
語
〈
語〉
表
〈
録〉
』
『
毛
沢
東
語

録』
。
と
の
赤
い
ビ
ニ
ー
ル
表
紙
の
小
冊
子
が
世
界一
の
ベ
ス
ト・
セ
ラ
l
で

25 
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あ
る
と
と
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。

『
人
民
臼

報』

（
一
九
六
九
年
一
月
三
日

付）
に
よ
る
と、
『
話
録』
が一
斉
に
普
及
し
は
じ

め

た一
九
六
六
年
か
ら
六

八
年
十
一

月
ま
で
の
あ
い
だ
だ
け
で
も
七
億
四
千
万
余
冊
が
出
版
さ
れ
た
と
い

う。

だ
が、

と
の
『
古川
録』

に
は
当
初、

林
彪
の
言
葉
が
扉
に
付
さ
れ
て
い
た

が、
現
行
版
に
は
も
と
よ
り
そ
れ
は
な
い
。

「
ま

え

が
き」
も、

人
民
解
放
軍

総
政
治
部
の
「
ま

え

が
き
」
、
林
彪
の
「

符
版
ま
え

が
き」
と
変
濯
し
た
の

ち、

と
れ
ら
が
一

切
削
除
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、

政
治
の
動
き
に
沿
っ
た
変

遷
を
経
て
き
た

。

か
つ
て
文
化
大
本
命
の
時
期
に
は
、

ど

こ

で
で
も
『

語
録
』

が
朗
読
さ
れ
た
も
の
だ
が、
最
近
は
准
も
『
語
録』
を
も
ち
歩
い
て
い
な
い
。

毛
沢
東
な
き
中
国
で
『
一説
録』
が
純一
事問
に

な
る
こ

と
は

な
い

だ
ろ

う
か
？

て
ィ

エ
ン
（
畑）
日
木
諮
の
畑
。

「
辻
」

な

ど

と
同
様
に
と
れ
は
そ
も
そ

も
日
本

語。
だ
か
ら
中
国
の
字
引
に
は
出
て
い
な
い
は
ず
だ
が、
す
べ
て
に
毛
沢
東
の

権
威
が
も
の
を
い
う
国
柄、
『
新
年
字
典
』

は
『
毛
沢
東
選
集
』

の
言
葉
を
原

則
と
し
て
す
べ
て
収
録
す
る
方
針
な
の
で、
「
州」
に
つ
い
て
は
「（
外）
日
本

人
性
名
用
字
」

と
し
て
出
て
い
る
。
一

方
「
辻
」

の
方
は
出
て
い

な
い
。

そ

の
こ

と
ろ

は、

か
つ
て
毛
沢
東
は
日
本
軍
の
州
俊
六
司
令
を
非
難
し
た
と

と
が

あ
っ
た
が、
辻
政
信
参
謀
に
は
言
及
し
た

と

と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ラ
ン
・
ぴ
ン
（
際
競）
江
青
女
史
の
女
優
時
代
の
芸
名。
一
九
三
0
年
代
後
半、

上
海
の
映
闘
女
優
だ
っ

た

際
頻
は

、

や

が
て
延
安
入
り
し
て
正
妻
の
い
た
毛
沢

東
と

結
婚
す
る
と

と
に
な
っ
た
が、
ソ

連
が
最
近
発
表
し
た
当
時
の
二
人
の
腕

を
組
ん
だ
写
真
を
見
る
と、

や
は
り
若
き
日
の
監
頭
は
大
変
な
美
人
で
あ
る
。

彼
女
の
と
と
を

漢
の
呂
后、
腐
の
則
天
武
后
に
た
と
え

る
見
方
も
あ
る
が

、

そ

の
答
え

が
出
る
の
は、
グ
毛
沢
東
以
後
d

に
な
っ
て
で
あ
る
。

ヤ
ん・
か
イ・
ホ
エ
イ
（
粉
〈
楊〉
汗

〈開〉
怒）
毛
沢
東
の
二
度
目
の
夫
人。

毛
沢
東
の
恩
師
・

楊
目回
済
の
長
女
で
大
変
な
才
媛
だ
っ
た
と
い
う。

毛
沢
東
の

．

最
初
の
妻
は
父
親
が
決
め
た
結
婚
に
よ
る
も
の
で
生
活
を
共
に
し
な
か
っ
た
と

い
う
か
ら、
実
質
的
に
は
最
初
の
夫
人。
一
九一一一
年
に
熱
烈
な
恋
愛
の
す
え

" 

結
婚
し
た
が
三
O
年
に
彼
女
は
長
沙
で
国
民
党
軍
に
殺
さ
れ
た
。

去
る
四
月
の

天
安
門
事
件
で

中
国
の
民
衆
は、
毛
沢
東
の
プ
ラ
イ
バ

シ

ー
や
女
性
関
係
に
つ

い
て
は
一

切
タ
ブ

ー
で
あ
る

は
ず
－な
の
に
「

烈
士
・

楊
開
怒
を
悼
む
」

と
い

う

プ
ラ
カ
ー
ド
を
か
か
げ
た。
江市円
夫
人
に
た
い
す
る
痛
烈
な
批
判
で
あ
っ
た。

ホ
1・
シ
l
・
チ
ェ
ン
〈
賀
士
珍）
毛
沢
東
の
前
夫
人。
彼
女
の
名
前
は
絶
対
に

タ
ブ

ー
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
に
弁
附
山
の
革
命
桜
拠
地
で
毛
沢

東
と

結
婚

（
毛
沢
東
に
は
当
時、

長
沙
に
残
し
て
き
た
妻
・

場
開
祭
が
あ
っ
た）。

世
紀
の
長

征
を

共
に
し、
紅
軍
兵
士
か
ら
も
親
し
ま
れ
た

が
鑑
旗
の
出
現
に
よ
り一
九
三
七
年

に
離
婚。

傷
心
を
癒
す
た
め
一

時
モ
ス
ク
ワ
に
行
っ
た
と
の
見
方
も
あ
り、

今

日
で
も
健
在
だ
と
い
う。

そ
れ
だ
け
に
北
京
の
民
衆
は、

今
回
の
天
安
門
事
件

K
際
し
で
も
彼
女
の
名
前
だ
け
は
出
さ
な
か
っ
た
。

チ
エ
・
パ
ン
・
レ
ン
（
媛
班
人）
後
継
者。
誰
も
が
毛
沢
東
の
後
継
者
と
目
し
た

劉
少
奇
が
文
化
大
革
命
で
打
倒
さ
れ
た
の
ち
、

六
九
年
の
中
国
共
産
党
九
全
大

会
で
は
党
規
約
の
な
か
に
「
林
彪
同
志
は
毛
沢
東
主
席
の
も
っ
と
も
親
密
な
戦

友
で
あ
り、

後
継
者
で
あ
る
」

と
書
き
ζ
ま
れ
た
。

だ
が
そ
の
林
彪
は
林
彪
異

変
以
後

、

最
大
の
「

裏
切
り

者・
反
革
命
分
子・
陰
線
家
」

と
さ
れ
る

に
い

た

っ

た
。

つ
い
最
近
は、
周
恩
来
首
相
の
後
継
者
と
目
さ

れ
た
卸
小
平
も
失
脚
し

た。
中
国
で
は
誰
も
が
い
よ
い
よ
深
刻
に
グ
毛
沢
東
以
後d
を
計
量
し
つ
つ
あ

る
今
日、

や
は
り
と
の
言
葉
は
う
っ
か
り
使
え
な
い
。

ワ
ン
・
シ
ョ
ウ
・
ウ
l
・
チ
ア
ん
（
万
寿
兎
八
無〉
彊
l）
永
遠
の
御
長
寿
を
l

か
つ
て
は
皇
帝
に
‘た
い
し
て
の
み
用
い
た
ζ
の
言
葉
は、

い
ま
毛
主
席
に
た
い

し
て
の
み
使
わ
れ
る
。

当
面
の
中
国
に
と
っ

て

も
っ
と
も
切
実
な

響
き
を
も
っ

言
葉
で
あ
ろ
う
。

私
は
昨
冬、

故
宮
（
か
つ
て
の
紫
禁
城）

を
散
策
し
た
と
き、

そ
の
偉
容
を
背
に
し
て

城
壁
に
か
か
る
毛
沢
東
の
写
真
と
彼
が
住

む

中

南

海

（
か
つ
て
の
皇
帝
の
仲間
居）

を
遠
望
し、

同
時
に
と
の
ス
ロ
ー

ガ
ン

を

見
出
し

て、
結
局
は
グ
毛
沢
東
皇
帝d
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

薗劉

思
わ
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ
た。

－岡臨
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