
　

十
年
ほ
ど
前
に
出
版
さ
れ
た
『
日
本
人
の
知
ら
な
い
日
本
語
』
と
い
う
漫
画
を
ご
存

知
だ
ろ
う
か
。
日
本
語
学
校
で
日
本
語
を
教
え
る
凪
子
先
生
と
外
国
人
学
生
た
ち
と

の
コ
ミ
カ
ル
な
や
り
取
り
が
基
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
通
り
、
外

国
人
の
視
点
か
ら
見
た
日
本
語
や
日
本
文
化
は
日
本
人
に
と
っ
て
も
新
鮮
な
気
づ
き

だ
と
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
四
巻
ま
で
続
い
た
大
人
気
作
品
で
あ
る
。

　

初
め
て
こ
の
漫
画
を
読
ん
だ
時
の
私
の
感
想
は
、「
あ
る
、
あ
る
！
」
で
あ
っ
た
。

凪
子
先
生
同
様
、
私
は
留
学
生
に
日
本
語
を
教
え
て
い
る
。
だ
か
ら
、
日
本
語
が
母

語
で
は
な
い
留
学
生
か
ら
さ
れ
る
質
問
も
、
異
文
化
だ
か
ら
こ
そ
起
こ
る
誤
解
や
問

題
、
そ
し
て
楽
し
さ
も
、
私
に
と
っ
て
は
馴
染
み
の
あ
る
「
日
常
」
で
あ
る
。
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
、
漫
画
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
別
世
界
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

　
「
ど
う
し
て
日
本
語
教
師
に
な
っ
た
の
か
」
と
留
学
生
か
ら
だ
け
で
な
く
、
日
本
人

学
生
か
ら
も
よ
く
聞
か
れ
る
。
漫
画
の
ネ
タ
に
あ
り
そ
う
な
話
で
恐
縮
だ
が
、
答
え

は
「
ア
メ
リ
カ
人
の
日
本
語
学
習
者
に
助
詞
の
『
は
』
と
『
が
』
の
違
い
を
聞
か
れ

て
も
全
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
か
ら
」
だ
。

　

当
時
、
私
は
ア
メ
リ
カ
で
ビ
ジ
ネ
ス
を
学
ぶ
学
生
で
、
あ
る
日
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か

ら
日
本
語
の
授
業
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で

周
囲
に
日
本
語
を
話
す
ア
メ
リ
カ
人
は
ほ
ぼ
皆
無
だ
っ
た
た
め
、
い
っ
た
い
ど
ん
な

こ
と
を
日
本
語
で
話
す
の
だ
ろ
う
か
、
友
達
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
と
前
夜
は
期
待
に

胸
を
弾
ま
せ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
そ
の
翌
日
、
私
の
淡
い
期
待
は
あ
っ
け
な
く
裏
切
ら
れ
た
。
簡
単
な
自
己

紹
介
を
終
え
る
や
否
や
、
相
手
の
口
か
ら
出
て
き
た
の
は
「
助
詞
の
『
は
』
と
『
が
』

は
、
何
が
違
い
ま
す
か
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
も
想
定
外
す
ぎ
る
質
問
で
、

そ
れ
ま
で
一
度
も
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
私
の
頭
は
完
全
な
思
考

停
止
状
態
に
な
っ
た
。
で
も
何
か
言
わ
な
き
ゃ
、
と
や
っ
と
の
思
い
で
絞
り
出
し
た

の
が
「
え
っ
と
、
自
己
紹
介
の
と
き
は
『
は
』
で
、
強
調
し
た
い
と
き
は
『
が
』
か

な
」
と
説
明
に
も
な
っ
て
い
な
い
説
明
。

　

す
る
と
、
相
手
は
間
髪
入
れ
ず
「
じ
ゃ
あ
、
ど
ん
な
時
に
強
調
し
ま
す
か
」
と
次

の
直
球
質
問
。
思
わ
ず
手
元
に
あ
っ
た
ペ
ン
を
取
り
、「
こ
れ
は
ペ
ン
で
す
」「
こ
れ

が
ペ
ン
で
す
」
と
意
味
不
明
な
文
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
必
死
に
「
正
解
」
に
思
え

そ
う
な
答
え
を
探
す
。
が
、
健
闘
む
な
し
く
「
？
？
？
」
の
深
い
闇
が
静
か
に
私
の

前
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　
「
日
本
人
な
の
に
、
こ
ん
な
簡
単
な
こ
と
も
説
明
で
き
な
い
の
？
」
と
い
う
心
の
声

が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
相
手
の
あ
き
れ
た
顔
を
前
に
「
日
本
語
は
難
し
い
で
す
よ
ね
」

と
曖
昧
な
笑
み
を
浮
か
べ
会
話
を
無
理
や
り
終
わ
ら
せ
た
私
…
…
。

　

穴
が
あ
っ
た
ら
入
り
た
い
失
敗
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
そ
の
時
ま
だ
二
十
歳

そ
こ
そ
こ
だ
っ
た
私
に
は
一
生
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
衝
撃
的
な
大
事
件

エッセイ　教師と学生を結ぶ

川
の
流
れ
の
よ
う
に
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エッセイ

で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
同
時
に
そ
れ
は
そ
の
後
の
人
生
を
大
き
く
変
え
る
き
っ
か
け
と
も
な
っ

た
の
で
あ
る
。

◇　
　
　

　

日
本
語
の
習
得
を
目
的
と
し
て
外
国
人
を
対
象
に
日
本
語
を
教
え
る
日
本
語
教
育

機
関
は
、
大
別
す
る
と
「
日
本
語
学
校
」
と
私
立
大
学
・
短
期
大
学
に
設
置
さ
れ
て

い
る
「
留
学
生
別
科
」
が
あ
る
。
前
者
は
後
者
に
比
べ
る
と
、
圧
倒
的
に
そ
の
数
も

在
籍
者
数
も
多
い
。
一
方
、
日
本
に
現
在
七
十
あ
ま
り
設
置
さ
れ
て
い
る
別
科
で
は

日
本
語
や
日
本
文
化
、
日
本
事
情
、
大
学
進
学
の
た
め
の
基
礎
科
目
等
を
学
ぶ
こ
と
が

で
き
、
受
入
形
態
の
違
い
に
よ
っ
て
日
本
の
大
学
等
へ
の
進
学
を
目
的
と
す
る
「
予

備
教
育
型
」、
留
学
そ
の
も
の
が
主
目
的
の
「
ス
タ
デ
ィ
・
ア
ブ
ロ
ー
ド
型
」、
そ
し

て
こ
れ
ら
二
つ
の
「
融
合
型
」
に
わ
け
ら
れ
る
。

　

名
古
屋
外
国
語
大
学
の
国
際
日
本
語
教
育
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
は
「
ス
タ
デ
ィ
・

ア
ブ
ロ
ー
ド
型
」で
あ
り
、
様
々
な
国
か
ら
集
ま
る
留
学
生
達
は
全
員
が
交
換
留
学
生

で
留
学
期
間
は
短
く
て
半
年
、
最
長
で
も
１
年
。
そ
の
間
に
集
中
し
て
日
本
語
を
学

ん
だ
り
、
英
語
で
日
本
文
化
や
日
本
事
情
を
学
ん
だ
り
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
留

学
生
に
日
本
語
を
教
え
て
い
る
私
は
ほ
ぼ
毎
学
期
必
然
的
に
新
し
い
留
学
生
と
の
出

会
い
と
別
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
も
学
部
の
授
業
と
の
違
い
だ
が
、
そ
の
他
に
も
日
本

語
の
授
業
で
は
他
の
教
員
と
の
チ
ー
ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
が
多
い
こ
と
や
、
日
本
語
力

に
よ
っ
て
レ
ベ
ル
分
け
さ
れ
た
ク
ラ
ス
を
担
任
制
に
近
い
形
で
担
当
し
、
そ
の
授
業

時
間
数
が
多
い
点
も
挙
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
本
当
に
多
く
の
国
々
か
ら
来
日
し
た
留
学
生
と
の

出
会
い
が
あ
り
、
ど
の
学
期
、
ど
の
ク
ラ
ス
に
も
そ
れ
ぞ
れ
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出

が
あ
る
。

　

し
か
し
、
一
番
記
憶
に
残
っ
て
い
る
ク
ラ
ス
と
言
え
ば
、
や
は
り
数
年
前
に
前
任
校

で
担
当
し
た
ク
ラ
ス
だ
。
詳
細
な
理
由
は
後
述
す
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
が
圧
倒

的
な
授
業
時
間
数
に
あ
っ
た
。
週
に
八
コ
マ
（
一
コ
マ
＝
九
十
分
）
日
本
語
を
集
中

的
に
学
ぶ
コ
ー
ス
で
、
上
級
レ
ベ
ル
で
学
生
数
が
少
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
チ
ー

ム
テ
ィ
ー
チ
ン
グ
で
は
な
く
、
私
一
人
で
そ
の
ク
ラ
ス
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
。
つ
ま
り
、
週
に
八
コ
マ
＝
十
二
時
間
、
十
五
週
あ
る
一
学
期
間
で
は
合
計
百

八
十
時
間
に
も
の
ぼ
る
長
い
時
間
を
同
じ
留
学
生
相
手
に
過
ご
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
の
濃
厚
な
時
間
に
負
け
な
い
、「
超
」
が
最
初
に
三
つ
ほ
ど
つ
き
そ
う
な
ぐ
ら
い

個
性
的
な
留
学
生
八
名
が
そ
の
上
級
ク
ラ
ス
に
は
い
た
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
上
級

レ
ベ
ル
に
は
漢
字
圏
の
日
本
語
学
習
者
が
多
い
。
だ
が
、
予
想
に
反
し
、
ア
メ
リ
カ

人
学
生
が
四
名
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
西
ア
フ
リ
カ
の
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
出
身
が
そ
れ

ぞ
れ
一
名
ず
つ
と
非
漢
字
圏
の
留
学
生
が
大
半
を
占
め
て
い
た
。
そ
の
た
め
残
り
の

二
人
で
あ
る
、
中
国
と
韓
国
の
学
生
は
ど
こ
と
な
く
肩
身
が
狭
そ
う
に
し
て
い
た
珍

し
い
構
成
の
ク
ラ
ス
で
あ
っ
た
。

　

ま
ず
驚
か
さ
れ
た
の
は
、そ
の
八
名
が
日
本
語
の
勉
強
を
始
め
た
理
由
や
将
来
の
夢

が
私
の
予
想
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
初
中
級
レ
ベ
ル
の
学
生

が
よ
く
理
由
と
し
て
挙
げ
る
「
日
本
の
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
好
き
」
と
い
う
よ
う
な

わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
例
え
ば
、「
日
本
語
で
小
説
を
書
く
ア
メ

リ
カ
人
作
家
と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
た
い
」、「『
日
本
人
よ
り
日
本
文
化
や
日
本
語
に
詳

し
い
』
と
言
わ
れ
る
の
が
何
よ
り
う
れ
し
い
か
ら
」
や
「
四
歳
の
時
、
日
本
人
は
他

の
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
ら
れ
る
優
れ
た
能
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ

ん
な
Ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｌ
な
日
本
人
に
な
り
た
い
と
思
っ
た
か
ら
」
と
い
う
よ
う
な
変
化
球
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
日
本
語
学
習
は
す
べ
て
独
学
で
、
か
つ
留
学
前
に
常
用
漢
字

は
全
部
マ
ス
タ
ー
済
み
の
た
め
「
常
用
『
外
』
漢
字
を
で
き
る
だ
け
多
く
覚
え
た
い
」

と
抱
負
を
述
べ
た
学
生
も
い
た
。
最
初
の
授
業
で
こ
れ
ら
の
言
葉
を
聞
い
て
、
だ
か

ら
こ
そ
彼
ら
は
上
級
レ
ベ
ル
ま
で
到
達
し
た
の
だ
な
と
妙
に
納
得
し
た
の
を
覚
え
て

い
る
。

　

授
業
開
始
か
ら
ま
だ
数
日
し
か
経
っ
て
い
な
か
っ
た
あ
る
日
の
こ
と
で
あ
る
。
課
題

提
出
が
遅
れ
た
学
生
に
シ
ラ
バ
ス
の
記
載
通
り
減
点
す
る
と
告
げ
た
と
こ
ろ
、
不
満
げ

な
表
情
を
浮
か
べ
た
彼
か
ら
返
っ
て
き
た
言
葉
が
「
カ
ン
ジ
ュ
い
た
し
ま
す
」
だ
っ
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た
。
そ
の
瞬
間
、
私
の
頭
の
中
は
「
？
？
？
」
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
。
数
秒
の
静
寂

を
は
さ
み
、「
カ
ン
ジ
ュ
？
」
と
彼
が
使
っ
た
言
葉
を
私
は
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
た
。

そ
の
私
に
彼
は
冷
や
や
か
な
目
を
向
け
て
言
っ
た
。「
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
る
、
と
い

う
意
味
で
す
」。
…
…
も
ち
ろ
ん
意
味
が
わ
か
ら
ず
、
聞
き
返
し
た
の
で
は
な
い
。
日

本
語
を
学
ぶ
た
め
に
初
め
て
日
本
に
留
学
し
た
学
生
か
ら
、
あ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
あ

の
文
脈
で
至
極
自
然
に
さ
ら
っ
と
「
カ
ン
ジ
ュ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
と
は
思

い
も
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
も
っ
と
正
直
に
言
う
と
、
そ
も
そ
も
私
の
中
で
は
「
わ

か
り
ま
し
た
」
以
外
の
返
答
は
端
か
ら
想
定
外
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

　

こ
う
し
て
前
途
多
難
な
学
期
が
始
ま
り
、
ま
ず
、
彼
ら
に
と
っ
て
ど
ん
な
授
業
が
適

当
か
と
い
う
ス
タ
ー
ト
地
点
か
ら
途
方
に
暮
れ
た
。
前
任
校
の
別
科
も
「
ス
タ
デ
ィ
・

ア
ブ
ロ
ー
ド
型
」
で
あ
っ
た
た
め
、
基
本
的
に
彼
ら
に
は
日
本
の
大
学
や
大
学
院
へ
の

進
学
希
望
は
な
い
。
そ
の
た
め
、「
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
を
扱
う
必
要
性
は
低
か
っ
た
。
ま
た
、
上
級
レ
ベ
ル
と
も
な
る
と
日
本
語
母
語

話
者
が
日
常
的
に
見
聞
き
す
る
生
教
材
が
主
と
な
る
。
た
だ
、
上
級
レ
ベ
ル
と
は
い

え
、
八
名
の
日
本
語
力
の
差
は
か
な
り
大
き
く
、
興
味
の
対
象
も
ば
ら
ば
ら
で
知
識

に
も
偏
り
が
あ
っ
た
。
同
時
に
、
各
自
の
性
格
や
学
習
ス
タ
イ
ル
を
考
え
て
も
、
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
は
向
い
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
た
。
散
々
悩
ん
だ
末
、
私
が
選
ん

だ
授
業
活
動
の
一
つ
は
、
主
体
的
な
学
び
が
で
き
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
主
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
土
台
に
な
る
も
の
と
し
て
選
ん
だ
の
は
、
生
教
材
で
は
な
く
、『
Ｔ
Ｈ
Ｅ 

Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｔ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ
Ｅ
Ｓ
Ｅ 

三
〇
の
物
語
』（
く
ろ
し
お
出
版
）
と
い
う
中
上

級
レ
ベ
ル
の
読
解
教
材
で
あ
っ
た
。「
著
名
な
日
本
人
三
十
人
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
通
し

て
、
日
本
文
化
や
社
会
問
題
、
考
え
方
や
価
値
観
を
学
び
、
知
的
好
奇
心
を
刺
激
し

な
が
ら
読
解
力
を
高
め
」「
読
み
応
え
の
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
で
異
文
化
理
解
を
深
め
る

だ
け
で
な
く
、
学
習
者
が
自
身
に
つ
い
て
振
り
返
り
、
考
え
る
機
会
を
も
つ
」
と
い

う
そ
の
教
材
は
個
性
豊
か
な
彼
ら
の
潜
在
的
な
ニ
ー
ズ
に
も
合
う
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
か
ら
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
三
十
人
の
中
か
ら
調
べ
た
い
と
思
う
人
物
を
二
人

ず
つ
選
び
プ
レ
ゼ
ン
す
る
よ
う
指
示
し
た
。

　

日
本
語
や
日
本
文
化
に
強
い
関
心
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
勉
強
を
続
け
て
き
た
彼
ら

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
映
画
好
き
な
ら
黒
澤
明
、
宮
﨑
駿
、
歴
史
好
き
な
ら
織
田
信
長
、

文
学
好
き
な
ら
紫
式
部
、
夏
目
漱
石
、
村
上
春
樹
、
ス
ポ
ー
ツ
好
き
な
ら
イ
チ
ロ
ー
、

と
い
う
よ
う
に
世
界
的
に
も
知
ら
れ
て
い
る
人
物
を
当
然
選
ぶ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い

た
。
が
、「
日
本
で
は
著
名
な
の
に
、
自
分
は
知
ら
な
い
こ
と
が
許
せ
な
い
」
と
い
う

理
由
で
、
実
際
に
彼
ら
が
選
ん
だ
の
は
、
卑
弥
呼
、
杉
原
千
畝
、
俵
万
智
、
萱
野
茂
、

孫
正
義
、
秋
元
康
、
山
中
伸
弥
、
三
遊
亭
圓
朝
、
石
黒
浩
な
ど
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

私
が
発
表
に
求
め
た
の
は
大
別
し
て
二
点
。
第
一
に
、
そ
の
人
物
が
「
ど
ん
な
こ

と
を
し
た
人
で
、
な
ぜ
有
名
な
の
か
」
を
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て
全
く
知
ら
な
い
人

に
も
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
。
そ
し
て
第
二
に
、「
読
解
教
材
の
本
文
に

書
か
れ
て
い
な
い
内
容
も
必
ず
含
め
る
」
こ
と
で
あ
る
。
人
物
に
関
連
す
る
日
本
文

化
や
社
会
問
題
な
ど
も
深
く
学
べ
て
新
し
い
知
識
も
得
ら
れ
る
よ
う
、
具
体
的
に
は
、

雑
誌
や
新
聞
記
事
を
読
ん
だ
り
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
番
組
な
ど

を
視
聴
し
た
り
す
る
こ
と
を
推
奨
し
た
。
つ
ま
り
、
あ
る
特
定
の
分
野
で
著
名
な
あ

る
人
物
の
「
小
さ
な
専
門
家
」
に
各
自
が
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。

　

結
果
的
に
は
、
プ
レ
ゼ
ン
の
多
く
が
私
の
期
待
の
遥
か
上
を
い
く
も
の
と
な
っ
た
。

例
え
ば
、
落
語
家
の
三
遊
亭
圓
朝
の
発
表
で
は
、
ま
ず
落
語
と
は
ど
う
い
う
も
の
か

と
い
う
説
明
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
、
寄
席
、
高
座
、
流
派
の
説
明
に
続
き
、
扇
子
、

手
拭
い
は
実
物
を
見
せ
つ
つ
紹
介
。
そ
の
後
、
圓
朝
の
代
表
作
と
も
い
え
る
『
死
神
』

の
あ
ら
す
じ
を
声
色
を
変
え
な
が
ら
面
白
お
か
し
く
説
明
し
た
後
、
Ｙ
ｏ
ｕ
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ

で
視
聴
。
最
後
は
「
お
あ
と
が
よ
ろ
し
い
よ
う
で
」
で
締
め
く
く
る
。
プ
レ
ゼ
ン
の

お
手
本
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
の
だ
ろ
う
と
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
発
表
直
後
の
「
お
ま
け
」
に
も
驚
か
さ
れ
た
。
圓
朝
の
発
表
者
と

は
別
の
ア
メ
リ
カ
人
学
生
が
「
こ
の
機
会
に
落
語
を
皆
の
前
で
見
せ
た
い
」
と
申
し

出
た
の
だ
。
聞
け
ば
彼
は
落
語
研
究
会
に
所
属
し
て
お
り
、
先
輩
に
最
初
に
「
暗
記

さ
せ
ら
れ
た
」
の
が
古
典
落
語
で
有
名
な
「
つ
る
」
だ
っ
た
と
い
う
。
早
速
、
彼
は

教
室
の
机
を
高
座
に
見
立
て
「
座
布
団
が
な
い
け
ど
」
と
言
い
つ
つ
、
十
分
強
の
長

さ
の
落
語
を
見
事
に
披
露
し
て
く
れ
た
。
あ
ま
り
に
も
堂
々
し
た
姿
と
自
然
な
日
本
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エッセイ

語
に
彼
が
日
本
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
そ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

◇　
　
　

　

し
か
し
、
全
プ
レ
ゼ
ン
の
中
で
最
も
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ

ソ
出
身
の
学
生
が
紹
介
し
た
「
秋
元
康
」
編
だ
。

　

そ
の
読
み
物
の
タ
イ
ト
ル
は
『
成
功
す
る
秘
訣
』。
冒
頭
の
一
文
は
「
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
は

日
本
の
女
性
ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
だ
が
、
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、
つ
ま
り

生
み
の
親
に
あ
た
る
の
が
秋
元
康
だ
」
か
ら
始
ま
る
。
放
送
作
家
、
作
詞
家
、
プ
ロ

デ
ュ
ー
サ
ー
と
様
々
な
分
野
で
活
躍
し
て
い
る
秋
元
氏
の
「
成
功
の
秘
訣
」
を
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
の
彼
の
言
葉
や
例
え
話
か
ら
探
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
、
筆
者
の
最

終
的
な
見
解
は
、
そ
の
秘
訣
と
は
「
人
と
違
う
こ
と
を
す
る
こ
と
、
そ
し
て
周
り
が

何
を
し
て
い
る
の
か
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
行
動
に
自
信
を
持
つ
こ
と
で
は
な
い

か
」
で
あ
る
。

　

こ
の
読
み
物
か
ら
、
マ
ル
チ
な
才
能
を
持
つ
秋
元
康
本
人
と
、
平
成
を
代
表
す
る

ア
イ
ド
ル
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
留
学
生
に
も
知
名
度
が
高
か
っ
た
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
と
の
秘
話

を
紹
介
し
た
り
、
秋
元
氏
の
不
思
議
な
例
え
話
に
つ
い
て
掘
り
下
げ
た
り
す
る
よ
う

な
発
表
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
実
際
の
発
表
は
、
他
の
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
の
発
表
と
は
明
ら
か
に
一
線

を
画
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
時
、
私
が
見
た
彼
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど

自
信
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
…
…
な
ん
と
、
そ
の
理
由
は
、
昭
和
を
彩
っ
た
あ
の

国
民
的
歌
手
、
美
空
ひ
ば
り
の
『
川
の
流
れ
の
よ
う
に
』
に
あ
っ
た
の
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
読
み
物
に
美
空
ひ
ば
り
は
出
て
こ
な
い
。
な
ぜ
Ａ
Ｋ
Ｂ
48
の
代
表
曲
で
あ

る
『
恋
す
る
フ
ォ
ー
チ
ュ
ン
ク
ッ
キ
ー
』
で
も
『
ヘ
ビ
ー
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
』
で
も

な
か
っ
た
の
か
は
疑
問
だ
が
、
と
に
か
く
秋
元
氏
に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
う
ち
に
彼

が
行
き
つ
い
た
の
は
、『
川
の
流
れ
の
よ
う
に
』
で
あ
っ
た
。
秋
元
氏
が
作
詞
を
手
掛

け
て
い
る
数
多
く
の
曲
の
中
か
ら
運
命
的
な
出
会
い
を
果
た
し
、
歌
詞
の
世
界
観
に

ど
っ
ぷ
り
は
ま
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
当
然
、
発
表
で
は
秋
元
氏
本
人
の
紹
介
よ

り
も
、
美
空
ひ
ば
り
、
正
確
に
言
え
ば
『
川
の
流
れ
の
よ
う
に
』
の
歌
詞
に
つ
い
て

の
熱
い
解
説
に
多
く
の
時
間
が
割
か
れ
た
。
そ
し
て
、
最
後
に
は
「
さ
ぁ
、
皆
さ
ん
。

一
緒
に
歌
い
ま
し
ょ
う
」
と
呼
び
か
け
て
、
私
だ
け
で
な
く
ク
ラ
ス
メ
ー
ト
全
員
を

唖
然
と
さ
せ
た
。

　

発
表
が
終
わ
っ
た
時
に
は
、
も
は
や
ど
こ
に
も
秋
元
康
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

唯
一
残
っ
た
の
は
「
日
本
に
は
、
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
歌
詞
が
あ
る
」
と
彼
が
絶
賛

し
て
い
た
歌
詞
だ
け
。
そ
れ
が
私
の
頭
の
中
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
っ
て
い
た
。

　
『
川
の
流
れ
の
よ
う
に
』　
（
作
詞
：
秋
元
康　

作
曲
：
見
岳
章
）

　
　

知
ら
ず
知
ら
ず　

歩
い
て
来
た　

細
く
長
い　

こ
の
道

　
　

振
り
返
れ
ば　

遥
か
遠
く　

故
郷
が
見
え
る

　
　

で
こ
ぼ
こ
道
や　

曲
が
り
く
ね
っ
た
道　

地
図
さ
え
な
い　

そ
れ
も
ま
た
人
生

　
　

あ
あ　

川
の
流
れ
の
よ
う
に　

ゆ
る
や
か
に　

い
く
つ
も　

時
代
は　

過
ぎ
て

　
　

あ
あ　

川
の
流
れ
の
よ
う
に　

と
め
ど
な
く　

空
が　

黄
昏
に　

染
ま
る
だ
け

　
　

生
き
る
こ
と
は　

旅
す
る
こ
と　

終
わ
り
の
な
い　

こ
の
道

　
　

愛
す
る
人　

そ
ば
に
連
れ
て　

夢　

探
し
な
が
ら

　
　

 

雨
に
降
ら
れ
て　

ぬ
か
る
ん
だ
道
で
も　

い
つ
か
は　

ま
た　

晴
れ
る
日
が　

来
る
か
ら

　
　

あ
あ　

川
の
流
れ
の
よ
う
に　

お
だ
や
か
に　

こ
の
身
を　

ま
か
せ
て
い
た
い

 

（
後
略
）

　

改
め
て
口
ず
さ
ん
で
み
る
と
、
彼
が
言
う
通
り
、
心
に
沁
み
る
い
い
歌
詞
だ
な
と

思
う
。
と
同
時
に
、
ブ
ル
キ
ナ
フ
ァ
ソ
と
い
う
遠
い
国
か
ら
、
神
の
導
き
で
日
本
に

来
た
と
い
う
彼
の
こ
れ
ま
で
の
人
生
と
重
な
る
部
分
を
感
じ
、
彼
が
こ
の
歌
詞
に
魅

了
さ
れ
た
理
由
が
少
し
わ
か
る
よ
う
な
気
も
し
た
。

　
「
型
破
り
」
と
い
う
一
言
で
は
到
底
片
づ
け
ら
れ
な
い
発
表
で
あ
っ
た
。
が
、
数
年

経
っ
た
今
も
ま
だ
、
私
の
脳
裏
に
強
烈
に
焼
き
付
い
た
ま
ま
全
く
色
褪
せ
て
い
な
い
。
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こ
の
点
で
、
秋
元
氏
の
『
成
功
す
る
秘
訣
』
そ
の
も
の
を
発
表
の
形
で
体
現
で
き
た

成
功
例
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。
そ
の
「
秘
訣
」
は
、
や
は
り
「
人
と
違
う
こ
と
を
す

る
こ
と
、
自
分
自
身
の
行
動
に
自
信
を
持
つ
こ
と
」
に
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

い
つ
の
日
か
ア
フ
リ
カ
大
陸
で
『
川
の
流
れ
の
よ
う
に
』
が
流
行
る
日
が
来
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

◇　
　
　

　

こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
テ
ー
マ
は
「
教
師
と
学
生
を
結
ぶ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
私

に
と
っ
て
「
教
師
と
学
生
を
結
ぶ
と
こ
ろ
」
は
教
室
で
あ
り
、
教
室
の
中
に
広
が
っ
て

い
る
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
「
結
ぶ
も
の
」
は
、
日
本
語
に
あ
る
。
日

本
語
母
語
話
者
だ
か
ら
こ
そ
、
日
本
語
を
客
観
的
に
見
る
の
は
難
し
い
の
だ
が
、
知

れ
ば
知
る
ほ
ど
奥
深
く
面
白
い
も
の
で
も
あ
る
。

　

日
本
語
学
者
の
野
田
尚
史
氏
は
助
詞
の
「
は
」
と
「
が
」
の
使
い
分
け
方
法
を
五

つ
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
五
つ
と
は
、
新
情
報
か
旧
情
報
か
、
現
象
文
か
判
断
文

か
、
指
定
文
か
措
定
文
か
、
主
格
が
対
比
の
意
味
か
排
他
の
意
味
か
、
主
格
が
ど
こ

ま
で
係
る
か
、
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
童
話
の
『
桃
太
郎
』
は
、
日
本
語
母
語
話
者
な
ら
誰
で
も
知
っ
て
い
る
よ

う
に
「
昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
『
が
』
い
ま
し
た
」
か

ら
始
ま
る
。
こ
こ
で
『
が
』
が
使
わ
れ
て
い
る
理
由
は
、「
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ

ん
」
が
読
み
手
に
と
っ
て
は
「
新
し
い
情
報
」
で
、
主
格
と
な
る
名
詞
、
つ
ま
り
「
お

じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
」
が
前
に
あ
り
マ
ー
ク
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
続
く
一
文

は
「
お
じ
い
さ
ん
『
は
』
山
へ
芝
刈
り
に
、
お
ば
あ
さ
ん
『
は
』
川
へ
洗
濯
に
行
き

ま
し
た
」
で
あ
る
が
、
す
で
に
前
文
で
「
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
」
は
登
場
し

て
お
り
、
読
み
手
に
と
っ
て
は
既
知
の
「
旧
情
報
」。「
新
情
報
」
は
、
そ
の
お
じ
い

さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
「
山
や
川
に
行
っ
た
こ
と
」
で
、
主
格
の
名
詞
の
後
ろ
に
あ

る
の
で
、『
は
』
が
使
わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
場
合
「
犬
『
は
』

好
き
だ
が
、
猫
『
は
』
嫌
い
」
の
よ
う
に
「
対
比
」
の
『
は
』
で
も
説
明
で
き
る
。

　

外
か
ら
日
本
や
日
本
語
を
見
る
日
本
語
教
師
の
仕
事
は
多
岐
に
わ
た
る
。『
は
』
と

『
が
』
の
違
い
な
ど
、
日
本
語
に
関
す
る
知
識
を
教
え
る
の
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
一
つ

だ
。
そ
の
日
本
語
教
師
と
い
う
仕
事
の
醍
醐
味
は
、
世
界
各
国
か
ら
来
る
人
々
と
出

会
え
る
こ
と
、
新
聞
な
ど
で
目
に
す
る
他
国
の
「
遠
い
こ
と
」
が
近
く
の
こ
と
と
し
て

感
じ
ら
れ
る
こ
と
、
自
分
自
身
の
視
野
を
広
げ
ら
れ
る
こ
と
、
留
学
生
の
「
わ
か
っ

た
！
」
の
笑
顔
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
だ
が
、
何
と
言
っ
て
も
最
大

の
魅
力
は
、
日
本
に
住
む
平
凡
な
日
本
人
の
私
に
は
、
あ
ま
り
に
も
近
す
ぎ
て
、
見

え
な
か
っ
た
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
り
す
る
日
本
の
一
面
に
留
学
生
が
気
づ
か
せ

て
く
れ
る
点
に
あ
る
。

　

最
近
、
毎
日
の
よ
う
に
メ
デ
ィ
ア
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
「
鬼
滅
の
刃
」
も
、

「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
も
「
初
音
ミ
ク
」
も
「
ラ
ブ
ラ
イ
ブ
！
」
も
「
ポ
ム
ポ
ム
プ
リ
ン
」

も
「
水
樹
奈
々
」
も
私
は
留
学
生
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
。
ま
た
、
秋
元
康
の
発
表

に
つ
い
て
も
然
り
だ
。
い
つ
の
間
に
か
私
の
中
で
「
発
表
と
は
こ
う
あ
る
べ
き
」
と

い
う
凝
り
固
ま
っ
た
型
が
で
き
て
し
ま
っ
て
い
た
よ
う
で
反
省
さ
せ
ら
れ
た
。

　

有
形
無
形
の
形
で
様
々
な
も
の
を
私
に
与
え
続
け
て
く
れ
て
い
る
彼
ら
に
、
私
は

き
ち
ん
と
向
か
い
合
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
時
に
不
安
に
な
る
。
そ
ん
な
時
に
は

「
川
の
流
れ
の
よ
う
に　

お
だ
や
か
に　

こ
の
身
を
ま
か
せ
て
」
を
思
い
出
し
、
焦
ら

ず
い
こ
う
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
。
今
後
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
出
会
い
が
私
を

待
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
の
時
、
私
の
人
生
を
大
き
く
変
え
て
く
れ
た
あ
の
ア

メ
リ
カ
人
学
生
に
再
会
で
き
る
日
も
、
も
し
か
し
た
ら
い
つ
か
来
る
の
か
も
し
れ
な

い
。
そ
の
時
は
、
ま
ず
『
は
』
と
『
が
』
の
違
い
の
話
か
ら
始
め
よ
う
と
思
う
。
ど

ん
な
仕
事
で
も
楽
し
い
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
で
も
、「
い
つ
か
は　

ま
た
晴
れ
る

日
が
来
る
か
ら
」
と
信
じ
、
ワ
ク
ワ
ク
胸
を
躍
ら
せ
な
が
ら
待
っ
て
い
た
い
。

　

最
後
に
一
言
。

　

こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
苦
言
や
批
判
も
カ
ン
ジ
ュ
い
た
し
ま
す
。
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