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映
子
の
著
者
と
語
る

０
含

Ｑ
き

０
ゃ
べ

こ
の
時
代
に
生
ま
れ
た
以
上
…
…

今
橋
　
い
わ
き
市
立
美
術
館
と
世
田
谷
美
術

館
で
行
わ
れ
た
察
さ
ん
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
カ

タ
ロ
グ
で
拝
見
し
、
先
日
、
東
京
都
現
代
美
術

館
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
企
画
展

「日
本
の
現
代
美

術
１
９
８
５
１
１
９
９
５
」
で
、
初
め
て
察
さ

ん
の
作
品
を
見
せ
て
頂
い
た
の
で
す
が
、
現
代

美
術
が
何
か
身
近
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
非
常
に
共
感
を
党
え
ま
し
た
。
先
月

（九
五
年
二
月
）
は
南
ア
フ
リ
カ
で
お
仕
事
を
さ

れ
た
と
か
。

察
　
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
で
の
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ

に
出
展
し
ま
し
た
。
私
は
日
本
の
代
表
の

一
人

と
し
て
参
加
し
た
こ
と
も
ぁ
り
、
日
本
の
ア
ー

テ
イ
ス
ト
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ビ
エ
ン
ナ
ー

ン
全
体
の
オ
ー
プ
ン
前
に
、
発
電
所
を
爆
発
さ

せ
る
私
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
っ
て
、
大
使
か

ら
企
業
の
駐
在
員
の
方
ま
で
た
く
さ
ん
の
日
本

の
方
々
が
応
援
に
き
て
く
れ
ま
し
た
。

今
橋
　
例
に
よ
っ
て
単
に
作
品
を
展
示
す
る

の
で
は
な
く
、
仕
掛
け
を
や
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

表
示　
え
え
。
発
電
所
は
南
ア
フ
リ
カ
の
近
代

化
の
象
徴
で
あ
り
、
自
人
政
権
の
象
徴
で
あ

っ

た
わ
け
で
す
。
私
は
発
電
所
の
建
物
に
火
薬
を

セ
ッ
ト
し
て
、
ビ
エ
ン
ナ
ー
ン
の
オ
ー
プ

ニ
ン

グ
の
直
前
に
点
火
し
て
爆
発
さ
せ
た
ん
で
す
。
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す
る
と
、
炎
が
通
過
し
た
と
こ
ろ
の
窓
ガ
ラ
ス

だ
け
が
割
れ
て
、
虹
の
よ
う
な
光
と
形
を
作
り

出
す
ん
で
す
。

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く

れ
た
の
は
、
マ
ン
デ
ラ
大
統
領
の
二
つ
の
言
葉

で
し
た
。
ひ
と
つ
は
、
「制
限
の
あ
る
暴
力
」。
マ

ン
デ
ラ
は
六
〇
年
代
に
、
そ
の
よ
う
な
信
条
に

基
づ
い
て
、
自
人
政
権
に
対
し
て
制
限
的
に
暴

力
を
使
っ
た
。
「無
制
限
」
な
形
で
の
暴
力
的
行

為
は
決
し
て
行
わ
な
か
っ
た
。
も
う
ひ
と
つ
は
、

大
統
領
に
な
っ
て
か
ら
彼
が
呼
び
か
け
た

「虹

の
国
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
マ
ン
デ
ラ
の

言
葉
を
知
っ
て
、
南
ア
フ
リ
カ
の
過
去
と
現
在
ヽ

そ
し
て
明
日
、
つ
ま
り
民
族
の
希
望
と
か
転
機

を
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
思
っ
た
ん
で
す
。

今
橋
　
察
さ
ん
は
本
来
は
中
国
の
方
で
す

が
、
日
本
を
拠
点
に
ご
活
動
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
あ
り
、
日
本
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
紹
介

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
の
こ
と
で
す
ね
。
察
さ

ん
を
含
め
た
十
八
人
の
日
本
の
現
代
作
家
が
出

品
し
た
東
京
都
現
代
美
術
館
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ

企
画
展
で
、
奈
さ
ん
の
『東
方
會
一丈
塔
こ
と
い

う
作
品
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
『東

方
』
は
東
洋
の
一
都
市
東
京
の
東
隅
に
建
て
ら

れ
た
美
術
館
を
意
味
し
、
そ
の
東
京
は
大
地
と

の
接
触
の
中
で
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
を
塔
の
四
方
に
設
置
し
た
地
震
計
の
揺
れ
で

感
じ
て
ほ
し
い
と
、
意
図
し
た
ん
で
す
ね
。

で
き
れ
ば
、
作
品
と

一
緒
に
貼
り
出
さ
れ
て

い
た
察
さ
ん
自
筆
の
企
画
メ
モ
に
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
、
塔
の
上
に
五
分
間
に
一
度
、
天
丼
か

ら
雨
を
降
ら
せ
て
ほ
し
か
っ
た
で
す
。

薬
　
雨
を
降
ら
せ
る
と
、
ほ
か
の
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
作
品
が
駄
目
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
結

局
そ
れ
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
は
い
ま
ま

で
ア
ジ
ア
の
作
家
た
ち
は
、
よ
く
宇
宙
観
と
か

自
然
観
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
ん
で
す
け
ど
、

方
法
論
と
し
て
ち
ょ
っ
と
弱
か
っ
た
か
と
反
省

し
て
い
ま
す
。
人
間
が
自
然
と

一
体
化
す
る
こ

と
、
自
然
と
の
共
生
を
私
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
が
、
コ
ン
セ
プ
ト
と
方

法
論
の
間
で
私
も
い
つ
も
苦
心
し
て
い
ま
す
。

現
実
に
各
地
で
地
震
が
起
こ
り
、
自
然
は
そ

の
よ
う
に
矛
盾
を
は
ら
み
な
が
ら
調
和
し
て
生

き
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
昨
年
つ
く
っ
た
こ
の

一展
示
の
企
画
書
で
は
、
私
は
関
東
や
東
一京
を
意

識
し
て
い
ま
し
た
。

今
橋
　
そ
れ
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
九

一
年
に
計
画
さ
れ
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い

「鎮

魂
の
碑
」
の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
り
ま

す
ね
。

察
　
関
東
大
震
災
で
死
ん
だ
多
数
の
人
々
の

鎮
魂
の
意
味
で
計
画
し
ま
し
た
。
震
災
百
年
を

記
念
し
て
、
そ
の
大
地
震
で
い
ち
ば
ん
激
し
く

揺
れ
た
時
に
記
録
さ
れ
た
地
震
計
の
波
動
を
百

メ
ー
ト
ル
に
拡
大
し
た
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
で
表
現

す
る
。
そ
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
は
、
大
地
の
か
す

か
な
揺
ら
ぎ
を
常
に
受
け
て
動
く
。
人
間
と
自

然
と
の
永
遠
の
つ
な
が
り
、
自
然
に
対
す
る
祈

り
と
い
っ
た
こ
と
を
訴
え
る
も
の
に
し
た
い
と

思
っ
た
の
で
す
。

今
橋
　
こ
れ
は
い
ま
と
な
っ
て
は
神
戸
で
行

う
べ
き
か
も
し
れ
ま
せ
ん
…
…
。
察
さ
ん
は

「地
」
「風
」
「火
」
「水
」
と
い
う
人
類
共
通
の
四

元
素
を
、
現
代
の
想
像
力
や
創
造
力
の
な
か
に

復
権
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
東

京
の
街
が
大
き
く
、
き
れ
い
に
な
り
す
ぎ
た
分
、

大
地
と
の
関
係
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
で
す
か
ら
、
今
度
の
高
さ
九
九
九
セ
ン
チ
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の

「東
方
」
の
ミ
丈
塔
は
そ
の
点
で
貴
重
な
示

唆
を
与
え
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
「鎮
魂
の
碑
」

の
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
是
非
、
実
現
し
て

ほ
し
い
で
す
ね
。

薬
　
い
ろ
い
ろ
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
つ
く
り

ま
す
が
、
実
現
で
き
な
い
も
の
は
沢
山
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
時
代
に
生
ま
れ
て
成
長
し

た
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
時
代
の
人
間
が

何
を
考
え
、
何
を
訴
え
て
い
る
か
を
表
現
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

方
法
に
と
ら
わ
れ
な
い
「無
法
」

今
橋
　
察
さ
ん
は
、
最
初
に
コ
ン
セ
プ
ト
が

ひ
ら
め
い
て
、
仕
事
を
始
め
ら
れ
る
の
で
す
か
。

薬
　
＞る
え
。
芸
術
の
た
め
の
芸
術
と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
が
、
い
っ
た
い
美
術
は
人
類
に

と
っ
て
ど
ん
な
意
味
と
必
要
性
が
あ
る
の
か
。

美
術
と
社
会
や
時
代
と
の
関
係
が
、
い
ま
で
は

見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
か
つ
て
は
コ
ン
テ

ン
ポ
ラ
リ
ー

・
ア
ー
ト
と
か
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
と
い
っ
た
革
命
的
な
パ
ワ
ー
を
秘
め
た
潮
流

が
あ
っ
た
が
、
い
ま
で
は
全
世
界
的
に
み
て
美

術
の
新
し
壼
叫
能
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

私
は
、
そ
の
可
能
性
を

「国
際
化
」
な
ど
に

は
求
め
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
表
面
的
で
抽
象
的

な
言
葉
を
私
は
信
じ
な
い
。
重
要
な
の
は
、
ま

ず
自
分
が
住
ん
で
い
る
土
地
と
の
関
わ
り
か
ら

始
め
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
い
わ
き
市
で
行
っ
た
「環
太
平
洋
よ
り
」

と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
コ
ン
セ
プ
ト
も
、
そ

の
一
つ
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の

土
地
で
作
品
を
育
て
る
、
こ
こ
か
ら
宇
宙
と
対

話
す
る
、
こ
こ
の
人
々
と

一
緒
に
時
代
の
物
語

を
創
る
、
と
い
う
よ
う
な
基
本
的
な
創
作
態
度

か
ら
、
無
限
の
可
能
性
が
開
か
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
い
わ
き
市

で
あ
ろ
う
と
、
東
京
や
ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
、
ま

た
他
の
ど
こ
で
あ
ろ
う
と
、
可
能
性
は
あ
る
わ

け
で
す
。

今
橋
　
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
土
地
の
文
化

に
い
っ
た
ん
入
り
込
み
、
そ
の
歴
史
的
文
脈
を

知
る
こ
と
が
大
事
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。

葉
　
あ
る
土
地
を
短
期
間
訪
れ
数
度
下
見
調

査
を
し
た
だ
け
で
、
そ
の
土
地
に
対
し
て
の
評

価
を
行
う
こ
と
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
役
割
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
老
子
の
説
い
た

「道
」

と
い
う
の
も
の
が
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
仕
事
の

方
法
や
態
度
に
も
通
じ
ま
す
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

は
ど
の
土
地
に
行
こ
う
と
も
、
既
成
の
考
え
に

し
ば
ら
れ
ず
無
垢
な
気
持
ち
で
相
手
と
接
し
、

対
話
し
、
そ
の
な
か
か
ら
コ
ン
セ
プ
ト
や
表
現

方
法
を
つ
く
り
あ
げ
る
ん
で
す
。
要
す
る
に
「無

いまはし・えいこ

筑波大学専任講師 (比

較文学 。比較文化)。

1961年東京生まれ。東
京大学大学院修了。学
術博士。著書に『異都
憧憬 日本人のパリ』
(柏書房、渋沢・クロー
デル賞、サントリー学
芸賞)な ど。
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法
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
方
法
が
な
い
と
い
う

意
味
で
は
な
く
、
特
定
の
決
ま
り
き
っ
た
方
法

に
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
無
法
な
ん

で
す
。

そ
う
や
っ
て
作
品
を
つ
く
り
発
表
す
る
過
程

で
、
周
囲
の
人
々
と
対
話
し
皆
さ
ん
の
力
を
吸

収
し
て
ゆ
く
の
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
実
に

充
実
し
た
仕
事
で
す
し
、
ま
た
楽
し
い
人
生
で

も
あ
り
ま
す
。

今
橋
　
私
は
こ
れ
ま
で
現
代
美
術
と
い
う
も

の
に
対
し
て
、
あ
る
不
可
解
さ
や
違
和
感
を
覚

え
て
い
ま
し
た
。

屋
外
に
展
示
さ
れ
る
ラ
ン
ド

・
ア
ー
ト
と
言

わ
れ
る
作
品
を
見
た
と
き
も
そ
う
で
す
。
材
料

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
何
年
も
雨
晒
し
に
な
り
、

無
残
に
朽
ち
て
変
容
し
て
し
ま
っ
た
さ
ま
を
見

る
と
、
こ
れ
は
、
か
つ
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
抱

い
た
コ
ン
セ
プ
ト
と
か
夢
と
か
希
望
の
無
残
な

残
滓
で
は
な
い
か
、
し
ょ
せ
ん
人
工
物
は
自
然

に
勝
て
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
無
力
感
に

襲
わ
れ
ま
し
た
。

美
術
館
の
な
か
に
展
示
さ
れ
る
作
品
で
も
、

コ
ン
セ
プ
ト
や
テ
ー
マ
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ

に
沿
っ
て
理
解
す
れ
ば
い
い
と
な
る
と
、
作
品

は
単
な
る
意
味
を
伝
え
る
た
め
の
道
具
の
役
割

し
か
果
た
さ
な
い
こ
と
に
な
り
、
作
品
自
体
の

存
在
は
ど
う
な
る
の
か
。
古
典
的
な
芸
術
作
品

の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
発
す
る
「美
」
の
ほ
う
が
、

私
に
は
理
解
し
や
す
か
っ
た
。

し
か
し
、
察
さ
ん
の
作
品
に
接
し
て
、
現
代

美
術
が
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
察
さ
ん
は
、
作
品
に
物
質
的
な
永
遠
性
を

期
待
し
て
い
ま
せ
ん
ね
。
た
と
え
ば
、
爆
発
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
系
列
を
み
る
と
、
爆
発
の
瞬
間

に
何
か
永
遠
な
る
も
の
が
啓
示
さ
れ
、
そ
の
一

瞬
の
う
ち
に
消
え
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
そ
こ

に
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
ゃ
哲
学
、
あ
る
い
は
瞬
間

の
感
動
自
体
は
ず
っ
と
後
ま
で
記
憶
に
残
る
、

と
い
う
こ
と
が
よ
く
ゎ
か
り
ま
し
た
。

察
　
そ
う
感
じ
て
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い

で
す
。

ア
ジ
ア
か
ら
開
放
と
自
信
の
塔
を

今
橋
　
西
洋
で
は
、
絵
も
彫
刻
も
も
と
も
と

は
貴
族
の
館
の
中
の
し
か
る
べ
き
場
所
に
飾
る

た
め
に
し
か
る
べ
き
テ
ー
マ
を
も
と
に
し
て
描
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か
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
が
や
が
て
、
美
術

館
と
い
う
抽
象
的
な
空
間
に
ま
と
め
て
展
示
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
と
―
―
明
治

の
日
本
の
場
合
も
そ
う
で
す
が
―
―
美
術
館
に

合
う
よ
う
な
絵
を
描
く
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
き

ま
し
た
ね
。

察
　
現
代
美
術
で
言
え
ば
、
西
洋
に
は
い
い

作
品
と
ア
ー
テ
イ
ス
ト
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
て

い
る
。
そ
の
中
の
、
ス
ケ
ー
ル
が
大
き
な
イ
ン

ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
度
々
紹
介
さ
れ
て
き
ま
し

た
が
、
日
本
に
は
そ
の
よ
う
な
作
品
を
展
示
す

る
空
間
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
あ
る
意
味
で
、
東

京
都
現
代
美
術
館
は
、例
え
ば
ポ
ン
ピ
ド
ウ
ー
・

セ
ン
タ
ー
の
よ
う
な
広
い
ス
ペ
ー
ス
を
も
っ
た

美
術
館
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
、
西
洋
の
現
代
美

術
の
紹
介
も
優
れ
た
日
本
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

誕
生
も
む
ず
か
し
い
、
と
の
前
提
の
も
と
に
つ

く
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
橋
さ
ん
が
い
ま
お

話
し
さ
れ
た
、
明
治
期
の
日
本
で
西
洋
的
美
術

館
と
い
う
容
れ
も
の
に
あ
う
よ
う
な
作
品
が
つ

く
ら
れ
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
同

じ
よ
う
な
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
そ
の
意

味
で
は
、
東
京
都
現
代
美
術
館
は
ア
ジ
ア
の

近

。
現
代
美
術
の
運
命
を
善
く
も
悪
く
も
象
徴

し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
し
っ
か
り

と
し
た

「
ア
ジ
ア
」
へ
の
自
信
を
確
立
し
た
う

え
で

「西
洋
」
や

「世
界
」
の
受
容
と
い
う
開

放
性
を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
最
初
の
出

発
点
か
ら

「西
洋
」
と
い
う
も
の
を
前
提
と
し

て
い
る
ん
で
す
。

だ
か
ら
私
は
、
ア
ジ
ア
自
身
が
、
そ
の
固
有

性
の
も
と
に
閉
鎖
的
に
な
る
の
で
は
な
く
、
自

ら
に
対
し
て
の
自
信
に
裏
打
ち
さ
れ
た
世
界

へ

の
開
放
性
を
持
と
う
と
い
う
願
い
を
込
め
て
、

東
京
都
現
代
美
術
館
に
高
さ
九
九
九
セ
ン
チ
の

巨
大
な
塔
を
つ
く
り

『東
方

Ｔ
一丈
塔
置
と
い
う

タ
イ
ト
ル
を
つ
け
て
出
品
し
た
ん
で
す
。

で
も
、
こ
の
作
品
の
展
示
も
、
あ
れ
だ
け
の

ス
ペ
ー
ス
を
も
っ
た
美
術
館
が
で
き
た
こ
と
で

可
能
に
な
っ
た
ん
で
す
け
ど
。
そ
の
意
味
で
は
、

東
京
都
現
代
美
術
館
が
で
き
た
こ
と
を
評
価
も

し
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
東
京
都
現
代
美
術
館

は
、
ア
ジ
ア
で
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
の
ス
ペ
ー
ス
を

持
つ
美
術
館
で
す
か
ら
ね
。

今
橋
　
す
る
と
、
あ
の
美
術
館
の
命
運
を
左

右
す
る
の
は
、
ア
ー
テ
イ
ス
ト
た
ち
の
今
後
の

活
躍
い
か
ん
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

禁
　
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
キ
ュ
レ

ー
タ
ー
を
含
め
て
日
本
美
術
界
の
動
向
や
シ
ス

テ
ム
、
社
会
の
動
向
に
も
か
か
わ
る
問
題
だ
と

思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
日
本
的
な
特
殊
性
を
強
調
す
べ

き
か
、
そ
れ
と
も
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
普
遍
性
を
守

る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
が
日
本
の
美
術
界
で

最
近
よ
く
争
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
時
代

は
も
う
そ
の
両
方
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
し
、
同
時
に
、
そ
の
両
方
と
も
を
超
え

よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
確
か
に
こ
れ
ま
で
の
時
代
の
流
れ
を
み

れ
ば
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
味
方
し
て
い
ま
す
。
ア

メ
リ
カ
を
代
表
す
る
現
代
美
術
は
、
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
も
つ
普
遍
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
は
、
そ
ち
ら
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け

て
き
ま
し
た
か
ら
ね
。

も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
の
現
代
美
術
は
初
め

か
ら
モ
ダ

ニ
ズ
ム
の
普
遍
性
を
意
図
し
た
わ
け

で
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
的
な
も
の
を
模
索
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
パ
リ
か
ら
輸
入
し
た
文

化
に
、
ア
メ
リ
カ
は
納
得
で
き
な
か
・，
な
●
■
一
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す
。
た
と
え
ば
ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
景
を
描
く
よ

う
な
方
法
で
ア
メ
リ
カ
の
自
然
を
表
現
す
る

と
、
地
理
説
明
の
絵
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、

お
も
し
ろ
く
な
い
。
グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
を

描
く
と
、
地
理
博
物
館
に
飾
る
よ
う
な
絵
に
な

っ
て
し
ま
っ
た

（笑
）。

つ
ま
り
、
悠
久
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
価

値
観
と
そ
の
表
現
方
法
は
、
ア
メ
リ
カ
の
広
大

な
大
地
と
社
会
の
急
速
な
変
化
の
中
で
変
容
を

余
儀
無
く
さ
れ
、
別
の
新
し
い
道
を
開
く
と
い

う
課
題
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
産
み
の
苦
し
み
に
あ
っ
て
い
た

ア
メ
リ
カ
に
は
、
隣
の
メ
キ
シ
ョ
で
起
こ
っ
て

い
た
壁
画
運
動
が
た
い
へ
ん
羨
ま
し
く
映

っ

た
。
ス
ペ
イ
ン
文
化
の
パ
ワ
ー
と
メ
キ
シ
ョ
原

住
民
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
融
合
し
た
結
果
か
ら
、

強
い
メ
キ
シ
ョ
的
な
文
化
の
光
が
国
境
を
超
え

ア
メ
リ
カ
に
映
射
し
て
き
た
。
だ
け
ど
メ
キ
シ

ヨ
の
よ
う
な
も
の
を
ま
ね
て
つ
く
っ
た
ア
メ
リ

カ
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
作
品
は
、
不
自
然

さ
と
弱
さ
を
拭
い
き
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

や
が
て
抽
象
表
現
主
義
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
・
ポ

ロ
ッ
ク
が
登
場
し
、
「
こ
れ
ぞ
ア
メ
リ
カ
的
／
」

と
言
え
る
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
ア

メ
リ
カ
の
政
治
力
、
経
済
力
と
相
ま
っ
て
、
例

え
ば
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
が
世
界
的
に
影
響
を
及

ぼ
す
よ
う
に
な
り
、
日
本
の
芸
術
も
そ
れ
と
は

無
縁
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

物
質
的
繁
栄
の
大
洪
水
と
い
っ
た
社
会
は
世

界
中
に
広
が
り
、
人
間
を
不
安
に
さ
せ
た
リ
エ

―-258-――-259-―
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キ
サ
イ
テ
イ
ン
グ
に
さ
せ
た
り
し
ま
し
た
。
そ

の
よ
う
な
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
し

て
、
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
は
い
ち
は
や
く
敏
感
に
反

応
じ
数
々
の
優
れ
た
作
品
を
生
み
出
し
て
い
き

ま
し
た
。

日
本
に
お
い
て
も
、
物
質
的
大
洪
水
と
い
っ

た
時
代
背
景
は
同
様
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ご

存
じ
の
よ
う
に
ア
ン
デ
イ
・
ウ
オ
ホ
ー
ル
を
は

じ
め
と
す
る
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の
作
家
た
ち
の
作

品
は
日
本
で
も
人
気
を
博
し
、
結
果
と
し
て
、

ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の
作
品
を
買
い
、
美
術
館
で
一

般
公
開
す
る
気
運
が
起
こ
っ
た
。
こ
う
し
て
、

ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
は
わ
れ
わ
れ
人
類
が
置
か
れ
て

い
る
時
代
の
現
状
を
象
徴
し
て
い
る
と
い
う
理

由
か
ら
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
普
遍
性
を
獲
得
し
て

い
っ
た
の
で
す
。

制
作
現
場
は
ど
こ
で
も
い
い

今
橋
　
そ
う
い
う
時
代
の
流
れ
か
ら
み
て
、

察
さ
ん
が
日
本
の
い
ま
に
こ
だ
わ
っ
て
仕
事
を

し
て
い
る
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う

か
。

葉
　
先
に
言
っ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
普
遍
性
と

日
本
的
な
特
殊
性
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ

の
枠
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
日

本
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
ア
ジ
ア
全
体
の
間

題
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
の
ど
の
国

も
今
後
、
日
本
と
似
た
よ
う
な
問
題
に
直
面
す

る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

近
代
化
に
よ
る
物
質
的
繁
栄
と
人
間
の
精
神

の
問
題
、
国
際
化
、
近
代
化
、
西
洋
化
の
問
題
、

あ
る
い
は
民
族
と
伝
統
の
問
題
な
ど
、
避
け
て

通
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
橋
　
日
本
の
問
題
は
ア
ジ
ア
の
問
題
で
あ

る
と
す
る
と
、
確
か
に
こ
れ
か
ら
は
さ
ま
ざ
ま

な
分
野
の
問
題
を
国
籍
に
こ
だ
わ
ら
ず
に
考
え

て
、
行
動
し
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
ね
。

そ
う
考
え
る
と
、
察
さ
ん
が
制
作
の
場
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
例
え
ば
い
わ
き
市
を
あ
え
て
選

ん
だ
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
ん
で
す
か
。

察
　
そ
れ
は
私
が
い
わ
き
市
を
選
ん
だ
と
い

う
よ
り
、
む
し
ろ
い
わ
き
が
私
を
選
ん
だ
ん
で

す
。
い
わ
き
市
立
美
術
館
に
、私
の
仕
事
を
評
価

し
て
く
れ
た
優
れ
た
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
が
い
て
、

彼
の
考
え
た
企
画
か
ら
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が

出
発
し
て
、
地
元
の
約
二
〇
〇
人
以
上
の
方
々

と
も
力
を
あ
わ
せ
、
そ
う
い
っ
た
人
た
ち
み
ん

な
で
作
品
や
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
現
さ
せ
た
ん

で
す
。
私
自
身
に
は
、
具
体
的
な
事
前
の
プ
ラ

ン
な
ど
な
か
っ
た
ん
で
す
。
自
宅
の
あ
る
茨
城

県
の
取
手
か
ら
常
磐
線
に
乗

っ
て
い
わ
き
に
向

か
っ
て
い
た
ら
水
平
線
が
見
え
た
の
で
、
水
平

線
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
提
案
し
た
ん
で
す
。

「環
太
平
洋
よ
り
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
ま
だ
環
太
平
洋
時
代
と
い

う
ブ
ー
ム
の
余
熱
が
あ
っ
た
折
に
、
あ
ら
た
め

て
海
岸
線
か
ら
水
平
線
を
な
が
め
て
い
て
、
環

太
平
洋
の
時
代
と
い
う
二
十

一
世
紀
に
向
か
う

前
に
、
ま
ず
、
太
平
洋
沿
岸
に
あ
る
こ
の
村
、
こ

の
町
か
ら
出
発
し
、
そ
し
て
地
球
と
か
宇
宙
を

考
え
て
み
よ
う
と
思
っ
て
生
ま
れ
た
ん
で
す
。

そ
れ
で
、
た
と
え
ば
、
海
岸
線
を
仲
間
と
歩

い
て
い
た
ら
砂
浜
の
な
か
に
埋
ま
っ
て
い
た
廃

船
が
見
つ
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
美
術
館
に
持

ち
込
ん
で
展
示
し
、
そ
の
町
の
過
去
と
現
在
ヽ

そ
し
て
未
来
を
も
地
元
の
人
々
と
共
有
し
よ
う
一

と
し
た
ん
で
す
。



今
橋
　
察
さ
ん
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
を
み
る
と
、
東
洋
と
か
西
洋
と
い
う

枠
を
超
え
て
、
何
か
非
常
に
根
源
的
な
土
壌
か

ら
自
然
に
生
ま
れ
て
き
た
も
の
の
よ
う
な
気
が

し
ま
す
ね
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
一
九
九
五
年
四
月
十
四
日
収
録
）

〈対
談
を
終
え
て
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
橋
映
子

春
休
み
の
一
カ
月
、久
々
に
パ
リ
に
滞
在
し
、

天
気
の
悪
い
の
も
手
伝
っ
て
美
術
館
め
ぐ
り
の

日
々
と
な
っ
た
。
時
間
を
か
け
て
見
て
回
る
と
、

な
に
げ
な
い
こ
と
に
気
づ
き
始
め
る
―
―
例
え

ば
ポ
ン
ピ
ド
ゥ
ー

・
セ
ン
タ
ー
の
常
設
展
示
で

あ
る
。
パ
リ
に
お
け
る

「現
代
美
術
」
の
基
地

で
あ
る
こ
の
美
術
館
に
、
ピ
カ
ソ
、
マ
チ
ス
、

モ
ン
ド
リ
ア
ン
、
シ
ャ
ガ
ー
ル
、
カ
ン
デ
イ
ン

ス
キ
ー
な
ど
の

「巨
匠
」
た
ち
の
作
品
が
並
ん

で
い
る
。
確
か
に
二
十
世
紀
を
「我
々
の
世
紀
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
以
上
、
現
代
美
術
に
は

違
い
な
い
の
だ
が
、
今
や
二
十

一
世
紀
を
目
の

前
に
し
て
、
す
で
に
こ
れ
ら
の
画
家
た
ち
が
、

前
世
紀
の
巨
匠
に
な
り
始
め
て
い
る
と
い
う
事

実
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
ポ
ン
ピ
ド
ウ
ー
で

と
並
行
し
て
企
画
展
が

い
く

つ

か
れ
て
い
た
が
、
写
真
、
映
像
文
化
な
ど
幅
広

い
ジ
ャ
ン
ル
を
貪
欲
に
取
り
込
む
姿
勢
に
、
こ

の
美
術
館
が
む
し
ろ
企
画
展
を
通
じ
て
「現
代
」

と
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の

を
感
じ
た
。

さ
ら
に
気
づ
い
た
の
は
パ
リ
の
他
の
美
術
館

と
比
べ
、
観
客
の
中
に
十
代
～
二
十
代
を
中
心

と
す
る
若
者
た
ち
の
占
め
る
割
合
が
、
国
籍
を

問
わ
ず
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

東
京
に
戻
っ
た
直
後
、
新
し
く
オ
ー
プ
ン
し
た

東
京
都
現
代
美
術
館
を
訪
れ
た
時
に
も
そ
れ
は

如
実
に
感
じ
ら
れ
た
。
若
い
世
代
が
、
過
去
の

評
価
の
定
ま
っ
た
名
品
で
は
な
く
、
現
代
の
潮

流
に
敏
感
な
感
性
で
応
え
よ
う
と
し
て
い
る
様

子
を
見
て
、
現
代
美
術
が
現
代
文
学
と
同
様
、

こ
も
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
い
か
に
残
念
な
現

象
で
あ
る
か
を
つ
く
づ
く
と
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

す
で
に
日
本
の
現
代
美
術
の
世
界
で
は
良
く

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
察
國
強
氏
は
、
火
薬
、

漢
方
薬
、
風
水
思
想
な
ど
、
出
身
で
あ
る
中
国

古
来
の
知
恵
や
素
材
を
用
い
な
が
ら
、
し
か
も

現
代
世
界
に
対
す
る
批
評
や
提
言
を
つ
ね
に
発

信
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
次
々
と
仕
掛
け
て
き

た
ア
ー
チ
ス
ト
で
あ
る
。
私
自
身
は
ま
だ
彼
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
実
見
し
た
機
会
が
な
い
の
だ

が
残
念
だ
が
、
察
氏
の
本
領
は
ま
た
、
む
し
ろ

到
底
実
現
不
可
能
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
次
々
と

頭
脳
の
中
か
ら
生
み
出
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
あ

る
と
も
言
え
る
。
例
え
ば

〈
ベ
ル
リ
ン
の
壁
を

再
現
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〉
―
―

「東
西
ベ
ル

リ
ン
の
壁
跡
の
線
上
に
導
火
線
を
二
八
〇
〇
メ

ー
ト
ル
に
わ
た
っ
て
敷
設
し
、
点
火
す
る
。
爆

発
時
間
は
二
八
秒
。
爆
発
時
の
光
と
硝
煙
に
よ

っ
て
再
現
さ
れ
る
壁
と
瞬
間
に
消
え
る
壁
を
通

信
衛
星
に
よ
っ
て
実
況
中
継
す
る
。
同
時
に
宇

宙
空
間
に
向
け
て
も
放
送
電
波
を
発
信
す
る
」。

●日本を生きる外国人

国
の
統

一
の
あ
と
に
、
そ
れ
で
も
人
類
の
精
神

の
内
部
に
無
数
に
築
か
れ
続
け
て
い
る
壁
を
暗

示
す
る
。
あ
る
い
は
、
公
口
湾
海
峡
を
は
さ
ん
で

台
湾

・
福
建
両
岸
に
並
ぶ
現
在
使
わ
れ
て
い
な

い
千
個
以
上
の
堡
塁

（ト
ー
チ
カ
）
を
情
人
旅
館

↑
フ
ブ
ホ
テ
ル
）
に
全
面
改
造
す
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
〉
と
い
う
傑、
作、
も
あ
る
。
企
画
メ
モ
に
付
さ

れ
た
漢
詩
の
一
節
曰
く

「大
砲
な
ど
の
武
器
は

撤
去
し
、
高
倍
率
の
望
遠
鏡
は
残
し
て
お
く
／

来
訪
歓
迎
　
観
光
旅
行
に
最
適
」。

文
化
大
革
命
、
天
安
門
事
件
と
い
う

一
連
の

事
件
の
中
で
彼
は

「多
く
の
計
画
の
変
更
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
」
と
実
際
語
り
、
そ
こ
か
ら
時

代
の
運
命
に
対
し
て
積
極
的
に
発
言
す
る
、
こ

う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
生
れ
て
き
た
の
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
し
た
作
品
は
、
単

に
政
治
や
時
代
に
対
す
る
批
判
で
は
な
い
。ヽ

一

方
に
宇
宙
、
そ
の
一
方
に
彼
が
今
根
づ
く
土
地

と
の
対
話
を
大
事
に
し
、
そ
し
て
ま
た
悠
々
と

し
た
、
瓢
々
と
し
た
、　
ュ
ー
モ
ア
や
夢
を
包
含

す
る
の
を
知
る
時
、
私
た
ち
は
彼
の
作
品
に
自

然
に
共
感
で
き
、
現
代
美
術
の
お
も
し
ろ
さ
を

再
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

察
氏
は
対
談
の
お
わ
り
に
、
現
代
の
日
本
、

そ
し
て
現
代
の
東
京
が
も
っ
て
い
る
あ
る
種
の

パ
ワ
ー
に
大
変
惹
か
れ
る
し
、
そ
れ
が
た
め
に

自
分
の
活
動
の
拠
点
を
今
後
と
も
日
本
に
置
き

た
い
と
語

っ
て
く
れ
た
。
こ
の

一
年
間
、
「日

本
を
」
生
き
る
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
外
国
人
の

方
々
が
、
は
か
ら
ず
も
そ
ろ
っ
て
そ
の
点
を
指

摘
さ
れ
た
の
が
、
私
に
は
意
外
で
あ
り
、
ま
た

新
し
い
発
見
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、
日

本
の
固
有
な
文
化
と
並
旦
遍
性
を
い
か
に
見
極
め
、

自
己
の
内
側
に
と
り
こ
ん
で
い
く
か
が
、
国
籍

の
別
な
く
共
通
の
問
題
意
識
で
あ
っ
た
こ
と
も

興
味
深
い
。
さ
ら
に
何
よ
り
も
、
語
る
べ
き
フ
」

と
ば
」
と

「世
界
」
を
も
っ
て
い
る
方
々
と
の

対
話
は
本
当
に
楽
し
か
っ
た
。
そ
し
て
、
今
回

登
場
願
え
な
か
っ
た
方
々
を
含
め
、
「日
本
を

生
き
る
外
国
人
」
の
仕
事
を
同
時
代
人
と
し
て

積
極
的
に
評
価
し
、
こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
た
め
に

私
に
紹
介
し
て
下
さ
っ
た
多
く
の
日
本
人
が
い

た
こ
と
を
、
最
後
に
読
者
に
ご
報
告
し
て
お
き

た
い
。

劇
圃
正
利
対
攀
葬

　

′〃

聾％
の
す
す
め

高
坂
正
尭
、
〓
一浦
雅
士
、
九
谷
才

一
な

ど
同
時
代
人
と
の
豊
か
な
歴
史
感
覚
に

裏
打
ち
さ
れ
た
対
談
集
。
ア
ジ
ァ
を
見

据
え
つ
っ
、
な
お
ア
ジ
ァ
を
超
え
た
壮
大

な
文
明
構
築
を
説
く
表
題
作
ほ
か
充

実
の
八
篇
／

●
定
価
１
５
０
０
円
霧
わ
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