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　「
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
」
と
い
う
言
い
方
は
、
日
本
で
も
有

名
だ
ろ
う
。
一
九
四
一
年
二
月
に
米
『
タ
イ
ム
』
誌
の
出
版
責
任
者
ヘ
ン

リ
ー
・
ル
ー
ス
が
、
自
国
か
ら
出
て
世
界
を
支
配
す
る
べ
き
だ
と
ア
メ
リ
カ

人
に
説
教
す
る
記
事
を
発
表
し
た
。
お
よ
そ
十
ヶ
月
後
、
真
珠
湾
攻
撃
が

き
っ
か
け
で
ア
メ
リ
カ
が
本
格
的
に
第
二
次
世
界
大
戦
に
加
わ
っ
て
、
結

局
ル
ー
ス
の
言
う
通
り
に
世
界
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
、

「
来
る
百
年
間
、
ア
メ
リ
カ
が
世
界
を
支
配
す
る
べ
き
だ
」
と
い
う
考
え
方

に
、
ア
メ
リ
カ
の
保
守
派
や
進
歩
派
、
左
右
派
閥
問
わ
ず
ほ
と
ん
ど
の
人

（
一
般
市
民
も
含
む
）
が
賛
成
し
て
い
た
。

　「
来
る
百
年
間
」
と
ル
ー
ス
が
一
九
四
一
年
に
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン

チ
ュ
リ
ー
」
を
予
測
し
た
も
の
の
八
十
年
ほ
ど
経
過
し
た
と
こ
ろ
で
衰
え
る

様
子
を
見
せ
だ
し
た
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
だ
が
、
第
二
次
世
界
大
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戦
の
途
中
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
が
大
き
な
権
力
を
持
ち
続
け
て
き
た
。
特
に

ソ
連
が
崩
壊
し
て
か
ら
は
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
に
対
立
で
き
る
敵
は
お
ら
ず
、

世
界
の
大
部
分
が
ワ
シ
ン
ト
ン
の
天
下
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
だ
。

　
ア
メ
リ
カ
が
こ
の
よ
う
に
超
強
国
に
な
る
た
め
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
日
本
が
犠
牲
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
勝
利
に

は
、
日
本
の
戦
没
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
な
の
で
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
の
中
に
、
日
本
と
い
う
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
の
生
贄
」
が

ど
の
よ
う
に
存
在
し
て
き
た
か
は
、
気
に
な
る
問
い
だ
。

　
ア
メ
リ
カ
の
ベ
テ
ラ
ン
日
米
関
係
史
専
門
家
ケ
ネ
ス
・
パ
イ
ル
教
授
は
、

こ
の
問
い
に
答
え
る
本
と
し
て
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
の
中
の

日
本
』
を
執
筆
し
た
。
パ
イ
ル
教
授
は
長
年
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
で
教
鞭
を

と
り
な
が
ら
、
ア
ジ
ア
を
研
究
す
る
シ
ン
ク
・
タ
ン
ク
の
創
立
に
携
わ
っ
て
、
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『
日
本
研
究
』
と
い
う
学
術
雑
誌
の
創
立
に
も
貢
献
し
た
の
で
、
情
報
に
精

通
す
る
パ
イ
ル
教
授
が
『
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
の
中
の
日
本
』
と

い
う
本
を
書
く
こ
と
は
と
て
も
相
応
し
い
。

　
パ
イ
ル
の
テ
ー
ゼ
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
関
係
が
不
思
議
だ
、
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
本
の
最
初
か
ら
も
こ
の
テ
ー
ゼ
が
滲
み
出
て
い
る
。
パ
イ
ル

が
序
文
の
タ
イ
ト
ル
に
用
い
た
「
不
自
然
な
親
し
み
」
は
、
ア
メ
リ
カ
国
務

省
の
有
識
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
が
初
め
て
使
っ
た
言
葉
だ
。
パ
イ
ル
は
序

文
か
ら
十
一
章
を
か
け
て
こ
の
「
不
自
然
な
親
し
み
」
を
紹
介
し
て
説
明
す

る
。
不
思
議
な
日
米
関
係
、
言
い
換
え
れ
ば
「
不
自
然
な
」
日
米
の
「
親
し

み
」
が
、
常
に
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
」
の
背
景
に
潜
み
、
ア
メ

リ
カ
の
台
頭
に
随
っ
て
変
貌
す
る
こ
と
だ
。

　
第
一
章
「
二
つ
の
台
頭
す
る
強
国
」
は
、
両
国
の
長
い
歴
史
を
紹
介
し
て
、

何
故
日
米
が
衝
突
し
た
か
を
説
明
す
る
章
だ
。
ア
メ
リ
カ
と
日
本
の
罪
を
隠

さ
な
い
で
、
日
本
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
不
満
を
比
較
的
肯
定
的
に
扱
っ
て
、

日
本
が
何
故
戦
争
を
選
ん
だ
か
と
い
う
動
機
を
公
平
に
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、

本
書
の
し
っ
か
り
し
た
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

　
第
二
章
「
無
条
件
降
伏
政
策
」
と
第
三
章
「
原
爆
を
使
用
す
る
判
断
」
で

は
、
パ
イ
ル
が
ア
メ
リ
カ
の
対
日
戦
時
意
識
を
厳
し
く
批
判
す
る
。
ル
ー
ズ

ベ
ル
ト
大
統
領
が
連
邦
政
府
の
対
外
政
策
を
自
分
の
手
で
握
っ
て
い
た
結
果

と
し
て
、
よ
り
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
た
か
っ
た
国
務
省
の
声
が
無
視

さ
れ
て
、
軍
隊
の
反
日
タ
カ
派
の
意
見
が
優
先
さ
れ
た
と
パ
イ
ル
は
分
析

す
る
。「
無
条
件
降
伏
」
は
、
例
え
ば
南
北
戦
争
で
グ
ラ
ン
ト
将
軍
が
リ
ー

将
軍
に
対
し
て
用
い
た
政
策
で
、
ま
っ
た
く
現
代
に
合
っ
て
い
な
か
っ
た

と
、
一
九
四
九
年
か
ら
外
務
省
ト
ッ
プ
に
な
っ
た
デ
ィ
ン
・
ア
チ
ェ
ソ
ン
は

回
想
し
た
が
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
大
統
領
は
猪
突
猛
進
に
無
条
件
降
伏
を
通
し

た
。
戦
争
の
最
後
の
幕
と
し
て
、
そ
し
て
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
意
思
を
尊
重
す

る
た
め
に
も
、
戦
争
が
終
わ
る
前
に
亡
く
な
っ
た
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
の
後
継
者

ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
が
原
爆
を
投
下
す
る
こ
と
に
し
た
。
パ
イ
ル
の
解
釈
は
、

無
条
件
降
伏
政
策
と
原
爆
投
下
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
。

　
絶
対
的
な
対
日
政
策
が
次
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
パ
イ
ル
が
描
写
す
る

「
日
本
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
ン
革
命
」
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
こ
の
革
命

の
輪
郭
と
内
容
を
パ
イ
ル
が
紹
介
す
る
。
占
領
軍
、
と
り
わ
け
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
将
軍
を
指
し
て
パ
イ
ル
が
曰
く
、「
ア
メ
リ
カ
人
は
、
自
分
た
ち
が

通
っ
た
歴
史
が
背
景
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
他
の
国
で
も
国
家
建
設
が
出
来
る

と
自
信
を
持
っ
て
い
た
」
と
明
確
に
問
題
提
起
を
す
る
（p. 119

）。

　
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
人
が
描
く
自
画
像
で
は
自
分
た
ち
が
昔
圧
政
者
か
ら

自
由
を
取
り
戻
し
た
事
が
強
調
さ
れ
る
が
、
同
じ
ア
メ
リ
カ
人
が
日
本
人
に

対
し
て
か
な
り
圧
政
的
な
支
配
を
施
し
た
矛
盾
を
パ
イ
ル
が
巧
妙
に
説
明
す

る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
東
京
裁
判
で
は
、
ア
メ
リ
カ
を
は
じ
め
、
連
合
国

側
が
公
平
な
裁
判
を
行
っ
た
と
は
残
念
な
が
ら
言
え
な
い
、
か
え
っ
て
勝

者
正
義
の
側
面
も
あ
る
、
と
パ
イ
ル
は
批
判
す
る
。
占
領
軍
が
日
本
国
民
に

押
し
付
け
た
検
閲
制
度
も
、
自
由
を
大
切
に
す
る
ア
メ
リ
カ
人
が
と
る
べ
き
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政
策
で
は
な
い
、
と
パ
イ
ル
が
同
様
に
指
摘
す
る
。
パ
イ
ル
に
よ
る
と
、
占

領
期
は
総
合
的
に
言
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
人
が
日
本
で
起
こ
し
た
革
命
だ
っ
た

（p. 143

）。

　
こ
の
状
況
が
戦
後
に
続
い
て
、
冷
戦
ス
タ
ン
ス
に
移
る
ア
メ
リ
カ
が
日
本

を
属
国
に
し
た
、
と
パ
イ
ル
は
解
釈
す
る
。
第
五
章
「
日
本
の
従
属
化
」
は

こ
の
過
程
を
細
か
く
説
明
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
朝
鮮
半
島
の
危
機
な
ど
で

ソ
連
の
本
性
が
や
っ
と
分
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
政
府
は
、
ル
ー
ズ
ベ
ル

ト
大
統
領
が
「
友
」
と
思
っ
て
い
た
ス
タ
ー
リ
ン
が
、
実
は
「
敵
」
だ
と
判

断
し
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
が
想
像
し
て
い
た
戦
後
ビ
ジ
ョ
ン
を
捨
て
て
、
平
和

の
希
望
を
急
速
に
ソ
連
に
対
す
る
懸
念
に
切
り
替
え
た
。
国
務
省
の
ジ
ョ
ー

ジ
・
ケ
ナ
ン
は
、
日
本
を
軍
備
撤
廃
さ
せ
た
ア
メ
リ
カ
の
占
領
軍
を
厳
し
く

非
難
し
て
、
冷
戦
の
最
前
線
に
立
つ
日
本
列
島
に
十
分
に
警
察
も
い
な
い
状

態
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
（pp. 150–53

）。 

　
し
か
し
、
当
時
の
総
理
大
臣
吉
田
茂
は
、
駐
日
米
軍
基
地
が
も
た
ら
す
利

益
を
逃
し
た
く
な
い
た
め
、
ソ
連
の
警
戒
を
感
じ
て
慌
た
だ
し
く
「
逆
コ
ー

ス
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
ア
メ
リ
カ
軍
の
意
思
を
賢
明
に
も
無
視
し
、
日
本

が
あ
る
意
味
で
ア
メ
リ
カ
の
属
国
に
な
る
こ
と
に
賛
成
し
て
い
た
。
日
本
の

自
由
と
引
き
替
え
に
、
日
本
人
が
豊
か
に
生
活
で
き
る
こ
と
を
吉
田
は
期
待

し
た
。
一
九
五
一
年
九
月
八
日
に
、
同
時
に
平
和
条
約
と
安
全
保
障
条
約
を

締
結
し
た
ア
メ
リ
カ
と
日
本
が
、
平
和
の
維
持
と
属
国
の
ス
テ
ー
タ
ス
を
リ

ン
ク
し
た
事
を
、
パ
イ
ル
は
大
き
く
扱
う
。「
従
属
的
な
独
立
」
と
ま
で
揶

揄
す
る
パ
イ
ル
の
意
見
は
、
当
時
の
米
・
日
両
国
の
新
聞
の
論
調
と
も
一
致

し
て
い
る
（pp. 176–78

）。

　
ア
メ
リ
カ
の
属
国
と
し
て
の
未
来
を
歓
迎
し
た
吉
田
総
理
大
臣
だ
が
、
こ

の
考
え
は
利
益
も
あ
れ
ば
損
害
も
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
例
え
ば
、

第
六
章
「
日
本
の
魂
の
た
め
に
」
で
紹
介
さ
れ
る
第
五
福
竜
丸
事
件
が
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
冷
戦
政
策
の
一
環
と
し
て
軍
隊
は
太
平
洋
諸
島
な
ど
で
水
爆
実

験
を
実
行
し
て
い
た
が
、
偶
々
近
く
で
仕
事
を
し
て
い
た
漁
船
の
第
五
福
竜

丸
に
乗
っ
て
い
た
日
本
人
が
あ
る
日
の
水
爆
実
験
か
ら
膨
大
な
害
を
受
け
た

こ
と
で
、
再
び
核
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
か
と
、
国
民
は
非
常
に
恐
怖
を
覚

え
た
。
豊
か
に
暮
ら
す
代
価
と
し
て
、
自
由
を
手
放
す
こ
と
が
失
敗
だ
っ
た

か
も
知
れ
な
い
と
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
る
日
本
人
が
急
増
し
た
。
政
治
思

想
家
丸
山
眞
男
が
提
唱
し
て
い
た
「
主
体
性
」
が
一
九
六
〇
年
に
、
安
保
条

約
更
新
の
交
渉
に
伴
う
デ
モ
と
し
て
現
れ
た
。
こ
の
章
で
パ
イ
ル
が
形
容
す

る
の
は
、
自
分
た
ち
と
は
誰
か
と
常
に
問
う
日
本
人
の
戦
後
の
「
魂
」
だ
。

　
第
七
章
「
特
有
の
同
盟
」
で
は
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
に
兵
士
を
送
っ
た
ア
メ

リ
カ
と
そ
の
戦
争
を
行
う
た
め
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
日
本
と
の
関
係
が

説
明
さ
れ
る
。
当
時
の
駐
日
米
大
使
、
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
は
、

ネ
ィ
テ
ィ
ブ
並
の
日
本
語
能
力
を
使
い
こ
な
し
て
日
米
関
係
を
友
好
の
ま
ま

保
と
う
と
し
て
い
た
一
方
、
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
刺
激
を
受
け
て
過
激
化
す
る

日
本
の
左
翼
は
力
を
強
め
て
、
日
米
安
保
体
制
を
脅
か
し
て
い
た
。

　
そ
し
て
顧
問
の
ヘ
ン
リ
ー
・
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
耳
を
傾
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け
た
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、
事
前
交
渉
無
し
に
「
新
経
済
政
策
」
を
一
九
七

一
年
に
突
然
発
表
し
た
。
ア
メ
リ
カ
人
が
思
っ
た
よ
り
も
早
く
戦
争
の
破
壊

か
ら
回
復
し
た
日
本
の
経
済
を
あ
る
程
度
束
縛
す
る
た
め
に
作
成
し
た
こ
の

政
策
が
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
軍
に
降
伏
し
た
記
念
日
、
八
月
十
五
日
に
発
表

さ
れ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
」
が
、

日
米
同
盟
を
か
な
り
揺
る
が
し
た
と
パ
イ
ル
は
指
摘
す
る
。
同
盟
を
当
た
り

前
の
こ
と
と
思
っ
て
い
た
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
さ
え
も
そ
の
あ
と
、
日
本
の
主

体
性
を
少
し
ず
つ
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ニ
ク
ソ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
も
日
本
の
経
済
成
長
は
続
い
た
。
第
八

章
「
競
争
す
る
資
本
主
義
」、
第
九
章
「
収
束
し
な
い
日
本
社
会
」、
と
第
十

章
「
日
本
に
お
け
る
民
主
主
義
」
は
、
ア
メ
リ
カ
と
経
済
レ
ベ
ル
で
競
合
し

つ
つ
あ
っ
た
日
本
の
国
内
か
ら
み
た
日
米
関
係
の
詳
細
を
考
え
る
三
章
だ
。

日
本
の
経
済
成
長
の
一
つ
の
鍵
は
吉
田
茂
が
決
定
し
た
「
従
属
」
ス
テ
ー
タ

ス
だ
が
、
冷
戦
が
深
刻
化
す
る
中
で
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
な
ど
に
貢
献

し
な
い
事
（
占
領
軍
が
日
本
に
押
し
付
け
た
日
本
国
憲
法
が
邪
魔
に
な
っ
て
い
た

と
い
う
現
実
が
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
歯
痒
い
問
題
だ
っ
た
）
も
ア
メ
リ
カ
人
は

不
公
平
だ
と
思
い
、
日
本
の
経
済
が
ア
メ
リ
カ
の
軍
力
に
「
タ
ダ
乗
り
」
し

て
い
る
と
い
う
不
満
の
声
も
ア
メ
リ
カ
で
上
が
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
と
い
う
典

型
的
資
本
主
義
社
会
と
競
争
す
る
と
同
時
に
、
日
本
の
社
会
が
ま
だ
「
保
守

的
」
だ
っ
た
こ
と
を
不
思
議
に
思
う
パ
イ
ル
は
、
日
本
の
特
徴
を
考
慮
に
入

れ
て
、
自
民
党
と
い
う
一
つ
の
党
に
ほ
と
ん
ど
支
配
さ
れ
る
日
本
の
特
別
な

「
民
主
主
義
」、
そ
し
て
日
本
国
民
の
矛
盾
（
と
パ
イ
ル
が
思
う
）
す
る
進
歩

的
傾
向
と
保
守
的
傾
向
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
最
後
の
章
、
第
十
一
章
「
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
衰
退
期
に
あ
る

日
本
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
が
百
年
間
世
界
を
支
配
す
る
と
い
う
概
念
に
戻
っ

て
、
改
め
て
日
米
関
係
を
考
え
る
。
ア
メ
リ
カ
の
帝
国
は
徐
々
に
力
を
失

い
、
日
本
の
安
全
を
保
障
す
る
事
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
と
心
配
す
る
人
が

年
々
増
え
つ
つ
あ
る
。
そ
の
中
で
、
故
中
曽
根
康
弘
総
理
大
臣
の
い
う
「
戦

後
総
決
算
」、
つ
ま
り
、
戦
後
と
い
う
心
理
を
乗
り
越
え
て
自
立
す
る
日
本

を
育
て
た
い
、
と
い
う
意
思
は
安
倍
晋
三
総
理
大
臣
が
受
け
継
い
で
、
憲
法

改
正
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
の
立
場
を
も
っ
と
強
く
し
よ
う
と
し
た
。
ア
メ
リ

カ
に
依
存
す
る
事
か
ら
日
本
が
完
全
に
独
立
す
る
、
つ
ま
り
主
体
性
を
取
り

戻
す
こ
と
が
少
し
ず
つ
日
本
国
民
の
常
識
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
ア
メ
リ

カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
の
黄
昏
を
示
す
と
も
言
え
よ
う
。

　
本
書
に
つ
い
て
は
二
つ
だ
け
批
判
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
ソ

連
の
工
作
員
や
他
の
共
産
主
義
者
が
ど
れ
だ
け
日
米
関
係
に
干
渉
し
て
き
た

か
パ
イ
ル
が
ほ
ぼ
触
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
正
確
に
言
え
ば
、
日
米

関
係
は
日
米
ソ
関
係
だ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
歴
史
的
事
実
を

も
っ
と
明
確
に
し
て
欲
し
か
っ
た
（
慰
安
婦
問
題
な
ど
に
つ
い
て
も
歴
史
的
事

実
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
）。
二
つ
目
は
、
パ
イ
ル
は
「
保
守
系
」

や
「
保
守
派
」
な
ど
を
よ
く
使
う
が
、
こ
れ
ら
が
一
体
誰
を
意
味
す
る
の
か

ほ
ぼ
明
記
し
て
い
な
い
。「
保
守
系
」
の
行
動
は
パ
イ
ル
の
解
釈
の
中
で
大
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き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
具
体
的
に
誰
の
事
を
言
っ
て
い
る
か
を
ほ

と
ん
ど
書
い
て
い
な
い
事
が
と
て
も
残
念
だ
っ
た
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、『
ア
メ
リ
カ
ン
・
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
の
中
の
日
本
』
は
、

一
人
の
偉
大
な
る
学
者
の
晩
年
の
傑
作
だ
。
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
こ
と
を

ま
と
め
た
も
の
と
思
わ
れ
、
非
常
に
出
来
栄
え
が
良
く
情
報
に
富
ん
だ
英
語

の
一
冊
で
あ
る
。
日
米
関
係
に
興
味
の
あ
る
方
に
是
非
勧
め
た
い
。




