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占
領
下
日
本
語
教
育
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
い
か
に
記
憶
さ
れ
た
か

―
―
普
通
教
育
を
め
ぐ
る
日
米
帝
国
間
関
係

木
下
　
昭

本
語
を
中
心
と
す
る
教
育
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
教
育
に
よ
り
社
会
の
根
幹
で

あ
る
言
語
や
思
想
を
統
制
す
る
こ
と
は
植
民
地
支
配
の
王
道
で
あ
り
︑
し
か
も

か
つ
て
の
支
配
者
の
影
を
解
消
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
こ
の
教
育
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
は
先
の
問
い
の
核
心
を
突
く
も
の

に
な
る
︒
こ
の
観
点
で
貴
重
な
事
例
と
な
る
の
が
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
あ
る
︒
と

い
う
の
も
︑
他
の
大
部
分
の
地
域
で
西
欧
諸
国
は
︑
一
般
的
・
基
礎
的
な
知

識
・
教
養
を
施
す
こ
と
を
目
的
と
す
る
普
通
教
育
を
被
支
配
者
に
実
施
せ
ず
︑

コ
ラ
ボ
レ
ー
タ
と
な
る
特
権
階
級
に
宗
主
国
の
言
語
教
育
を
限
定
す
る
こ
と
が

多
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
教
育
に
関
す
る
日
本
と
欧
米
帝
国
と

の
関
係
を
扱
っ
た
研
究
と
し
て
は
︑
こ
れ
ま
で
比
較
的
小
さ
な
教
育
機
関
︑
例

え
ば
日
本
統
治
下
の
キ
リ
ス
ト
教
系
私
立
校
や
高
等
教
育
機
関
の
卒
業
生
を
対

は
じ
め
に

　
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
中
︑
日
本
は
主
に
現
在
東
南
ア
ジ
ア
と
呼
ば
れ
る
地
域

に
勢
力
圏
を
拡
げ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
多
く
の
地
域
で
︑
後
発
の
帝
国
で
あ
っ

た
日
本
が
︑
欧
米
諸
国
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
統
治
権
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
の
支
配
の
交
代
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
化
を
被
支
配
者
が
ど
の

よ
う
に
受
け
止
め
た
か
︑
そ
の
な
か
で
新
旧
帝
国
間
に
い
か
な
る
関
係
が
見
出

せ
る
か
︑
こ
れ
ら
を
論
じ
る
こ
と
は
日
本
帝
国
に
対
す
る
考
察
を
深
め
る
上
で

極
め
て
重
要
で
あ
る
︒

　
こ
の
帝
国
支
配
の
移
行
に
伴
っ
て
︑
日
本
が
占
領
下
で
力
を
注
い
だ
の
が
日



302

象
と
し
て
き
た（

（
（

︒
し
か
し
︑
普
通
教
育
の
も
つ
重
み
︑
す
な
わ
ち
帝
国
側
が
注

力
し
た
人
的
物
的
費
用
の
大
き
さ
や
言
語
能
力
な
ど
の
被
支
配
者
へ
の
広
範
囲

に
及
ぶ
影
響
に
鑑
み
る
と
き
︑
こ
の
教
育
を
要
に
帝
国
︑
そ
し
て
帝
国
間
関
係

を
論
じ
る
意
義
は
高
い
︒
そ
こ
で
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
︑
全
土
で
普
通
教
育
が
複
数
の
帝
国
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
ア

ジ
ア
で
は
希
有
な
地
域
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
は
︑
ア
メ
リ
カ
・
ス
ペ
イ
ン
戦
争

後
の
一
八
九
八
年
に
ス
ペ
イ
ン
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
統
治
権
を
得
た
後
︑
文
明

化
︑
す
な
わ
ち
ア
メ
リ
カ
化
を
推
し
進
め
る
た
め
ア
メ
リ
カ
本
土
か
ら
教
員
を

送
り
込
み
普
通
教
育
を
導
入
し
た
︒
こ
の
結
果
︑
人
材
や
財
政
の
制
約
が
あ
っ

た
も
の
の
英
語
の
普
及
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
一
定
の
﹁
成
果
﹂
を
上
げ
た
︒
こ

れ
に
対
し
て
対
米
戦
争
開
戦
後
の
一
九
四
二
年
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
占
領
し
た
日

本
も
日
本
人
教
員
を
送
り
込
み
︑
日
本
語
を
中
心
に
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
を
受

容
さ
せ
る
べ
く
日
本
式
の
普
通
教
育
政
策
を
展
開
し
た
︒
本
論
で
は
︑
こ
の
経

過
を
踏
ま
え
て
︑
日
本
占
領
下
の
普
通
教
育
に
関
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
た
ち
の

記
憶
を
分
析
す
る
︒

　
こ
れ
ま
で
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
統
治
の
日
本
語
教
育
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
研

究
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
例
え
ば
教
材
や
教
授
法
︑
教
育
制
度
・
政
策
︑
あ
る
い

は
普
及
理
念
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
り
︑
ま
た
派
遣
さ
れ
た
日
本
人
教
員
の
記

憶
を
分
析
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る（

（
（

︒
し
か
し
︑
日
本
に
よ
る
教
育
が
フ
ィ
リ

ピ
ン
人
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け
ら
れ
た
の
か
︑
そ
の
な
か
で
先
行
し
た

ア
メ
リ
カ
支
配
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
を
論
じ
た
も
の
は
︑

ほ
と
ん
ど
な
い
︒

　
そ
こ
で
本
論
で
は
︑
日
本
語
教
育
に
対
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
々
に
残
さ
れ

た
記
憶
を
︑
こ
れ
ま
で
当
地
で
出
版
さ
れ
た
回
想
録
︑
な
ら
び
に
聞
き
取
り
調

査
結
果
を
利
用
し
て
検
討
し
︑
普
通
教
育
を
軸
と
し
た
日
本
帝
国
と
欧
米
帝
国

と
の
関
係
を
考
察
し
た
い
︒
具
体
的
に
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ

統
治
お
よ
び
日
本
統
治
関
連
の
多
く
の
資
料
を
所
蔵
し
て
い
る
ア
テ
ネ
オ
・

デ
・
マ
ニ
ラ
大
学
の
所
蔵
資
料
の
う
ち
︑（W

orld W
ar, （（（（ –（（（（  —

 Personal 

narratives, Filipino

（
と
（Philippines —

 H
istory —

 Japanese occupation, （（（（ –

（（（（  —
 Personal narratives, Filipino.

（
の
タ
グ
が
つ
い
て
い
る
も
の
で
︑
同
作
者

同
作
品
を
除
く
四
五
の
英
語
著
書
を
中
心
に
調
査
し
た
︒
こ
れ
ら
大
部
分
が
戦

争
経
験
者
自
身
の
作
品
で
あ
り
︑
英
語
教
育
を
受
け
︑
自
著
を
出
版
で
き
る
恵

ま
れ
た
社
会
層
に
位
置
す
る
人
々
の
見
解
に
偏
る
こ
と
は
避
け
が
た
い
︒
そ
も

そ
も
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
植
民
地
支
配
を
契
機
に
国
境
線
が
引
か
れ
た
﹁
多
言
語

多
民
族
国
家
﹂
で
あ
り
︑
今
日
で
す
ら
国
民
形
成
が
進
ん
で
い
な
い
と
さ
れ
る（

（
（

︒

し
た
が
っ
て
︑
こ
こ
で
の
議
論
は
﹁
フ
ィ
リ
ピ
ン
﹂
と
呼
ば
れ
る
地
域
に
残
っ

た
個
々
人
の
記
憶
を
扱
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
後
述
す
る
よ
う
に
︑
彼
ら
の
記
憶

へ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
社
会
の
影
響
は
無
視
で
き
な
い
︒

　
さ
ら
に
明
示
す
べ
き
点
は
︑
日
本
語
教
育
に
言
及
し
て
い
る
回
顧
録
が
少
な

く
︑
た
と
え
触
れ
て
い
た
と
し
て
も
わ
ず
か
な
記
載
に
と
ど
ま
る
文
章
が
多

か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
回
顧
録
の
大
部
分
は
︑
日
本
軍
に
よ
る
抑
圧
や
戦
火
︑

そ
し
て
ゲ
リ
ラ
活
動
と
い
っ
た
苦
難
に
い
か
に
立
ち
向
か
っ
た
の
か
に
焦
点
を
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あ
て
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
そ
こ
が
も
っ
と
も
語
り
た
い
︑
ま
た
一
般
的
に
需
要

の
あ
る
﹁
物
語
﹂
で
あ
る
た
め
で
あ
ろ
う（

（
（

︒
日
本
語
教
育
は
︑
多
く
の
場
合
こ

れ
に
あ
た
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
日
本

語
教
育
に
関
連
す
る
記
憶
の
多
く
が
︑
研
究
者
の
よ
う
な
第
三
者
の
調
査
・
編

纂
に
よ
る
書
籍
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
示
さ
れ
て
い
る
︒

本
稿
は
︑
こ
の
よ
う
な
限
界
を
踏
ま
え
て
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
記
憶
を
分
析
す

る
︒

　
こ
れ
に
あ
た
っ
て
注
目
す
る
の
は
教
室
と
い
う
場
で
あ
る
︒
と
い
う
の
も
︑

教
室
は
い
わ
ゆ
る
﹁
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
﹂
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒

コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
は
︑
植
民
地
状
況
下
に
お
け
る
支
配
者
と
被
支
配
者
が

邂
逅
す
る
空
間
を
論
ず
る
た
め
の
概
念
と
し
て
メ
ア
リ
ー
・
Ｌ
・
プ
ラ
ッ
ト
に

よ
っ
て
提
起
さ
れ
︑
現
在
は
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
の
分
析
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る（

（
（

︒
言
語
や
思
想
を
統
制
す
る
教
育
が
実
践
さ
れ
る
場
で
あ
る
教
室

は
︑
植
民
地
支
配
を
考
察
す
る
上
で
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
空
間
と
い
え
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
教
室
を
巡
っ
て
提
示
さ
れ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
日
本
占
領
期
の

記
憶
︑
な
か
で
も
当
事
者
で
あ
る
教
師
と
生
徒
を
主
に
取
り
上
げ
た
い
︒

　
本
論
の
構
成
は
︑
ま
ず
第
一
章
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
日
本
語
教
育
の
概

要
を
押
さ
え
る
︒
次
に
第
二
章
で
︑
日
本
語
教
育
に
関
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の

記
憶
を
教
師
と
生
徒
を
中
心
に
整
理
す
る
︒
つ
づ
く
第
三
章
に
お
い
て
︑
記
憶

が
語
ら
れ
る
場
に
影
響
を
与
え
た
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
国
際
関
係
を
論
じ

る
︒
そ
し
て
第
四
章
で
︑
彼
ら
の
記
憶
を
生
み
出
し
た
要
因
に
つ
い
て
︑
フ
ィ

リ
ピ
ン
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
の
関
係
に
注
目
し
て
分
析
し
た
い
︒

一
、
占
領
下
に
お
け
る
日
本
語
教
育
の
展
開

　
一
九
四
一
年
一
二
月
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
開
戦
後
︑
日
本
の
支
配
圏
は
南

方
各
地
に
及
び
︑
日
本
語
教
育
は
︑
こ
の
地
域
に
お
け
る
占
領
政
策
の
主
軸
の

一
つ
に
な
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
占
領
実
務
の
遂
行
と
日
本
支
配
の
正
統
性
の
浸
透

と
い
っ
た
根
本
的
な
課
題
の
達
成
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
日

本
語
教
育
に
関
す
る
政
府
の
方
針
は
︑
一
九
四
二
年
八
月
に
閣
議
決
定
し
た
︑

﹁
南
方
諸
地
域
日
本
語
教
育
並
普
及
に
関
す
る
件
﹂
で
示
さ
れ
た
︒
こ
れ
に
よ

る
と
︑
日
本
語
教
育
な
ら
び
に
日
本
語
普
及
に
関
す
る
諸
方
策
は
︑
陸
海
軍
の

要
求
に
基
づ
き
文
部
省
に
お
い
て
企
画
立
案
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︒
使
用

す
る
教
科
書
や
教
員
に
つ
い
て
も
︑
同
様
の
枠
組
み
で
規
定
さ
れ
て
お
り
︑
軍

の
主
導
が
明
示
さ
れ
て
い
た（

（
（

︒

　
こ
の
閣
議
決
定
以
降
︑
南
方
で
の
日
本
語
教
育
が
組
織
化
さ
れ
て
い
く
が
︑

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
こ
れ
を
先
取
り
す
る
形
で
︑
当
地
を
支
配
し
た
軍
が
一
九
四

二
年
二
月
に
教
育
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
た
︒
そ
の
な
か
で
重
視
す
べ
き
点
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
が
︑
①
東
亜
共
栄
圏
の
一
環
と
し
て
の
新
秩
序
建
設
の
意

義
の
認
識
︑
②
米
英
依
存
の
思
想
の
根
絶
と
東
洋
人
と
し
て
の
自
覚
に
基
づ
く

フ
ィ
リ
ピ
ン
文
化
の
建
設
︑
③
物
質
偏
重
の
排
除
と
道
義
の
涵
養
︑
④
日
本
語

の
普
及
と
英
語
の
使
用
の
漸
次
廃
止
︑
⑤
初
等
教
育
の
普
及
と
実
業
教
育
の
振
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興
︑
⑥
勤
労
精
神
の
鼓
吹
︑
以
上
の
教
育
の
六
原
則
で
︑
公
用
語
と
な
っ
た
日

本
語
の
教
育
は
こ
れ
ら
全
体
の
基
盤
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
④
に
あ
る
よ
う
に
︑

英
語
が
即
時
廃
止
に
な
ら
な
か
っ
た
の
は
︑
約
四
〇
年
に
も
及
ぶ
ア
メ
リ
カ
の

普
通
教
育
政
策
の
結
果
︑
英
語
が
社
会
に
浸
透
し
て
お
り
︑
こ
れ
を
一
気
に
取

り
除
く
こ
と
は
社
会
的
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
が
自
明
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る（

（
（

︒

　
こ
の
方
針
を
前
提
と
し
て
︑
一
九
四
二
年
八
月
初
め
ご
ろ
か
ら
学
校
が
本
格

的
に
再
開
し
て
ゆ
く
︒
日
本
の
占
領
統
治
が
始
ま
っ
た
当
初
は
︑
日
本
語
教
育

の
大
部
分
を
兵
士
が
担
っ
て
い
た
が
︑
治
安
が
安
定
す
る
に
つ
れ
て
専
門
家
を

内
地
か
ら
呼
ぶ
必
要
性
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
一
九
四
三

年
一
月
末
︑
三
月
半
ば
︑
一
〇
月
初
旬
の
三
回
に
わ
け
て
︑
日
本
語
教
員
た
ち

一
八
〇
名
あ
ま
り
が
送
り
込
ま
れ
た
︒
彼
ら
の
多
く
は
︑
一
般
応
募
か
ら
の
選

考
を
へ
て
︑
首
都
マ
ニ
ラ
の
あ
る
ル
ソ
ン
島
を
中
心
に
派
遣
さ
れ
た
︒
そ
の
募

集
に
あ
た
っ
て
要
件
と
さ
れ
た
の
が
︑
英
語
能
力
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
先
述

の
よ
う
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
英
語
の
影
響
力
は
大
き
く
︑
当
座
の
使
用
は

認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
当
初
は
比
較
的
安
定
し
た
治
安
の
も

と
教
務
を
果
た
せ
た
が
︑
ア
メ
リ
カ
軍
の
反
攻
と
と
も
に
各
地
で
日
本
語
教
育

が
中
止
さ
れ
︑
一
九
四
四
年
五
月
に
は
大
部
分
の
女
性
教
員
た
ち
は
内
地
へ
避

難
し
︑
同
年
九
月
二
一
日
の
マ
ニ
ラ
空
襲
の
前
後
で
実
質
的
に
教
員
と
し
て
の

任
務
は
終
焉
を
迎
え
た
と
推
定
さ
れ
る
︒

二
、
日
本
語
教
育
の
記
憶

　
推
定
一
〇
〇
万
人
を
超
え
る
現
地
人
の
死
を
残
し
︑
最
大
の
賠
償
金
が
日
本

か
ら
支
払
わ
れ
た
こ
と
で
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
日
本
の
帝

国
支
配
の
暴
力
性
が
も
っ
と
も
顕
在
化
し
た
地
域
の
一
つ
と
い
え
る
︒
こ
う
し

た
な
か
で
展
開
さ
れ
た
日
本
語
教
育
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
々
に
と
っ
て
︑
ど

の
よ
う
な
存
在
と
し
て
記
憶
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

　
回
顧
録
に
日
本
語
教
育
に
関
す
る
記
述
が
少
な
い
要
因
と
し
て
は
︑
先
に
述

べ
た
事
情
の
他
に
も
日
本
統
治
時
代
に
公
的
な
教
育
を
受
け
て
い
な
い
人
が
多

数
い
た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
も
そ
も
日
本
の
教
育
行
政
の
基
盤
と
な
っ
た
ア
メ
リ

カ
統
治
期
の
公
教
育
も
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
︑
多
く
の
不
就
学
の
児
童
が
存

在
し
た（

（
（

︒
そ
の
上
で
︑
人
材
・
教
材
の
不
足
︑
そ
し
て
治
安
の
不
安
定
さ
な
ど

に
よ
り
︑
日
本
統
治
期
に
再
開
さ
れ
な
か
っ
た
学
校
が
︑
セ
ブ
や
レ
イ
テ
な
ど

さ
ま
ざ
ま
地
域
に
広
が
っ
て
い
た（

（
（

︒
例
え
ば
︑
日
本
軍
の
教
育
方
針
で
も
重
視

さ
れ
て
お
り
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
宣
伝
の
基
盤
と
し
て
優
先
し
て
再
開
さ
れ
た
初

等
教
育
で
さ
え
︑
一
九
四
三
年
三
月
の
時
点
で
の
報
告
で
は
︑
開
校
数
一
二
二

七
校
︑
登
録
生
徒
数
二
六
万
七
九
七
七
人
と
な
っ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
の
数
値
が

日
本
に
よ
る
教
育
の
最
高
到
達
点
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
︑
戦
前
の

開
校
数
八
七
二
四
校
︑
登
録
生
徒
数
一
三
二
万
四
三
三
五
人
と
い
う
数
値
と
比

べ
て
著
し
く
少
な
か
っ
た
の
は
ま
ち
が
い
な
い（

（1
（

︒
生
徒
側
の
不
就
学
の
理
由
と
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し
て
は
︑
彼
ら
自
身
の
経
済
的
な
苦
境
も
あ
る
︒
文
献
に
表
れ
た
例
を
挙
げ
る

と
︑
学
校
は
再
開
さ
れ
た
も
の
の
︑
食
料
調
達
の
た
め
の
取
引
に
行
か
ざ
る
を

え
な
く
な
っ
た
生
徒
や
︑
野
球
の
グ
ロ
ー
ブ
を
つ
く
っ
て
い
た
学
齢
期
の
少
女

た
ち
が
い
た
︒
ま
た
家
族
︑
と
り
わ
け
父
親
の
意
思
で
教
育
を
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
人
達
も
い
る
︒
こ
れ
は
︑
親
た
ち
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
愛
国
心
に
基

づ
く
日
本
支
配
へ
の
抵
抗
の
一
環
で
あ
る
︒
教
育
を
重
視
す
る
親
の
場
合
︑
彼

ら
自
ら
が
教
育
を
授
け
た
り
︑
日
本
軍
政
当
局
の
目
を
逃
れ
て
﹁
地
下
﹂
学
校

に
通
わ
せ
た
り
し
た（

（（
（

︒

　
こ
の
よ
う
な
限
界
は
あ
り
つ
つ
も
展
開
さ
れ
た
日
本
占
領
下
に
お
け
る
教
育

の
現
場
に
関
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
言
説
が
残
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
再
開
さ
れ

た
公
的
な
教
育
機
関
で
は
︑
日
本
人
教
師
の
指
導
の
下
︑
教
育
を
施
す
側
に

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
い
た
︒
突
然
強
制
さ
れ
た
日
本
語
教
育
に
対
す
る
抵
抗
感
が
︑

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
教
員
た
ち
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
は
︑
そ
の
言
動
か
ら
日
本
人

教
員
も
察
し
て
い
た（

（（
（

︒
も
ち
ろ
ん
︑
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
彼
ら
が
教
室
で

生
徒
に
何
を
話
し
て
い
た
の
か
︑
日
本
人
に
は
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
︒
フ
ィ

リ
ピ
ン
側
の
記
憶
で
は
︑
例
え
ば
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
女
性
教
員
は
︑
授
業
の

な
か
で
繰
り
返
し
生
徒
た
ち
に
︑
日
本
の
占
領
支
配
は
一
時
的
な
も
の
で
︑
す

ぐ
に
も
と
の
状
態
に
戻
る
︑
ア
メ
リ
カ
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
帰
っ
て
く
る
の
に
長

い
時
間
は
か
か
ら
な
い
︑
と
述
べ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
後
に
︑
彼
女
は
抗

日
ゲ
リ
ラ
に
加
わ
っ
て
い
る（

（（
（

︒

　
し
か
し
一
方
で
︑
日
本
語
教
育
へ
の
関
わ
り
に
︑
よ
り
積
極
的
な
視
点
を
見

出
す
教
員
も
い
た
︒
彼
ら
の
言
説
に
は
︑
日
本
語
教
育
と
の
関
わ
り
だ
け
で
な

く
︑
日
本
人
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
肯
定
的
な
見
解
が
含
ま
れ
る
︒
た
と
え

ば
︑
日
本
語
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ル
ソ
ン
島
南
部
の
シ
ポ
コ
ッ
ト
の

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
教
員
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒﹁
私
は
小
学
校
が
再
開

さ
れ
た
と
き
︑
教
鞭
を
執
る
よ
う
に
頼
ま
れ
ま
し
た
︒
日
本
軍
政
当
局
の
も
と

で
教
え
る
こ
と
は
︑
楽
し
か
っ
た
︒
私
個
人
の
意
見
で
す
が
︑
日
本
人
は
い
い

人
た
ち
で
︑
私
た
ち
教
員
を
敬
意
と
寛
容
を
も
っ
て
処
遇
し
て
く
れ
ま
し
た
︒

日
本
語
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
︑
毎
週
土
曜
日
︑
日
本

人
教
師
の
も
と
で
学
習
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
︒
若
か
っ
た
当
時
︑
教

え
る
こ
と
や
優
し
い
日
本
兵
た
ち
と
親
し
く
な
る
こ
と
を
楽
し
み
ま
し
た（

（（
（

︒﹂

　
こ
の
よ
う
な
教
員
側
の
対
応
に
対
し
て
︑
教
え
ら
れ
る
側
に
は
ど
の
よ
う
な

記
憶
が
残
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
例
え
ば
︑
小
学
校
三
年
生
の
時
に
再
開
さ
れ
た

学
校
に
復
帰
し
た
キ
ン
タ
ー
ナ
は
︑
日
本
語
の
会
話
と
作
文
を
習
い
︑
日
本
語

と
タ
ガ
ロ
グ
語
で
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
英
語
で
話
す
こ
と
は
完
全
に
止

め
ら
れ
︑﹁
私
に
は
何
が
起
っ
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
私
が
日

本
に
つ
い
て
悪
口
を
言
う
た
び
に
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
っ
て
お
ど
お
ど
し
た
先
生

は
︑
普
通
に
詮
索
好
き
な
少
年
の
心
に
う
ま
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で

し
た
︒
日
本
人
の
監
視
の
目
を
恐
れ
て
い
る
教
師
か
ら
小
言
を
言
わ
れ
る
こ
と

な
く
︑
み
ん
な
が
好
き
に
も
の
を
言
い
︑
行
動
で
き
た
戦
前
の
よ
か
っ
た
時
代

が
も
ど
っ
て
く
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
ま
し
た
︒
人
生
で
初
め
て
憎
し
み
と
い

う
言
葉
の
意
味
を
学
び
ま
し
た（

（（
（

︒﹂
こ
の
種
の
言
説
か
ら
は
︑
日
本
人
に
対
す
る
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恐
怖
が
教
室
内
に
満
ち
て
い
た
こ
と
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　
こ
う
し
た
学
校
内
の
空
気
に
︑
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
変
化
も
影
響
し
た
︒
公
教

育
の
場
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
帝
国
の
色
を
払
拭
し
︑
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
に
沿
っ

た
も
の
に
置
き
換
え
る
べ
く
︑
禁
書
措
置
が
執
ら
れ
︑
使
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
ア
メ
リ
カ
製
の
教
科
書
は
︑
ア
メ
リ
カ
関
連
の
人
物
や
場
所
の
写
真
や
文
章

が
黒
塗
り
に
さ
れ
た
り
︑
取
り
除
か
れ
た
り
し
た
︒
ま
た
西
洋
文
化
の
影
響
の

濃
い
地
理
︑
歴
史
や
文
学
と
い
っ
た
科
目
が
変
更
・
中
止
さ
れ
た（

（（
（

︒
ラ
ジ
オ
体

操
を
含
め
て
︑
こ
れ
ら
の
日
本
式
教
育
導
入
の
結
果
︑
真
剣
に
勉
強
す
る
こ
と

を
や
め
る
生
徒
た
ち
が
出
て
き
た（

（（
（

︒
こ
の
よ
う
に
子
供
の
側
で
も
︑
新
し
い
教

育
内
容
に
拒
否
反
応
が
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
こ
れ
ら
の
言
説
に
は
︑
日
本
支
配
︑

そ
の
一
角
を
占
め
た
日
本
式
教
育
に
対
す
る
否
定
的
感
情
︑
そ
し
て
こ
れ
と
対

の
関
係
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
影
響
下
に
構
築
さ
れ
た
戦
前
の
教
育
に
対
す
る
ノ

ス
タ
ル
ジ
ア
が
見
て
取
れ
る
︒

　
と
こ
ろ
が
一
方
で
︑
日
本
語
学
習
に
楽
し
さ
や
や
り
が
い
を
見
出
し
た
者
も

い
た
︒
マ
ニ
ラ
に
居
住
し
て
い
た
男
性
の
妹
は
﹁
日
本
人
に
よ
っ
て
日
本
語
教

育
が
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
き
︑
た
だ
楽
し
さ
か
ら
日
本
語
を
勉
強
し

た
﹂
よ
う
だ（

（（
（

︒
ま
た
︑
日
本
の
占
領
統
治
が
始
ま
っ
た
当
時
一
三
歳
だ
っ
た
男

性
も
︑
明
解
な
英
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
日
本
兵
の
担
任
教
師
か
ら
日
本
語

の
基
礎
を
学
び
︑
日
本
の
文
字
を
書
く
こ
と
を
級
友
と
と
も
に
楽
し
ん
で
い
た

と
い
う
︒
日
本
語
を
書
き
話
す
た
め
の
知
識
を
得
る
の
に
も
積
極
的
で
︑
日
本

に
つ
い
て
︑
人
々
の
生
活
︑
文
化
や
伝
統
︑
天
皇
︑
侍
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の

封
建
時
代
の
話
に
関
心
を
持
ち
︑
日
本
国
歌
を
習
っ
た
︒
日
本
語
の
正
し
い
書

き
方
を
個
人
的
に
教
え
て
く
れ
た
日
本
兵
の
友
達
に
よ
っ
て
︑﹁
物
語
の
な
か

だ
け
で
し
た
が
異
国
へ
の
冒
険
に
対
す
る
︑
ま
た
教
育
に
対
す
る
私
の
渇
望
は
︑

あ
る
程
度
満
た
さ
れ
ま
し
た（

（（
（

︒﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
日
本
語
学
習
に

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
生
徒
が
熱
心
に
取
り
組
ん
だ
と
す
る
日
本
語
教
員
の
記
憶
と
符

合
す
る（

（1
（

︒

　
教
室
の
様
子
に
も
︑
先
に
触
れ
た
よ
う
な
日
本
軍
が
も
た
ら
し
た
緊
張
や
恐

怖
と
は
真
逆
の
も
の
が
あ
る
︒
公
立
高
校
に
通
っ
て
い
た
男
性
（
ル
ソ
ン
島
中

部
の
ラ
グ
ナ
州
（
が
︑
そ
の
兄
弟
に
語
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑
彼
の
日
本
語
教

員
は
ミ
ス
タ
ー
・
モ
ツ
ィ
モ
ト
（M

otsuim
oto

（
と
い
い
︑
見
た
と
こ
ろ
愚
鈍
そ

う
で
︑
神
経
質
な
少
女
の
よ
う
に
話
し
︑
服
装
も
珍
妙
に
見
え
た
こ
と
も
あ
っ

て
︑
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
な
か
で
は
︑
笑
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
︒
あ
る
日
︑
先

生
が
日
本
の
曲
を
歌
わ
せ
て
い
た
と
き
︑﹁
生
徒
た
ち
は
︑
彼
が
見
落
と
し
て
い

る
「
こ
と
」
に
気
づ
く
の
を
︑
息
を
殺
し
て
待
っ
て
い
た
︒
し
か
し
も
う
彼
ら

は
待
ち
き
れ
な
く
な
っ
て
︑
声
を
出
し
て
笑
い
︑
手
を
た
た
い
た
︒
モ
ツ
ィ
モ

ト
は
静
か
に
す
る
よ
う
に
合
図
を
し
て
︑
両
手
を
下
げ
て
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
た

と
き
︑
ボ
タ
ン
を
閉
め
忘
れ
て
い
た
ズ
ボ
ン
の
前
が
大
き
く
開
い
た
︒
ク
ラ
ス

全
体
が
さ
ら
に
大
爆
笑
に
な
り
︑
拍
手
が
大
き
く
な
っ
た
︒
先
生
は
怒
り
も
せ

ず
に
︑
素
早
く
ズ
ボ
ン
の
ボ
タ
ン
を
留
め
て
︑
静
か
に
恥
ず
か
し
さ
を
我
慢
し

て
い
た（

（（
（

﹂︒
こ
の
人
物
の
行
動
は
︑
気
に
触
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
す
ぐ
に
怒
鳴

り
だ
し
た
り
︑
平
手
打
ち
し
た
り
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
な
か
に
あ
る
典
型
的
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な
日
本
軍
人
像
に
は
全
く
沿
わ
な
い
︒

　
知
的
好
奇
心
の
対
象
と
な
っ
た
り
︑
教
員
と
の
関
係
が
良
好
に
構
築
さ
れ
た

り
す
れ
ば
︑
反
日
感
情
が
あ
り
な
が
ら
も
︑
強
制
的
な
日
本
語
教
育
に
積
極
的

な
意
味
を
見
出
す
こ
と
も
あ
っ
た
︒
例
え
ば
当
時
高
校
生
だ
っ
た
女
性
の
母
親

は
︑
日
本
へ
の
敵
意
を
明
確
に
し
て
お
り
︑
ラ
ジ
オ
体
操
や
日
本
軍
歩
哨
へ
の

敬
礼
を
子
供
に
さ
せ
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
両
親
の
影
響
を
受
け
て
︑
彼
女
も

日
系
人
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
反
日
感
情
を
表
に
出
し
た
り
︑

学
校
の
近
く
に
連
行
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
に
︑
こ
っ
そ
り
手
を
振
り
︑
Ｖ
サ
イ

ン
を
送
っ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
反
日
感
情
と
ア
メ
リ
カ
帝
国

支
配
の
復
活
へ
の
期
待
が
あ
り
つ
つ
も
︑
日
本
語
教
育
の
記
憶
に
は
肯
定
的
な

面
が
あ
る
︒
彼
女
は
﹁
日
本
語
は
も
ち
ろ
ん
必
修
科
目
で
し
た
︒
日
本
の
文
字

を
書
く
の
が
楽
し
か
っ
た
の
で
︑
日
本
語
の
授
業
は
お
も
し
ろ
か
っ
た
で
す
︒

私
た
ち
の
担
任
は
︑
ミ
ス
・
ツ
ナ
シ
マ
と
い
う
名
前
の
優
し
い
先
生
で
し
た
︒

先
生
は
﹃
さ
く
ら
﹄
と
い
う
有
名
な
日
本
の
歌
を
教
え
て
く
れ
ま
し
た
︒
あ
る

日
︑
先
生
は
私
を
そ
ば
に
呼
ん
で
︑
私
の
き
れ
い
な
習
字
を
褒
め
て
く
れ
ま
し

た（
（（
（

﹂
と
記
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
日
本
の
支
配
へ
の
抵
抗
感
を
持
っ
て
い
た

生
徒
に
も
︑
日
本
語
学
習
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
し
て
い
る
場
合
が
あ
っ
た
︒

　
こ
う
し
た
語
り
か
ら
︑
日
本
占
領
下
︑
日
本
語
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
達
の
状
況
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
注
目
す
べ
き

は
︑
旧
支
配
者
の
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
意
識
と
︑
日
本
語
教
育
や
教
員
に
対
す

る
記
憶
が
多
様
な
こ
と
で
あ
る
︒

三
、
日
本
語
教
育
の
記
憶
と
戦
後
国
際
関
係

　
前
節
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
日
本
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
支
配
の
暴
力
性
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
理
不
尽
な
平
手
打
ち
の
よ
う
な
辱
め
と

結
び
つ
くK

ura!

（
こ
ら
！
（
と
残
忍
な
拷
問
と
死
が
結
び
つ
くK

em
peitai

（
憲

兵
隊
（
が
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
記
述
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
の
は
︑
耳
に
残
る

日
本
語
が
象
徴
す
る
日
本
統
治
の
姿
と
い
え
る（

（（
（

︒
つ
ま
り
︑
こ
のK

ura!

と

K
em

peitai

は
︑
緊
張
や
恐
怖
や
暴
力
に
あ
ふ
れ
た
社
会
に
お
け
る
︑
無
力
な
被

支
配
者
に
見
ら
れ
る
﹁
均
質
化
の
語
り
﹂
と
捉
え
ら
れ
る（

（（
（

︒
教
室
で
の
否
定
的

な
記
憶
は
︑
日
本
の
帝
国
支
配
の
も
た
ら
し
た
語
り
の
均
質
化
の
一
翼
を
担
っ

て
い
る
と
い
え
る
︒
一
方
で
︑
こ
れ
と
真
逆
の
︑
た
と
え
ば
日
本
語
を
学
ぶ
に

当
た
っ
て
は
主
体
的
な
自
己
の
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
︑
あ
る
い
は
教
員
と
の
肯

定
的
な
関
係
が
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
﹁
異
質
な
語
り
﹂
も
あ
る
︒
こ

の
種
の
語
り
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
こ
こ
で
は
︑
そ
も

そ
も
こ
う
し
た
語
り
が
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
的
背
景
を
考
察
し
て

み
た
い
︒

　
戦
時
に
お
け
る
出
来
事
の
記
述
や
聞
き
取
り
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
記
憶
が
︑

当
該
事
象
が
生
じ
た
時
代
に
得
た
も
の
自
体
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
そ
れ
を
想

起
し
た
時
点
か
ら
見
た
過
去
と
い
う
性
格
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
は
︑
今
日
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

（（
（

︒
し
か
も
︑
そ
の
構
築
は
︑
個
々
人
で
完
結
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し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︑
当
事
者
を
取
り
巻
く
社
会
的
関
係
が
影
響
し
︑
記

憶
の
語
り
や
提
示
を
根
底
か
ら
規
定
す
る
マ
ク
ロ
な
﹁
語
り
の
磁
場
﹂
が
存
在

す
る（

（（
（

︒
そ
こ
で
こ
こ
で
は
︑
占
領
時
の
日
本
語
教
育
に
関
す
る
記
憶
の
異
質
性

を
︑
語
り
の
場
で
あ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
社
会
と
︑
日
本
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
両
国
と

の
戦
後
の
関
係
か
ら
論
じ
た
い
︒

三
―
一
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ア
メ
リ
カ
関
係

　
基
点
と
な
る
終
戦
直
後
︑
日
本
統
治
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
も
た
ら
し
た
衝
撃

は
︑
ア
メ
リ
カ
植
民
地
期
が
﹁
黄
金
の
時
代
﹂
で
あ
り
︑
日
本
占
領
期
が
﹁
暗

黒
の
時
代
﹂
と
い
う
歴
史
言
説
を
作
り
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
た
︒
ま
た
︑

フ
ィ
リ
ピ
ン
を
解
放
す
る
た
め
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
ア
メ
リ
カ
の
共
同
戦
線
は
︑

フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
ア
メ
リ
カ
人
の
兵
士
た
ち
が
力
を
合
わ
せ
た
犠
牲
的
行
為
︑

つ
ま
り
共
通
の
受
難
・
死
・
復
活
と
し
て
解
釈
さ
れ
た（

（（
（

︒
こ
う
し
た
解
釈
の
基

盤
が
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ア
メ
リ
カ
︑
そ
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
日
本
の
関
係
の
変

化
に
ど
の
よ
う
に
影
響
さ
れ
た
の
か
を
見
て
ゆ
く
︒

　
ま
ず
︑
ア
メ
リ
カ
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
み
た
い
︒
先

述
の
よ
う
に
日
本
占
領
期
に
つ
い
て
の
認
識
は
︑
ア
メ
リ
カ
に
関
す
る
認
識
と

密
接
に
関
係
し
て
お
り
︑
実
際
︑
引
用
し
た
回
顧
録
の
い
く
つ
か
で
も
そ
れ
が

察
せ
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
戦
後
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
対
米
感
情
の
推
移

を
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒

　
戦
後
︑
ア
メ
リ
カ
が
解
放
者
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
︑
合
衆
国
市
民
・
企
業

に
対
す
る
特
恵
や
基
地
提
供
の
よ
う
な
植
民
地
関
係
は
継
続
す
る
こ
と
に
な
っ

た
︒
以
降
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ア
メ
リ
カ
関
係
は
︑
こ
の
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
性
格
が

暫
時
希
薄
化
し
て
ゆ
く
歴
史
と
解
釈
で
き
る
︒
こ
れ
に
は
︑
一
九
七
四
年
の
特

恵
通
商
関
係
や
内
国
民
待
遇
の
終
了
︑
日
本
の
台
頭
に
よ
る
通
商
関
係
に
お
け

る
ア
メ
リ
カ
の
相
対
的
地
位
の
低
下
が
も
た
ら
し
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
さ
ら

に
よ
り
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
の
存
在
で
あ
る
︒
一
九

四
七
年
の
基
地
協
定
で
米
兵
な
ど
の
司
法
管
轄
権
や
基
地
使
用
の
権
限
に
関
し

て
一
方
的
に
ア
メ
リ
カ
側
に
便
宜
が
提
供
さ
れ
た
︒
こ
の
基
地
の
存
在
は
米
兵

が
繰
り
返
す
犯
罪
︑
ベ
ト
ナ
ム
反
戦
運
動
や
学
生
運
動
と
あ
い
ま
っ
て
︑
反
米

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
象
徴
と
な
っ
て
ゆ
く
︒
こ
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
基
地
反
対

運
動
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
︑
ア
メ
リ
カ
側
に
と
っ
て
の
基
地
の
戦
略

的
地
位
の
低
下
や
維
持
の
た
め
の
リ
ス
ク
や
コ
ス
ト
の
上
昇
︑
ア
メ
リ
カ
の
支

援
下
で
独
裁
政
治
を
行
っ
た
マ
ル
コ
ス
政
権
の
崩
壊
︑
そ
し
て
一
九
九
二
年
の

ピ
ナ
ツ
ボ
山
の
噴
火
被
害
に
よ
り
︑
ス
ー
ビ
ッ
ク
︑
ク
ラ
ー
ク
両
米
軍
基
地
は

完
全
撤
収
に
至
る（

（（
（

︒
こ
れ
に
よ
り
︑
一
八
九
九
年
以
降
の
軍
事
力
を
背
景
と
し

た
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
二
国
間
関
係
に
一
つ
の
区
切
り
が
つ
い
た
︒

　
こ
う
し
た
流
れ
と
と
も
に
︑
政
治
軍
事
面
あ
る
い
は
経
済
面
で
の
ア
メ
リ
カ

の
影
響
力
が
衰
退
し
て
き
た
こ
と
は
︑
ア
メ
リ
カ
と
日
本
を
善
悪
と
し
て
対
比

す
る
見
方
を
希
薄
化
す
る
背
景
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑
よ
り

直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
︑
次
の
二
つ
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
︒
一
つ
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
社
会
で
広
く
受
容
さ
れ
て
き
た
植
民
地
支
配
を
正
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当
化
す
る
ア
メ
リ
カ
側
の
論
理
︑
す
な
わ
ち
︑
恩
恵
的
同
化
と
し
て
の
文
明
化

を
否
定
す
る
レ
イ
ナ
ル
ド
・
Ｃ
・
イ
レ
ー
ト
の
よ
う
な
知
識
人
が
登
場
し
て
き

た
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
著
名
な
歴
史
学
者
テ
オ
ド
ロ
・
Ａ
・
ア
ゴ
ン
シ

リ
ョ
は
︑
そ
の
著
書
﹃
運
命
の
歳
月
︱
︱
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
日
本
の
冒
険
　

一
九
四
一
︱
一
九
四
五
﹄
で
︑ 

日
本
の
教
育
行
政
を
︑
外
か
ら
の
強
制
と
い
う

点
で
ス
ペ
イ
ン
と
ア
メ
リ
カ
の
施
策
と
同
列
に
位
置
づ
け
︑
日
本
に
よ
る
ア
メ

リ
カ
化
の
否
定
は
日
本
の
国
益
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
︑
ア
メ
リ

カ
化
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
か
ら
ア
ジ
ア
の
美
徳
を
失
わ
せ
た
と
い
う
日
本
の
主
張

に
は
一
理
あ
る
と
し
て
い
る（

（（
（

︒

　
も
う
一
つ
は
︑
退
役
軍
人
問
題
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
抗
日
ゲ
リ
ラ
と
し
て
対

日
戦
争
で
の
勝
利
に
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
︑
そ
の
対

価
で
あ
る
は
ず
の
退
役
軍
人
と
し
て
の
権
利
が
付
与
さ
れ
な
か
っ
た
問
題
で
あ

る
︒
戦
後
ま
も
な
く
こ
の
こ
と
が
浮
上
し
︑
と
り
わ
け
一
九
九
〇
年
以
降
大
き

な
問
題
と
な
っ
た（

（1
（

︒
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
た
め
の
戦
い
が
報
わ
れ
な
か
っ
た
と

い
う
認
識
を
生
み
出
す
要
因
の
一
つ
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
一
九

四
二
年
当
時
一
三
歳
だ
っ
た
マ
ニ
ラ
在
住
の
オ
ス
カ
ー
は
︑
日
本
語
を
学
ぶ
と

と
も
に
︑
日
本
軍
関
係
の
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
わ
り
︑
マ
ッ
サ
ー
ジ
・
靴
磨
き
で
軍

人
か
ら
金
銭
を
得
て
い
た
︒
そ
の
な
か
で
靴
磨
き
の
費
用
を
ご
ま
か
さ
れ
た
上

に
柔
術
で
痛
い
目
に
遭
わ
さ
れ
た
軍
人
の
こ
と
を
書
き
︑
多
く
の
フ
ィ
リ
ピ
ン

人
は
︑
大
東
亜
共
栄
圏
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
﹁
ア
ジ
ア
人
の
た
め
の
ア
ジ

ア
﹂
の
よ
う
な
日
本
人
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
に
よ
っ
て
多
少
な
り
と
も
洗
脳
さ
れ

て
い
た
と
当
時
を
否
定
的
に
ふ
り
返
っ
て
い
る
︒
し
か
し
一
方
で
︑﹁
私
た
ち

の
ビ
ッ
グ
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ブ
ラ
ザ
ー
﹂
を
装
っ
て
︑
ア
メ
リ
カ
人
も
汚
い
プ
ロ

パ
ガ
ン
ダ
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
い
う
批
判
的
認
識
も
表
明
し
て
い
る（

（（
（

︒
こ
う

し
た
認
識
に
退
役
軍
人
た
ち
の
処
遇
も
影
響
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
︑
日
米
二
つ
の
帝
国
支
配
が
重
な
っ
た
た
め
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
評
価
を
完
全
に
分
離
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
た

が
っ
て
︑
ア
メ
リ
カ
植
民
地
期
が
﹁
黄
金
の
時
代
﹂
と
い
う
認
識
が
薄
れ
︑
ビ
ッ

ク
・
ホ
ワ
イ
ト
・
ブ
ラ
ザ
ー
が
幻
想
で
あ
る
と
わ
か
っ
た
と
き
︑
日
本
統
治
の

意
味
が
否
定
的
な
解
釈
に
限
定
さ
れ
な
い
余
地
が
出
て
き
た
の
だ
ろ
う
︒

三
―
二
　
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
日
本
関
係

　
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
は
前
節
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
に
対
し
て
︑
戦
後
日
本

と
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
の
関
係
に
見
ら
れ
る
大
き
な
流
れ
は
︑
占
領
体
験
に
基
づ
く

反
日
感
情
が
徐
々
に
沈
静
化
す
る
過
程
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒
そ
こ
に
は
経
済

成
長
を
背
景
に
し
た
日
本
の
影
響
力
の
拡
大
が
あ
る
︒
一
九
七
〇
年
代
に
な
る

と
︑
日
本
の
通
商
お
よ
び
投
資
に
門
戸
が
開
か
れ
︑
日
本
人
が
戦
没
者
の
慰
霊

碑
を
建
て
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
日

本
か
ら
の
投
資
が
拡
大
し
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
な
か
に
は
日
本
軍
の
残
虐
行
為

の
話
を
持
ち
出
す
の
は
賢
明
で
は
な
い
と
公
言
す
る
者
も
出
て
く
る（

（（
（

︒
こ
う
し

た
風
潮
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
の
日
系
人
た
ち
の
行
動
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
︒

反
日
感
情
か
ら
出
自
を
隠
し
て
生
き
て
き
た
彼
ら
が
︑
一
九
八
〇
年
代
初
頭
に
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は
フ
ィ
リ
ピ
ン
日
系
人
会
を
公
益
法
人
と
し
た
り
︑
初
め
て
海
外
日
系
人
大
会

に
参
加
し
た
り
し
て
表
舞
台
に
出
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

　
日
本
占
領
時
関
連
の
文
献
で
︑
こ
の
変
化
へ
の
対
応
が
明
示
さ
れ
る
の
が
︑

一
九
七
八
年
発
行
の
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・
Ｐ
・
サ
ン
ト
ス
の
﹃
フ
ィ
リ
ピ
ン
戦
線

の
日
本
兵
︱
︱
草
の
根
の
証
言
集
﹄
で
あ
る
︒
そ
の
冒
頭
に
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
を

占
領
し
た
日
本
兵
が
す
べ
て
残
虐
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
こ
の
書
は
日
本

占
領
期
に
日
本
人
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
与
え
た
親
切
な
行
為
に
触
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
出
版
を
導
い
た
の
は
︑
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
と
日
本
人
が
平
和
の
た
め
に
和
解
し
︑
国
際
社
会
の
構
築
に
寄
与
す
る
時

代
に
な
っ
た
と
い
う
信
念
で
あ
る
と
し
て
い
る（

（（
（

︒
フ
ィ
リ
ピ
ン
社
会
に
お
け
る

変
化
の
な
か
で
︑
こ
う
し
た
趣
旨
の
書
籍
を
発
行
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
︑

こ
の
種
の
事
業
が
契
機
と
な
っ
て
︑
日
本
人
と
の
肯
定
的
な
関
係
が
部
分
的
で

あ
れ
︑
記
述
さ
れ
た
り
語
ら
れ
た
り
す
る
も
の
が
さ
ら
に
世
に
出
て
き
た
の
だ

ろ
う
︒
例
え
ば
︑
多
く
の
証
言
を
集
め
た
﹃
日
本
統
治
下
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
︱
︱

記
憶
と
省
察
﹄
で
は
︑﹁
親
切
な
日
本
人
﹂
の
節
が
も
う
け
ら
れ
︑
個
人
の
回
顧

録
で
あ
る
﹃
マ
ニ
ラ
︱
︱
第
二
次
世
界
大
戦
の
思
い
出
﹄
に
は
︑
戦
前
の
出
来

事
を
含
め
︑
単
に
抑
圧
や
暴
力
だ
け
で
は
な
い
︑
日
本
人
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
交

流
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る（

（（
（

︒

　
こ
の
延
長
線
上
で
︑
前
節
で
触
れ
た
よ
う
な
教
え
る
側
に
し
て
も
学
ぶ
側
に

し
て
も
︑
日
本
占
領
下
の
教
育
に
対
す
る
積
極
的
な
態
度
を
と
っ
た
経
験
の
表

記
が
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
日
本
統
治
時
代
の
悪
夢
が

完
全
に
消
え
る
こ
と
は
な
く
︑
当
時
の
日
本
語
学
習
に
対
す
る
否
定
的
な
感
情

は
表
明
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
占
領
下
で
日
本
人
と
交
流
が
深
か
っ
た
者
に

つ
い
て
﹁
日
本
人
（Jap

（
に
取
り
入
ろ
う
と
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
は
日
本
語

の
知
識
が
あ
る
も
の
が
い
た
ね
︒
た
い
て
い
彼
ら
は
も
と
も
と
役
人
で
︑
役
所

で
高
い
地
位
に
就
い
て
い
た
︒
あ
の
人
た
ち
に
は
︑
庶
民
は
非
常
に
怒
っ
て
い

た
よ
︒
内
通
者
だ
よ
！
裏
切
り
者
だ
よ
！（

（（
（

﹂
と
い
う
語
り
が
あ
る
︒
日
本
語
能

力
を
保
持
し
た
側
も
こ
う
し
た
感
情
を
意
識
し
て
い
た
の
か
︑
自
分
の
能
力
の

お
か
げ
で
︑
日
本
兵
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
と
の
も
め
事
を
大
事
に
至
ら
せ
ず
︑
あ

る
い
は
無
実
の
同
胞
を
助
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
物
語
が
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る（

（（
（

︒
こ
こ
に
は
︑
戦
中
の
日
本
軍
と
協
力
し
た
行
動
を
擁
護
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
エ
リ
ー
ト
た
ち
と
異
な
り
︑
戦
中
の
一
般
庶
民
の
対
日
協
力
者

が
戦
後
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
報
復
を
受
け
︑
時
を
経
て
も
名
誉
回
復
が
進
ま
な

か
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い（

（（
（

︒

　
そ
れ
で
も
全
体
と
し
て
は
︑
一
九
八
〇
年
代
以
降
鮮
明
と
な
る
対
日
感
情
の

改
善
と
い
う
点
は
︑
無
視
で
き
な
い
︒
さ
ら
に
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
日
本

の
経
済
的
影
響
力
の
浸
透
が
さ
ら
に
進
み
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
進
出
す
る
日
本
企

業
が
目
立
つ
よ
う
に
な
り
︑
日
本
で
働
く
こ
と
を
夢
見
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
が
増

加
し
た
︒
こ
れ
に
よ
り
日
本
の
存
在
︑
そ
し
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
で
し
か
な

か
っ
た
日
本
語
能
力
が
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た（

（（
（

︒
こ
の
流
れ
の

な
か
で
︑
過
去
の
日
本
語
教
育
に
関
し
て
異
質
な
記
憶
を
表
明
す
る
こ
と
が
可

能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
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戦
中
に
日
本
の
教
育
を
経
験
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
々
は
︑
戦
中
だ
け
で
な

く
︑
戦
後
も
日
米
両
国
の
せ
め
ぎ
合
い
の
は
ざ
ま
に
位
置
し
た
存
在
で
あ
っ
た
︒

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ア
メ
リ
カ
関
係
︑
そ
し
て
フ
ィ
リ
ピ
ン
・
日
本
関
係
の
変
遷
を

見
て
い
く
と
︑
太
平
洋
戦
争
直
後
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
と
っ
て
善
悪
が
明
白
で

あ
っ
た
日
米
の
位
置
づ
け
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
の
こ
と
が

占
領
期
の
認
識
に
反
映
し
︑
日
本
統
治
時
代
の
教
育
に
関
す
る
異
質
な
描
き
方

が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

四
、
二
種
類
の
教
員
と
英
語

　
こ
れ
ま
で
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
巡
る
国
際
関
係
の
変
遷
に
よ
り
﹁
異
質
な
語

り
﹂
の
余
地
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
示
し
て
き
た
︒
で
は
︑
そ
も
そ
も
日
本
語
教

育
経
験
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
多
様
に
語
ら
れ
る
要
因
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

か
︒
当
然
予
期
さ
れ
る
︑
教
育
方
針
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
へ
の
対
応
に
関
す
る
地

域
的
・
時
期
的
差
異
の
影
響
は
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
教
室
で
主
導
的
な
役
割
を

果
た
し
た
教
員
を
中
心
に
分
析
し
た
い
︒
各
教
員
の
個
性
を
超
え
た
差
異
と
し

て
注
目
す
る
の
は
︑
教
務
を
担
っ
た
軍
人
（
こ
こ
で
は
﹁
軍
人
教
員
﹂
と
す
る
（

と
民
間
人
教
員
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
前
者
に
つ
い
て
は
︑
先

行
研
究
は
な
き
に
等
し
い
︒
と
い
う
の
も
︑
日
本
統
治
の
過
程
で
︑
軍
人
が
日

本
語
教
育
を
担
っ
た
の
は
一
時
的
で
︑
治
安
が
相
対
的
に
安
定
し
て
か
ら
は
民

間
人
が
動
員
さ
れ
︑
日
本
語
教
育
が
本
格
化
し
た
と
い
う
印
象
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
︒
し
か
し
︑
日
本
語
教
育
が
普
通
教
育
と
し
て
制
度
的
に
行
わ
れ
て
い
た

の
は
︑
一
九
四
二
年
八
月
頃
か
ら
一
九
四
四
年
九
月
中
旬
頃
ま
で
の
約
二
年
間

で
︑
そ
の
う
ち
民
間
人
教
員
の
大
部
分
が
派
遣
さ
れ
る
の
が
一
九
四
三
年
一
月

末
以
降
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
短
く
て
も
六
カ
月
間
は
軍
人
が
主
導
し
︑
民

間
人
教
員
が
赴
任
し
た
頃
に
は
︑
こ
れ
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
日
本
語
教
育
は
浸

透
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
と
い
う
の
も
一
九
四
三
年
二
月
一
五
日
に
日
本

語
に
よ
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
雑
誌
で
あ
る
﹃
週
刊
ニ
ツ
ポ
ン
ゴ
﹄
が
創
刊
さ
れ
た

か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
第
一
号
に
﹁
ハ
ジ
メ
　
ハ
　
ム
ヅ
カ
シ
イ
ト
　
オ
モ
ツ
タ
　

ニ
ツ
ポ
ン
ノ
　
コ
ト
バ
　
モ
　
コ
ノ
ゴ
ロ
ハ
　
タ
ノ
シ
ク
　
ベ
ン
キ
ヤ
ウ
　
デ

キ
マ
ス
︒﹂（
二
頁
（
と
い
う
学
習
者
に
よ
る
執
筆
と
い
う
体
裁
の
記
事
が
あ
る

よ
う
に
︑
こ
の
雑
誌
は
日
本
語
の
あ
る
程
度
の
普
及
を
前
提
と
し
て
い
た
︒
し

た
が
っ
て
民
間
人
教
員
派
遣
前
︑
軍
人
教
員
は
日
本
語
教
育
の
構
築
に
大
い
に

寄
与
し
た
と
い
え
る
︒

　
ま
た
︑
民
間
人
教
員
の
派
遣
が
始
ま
っ
た
後
も
︑
地
域
に
よ
っ
て
は
そ
の
配

置
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
︒
元
教
員
が
ま
と
め
た
デ
ー
タ
に
基

づ
く
と
︑
彼
ら
の
約
六
〇
％
が
マ
ニ
ラ
を
中
心
と
し
た
ル
ソ
ン
島
に
勤
務
し
て

お
り
︑
そ
の
他
の
地
域
に
は
南
部
を
中
心
に
民
間
人
教
員
の
空
白
地
が
広
く
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

（（
（

︒
例
え
ば
︑
そ
の
一
つ
と
し
て
一
九
四
二
年
二
月

か
ら
日
本
統
治
下
に
お
か
れ
た
中
西
部
の
パ
ラ
ワ
ン
島
プ
エ
ル
ト
・
プ
リ
ン
セ

サ
が
あ
る
︒
こ
こ
で
再
開
さ
れ
た
学
校
教
育
の
現
場
で
日
本
語
教
育
を
担
当
し

た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
教
員
の
一
人
に
よ
れ
ば
︑
三
人
の
軍
当
局
者
が
彼
ら
の
家
に
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出
向
き
︑
義
務
で
あ
っ
た
学
校
で
の
日
本
語
教
育
の
た
め
に
講
習
を
行
っ
た
︒

彼
ら
は
日
本
語
の
歌
や
国
歌
︑
一
般
的
な
表
現
を
教
え
て
い
た
よ
う
だ（

（1
（

︒
ま
た
︑

ル
ソ
ン
島
南
西
部
近
辺
に
あ
る
ア
ラ
バ
ッ
ト
島
の
警
備
隊
の
記
録
に
よ
る
と
︑

一
九
四
三
年
一
二
月
頃
︑
民
間
人
教
員
と
提
携
し
つ
つ
︑
所
属
軍
人
が
小
学
校

で
の
日
本
語
教
育
に
継
続
的
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る（

（（
（

︒
し
た
が
っ
て
︑

民
間
人
教
員
到
着
以
降
も
軍
人
の
教
育
へ
の
関
わ
り
が
継
続
し
た
地
域
が
あ
り
︑

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
二
種
類
の
教
員
が
併
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
よ
う
に
︑
民
間
人
教
員
到
着
以
前
︑
ま
た
そ
の
後
も
︑
軍
人
た
ち
に
よ

る
教
育
は
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
教
育
を
担
っ
た
軍
人
た
ち
に
関

し
て
は
︑
彼
ら
が
戦
後
民
間
人
教
員
と
の
交
流
も
な
く
︑
本
来
の
業
務
で
は
な

か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
︑
残
さ
れ
た
記
録
は
極
め
て
少
な
い（

（（
（

︒
し
か
し
︑
占
領

中
日
本
兵
に
よ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
対
す
る
強
圧
的
な
行
動
が
散
見
さ
れ
た
こ

と
を
考
え
る
と
︑
現
地
の
人
々
か
ら
脅
迫
的
と
受
け
取
ら
れ
る
乱
暴
な
言
動
を

見
せ
た
軍
人
教
員
が
い
た
の
だ
ろ
う（

（（
（

︒
一
方
で
︑
生
徒
か
ら
嘲
笑
さ
れ
て
い
た

モ
ツ
ィ
モ
ト
は
︑
ま
ず
間
違
い
な
く
民
間
人
教
員
で
あ
ろ
う
︒
彼
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
生
徒
と
の
間
に
当
時
の
日
本
的
な
上
下
関
係
が
希
薄
で

あ
っ
た
と
す
る
元
民
間
人
教
員
た
ち
の
手
記
に
通
じ
る
よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

こ
の
軍
民
の
相
違
が
︑
教
室
に
お
け
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
記
憶
に
影
響
し
て
い

る
と
想
定
さ
れ
る
︒

　
こ
の
二
種
類
の
属
性
に
連
動
し
た
︑
教
員
に
対
す
る
認
識
の
相
違
の
要
因
を

さ
ら
に
探
っ
て
ゆ
き
た
い
︒
そ
も
そ
も
︑
占
領
時
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
た
ち
は
い

か
な
る
日
本
人
観
を
持
っ
て
︑
日
本
人
と
関
係
を
築
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒

プ
ラ
ッ
ト
の
い
う
コ
ン
タ
ク
ト
・
ゾ
ー
ン
に
は
︑﹁
通
常
そ
れ
は
強
制
や
徹
底
的

な
不
平
等
や
手
に
負
え
な
い
対
立
を
伴
っ
て
い
る
﹂
も
の
の
︑
単
純
で
一
方
向

的
な
支
配
と
抑
圧
で
は
な
く
︑
力
関
係
は
非
対
称
性
で
は
あ
る
も
の
の
︑
相
互

交
渉
と
し
て
見
る
視
点
が
重
要
と
さ
れ
る（

（（
（

︒
こ
れ
が
︑
日
本
対
フ
ィ
リ
ピ
ン
と

の
関
係
の
場
合
︑
日
本
統
治
以
前
の
植
民
地
体
験
に
よ
り
︑
さ
ら
に
複
雑
で
あ

る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
ス
ペ
イ
ン
・
ア
メ
リ
カ
の
統
治
を
へ
て
︑
西
洋
化
と
い
う
文

明
化
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
長
期
に
わ
た
っ
て
既
に
経
験
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

そ
の
結
果
︑
マ
ニ
ラ
の
よ
う
な
都
市
部
で
は
道
路
や
電
気
な
ど
社
会
イ
ン
フ
ラ

が
整
備
さ
れ
︑
教
会
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
そ
し
て
普
通
教
育
に
よ
る
知
識
・
教

養
を
受
け
入
れ
て
い
る
人
も
増
加
し
て
い
た
︒
こ
の
文
明
化
の
視
点
か
ら
は
︑

軍
事
力
を
除
け
ば
︑
決
し
て
日
本
に
引
け
を
と
る
存
在
で
は
な
い
と
い
う
意
識

を
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
に
生
み
出
し
た
︒

　
た
と
え
ば
軍
政
要
員
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
皇
睦
夫
は
︑
一
九
四
四
年
後
半
に

ル
ソ
ン
島
北
部
の
比
較
的
豊
か
な
農
村
家
庭
に
世
話
に
な
っ
た
と
き
に
︑
こ
の

家
の
女
性
に
基
礎
的
な
方
程
式
の
問
題
を
出
さ
れ
た
経
験
を
述
べ
て
い
る
︒

﹁
こ
ん
な
小
娘
に
テ
ス
ト
さ
れ
て
た
ま
る
か
！
﹂
と
思
い
つ
つ
も
︑
簡
単
に
こ
れ

を
解
い
て
み
せ
る
と
︑
相
手
は
驚
き
の
表
情
を
浮
か
べ
た
と
い
う（

（（
（

︒
当
時
憲
兵

で
あ
っ
た
佐
竹
久
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
た
ち
が
﹁
日
本
に
は
電
車
が
あ
る
の
か
と

か
︑
汽
車
が
あ
る
の
か
等
と
︑
比
島
を
さ
も
文
明
国
家
の
ご
と
く
思
い
込
ん
で

い
た
こ
と
は
︑
ま
こ
と
に
幼
稚
で
滑
稽
で
な
ら
な
か
っ
た
︒﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
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日
本
側
の
自
己
評
価
と
相
容
れ
な
い
日
本
観
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
広
が
っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る（

（（
（

︒
こ
の
日
本
自
体
が
遅
れ
た
国
と
い
う
認
識
を
生
み
出
し
た
場

の
一
つ
が
ア
メ
リ
カ
統
治
時
代
の
普
通
教
育
で
あ
る
︒
日
本
占
領
前
に
小
学
校

で
使
わ
れ
て
い
た
教
材
を
見
つ
け
た
日
本
語
教
員
の
福
原
治
夫
は
︑
そ
の
な
か

で
日
本
に
つ
い
て
︑﹁
ゲ
イ
ジ
ャ
ガ
ー
ル
と
か
腹
切
り
︑
チ
ョ
ン
マ
ゲ
姿
の
侍
か

ら
飛
脚
や
男
女
混
浴
︑
人
力
車
な
ど
が
絵
入
り
で
載
っ
て
い
た
︒
又
地
球
儀
に

は
中
国
と
同
じ
色
が
塗
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
如
何
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
日
本
に

つ
い
て
認
識
不
足
か
を
つ
く
づ
く
感
じ
た
﹂
と
記
し
て
い
る（

（（
（

︒
支
配
者
と
な
っ

た
日
本
人
に
対
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
の
視
線
は
︑
こ
う
し
た
教
育
が
基
盤
と

な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

　
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
普
通
教
育
の
核
で
あ
っ
た
の
が
英
語
で
あ
る
︒
英
語
は
︑

ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
現
地
人
の
文
明
化
（
ア
メ
リ
カ
化
（
を
目
指
し
て
︑
普
及
が

図
ら
れ
た
︒
こ
の
結
果
︑
一
九
三
九
年
の
統
計
に
お
い
て
全
人
口
約
一
六
〇
〇

万
人
の
う
ち
︑
英
語
話
者
は
約
二
七
％
と
な
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
全
人
口
の
四

分
の
一
強
と
い
う
比
率
は
︑
ア
メ
リ
カ
人
に
よ
る
教
育
の
限
界
を
示
し
て
は
い

る
︒
し
か
し
︑
一
六
世
紀
半
ば
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
大
部
分
を
統
治
下
に
お
い

た
ス
ペ
イ
ン
の
場
合
︑
同
じ
統
計
で
の
ス
ペ
イ
ン
語
話
者
が
約
二
・
六
％
で

あ
っ
た
こ
と
と
比
較
す
る
と
︑
約
四
〇
年
間
の
ア
メ
リ
カ
の
教
育
成
果
は
︑
大

き
か
っ
た
と
い
え
る（

（（
（

︒
こ
れ
に
よ
り
︑
社
会
的
上
昇
・
地
位
の
保
全
に
英
語
は

不
可
欠
と
な
り
︑
結
果
的
に
社
会
層
を
区
分
す
る
指
標
と
な
っ
た
︒
こ
の
こ
と

が
︑
日
本
人
へ
の
評
価
に
も
関
わ
っ
て
い
る
︒

　
つ
ま
り
︑
日
本
を
野
蛮
と
み
な
す
内
容
を
含
ん
だ
ア
メ
リ
カ
治
下
の
教
育
の

上
に
︑
占
領
下
に
お
け
る
日
本
兵
の
乱
暴
な
振
る
舞
い
を
経
験
し
た
フ
ィ
リ
ピ

ン
人
に
と
っ
て
︑
日
本
兵
一
般
の
英
語
能
力
の
貧
困
さ
は
︑
そ
の
日
本
人
観
を

象
徴
す
る
も
の
で
あ
り
︑
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑
マ
ニ
ラ
の
キ

ア
ポ
教
会
で
日
本
兵
が
演
説
し
た
と
き
︑﹁the Japanese love the Filipinos

﹂
と

言
っ
て
い
る
つ
も
り
が
﹁the Japanese rob the Filipinos

﹂
と
発
音
し
て
い
て
︑

﹁
聴
衆
は
大
声
で
笑
う
の
を
我
慢
で
き
な
か
っ
た
︒﹂
な
ぜ
な
ら
︑
そ
れ
は
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
が
苦
し
ん
で
い
た
現
実
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒﹁
大
声
で
私
た
ち
は

英
語
で
叫
ん
だ
︒﹃
そ
う
だ
よ
︑
ま
さ
に
そ
の
と
お
り
だ
よ
！
﹄
日
本
人
将
校
は
︑

私
た
ち
の
言
葉
を
自
分
の
こ
と
を
認
め
て
く
れ
た
も
の
と
解
釈
し
︑
感
謝
の
意

を
示
し
た（

（1
（

﹂︒
こ
れ
ら
の
や
り
と
り
は
︑
低
レ
ベ
ル
の
英
語
能
力
が
︑
日
本
軍
政

へ
の
不
満
と
と
も
に
︑
日
本
人
へ
の
蔑
視
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
︒

　
一
方
で
︑
英
語
力
が
社
会
的
評
価
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
︑
そ
の
能
力

が
あ
れ
ば
︑
日
本
人
に
関
し
て
も
︑
異
な
る
認
識
を
も
た
ら
し
え
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
︒
実
際
︑
友
好
的
な
日
本
人
の
存
在
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
は
︑﹁
英

語
が
上
手
﹂︑﹁
完
璧
な
英
語
を
話
せ
た
﹂
と
い
っ
た
英
語
能
力
と
つ
な
が
る
言

説
が
多
く
の
場
合
付
随
し
て
い
る（

（（
（

︒
そ
こ
に
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ

る
こ
と
で
︑
誤
解
や
摩
擦
が
避
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
実
用
的
な
こ
と
だ
け
で
な

く
︑
英
語
能
力
に
よ
る
人
間
の
格
付
け
が
見
て
取
れ
る
︒﹁
確
か
に
い
い
日
本

人
も
い
ま
し
た
︒
た
だ
︑
ま
と
も
な
日
本
人
は
英
語
を
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
で
き
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る
わ
ず
か
な
兵
士
だ
け
で
し
た
︒
英
語
を
知
ら
な
け
れ
ば
︑
そ
の
人
は
ひ
ど
い

兵
士
で
す（

（（
（

﹂︒
こ
う
し
た
言
説
か
ら
は
︑
英
語
は
文
明
の
記
号
と
し
て
日
本
人

の
選
別
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
こ
と
が
︑
第
二
章
で
取
り
上

げ
た
よ
う
な
肯
定
的
な
記
憶
が
日
本
語
教
育
や
教
員
に
付
与
さ
れ
る
重
要
な
要

因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
具
体
例
を
付
け
加
え
る
と
︑
ル
ソ
ン
島
北
部
の

町
で
再
開
さ
れ
た
学
校
で
日
本
語
を
教
え
て
い
た
日
本
人
に
つ
い
て
︑
教
え
子

と
思
わ
れ
る
人
物
の
次
の
よ
う
な
語
り
が
あ
る
︒﹁
私
に
語
っ
た
彼
の
言
葉
を

昨
日
の
こ
と
の
よ
う
に
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
︒﹃
な
あ
︑
私
た
ち
の
ほ
と

ん
ど
が
や
っ
ぱ
り
ひ
ど
い
や
つ
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
な
と
思
う
け

ど
︑
君
た
ち
の
幸
せ
を
思
っ
て
い
た
人
も
い
た
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
れ
よ
︒﹄

と
に
っ
こ
り
笑
っ
て
言
っ
た
ん
で
す
︒
彼
の
話
す
英
語
は
と
て
も
上
手
で
し

た
︙
︒﹂
彼
は
地
元
の
人
々
と
友
好
関
係
を
つ
く
る
た
め
に
真
摯
に
取
り
組
ん

だ
例
外
的
な
日
本
人
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
︑
彼
が
﹁
文
明
的
﹂
で

あ
っ
た
こ
と
を
裏
打
ち
す
る
役
割
を
︑
そ
の
英
語
能
力
の
指
摘
が
担
っ
て
い
る（

（（
（

︒

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
側
の
記
憶
に
こ
う
し
て
登
場
す
る
日
本
語
教
員
に
つ
い
て
は
︑

そ
の
人
物
を
特
定
で
き
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
民
間
人
教
員
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
記
述
も
︑
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
︒
こ
れ
に
は
︑
民
間

人
も
軍
属
と
し
て
軍
服
に
類
似
し
た
制
服
を
着
用
し
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
よ

う（
（（
（

︒
し
た
が
っ
て
︑
肯
定
的
な
評
価
を
受
け
た
日
本
語
教
員
が
す
べ
て
民
間
人

教
員
で
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
英
語
能
力
の
点
で
︑
こ
れ
を

要
件
と
し
た
選
考
を
へ
て
派
遣
さ
れ
た
彼
ら
に
は
︑
軍
人
教
員
よ
り
相
対
的
に

評
価
が
高
い
人
が
多
か
っ
た
と
想
定
は
で
き
る
︒

　
ま
た
英
語
力
を
前
提
と
し
て
当
地
で
教
務
に
就
く
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
︑

さ
ら
に
日
本
国
内
で
の
英
語
排
除
の
風
潮
の
も
と
で
肩
身
が
狭
く
な
っ
て
い
た

こ
と
も
あ
っ
て
︑
民
間
人
教
員
に
は
中
等
教
育
で
英
語
を
担
当
し
て
い
た
者
が

多
数
含
ま
れ
て
い
た（

（（
（

︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
彼
ら
の
学
歴
は
当
時
と
し
て
は
相

対
的
に
高
く
︑
師
範
学
校
出
身
者
に
加
え
て
︑
東
京
及
び
京
都
帝
国
大
学
︑
早

稲
田
大
学
や
東
京
外
国
語
学
校
（
現
︑
東
京
外
国
語
大
学
（
と
い
っ
た
高
等
教
育

を
経
た
者
︑
女
性
で
は
地
方
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
や
津
田
英
学
塾
（
現
︑

津
田
塾
大
学
（
の
卒
業
生
が
多
か
っ
た（

（（
（

︒
し
た
が
っ
て
彼
ら
の
な
か
に
は
英
語

に
よ
る
日
本
語
教
育
が
可
能
な
者
も
い
た
︒
こ
の
よ
う
な
経
歴
を
踏
ま
え
る
と
︑

彼
ら
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
た
ち
に
敬
意
の
対
象
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
余
地
が
あ
り
︑

他
の
日
本
人
と
は
異
な
っ
た
認
識
を
残
す
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（

（（
（

︒
そ

の
典
型
と
み
ら
れ
る
の
が
︑
第
二
章
で
と
り
あ
げ
た
語
り
の
な
か
で
出
て
き
た

﹁
ミ
ス
・
ツ
ナ
シ
マ
﹂
で
あ
る
︒
彼
女
は
名
前
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
勤
務
校
か
ら

綱
島
千
代
子
と
特
定
で
き
る
︒
綱
島
は
津
田
英
学
塾
を
出
て
高
等
女
学
校
で
英

語
の
教
師
を
し
て
い
た
︒
戦
時
中
女
学
校
で
は
英
語
が
随
意
科
目
に
な
っ
た
り

廃
止
に
な
っ
た
り
し
た
が
︑
綱
島
の
学
校
で
は
廃
止
に
な
っ
た
よ
う
だ
︒
そ
こ

で
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
日
本
語
教
育
に
関
わ
る
こ
と
を
決
意
し
た
︒
彼
女
は
戦
後

通
訳
を
し
て
お
り
︑
英
語
能
力
は
高
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
勤
務
校
で
は
学
生
や

同
僚
と
﹁
教
師
冥
利
を
か
み
し
め
﹂
る
関
係
を
築
い
た
と
い
う
認
識
が
あ
り
︑

戦
後
も
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
マ
ニ
ラ
で
の
勤
務
を
﹁
人
生
で
一
番
有
意
義
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な
仕
合
せ
な
時
代
﹂
と
記
し
て
い
る（

（（
（

︒
学
生
側
の
語
り
も
踏
ま
え
る
と
︑
綱
島

の
思
い
は
単
な
る
一
方
的
な
見
当
違
い
と
は
い
え
な
い
︒
反
日
的
な
親
の
影
響

を
受
け
ア
メ
リ
カ
の
勝
利
を
待
ち
望
ん
で
い
た
学
生
で
も
︑
綱
島
の
授
業
や
人

柄
に
魅
了
さ
れ
た
の
は
︑
彼
女
個
人
の
資
質
に
加
え
て
︑
文
明
的
な
存
在
と
認

め
ら
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　
植
民
地
に
お
け
る
教
育
機
関
は
支
配
者
が
被
支
配
者
と
向
き
あ
う
﹁
コ
ン
タ

ク
ト
・
ゾ
ー
ン
﹂
の
代
表
的
な
場
で
あ
る
︒
日
本
統
治
下
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
学

校
は
︑
両
者
の
関
係
の
縮
図
と
い
っ
て
よ
い
様
相
が
見
て
取
れ
た
︒
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
普
通
教
育
は
︑
も
と
も
と
ア
メ
リ
カ
統
治
の
名
目
と
な
っ
た
文
明
化
の
た

め
に
拡
充
さ
れ
た
︒
日
本
軍
は
既
存
の
こ
の
制
度
を
自
ら
の
支
配
の
た
め
に
転

用
し
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
二
つ
の
帝
国
主
義
が
接
木
さ
れ
︑
日
本
の
教
員
は
︑

欧
米
文
明
を
内
面
化
し
た
生
徒
や
教
員
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
こ
で

の
支
配
︱
被
支
配
の
関
係
は
複
雑
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
大
東
亜
共
栄
圏
の
思

想
を
教
え
る
側
の
日
本
語
教
員
た
ち
に
英
語
能
力
が
要
件
と
な
っ
て
い
た
こ
と

で
も
わ
か
る
︒
ア
メ
リ
カ
の
教
育
を
受
け
た
人
々
は
︑
い
わ
ゆ
る
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
の
文
明
︱
野
蛮
の
関
係
を
内
面
化
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
︑
そ
の
こ
と

が
回
顧
録
に
も
あ
っ
た
よ
う
な
当
時
の
評
価
の
低
い
一
般
的
な
日
本
人
観
を
生

み
出
し
た
︒
し
か
し
︑
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
人
物
や
行
動
の
評
価
軸
と
し
て

大
き
な
意
味
を
持
つ
と
︑
そ
の
文
明
の
基
準
に
沿
っ
た
素
養
が
あ
れ
ば
︑
日
本

人
で
あ
れ
肯
定
的
に
受
容
さ
れ
る
余
地
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
︒
親
米
フ
ィ

リ
ピ
ン
人
た
ち
か
ら
も
積
極
的
な
評
価
を
受
け
た
日
本
語
教
師
が
い
た
の
は
︑

英
語
能
力
に
よ
っ
て
そ
の
基
準
を
満
た
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
日
本
語
教

育
の
肯
定
的
な
意
味
づ
け
を
も
た
ら
し
た
理
由
の
一
つ
に
︑
ア
メ
リ
カ
的
文
明

の
体
得
を
意
味
す
る
教
師
の
英
語
能
力
が
影
響
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
︑

皮
肉
そ
の
も
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

　
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
達
は
帝
国
間
の
移
動
で
は
な
く
︑
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
時

に
︑
ア
メ
リ
カ
か
ら
日
本
へ
の
支
配
者
の
交
代
と
い
う
形
で
二
つ
の
帝
国
を
経

験
し
た
︒
こ
の
交
代
が
戦
後
体
制
下
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
ど
の
よ
う
に
意
味
づ
け

ら
れ
た
か
を
考
察
す
る
た
め
に
︑
日
本
統
治
の
主
要
政
策
で
あ
っ
た
普
通
教
育

を
め
ぐ
る
記
憶
を
取
り
上
げ
た
︒
着
目
し
た
の
は
︑
日
本
占
領
が
甚
大
な
被
害

を
も
た
ら
し
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
︑
日
本
の
教
育
に
対
し
て
︑
均
質
化
の
語
り
だ

け
で
は
な
く
︑
異
質
な
語
り
も
提
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒

　
こ
の
現
象
の
背
景
と
し
て
︑
語
り
の
場
に
お
け
る
戦
後
の
変
化
が
あ
っ
た
︒

こ
れ
は
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
軍
事
・
経
済
的
影
響
力
の
相
対

的
縮
小
と
日
本
の
経
済
的
影
響
力
の
拡
大
に
よ
る
も
の
で
︑
こ
の
な
か
で
恩
恵

を
も
た
ら
し
た
ア
メ
リ
カ
︑
悲
劇
を
も
た
ら
し
た
日
本
と
い
う
単
純
な
認
識
が

崩
れ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
占
領
期
の
教
育
に
つ
い
て
の
多
様
な
言
説
が
表
面
化

す
る
余
地
が
生
ま
れ
た
︒

　
こ
の
多
様
性
を
生
み
出
し
た
日
本
統
治
期
の
要
因
と
し
て
本
稿
が
注
目
し
た



316

の
は
︑
生
徒
た
ち
が
教
室
で
出
会
っ
た
日
本
人
教
員
に
民
間
人
と
軍
人
の
二
種

類
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
種
類
の
相
違
が
意
味
を
持
っ
た
の
は
︑
英

語
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
文
明
化
と
社
会
的
地
位
を
表
象
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
は
約
四
〇
年
間
の
統
治
期
に
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
全
土
に

お
け
る
恩
恵
的
同
化
を
目
指
し
︑
普
通
教
育
に
よ
る
文
明
化
を
実
践
し
た
︒
こ

れ
に
よ
り
不
完
全
で
は
あ
っ
た
も
の
の
英
語
を
核
に
ア
メ
リ
カ
文
明
の
浸
透
が

図
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
教
育
の
社
会
的
基
盤
が
広
く
構
築
さ
れ
た
︒
ア
ジ
ア
太

平
洋
戦
争
時
︑
日
本
帝
国
は
最
後
発
の
帝
国
と
し
て
欧
米
の
支
配
を
軍
事
力
で

排
除
し
た
後
︑
旧
帝
国
の
遺
産
に
向
き
合
っ
た
︒
ア
メ
リ
カ
化
し
た
フ
ィ
リ
ピ

ン
の
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
︑
日
本
は
日
本
語
を
核
と
し
た
教
育
を
導
入
し

た
が
︑
そ
れ
に
あ
た
っ
て
︑
ア
メ
リ
カ
統
治
期
に
整
備
が
進
ん
だ
社
会
的
基
盤

を
利
用
し
た
︒
つ
ま
り
︑
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
普
通
教
育
が
存
在
し
た
が
故
に
︑

日
本
に
よ
る
普
通
教
育
は
必
要
と
な
り
︑
ま
た
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

こ
の
担
い
手
と
し
て
︑
教
育
を
本
業
と
す
る
民
間
人
が
導
入
さ
れ
た
が
︑
彼
ら

に
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
不
可
欠
な
存
在
と
な
っ
て
い
た
英
語
力
が
求
め
ら
れ
︑
そ

の
能
力
ゆ
え
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
た
ち
の
文
明
の
基
準
に
沿
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

こ
う
し
た
経
過
を
見
る
と
︑
ア
メ
リ
カ
統
治
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
日
本
の

教
育
に
お
い
て
本
質
的
な
存
在
と
見
な
し
て
よ
い
︒
こ
の
新
旧
二
帝
国
の
普
通

教
育
政
策
の
か
み
合
わ
せ
が
あ
っ
て
こ
そ
︑
本
論
で
述
べ
た
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
た

ち
の
日
本
統
治
下
の
教
育
の
記
憶
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

　
今
後
の
課
題
と
し
て
は
︑
日
本
統
治
の
前
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
を
支
配
し
て
い
た

も
う
一
つ
の
帝
国
︑
ス
ペ
イ
ン
と
の
関
係
も
視
野
に
入
れ
た
分
析
が
考
え
ら
れ

る
︒
先
発
帝
国
・
日
本
帝
国
・
支
配
地
域
と
い
う
三
角
関
係
は
︑
南
方
を
中
心

に
日
本
の
勢
力
圏
で
見
ら
れ
た
定
型
的
な
関
係
だ
が
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
場
合
︑

ア
メ
リ
カ
統
治
前
の
領
有
国
ス
ペ
イ
ン
が
存
在
し
た
︒
ス
ペ
イ
ン
は
︑
普
通
教

育
と
呼
べ
る
よ
う
な
教
育
制
度
を
本
格
的
に
は
導
入
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
︑

日
本
統
治
期
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
多
く
の
ス
ペ
イ
ン
人
が
滞
在
し
︑
し
か
も
ス
ペ

イ
ン
語
に
は
根
強
い
影
響
力
が
あ
っ
た
︒
こ
の
ス
ペ
イ
ン
と
日
本
と
の
関
係
を

教
育
面
か
ら
︑
ア
メ
リ
カ
と
の
関
係
も
踏
ま
え
て
研
究
し
た
い
︒

注（
（
（ 

近
年
の
代
表
的
な
業
績
と
し
て
︑
以
下
の
も
の
が
あ
る
︒
駒
込
武
﹃
世
界
史
の
な
か

の
台
湾
植
民
地
支
配
︱
︱
台
南
長
老
教
中
学
校
か
ら
の
視
座
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
五

年
︒

（
（
（ 

例
え
ば
︑
以
下
の
よ
う
な
著
作
が
あ
る
︒
石
井
均
﹃
大
東
亜
建
設
審
議
会
と
南
方
軍

政
下
の
教
育
﹄
西
日
本
法
規
出
版
︑
一
九
九
五
年
︒
木
村
宗
男
﹁
戦
時
南
方
占
領
地
に

お
け
る
日
本
語
教
育
﹂
木
村
宗
男
（
編
（﹃
日
本
語
教
育
の
歴
史
﹄（
講
座 

日
本
語
と
日

本
語
教
育
一
五
（︑
明
治
書
院
︑
一
九
九
一
年
︑
一
四
五
︱
一
五
九
頁
︒
太
田
弘
毅

﹁
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
日
本
軍
政
と
日
本
語
教
育
﹂﹃
政
治
経
済
史
学
﹄
二
三
八
号
︑
一

九
八
六
年
︑
二
八
︱
四
一
頁
︒

（
（
（ 
清
水
展
﹁
植
民
地
支
配
の
歴
史
を
越
え
て
︱
︱
未
来
へ
の
投
企
と
し
て
の
フ
ィ
リ
ピ

ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
西
川
長
夫
他
（
編
（﹃
ア
ジ
ア
の
多
文
化
社
会
と
国
民
国
家
﹄

人
文
書
院
︑
一
九
九
八
年
︑
一
四
八
︱
一
七
一
頁
︒

（
（
（ 

分
析
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
こ
の
地
で
教
育
を
施
し
た
側
の
記
憶
も
取
り
扱
う
︒
そ
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の
た
め
に
︑
引
揚
げ
た
日
本
人
教
員
た
ち
が
結
成
し
た
組
織
︑﹁
元
比
島
日
本
語
教
育
要

員
の
会
﹂
に
よ
る
文
集
︑﹃
さ
む
ぱ
ぎ
い
た
﹄
を
参
照
す
る
︒
こ
の
文
集
に
お
い
て
も
︑

教
育
に
関
す
る
記
述
よ
り
も
︑
終
戦
直
前
の
地
獄
の
よ
う
な
経
験
に
つ
い
て
の
記
述
の

方
が
多
い
︒

（
（
（ Pratt, M

ary Louise, Im
perial eyes: travel w

riting and transculturation, （ nd ed., N
ew

 

York: Routledge, （11（ .

（
（
（ 

﹁
南
方
諸
地
域
日
本
語
教
育
並
普
及
に
関
す
る
件
﹂﹃
興
亜
教
育
﹄
一
巻
九
号
︑
一
九

四
二
年
︑
六
頁
︒

（
（
（ 

渡
集
団
軍
政
監
部
﹁
訓
令 

教
育
ノ
根
本
方
針
ニ
関
ス
ル
件
（
第
二
号
（﹂﹃
軍
政
公
報
﹄

一
号
︑
一
九
四
二
年
︑
一
四
︱
一
五
頁
︒

（
（
（ U

N
ESC

O
-Philippine Educational Foundation, Fifty years of education for freedom

 

1901–1951: prepared under the auspices of the U
N

ESC
O

-Philippine Educational 

Foundation, M
anila: N

ational Printing C
o, （（（（ , pp. （（  and （（ .

（
（
（ K

intanar, Th
elm

a B. et al., Kuw
entong bayan: noong panahon ng H

apon: everyday life 

in a tim
e of w

ar, Q
uezon C

ity: U
niversity of the Philippines Press, （11（ , pp. （1（ –（（1 .

（
（1
（ Agoncillo, Teodoro A., Th

e fateful years: Japan’s adventure in the Philippines, 1941–

1945 (Volum
e O

ne), Q
uezon C

ity: U
niversity of the Philippines Press, （11（ , p. （（（ .

（
（（
（ Jocson, Lauro J., W

ill there be w
ar?: there w

as a w
ar w

hen I w
as a child, Q

uezon C
ity, 

Philippines: Ateneo de M
anila U

niversity Press, （1（（ , pp. （（ –（1 ; K
intanar, op. cit., 

pp. （（1 –（（（ ; O
rendain, Joan, “ C

hildren of W
ar,”  C

onstantino, R
enato ed., U

nder 

Japanese rule: m
em

ories and reflections, Q
uezon C

ity: Foundation for N
ationalist 

Studies, Inc. and BYSC
H

, Tokyo, （（（（ ?, p. （（ .

（
（（
（ 

松
浦
勝
道
﹁
滞
比
日
記
﹂﹃
さ
む
ぱ
ぎ
い
た
﹄
第
一
集
︑
一
九
六
七
年
︑
一
一
頁
︒

（
（（
（ N

uval, Leonardo Q
., Rem

em
ber them

 kindly: som
e Filipinos during W

orld W
ar II, 

Q
uezon C

ity: C
laretian Publications, （（（（ , pp. （（ –（（ .

（
（（
（ K

arganilla, Bernard LM
, “ W

itness,”  C
onstantino, Renato ed., U

nder Japanese rule: 

m
em

ories and reflections, Q
uezon C

ity: Foundation for N
ationalist Studies, Inc. and 

BYSC
H

, Tokyo, （（（（ ?, pp. （（（ –（（（ .

（
（（
（ K

intanar, op. cit., p. （（（ .

（
（（
（ D
e G

onzales, Purita Echevarria, M
anila: a m

em
oir of love and loss, Alexandria, N

SW

﹇Australia

﹈: H
ale &

 Irem
onger, （111 , p. （（（ ; K

intanar, op. cit., pp. （（（ –（（（ .

（
（（
（ K

arganilla, op. cit., p. （（（ .

（
（（
（ Santos, Alfonso P., Philippine-N

ippon tales: a collection of incidents show
ing the sunny 

side of the Japanese occupation of the Philippines, M
etro M

anila: N
ational Book Store, 

（（（（ , pp. （（ –（（ .

（
（（
（ Pim

entel, Solom
on B., W

ar in m
y eyes: a true story during W

orld W
ar II in M

indanao, 

C
agayan de O

ro C
ity, Philippines: FB M

alubay M
ini Enterprises, （11（ , pp. （（ –（（ .

（
（1
（ 

細
田
久
夫
﹁
三
十
四
年
後
の
マ
ニ
ラ
訪
問
︱
︱
昭
和
五
十
二
年
三
月
十
九
日
か
ら
二

十
二
日
迄
﹂﹃
さ
む
ぱ
ぎ
い
た
﹄
第
四
集
︑
一
九
八
七
年
︑
五
八
︱
六
七
頁
︒

（
（（
（ Santos, op. cit., pp. （（ –（（ .

（
（（
（ K

intanar. op. cit., pp. （（（ –（（（ .

（
（（
（ M

analac, Fernando J., M
anila: m

em
ories of W

orld W
ar II, Q

uezon C
ity: G

iraffe 

Books, （（（（ , p. （（ .

（
（（
（ 

松
田
素
二
﹁
植
民
地
文
化
に
お
け
る
主
体
性
と
暴
力
︱
︱
西
ケ
ニ
ア
︑
マ
ラ
ゴ
リ
社

会
の
経
験
か
ら
﹂
山
下
晋
司
・
山
本
真
鳥
（
編
（﹃
植
民
地
主
義
と
文
化
︱
︱
人
類
学
の

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
﹄
新
曜
社
︑
一
九
九
七
年
︑
二
七
六
︱
三
〇
六
頁
︒

（
（（
（ 

モ
ー
リ
ス
・
ア
ル
ヴ
ァ
ッ
ク
ス
﹃
集
合
的
記
憶
﹄
小
関
藤
一
郎
（
訳
（︑
行
路
社
︑
一

九
八
九
年
（
原
著 H

albw
achs, M

aurice, La m
ém

oire collective (Bibliothèque de sociologie 

contem
poraine). Paris: Presses universitaires de France, （（（1

（︒

（
（（
（ 
蘭
信
三
﹁
中
国
﹃
残
留
﹄
日
本
人
の
記
憶
の
語
り
︱
︱
語
り
の
変
化
と
﹃
語
り
の
磁

場
﹄
を
め
ぐ
っ
て
﹂
山
本
有
造
（
編
（﹃
満
洲 

記
憶
と
歴
史
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑

二
〇
〇
七
年
︑
二
一
二
︱
二
五
一
頁
︒

（
（（
（ 

レ
イ
ナ
ル
ド
・
Ｃ
・
イ
レ
ー
ト
﹁
日
本
と
の
戦
争
︑
ア
メ
リ
カ
と
の
戦
争
︱
︱
友
と
敵

を
め
ぐ
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
史
の
政
争
﹂
藤
原
帰
一
・
永
野
善
子
（
編
著
（﹃
ア
メ
リ
カ
の
影
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の
も
と
で
︱
︱
日
本
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
﹄
法
政
大
学
出
版
局
︑
二
〇
一
一
年
︑
一
一
〇
︱
一

一
二
頁
︒

（
（（
（ 
中
野
聡
﹃
歴
史
経
験
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
帝
国
︱
︱
米
比
関
係
史
の
群
像
﹄
岩
波
書

店
︑
二
〇
〇
七
年
︑
二
七
五
︱
三
一
五
頁
︒

（
（（
（ Agoncillo, op. cit., pp. （（（ –（（（ .

（
（1
（ 

中
野
︑
前
掲
書
︑
三
一
七
︱
三
八
六
頁
︒

（
（（
（ O

rendain, op. cit., pp. （（ , （（ , （（（ –（（（ .

（
（（
（ 

リ
カ
ル
ド
・
ト
ロ
タ
・
ホ
セ
﹁
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
戦
争
記
念
碑
と
記
念
式
典
︱
︱

踏
査
的
観
察
﹂
リ
デ
ィ
ア
・
Ｎ
・
ユ
ー
・
ホ
セ
（
編
著
（
／
佐
竹
眞
明
・
小
川
玲
子
・

堀
芳
枝
（
訳
（﹃
フ
ィ
リ
ピ
ン
と
日
本
の
戦
後
関
係
︱
︱
歴
史
認
識
・
文
化
交
流
・
国
際

結
婚
﹄
明
石
書
店
︑
二
〇
一
一
年
︑
三
三
︱
六
六
頁
︒

（
（（
（ Santos, op. cit., pp. vii–ix.

（
（（
（ K

arganilla, op. cit.; M
analac, op. cit.

（
（（
（ K

arganilla, op. cit., p. （（（ .

（
（（
（ M

analac, op. cit., p.（（ ; Santos, op. cit., pp. （（ –（（ , （（ –（（ , （（（ , （（（ .

（
（（
（ 

中
野
︑
前
掲
書
︑
一
五
四
︱
一
五
五
頁
︒

（
（（
（ 

木
下
昭
﹁
日
本
語
教
育
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
化
︱
︱
ダ
バ
オ
日
系
社
会
の
変
遷

と
植
民
地
主
義
﹂
蘭
信
三
（
編
（﹃
帝
国
以
後
の
人
の
移
動
︱
︱
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ

ム
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
の
交
錯
点
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︑
八
六
七
︱
九
〇
六
頁
︒

（
（（
（ 

説
田
長
彦
﹁︿
資
料
﹀
比
島
派
遣
日
本
語
教
育
要
員
配
置
表
﹂﹃
さ
む
ぱ
ぎ
い
た
﹄
第

七
集
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
︱
一
六
頁
︒

（
（1
（ N

atural and H
istorical Foundation 

（Puerto Princesa C
ity, Philippines

（, Puerto 

Princesa during the Second W
orld W

ar: a narrative history, 1941–1945, C
ity of Puerto 

Princesa, Palaw
an: N

atural and H
istorical Foundation, Palaw

an M
useum

, （（（（ , pp. 

（（ –（（  and （（ –（（ .

（
（（
（ 

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｒ
（
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（Ref. C

（（1（（（（（（11

︑
ア
ラ
バ
ッ
ト

島
警
備
隊
陣
中
日
誌
（
防
衛
省
防
衛
研
究
所
（︒

（
（（
（ 

数
少
な
い
例
と
し
て
︑
垣
兵
団
歩
兵
九
連
隊
所
属
の
上
林
吾
郎
は
︑
ル
ソ
ン
島
南
部

の
ナ
ガ
市
で
一
九
四
二
年
一
〇
月
頃
か
ら
翌
年
九
月
に
か
け
て
教
務
に
就
い
た
時
の
こ

と
を
︑
勤
務
時
に
執
筆
し
た
私
信
を
交
え
た
短
文
で
残
し
て
い
る
︒
彼
は
︑
あ
る
程
度

英
語
が
使
え
た
よ
う
で
︑
見
よ
う
見
ま
ね
で
教
育
に
携
わ
っ
て
い
た
よ
う
だ
︒
上
林
吾

郎
﹁
サ
ン
タ
イ
サ
ベ
ラ
学
院
の
こ
ろ
﹂﹃
吾
等
か
く
戦
え
り
︱
︱
比
島
に
於
け
る
垣
兵

団
﹄
桃
陵
会
︑
一
九
七
一
年
︑
三
五
四
︱
三
五
九
頁
︒

（
（（
（ 

フ
ィ
リ
ピ
ン
と
同
様
に
日
本
語
教
育
が
行
わ
れ
た
マ
ラ
ヤ
に
関
す
る
研
究
に
よ
る
と
︑

初
期
の
﹁
兵
隊
先
生
﹂
は
わ
ざ
と
人
民
を
威
圧
し
よ
う
と
し
て
恐
が
ら
せ
る
面
が
あ
っ

た
が
︑
後
か
ら
来
た
文
官
あ
る
い
は
民
間
人
の
教
員
は
そ
う
で
は
な
く
︑
比
較
的
現
地

住
民
に
好
意
的
に
迎
え
ら
れ
た
よ
う
だ
︒
松
永
典
子
﹃
日
本
軍
政
下
の
マ
ラ
ヤ
に
お
け

る
日
本
語
教
育
﹄
風
間
書
房
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
四
〇
︱
一
四
八
頁
︒

（
（（
（ 

木
下
昭
﹁
占
領
地
日
本
語
教
育
は
な
ぜ
「
正
当
化
」
さ
れ
た
の
か
︱
︱
派
遣
教
員
が
記

憶
す
る
フ
ィ
リ
ピ
ン
統
治
﹂﹃
東
南
ア
ジ
ア
研
究
﹄
五
二
巻
二
号
︑
二
〇
一
五
年
︑
二
三

六
︱
二
三
七
頁
︒

（
（（
（ Pratt, op. cit., pp. （ –（ .

（
（（
（ 

皇
睦
夫
﹃
ル
ソ
ン
戦
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
︱
︱
ル
ソ
ン
で
日
本
軍
は
何
を
見
た
か
﹄
楽

游
書
房
︑
一
九
八
一
年
︑
一
八
三
頁
︒

（
（（
（ 

佐
竹
久
﹃
髣
髴
た
る
ル
ソ
ン
戦
線
︱
︱
若
き
憲
兵
の
従
軍
記
録
﹄
三
崎
書
房
︑
一
九
七

三
年
︑
七
七
︱
七
八
頁
︒

（
（（
（ 

福
原
治
夫
﹁
四
十
年
振
り
の
再
会
と
ユ
ウ
カ
ン
﹂﹃
さ
む
ぱ
ぎ
い
た
﹄
第
六
集
︑
一
九

八
九
年
︑
五
二
頁
︒

（
（（
（ Bureau of the C

ensus and Statistics, Statistical abstracts, M
anila: Bureau of Print, 

（（（（ , pp. （（ –（（ .
（
（1
（ M

olina, Antonio M
., D

usk and daw
n in the Philippines: m

em
oirs of a living w

itness of 

W
orld W

ar II, Q
uezon C

ity: N
ew

 D
ay Pub, （（（（ , p. （（（ .

（
（（
（ K

arganilla, op. cit., pp. （（（ –（（（ ; M
analac, op. cit., pp. （（ –（（ ; Santos, op. cit., pp. 

（（ –（1 , （（ .
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（
（（
（ K

arganilla, op. cit., p. （（（ .

（
（（
（ Santos, op. cit., p. （（ .

（
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例
え
ば
︑
日
本
占
領
期
に
再
開
さ
れ
た
高
校
で
日
本
語
を
担
当
し
た
日
本
人
が
︑
軍

人
か
民
間
人
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
語
り
が
あ
る
︒K

arganilla, op. cit., p. （1（ . 

ま
た

サ
ン
ト
ス
の
著
作
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
語
り
の
な
か
に
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
に
心
を
寄
せ

た
日
本
人
の
例
と
し
て
︑
将
軍
の
息
子
で
英
語
の
教
育
を
受
け
た
﹁
マ
サ
キ
﹂
を
挙
げ

て
い
る
も
の
が
あ
る
︒
彼
は
軍
人
と
さ
れ
て
い
る
が
民
間
人
で
︑
真
崎
甚
三
郎
陸
軍
大

将
の
次
男
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
彼
は
日
本
語
教
師
と
し
て
派
遣
さ
れ
︑
現
地

で
は
主
に
通
訳
を
し
て
い
た
︒Santos, op. cit., p. （1 .

（
（（
（ 

当
時
の
軍
政
監
部
総
務
課
長
は
︑
英
語
が
敵
性
語
と
な
っ
て
仕
事
を
失
っ
た
教
員
の

存
在
を
念
頭
に
︑
彼
ら
に
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
小
学
校
で
の
英
語
に
よ
る
日
本
語
教
育
を
担

わ
せ
る
こ
と
に
し
た
︑
と
述
べ
て
い
る
﹇
読
売
新
聞
一
九
六
九
年
一
一
月
七
日
﹈︒

（
（（
（ 

山
田
秀
吉
﹁︿
資
料
﹀
比
島
派
遣
教
育
要
員
の
調
査
﹂﹃
さ
む
ぱ
ぎ
い
た
﹄
第
四
集
︑
一

九
八
七
年
︑
一
︱
二
九
頁
︒

（
（（
（ 

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
人
達
に
︑
日
本
の
軍
人
も
﹁
人
間
だ
﹂
と
思
わ
せ
た
他
の
事
象
は
︑
彼

ら
が
見
せ
た
家
族
に
対
す
る
思
い
で
あ
っ
た
︒M

analac, op. cit., p. （1 ; Santos, op. cit., 

p. （（ .

（
（（
（ 

綱
島
千
代
子
﹁
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
の
こ
と
ど
も
﹂﹃
さ
む
ぱ
ぎ
い
た
﹄
第
八
集
︑
一
九
九

一
年
︑
五
五
︱
五
八
頁
︒




