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１
、
は
じ
め
に

　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
日
本
の
文
化
は
、
占
領
軍
で
あ
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
文

化
の
影
響
を
多
分
に
受
け
て
形
成
さ
れ
た
、
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
例

え
ば
吉
見
俊
哉
は
『
親
米
と
反
）
1
（
米
』
の
中
で
、
戦
後
の
日
本
人
が
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
暴
力
性
を
忘
却
し
な
が
ら
「
ア
メ
リ
カ
文
化
」
を
消
費
の

対
象
と
し
て
欲
望
し
た
様
子
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
吉
見
の
態
度
は
、
文
化
と

国
民
共
同
体
と
の
紐
帯
に
対
す
る
素
朴
な
信
憑
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　

文
化
の
構
成
素
で
あ
り
同
時
に
文
化
の
産
物
で
も
あ
る
「
言
語
」
を
例
に
考

え
て
み
よ
う
。
既
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
民
共
同
体
の

形
成
に
お
い
て
果
た
す
言
語
（
国
民
語
）
の
役
割
は
大
き
い
。
言
語
と
国
民
共

同
体
と
の
紐
帯
は
、
他
の
言
語
│
国
民
共
同
体
と
の
比
較
と
区
別
を
媒
介
し
て

実
現
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
多
く
は
、
相
手
と
話
が
通
じ
な
い
と
い
う
状
態

に
無
関
心
で
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
私
た
ち
は
、
自
他
の
間
に
話
す
／
話
せ

な
い
、
わ
か
る
／
わ
か
ら
な
い
と
い
う
境
界
を
意
識
す
る
と
、
そ
の
境
界
を

“
国
境
”
と
重
ね
て
表
象
し
、
言
語
と
国
民
共
同
体
と
を
結
び
つ
け
て
し
ま
う

思
い
込
み
を
、
思
わ
ず
自
ら
に
許
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
思

い
込
み
に
よ
っ
て
、「
同
じ
国
民
と
し
て
同
じ
言
語
を
話
す
」
共
同
体
と
い
う

も
の
を
実
体
視
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
無
論
、
こ
の
よ
う
な
国
民
共
同
体

の
構
想
は
、
言
語
の
み
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
国
文
学
」
や
「
Ｊ

ポ
ッ
プ
」
と
い
っ
た
周
知
の
呼
称
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
学
や
音

楽
な
ど
様
々
な
文
化
的
生
産
物
（
も
し
く
は
生
産
過
程
）
を
国
民
共
同
体
を
基

盤
と
し
た
も
の
と
し
て
想
像
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
国
民
共
同
体
と
文
化
と
の
紐

帯
を
承
認
し
て
し
ま
う
。
吉
見
俊
哉
の
文
化
観
は
、
戦
後
の
日
本
人
に
よ
っ
て

欲
望
さ
れ
た
文
化
的
生
産
物
の
そ
の
価
値
を
保
証
し
て
い
る
の
が
「
ア
メ
リ

カ
」
と
い
う
国
民
共
同
体
と
そ
の
文
化
的
生
産
物
と
の
紐
帯
で
あ
る
こ
と
を
認

め
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
。

　

任
意
の
文
化
を
享
受
す
る
／
し
な
い
と
い
う
分
節
を
国
民
共
同
体
の
内
と
外

と
の
関
係
と
し
て
表
象
す
る
技
術
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
国
民
共
同
体
の
内

部
に
存
在
す
る
無
数
の
亀
裂
を
不
可
視
化
す
る
。「
文
化
の
波
及
す
る
範
囲
と

共
同
体
の
範
囲
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
文
化
主
義
者
の
発
想
は
、
あ
ら
か
じ

虚
構
的
な
「
日
系
人
」
の
戦
略

─
─
一
九
七
〇
年
代
の
細
野
晴
臣
の
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
思
考
─
─

広
　
　
瀬

　
　
正
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五
〇

め
、
共
同
体
内
に
あ
る
無
数
の
文
化
的
非
共
約
性
を
共
同
体
の
外
部
と
の
境
界

に
の
み
見
よ
う
と
す
る
機
制
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
）
2
（

る
」。
こ
の
よ
う
な
技

術
は
、
そ
の
国
民
に
の
み
共
有
可
能
な
本
質
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
こ
と

で
、
共
同
体
内
の
少
数
者
に
対
す
る
同
化
と
排
除
の
論
理
を
構
成
す
る
。
た

だ
、
こ
う
し
た
文
化
の
政
治
の
問
題
は
、
文
学
や
音
楽
と
い
っ
た
個
々
の
文
化

的
生
産
物
（
生
産
過
程
）
の
特
徴
に
応
じ
て
、
質
を
異
と
す
る
。

　

私
た
ち
が
音
楽
を
聴
く
と
き
、
基
本
的
に
は
、
言
語
的
な
意
味
性
に
は
必
ず

し
も
還
元
さ
れ
な
い
聴
覚
的
な
水
準
の
情
報
を
ま
ず
は
受
信
し
、
そ
の
上
で
聴

覚
的
な
快
楽
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
は
、
音
自
体
が
有
す
る
対
象

指
示
性
と
は
無
関
係
に
、
そ
の
音
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
あ
る
楽
曲

の
中
に
銃
声
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
小
鳥
の
鳴
き
声
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
そ
れ
を
「
銃
声
」
と
し
て
あ
る
い
は
「
小
鳥
の
鳴
き
声
」
と
し
て
聴
か

な
い
自
由
を
│
│
リ
ズ
ム
を
構
成
す
る
打
楽
器
的
な
役
割
を
担
う
音
と
し
て
感

受
す
る
自
由
を
、
聴
取
者
は
担
保
し
て
い
る
。
言
語
使
用
の
経
験
に
お
け
る
共

約
／
非
共
約
の
分
節
化
は
、
言
語
の
対
象
指
示
性
に
大
き
く
依
拠
し
て
行
わ
れ

て
い
る
が
、
音
楽
聴
取
の
経
験
に
お
い
て
は
、
音
の
対
象
指
示
性
は
あ
く
ま
で

相
対
的
な
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
の
た
め
、
言
語
使
用
に
お
け
る
共
約
／
非
共

約
の
分
節
化
の
際
に
自
ず
と
前
提
さ
れ
て
い
た
国
境
は
、
必
ず
し
も
音
楽
経
験

に
お
け
る
分
節
化
の
際
の
基
準
に
は
な
り
得
な
い
。
ま
た
、
サ
ン
プ
リ
ン
グ
技

術
や
Ｄ
Ｊ
的
手
法
を
動
員
し
た
ト
ラ
ッ
ク
・
メ
イ
キ
ン
グ
の
一
般
化
に
よ
り
、

音
を
脱
コ
ン
テ
ク
ス
ト
的
な
「
素
材
」
と
し
て
扱
う
意
識
が
形
成
さ
れ
、
音
と

ロ
ー
カ
ル
な
共
同
体
と
の
繋
が
り
を
切
断
す
る
聴
取
が
生
ま
れ
る
こ
と
と

な
っ
）
3
（

た
。
こ
う
し
た
音
楽
を
め
ぐ
る
技
術
や
環
境
は
、
文
学
（
言
語
表
現
）
を

め
ぐ
る
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
よ
う
。

　

で
は
、
音
楽
を
め
ぐ
る
経
験
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、
共
約
／
非
共
約
の
分
節

化
と
国
境
の
再
画
定
は
、
ど
の
よ
う
な
想
像
力
を
契
機
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
分
節
化
の
重
層
性
が
ど
の
よ
う
な
政
治
性
を
喚
起

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
右
の
問
題
を
細
野
晴
臣
の
一
九
七
〇
年
代
の

思
考
と
実
践
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。
細
野
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の

領
域
で
「
ア
メ
リ
カ
音
楽
」
な
る
も
の
と
対
峙
し
そ
れ
を
自
ら
の
実
践
へ
と
接

続
さ
せ
た
、
日
本
を
代
表
す
る
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
だ
。
彼
も
ま
た
、
文
化
と
国

民
共
同
体
と
の
紐
帯
へ
の
信
憑
を
前
提
と
し
た
文
化
観
を
構
成
し
た
。
し
か
し

そ
の
一
方
で
、
そ
う
し
た
文
化
観
を
逸
脱
し
て
い
く
よ
う
な
、「
日
系
人
」
＝

「
ハ
リ
ー
細
野
」
と
い
う
虚
構
的
な
主
体
を
構
築
し
、
そ
れ
へ
の
自
己
同
一
化

を
図
る
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
態
度
も
と
っ
た
。
こ
う
し
た
細
野
の
ユ
ニ
ー
ク
さ

に
注
目
す
る
こ
と
で
、
文
化
の
非
共
約
性
と
国
境
を
め
ぐ
る
問
題
を
多
元
的
に

捉
え
る
視
座
を
構
築
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

２
、
非
共
約
性
の
顕
在
化 

 

─
─
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
か
ら
『H

o
s
o
n
o
 H

o
u
s
e

』
へ

　
一
九
六
九
年
に
エ
イ
プ
リ
ル
フ
ー
ル
の
一
員
と
し
て
音
楽
家
と
し
て
ス
タ
ー
ト

し
た
細
野
晴
臣
は
、
七
〇
年
に
大
滝
詠
一
、
鈴
木
茂
、
松
本
隆
と
は
っ
ぴ
い
え

ん
ど
を
結
成
し
、
三
枚
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
ル
バ
ム
を
発
表
し
た
。
そ
の
後
ソ
ロ

活
動
に
入
り
、『H

osono H
ouse

』（
一
九
七
三
年
）、『Tropical Dandy

』

（
七
五
年
）、『
泰
安
洋
行
』（
七
六
年
）、『
は
ら
い
そ
』（
七
八
年
）
を
発
表
。
第

一
期
ソ
ロ
活
動
後
は
Ｙ
Ｍ
Ｏ
（Yellow

 M
agic O

rchestra

）
の
リ
ー
ダ
ー
と

し
て
活
躍
し
、
そ
の
後
は
作
・
編
曲
家
と
し
て
日
本
の
ア
イ
ド
ル
歌
謡
を
支
え

な
が
ら
、
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
音
楽
の
導
入
や
映
画
音
楽
の
制
作
を
行
う
な
ど
、
今

日
に
お
い
て
も
多
岐
に
わ
た
る
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

　

は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
は
、
ア
メ
リ
カ
の
バ
ン
ド
、
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
ス
プ
リ
ン

グ
フ
ィ
ー
ル
ド
の
サ
ウ
ン
ド
の
影
響
を
受
け
た
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
で
あ
る
。
し
か
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五
一

し
彼
ら
の
音
楽
の
最
大
の
特
徴
は
、
英
語
詞
の
楽
曲
を
歌
う
バ
ン
ド
が
多
か
っ

た
当
時
の
日
本
の
ロ
ッ
ク
音
楽
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
、
日
本
語
詞
を
積
極
的
に

採
用
し
た
点
に
あ
っ
た
。
日
本
語
詞
を
歌
う
と
い
う
ア
イ
デ
ア
は
、
松
本
隆
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
細
野
を
含
む
他
の
メ
ン
バ
ー
は
、
当
初
は
日
本
語
詞
に

対
し
て
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
松
本
が
他
の
メ
ン
バ
ー
を
説
得
し
た
こ
と
で
、

日
本
語
詞
の
選
択
は
メ
ン
バ
ー
全
員
の
総
意
と
な
っ
た
。
日
本
語
詞
の
採
用

は
、
彼
ら
と
他
の
日
本
の
ロ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
と
の
差
異
化
を
図
る
も
の

と
し
て
、
戦
略
的
に
行
わ
れ
た
。
歌
唱
は
大
瀧
詠
一
と
細
野
が
担
当
し
た
。

　

だ
が
こ
の
差
異
化
の
戦
略
は
、
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
他
の
ミ
ュ
ー
ジ

シ
ャ
ン
と
の
論
争
を
生
ん
だ
。
後
に
「
日
本
語
ロ
ッ
ク
論
争
」
な
ど
と
呼
ば
れ

る
、
内
田
裕
也
ら
「
英
語
詞
ロ
ッ
ク
派
」
と
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
と
の
、
ロ
ッ
ク

に
お
け
る
言
語
選
択
の
問
題
を
め
ぐ
る
葛
藤
が
そ
れ
）
4
（

だ
。
こ
の
論
争
は
、『
新

宿
プ
レ
イ
マ
ッ
プ
』
一
九
七
〇
年
一
〇
月
号
や
、『
ニ
ュ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ

ク
・
マ
ガ
ジ
ン
』
一
九
七
一
年
五
月
号
な
ど
の
雑
誌
媒
体
を
舞
台
と
し
た
。

　
「
日
本
語
ロ
ッ
ク
論
争
」
に
お
け
る
内
田
裕
也
ら
の
立
場
は
、
ロ
ッ
ク
音
楽

の
リ
ズ
ム
と
日
本
語
の
リ
ズ
ム
の
釣
り
合
い
の
悪
さ
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
内
田
は
、
言
語
が
指
示
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
に
で
は
な
く
、
言
語

を
超
え
た
共
感
を
目
指
す
と
い
う
点
に
ロ
ッ
ク
の
価
値
を
見
い
だ
し
た
。「
も

し
日
本
語
で
唄
う
よ
り
、
英
語
で
唄
っ
て
言
葉
が
判
ら
な
く
て
も
“
の
っ
て
”

説
得
で
き
れ
ば
、
そ
の
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
に
フ
ォ
ー
ク
と
違
っ

て
ロ
ッ
ク
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
じ
ゃ
な
い
し
、（
略
）
言
葉
は
重
要
だ
と
思
う
け

ど
、
ボ
ク
は
そ
ん
な
に
こ
だ
わ
ら
な
）
5
（

い
」。
音
楽
の
ノ
リ
に
対
す
る
内
田
の
言

及
は
、
ロ
ッ
ク
の
サ
ウ
ン
ド
と
歌
詞
と
が
未
分
化
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
た
。
歌
詞
（
英
語
）
の
指
示
対
称
性
を
相
対
化
し
（
あ
る
い
は
無
化
し
）、

聴
覚
的
な
言
語
情
報
と
非
言
語
情
報
と
が
渾
然
と
し
た
も
の
と
し
て
ロ
ッ
ク
を

捉
え
、
言
語
の
発
声
の
質
は
サ
ウ
ン
ド
の
範
疇
に
包
括
さ
れ
る
も
の
だ
と
、
内

田
ら
は
考
え
て
い
た
。
一
方
、
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
側
は
、
ロ
ッ
ク
が
日
常
生
活

に
浸
透
し
て
い
な
い
「
日
本
」
に
ロ
ッ
ク
を
「
土
着
」
さ
せ
る
こ
と
が
、
日
本

語
詞
採
用
の
目
的
で
あ
る
と
し
た
。「
ボ
ク
だ
っ
て
、
ロ
ッ
ク
を
や
る
の
に
日

本
と
い
う
国
は
向
い
て
い
な
い
と
思
う
。（
略
）
で
も
、
日
本
で
や
る
と
い
う

の
な
ら
、
日
本
の
聴
衆
を
相
手
に
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
わ
け
で
、
そ
こ
に
日

本
語
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
ん
で
）
6
（
す
」。

　

ロ
ッ
ク
を
「
日
本
」
に
と
っ
て
共
約
可
能
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
英
語
詞

で
は
な
く
日
本
語
詞
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
大
滝
の
立
場
は
、「
日

本
」
の
文
化
規
範
を
規
定
し
て
い
る
も
の
の
中
心
に
日
本
語
を
置
く
と
い
う
発

想
を
前
提
し
て
い
る
。
こ
の
発
想
は
、「
日
本
」
の
外
部
に
い
る
他
者
は
日
本

語
を
解
さ
な
い
以
上
「
日
本
文
化
」
を
共
有
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
す

る
認
識
と
表
裏
一
体
で
あ
り
、
国
民
共
同
体
「
日
本
」
の
本
質
は
日
本
語
で
あ

る
と
認
定
す
る
政
治
性
を
立
ち
あ
げ
る
こ
と
に
な
る
。
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
に
お

け
る
細
野
晴
臣
の
歌
声
は
、
そ
う
し
た
政
治
性
を
帯
び
る
も
の
で
あ
っ
）
7
（
た
。

　

無
論
、
彼
ら
も
ま
た
歌
詞
と
サ
ウ
ン
ド
と
の
連
動
の
仕
方
に
つ
い
て
自
覚
的

で
は
あ
っ
た
。
松
本
隆
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
日
本
語
詞
は
、
サ
ウ
ン
ド
に
従
属

す
る
よ
う
に
、
日
常
会
話
と
は
異
な
る
仕
方
で
区
切
ら
れ
、
日
常
会
話
と
は
異

な
る
ア
ク
セ
ン
ト
で
発
声
さ
れ
）
8
（

た
。
た
だ
、
自
ら
の
言
語
体
系
や
文
化
規
範
の

“
外
部
”
に
位
置
す
る
ロ
ッ
ク
の
歌
詞
を
“
内
部
”
に
あ
る
日
本
語
で
構
成
さ

せ
た
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
の
試
み
は
、
内
田
裕
也
ら
に
お
い
て
は
未
分
化
で
あ
っ

た
サ
ウ
ン
ド
と
歌
詞
と
の
関
係
を
分
節
的
な
も
の
に
し
た
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。「
日
本
語
ロ
ッ
ク
論
争
」
と
は
、
単
に
歌
詞
の
言
語
の
選
択
の
問
題
の
み

な
ら
ず
、
言
語
情
報
と
非
言
語
情
報
と
の
差
配
を
め
ぐ
る
問
題
に
よ
っ
て
も
媒

介
さ
れ
る
葛
藤
で
あ
っ
た
。

　

は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
の
実
践
は
、
ロ
ッ
ク
音
楽
に
お
い
て
歌
わ
れ
る
歌
詞
の
言

語
へ
の
意
識
化
を
通
じ
て
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
の
文
化
的
な
非
共
約
性
を
顕
在
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化
さ
せ
た
が
、
そ
の
後
の
細
野
の
活
動
は
そ
の
非
共
約
性
を
別
の
仕
方
で
再
構

成
す
る
。
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
解
散
後
の
一
九
七
三
年
、
細
野
は
初
の
ソ
ロ
・
ア

ル
バ
ム
『H

osono H
ouse

』
を
発
表
し
た
。
こ
の
ア
ル
バ
ム
は
、
細
野
が
埼

玉
県
狭
山
市
の
「
狭
山
ア
メ
リ
カ
村
」
の
自
宅
に
十
六
チ
ャ
ン
ネ
ル
の
録
音
機

材
を
持
ち
込
ん
で
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
。
音
楽
的
に
は
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
時

代
の
音
楽
性
の
延
長
上
に
あ
る
と
言
え
る
が
、
当
時
と
は
異
な
り
、
全
楽
曲
の

歌
詞
を
細
野
が
作
成
し
、
ま
た
全
楽
曲
に
お
い
て
歌
唱
し
て
い
る
。

　

細
野
が
音
楽
制
作
の
舞
台
と
し
た
狭
山
ア
メ
リ
カ
村
は
、
稲
荷
山
公
園
（
旧

ジ
ョ
ン
ソ
ン
基
地
跡
地
公
園
）
の
そ
ば
に
あ
る
、
か
つ
て
基
地
の
隊
員
や
そ
の

家
族
が
住
ん
で
い
た
米
軍
ハ
ウ
ス
の
あ
る
集
落
で
あ
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が

終
結
す
る
と
基
地
の
ア
メ
リ
カ
兵
が
減
少
し
空
き
家
が
増
え
た
た
め
、
ハ
ウ
ス

は
民
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
、
そ
こ
に
多
く
の
音
楽
家
や
芸
術
家
が
居
住
す
る
よ

う
に
な
り
、
独
自
の
音
楽
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
た
。
細
野
の
他
、
小
坂

忠
、
西
岡
恭
蔵
、
吉
田
美
奈
子
ら
が
そ
こ
に
住
ん
で
い
た
。
吉
見
俊
哉
は
こ
の

米
軍
ハ
ウ
ス
を
、
ア
メ
リ
カ
文
化
を
消
費
し
よ
う
と
す
る
戦
後
の
日
本
人
の
欲

望
を
喚
起
す
る
「
豊
か
さ
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
）
9
（
核
」
に
あ
る
も
の
だ
と
し
て
い

る
。
そ
の
指
摘
に
従
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
村
を
創
作
の
拠
点
と
す
る
細
野
の
実
践

は
、
自
ら
の
実
践
に
戦
後
日
本
の
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
象
徴
性
を
付

与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

ア
メ
リ
カ
村
と
い
う
象
徴
的
な
空
間
の
内
部
に
身
を
置
い
た
こ
と
は
、
細
野

に
と
っ
て
「
ア
メ
リ
カ
文
化
」
と
い
う
も
の
に
直
接
触
れ
る
機
会
を
も
た
ら
す

も
の
で
あ
っ
た
。「
僕
が
い
ち
ば
ん
ビ
ッ
ク
リ
し
た
の
は
、
最
初
一
人
で
住
ん

で
い
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
に
小
坂
忠
と
い
っ
し
ょ
に
い
た
の
か
な
。
そ
し
た
ら
ク

リ
ス
マ
ス
・
キ
ャ
ン
ド
ル
を
持
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
が
４
、
５
人
来
て
、
ア
コ
ー

デ
ィ
オ
ン
を
弾
い
て
歌
う
ん
で
す
、
玄
関
の
前
で
。（
略
）
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ

だ
な
あ
、
夢
の
よ
う
な
世
界
だ
な
あ
と
思
っ
）
10
（

て
」。
自
ら
が
帰
属
す
る
文
化
と

は
異
な
る
文
化
に
出
会
っ
た
細
野
は
、
そ
の
異
文
化
を
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う

国
民
共
同
体
と
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
細
野
の
思
考
も

ま
た
「
文
化
主
義
者
の
発
想
」
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
自
体
は
必
ず
し
も
、
ア
メ
リ

カ
村
と
い
う
特
殊
な
空
間
に
身
を
置
く
こ
と
を
必
要
な
条
件
と
は
し
て
い
な

い
。
多
く
の
日
本
人
は
、
ア
メ
リ
カ
が
供
給
す
る
「
豊
か
さ
の
イ
メ
ー
ジ
」
に

喚
起
さ
れ
て
「
ア
メ
リ
カ
文
化
」
を
欲
望
す
る
と
い
う
自
ら
の
行
為
を
、
各
々

の
日
常
的
な
空
間
に
お
い
て
、
メ
デ
ィ
ア
を
介
し
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
無
意
識

的
に
成
立
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
村
と
い
う
い
わ
ば
象
徴
的

な
、
し
か
し
物
理
的
な
空
間
で
「
ア
メ
リ
カ
文
化
」
を
強
く
意
識
し
た
音
楽
活

動
を
展
開
し
た
細
野
の
実
践
は
、
戦
後
日
本
の
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
を

形
式
化

0

0

0

し
た
儀
礼
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

あ
る
欲
望
す
る
行
為
が
通
常
は
無
意
識
の
う
ち
に
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

場
合
、
そ
の
行
為
を
形
式
化
し
儀
礼
化
す
る
こ
と
は
、
そ
の
無
意
識
的
な
行
為

の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
の
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
細
野
も
ま
た
、
ア
メ
リ

カ
村
で
の
自
ら
の
音
楽
実
践
が
、「
ア
メ
リ
カ
文
化
」
を
憧
憬
し
欲
望
す
る
行

為
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
り
戯
画
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
。「
生
活
自
体
が
、

さ
っ
き
も
い
っ
た
と
お
り
、
ア
メ
リ
カ
村
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
幻

想
だ
っ
た
ん
で
、
そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
と
い
う
こ
と
も
、

ど
こ
か
で
考
え
て
い
た
こ
と
は
考
え
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
）
11
（

る
」。
そ
し
て
細

野
は
そ
の
「
幻
想
」
へ
の
区
切
り
を
つ
け
る
べ
く
、
生
活
と
創
作
の
拠
点
を
東

京
に
戻
し
た
の
だ
っ
た
。

　

自
ら
が
積
極
的
に
享
受
し
た
「
ア
メ
リ
カ
文
化
」
を
「
幻
想
」
だ
と
見
な
す

こ
と
は
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
意
識
さ
れ
る
「
日
本
文
化
」
を
非
「
幻
想
」
的

な
も
の
と
し
て
実
体
視
す
る
思
考
回
路
へ
と
接
続
す
る
。
た
だ
、
細
野
の
場
合

は
、
次
節
に
見
る
よ
う
に
、
素
朴
に
日
本
回
帰
の
態
度
を
と
る
ほ
ど
単
純
で
は
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な
か
っ
た
。３

、
異
種
混
交
性
を
表
象
す
る
主
体 

　
　
　
─
─
『T

ro
p

ic
a
l D

a
n
d

y

』『
泰
安
洋
行
』

　
「
ア
メ
リ
カ
文
化
」
の
象
徴
的
空
間
か
ら
東
京
に
戻
っ
た
細
野
は
、
落
合
の

四
畳
半
の
自
室
で
楽
曲
を
創
作
し
、
一
九
七
五
年
に
ア
ル
バ
ム
『Tropical 

D
andy

』
を
発
表
し
た
。
細
野
は
こ
の
自
室
を
、
様
々
な
土
地
の
イ
メ
ー
ジ

の
交
錯
点
と
し
て
意
識
し
て
い
た
。「
僕
の
肉
体
は
落
合
の
ア
パ
ー
ト
の
四
畳

半
に
縮
こ
ま
っ
て
い
て
│
│
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ポ
リ
ネ
シ
ア
や
東
南
ア

ジ
ア
か
ら
の
風
が
ゴ
チ
ャ
ま
ぜ
に
な
っ
た
貿
易
風
に
乗
っ
て
や
っ
て
来
た
調
べ

が
、
僕
に
、
そ
の
土
地
の
磁
場
を
は
っ
き
り
と
感
じ
さ
せ
て
く
れ
た
の
だ
っ

た
。
そ
う
、
僕
は
既
に
ハ
ワ
イ
に
行
か
ず
し
て
、
あ
の
ホ
カ
ホ
カ
を
知
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
の
）
12
（
だ
」。
こ
の
細
野
の
自
室
が
、「
ア
メ
リ
カ
文
化
」
と
い
う
国

民
共
同
体
と
結
び
つ
い
た
文
化
の
対
比
と
な
る
純
粋
な

0

0

0

「
日
本
文
化
」
へ
と
直

線
的
に
志
向
す
る
空
間
で
な
く
、「
日
本
」
の
外
部
の
様
々
な
土
地
の
イ
メ
ー

ジ
を
喚
起
す
る
場
所
で
あ
る
こ
と
は
、
実
は
意
義
深
い
。『Tropical 

D
andy

』
以
降
の
細
野
の
実
践
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
異
種
混
交
性
、
細

野
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
い
ろ
ん
な
要
素
の
混
じ
り
合
っ
た
ご
っ
た
煮
の

音
楽
、
外
来
の
も
の
と
、
そ
の
国
固
有
の
人
柄
あ
る
い
は
土
地
柄
な
ど
が
ミ
ッ

ク
ス
さ
れ
て
出
て
き
た
音
）
13
（

楽
」
を
構
想
す
る
過
程
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

細
野
は
『Tropical D

andy

』
の
ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ツ
の
中
で
、「
日
本
は
島

国
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
い
る
上
、
江
戸
時
代
に
は
三
〇
〇
年
も
の
長
い
間
鎖

国
と
い
う
政
策
を
取
り
続
け
た
た
め
、
日
本
独
特
の
音
楽
も
生
ま
れ
る
に
は
生

ま
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
故
に
ま
た
種
々
の
外
国
か
ら
の
影
響
を
受
け
、
い
ろ
ん

な
要
素
が
混
じ
り
合
っ
た
面
白
い
音
楽
は
発
達
し
な
か
っ
た
よ
う
）
14
（

だ
」
と
述

べ
、
細
野
が
求
め
る
「
ご
っ
た
煮
の
音
楽
」
は
こ
れ
ま
で
の
「
日
本
」
に
お
い

て
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
語
る
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、「
ご
っ
た
煮
の
音

楽
」
を
包
摂
す
る
契
機
と
し
て
「
日
本
」
の
固
有
性
に
も
着
目
す
る
。

　
　

シ
ル
ク
ロ
ー
ド
が
走
る
大
陸
の
香
り
、
フ
ラ
ン
ス
は
パ
リ
の
粋
な
優
雅

さ
、
ス
ペ
イ
ン
の
情
熱
、
ア
フ
リ
カ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
カ
リ
ブ
海
の
潮
の

香
り
、
そ
れ
ら
が
シ
チ
ュ
ー
の
よ
う
に
ご
っ
た
煮
に
な
っ
て
、
あ
の
何
で

も
包
み
込
ん
で
し
ま
う
ア
メ
リ
カ
大
陸
に
渡
り
、
例
の
ア
メ
リ
カ
の
ニ
オ

イ
を
最
後
の
香
辛
料
に
し
て
仕
上
げ
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
／
で
は
、

そ
の
上
に
さ
ら
に
ひ
と
味
つ
け
加
え
た
ら
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
？　

と

僕
は
今
い
つ
も
考
え
て
い
て
、
僕
が
こ
れ
か
ら
や
る
べ
き
こ
と
は
実
に
こ

れ
し
か
な
い
、
と
い
ま
や
妄
想
に
近
い
ほ
ど
信
じ
き
っ
て
い
る
有
様
な
の

だ
。
要
す
る
に
、
も
う
一
度
太
平
洋
を
渡
っ
て
き
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
に

醤
油
の
味
を
一
滴
た
ら
し
て
み
た
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
僕
は
そ
れ
を
“
ソ
イ
・
ソ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
”
と
名
づ
け
て

し
ま
っ
た
│
）
15
（

│
。

　

細
野
が
「
ソ
イ
・
ソ
ー
ス
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
と
い
う
語
を
通
じ
て
語
る
の

は
、
文
化
的
多
様
性
を
一
元
化
す
る
契
機
と
し
て
の
「
日
本
」
の
文
化
の
固
有

性
だ
。
細
野
は
自
ら
の
実
践
の
意
義
を
、「
醤
油
の
味
を
一
滴
た
ら
」
す
こ
と

に
見
い
だ
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
発
言
を
捕
ら
え
て
、
細
野
が
「
日
本
」
国

民
に
同
一
化
し
て
い
る
と
判
断
す
る
の
は
拙
速
だ
。
そ
も
そ
も
、「
ご
っ
た
煮

の
音
楽
」
を
構
想
す
る
こ
と
自
体
が
複
数
の
音
楽
の
関
係
性
を
俯
瞰
視
す
る
超

越
的
な
視
座
を
前
提
に
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、「
醤
油
の
味
を
一
滴
た
ら
し

て
」
と
い
う
修
辞
は
、「
醤
油
」
＝
「
日
本
」
ら
し
さ
を
操
作
の
対
象
と
す
る

細
野
の
立
場
が
「
日
本
」
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、「
〜
し
て
み
た
く
な
っ
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
細
野

に
と
っ
て
「
醤
油
を
一
滴
」
た
ら
す
こ
と
は
恣
意
的
な
作
業
で
も
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
細
野
の
超
越
的
な
視
点
を
可
能
に
し
て
い
る
条
件
は
、
少
な
く

と
も
二
つ
あ
ろ
う
。
一
つ
は
西
洋
人
の
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
あ
り
、
も
う
一

つ
は
資
本
主
義
で
あ
る
。

　

細
野
は
、
一
九
七
六
年
に
ア
ル
バ
ム
『
泰
安
洋
行
』
を
発
表
す
る
。
こ
れ

は
、
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
や
沖
縄
音
楽
な
ど
、
世
界
各
地
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
音
楽
に

刺
激
を
受
け
、
そ
れ
ら
を
引
用
・
翻
訳
・
再
配
置
し
た
楽
曲
集
で
あ
る
。
細
野

は
前
作
『Tropical D

andy

』
の
時
点
で
は
「
ご
っ
た
煮
の
音
楽
」
と
表
現

し
て
い
た
異
種
混
交
性
を
、「
チ
ャ
ン
キ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
と
い
う
用
語

で
新
た
に
定
義
し
）
16
（

た
。
そ
の
よ
う
な
「
チ
ャ
ン
キ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
を
生

み
出
す
に
は
、「
異
邦
人
の
感
性
」
が
必
要
で
あ
っ
た
、
と
細
野
は
述
べ
る
。

　
　

い
ま
僕
が
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
日
本
の
匂
い
は
異
邦
人
の
感
性
を
借
り

た
も
の
で
、
そ
こ
を
通
し
て
見
る
日
本
は
ま
さ
に
東
洋
の
神
秘
で
あ
り
、

オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
そ
の
も
の
で
あ
る
。
／
海
の
向
こ

う
か
ら
東
洋
を
見
よ
！
／
そ
う
や
っ
て
知
る
世
界
の
広
が
り
ほ
ど
面
白
い

も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
面
白
さ
を
味
わ
う
た
め
に
は
、
ど
う
し
て

も
異
邦
人
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
）
17
（
い
。

　
「
日
本
」
と
い
う
国
民
共
同
体
の
成
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
東
洋
」
と
い

う
地
政
学
的
に
領
域
化
さ
れ
た
共
同
体
の
成
員
と
し
て
自
ら
を
規
定
し
て
い
る

文
化
規
範
を
「
神
秘
」
な
も
の
と
し
て
面
白
が
る
た
め
の
視
点
、
つ
ま
り
自
ら

の
文
化
規
範
を
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
面
白
が
る
た
め
の
視
点
は
、

そ
の
当
該
共
同
体
の
外
部
│
│
文
字
通
り
「
海
の
向
こ
う
」
│
│
に
措
定
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
異
邦
人
」
の
視
点
に
同
一
化
す
る
こ
と
で
構

成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
細
野
に
と
っ
て
「
異
邦
人
」
の
視
点
へ
の
準

拠
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
か
。
そ
れ
は
、「
ご
っ
た
煮
の
音
楽
」「
チ
ャ
ン

キ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
」
の
構
想
に
ア
イ
デ
ア
を
供
給
し
た
ア
メ
リ
カ
の
音
楽

家
マ
ー
テ
ィ
ン
・
デ
ニ
ー
の
視
点
を
援
用
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

マ
ー
テ
ィ
ン
・
デ
ニ
ー
は
元
々
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
映
画
音
楽
を
担
当
し
て
い

た
。
し
か
し
一
九
五
四
年
に
ハ
ワ
イ
に
移
住
し
、
鳥
の
鳴
き
声
や
オ
リ
ジ
ナ
ル

楽
器
の
音
を
取
り
入
れ
て
「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
・
サ
ウ
ン
ド
」
と
呼
ば
れ
る
ラ
テ

ン
／
ハ
ワ
イ
ア
ン
調
の
音
楽
を
完
成
さ
せ
、
ア
ル
バ
ム
『Exotica

』（
一
九
五

九
年
）
な
ど
を
発
表
し
た
。
細
野
は
こ
の
マ
ー
テ
ィ
ン
・
デ
ニ
ー
の
音
楽
を
、

一
九
七
〇
年
代
中
期
に
再
発
見
す
る
。
マ
ー
テ
ィ
ン
・
デ
ニ
ー
の
創
作
し
た
楽

曲
の
中
に
は
、「Sake Rock

」
な
ど
と
い
っ
た
日
本
の
宴
会
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
写
実
的
に
宴
会
を
描
こ
う
と
し
た
も

の
で
は
な
く
、
今
日
の
私
た
ち
が
聴
い
て
も
馴
染
み
の
あ
る
も
の
と
し
て
受
容

で
き
な
い
、
戯
画
的
な
想
像
力
に
支
え
ら
れ
た
よ
う
な
音
楽
で
あ
る
。
西
洋
人

に
よ
る
東
洋
に
対
す
る
地
政
学
的
想
像
力
は
「
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
評
さ

れ
、
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
細
野
晴
臣
は
西
洋
と
東
洋
の
間

の
差
別
的
な
構
造
に
よ
っ
て
生
じ
る
現
実
と
の
ず
れ
を
面
白
が
り
な
が
ら
、

「
日
本
」
や
「
東
洋
」
を
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
に
捉
え
る
西
洋
人
の
視
点
を
自
ら

の
も
の
と
し
て
獲
得
し
た
の
だ
っ
た
。

　

細
野
に
よ
る
マ
ー
テ
ィ
ン
・
デ
ニ
ー
の
再
発
見
は
、
ラ
ジ
オ
や
レ
コ
ー
ド
と

い
っ
た
音
響
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
実
は
こ
こ
に
も
う
一
つ

の
注
目
点
、
資
本
主
義
の
問
題
が
あ
る
。『Tropical D

andy

』
の
制
作
時

に
、
細
野
が
東
京
の
四
畳
半
の
自
室
で
ハ
ワ
イ
の
「
ホ
カ
ホ
カ
」
を
実
感
し
て

い
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、
細
野
に
そ
の
よ
う
な
実
感
を
許
容
し
て
い
る
の

は
、
発
信
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
音
響
を
聴
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
ラ
ジ
オ
や

レ
コ
ー
ド
な
ど
の
電
子
メ
デ
ィ
ア
の
経
験
で
あ
っ
た
。
聴
取
者
は
メ
デ
ィ
ア
を

通
じ
て
音
声
情
報
を
受
容
す
る
こ
と
で
、
自
ら
に
対
し
て
決
し
て
現
前
し
な
い

発
信
源
の
イ
メ
ー
ジ
を
能
動
的
に
想
起
す
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
経
験
が

成
り
立
つ
た
め
に
は
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア
を
聴
取
者
の
手
元
に
届
け
る
た
め
の
回

路
、
音
楽
を
“
商
品
”
と
す
る
市
場
や
流
通
経
路
が
整
備
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
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五

な
ら
な
い
。
レ
コ
ー
ド
に
収
録
さ
れ
た
音
楽
や
ラ
ジ
オ
か
ら
放
送
さ
れ
る
音
楽

が
、
商
品
価
値
・
交
換
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
し
て
そ
の
価
値
を
承
認
す
る
社
会
が
構
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
う
し
た
社
会
を
支
え
て
い
る
原
理
こ
そ
が
、
資
本
主
義
で
あ
る
の
だ
。

　

細
野
自
身
、
音
楽
の
商
品
化
に
つ
い
て
は
自
覚
的
で
あ
っ
た
。「
港
と
い
う

所
は
、
入
っ
て
来
る
ば
か
り
の
場
所
で
は
な
く
、
外
へ
出
て
行
く
所
で
も
あ

る
。
だ
か
ら
、
中
国
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
ア
メ
リ
カ
そ
し
て
日
本
が
出
た
り
入
っ

た
り
す
る
場
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
日
本
の
港
の
場
合
は

入
っ
て
来
る
こ
と
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
の
で
あ
る
。
も
う
お
わ
か
り
の
通

り
、
こ
れ
は
音
楽
界
の
こ
と
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
音
楽
を
も

他
の
商
品
と
同
じ
よ
う
に
ど
ん
ど
ん
東
京
港
か
ら
輸
出
す
る
よ
う
に
な
ら
な
け

れ
ば
、
加
工
国
日
本
の
名
が
す
た
る
と
い
う
も
の
で
あ
）
18
（

る
」。
日
本
の
音
楽

シ
ー
ン
の
閉
塞
性
を
批
判
す
る
よ
う
な
右
の
言
説
に
内
在
す
る
の
は
、
音
楽
が

商
品
と
し
て
国
境
を
越
え
て
流
通
す
る
イ
メ
ー
ジ
だ
。
音
楽
と
い
う
商
品
の
流

通
の
あ
り
方
を
俯
瞰
す
る
細
野
の
視
点
は
、
世
界
の
中
の
様
々
な
文
化
を
商
品

と
し
て
対
象
化
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
資
本
主
義
の
視
点
と
呼
応
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
文
化
の
移
動
・
越
境
を
宰
領
す
る
主
体
と
し
て
構
築
さ
れ
た

の
が
、「
ハ
リ
ー
細
野
」
で
あ
っ
た
。

　

細
野
に
と
っ
て
「
ハ
リ
ー
細
野
」
は
、
自
文
化
を
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
眼
差

し
で
捉
え
る
た
め
の
、
準
拠
す
べ
き
自
己
像
で
あ
っ
た
。
こ
の
呼
称
は
、『
泰
安

洋
行
』
の
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
あ
る
「H

ARRY 

“TH
E CRO

W
N

” H
O
SO
N
O

」

と
い
う
表
記
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
同
ア
ル
バ
ム
の
ポ
ス
タ
ー

に
あ
る
「H
ARRY H

O
SO
N
O
 from

 TIN
 PAN

 ALLEY '76

」
と
い
う
表

記
の
中
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
細
野
は
こ
の
「
ハ
リ
ー
細
野
」
と
い
う
存

在
を
、「
日
系
人
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。「
僕
も
昔
は
「
ハ
リ
ー
・
ホ
ソ

ノ
」
っ
て
い
う
日
系
人
で
（

）
19
（笑

）」。
細
野
自
身
は
、「
日
系
人
」
と
一
般
的
に
呼

ば
れ
得
る
よ
う
な
移
動
の
経
験
を
現
実
に
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
が
、
マ
ー

テ
ィ
ン
・
デ
ニ
ー
の
視
点
を
援
用
し
て
「
日
本
」
や
「
東
洋
」
の
中
に
「
神

秘
」
を
見
出
し
、
そ
の
「
神
秘
」
を
商
品
化
す
る
過
程
で
、「
ど
う
し
て
も
異

邦
人
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
命
令
に
自
分
自
身
を
適
応
さ
せ
る
必
要

が
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
が
、
虚
構
的
な
「
日
系
人
」
＝
「
ハ
リ
ー
細
野
」
の
設

定
と
、
そ
れ
へ
の
同
一
化
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
虚
構
的
な
「
日
系
人
」
の
構
築
は
、
現
実
に
存
在
す
る

日
系
人
た
ち
を
記
号
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
生
の
歴
史
を
忘
却
す
る
暴

力
性
を
孕
ん
で
し
ま
う
。
例
え
ば
細
川
周
平
は
『
サ
ン
バ
の
国
に
演
歌
は
流

れ
）
20
（
る
』
の
中
で
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
移
住
し
た
日
本
人
た
ち
の
決
し
て
楽
で
は
な

か
っ
た
日
常
生
活
の
中
か
ら
音
楽
活
動
が
立
ち
上
が
っ
て
い
っ
た
様
を
描
い
た

が
、
そ
う
し
た
実
際
の
日
系
人
が
被
っ
た
経
験
の
側
面
を
捨
象
す
る
仕
方
で
移

動
や
越
境
の
意
義
の
み
に
光
を
当
て
る
こ
と
は
、
単
な
る
移
動
や
越
境
の
ロ
マ

ン
化
に
過
ぎ
な
い
。
細
野
の
「
東
洋
」
へ
の
憧
憬
、
と
り
わ
けtropical

な

も
の
へ
の
憧
憬
は
、
そ
の
意
味
で
は
「
ジ
ャ
ル
パ
ッ
ク
」
の
よ
う
な
パ
ッ
ケ
ー

ジ
ツ
ア
ー
を
利
用
す
る
観
光
旅
行
者
の
想
像
力
と
同
質
で
あ
る
。

　

戦
後
の
日
本
に
お
い
て
は
、
一
九
六
四
年
に
海
外
渡
航
制
限
が
解
除
さ
れ
る

ま
で
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
目
的
か
留
学
目
的
で
し
か
海
外
に
渡
航
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
が
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
外
貨
獲
得
高
が
伸
び
た
た
め
渡
航
制
限

が
解
除
さ
れ
、
六
五
年
の
「
ジ
ャ
ル
パ
ッ
ク
」
を
初
め
と
す
る
海
外
パ
ッ
ケ
ー

ジ
ツ
ア
ー
の
サ
ー
ビ
ス
が
登
場
し
、
多
く
の
日
本
人
観
光
客
が
ハ
ワ
イ
な
ど
の

tropical

な
場
所
を
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
現
地
の
人
々
の
生
活
実

態
と
は
無
関
係
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
外
国
語
さ
え
も
話
す
こ
と
な
く
、
そ
の

土
地
の
雰
囲
気
だ
け
を
楽
し
ん
で
き
た
。
東
京
の
四
畳
半
の
自
室
で
ハ
ワ
イ
の

「
ホ
カ
ホ
カ
」
を
体
感
し
た
細
野
の
態
度
も
、
そ
う
し
た
観
光
客
の
態
度
の
ア

ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
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４
、「
ポ
ッ
プ
の
戦
術
」
と
し
て
の
意
義
─
─
ま
と
め
に
か
え
て

　

虚
構
的
な
「
日
系
人
」
と
い
う
暴
力
的
な
主
体
に
同
一
化
し
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ

シ
ズ
ム
の
視
点
で
世
界
の
様
々
な
文
化
を
対
象
化
し
て
そ
れ
ら
を
商
品
化
し
続

け
て
い
く
細
野
晴
臣
の
想
像
力
は
、
確
か
に
様
々
な
問
題
点
を
孕
む
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
の
思
考
と
実
践
を
、
資
本
主
義
の
論
理
へ
の
批
評
性
を

持
ち
う
る
も
の
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
、
最
後
に
記
述
し
て
お
き
た
い
。

　

自
ら
の
文
化
的
経
験
と
は
異
質
な
も
の
、
つ
ま
り
文
化
的
に
非
共
約
的
な
も

の
を
好
奇
の
眼
差
し
で
捉
え
る
こ
と
を
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
だ
と
す
る
な
ら

ば
、
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
基
づ
く
文
化
の
商
品
化
は
、
文
化
的
な
非
共
約
性

そ
の
も
の
を
宙
吊
り
に
す
る
効
果
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
商
品
化
さ
れ
た
文

化
は
、
本
来
そ
の
文
化
が
紐
帯
を
形
成
し
て
い
た
共
同
体
の
境
界
を
越
え
て
流

通
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
文
化
の
商
品
価
値
を
未
来
に
向
け
て
保
証
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
文
化
が
消
費
者
に
と
っ
て
永
遠
に
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
な
も

の
で
あ
り
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
当
該
文
化
の
外
部
に
位

置
す
る
他
者
＝
消
費
者
に
対
し
、
当
該
文
化
の
固
有
性
や
本
質
性
が
常
に
強
調

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
商
品
化
に
よ
る
文
化
の
非
共
約
性

の
宙
吊
り
と
、
商
品
価
値
の
保
証
の
た
め
の
文
化
の
非
共
約
性
の
確
認
と
が
、

ほ
と
ん
ど
同
時
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
文
化
を
商
品
化
す
る
た
め
に
そ
の
文
化
の
本
質
を
剔
出
す
る
こ
と

は
、
論
理
的
に
矛
盾
し
た
作
業
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
あ
る
任
意
の
文
化
に

商
品
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
そ
の
文
化
の
価
値
が
そ
れ
を
商
品
と
し
て
受

け
取
る
受
容
者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
そ

れ
は
商
品
の
価
値
自
体
が
構
築
主
義
的
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

だ
が
こ
の
と
き
、
そ
の
商
品
が
当
該
文
化
の
本
質
性
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、「
本
質
」
が
構
築
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
厳
密
に
は
そ
れ
は
本
質

と
は
呼
び
得
な
い
。
細
野
に
よ
る
「
東
洋
」
の
神
秘
化
と
商
品
化
は
、
資
本
主

義
を
基
盤
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
文
化
の
商
品
価
値
の
根
拠
（
＝
本
質
）
を
脱

臼
さ
せ
る
こ
と
で
、
細
野
自
身
が
則
っ
て
い
る
資
本
主
義
の
論
理
を
「
錯
乱
」

さ
せ
て
い
る
の
だ
。
毛
利
嘉
孝
は
「
資
本
主
義
の
外
部
に
は
も
は
や
な
に
も
な

い
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
資
本
主
義
に
対
す
る
違
和
感
を
表
）
21
（

明
」
す
る
こ
と
、

「
そ
の
資
本
主
義
の
力
を
一
方
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
利
用
し
な
が
ら

資
本
主
義
の
中
に
潜
む
強
者
の
論
理
を
一
時
的
に
錯
乱
さ
せ
る
こ
）
22
（

と
」
を

「
ポ
ッ
プ
の
戦
術
」
と
呼
ん
だ
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
ハ
リ
ー
細
野
」
へ
の
同
一

化
を
図
る
細
野
の
戦
術
は
ま
さ
に
「
ポ
ッ
プ
の
戦
術
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

　

で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
態
度
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。『H

osono 
H
ouse

』
ま
で
の
細
野
は
、
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
の
間
の
非
共
約
的
な
関
係
を

顕
在
化
さ
せ
、
自
ら
を
「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
国
民
共
同
体
と
拮
抗
す
る
位
置

に
措
定
し
た
。
だ
が
、
異
種
混
交
性
を
表
象
す
る
こ
と
を
主
眼
に
置
い
た

『Tropical D
andy

』
以
降
の
実
践
で
は
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
デ
ニ
ー
の
音
楽
に

よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
多
様
な
文
化
が
交
錯
す
る
状
況
そ
の
も
の
と
し
て

の
「
ア
メ
リ
カ
」
と
対
照
さ
れ
る
、「
ハ
リ
ー
細
野
」
と
い
う
多
様
性
を
体
現

し
た
存
在
を
構
築
し
た
こ
と
で
、
日
米
間
に
お
け
る
両
者
の
非
共
約
的
な
関
係

性
を
相
対
化
し
て
し
ま
う
。

　

一
九
七
〇
年
代
は
、
繊
維
産
業
に
お
け
る
貿
易
摩
擦
が
日
米
間
に
お
い
て
顕

在
化
し
て
い
く
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
日
本
に
と
っ
て
は
、
七
三
年
の

石
油
危
機
を
乗
り
越
え
、
ア
ジ
ア
で
唯
一
の
先
進
国
と
し
て
、
世
界
経
済
を
担

う
経
済
大
国
と
し
て
の
地
位
を
固
め
て
い
っ
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

時
代
状
況
の
中
で
、
日
米
間
の
分
節
を
相
対
化
し
、
資
本
主
義
の
論
理
を
利
用

し
な
が
ら
文
化
と
国
民
共
同
体
と
の
紐
帯
を
切
断
し
つ
つ
、
そ
の
論
理
自
体
を



虚構的な「日系人」の戦略

五
七

「
一
時
的
に
錯
乱
さ
せ
」
た
細
野
晴
臣
の
思
考
と
実
践
は
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
細
野
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
は
、
一
九
七
八
年
以
降
の
Ｙ
Ｍ

Ｏ
（
坂
本
龍
一
、
高
橋
幸
宏
と
の
テ
ク
ノ
ユ
ニ
ッ
ト
）
の
活
動
に
お
い
て
も
継

承
さ
れ
た
。
彼
ら
は
七
九
年
に
行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
で
の
ラ
イ
ブ
で
、
真
っ
赤

な
中
国
人
民
服
を
着
、
無
表
情
の
ま
ま
電
子
楽
器
を
演
奏
し
た
。「
日
本
」「
日

本
人
」
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
欲
望
│
│
「
テ
ク
ノ
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
）
23
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ム
」
を
先
取
り
し
て
虚
構
的
な
自
己
を
形
象
し
、
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
も
の
と

し
て
自
己
を
商
品
化
し
て
い
く
。
売
れ
る
／
売
れ
な
い
と
い
う
価
値
基
準
と
は

異
な
る
次
元
で
資
本
主
義
の
論
理
と
戯
れ
て
表
現
実
践
を
展
開
す
る
細
野
晴
臣

の
そ
の
想
像
力
は
、
文
化
と
国
民
共
同
体
と
の
紐
帯
を
前
提
と
し
た
認
識
に
ア

イ
ロ
ニ
カ
ル
な
笑
み
を
浮
か
べ
な
が
ら
、「
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
期
の
一
九
七
〇

年
代
に
輝
き
続
け
た
の
で
あ
る
。

注（
1
）  

吉
見
俊
哉
『
親
米
と
反
米　

戦
後
日
本
の
政
治
的
無
意
識
』（
二
〇
〇
七

年
、
岩
波
書
店
）。

（
2
）  

酒
井
直
樹
「
序
論　

ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
と
母
（
国
）
語
の
政
治
」（
酒
井
直

樹
・
ブ
レ
ッ
ド
・
ド
・
バ
リ
ー
・
伊
豫
谷
登
士
翁
編
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
脱

構
築
』
一
九
九
六
年
、
柏
書
房
）、
一
四
頁
。

（
3
）  

拙
稿
「
一
九
八
〇
年
代
の
「
植
民
地
主
義
者
」
に
よ
る
「
交
通
」　

坂
本
龍

一
『
Ｎ
Ｅ
Ｏ 

Ｇ
Ｅ
Ｏ
』
に
お
け
る
ア
ジ
ア
へ
の
視
点
」（『
日
本
文
学
』
第
五

七
巻
第
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）、
五
六
〜
六
五
頁
。

（
4
）  

増
田
聡
は
『
聴
衆
を
つ
く
る　

音
楽
批
評
の
解
体
文
法
』（
二
〇
〇
六
年
、

青
土
社
）
の
中
で
、
内
田
裕
也
ら
と
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
と
の
間
に
あ
っ
た
葛
藤

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
増
田
は
こ
の
葛
藤
が
「
日
本
語
ロ
ッ
ク
論
争
」
と

呼
ば
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
初
頭
の
日
本
の
ロ
ッ
ク
が

抱
え
て
い
た
諸
問
題
が
、「
言
語
選
択
の
問
題
」
の
み
に
矮
小
化
さ
れ
て
し
ま

う
と
述
べ
、
内
田
裕
也
が
ロ
ッ
ク
に
求
め
た
、
商
業
主
義
に
対
抗
す
る
文
化
の

価
値
を
め
ぐ
る
問
題
が
後
景
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
。
確
か
に
増

田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
両
者
の
葛
藤
を
ど
の
よ
う
な
呼
称
で
定
位
す
る
か
に

よ
っ
て
、
そ
の
葛
藤
の
性
格
を
固
定
化
し
て
し
ま
う
危
険
性
は
否
め
な
い
。
た

だ
、
内
田
裕
也
ら
が
英
語
詞
に
拘
る
動
機
の
一
つ
に
、
英
語
圏
を
市
場
と
し
て

想
定
し
た
“
海
外
進
出
”
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
海
外
進
出
を
可
能
に
す
る

の
は
資
本
の
力
に
他
な
ら
ず
、
英
語
圏
の
市
場
に
適
合
す
る
こ
と
を
自
ず
と
強

い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
増
田
が
注
目
す
る
水
準
と
は
異
な
る
水
準
に
お
い
て

は
、
内
田
ら
も
商
業
主
義
に
対
抗
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

（
5
）  

内
田
裕
也
・
鈴
木
ヒ
ロ
ミ
ツ
・
大
滝
詠
一
・
久
民
・
相
倉
久
人
「
喧
論
戦
シ

リ
ー
ズ
「
ニ
ュ
ー
ロ
ッ
ク
」」（『
新
宿
プ
レ
イ
マ
ッ
プ
』
一
九
七
〇
年
一
〇
月

号
）、
引
用
は
「
激
論
⁉　

内
田
裕
也
対
大
滝
詠
一　

悩
み
多
き
日
本
の
ロ
ッ

ク
座
談
会
」（『
別
冊
宝
島
新
装
大
版　

一
九
七
〇
年
大
百
科
』
二
〇
〇
七
年
、

宝
島
社
）、
八
四
頁
。
内
田
の
発
言
。

（
6
）  

同
前
、
八
四
頁
。
大
滝
の
発
言
。

（
7
）  

マ
イ
ケ
ル
・
ボ
ー
ダ
ッ
シ
ュ
は
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
の
実
践
に
つ
い
て
、『
さ

よ
な
ら
ア
メ
リ
カ
、
さ
よ
な
ら
ニ
ッ
ポ
ン
』（
奥
田
祐
士
訳
、
二
〇
一
二
年
、

白
夜
書
房
）
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
間
違
い
な
く
日
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
と

言
語
を
中
心
に
歌
詞
を
組
み
立
て
つ
つ
も
、
彼
ら
は
く
り
返
し
、
な
ん
の
裏
も

な
い
、
真
の
意
味
で
の
日
本
回
帰
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
彼
ら
は

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
ロ
ジ
ッ
ク
、「
何
者
に
も
介
在
さ
れ
な
い
原
点
へ
の
回

帰
、
差
異
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
お
よ
び
統
一
物
と
し
て
の
文
化
（
声

は
そ
の
た
め
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
る
）
に
対
す
る
欲
求
」
に
屈
す
る
こ
と
な
く

「
近
代
の
西
洋
化
そ
の
も
の
の
分
断
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
」
し
よ
う
と

し
た
。
彼
ら
流
の
日
本
回
帰
に
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
、
東
洋
と
西
洋
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
い
ず
れ
を
も
覆
す
、
日
本
の
意
図
的
な
脱
構
築
が
含
ま
れ
て

い
た
の
だ
」（
二
三
七
〜
二
三
八
頁
）。
し
か
し
、
言
語
共
同
体
と
国
民
共
同
体
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五
八

と
を
重
ね
合
わ
せ
て
「
日
本
」
を
構
想
す
る
は
っ
ぴ
い
え
ん
ど
の
戦
略
は
、
厳

密
に
は
、
そ
の
「
脱
構
築
」
自
体
を
裏
切
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

（
8
）  
小
川
博
司
『
音
楽
す
る
社
会
』（
一
九
八
八
年
、
勁
草
書
房
）
は
、
は
っ
ぴ

い
え
ん
ど
に
よ
る
日
本
語
詞
の
発
声
の
特
徴
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
を
行
っ
て

い
る
。

（
9
）  

吉
見
前
掲
書
、
一
六
二
頁
。

（
10
）  

「H
aruom

i H
osono IN

TERVIEW

」（
リ
イ
シ
ュ
ー
版
『H

osono 
H
ouse

』
収
録
、
二
〇
〇
五
年
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
＝
田
中
雄
二
、
二
〇
〇
五

年
一
月
二
七
日
実
施
）、
一
四
頁
。

（
11
）  

細
野
晴
臣
・
北
中
正
和
『
細
野
晴
臣
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー　

TH
E EN

D
LESS 

TAKIN
G

』（
一
九
九
二
年
、
筑
摩
書
房
）。
引
用
は
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版

（
二
〇
〇
五
年
）、
八
一
頁
。

（
12
）  

細
野
晴
臣
「
泰
安
洋
行
」（『
好
奇
心
』
一
九
七
六
年
九
│
一
〇
月
号
）。
引

用
は
、
細
野
晴
臣
『
地
平
線
の
階
段
』（
一
九
七
九
年
、
八
曜
社
）、
四
四
頁
。

（
13
）  

細
野
晴
臣
「
島
に
つ
い
て
」（『Tropical D
andy

』
ラ
イ
ナ
ー
ノ
ー
ツ
、

一
九
七
五
年
）。
引
用
は
、
細
野
『
地
平
線
の
階
段
』、
三
六
頁
。

（
14
）  

同
前
、
三
六
頁
。

（
15
）  

同
前
、
三
九
頁
。

（
16
）  

「
チ
ャ
ン
キ
ー
と
い
う
の
は
、
ニ
ュ
ー
オ
リ
ン
ズ
の
ガ
ン
ボ
と
い
う
非
常
に

魅
力
的
な
響
き
の
あ
る
言
葉
に
惹
か
れ
て
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
日
本
の

言
葉
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
探
し
た
ん
で
す
。
ガ
ン
ボ
と
い
う
の
は
そ
の
こ
ろ

食
べ
た
こ
と
な
か
っ
た
ん
だ
け
ど
、
想
像
す
る
に
ゴ
ッ
タ
煮
だ
と
い
う
こ
と
で

ね
。
日
本
で
ゴ
ッ
タ
煮
と
い
う
と
チ
ャ
ン
コ
鍋
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
チ
ャ

ン
キ
ー
と
い
う
（
笑
）。
フ
ァ
ン
キ
ー
と
チ
ャ
ン
キ
ー
の
し
ゃ
れ
で
」（
細
野
・

北
中
前
掲
書
、
一
一
九
頁
）。

（
17
）  

細
野
晴
臣
「
チ
ャ
ン
プ
ル
ー
・
イ
ズ
・
マ
イ
・
ウ
ェ
イ
」（『
フ
ォ
ー
ラ
イ

フ
・
マ
ガ
ジ
ン
』
一
九
七
六
年
春
号
）。
引
用
は
、
細
野
『
地
平
線
の
階
段
』、

一
一
七
頁
。

（
18
）  

細
野
「
島
に
つ
い
て
」、
三
八
頁
。

（
19
）  

細
野
晴
臣
・
中
沢
新
一
・
蓮
実
重
臣
「
日
系
人
に
な
り
た
い
！
」（『
ユ
リ
イ

カ
』
一
九
九
七
年
八
月
号
）、
九
三
頁
。

（
20
）  

細
川
周
平
『
サ
ン
バ
の
国
に
演
歌
は
流
れ
る　

音
楽
に
み
る
日
系
ブ
ラ
ジ
ル

移
民
史
』（
一
九
九
五
年
、
中
央
公
論
社
）。

（
21
）  

毛
利
嘉
孝
『
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と
資
本
主
義
』（
二
〇
〇
七
年
、
せ
り
か
書

房
）、
九
九
頁
。

（
22
）  

同
前
、
九
九
〜
一
〇
〇
頁
。

（
23
）  

日
本
や
ア
ジ
ア
の
伝
統
を
め
ぐ
る
表
象
と
電
子
技
術
の
表
象
と
の
結
合
は
、

映
画
『
ブ
レ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
』
や
『G

host In The Shell　

攻
殻
機
動
隊
』

な
ど
に
も
見
ら
れ
る
、
Ｓ
Ｆ
に
お
い
て
は
反
復
さ
れ
て
き
た
伝
統
的
な
現
象
で

あ
り
、「
テ
ク
ノ
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
で
理
解
さ
れ
て
い

る
。「「
西
欧
」
が
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
で
存
在
す
る
（
さ
せ
ら
れ
る
）「
オ
リ

エ
ン
ト
」
は
、
今
や
テ
ク
ノ
で
サ
イ
バ
ー
な
異
世
界
と
他
者
に
投
射
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
？　

封
建
的
、
伝
統
的
な
社
会
（
慣
習
）
と
ハ
イ
テ
ク
の
共

存
の
な
か
で
奇
形
的
な
未
来
を
増
殖
す
る
「
日
本
」、
機
械
や
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
無
表
情
に
戯
れ
つ
づ
け
る
「
日
本
人
」
が
、
ア
ジ
ア
の
都
市
の
カ
オ

ス
を
風
景
に
し
な
が
ら
、
新
た
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
と
し
て
、
西
欧
が
拒
否

し
、
否
認
し
な
が
ら
も
そ
れ
へ
の
魅
惑
を
絶
ち
切
る
こ
と
の
で
き
な
い
逆
説
的

な
モ
デ
ル
と
し
て
配
置
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。『
ア
キ
ラ
』
も
『
ナ
ウ
シ
カ
』

も
、
そ
し
て
こ
の
作
品
も
そ
う
し
た
「
テ
ク
ノ
・
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
の
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
」

（
上
野
俊
哉
『
紅
の
メ
タ
ル
ス
ー
ツ　

ア
ニ
メ
と
い
う
戦
場
』、
一
九
九
八
年
、

紀
伊
國
屋
書
店
、
一
一
三
〜
一
一
四
頁
）。

付
記 　

本
稿
は
、
昭
和
文
学
会
二
〇
〇
九
年
度
秋
季
大
会
（
二
〇
〇
九
年
一
一
月
一

四
日
、
花
園
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
「
虚
構
的
「
日
系
人
」
の
エ
キ
ゾ

テ
ィ
シ
ズ
ム
」
に
基
づ
く
。＊　

国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部　

表
現
文
化
学
科


