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1

旅
行
の
中
か
ら

あ
る
年
、
投
宿
し
た
パ
リ
の
ホ
テ
ル
で
朝
目
覚

め
て
テ
レ
ビ
を

つ
け
る
と
、

明
ら
か
に
日
本
の
ア
ニ
メ
と
わ
か
る
番
組
が
放
映
さ
れ
て
い
た
。
お
よ
そ

一
〇

年
ほ
ど
前

の
こ
と
だ
。

は
っ
き
り
し
た
日
時
も
、
放
映
さ
れ
て
い
た
番
組
も
、

い
ま
は
記
憶
に
定
か
で
は
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
二
〇
年
ほ
ど
前

に
初
め

て
パ
リ
を
訪
れ
た
と
き
、
ア

ニ
メ
を
見

た
記
憶

は
な

い
。
も

っ
と
も
そ
の
こ
ろ

は
、

テ
レ
ビ
な
ど
備
わ

っ
て
い
な
い
安
宿
し
か
泊
ま
れ
な
か

っ
た
こ
と
も
考
慮

し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
。
と
に
か
く
、

一
〇
年
ほ
ど
前

の
パ

リ
滞
在
で
は
、
日
本
製

の
テ
レ
ビ
ア

ニ
メ
が
、

一
つ
な
ら
ず
放
映
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
強
く
印
象

に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
。

そ
れ
か
ら
数
年
後
、
意
識
的
に
日
本

に
関
す
る
モ
ノ

・
コ
ト
を
海
外
で
見

つ

け
よ
う
と
し
て
い
た
私
は
、
再
び
パ
リ

で
日
本

の
ア
ニ
メ
番
組

に
出
会
う
こ
と

に

な

っ
た
。

し

か
も

ず

い
ぶ

ん

数

多

く

。

そ

れ

に

こ

の
と

き

は

ち

ゃ
ん

と

記

録

を

残

し

て

い
る

。

一
九

九

三

年

三

月

三

〇

日

「
カ

リ

メ

ロ
」
、

同

三

月

三

一
日

「
カ

リ

メ

ロ
」

「
メ

ー

プ

ル

タ

ウ

ソ
物

語

」
、

四

月

二

日

「
キ

ャ
プ

テ

ン

翼

」
、

同

四

月

三

日

「
キ

ャ

ッ
党

忍

伝

て

や

ん

で

え

」

「
ピ

ー

タ

ー

パ

ソ

の

冒

険

」
、

同

四

月

四

日

「
リ

ボ

ソ

の
騎

士

」
。

い
ず

れ

も

日

本

の

ア

ニ
メ

ー

シ

ョ
ン
会

社

が

製

作

し
、

日
本

の

テ

レ
ビ

局

で

か

つ

て
放

映

さ

れ

て

い

た
も

の
で

あ

る
。

そ

れ
が

フ
ラ

ソ

ス
語

に
吹

き

替

、兄
ら

れ

、

朝

の
子

供

番

組

で
頻

繁

に
放

映

さ

れ

て

い

る
。

私

は

パ

リ

に

滞

在

す

る
前

に

ポ

ル

ト

ガ

ル

の

リ

ス
ボ

ソ
を

訪

れ

て

い
た

。

そ

こ

で
も

い

く

つ
も

の
日

本

製

ア

ニ
メ
番

組

を
朝

の

テ

レ
ビ

放

映

に
見

る

こ
ど

が

で
き

た
。

日
本

製

ア

ニ
メ

の
放

映

は
、

フ

ラ

ン

ス
だ

け

で

は
な

く

、

ポ

ル

ト

ガ

ル

で
も

、

さ

ら

に

ス
ペ

イ

ソ

で
も

イ

タ

リ

ア

で
も

行

わ

れ

て

い
る

の
を

目

に

し
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た
。
ま
た
そ
の
後
別

の
機
会
に
、
香
港
、

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム

な
ど
、

ア
ジ
ア
諸
国
で
も
放
映
さ
れ
て
い
る
の
を
わ
ず

か
な
滞
在
中

に
も
実
見

し
た
。
実
体
験

の
範
囲
で
は

フ
ラ
ソ
ス
が

最
も
頻
度
が
高

か

っ
た
。

こ
れ
を
、
た
ん
に
日
本

の
製
品
が
海
外
市
場
に
進
出
し
て
い
る
事
態
と
と
ら

え
る
だ
け
で
は
不
十
分
だ
ろ
う
。
日
本

の
子
供
た
ち
が
享
受
し
て
い
る
楽
し
み

を
、

フ
ラ
ン
ス
の
子
供
た
ち
も
同
様
に
受

け
入
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

日
本

の
子
供

の
好
み
と

フ
ラ
ン
ス
の
子
供

の
好
み
に

一
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
言
う
と
、
日
本
の
子
供
と

フ
ラ
ン
ス
の
子
供
は
、
共
有

で
き
る
文
化
を
持

っ
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な

い
か
。
そ
し
て
共
有
す
る
文
化

の

も
と
に
な

っ
て
い
る
の
が
日
本
生
ま
れ
の
ア

ニ
メ
で
あ
る
。

ア

ニ
メ
は
日
本

の
子
供

に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
生
活
文
化
だ
ろ
う
。

上
に
挙
げ
た
ア
ニ
メ
か
ら

一
つ
例
を
取

っ
て
み
よ
う
。
「
キ
ャ
プ
テ
ン
翼
」
は
、

日
本
の
学
校
や
ク
ラ
ブ

の
制
度
の
中
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
サ
ッ
カ
ー
の
物
語

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
背
景

・
舞
台
装
置

に
日
本
独
特

の
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
。

日
本

の
少
年

の
心
が
、
友
情
や
悲
し
み
、
憎
し
み
な
ど
を
伴

っ
て
さ
ま
ざ
ま
に

描
か
れ
、
努
力
や
根
性
な
ど

の
描
写
が
見

ら
れ
る
。
日
本

に
独
特
だ
と
思
わ
れ

て
い
る
精
神
性
も
よ
く
出
て
く
る
。
し
か
し
そ
ん
な
描
写
が
違
和
感
な
く

フ
ラ

ン
ス
の
少
年
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
ア
ニ
メ
は
少
な
く

と
も
少
年

の
な
か
に
共
通
す
る
な
に
か
を

つ
か
ん
で
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。

少
年

の
心
を
と
ら
え
る
普
遍
的
な
も
の
が
存
在
す
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

従

っ
て
、
そ
れ
は
日
本
独
特

の
も

の
と
単
純
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
も
日
本
語
が

フ
ラ
ン
ス
語
に
置
き
換
え
ら
れ
た
上
で
放
映
さ
れ
、
違
和

感
な
く
享
受
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
ア
ニ
メ
は
、
通
文
化
的
な
性
格
を
強

く
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ど
れ
ほ
ど
日
本

の
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
が

フ
ラ
ソ
ス
で
放
映
さ
れ
て
い
る
か
に
つ

い
て
は
、
か
つ
て
パ
リ
に
長
期
滞
在
し
た
社
会
学
者
桜
井
哲
夫

の
報
告
が
あ
る
。

そ

の
報
告
に
よ
れ
ぽ
、

フ
ラ
ン
ス
の
テ
レ
ビ
番
組

に
あ
ら
わ
れ
る
ア

ニ
メ
の
中

(
1

)

で
、
日
本
製
が
圧
倒
的
な
割
合
を
占

め
て
い
た
と
い
う
。

日
本

の
ア
ニ
メ
は
各
国
語
に
吹
き
替
え
ら
れ
、
世
界
の
子
供

の
共
通
の
楽
し

み
と
な

っ
て
い
る
よ
う
だ
。
戦
後
日
本

の
子
供

の
世
界
を
思

い
返
し
て
み
る
と
、

こ
れ
と
よ
く
似
た
現
象
は
あ

っ
た
。
テ
レ
ビ
が
普
及
し
、
多
く

の
子
供
た
ち
が

食

い
入
る
よ
う
に
ブ
ラ
ウ
ン
管
を
見

つ
め
は
じ
め
た
頃

か
ら
、
放
映
さ
れ
る
番

組

の
ほ
と
ん
ど
を
、
ア
メ
リ
ヵ
製
の
ア

ニ
メ
が
占
め
て
い
た
。
「ポ
パ
イ
」
「バ

ッ
ト
マ
ン
」
「
ウ
ッ
ド
ペ
ッ
カ
ー
」
「パ

ッ
ク
ス

・
バ

ニ
ー
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ

る
。
ま
た
テ
レ
ビ
ア
ニ
メ
に
先
立

っ
て
、
た
く
さ
ん
の
子
供
た
ち

の
心
を
引
き

つ
け
た
劇
場
用

ア
ニ
メ
映
画
も

「白
雪
姫
」
「
ダ
ン
ボ
」
な
ど
、

ア
メ
リ
カ
の

デ

ィ
ズ

ニ
ー
社

の
も
の
が
圧
倒
的
だ

っ
た
。
当
時

こ
れ
ら

ア
メ
リ
カ
製

ア
ニ
メ

の
洪
水
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
か
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は

先
進
文
明
、
普
遍
的
な
娯
楽
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
メ
リ
ヵ
製
の
ア
ニ
メ
は
、
過
去

の
時
代
に
は
存
在
し
な
か

っ
た
新
し
い
技

術
に
よ

っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
、
新
し
い
媒
体
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る

「
先
進

性
」
を
備
え
て
い
た
。
さ
ら
に
日
本

の
子
供
だ
け
に
限
ら
な

い
、
ど
こ
の
国

の
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序説新 「日本文化」論

子
供
も
享
受
す
る
も
の
、
し
か
も
子
供
だ

け
に
限
ら
ず
大
人
も
楽
し
め
る

「普

遍
性
」
も
備
え
て
い
た
。

つ
ま
り
そ
れ
は

「文
明
」
と
受
け
取
ら
れ
て
い
た
に

違

い
な
い
。
当
時
は
こ
れ
ら

の
ア
ニ
メ
が
、

ア
メ
リ
カ
社
会

の
習
慣
や
道
徳
を

反
映
し
て
い
る
と
か
、
ア
メ
リ
カ
独
特
の
美
意
識
や
理
想

の
表
現
で
あ
る
と
は

思
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
ろ
う
。

つ
ま
り
ア
メ
リ
カ

「文
化
」
と
し
て
受
け
取
ら

れ
て
は
い
な
か
っ
た
、
と
私
は
考
え
る
。
そ
れ
は
普
遍
性
や
先
進
性
を
備
え
た

「文
明
」
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
固
有

の

「文
化
」
と
は
ま

っ
た
く
考
え
ら
れ
て

い
な
か

っ
た
。

と
こ
ろ
が

い
ま
世
界
中

で
放
映
さ
れ
て
い
る
日
本
製

ア
ニ
メ
を
見
る
日
本
人

の
意
識
は
、
日
本
的
な
も

の
が
世
界
に
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る
事
態
を

「不
思

議
」
と
と
ら
え
る
。
こ
れ
は
日
本
人
の
楽

し
み
で
あ
り
、

つ
ま
り
日
本
独
特
の

も

の
だ
と
い
う

「
文
化
」

の
と
ら
え
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

梅
棹
忠
夫
氏
か
ら
う
か
が

っ
た
話
で
あ

る
が
、

ロ
ー

マ
で
テ
レ
ビ
を

つ
け
た

ら
日
本
製
ア

ニ
メ

コ

休
さ
ん
」
が
流
れ

て
い
た
。
こ
れ
を
見
て
氏
は
や
は
り

(
2

)

「不
思
議
」
だ
と
思

っ
た
と
い
う
。
私
も

「不
思
議
」
と
思

っ
た
。
室
町
時
代

の
禅
寺
が
舞
台
で
あ
る
、
い
わ
ば
特
殊
日
本

の
物
語
が
イ
タ
リ
ア
で
す
ん
な
り

理
解
さ
れ
る
も

の
だ
ろ
う
か
。
ほ
ん
と
う

に
彼
ら
は
わ
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
ど
ん
な
受
け
取
り
方
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
ふ
う
に
思

っ
て

し
ま
う
。
こ
の
感
覚
は
、
や
は
り
日
本
製

の
ア

ニ
メ
を

「文
化
」

の
文
脈
で
考

え
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
少
な
く
と
も
普
遍
性
が
あ
り
、

先
進
性
を
備
え
た

「文
明
」
と
し
て
は
と
ら
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
イ
タ
リ
ァ
人
が

コ

休
さ
ん
」
を
日
本
人
ほ
ど
に
は
理
解
で
き
る
は

ず
が
な
い
と
断
言
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
修
行
僧
や
修
道
院

の
存

在
を
考
え
れ
ば
、
案
外
す
ん
な
り
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

む
し
ろ
日
本
人
よ
り
深

い
理
解
が
で
き

て
い
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
わ
れ
わ
れ

が
勝
手
に
日
本

の
歴
史
事
情
は
わ
か
り
に
く
く
特
殊
で
あ
る
と
思

い
こ
ん
で
い

る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

な
ぜ
戦
後

の
ア
メ
リ
カ
製

ア
ニ
メ
は

「文
明
」
の
感
覚

で
受
け
と
め
ら
れ
、

現
在

の
日
本
製

ア
ニ
メ
は

「文
化
」
の
感
覚

で
と
ら
え
ら
れ
る
の
か
。
こ
の
問

い

へ
の
答
を
さ
が
す
な
か
か
ら
、
文
化
と
文
明
を
ど
う
区
別
す
る
の
か
と
い
う
、

長
ら
く
そ
し
て
何
度
も
議
論
さ
れ
な
が
ら

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
は
っ
き
り
し
な

い
行
き
止
ま
り

の
よ
う
な
難
問
に
、

一
筋

の
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
は
し
な

い
か
。
そ
し
て
日
本
文
化
を
ど
う
と
ら
え
る
の
か
、
何
を
も

っ
て
日
本
文
化
と

す
る
の
か
と
い
う
こ
れ
ま
た
難
問
に
、
海
外
で
見
ら
れ
る
日
本

の
モ
ノ
や

コ
ト
、

そ
し
て
そ
れ
ら
を
外
国
人
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
い
る
か
を
見
る
こ
と
か

ら
少
し
は
は

っ
き
り
し
た
輪
郭
の
見
え
る
答
を
出
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
ん
な
思

い
か
ら
、
ま
ず
愚
直
な
正
攻
法
に
思
え
る
が
、
従
来
行
わ
れ
て
き

た
文
化
と
文
明
の
定
義
を
振
り
返

っ
て
お
き
た
い
。

2

文
化
と
文
明

文
化
と
文
明
は
近
代
の
日
本
語

の
中
で
つ
ね
に
厄
介
な
定
義
上

の
問
題
を
も

ち
だ
し
続
け
て
き
た
。
英
語
に
置
き
換
え
る
な
ら
、
文
明
が

Ω
<
田
N
讐
δ
昌
で
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あ
り
、
文
化
は

O
巳
け霞
Φ
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
で
は
た
だ
別

の
言
語
に
言

い
換
え
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ま
で
の
区
分
の
困
難
が
解
消
さ
れ
る

わ
け
で
も
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類

学
者
ク

ロ
レ
バ
ー
と
ク
ラ
ッ
ク
ホ
ー

ン
に
よ
る
共
著

『文
化
ー

概
念
と
定

義

の
批
判
的
考
察
』
で
は

「o巳
ε
お

11
文
化
」

に
は

一
六

一
の
定
義
が
あ
る
と

い
う
。
大
ま
か
に
俯
瞰
す
る
と
や
は

り
文
明

に
対
す
る
定
義

の
方
が
単
純

で
、

こ
れ
に
対
し
て
文
化

に
関
す
る
定
義

は
バ
ラ

エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
よ
う
だ
。

文
化
と
文
明
に
関
す
る
区
別
と
定
義
づ
け
に
疲
れ
た
人
た
ち
が
ハ
も
う
な
に

も
考
え
た
く
な
い
と
い
う
感
じ
で

「
文
化

・
文
明
」
と
呼
ぶ
安
易
な
道
も
あ

る
。

け
れ
ど
も

「常
識
的

に
は
、
何
と
な
く
、

『文
化
』
は
精
神
的
で
、
『文
明
』

は

物
質
的
、
と
い

っ
た
見
方
が
広
く
通
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
と

い
う
上

(3

)

山
春
平

の
考
え
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
使

い
分
け
が
生
ま
れ
る

背
景

に
は
、

一
八
、

一
九
世
紀

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
が
置
か
れ
た
文
化
的
、
政

治
的
、
経
済
的
な
位
置
と
、
各
国
そ
れ
ぞ

れ
の
国
際
的
な
関
係
が
絡
ん
で
い
る
。

現
在
わ
れ
わ
れ
が
何
と
な
く
感
じ
て
い
る

「文
化
」
は
精
神
約
な
領
域

に
属

す
る
と
の
理
解
は
、
ド
イ
ッ
流

の
文
化
概
念
と

つ
な
が

っ
て
い
る
。
ド
イ
ッ
語

圏

に
お
け
る
文
化
の
概
念
は
、
囚
巳
什霞

と
い
う
言
葉

に
代
表
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
学
問
、
芸
術
な
ど

の
高
度
な
精
神

的
営
み
と
そ
の
活
動
を
通
じ
て
生
ま

れ
る
も

の
を

・意
味
す
る
。
文
化
の
こ
う
し
た
理
解
は
、

一
八
、

一
九
世
紀
の
ド

イ

ッ
語
圏

に
お
け
る
社
会
状
況
を
反
映
し

た
も
の
だ

っ
た
。

こ
の
時
代
に
は
哲
学

で
は
カ
ン
ト
や

へ
ー
ゲ
ル
、
文
学
で
は
ゲ
ー
テ
や

シ
ラ

ρ

1
、
音
楽
で
は
モ
ー
ッ
ア
ル
ト
、

シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
や
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
が
活
躍
し

た
時
代
で
あ
る
。
学
問
、
芸
術
な
ど
精
神
的
な
活
「動

の
分
野
で
は
、
ド
イ
ッ
語

圏
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
で
も
抜
き
ん
で
て
い
る
と
認
め
ら
れ
た
時
代
だ

っ
た
。

そ
こ
で
ド
イ
ッ
語
圏
で
は
、
こ
の
抜
き
ん
で
た
分
野
全
体
を
指
す
言
葉
と
し
て

内
巳
け霞

11
文
化
が
用

い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

上
山
春
平

の
表
現
を
借
り
て
こ
の
事
情
を
説
明
す
る
と
、
「
イ
ギ
リ
ス
人
や

フ
ラ
ソ
ス
人
た
ち
が
、
当
時

の
世
界
に
お
け
る
最
高
水
準
を
自
負
す
る
彼
ら

の

政
治
的
な
ら
び
に
経
済
的
な
達
成
を
は
じ
め
と
し
て
、
学
問
や
芸
術
等
を
も
ひ

っ
く

る
め
て

『文
明
』
(9
<
葺
N餌
江
o
戸

9
<
臣
ω
鋤口
o
づ
)
と
よ
ん
だ

の
に
た

い

し
て
、
ド
イ
ッ
人
は
、
み
ず
か
ら

の
誇
り
と
す
る
学
問
、
芸
術
等

の
精
神
的
活

動
と
そ
の
所
産
を

『文
化
』

(囚
三
叶霞
)
と
よ
ん

で
、
『文

明
』
と
区
別
し
た

(4

)

の
で
あ
る
」
。

戦
前
戦
中

に
、
旧
制
高
校
や
大
学
を
経
験
し
て
こ

の
よ
う
な
文
化
と
文
明

の

観
念
を
身

に
つ
け
た
日
本
の
知
識
層

は
、
ド
イ
ッ
風
の
考
え
方
を
身
に
つ
け
て

い
る
例
が
多
く
、
ま
た
彼
ら

の
言
論
や
著
作
を
通
じ
て
世
間
的
な
通
念
も
で
き

あ
が

っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
戦
後

の
日
本
に
こ
の
よ
う
な
観
念
を
ゆ
る
が
す
考

え
方
が
入

っ
て
き
た
。
お
も
に
ア
メ
リ
カ
の
文
化
人
類
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
き
た
、
文
化
を
人
問
集
団
の
生
活
様
式

(≦
錯

9

ま
①
)
と
す
る
考

え
方

で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
未
開
社
会
を
調
査
地
と
し
て
そ
の
成
果
か
ら
導
き
出

さ
れ
た
文
化
概
念

は
、
「社
会

の
ル
ー
ル
と
か
信
仰
な
ど

の
よ
う
な
、
内
面
的

な
い
し
精
神
的
な
側
面
と
同
時

に
、
衣
類
や
農
具
な
ど

の
よ
う
な
、
外
面
的
な
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(
5

)

.

い
し
物
質
的
な
側
面
を
も
含
む
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
近
代

の
知
性
が
従
来
思
い
描

い
て
い
た
未
開
社
会
像
が
、
大
き
く

が
ら
が
ら
と
く
ず
れ
た
こ
と
が
反
映
さ

れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
未
開
社
会
も

「進
歩
」
し
、
「発
展
」
す
る
。
近
代
が
体
験
し
た
よ
う
な
進
歩
や
発
展
と
は
異

な
る
け
れ
ど
も
、
未
開
社
会
は
延
々
と
続
く
か
の
よ
う
な
停
滞
を
示
す

の
で
は

な
く
、
変
化
を
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
の
衝
撃
が
こ
の
よ
う
な
文
化
概

念
を

つ
く
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
生
活
様
式
全
部
を
ひ

っ
く
る
め
て
文
化

と
と
ち
え
る
こ
の
考
え
は
、
日
本

の
知
識
社
会
が
抱

い
て
い
た

「
文
化
」
と

「文
明
」

の
概
念
に
混
乱
を
引
き
起
こ
し

た
。
だ
が
そ

の
後
、
こ
の
英
米
流

の

文
化
概
念

は
広
ま
り
、
か
な
り
定
着
し
た
か
に
見
え
る
。

ち
な
み
に

「広
辞
苑
」

(第
三
版
)

に
よ
る

「文
化
」
の
定
義
を
見

て
み
る

と
、
「人
間
が
自
然

に
手
を
加
え
て
形
成

し
て
き
た
物
心
両
面

の
成
果
」
と
な

っ
て
お
り
、
こ
れ
は
英
米
流
の
文
化
人
類
学

の
影
響
を
受
け
た
の
ち
の
定
義

で

あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ

の
次
に

「衣
食
住
を
初

め
技
術

・
学

問

・
芸
術

・
道
徳

・
宗
教

・
政
治
な
ど
生
活
形
成

の
様
式
と
内
容
を
含
む
。
文

明
と
ほ
ぼ
同
義

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

多

い
が
、
ボ
ィ
ッ
で
は
人
間

の
精
神

的

・
内
面
的
な
生
活
に
か
か
わ
る
も

の
を
文
化
と
呼
び
、
文
明
と
区
別
す
る
こ

と
が
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
前

の
日
本
の
知
識
社

会
の
雰
囲
気

は
、
い
わ
ば

「ド
イ
ツ

で
は
」
と
い
う
た
だ
し
書
き
の
形
で
の
み
、
記
録
さ
れ
生
き
残

っ
て
い
る
か
に

見
え
る
。
け
れ
ど
も
観
念

の
上
で
は
右

の
よ
う
な
定
義
が
了
解
さ
れ
て
い
る
か

に
見
え
て
、
じ

つ
は
本
当

の
と
こ
ろ
、
肌
身

に
感
じ
る
実
際

の
感
覚
で
は
そ
う

で
は
な
い
よ
う
に
私

に
は
思
え
る
。
や
は
り
あ
ら
た
ま

っ
て

「文
化
」
と
い
う

と
き
に
は
、
高
度
な
精
神
的
な
所
産

に
限
る
と
見
る
感
覚
は
、
ま
だ
根
強

い
よ

う
な

の
だ
。
文
化
と
文
明
と
を
ま
と
め
て
説
明
す
る

「文
明
と
は
機
構
、
装
置
、

組
織
、

シ
ス
テ
ム
を
指
し
、
文
化
と
は
そ
れ
を
担
う
人

々
の
価
値
観
を
指
す
」

(6

)

と
の
梅
棹
忠
夫
の
簡
潔
な
定
義
が
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
も
文
化
を
精
神
的
な
領

域
に
限
定
す
る
点
で
、
従
来
の
文
化
概
念

の
枠
内

に
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
上
山
春
平
は
文
明
を

「あ
る
水
準
以
上

に

(7

)

発
達
を
遂
げ
た
社
会
に
お
け
、る
文
化
」
と
定
義
し
よ
う
と
の
提
案
を
行

っ
た
。

こ
の
定
義
は
、
じ

つ
は
そ
の
ま
ま
受
け
取

っ
て

一
人
歩
き
さ
せ
る
の
は
、
著
者

に
は
迷
惑
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
定
義

に
つ
い
て
、
上

山
は
細
か
な
定
義
を
さ
ら
に
付
随
さ
せ
て
精
密
な
定
義

に
仕
上
げ
る
努
力
を
行

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
く
に

「水
準
」
と
は
ど
ん
な
水
準
を
言
う
の
か
に

つ
い
て
上
山
は
、
は

っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
記
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
論
考
は
文
化
を
扱
う

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
の
詳
細
な
検

討
は
上
山
自
身

の

『日
本
文
明
史

の
構
想
』
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

上
山
説

の

[
文
明
」
に
は
、
産
業
革
命
や
市
民
革
命
を
経
た
社
会

の
も
の
と

い
う
限
定
が
あ

る
。
そ
れ
に
付
随
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
が
、
文
明
概
念

の

中
心
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
文
化

に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね

「生
活

様
式
」
と
定
義
す
れ
ば
よ
い
と
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
以
上

の
諸
点
を
さ

し
あ
た
り
確
認
し
て
お
け
ば
、
現
在
文
明
と
文
化
が
ど

の
よ
う
な
意
味
を
も
た
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せ
ら
れ
て
通
用
し
て
い
る
か
の
理
解

に
は
十
分

で
あ
ろ
う
。

3

日
本
文
化
論

の
限
界

日
本
文
化
論
は
、
日
本
人
論
と
呼
ぼ
れ

る
分
野
と
と
も
に
生
み
だ
さ
れ
て
き

た
。
日
本
文
化
論
、
日
本
人
論
が
続
々
と
現
れ
た
の
は
敗
戦
後
の
こ
と
で
、
桑

原
武
夫
、
加
藤
周

一
、
梅
棹
忠
夫
、
中
根
千
枝
ら
が
次
々
に
日
本
文
化

の
特
徴

(
8
)

や
日
本
人
の
特
異
性

に
つ
い
て
の
独
自

の
見
解
を
発
表
し
た
。
こ
れ
ら
の

一
つ

一
つ
に
つ
い
て
の
論
評
は
、
本
稿

の
課
題

で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
ら
が
日
本

文
化
を
論
じ
、
日
本
人
を
論
じ
て
い
る
姿
勢

の
中
に
共
通
す
る
も
の
は
何

で
あ

る
か
を
指
摘
す
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
敗
戦
に
打
ち
ひ
し
が
れ
、
自

信
を
喪
失
し
て
い
た
と
さ
れ
る
日
本
人
を
鼓
舞
す
る
意
図
が

い
ず
れ
に
も
色
濃

く
現
れ
て
い
る
点

で
あ
る
。

鼓
舞
す
る
姿
勢

に
も
違

い
が
あ
り
、
「
俳
句
第

二
芸
術
論
」
と
し
て
有
名

に

な

っ
た
桑
原
武
夫

の

「第
二
芸
術
」
は
、
西
洋
の
芸
術
と
芸
術
思
想

の
こ
こ
ろ

ざ
し
の
高
さ
と
比

べ
、
俳
句

の
芸
術
上

の
欠
陥
を
指
摘
し
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ

て

「鼓
舞
」
を
行
お
う
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
加
藤
周

一
の

「
日
本
文
化
の

雑
種
性
」
は
、
異
文
化
を
取
り
入
れ
て
混
ぜ
合
わ
せ
、
雑
種
化
さ
せ
る
と
こ
ろ

に
日
本
文
化

の
特
徴
を
見

い
だ
し
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
も
の
だ

っ
た
。
雑
種
文

化
は
日
本

の
み
な
ら
ず
ど

の
文
化
に
も
起

こ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
意

義
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
桑
原
は
日
本
文
化
を
否
定
的
に
語
る
こ
と
で
、
加

藤
は
肯
定
的

に
語
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ

「
鼓
舞
」

の
役
割
を
果
た
そ
う
と
し
た

も
の
だ

っ
た
。

そ
ん
な
違

い
が
み
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
も
海
外
に
お
い
て
、
日
本
商

品
の
市
場

へ
の
進
出
や
日
本
人

の
活
動
が
活
発

に
み
ら
れ
た
時
代

で
は
な
か

っ

た
。
現
在

の
よ
う
に
ど

こ
へ
行

っ
て
も

「日
本
」
が
目
に
つ
く
時
代
と
は
異
な

り
、
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
時
代
だ

っ
.た
。
し
た
が

っ
て
論
じ
ら
れ
る
日
本

文
化
は
、
日
本
と

い
う
地
域
を
出
な
い
、
日
本

の
範
囲
を
超
え
な
い
、
そ
れ
ゆ

え
に
当
然
、
地
域
に
独
特

の

「文
化
」
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

と
く
に
戦
後
な
が
ら
く
、
海
外
で
出
会
う

「
日
本
」
は
、
日
本
人
自
身

に
と

っ
て
も
普
通

で
な

い
、
む
し
ろ
特
異
な
も

の
、
「
エ
キ
ゾ
テ
ィ
ッ
ク
」
な
も

の

ぼ
か
り
だ

っ
た
と

い
っ
て
も
い
い
す
ぎ

で
は
な
い
。
忍
者
、
禅
、
生
け
花
、
茶

道
な
ど
は
そ
の
典
型
例

で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る

「
フ
ジ
ヤ
マ
・
ゲ
イ

シ
ャ
」
イ
メ

ー
ジ

の
日
本
が
、
明
治

・
大
正
に
と
ど
ま
ら
ず
、
昭
和
戦
後

に
な

っ
て
も
海
外

に
出
た
日
本
人
を
待
ち
受
け
て
い
る
日
本

「文
化
」
だ

っ
た
。
そ
こ
で
、
海
外

に
出
か
け

て
見
聞

で
き
る
知
識
人
た
ち
こ
そ
逆

に
、
「日
本
文
化
」
に
は

エ
キ

ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が

つ
い
て
回

っ
て
い
る
と
思

い
が
ち
に
な

っ
た
。
日
本
文
化
を

何
か
自
国
に
な

い
奇
妙
な
も

の
だ
と
見
な
す
、

つ
ま
り
普
通

の
外
国
人
が
考
え

る
日
本
イ
メ
ー
ジ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

い
ま
、
不
可
思
議

で
奇
妙
な
日
本
像
が
以
前

に
比
べ
れ
ば
ず

い
ぶ
ん
減
少

し
、

外
国
人
の
日
本
理
解
も
か
つ
て
よ
り
は
る
か
に
落
ち
着

い
た
も
の
に
な
り

つ
つ

あ
る
と
私
は
考
え

て
い
る
。
こ
の
事
態
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
正
し
い
忍
者
像

や
正
確
な
禅

の
思
想
が
広
ま

っ
た
た
め
で
あ
る
と
か
、
ま
た
生
け
花

・
茶
道
な
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ど
の
熱
心
な
普
及
活
動

に
よ
る
な
ど
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
例
を
挙
げ
る
と
す

れ
ぽ
電
化
製
品
や
自
動
車
な
ど
の
海
外
進

出
に
よ

っ
て
、
じ

っ
さ
い
の
日
本
人

の
生
活
の
輪
郭
が
理
解
さ
れ
は
じ
め
た
た

め
と
い
う
ほ
か
な
い
。
あ

る
い
は
そ

れ
よ
り
は
る
か
に
普
及
の
度
合

い
は
お
と
る
だ
ろ
う
が
、
日
本
食

・
日
本
料
理

や
ア
ニ
メ
や

マ
ソ
ガ
な
ど
を
通
じ
て
、
ま
た
、
東
京
を
代
表
と
す
る
日
本

の
都

市

の
活
動
や
新
幹
線
な
ど
の
近
代
装
置
に

つ
い
て
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
日
本
理
解

の
輪
郭
が

で
き
あ
が

っ
て
き
た
た
め
だ
ろ
う
。

忍
者

の
よ
う
に
行
動
し
、
禅
に
親
し
み
、
花
を
生
け
、
茶
道
を
わ
き
ま
え
て

い
る
日
本
人
が
、
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う

か
、
な
ど
と
考
え
る
こ
と
自
体
、
す

で
に
噴
飯
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
自
動
車
を
持
ち
、
電
化
製
品

に
囲
ま
れ
、

ア

ニ
メ
や

マ
ン
ガ
を
楽
し
む
日
本
人
は
、
間
違
い
な
く
た
く
さ
ん
い
る
。
日
本
人

が
そ
ん
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
、
と
外
国
人
が
想
像
す
る
こ
と
こ
そ
、
良
か
れ

悪
し
か
れ
等
身
大
の
日
本
人

(の
生
活
)
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

つ
な
が

っ
て

い
る
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本

の

「知
識
人

」
の
な
か
に
、
逆
に
日
本
が
海
外
で

ど

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
奇
妙
な

「
理
解
」
を
示

す
人
が

い
る
。
よ
く
、
ア
メ
リ
カ
の
日
本

た
た
き
と
い
う
が
、
実
際
は
ほ
ん
の

ち

ょ
っ
と
し
た
日
本
批
判
や
、

一
部

の
反

日
ふ
う
の
行
動
が
針
小
棒
大
に
伝
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多

い
の
で
は
な
い
か
。

ど

の
国

に
も
、
他
国

・
異
文
化
批
判
を

口
に
す
る
も
の
が

い
る
の
は
当
た
り

前
だ
が
、
些
細
な
発
言
や
わ
ず
か
な
勢
力

の
行
動
を
、
大
き
な
潮
流
と
し
て
事

大
主
義
的
に
扱
う
日
本

の
知
識
人
こ
そ
ア
メ
リ
カ
人
以
上
に
、

い
や
ア
メ
リ
カ

人
も
や

っ
て
い
な
い
よ
う
な
日
本

た
た
き
を
演
出
し
、
じ

つ
は
結
果
的

に
ア
メ

リ
カ
人
に
責
任
転
嫁
を
し
て
い
る
面
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、

一
見
日
本
文
化
を
相
対
化
し
て
公
平
に
評
価
し
て
い
る
か
に
見
え

る
論
考
も
、
先

の
表
現
で
い
え
ば
き
わ
め
て

「知
識
人
」
的

で
あ
り
、
先
入
観

(時

に
は
偏
見
と
言

っ
て
い
い
よ
う
な
も

の
)

に
よ

っ
て
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て

(
9
)

い
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
典
型
的
な

一
例
が
、
青
木
保

の

『「日
本
文
化
論
」

の
変
容
』

で
あ
る
。
こ
の
著
作
は
、
戦
後

の
主
要
な
日
本
文
化
論
を
時
代
区
分

し
て
歴
史
的

に
位
置
づ
け
、
そ
の
時
代
ご
と

の
役
割
を
冷
静
に
説

い
た
と
見
な

さ
れ
た
よ
う
だ
。
だ
が
、
青
木
保
の
基
本
的
な
姿
勢
は
、
文
化
相
対
主
義
を
尊

重
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
自
ら
述
べ
る
の
に
反
し
て
、
強

い
思
い
こ
み
に
し
ば

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
青
木
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
…
…
毎
度
海
外

へ
行
く
度

に
否
応
な
く
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
日
本
製

品
が
氾
濫
し
、
日
本

の

「進
出
」
が
こ
こ
か
し
こ
に
お
よ
ん
で
い
る
明
ら
か
な

兆
候
を
い
や
と

い
う
ほ
ど
見
な
が
ら
も
、
実
際

に
は
日
本
と
日
本
人

の

「孤

立
」
が
際
だ

つ
こ
と
で
あ
る
」

(同
書
、

一
四
ペ
ー
ジ
)

日
本
人
の

「孤
立
」
が
際
だ

つ
、
と
書
い
て
い
る
が
、

い
っ
た
い
ど

の
地
域

で
、
ど
れ
ほ
ど
際
だ

っ
て
い
る
の
か

一
向
に
旦
ハ体
的
で
な
く
、
ま

っ
た
く
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
は

「私
は
そ
う
思
う
」
と
述

べ
て
い
る
の
だ

ろ
う
。
こ
の
文
章

の

一
つ
前

の
段
落

で
、
「
ロ
ッ
ク

フ
ェ
ラ
ー
セ
ン
タ
ー
や
近

代
名
画

の
買
収
行
為
」
に
ふ
れ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
段
落
の
少
し
前

の
文
章
に
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「
ア
メ
リ
カ
の
不
動
産
や
映
画
会
社

の
買
収

」
を
挙
げ

て
い
る
。
ど
う
や
ら

こ

れ
ら
が
、
「
こ
こ
か
し
こ
に
お
よ
ん
で
い
る
」
と
い
う
日
本

「進
出
」
の
例

で

あ
る
ら
し
い
。
だ
が
私
か
ら
い
わ
せ
れ
ぽ
、

た

っ
た
そ
れ
だ
け
か
、
と
し
か
い

い
よ
う
が
な
い
。

そ
こ
で
、
「
日
本
製
品
が
氾
濫
し
」
と
書

か
れ
て
も
、
ど
ん
な
実
例
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
、
氏
の
感
受
性
が
強

い
だ
け

で
、
大
し
て
氾
濫
し
て
い
な
い
の
で

は
な

い
か
、
と
揚
げ
足
を
取
り
た
く
な
る
の
も
当
然
だ
ろ
う
。
本
当
で
す
か
。

本
当

に
あ
な
た
は
日
本
製
品
の
氾
濫
を
見

た
の
で
す
か
、
と
思

っ
て
し
ま
う

(日
本
製

品

の

「進
出
」
な

る
も

の
の
実

体

に

つ
い
て
は
、
拙
著

『
カ
ラ
オ

(
10

)

ケ

・
ア
ニ
メ
が
世
界
を
め
ぐ
る
』
を
参
照

し
て
い
た
だ
き
た
い
)
。

青
木
の
記
述
が
、
研
究
手
法

の

一
つ
と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
を
や

っ
た
こ

と
の
あ
る
、
文
化
人
類
学
者
を
名
乗
る
人

に
よ
っ
て
書

か
れ
た
も

の
だ
と
は
信

じ
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
新
聞
記
事
を
は
じ
め
と
す
る
マ
ス
コ
、・・報
道
以
上

の

詳
し
い
情
報
は
ま

っ
た
く
盛
り
込
ま
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ

マ
ス

コ
ミ
よ
り
も
印
象
中
心
で
、
情
報
量
は
乏

し
い
。

私
は
、
こ
の
著
書
を
、
い
わ
ゆ
る
日
本
人
論
、
日
本
文
化
論
の
戦
後
史

の
ト

レ
ー
ス
作
業

の

一
つ
と
見
る
こ
と
に
抵
抗

は
な
い
が
、
印
象
と
胸

の
思

い
を

つ

づ

っ
た
エ
ッ
セ
ー
と
受
け
取

っ
て
い
る
。
包
括
的
に
日
本
文
化
論
を
取
り
上
げ

た
こ
の
著
作

に
、
従
来

の
日
本
文
化
論

の
限
界
が
、
そ
れ
こ
そ
包
括
的
に
現
れ

て
い
る
。

青
木

は
、
『菊
と
刀
』
を
著
し
た
ル
ー

ス

・
ベ
ネ
デ

ィ
ク
ト
の
姿
勢

の
問
題

点
に
も
ふ
れ
な
が
ら
、
「だ
が
、
そ
の

『複
眼
的
』
な
ア
プ

ロ
ー
チ
と
、
『文
化

相
対
主
義
』
的
態
度
と
は
、
実

の
と
こ
ろ

『日
本
文
化
論
』
に
多
大
な
示
唆
を

与
え
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
与
え
る
も

の
と
評
価
で
き
る
」

(同
書
、

一
五
四
ペ
ー
ジ
)
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
化
相
対
主
義

の
姿
勢

に
期
待

し
つ
つ
、
「
そ
れ

(「何
々
人
は
」
と
い
う
言
い
方
-

筆
者
)
は
ま
た

あ

く

ま

で
も

『
イ

デ

オ

ロ
ギ

ー
』

で
あ

り

(
ル

ー

ス

・
ベ

ネ

デ

ィ
ク

ト

の

い
う

1

筆
者
)
『仮
定
』

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま

い
。
『仮
定
』

で
あ
る

が
ゆ
え
に
そ
れ
だ
け
論
じ
易
く
、
結
果
と
し
て
多
く
論
じ
ら
れ
る
傾
向

に
あ
る

が
、
『仮
定
』
が

い
つ
の
間
に
か
状
況

に
よ

っ
て
は

『前
提
』
と
な

っ
た
り
、

『事
実
』
に
す
り
替
わ

っ
た
り
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
よ
ほ
ど
.注
意
深
く
あ

ら
ね
ば
な
ら
な

い
」

(同
書
、
四
五
ペ
ー
ジ
)
と
も
述

べ
て
い
る
。
そ
の
通
り
と

思
う
が
、
ま
さ
に
そ
の
注
意
を
み
ず
か
ら
が
忘
れ
、
残
念
な
こ
と
に
従
来

の
日

本
文
化
論
と
同
じ
欠
陥
を
繰
り
返
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

「
日
本
と
日
本
人
の

『孤
立
』
が
際
だ

つ
」
な
ど

の
不
用
意
な
表
現
は
そ
の
典

型
で
あ

る
。
袁
た
、
「年
々
海
外

で
生
活
経
験
を
す

る
こ
と
が

『豊
か
な
』
日

本
人
で
あ
る
こ
と
と
相
反
し
て
、
心
理
的
に
困
難

に
な

っ
て
行
く
傾
向
が
あ
る

の
を
感
じ
ざ

る
を
得
な
い
」
(同
書
、

一
二
ペ
ー
ジ
)
と
い
っ
た
、
文
化
論
に
と

っ
て
は
重
大
な
発
言
が
、
何
が
も
と
で
、
ど

の
よ
う
に

「心
理
的
に
困
難
」

に

な
る
の
か
の
旦
ハ体
的
な
事
例
は
示
さ
れ
な

い
ま
ま

つ
づ
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
記
述
に
接
し
て
い
る
と
、

ハ
ル
ミ

・
ベ
フ
が
、
日
本
文
化
論

の

特
徴
を

「大
衆
消
費
財
」
的
な

「イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
性
」

に
求
め
ら
れ
た
こ
と
が
、
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私

の
頭

に
浮

か
ん

で
く

る

(『増
補

・
イ
デ

オ

ロ
ギ

ー
と
し

て

の
日
本

文

(
11

)

化
論
』
)。
従
来
の
日
本
文
化
論
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
論
ず
る
目
的
が
定
め
ら
れ

て
い
る
、
と
の
べ

フ
の
指
摘
が
、
同
じ
く
感
じ
ら
れ

る
か
ら
だ
。
青
木
保

の

『
「日
本
文
化
論
」
の
変
容
』
は
、
日
本
文

化
論
と
見
な
さ
れ
る
も
の
を
論
じ
た

「論

の
論
」
す
な
わ
ち

「
メ
タ
文
化
論
」

で
あ
り
、
「あ
く
ま

で
も

『日
本
文

化
』
を
論
じ
る

『言
説
』

の
レ
ベ
ル
に
限

っ
て
検
討
す
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
「日
本
文
化
論
」

の
著
作

例
を
挙
げ
る
こ
と
は
必
要

で
あ

っ
て

も
、
対
象
と
な
る

「日
本
文
化
」
な
る
も

の
の
具
体
例
を
挙
げ
る
こ
と
は
必
ず

し
も
要
求
さ
れ
な
い
の
は
当
然

で
あ
る
。

だ
が
、
「
日
本
文
化
論
」
の
個
々
の

著
作
例
を
分
析
す

る
叙
述

に
先
立

っ
て
、
著
者

の
基
本
的
な
姿
勢
を
述

べ
た

「
は
じ
め
に
」
で
、
日
本

「進
出
」
の
具
体
例
を
ほ
と
ん
ど
挙
げ
る
こ
と
な
く
、

印
象
に
依
拠
し
て
、
重
大
な
結
論
を
吐
露
し
て
し
ま

っ
て
い
る
。

い
わ
く

「
日

本
と
日
本
人

の

『孤
立
』
が
際
だ

つ
」、

い
わ
く

「大
学
か
ら
企
業
や
家
族
関

係
ま
で

『国
際
化
』
に
欠
け
る
国
家
」
。

み
ず

か
ら

の
自
重
の
言
葉

に
反
し
、
相
対
化
を
忘
れ
た
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を

も

つ
従
来
と
同
様

の

「日
本
文
化
論
」

の
問
題
点
を
抱
え
込

ん
で
し
ま

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

ハ
ル
、、・
.
ベ
フ
は
、
青
木
保
と
異
な
る
視
点
か
ら
、
日
本
文
化
論
と
さ
れ
る

も
の
を
対
象
と
し
た

「
メ
タ
文
化
論
」
す
な
わ
ち
ベ

フ
自
身

の
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
「
日
本
文
化
論

の
人
類
学
」
を
や
り
た

い
と
述

べ
、
実
際
そ
れ
を
進

め
て

い
る
。
そ
の
成
果

に
期
待
し
た
い
が
、
希

望
を
い
え
ば
、
た
だ

「日
本
文
化

論
」

の
み
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
相
対
化

し
た
と
さ
れ
る

「論

の
論
」

(青
木

保

の

『「日
本
文
化
論
」
の
変
容
』
の
よ
う
な
著
作
)
を
も
対
象

に
含

め
た
人

類
学
が
必
要
だ
と
思
う
。

こ
う
し
た

「文
化
論

の
人
類
学
」
「
メ
タ
文
化
論
」
が
、
日
本
文
化
研
究
を

進
め
て
行
く

の
に
必
要
だ
と
思
う
。
そ

の
一
方

で
、
私
は
お
お
よ
そ

「生
活
様

式
」
と
考
え
た
場
合

の
日
本
文
化
が
、
旦
ハ体
的

に
ど
れ
ほ
ど
海
外
に

「進
出
」

し
て
い
る
の
か
を
は

っ
き
り
さ
せ
る

「
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
」
が
ぜ

ひ
必
要
だ
と

考
・兄
る
。
調
査
に
も
と
つ
く
具
体
的
デ
ー
タ
抜
き

で
は
、
日
本
文
化
論
は
従
来

の
文
化
論
と
同
じ
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
性
を
も

つ
大
衆
消
費
財
だ
け
に
終
わ

っ
て
し

ま
う
と
考
え
る
。
日
本
文
化

の
海
外

「
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
」
と
は
、
日
本
文
化

が
ど
の
よ
う
に

「受
容
」
さ
れ
、
ど
の
ぽ
う
に

「反
発
」
訪
る
い
は

「無
視
」

さ
れ
て
い
る
の
か
の
、
印
象

で
は
な
い
実
例
を
集
め
、
具
体
的
な
姿
を
さ
ぐ
る

作
業

で
あ
る
。

4

日
本

「生
活
文
化
」
の
海
外
進
出
ー

食
を
例
に

か

つ

て

外

国

人

の
あ

い
だ

で

話

題

に

の
ぼ

る

日

本

食

と

い
え

ば

、

ヤ

キ

ト

リ

.
テ

ン
プ

ラ

.
ス

シ
が

御

三

家

と

い

っ
た
と

こ

ろ

だ

っ
た
。

こ

れ

に
加

え

、

調

味

料

と

し

て

シ

ョ
ウ

ユ
を

ベ

ー

ス
と

す

る

テ

リ

ヤ

キ

や

サ

シ
ミ
も

や

は
り

日

本

食

の

イ

メ
ー

ジ

を

つ
く

り

あ
げ

て

い

た
。

も

ち

ろ

ん

い
ま

も

、

こ

れ

ら

は
海

外

日
本

食

レ

ス
ト

ラ

ン

の
大

事

な

メ

ニ

ュ
ー

で

は
あ

る
。

し

か

し

こ

れ

ま

で

は
、

庶

民

の
手

が

届

き

に
く

い
高

級

レ

ス

ト

ラ

ソ

の

メ

ニ

ュ
,1

で

し

か

な

か

っ
た

こ
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れ
ら

の
日
本
食

に
加
え
て
、
最
近

で
は
カ

ッ
丼

・
天
丼
あ

る
い
は
焼
き
魚
定

食

・
コ
ロ
ッ
ヶ
定
食
な
ど
と
い
う
、

サ
ラ
リ
ー

マ
ソ
や
学
生
が
食

べ
る
よ
う
な

ラ
ソ
チ
メ
ニ
ュ
ー
も
、

こ
れ
ら
を
主
体
に
し
た
日
本
食

レ
ス
ト
ラ
ソ

(日
本
食

堂
と
い
っ
た
方
が
し

っ
く
り
く
る
よ
う
だ
が
)
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
が
増
え
て

い
る
。
い
ま
や

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
も

ロ
ン
ド
ン
で
も

マ
ド
リ
ッ
ド
で
も
、
サ
ン

マ
に
大
根
お
ろ
し
、
そ
れ
に
味
噌
汁
を
つ
け
て
昼

の
定
食
と
し
て
食

べ
る
、
と

い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

食

の
世
界
は
、
日
本
食

の
分
野
に
限

っ
て
み
て
も
、
確
実

に
国
境
を
越
、兄
る

「ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
」

の
時
代
に
な

っ
て
き

て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
ボ

ー
ダ

ー
レ

ス
の
背
景
に
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
色
濃

い
国
籍
が
な
い
の
が
特
徴

で
は
な

い

か
。
日
本
食
と
い
っ
て
も
、
も
と
も
と
の
性
格
が

「
日
本
」

の
み
で
成
り
立

っ

て
い
る
の
で
は
な
い
点

に
も
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
ふ
つ
う
日
本
人
が
食
す
テ

ソ
プ
ラ
、

コ
ロ
ッ
ケ
、
カ
ン
ー
や
カ
ッ
丼

な
ど
が
ど

の
よ
う
に
し
て
誕
生

し
て

き
た
か
を
、
少
し
考
え
て
み
る
だ
け
で
、

日
本
の
伝
統
食
だ
と
み
な
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
同
時
に
、
日
本
食
で
な
い
と
言
い
き
る
わ
け
に
も
行

か
な
い
。
洋

食
と
名
づ
け
ら
れ
た
和
食
、
あ
る
い
は
和
風

の
洋
食
と

い
う
ほ
か
な

い
だ
ろ
う
。

こ
れ
を
広
い
意
味

で
の

「日
本
食
」
と
み
な
せ
ぽ
、
そ
れ
ら
が
い
ま
や
世
界
各

地

に
出
回

っ
て
い
る
。

と
り
わ
け
簡
便
な
大
衆
食
と
し
て
は
、
即
席
め
ん
の
世
界
普
及
は
特
筆
す
べ

き
だ
ろ
う
。
即
席
め
ん
は
海
外
と
の
接
点
を
見
出
そ
う
と
す
る
努
力
の
中
か
ら
、

容
器
や
食
器
に
も
大
き
な
工
夫
を
加
え
て
き
た
。
味
や
め
ん
の
細
さ
長
さ
の
ほ

か
に
、
食
べ
方

の
違

い

(食
べ
方

の
文
化
的
差
異
)
を
乗
り
越
・兄
る
工
夫
が
ど

う
し
て
も

い
る
。
カ
ッ
プ
め
ん
の
誕
生
は
、
文
化

の
差
異
を
乗
り
越
・兄
る
技
術

的
な
努
力

の
産
物
で
あ
ろ
う
。
「
ハ
シ
で
は
な
く
、

フ
ォ
ー
ク
で
」
。
こ
れ
は
小

さ
な

ア
イ
デ
ア
だ
が
、
じ

つ
は
馬
鹿

に
で
き
な
い
大
き
な
配
慮

で
あ
る
。
そ
こ

に
見
ら
れ
る
の
は
、
生
ま
れ
た
国
の

「文
化
」
を
か
た
く
な
に
保
持
し
、
あ
る

い
は
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
無
国
籍
者
と
な
り
、
現
地

に
適
応
す

る
か
た
ち
で
入
り
込
も
う
と
す
る
姿
勢

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス

化
、
無
国
籍
化
は
、
別

の
表
現
で
い
え
ぽ
、
柔
軟
な
文
化

の
持

つ
姿
勢
と
言
え

る
だ
ろ
う
。
生
活

に
直
接

つ
な
が
る
日
本

の

「
生
活
文
化
」
が
広
く
海
外

に
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る
理
由

の
一
つ
に
、
「柔
軟
性
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

す
で
に
有
名

に
な

っ
た
ト
ー
フ
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
は
、
ふ
つ
う
に
ア
イ

ス
ク

リ
ー
ム
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
人
な
ら
思
い
つ
か
な
か
っ
た
よ

う
な
豆
腐

の
食
品
利
用
を
西
洋
人
が
開
発
し
、
独
自

の
食
べ
物

に
仕
立
て
上
げ

て
ゆ
く
。
わ
れ
わ
れ
の
観
念
だ
け
で
は
測
れ
な
い
尺
度

(
11
食
文
化
)
が
、
各

地

に
存
在
す
る
。
そ
ん
な
多
様
な
食
文
化
を
背
景
に
も

つ
、
多
様
な
味
覚

に
よ

っ
て
各
地

の
食

は
相
互

に

「吟
味
」
さ
れ
て
ゆ
く
。
各
地

の
文
化
が
相
互
に
吟

味
し
あ

い
、
影
響
を
与
え
合
う
。

そ
の
結
果

の
一
つ
と
し
て
、
た
と
え
ぽ
日
本

の
食
べ
物

に
対
す
る
西
洋
人
の

解
釈
が
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
は
た
と
え

「誤
解
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
日
本
食

の
普

及
に
つ
な
が

っ
て
い
る
。
じ

つ
は
ト
ー
フ
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
は
広
島

の
業
者
が

開
発
し
た
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
受
け
入
れ
広
め
た
の
は
や
は
り
ア
メ
リ
カ
人
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を
筆

頭

と

す

る

西

洋

の
人

た

ち

で
あ

る
。

食

文

化

の
伝

統

を

「
革

新

」

す

る

の

は
、

そ

の
食

の
本

国

の
人

た

ち

だ

け

で

は

な

い
。

現

在

、

食

文

化

の
視

点

か

ら

見

る
と

、

日
本

食

は

か

つ

て
と

は
違

う

ボ

ー
ダ

ー

レ

ス
を

経

験

し

て

い

る

と
考

え

て

よ

い
。

た

と

え

ぽ

シ

ョ
ウ

ユ
を

つ
く

っ
て

い

る

メ

ー

カ

ー

は
、

イ

ギ

リ

ス

に
も

ア

メ

リ

カ

に
も

ブ

ラ

ジ

ル

に
も

あ

る

。

ま

・

た
新

し

い
と

こ

ろ

で

は

カ

ニ
風

味

カ

マ
ボ

コ
が

世

界

に
受

け

入

れ

ら

れ

て

い
る

。

ア

メ

リ

カ

で
本

物

の

カ

ニ
よ

り

ヘ
ル

シ

ー
だ

と

受

け

入

れ

た

の
が

、

今

で

は

ヨ

ー

ロ

ッ
パ
各

国

、

ア
ジ

ア
諸

国

に

も
進

出

し

て

い
る

。

シ

ョ
ウ

ユ
も

カ

ニ
カ

マ

ボ

コ
も

人

気

の

ひ
と

つ
は

ヘ
ル

シ
ー
感

覚

に
あ

る
。

や

は
り

低

脂

肪

と

い
う

ヘ

ル

シ

ー
感

覚

が

効

い

て

い
る

よ
う

だ

。

日

本

人

が

思

い

つ
か
な

か

っ
た

よ
う

な

文

脈

で
、

日
本

食

は
理

解

さ

れ

消

費

さ

れ

て

い

る
。

じ

つ
に
食

の
世

界

は
ボ

ー

ダ

ー

レ

ス
化

が

進

ん

で

い
る

と

い
う

ほ

か

な

い
。

こ

れ

は

日

本

固

有

の
食

「
文

化

」

が

、

普

遍

性

を

も

つ

「
文

明

」

に
変

身

し

た

こ

と

を

意

味

す

る

だ

ろ

う

か
。

日
本

で

は
、

チ

ョ

コ

レ
ー

ト

ソ

ー

ス
を

か

け

た

ス
パ

ゲ

テ

ィ
ー
-を

出

す

店

が

あ

る

と

い
う

。

異

様

な

感

じ

を

受

け

る
が

、

ち

ょ

っ
と
考

え

れ

ば

、

豆

腐

を

ア

イ

ス

ク

リ

ー

ム

に

し

て
食

べ

る
志

向

と

変

わ

ら

な

い
。

イ

ダ

リ

ア
人

の
中

に

は
、

た
ら

こ

ス

パ

ゲ

テ

ィ

ー
や

高

菜

な

ど

漬

け

物

い
り

ス

パ

ゲ

テ

ィ

ー
、

山

菜

ス

パ

ゲ

テ

ィ

ー

に
出

く

わ

し

た

ら

、

ス

パ
ゲ

テ

ィ
ー

を

逸

脱

し

て

い
る

と

異

様

に
思

.

う

人

が

い
る

こ
と

は
十

分

に
考

え

ら

れ

る
。

し

か

し

わ

れ

わ

れ

の
味

覚

に

は
、

必

ず

し
も

ト

マ
ト

ソ
ー

ス
味

や

バ

ジ

リ

コ
味

に
劣

る

ス

パ

ゲ

テ

ィ

ー

に

は
思

え

な

い
。

そ

の
延

長

上

に

チ

ョ

コ

レ
ー

ト

ス

パ

ゲ

テ

ィ

ー
が

生

ま

れ

て
も

不

思

議

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
そ
れ
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ

ぽ
、
甘

い
味

の
、
デ
ザ
ー
ト
の
よ
う
な

ス
パ
ゲ
テ
ィ
ー
の
観
念
も
定
着
す
る
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

振
り
返

っ
て
日
本

の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
た
と
え
ば
ト

コ
ロ
テ
ン
は
、
平
安

時
代
か
ら
あ
ら
わ
れ
る
が
、
江
戸
時
代
に
い
た
る
ま
で
酢
と
シ
ョ
ウ

ユ
で
食

べ

る
の
が
主
流
だ

っ
た
。
そ
れ
が
、
砂
糖
が
出
回
る
よ
う
に
な

っ
て
、
甘
い
蜜
を

か
け
て
ト

コ
ロ
テ
ン
を
食

べ
る
習
慣
が
生
ま
れ
た
。

こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

食

に
ま
つ
わ
る
観
念
は
、
時
代
に
よ

っ
て
か
わ
り
、
当
初
驚
く
よ
う
な
味
覚
が

出
現
し
て
も
、
頭
で
処
理
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
舌

で
吟
味
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と

に
な
る
の
が
趨
勢

で
あ
ろ
う
。

日
本
人
が
食
す
豆
腐
料
理
以
外
を
認
め
ず
、
イ
タ
リ
ア
人
が
食
す
ス
パ
ゲ
テ

ィ
ー
料
理
以
外
を
認
め
な

い
の
は
、
食
文
化

に
お
け
る
閉
鎖
的
な
姿
勢
と
い
え

よ
う
。

個
々
の
文
化
項
目
だ
け
で
な
く
、
文
化
論

の
多
く
も
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を

も
と
に
生

み
出
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
文
化

に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
理
論
は
、

こ
の
よ
う
な
閉
鎖
的
な
思
考
の
範
囲

で
理
解
さ
れ
る
も
の
を

「文
化
」
と
呼
ぶ

こ
と
で
成
り
立

っ
て
き
た
。
文
化

の
側

に
は
閉
鎖
系

の
価
値
観
が
あ

っ
た
と
い

、兄
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

「
洋
食
」
を
含
む

「日
本
食
」
を
受
け
入
れ
て
い
る
食

の
世
界

の
現
状
を
見
れ
ば
、
文
化
を

「開
放
系
」
で
見
な
け
れ
ば

つ
か
め
な
い

事
態
が
起
こ

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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5

日
本
文
化
論

の
可
能
性
i

文
化

の
文
明
論

へ

日
本
イ
メ
ー
ジ
で
ス
タ
ー
ト
し
た
日
本
生
ま
れ
の
商
品
や
日
本

の
生
活
文
化

の
あ

る
も
の
は
、
も
は
や
日
本
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
世
界
各
地

で
普
通

の
生
活
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し

一
方
で
は
こ
れ
か
ら
世
界

に
進
出

し
よ
う
と
し
て
、
日
本
イ
メ
ー
ジ
で
売
り
出
し
中

の
も

の
も
あ
る
。
日
本
の
商

品
、
広
く
い
え
ば
日
本

の
現
在

の
く
ら
し
を
体
現
し
て
い
る

「
日
本
文
化
」
が

さ
ま
ざ
ま
な
形
で
世
界
に
ち
ら
ば

っ
て
い
る
。

日
本
を
意
識
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
国
外

に
出
た
と
き
の
方
が
多

い
。
日
本
に

い
て
も
、
海
外
の
報
道

に
現
れ
る
日
本

の

ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て
日
本
を
意
識
さ

せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
国
、
自
分

の
位
置
を
強
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
外
国

の
存
在
が
大
き
い
。
「日
本
文
化
」
と
い
う
表
現
が
頭
に
浮
か
ぶ
の
も
、
外
国

に
い
る
と
き
起
き
る
こ
と
が
多

い
。
そ
れ

は
な
ぜ
か
。

お
そ
ら
く
圧
倒
的
な
異
文
化
に
取
り
囲
ま
れ
た
自
分
と
い
う
存
在
に
ど
こ
か

危
う
さ
を
覚
え
、
自
分
を
確
か
め
、
と
き

に
は
奮

い
立
た
せ
る
た
め
に
、
支
・兄

に
な
る
も

の
を
求

め
る
か
ら
で
は
な

い
か
。
「危
機
」

に
さ
ら
さ
れ
た
自
分

の

回
復

の
た
め
に

「
日
本
人
」
を
意
識
し

「
日
本
文
化
」
を
思
い
出
す

の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。
「自
文
化
」
は
異
文
化

の
中
で
、
よ
り
は

っ
き
り
輪
郭
が
見
・兄

て
く
る
。
そ
う
言

っ
て
言

い
過
ぎ
で
は
な

い
と
思
う
。

現
在
海
外
で
頻
繁

に
出
く
わ
す
日
本

の
も
の
を
、
私
は
日
本
の
生
活
文
化
と

呼
ぽ
う
と

い
う
わ
け
だ
が
、

こ
れ
を

「文

化
」
と
呼
ぶ
の
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う

か

。子
ど
も
の
時
か
ら
十
分
に
訓
練
さ
れ
て
よ
う
や
く
到
達
で
き
る
よ
う
な
境
地

は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
境
地

に
至

っ
て
初
め
て
心
地
よ
く
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
の
み
が

「文
化
」
だ
と
い
う
考
え
に
立
て
ぽ
、
い
ま
海
外

に
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る

「日
本
文
化
」
の
多
く
は

「文
化
」

で
は
な
い
。
な
ん
の

下
準
備
も
、
何

の
基
礎
教
養
も
必
要
と
せ
ず
、
い
き
な
り
使
え
、
楽
し
め
る
も

の
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
文
化
と
呼
ぶ
こ
と
に
、
た
と
え
生
活
文

化
と
い
い
か
え
た
と
こ
ろ
で
反
発
す
る
人
が

い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像

で
き
る
。

し
か
し
、
ど
う
や
ら

「文
化
」
な
る
も

の
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
現
場
は
、
こ
の

よ
う
な
混
沌
と
し
た
情
景
を
も

つ
よ
う
だ
。

現
在
世
界
に
流
通
し
て
い
る
も
の
を

「
日
本
の
生
活
文
化
」
と
規
定
し
て
、

こ
れ
ら
が
海
外

に
受
容
さ
れ
る
様
相
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
従
来

の
日
本
文
化

論

の
欠
を
補
う
こ
と
に
つ
な
が

る
と
考
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
文
化
論
が
扱

っ
て
き
た
も

の
は
、
変
容
し
な
い
も
の
だ
け

だ

っ
た
。

つ
ま
り
他

の
文
化
圏
で
は
容
易
に
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
、
普
及
し

に
く
い
も

の
の
み
を
視
野
に
収
め
、
そ
れ
を

「
日
本
文
化
」
と
名
付
け
て
き
た
。

-
そ
の
多
く
は
ほ
と
ん
ど

コ
咼
級
文
化
」
だ
け
で
あ
り
、
受
容

の
仕
方
、

つ
ま
り

文
脈
ま
で
拘
束
し
指
示
す
る
も

の
だ

っ
た
。
楽
し
み
方
、
使

い
方
ま
で
指
示
し

強
制
す
る
固
い
殻
を
も

っ
た

「文
化
」
だ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
歌
舞
伎
、

能
、
狂
言
、
茶
道
、
華
道
な
ど
、
古
態
を
残
し
、
伝
統
の
形
式
を
守

っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
分
野
の
み
、
日
本
文
化
と
さ
れ
て
き
た
。
じ

っ
さ
い
は
、

こ
れ

98



新 「日本文化」論一 序説

ら
も
長

い
間
に
ず

い
ぶ
ん
加
工
さ
れ
、
変
容
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

日
本
文
化
を
研
究
す
る
姿
勢
に
は
、
文
化
そ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
、
そ
の

形
成
の
経
緯
や
独
特

の
性
格
、
そ
の
後

の
変
容

の
歴
史
な
ど
を
、
日
本
と

い
う

地
域
内
部
で
の
み
と
ら
え
る
仕
方
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
研
究

の
姿
勢
を
名
付

け
る
と
す
れ
ば

「文
化
論
」

の
姿
勢
で
あ

る
。

一
方
、
日
本
文
化
と
い
わ
れ
る

も
の
の
特
徴
、
独
特
の
性
格
を
研
究
す
る

に
し
て
も
、
文
化
そ
の
も
の
よ
り
は
、

そ
れ
が
ど

の
よ
う
に
受
容
さ
れ
る
か
に
焦
点
を
当
て
て
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
し

よ
う
と
す
る
方
法
が
あ
る
。
日
本
以
外

の
地
域

へ
ど

の
よ
う
に
広
ま
り
、
ど

の

よ
う
に
受
容
さ
れ
る
か
、
別

の
文
化
圏
で
ど
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
、
ど
の
よ

う
な
変
形
が
加
え
ら
れ
る
か
に
注
目
す
る

の
は
こ
の
方
法

で
あ
る
。
こ
ち
ら
の

方

の
研
究
姿
勢
を
名
付
け
る
と
す
れ
ば
、
「文
明
論
」

の
姿
勢
と
い

っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
な
ら
ば
、
ひ
と
り
日
本
文
化
の

み
な
ら
ず
、
他

の
文
化

に
つ
い
て
も
異
文
化
圏

で
の
受
容
、
反
発
、
拒
絶

の
様

相
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
日
本
文
化
は
そ
の
中

の

一
つ
と
し
て
把
握
し
う
る
。

海
外
で
目
に
つ
く

「
日
本
」
は
、
家
電
製
品
や
食
品
、
ゲ
ー
ム
や
お
も
ち
ゃ

な
ど
の
娯
楽
、
俳
句
や
盆
栽
な
ど

の
趣
味
、
文
学

・
芸
術
か
ら
お
稽
古
事
に
い

た
る
教
養
ま
で
、
じ

つ
に
多
岐
に
わ
た
る
。
な
ぜ
こ
ん
な
も

の
が
海
外
に
ま
で

出

て
き
て
い
る
の
か
、
ど
う
し
て
外
国
人

は
こ
ん
な
日
本
を
受
容
し
て
い
る
の

か
と
思
う
こ
と
が
じ

つ
に
多

い
。
こ
の
よ
う
な
か
つ
て
な
い
海
外
進
出
の
事
態

を
迎
え
て
い
る
日
本
文
化
を
、
日
本

の
範

囲
内
で
の
み
と
ら
え
る
こ
と
で
は
も

う
済
.ま
な
い
。

つ
ま
り

「
文
化
論
」

の
姿
勢
で
扱
う
こ
と
は
も
う
で
き
な
い
の

で
は
な
い
か
。
日
本
文
化
を
海
外
で
の
受
容
の
諸
相
か
ら
み
る
こ
と
で
そ

の
特

徴
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
、
「文
明
論
」
の
姿
勢
が
必
要
だ
ろ
う
。
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