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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
街
角
で
ふ
し
ぎ
な
既
視
感
を
抱

い
た
こ
と
の
あ
る
人
は
わ
た
し
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
途
方
も
な
く

無
秩
序
で
人
い
き
れ
の
す
る
雑
踏
、
露
店
販
売
の
カ
ー
ト
か
ら
漂
う
煙

の
ス
パ
イ
シ
ー
な
臭
気
、
路
傍
を
濡
ら
す
正
体
不
明
の
液
体
、
そ
し
て

天
を
射
貫
く
よ
う
に
怪
し
げ
な
輝
き
を
放
つ
き
ら
び
や
か
な
ネ
オ
ン
サ

イ
ン
…
…
。
そ
う
、
そ
れ
は
ま
る
で
カ
ー
ニ
バ
ル
の
よ
う
に
、
バ
ブ
ル

の
狂
騒
を
奏
で
な
が
ら
急
速
な
発
展
を
遂
げ
た
中
国
の
巨
大
都
市
で
感

じ
る
光
景
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ら
は
人
々
の
欲
望
と
虚
栄
心
を
吸
い
上

げ
な
が
ら
シ
ュ
ー
ル
な
頽
廃
に
満
ち
た
世
紀
末
的
輝
き
を
放
っ
て
い

る
。「
世
紀
末
的
輝
き
」
―
―Fin-de-Siècle Splendor

、
そ
れ
は
ま

さ
に
、
こ
の
た
び
翻
訳
出
版
相
成
っ
た
本
書
の
英
文
版
オ
リ
ジ
ナ
ル
に

つ
け
ら
れ
た
タ
イ
ト
ル
に
他
な
ら
な
い
。

　
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
出
版
は
今
を
遡
る
こ
と
ち
ょ
う
ど
二
〇
年
前
の

百
年
を
跨
い
で
照
ら
し
あ
う

　
二
つ
の
「
世
紀
末
的
輝
き
」

石
井

　
剛
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一
九
九
七
年
。
こ
の
年
、
香
港
が
中
国
に
返
還
さ
れ
、
七
月
一
日
の
返

還
セ
レ
モ
ニ
ー
で
は
、
江
沢
民
が
得
意
満
面
の
笑
顔
で
「
香
港
の
明
日

は
も
っ
と
よ
く
な
る（
香
港
明
天
更
好
）」と
い
う
自
筆
の
揮
毫
を
披
露
し

た
。
国
有
企
業
改
革
が
急
速
化
の
道
を
た
ど
り
、「
下
崗
」労
働
者
の
急

増
が
社
会
問
題
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
ろ
の
こ
と
で
あ
る
。
統
制
経

済
か
ら
市
場
経
済
へ
（
も
し
く
は
社
会
主
義
か
ら
資
本
主
義
へ
）
と
経
済
体

制
が
大
き
な
転
換
を
迎
え
て
い
た
の
も
こ
の
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
は
あ
っ
て
も
経
済
が
よ
く
な
り
、
い
ず
れ
よ
い
世
の
中
が
訪
れ

る
と
ま
だ
多
く
の
人
々
が
信
じ
る
こ
と
の
で
き
た
時
代
で
あ
っ
た
。

　
英
文
版
出
版
当
時
、
著
者
の
王
徳
威
（D

avid D
er-w

ei W
ang

）
は

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
。
花
柳
界
や
江

湖
の
人
々
が
活
躍
し
、
も
し
く
は
グ
ロ
テ
ス
ク
な
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的
世

界
や
奇
怪
な
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
な
ど
の
よ
う
に
、
猥
雑
さ

王
徳
威
著

神
谷
ま
り
子
・
上
原
か
お
り
訳

抑
圧
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ

清
末
小
説
新
論
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に
あ
ふ
れ
た
世
界
を
描
く
「
不
真
面
目
な
（frivolous

）」（
本
書
二
二
頁
）

作
家
た
ち
の
作
品
群
の
な
か
に
清
末
の
「
世
紀
末
的
輝
き
」
を
見
い
だ

し
た
著
者
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
喧
噪
は

ど
こ
か
で
作
用
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
ふ
と
思
う
。
同
時
に
本
書

が
醸
し
出
す
「
抑
圧
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
解
放
の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム

は
、
昇
り
龍
の
よ
う
な
中
国
を
横
目
に
見
な
が
ら
、
世
紀
末
の
妖
し
さ

に
光
を
添
え
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
も
。

　

と
こ
ろ
で
、
同
書
に
は
中
文
版
（
宋
偉
杰
訳
、
台
北
版
二
〇
〇
三
年
、

北
京
版
二
〇
〇
五
年
）
も
あ
り
、
そ
の
う
ち
著
者
自
ら
が
翻
訳
し
た
序

（
導
論
）
に
は
、「
沒
有
晚
清
，
何
來
五
四
？
」（
清
末
な
く
し
て
五
四
は
い

ず
こ
か
ら
？
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い
る
。
同
書
が
中
国
語

圏
で
広
く
そ
の
名
を
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
キ
ャ
ッ

チ
ー
な
序
論
の
タ
イ
ト
ル
に
負
う
と
こ
ろ
も
大
き
い
で
あ
ろ
う
。
著
者

は
五
四
新
文
化
運
動
時
期
に
生
じ
た
「
文
学
革
命
」
を
中
国
文
学
に
お

け
る
近
代
の
始
ま
り
と
み
る
従
来
の
見
方
に
異
を
唱
え
る
。
そ
れ
に
代

わ
っ
て
、
太
平
天
国
の
乱
か
ら
清
朝
崩
壊
ま
で
（
一
八
四
九
～
一
九
一
一

年
）
の
清
朝
末
期
に
登
場
し
た
小
説
に
も
う
一
つ
の
近
代
を
見
い
だ
そ

う
と
い
う
の
が
著
者
の
本
書
に
お
け
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
五
四
新
文
化
運
動
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の

内
容
と
目
さ
れ
て
い
る
、
例
え
ば
陳
独
秀
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
、

写
実
文
学
、
革
命
文
学
」
や
魯
迅
の
「
精
神
治
療
」
な
ど
の
よ
う
な
、

「
文
学
に
お
け
る
道
徳
の
役
割
」
の
強
調
（
以
上
三
五
頁
）
が
含
ま
れ
た

進
化
と
革
命
の
単
線
的
発
展
観
の
起
源
を
清
末
ま
で
遡
っ
て
確
認
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
近
代
観
を
否
定
す

る
の
で
も
な
い
。
本
書
で
著
者
が
試
み
た
の
は
、
こ
れ
ら
だ
け
が
中
国

文
学
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
な
の
で
は
な
い
と
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
著
者
は

カ
リ
ネ
ス
ク
に
従
い
な
が
ら
、
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
は
「
新
し
く
、
革
新
的

で
あ
る
こ
と
」（
五
頁
）
で
あ
る
と
定
義
づ
け
る
。
西
洋
近
代
文
明
と

の
邂
逅
に
触
発
さ
れ
て
不
可
逆
的
な
時
間
意
識
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
清
代
末
期
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
モ
ダ
ン
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し

た
時
代
背
景
の
も
と
で
生
ま
れ
た
清
末
小
説
も
ま
た
、
近
代
的
た
る
こ

と
を
積
極
的
に
引
き
受
け
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
が
体
現
し
て

い
た
近
代
性
は
、
五
四
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
が
中
国
文
学
史
に
お
け
る
主
流

な
近
代
解
釈
を
構
成
し
て
い
た
が
た
め
に
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
。
そ
れ
を
著
者
は
「
抑
圧
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　

本
書
の
書
名
と
同
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
こ
と
が
示
し
て
い
る
と
お
り
、

第
一
章
は
全
体
に
対
す
る
著
者
自
身
に
よ
る
解
題
と
見
な
し
て
も
よ

い
。「
抑
圧
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
の
系
譜
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
、
つ

ま
り
、
こ
れ
ま
で
近
代
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
以
外
に
も
「
近
代
」

は
あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
は
、
著
者
に
お
い
て
、
近

代
と
は
そ
も
そ
も
「
様
々
な
言
語
と
人
間
の
複
雑
な
交
流
の
産
物
」

（
二
六
頁
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
に
が
し
か
の
目
的
を
目
指
し
て
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ま
っ
す
ぐ
進
む
も
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
声
を
響
か
せ
な
が
ら
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
声
が
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
の
種
子
を
ま
き
続
け
る
、

多
声
的
な
世
界
な
の
だ
（
二
九
頁
）。
バ
フ
チ
ン
や
デ
リ
ダ
な
ど
の
理
論

が
時
に
明
示
的
に
、時
に
断
り
な
く
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
第
一
章
は
、

中
国
文
学
研
究
界
き
っ
て
の
理
論
の
使
い
手
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
る
著

者
な
ら
で
は
の
刺
激
的
な
デ
ィ
ス
コ
ー
ス
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
目
論
見
で
著
者
が
掘
り
起
こ
し
た
の
が
、
第
二
章

か
ら
第
五
章
ま
で
の
各
章
を
構
成
す
る
四
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
―
―
花
柳

小
説
（
狎
邪
小
説
）、
俠
義
公
案
小
説
、
グ
ロ
テ
ス
ク
な
暴
露
小
説
（
醜

怪
譴
責
小
説
）、
サ
イ
エ
ン
ス
・
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
（
科
幻
奇
譚
）
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
五
四
期
の
批
評
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
作
品

も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
五
四
の
作
家
や
批
評
家
た
ち
は
、
清
末
モ
ダ
ニ

テ
ィ
の
う
ち
に
存
在
す
る
、
彼
ら
に
と
っ
て
必
ず
し
も
好
ま
し
く
は
な

い
部
分
を
否
定
し
、
そ
れ
ら
を
浄
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
的
近
代

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
遂
行
し
て
き
た
の
だ
と
著
者
は
言
う
（
二
七
頁
）。

著
者
に
よ
れ
ば
、そ
う
し
て
切
り
捨
て
ら
れ
た
も
の
た
ち
は
頽
廃
的
で
、

発
展
の
道
す
じ
を
螺
旋
の
よ
う
に
く
ね
ら
せ
、
過
剰
な
情
感
に
溢
れ
、

そ
し
て
模
倣
や
パ
ロ
デ
ィ
に
満
ち
て
い
る
。

　

陳
独
秀
が「
文
学
革
命
論
」を
発
表
し
た
の
が
一
九
一
七
年
。そ
れ
は
、

五
四
的
近
代
の
幕
開
け
で
あ
る
と
同
時
に
、
清
末
の
こ
う
し
た
小
説
群

の
価
値
が
否
定
さ
れ
る
歴
史
の
始
ま
り
だ
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど

八
〇
年
を
経
て
、
著
者
の
手
で
よ
う
や
く
「
抑
圧
」
か
ら
解
き
放
た
れ

た
数
々
の
作
品
に
は
、
世
紀
末
な
ら
で
は
の
猥
雑
さ
と
デ
カ
ダ
ン
ス
に

満
ち
あ
ふ
れ
た
妖
し
い
物
語
が
ひ
し
め
い
て
い
る
。
男
性
の
同
性
愛
を

描
き
な
が
ら
、
儒
教
的
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
矛
盾
が
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
的

に
戯
画
化
さ
れ
た
『
品
花
宝
鑑
』、
中
国
初
の
近
代
都
市
上
海
の
妓
楼

的
公
共
空
間
に
蠢
く
欲
望
と
美
徳
を
写
実
的
な
筆
致
で
描
い
た
『
海
上

花
列
伝
』、
妓
女
で
あ
り
な
が
ら
（
妓
女
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
か
も
し
れ
ぬ

が
）、
義
和
団
事
件
後
の
和
平
交
渉
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言

わ
れ
る
賽
金
花
を
描
い
た
『
孽
海
花
』や
『
九
尾
亀
』（
以
上
第
二
章
）、『
水

滸
伝
』
の
続
作
と
し
て
こ
の
「
政
権
顚
覆
の
意
図
で
有
名
な
小
説
」
に

「
皇
帝
へ
の
忠
節
」
を
移
植
し
つ
つ
（
一
七
〇
頁
）、
そ
れ
で
い
て
ラ
デ
ィ

カ
ル
に
破
壊
的
に「
忠
」と「
義
」の
多
義
性
を
描
き
出
し
た
『
蕩
寇
志
』、

義
俠
心
に
か
ら
れ
た
英
雄
た
ち
の
物
語
を
通
じ
て
、
近
代
的
俠
客
と
し

て
の「
文
俠
」（
刀
で
は
な
く
筆
の
力
で
個
人
と
社
会
を
守
ろ
う
と
す
る
俠
客
）

の
イ
メ
ー
ジ（
一
九
六
頁
）を
提
示
し
た『
老
残
遊
記
』や『
三
俠
五
義
』（
以

上
第
三
章
）、
清
末
社
会
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
不
条
理
を
暴
露
的
に
描
写
し

た『
二
十
年
目
睹
之
怪
現
状
』（
第
四
章
）、
康
有
為
的
大
同
ユ
ー
ト
ピ
ア

の
反
復
と
も
読
め
る『
新
石
頭
記
』、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
へ
の
想
像

が
気
球
を
使
っ
た
月
へ
の
入
植
と
い
う
果
た
さ
れ
な
い
企
て
の
物
語
に

転
化
し
た『
月
球
殖
民
地
小
説
』、
理
想
的
な
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
と

さ
れ
る
古
代
中
国
の
夢
を
未
来
に
託
し
た「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
予
見
」
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の
小
説
『
新
中
国
未
来
記
』（
以
上
第
五
章
）
な
ど
な
ど
。

　

続
く
第
六
章
は
前
章
ま
で
と
は
趣
を
変
え
て
、
一
九
八
〇
年
代
以
降

の
当
代
小
説
を
対
象
に
し
な
が
ら
、
も
う
一
つ
の
「
世
紀
末
」
に
お
け

る
「
抑
圧
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
の
再
浮
上
が
論
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で

は
、「
五
四
」的
近
代
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
有
効
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
と
示

す
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
隘
路
を
打
開
す
る
た
め
の
試
み
が
本
書
の
隠
れ

た
意
図
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
一
見
本
書

の
主
題
か
ら
は
外
れ
て
い
る
は
ず
の
当
代
小
説
こ
そ
が
、
実
は
著
者
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
出
発
点
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
覚
し
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
清
末
の
先
例
」と
い
う
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
と
と
も
に
、

「﹁
五
四
﹂前
と
﹁
六
四
﹂
後
の
隠
れ
た
対
話
」（
四
一
四
頁
）へ
の
注
意
を

喚
起
す
る
と
い
う
本
章
の
目
的
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
当
代

小
説
が
直
面
し
て
い
た
の
は
、「
五
四
」文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
恐
怖
や

暴
力
を
共
犯
的
に
助
長
し
て
い
た
が
た
め
に
、「
も
は
や
中
国
史
に
刻
み

込
ま
れ
た
恐
怖
や
暴
力
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」（
四
四
四
頁
）の

だ
と
い
う
時
代
の
現
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、「
五
四
」
以
降
の
歴

史
と
は
異
な
っ
た
近
代
の
や
り
直
し
へ
の
著
者
の
淡
い
期
待
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
サ
イ
ノ
フ
ォ
ー
ン
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ（
華
語
語
系
研
究
）

に
注
力
す
る
著
者
の
近
年
の
研
究
を
予
示
す
る
か
の
よ
う
に
、
第
六
章

で
は
中
国
大
陸
だ
け
で
な
く
、
台
湾
、
香
港
、
海
外
の
作
品
に
も
触
れ

ら
れ
て
い
る
の
は
そ
の
現
れ
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
付
言
す
る
な
ら
ば
、
著

者
の
編
集
に
よ
っ
て
二
〇
一
七
年
の
春
に
出
版
さ
れ
た
ば
か
り
の『
新

近
代
中
国
文
学
史
』（A N

ew
 Literary H

istory of M
odern China

、
ハ
ー

ヴ
ァ
ー
ド
大
学
出
版
社
）
は
、
多
く
の
声
が
互
い
を
抑
圧
す
る
こ
と
な
く

響
き
合
う
、
バ
フ
チ
ン
の「
ヘ
テ
ロ
グ
ロ
シ
ア
」的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
世
界

を
二
〇
年
前
よ
り
も
ず
っ
と
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
描
き
出
し
た
作
品
で

あ
る
。
こ
ち
ら
も
中
国
語
版
の
翻
訳
が
進
ん
で
い
る
と
伝
え
聞
く
が
、

著
者
の
近
代
観
と
文
学
観
が
結
晶
し
た
作
品
と
し
て
多
く
の
読
者
を

誘
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、「
抑
圧
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ
」
の
解
放
へ
の
期
待

は
二
一
世
紀
を
迎
え
て
成
就
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
疑
問
を
呈
し
て

お
く
こ
と
は
、
二
〇
年
後
に
本
書
を
手
に
す
る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ

て
、
執
筆
当
時
の
著
者
へ
の
遅
延
さ
れ
た
応
答
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て

も
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
本
書
の
余
白
に
潜
ん
で
い

る
で
あ
ろ
う
別
の
主
題
に
つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
し
て
み
る
こ
と
で
も

あ
る
。
評
者
な
り
に
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
た
際
に
ふ
と
気
づ
い
た
こ

と
を
本
稿
の
最
後
に
書
き
留
め
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、「
土
」
と
モ

ダ
ニ
テ
ィ
の
複
雑
な
関
係
で
あ
る
。
本
書
が
す
く
い
上
げ
た
の
が
妓
女

や
俠
客
の
世
界
の
物
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
脱
中
心
的
で
流
動
的

な
さ
ま
は
あ
た
か
も
水
を
思
わ
せ
る
（「
江
湖
」
な
る
語
を
連
想
す
れ
ば
よ

い
だ
ろ
う
）。
本
書
の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
と
は
淀
む
こ
と
な
く
流
れ
続
け
る
水

の
近
代
な
の
だ
。
一
方
で
、
五
四
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ
は
、「
土
」
に
生
き
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た
世
界
史
の
大
き
な
う
ね
り
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
世
界
的
な
ポ
ピ
ュ

リ
ズ
ム
と
反
知
性
主
義
の
跋
扈
に
あ
え
ぐ
今
日
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ

て
、「
土
」
と
モ
ダ
ニ
テ
ィ
の
曖
昧
な
関
係
こ
そ
が
危
機
的
な
問
題
な

の
で
は
な
い
か
。
原
書
出
版
か
ら
二
〇
年
、そ
し
て
五
四
「
文
学
革
命
」

の
ち
ょ
う
ど
百
年
後
に
本
書
を
手
に
し
た
わ
た
し
た
ち
に
は
、
そ
う
し

た
こ
と
を
思
い
な
が
ら
本
書
の
行
間
を
豊
か
に
想
像
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
る
が
、
も
は
や
紙
幅
は
尽
き
て
い
る
。
稿

を
改
め
て
ま
た
考
え
て
み
た
い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
し
い
・
つ
よ
し　

東
京
大
学
）

 

台
湾
学
術
文
化
研
究
叢
書
（
東
方
書
店
刊
）　　

　
『
抑
圧
さ
れ
た
モ
ダ
ニ
テ
ィ　

清
末
小
説
新
論
』

　

	　

王
徳
威
著
／
神
谷
ま
り
子
・
上
原
か
お
り
訳

　
　

Ａ
5
判　

五
二
八
頁　

本
体
五
、〇
〇
〇
円

　
『
フ
ェ
イ
ク	

タ
イ
ワ
ン

							

偽
り
の
台
湾
か
ら
偽
り
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
』

　
　

張
小
虹
著
／
橋
本
恭
子
訳

　
　

Ａ
5
判　

三
〇
四
頁　

本
体
三
、〇
〇
〇
円

　
『
族
群　

現
代
台
湾
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
』

　
　

王
甫
昌
著
／
松
葉
隼
・
洪
郁
如
訳

　
　

Ａ
5
判　

一
九
二
頁　

本
体
二
、五
〇
〇
円

死
に
す
る
民
の
主
体
化
を
目
指
し
、
や
が
て
内
側
か
ら
の
暴
力
と
と
も

に
色
褪
せ
て
い
く
。
だ
が
、
そ
れ
ら
が
八
〇
年
代
以
降
の
小
説
に
受
け

つ
が
れ
な
か
っ
た
は
ず
は
な
か
ろ
う
。
言
い
か
え
れ
ば
、当
代
小
説
は
、

清
末
的
「
世
紀
末
」
の
再
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
五
四
以
降
の
「
土
」

の
モ
ダ
ニ
テ
ィ
を
も
う
ち
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

考
え
て
み
る
と
、
莫
言
や
張
承
志
、
さ
ら
に
は
小
説
で
は
な
い
が
、
賈

樟
柯
の
映
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
郷
土
」
的
主
題
が
、
単
な
る
ノ
ス

タ
ル
ジ
ー
の
表
出
と
だ
け
で
は
と
て
も
語
り
尽
く
せ
な
い
複
雑
さ
と
豊

か
さ
を
湛
え
て
い
る
こ
と
に
自
然
想
到
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と

を
評
者
な
り
に
受
け
と
め
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
作
品
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
、「
俠
」の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
と
相
補
い
な
が
ら
、
ひ
び
割
れ
た
モ

ダ
ン
の
空
隙
を
射
貫
く
よ
う
な
不
穏
さ
を
醸
す
人
々
の
世
界
で
あ
る
。

二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
文
学
的
風
景
が
、
あ
る
種
、
よ
り
「
世
紀

末
」
的
な
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
を
湛
え
て
い
る
と
し
た
ら
、
こ
の
不
穏
さ
が

そ
の
一
端
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
も
し
か
す
る
と
二
〇
年
前

に
は
ま
だ
抱
か
れ
て
い
た
よ
う
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
は
異
質
の
輝
き

で
あ
り
、
し
か
も
ま
た
、「
壮
麗
さ
」
を
表
すsplendor

が
さ
ほ
ど
似

つ
か
わ
し
く
は
な
い
よ
う
な
土
臭
い
、鈍
い
輝
き
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
は
本
書
英
文
版
の
出
版
か
ら
四
年
後
に
誰
も
が
予

期
し
得
な
か
っ
た
悲
劇
―
―
9
・
11
テ
ロ
に
見
舞
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

今
日
に
ま
で
続
く
混
沌
と
不
安
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
中
国
社
会
も
ま

in
fo

r
m
a
tio

n


