
アジ研ワールド・トレンド No.247（2016. 5） 18

特 集
アジアの古本屋

●
足
下
を
み
る

　

ヤ
ン
ゴ
ン
の
路
上
で
は
、
足
下
に
注

意
し
な
が
ら
歩
く
。
道
の
状
態
が
劣
悪

だ
か
ら
だ
。
都
心
部
の
歩
道
で
あ
っ
て

も
、
至
る
所
に
舗
装
の
は
が
れ
た
穴
だ

と
か
、
ふ
た
の
無
い
排
水
溝
が
あ
る
。

地
面
に
吐
き
散
ら
さ
れ
た
、
真
っ
赤
な

キ
ン
マ
の
噛
み
汁
な
ど
も
で
き
れ
ば
踏

み
た
く
は
な
い
。
眠
り
込
ん
で
い
る
野

良
犬
を
蹴
り
飛
ば
し
た
り
、
踏
み
つ
け

た
り
し
な
い
よ
う
に
も
気
を
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

足
下
に
注
意
を
向
け
る
理
由
は
も
う

ひ
と
つ
あ
る
。
路
上
に
転
が
る
「
玉
」

を
探
す
た
め
だ
。
人
通
り
の
多
い
通
り

で
は
、
歩
道
の
半
分
程
度
を
占
め
て
露

店
の
古
本
屋
が
店
を
出
し
て
い
る
。
広

げ
た
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
の
上
に
、
巨
大
な

頭
陀
袋
に
詰
め
て
持
っ
て
き
た
本
を
適

当
に
並
べ
、
客
を
待
っ
て
い
る
。
埃
に

ま
み
れ
た
本
の
山
の
な
か
か
ら
、
文
字

ど
お
り
の
「
掘
り
出
し
物
」
が
み
つ
か

る
こ
と
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
何
か
変
わ

っ
た
雰
囲
気
の
装
丁
や
表
題
の
本
が
あ

り
は
し
な
い
か
、
視
界
に
収
ま
る
限
り

に
意
識
す
る
。

　

そ
れ
と
い
う
の
も
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
で

は
古
い
図
書
に
巡
り
合
う
機
会
が
限
ら

れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年

以
降
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
民
主
体
制
へ
の

改
革
に
舵
を
切
っ
た
。
出
版
分
野
で
も

規
制
緩
和
が
進
み
、
大
型
の
シ
ョ
ッ
ピ

ン
グ
モ
ー
ル
や
書
店
が
現
れ
た
。
お
か

げ
で
新
刊
書
を
入
手
す
る
機
会
は
増
え

た
が
、
古
い
専
門
書
と
な
る
と
、
ま
だ

探
し
出
す
の
が
難
し
い
。
何
ら
か
の
論

文
を
読
ん
で
い
て
、
参
考
文
献
一
覧
を

頼
り
に
研
究
史
を
遡
ろ
う
と
し
て
も
、

す
べ
て
の
本
を
み
つ
け
出
す
の
は
至
難

の
業
で
あ
る
。

　

そ
の
最
大
の
理
由
は
、
図
書
館
の
利

用
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。

ヤ
ン
ゴ
ン
に
は
国
立
図
書
館
や
、
諸
大

学
中
央
図
書
館
と
い
っ
た
国
内
最
大
規

模
の
大
型
図
書
館
が
集
積
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
、
外
国
人
が
利
用
す

る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
が
非
常
に
高
か
っ

た
。
ま
ず
、
利
用
手
続
き
の
方
法
が
わ

か
り
づ
ら
い
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
図
書

館
を
管
轄
し
て
い
る
省
か
ら
の
許
可
が

必
要
な
の
だ
が
、
国
立
図
書
館
は
文
化

省
、
諸
大
学
中
央
図
書
館
は
教
育
省
と

い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
管
轄
が
異

な
る
た
め
、
許
可
申
請
を
別
個
に
行
う

必
要
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
、
各
省
へ

の
申
請
方
法
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、

人
づ
て
の
情
報
を
頼
り
に
進
め
ざ
る
を

得
な
い
。

　

利
用
許
可
が
下
り
て
か
ら
も
困
難
は

続
く
。
本
の
検
索
方
法
は
、
昔
な
が
ら

の
カ
ー
ド
方
式
し
か
な
い
。
探
し
て
い

る
本
の
カ
ー
ド
を
み
つ
け
、
請
求
番
号

が
判
明
し
て
も
、
そ
の
本
が
行
方
不
明

で
あ
る
こ
と
も
多
々
あ
る
。
順
調
に
本

を
み
つ
け
ら
れ
て
も
、
コ
ピ
ー
や
貸
し

出
し
で
ま
た
つ
ま
ず
く
。
申
請
方
法
が

石
川 

和
雅

路
上
の
大
学
に
学
ぶ

　
―
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
古
本
屋
―

極
め
て
煩
雑
で
あ
る
と
か
、
サ
ー
ビ
ス

自
体
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。

な
ら
ば
、
図
書
館
に
通
い
詰
め
て
読
む

し
か
な
い
。
が
、
こ
れ
も
ま
た
難
し
い
。

図
書
館
は
基
本
的
に
平
日
の
み
、
午
後

四
時
半
の
閉
館
で
あ
る
。
授
業
が
平
日

に
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
る
学
生
や
留

学
生
と
し
て
は
、
授
業
を
う
ま
く
休
ま

な
い
限
り
利
用
で
き
な
い
。

　

図
書
館
の
利
用
機
会
が
こ
の
よ
う
に

限
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
市
中
の
古

本
屋
は
、
様
々
な
知
識
体
系
・
学
術
情

報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
た
め
に
不
可
欠
の

抜
け
道
と
な
る
。
外
国
人
研
究
者
に
と

っ
て
は
特
に
そ
う
だ
し
、
ヤ
ン
ゴ
ン
市

民
に
と
っ
て
も
同
様
だ
。
古
本
屋
が
並

ぶ
一
帯
で
は
、
通
行
人
が
足
下
に
目
を

向
け
な
が
ら
進
ん
で
い
く
。

　

利
用
し
て
い
る
う
ち
に
、
顔
な
じ
み

の
店
が
で
き
て
く
る
。
や
が
て
、
注
文

し
て
本
を
探
し
て
き
て
も
ら
う
よ
う
に

な
る
。
こ
ち
ら
の
関
心
領
域
を
把
握
し

た
古
本
屋
は
、
逆
に
関
係
し
そ
う
な
本

の
売
り
込
み
を
し
て
く
る
よ
う
に
も
な

る
。
ま
る
で
、
大
手
通
販
サ
イ
ト
の
サ

ー
ビ
ス
の
よ
う
に
。
熟
練
し
た
古
本
屋

の
知
識
量
は
膨
大
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

良
い
古
本
屋
は
学
生
や
研
究
者
に
と
っ

て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
図
書
の
最
良
の
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
係
で
あ
り
、
研
究
パ
ー
ト

ナ
ー
と
な
る
の
で
あ
る
。
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●
ミ
ャ
ン
マ
ー
各
地
の
古
本
屋

　

ミ
ャ
ン
マ
ー
の
最
大
経
済
都
市
ヤ
ン

ゴ
ン
に
は
、
新
刊
書
店
や
古
本
屋
が
集

中
す
る
本
屋
街
が
あ
る
。
ダ
ウ
ン
タ
ウ

ン
の
ほ
ぼ
中
心
、
パ
ン
ソ
ー
ダ
ン
通
り

の
周
辺
だ
。
最
近
は
、
東
京
の
神
保
町

に
た
と
え
て
紹
介
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

本
の
町
に
は
喫
茶
店
が
欠
か
せ
な
い
。

神
保
町
に
多
く
の
喫
茶
店
が
あ
る
よ
う

に
、
パ
ン
ソ
ー
ダ
ン
通
り
に
は
露
店
の

喫
茶
店
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
練
乳
入
り

の
濃
厚
な
紅
茶
を
啜
り
、
青
ト
ウ
ガ
ラ

シ
と
生
ニ
ン
ニ
ク
を
齧
り
な
が
ら
、
古

本
屋
と
話
し
込
む
。

　

こ
の
界
隈
に
は
、
露
店
の
古
本
屋
も
、

店
舗
を
構
え
る
古
本
屋
も
揃
っ
て
い
る
。

露
店
の
場
合
、
木
製
の
本
棚
を
設
置
し
、

そ
こ
に
配
置
で
き
な
い
本
は
そ
の
前
面

に
並
べ
る
か
、
山
積
み
に
す
る
。
乾
季

の
強
烈
な
日
差
し
、
雨
季
の
急
な
雨
を

避
け
る
た
め
に
、
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
で
仮

設
の
屋
根
を
設
け
る
こ
と
も
す
る
。

　

本
の
品
揃
え
は
多
彩
、
と
い
う
よ
り

は
雑
多
だ
。
も
ち
ろ
ん
主
役
は
ミ
ャ
ン

マ
ー
語
の
古
書
だ
が
、
英
語
、
中
国
語
、

そ
し
て
、
日
本
語
や
韓
国
語
の
本
も
混

じ
っ
て
い
る
。
古
書
の
姿
も
、
補
修
を

受
け
て
い
た
り
、
コ
ピ
ー
本
だ
っ
た
り

と
様
々
だ
。
数
十
年
前
に
出
版
さ
れ
た

本
の
場
合
、
紙
質
が
悪
く
劣
化
が
進
ん

で
い
る
。
触
る
だ
け
で
崩
壊
し
そ
う
な

本
や
、
脱
落
し
か
か
っ
た
ペ
ー
ジ
が
多

く
な
る
。
そ
こ
で
、
補
修
が
施
さ
れ
る
。

表
紙
を
厚
紙
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
シ
ー

ト
で
代
替
し
、
紐
で
綴
じ
な
お
す
。
近

辺
に
は
こ
の
よ
う
な
業
者
の
店
も
あ
る
。

　

数
が
少
な
く
需
要
が
大
き
い
本
に
つ

い
て
は
、
コ
ピ
ー
本
が
出
回
る
こ
と
と

な
る
。
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
が
コ

ピ
ー
本
化
さ
れ
て
流
通
し
て
い
る
こ
と

も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
執
筆
者
は
ま
っ

た
く
そ
ん
な
事
情
は
把
握
し
て
い
な
い
。

　

パ
ン
ソ
ー
ダ
ン
通
り
の
周
辺
に
は
、

歴
史
的
な
景
観
を
形
成
す
る
コ
ロ
ニ
ア

ル
建
築
が
多
く
残
る
。
そ
れ
だ
け
に
、

カ
メ
ラ
を
抱
え
た
外
国
人
旅
行
者
の
姿

も
連
日
途
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。
今
で

は
、
こ
の
よ
う
な
外
国
人
観
光
客
も
古

本
屋
の
顧
客
と
な
っ
て
い
る
。

　

小
道
に
入
る
と
、
店
舗
を
も
つ
古
書

店
が
点
在
し
て
い
る
。
集
合
住
宅
の
一

階
部
分
に
入
居
し
た
店
が
大
半
だ
。
店

内
に
は
本
が
山
積
み
さ
れ
て
い
る
。
外

部
の
人
間
に
は
本
を
探
す
こ
と
す
ら
困

難
だ
が
、
店
員
は
何
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
か
な
り
正
確
に
把
握
し
て
い
る
。

　

古
本
屋
の
集
積
が
あ
る
の
は
ヤ
ン
ゴ

ン
だ
け
で
は
な
い
。
国
内
第
二
の
都
市

マ
ン
ダ
レ
ー
に
も
、
老
舗
の
古
本
屋
が

存
在
す
る
。
市
内
有
数
の
商
業
地
で
あ

る
ゼ
ー
ジ
ョ
ー
市
場
の
周
辺
に
、
常
設

の
店
舗
を
も
つ
新
刊
書
店
、
古
本
屋
、

出
版
社
が
集
ま
っ
て
い
る
が
、
特
に
古

本
で
有
名
な
の
は
夜
市
だ
ろ
う
。

　

ゼ
ー
ジ
ョ
ー
市
場
の
前
を
南
北
に
走

る
幹
線
道
路
、
八
四
番
通
り
。
日
中
は

近
郊
各
地
へ
出
発
す
る
ト
ラ
ッ
ク
・
バ

ス
と
バ
イ
ク
で
混
雑
を
極
め
る
が
、
市

場
が
閉
ま
る
夕
方
以
降
は
車
両
の
進
入

が
禁
止
さ
れ
、
路
上
に
露
店
が
並
ぶ
夜

市
が
行
わ
れ
る
。
独
立
後
に
始
ま
っ
た

も
の
だ
と
い
う
。
か
つ
て
社
会
主
義
時

代
、
経
済
が
鎖
国
状
態
に
あ
っ
た
頃
に

は
、
ヤ
ミ
貿
易
で
も
た
ら
さ
れ
る
商
品

の
取
引
で
賑
わ
っ
た
と
い
う
。

　

台
車
で
運
び
込
ま
れ
た
本
が
並
べ
ら

れ
、
申
し
訳
程
度
の
電
灯
が
吊
る
さ
れ

る
。
ヤ
ン
ゴ
ン
の
古
本
屋
で
も
あ
ま
り

み
か
け
な
い
希
少
本
が
み
つ
か
る
こ
と

も
あ
る
。
観
光
ブ
ー
ム
の
た
だ
な
か
に

あ
る
マ
ン
ダ
レ
ー
だ
が
、
こ
の
夜
市
は

ま
だ
昔
な
が
ら
の
雰
囲
気
を
保
っ
て
い

る
。
た
だ
、
新
興
の
商
業
施
設
や
飲
食

店
が
増
え
た
影
響
か
、
夜
市
へ
の
出
店

数
や
来
客
は
減
少
傾
向
に
あ
る
よ
う
で

あ
る
。

　

遺
跡
の
町
バ
ガ
ン
に
も
古
本
を
扱
う

店
が
あ
る
。
観
光
客
が
集
中
す
る
有
名

パ
ゴ
ダ
の
門
前
で
、
土
産
物
屋
に
混
じ

っ
て
営
業
し
て
い
る
店
だ
。
こ
の
よ
う

な
店
は
、
英
語
で
書
か
れ
た
観
光
客
向

け
の
遺
跡
ガ
イ
ド
や
、
歴
史
関
係
の
本

に
品
揃
え
を
特
化
さ
せ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
各
地
に
点
在
す
る
古
本

屋
は
、
古
本
屋
同
士
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
結
ば
れ
て
い
る
。
マ
ン
ダ
レ
ー
や
バ

ガ
ン
を
回
っ
て
い
る
と
き
、
顔
見
知
り

の
ヤ
ン
ゴ
ン
の
古
本
商
と
鉢
合
わ
せ
に

な
る
こ
と
が
度
々
あ
っ
た
。
聞
け
ば
、

マ
ン
ダ
レ
ー
に
は
仕
入
の
た
め
、
バ
ガ

ン
へ
は
知
り
合
い
の
店
へ
の
販
売
の
た

め
の
営
業
旅
行
だ
と
い
う
。
ミ
ャ
ン
マ

ー
に
お
け
る
図
書
の
流
通
は
、
こ
の
よ

う
な
小
規
模
業
者
の
活
動
に
頼
る
部
分

が
依
然
と
し
て
大
き
い
。

●
古
本
屋
業
界
の
歴
史

　

公
的
機
関
が
実
現
で
き
な
い
、
本
に

対
す
る
需
要
へ
の
供
給
を
行
う
。
ミ
ャ

ン
マ
ー
の
古
本
屋
が
担
う
機
能
は
、
詰

ま
る
と
こ
ろ
こ
の
よ
う
に
要
約
で
き
る

だ
ろ
う
。
だ
が
こ
う
し
た
機
能
は
、
近

ヤンゴン　パンソーダン通りの古本屋
（2015 年 7 月、筆者撮影）
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年
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。

　
「
パ
レ
ッ
パ
ウ
ン
・
テ
ッ
カ
ト
ー
」、

あ
る
い
は
「
ラ
ン
ベ
ー
・
テ
ッ
カ
ト
ー
」

と
い
う
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
の
言
葉
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
「
歩
道
上
の
大
学
」、「
道
端

の
大
学
」
と
い
っ
た
意
味
で
、
路
上
の

古
本
屋
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
ミ
ャ

ン
マ
ー
に
お
け
る
古
本
屋
の
歴
史
は
、

近
代
出
版
物
が
導
入
さ
れ
始
め
た
植
民

地
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
。
当
時
の
古
本

屋
も
、
知
識
の
伝
達
経
路
に
お
い
て
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
古
本
屋
か

ら
大
き
な
「
学
恩
」
を
受
け
た
ミ
ャ
ン

マ
ー
人
知
識
人
ら
が
、
親
し
み
と
敬
意

を
こ
め
て
、
こ
う
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
知
識
人
の
古
本
屋
と
の
関
わ

り
を
、
彼
ら
の
回
想
録
か
ら
ひ
ろ
っ
て

み
た
い
。

　

ま
ず
、
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
作
家
、

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
躍
し
た
ゼ

ー
ヤ
ー
の
経
験
を
み
て
み
よ
う
（
参
考

文
献
①
）。
ゼ
ー
ヤ
ー
は
高
校
修
了
後

の
一
九
二
〇
年
、
二
〇
歳
の
と
き
に
初

め
て
ヤ
ン
ゴ
ン
を
訪
れ
た
。
大
学
に
進

学
す
る
機
会
こ
そ
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

雑
誌
『
ダ
ゴ
ン
マ
ガ
ジ
ン
』
編
集
の
仕

事
を
き
っ
か
け
に
、
出
版
業
界
で
の
キ

ャ
リ
ア
を
形
成
し
て
い
く
。
そ
ん
な
彼

が
、
見
識
を
広
め
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
古
本
屋
と
の
交
流
に
つ
い
て
記
し
て

い
る
。

　

彼
が
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
二
〇
世

紀
初
頭
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
で
は
、
出
版
業

界
は
ま
だ
草
創
期
に
あ
っ
た
。
ヤ
ン
ゴ

ン
か
ら
離
れ
た
地
域
で
は
、
ま
だ
本
自

体
が
珍
し
く
、
学
校
図
書
館
へ
行
っ
て

も
蔵
書
の
質
量
と
も
に
不
十
分
で
、
存

在
し
な
い
に
等
し
い
状
態
だ
っ
た
。
本

格
的
な
書
店
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き

た
の
は
、
ヤ
ン
ゴ
ン
に
出
て
き
て
か
ら

の
こ
と
だ
。

　

ヤ
ン
ゴ
ン
の
市
街
地
中
心
部
、
市
庁

舎
の
隣
に
、
高
い
塔
が
目
を
引
く
コ
ロ

ニ
ア
ル
建
築
が
建
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
、

植
民
地
時
代
に
は
ロ
ウ
・
デ
パ
ー
ト
メ

ン
ト
ス
ト
ア
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。

ゼ
ー
ヤ
ー
が
初
め
て
書
店
で
本
を
買
っ

た
の
は
、
こ
の
場
所
だ
っ
た
と
い
う
。

当
時
の
ヤ
ン
ゴ
ン
に
は
新
刊
書
店
が
ま

だ
数
店
し
か
な
く
、
し
か
も
新
刊
書
は

高
価
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
当
時
の
月

給
で
多
く
の
本
を
購
入
す
る
こ
と
は
困

難
だ
っ
た
。

　

安
価
に
多
く
の
本
を
読
み
た
い
、
と

い
う
彼
の
希
望
を
満
た
し
た
の
は
、
路

上
の
古
本
屋
だ
っ
た
。
南
イ
ン
ド
系
住

民
が
、
捨
て
ら
れ
た
本
や
雑
誌
を
拾
っ

て
き
て
売
っ
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
で

は
、
状
態
こ
そ
悪
い
も
の
の
、
様
々
な

分
野
の
本
を
格
安
で
入
手
で
き
た
。
読

書
経
験
を
蓄
積
し
、
視
野
が
広
が
る
に

つ
れ
て
本
へ
の
要
求
は
高
度
化
す
る
。

や
が
て
、
古
本
屋
に
対
し
、
本
を
効
率

的
に
集
め
る
方
法
を
提
案
す
る
に
至
る
。

そ
の
方
法
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
が
多
い

地
区
を
回
り
、
彼
ら
が
捨
て
た
本
を
従

者
で
あ
る
イ
ン
ド
人
か
ら
買
い
集
め
る

と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
方
法
は
功

を
奏
し
、
ほ
ど
な
く
流
通
ル
ー
ト
が
確

立
さ
れ
る
と
、
古
本
屋
街
も
成
長
を
遂

げ
て
い
っ
た
。

　

ゼ
ー
ヤ
ー
は
、
古
本
屋
の
記
憶
を
次

の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
。

「
我
々
の
よ
う
に
、
運
に
恵
ま
れ
ず
大

学
に
進
学
で
き
な
か
っ
た
者
は
、
大
学

で
得
ら
れ
る
は
ず
の
知
識
や
見
識
を
、

自
力
で
支
払
え
る
少
額
の
金
銭
を
払
っ

て
、
そ
う
し
た
古
本
屋
か
ら
得
た
の
だ

っ
た
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
、
古
本
屋
は

貧
者
の
大
学
で
あ
っ
た
。
彼
ら
へ
の
恩

は
大
き
い
。彼
ら
が
い
な
け
れ
ば
、我
々

が
広
い
知
識
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
。」

　

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
・
グ
ェ
ウ
ー
ダ
ウ

ン
も
、
古
本
屋
稼
業
の
経
験
を
回
想
録

に
残
し
て
い
る
（
参
考
文
献
②
）。

一
九
一
五
年
生
ま
れ
の
彼
は
、
ゼ
ー
ヤ

ー
よ
り
も
若
干
遅
く
、
一
九
三
一
年
に

ヤ
ン
ゴ
ン
へ
や
っ
て
き
た
。
日
本
軍
の

占
領
時
代
に
古
本
屋
を
営
ん
だ
経
験
が

あ
る
。
場
所
は
、
シ
ュ
エ
ダ
ゴ
ン
パ
ゴ

ダ
の
東
側
参
道
。
開
店
こ
そ
し
た
も
の

の
、
本
の
仕
入
れ
が
不
安
定
で
、
閉
店

し
て
い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
と

い
う
。
店
に
は
、
遠
方
か
ら
の
買
い
付

け
客
が
訪
れ
て
い
た
。
本
の
流
通
機
構

が
未
整
備
だ
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
遠

隔
地
へ
の
本
の
流
通
を
担
っ
た
の
は
、

こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
業
者
の
活
動
で

あ
っ
た
よ
う
だ
。

　

民
間
の
図
書
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、

独
立
時
の
図
書
館
復
興
に
も
貢
献
し
て

い
る
。
当
時
ヤ
ン
ゴ
ン
大
学
図
書
館
で

勤
務
し
て
い
た
タ
イ
ッ
ソ
ー
が
回
想
し

て
い
る
（
参
考
文
献
③
）。
ヤ
ン
ゴ
ン

大
学
図
書
館
は
市
内
有
数
の
大
型
図
書

館
だ
っ
た
が
、
戦
災
に
よ
り
損
傷
し
、

多
く
の
蔵
書
が
失
わ
れ
た
。
独
立
後
、

図
書
館
の
再
開
に
向
け
て
ミ
ャ
ン
マ
ー

語
資
料
を
中
心
に
蔵
書
の
再
収
集
が
行

わ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
個
人
の
蔵
書
家

が
収
集
し
て
い
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
語
定
期

マンダレー　夜市の古本屋（2015 年 7 月、筆者撮影）
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刊
行
物
類
や
、
民
間
人
が
市
内
各
地
か

ら
買
い
集
め
て
き
た
古
本
が
収
め
ら
れ

た
。

　

二
〇
世
紀
前
半
の
ミ
ャ
ン
マ
ー
は
、

植
民
地
支
配
と
戦
争
と
い
う
知
的
活
動

の
継
続
の
う
え
で
非
常
に
困
難
な
時
期

を
経
験
し
た
。
公
的
機
関
は
十
全
に
機

能
し
な
い
状
態
が
続
い
た
が
、
非
公
式

な
図
書
の
流
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
可

能
な
限
り
需
要
に
応
え
て
い
た
様
子
が

窺
え
る
。

　

公
的
機
関
の
機
能
不
十
分
と
い
う
状

況
は
、
独
立
後
も
同
様
で
あ
る
。
長
期

化
し
た
軍
政
下
に
あ
っ
て
、
自
由
な
知

的
活
動
や
出
版
活
動
は
著
し
く
制
限
さ

れ
、
そ
の
影
響
は
今
日
に
も
及
ん
で
い

る
。
し
か
し
、
古
本
を
所
蔵
・
流
通
さ

せ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
強
靭
か
つ
柔
軟

に
存
続
し
続
け
、
現
代
社
会
に
も
恩
恵

を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

●
変
革
の
時
代
を
迎
え
て

　

図
書
を
取
り
巻
く
環
境
が
不
利
な
時

代
に
あ
っ
て
も
、
し
ぶ
と
く
知
識
の
伝

達
を
担
っ
て
き
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
古
本

屋
。
し
か
し
、
昨
今
迎
え
つ
つ
あ
る
変

化
は
、
こ
れ
ま
で
と
は
大
き
く
異
な
る

性
質
の
も
の
ば
か
り
だ
。

　

ま
ず
、
場
所
の
問
題
が
あ
る
。
経
済

開
放
政
策
に
よ
り
、
ヤ
ン
ゴ
ン
を
は
じ

め
と
す
る
各
都
市
は
、
自
動
車
の
急
増

に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
植

民
地
時
代
以
来
の
道
路
構
造
で
あ
る
ヤ

ン
ゴ
ン
中
心
市
街
地
の
状
況
は
悲
惨
で

あ
る
。
か
つ
て
広
幅
員
だ
っ
た
歩
道
は
、

車
道
と
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
た

め
に
多
く
が
削
り
取
ら
れ
た
。
通
行
の

妨
げ
に
な
る
露
店
へ
の
風
当
た
り
も
強

ま
る
一
方
で
、
行
政
に
よ
る
出
店
規
制

強
化
が
進
む
。
古
本
屋
へ
の
影
響
も
避

け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
公
的
機
関
の
整
備
に
よ
る
環

境
の
変
化
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
旧
態
依

然
と
し
て
い
た
図
書
館
は
、
面
目
を
一

新
し
つ
つ
あ
る
。
文
化
省
、
教
育
省
の

傘
下
に
あ
る
大
型
図
書
館
を
は
じ
め
、

全
国
各
地
の
公
共
図
書
館
、
学
校
図
書

館
に
対
し
て
海
外
か
ら
の
支
援
が
入
り

始
め
た
。
首
都
ネ
ー
ピ
ー
ド
ー
に
は
新

し
い
国
立
図
書
館
が
開
館
し
、
難
点
だ

っ
た
サ
ー
ビ
ス
の
貧
弱
さ
は
改
善
し
つ

つ
あ
る
。
た
と
え
ば
、
外
国
人
に
よ
る

利
用
が
手
続
き
な
し
で
可
能
に
な
っ
た
。

コ
ピ
ー
機
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
等
の
整

備
に
も
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
だ

完
全
で
は
な
い
も
の
の
、
Ｏ
Ｐ
Ａ
Ｃ
や

蔵
書
を
電
子
化
し
て
公
開
す
る
サ
ー
ビ

ス
の
導
入
も
進
む
。

　

最
大
の
変
化
は
、
世
界
共
通
の
動
向

で
も
あ
る
新
た
な
メ
デ
ィ
ア
の
出
現
で

あ
る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ

ト
Ｐ
Ｃ
の
急
速
な
普
及
に
よ
り
、
出
版

業
界
は
強
烈
な
影
響
を
被
っ
て
い
る
。

出
版
物
の
事
前
検
閲
制
度
が
二
〇
一
二

年
に
廃
止
さ
れ
た
結
果
、
政
治
関
係
本

の
発
行
が
容
易
に
な
り
、
民
間
の
週
刊

ジ
ャ
ー
ナ
ル
や
日
刊
紙
の
創
刊
も
相
次

い
だ
。
業
界
の
発
展
が
期
待
さ
れ
た
が
、

人
々
の
読
書
習
慣
の
変
化
は
よ
り
急
激

だ
っ
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
サ
イ
ト
の
利
用
が
急

増
す
る
に
つ
れ
、
紙
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
や

本
の
売
れ
行
き
は
伸
び
悩
ん
で
い
る
。

一
時
、
百
花
繚
乱
だ
っ
た
新
創
刊
の
ジ

ャ
ー
ナ
ル
は
、
現
在
そ
の
大
半
が
休
・

廃
刊
状
態
で
あ
る
。
新
刊
書
の
価
格
も

上
が
っ
て
お
り
、
紙
の
本
離
れ
に
拍
車

を
か
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
時
代
に
、

古
本
屋
の
役
割
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し

て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

●
お
わ
り
に

　

重
く
苦
し
い
近
現
代
史
を
歩
ん
で
き

た
ミ
ャ
ン
マ
ー
。
植
民
地
統
治
、
戦
争
、

そ
し
て
そ
の
後
の
軍
政
時
代
と
、
ミ
ャ

ン
マ
ー
国
内
で
の
知
的
営
為
は
度
重
な

る
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
も
、
途
絶

え
る
こ
と
な
く
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ

て
き
た
。
そ
れ
を
水
面
下
で
支
え
て
き

た
の
が
、
古
本
屋
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
。

　

こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
恩
恵
は
、
ミ

ャ
ン
マ
ー
人
知
識
人
の
み
な
ら
ず
、
外

国
人
研
究
者
も
大
い
に
受
け
て
い
る
。

研
究
活
動
が
制
限
を
受
け
て
い
た
時
代

に
あ
っ
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
の
知
の
体
系

に
ア
ク
セ
ス
す
る
最
善
の
道
は
、
古
本

屋
で
あ
り
続
け
た
。
植
民
地
時
代
を
経

験
し
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
人
知
識
人
も
、
現

代
の
研
究
者
も
、
と
も
に
「
路
上
の
大

学
」
の
学
徒
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
文
献
資
料
に
も
、

こ
の
よ
う
な
領
域
を
存
続
さ
せ
て
き
た

人
々
の
営
為
に
も
学
ぶ
べ
き
事
柄
は
多

い
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
は
次
な
る
受

益
者
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

（
い
し
か
わ　

か
ず
ま
さ
／
前
上
智
大

学
大
学
院　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ス
タ
デ
ィ

ー
ズ
研
究
科
地
域
研
究
専
攻
博
士
後
期

課
程
）
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