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　﹁
大
日
本
帝
国
﹂
の
公
式
的
な
物
語
に
は
﹁
家
族
国
家
﹂︑
国
粋
的
ロ
マ
ン

ス
の
観
念
が
含
ま
れ
る
が
︑
そ
こ
に
居
場
所
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
︑

周
縁
で
生
き
た
娼
婦
︑
酌
婦
︑
女
優
の
経
験
や
物
語
は
多
く
の
場
合
︑
国
辱

と
し
て
沈
黙
さ
せ
ら
れ
︑
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
︒
山
﨑

信
子
の
著
書Prostitutes, H

ostesses, and Actresses at the Edge of the Japanese 

Em
pire: Fragm

enting H
istory

（
以
下Fragm

enting H
istory

）
は
︑
日
本
帝
国
の

﹁
マ
ス
タ
ー
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
﹂（m

aster narrative

）
に
取
り
込
ま
れ
ず
︑﹁
国
文

学
﹂
の
ジ
ャ
ン
ル
に
も
含
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
女
性
の
声
と
物
語
︑
ま

た
︑
直
線
的
な
発
展
の
歴
史
で
は
な
く
︑﹁
断
片
﹂
に
焦
点
を
当
て
た
文
学

作
品
︑
映
画
を
解
析
し
て
い
る
︒
分
析
さ
れ
て
い
る
作
家
作
品
は
︑
描
写
す

る
時
系
列
・
空
間
︑
ジ
ャ
ン
ル
は
異
な
る
が
︑
共
通
項
は
日
本
帝
国
の
歴
史
︑

遺
産
（
レ
ガ
シ
ー
）
に
関
心
を
よ
せ
︑
鋭
く
介
入
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

当
該
書
は
五
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
︑
中
島
敦
（
一
九
〇
九
～
一
九
四
二
）︑

林
京
子
（
一
九
三
〇
～
二
〇
一
七
）︑
山
口
淑
子
（
一
九
二
〇
～
二
〇
一
四
）︑

テ
レ
サ
・
ハ
ッ
キ
ョ
ン
・
チ
ャ
（Th

eresa H
ak K

yung C
ha, 

一
九
五
一
～

一
九
八
二
）︑
李
良
枝
（Yi Yang Ji, 

一
九
五
五
～
一
九
九
二
）
の
四
人
の
作
家

と
一
人
の
女
優
の
作
品
を
と
り
あ
げ
る
︒
そ
の
分
析
に
あ
た
り
︑
二
つ
の
異

な
る
グ
ル
ー
プ
に
分
け
︑
日
本
国
民
と
し
て
の
臣
民
と
︑
植
民
化
さ
れ
た
臣

民
（
つ
ま
り
強
制
的
に
日
本
臣
民
に
組
み
込
ま
れ
た
国
外
の
民
族
）︑
さ
ら
に
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
経
験
と
作
品
を
考
察
し
︑
周
縁
に
置
か
れ
た
日
本
人
女

性
︑
ま
た
︑
植
民
化
さ
れ
た
臣
民
男
女
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
︒

　Fragm
enting H

istory

は
︑
日
本
帝
国
の
周
縁
に
置
か
れ
た
臣
民
を
描
写
し

た
作
家
と
彼
の
地
で
活
動
し
た
女
優
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
直
線
的
︑

目
的
論
的
︑
論
理
的
に
理
解
さ
れ
て
き
た
歴
史
の
軌
道
を
解
体
し
︑
断
片
的

書 
評山

﨑
信
子

﹃ 

日
本
帝
国
の
周
縁
に
お
け
る
娼
婦
・
酌
婦
・
女
優 

︱
︱
断
片
と
し
て
の
歴
史
﹄

N
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istory
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な
物
語
︑
沈
黙
に
焦
点
を
当
て
︑
社
会
的
に
共
有
さ
れ
た
感
情
（Affect

）
を

考
察
す
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
︒
当
該
書
の
背
景
に
あ
る
の
は
︑
戦
前
・

戦
中
に
植
民
化
さ
れ
た
臣
民
に
対
す
る
人
種
差
別
︑
性
差
別
が
戦
後
日
本
で

未
だ
蔓
延
る
と
い
う
問
題
意
識
で
あ
り
︑
そ
れ
を
変
革
す
る
に
は
︑
国
外
か

ら
の
批
判
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
︑
日
本
の
共
同
体
内
部
か
ら
︑
人
種

主
義
差
別
︑
性
差
別
を
考
察
す
る
こ
と
︑
植
民
化
さ
れ
た
臣
民
を
あ
つ
か
う

文
学
作
品
︑
映
画
が
重
要
な
手
段
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　
中
島
敦
の
文
学
作
品
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
国
家
が
認
定
し
た
教
科

書
に
掲
載
さ
れ
て
き
た
作
品
は
︑﹁
国
文
学
﹂
に
お
け
る
﹁
代
表
的
な
小
説
﹂

に
含
ま
れ
る
作
品
の
み
で
︑
植
民
地
朝
鮮
︑
大
連
︑
太
平
洋
に
関
す
る
中
島

の
考
え
は
︑
深
く
掘
り
下
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒Fragm

enting H
istory

は
︑

中
島
が
日
本
人
男
性
と
し
て
植
民
地
朝
鮮
で
育
ち
︑
後
に
植
民
地
の
官
吏
と

し
て
パ
ラ
オ
南
洋
庁
に
派
遣
さ
れ
た
こ
と
に
着
目
し
︑
日
本
帝
国
の
抑
圧
的

な
思
想
や
行
為
を
内
包
す
る
物
語
に
対
し
︑
中
島
が
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
っ
て

批
判
す
る
方
法
を
身
に
つ
け
︑
検
閲
を
逃
れ
る
作
品
を
執
筆
し
て
い
た
と
指

摘
す
る
︒
当
時
の
日
本
の
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
作
家
と
は
異
な
り
︑
中
島
は
日
本

帝
国
の
臣
民
を
統
一
さ
れ
た
単
一
的
な
大
衆
と
し
て
で
は
な
く
︑
個
性
を

も
っ
て
構
成
さ
れ
た
モ
ザ
イ
ク
と
し
て
描
き
︑
朝
鮮
人
︑
パ
ラ
オ
原
住
民
等
︑

植
民
化
さ
れ
た
人
々
の
年
齢
︑
職
業
︑
社
会
的
地
位
と
い
っ
た
個
別
性
に
関

心
を
寄
せ
る
こ
と
に
よ
り
︑
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
概
念
に
重
層
的
多
様
性
を
賦

与
し
た
の
で
あ
る
︒Fragm

enting H
istory

は
︑
中
島
の
日
本
帝
国
言
説
に
対

す
る
批
判
的
な
眼
差
し
の
原
点
は
︑
短
編
﹁
巡
査
の
居
る
風
景
﹂（
一
九
二
三
）

に
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
︒
帝
国
支
配
の
有
効
的
手
段
と
し
て
の
言
語
教

育
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
中
島
は
︑
言
語
に
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
集
団
的
に
構
成
し
︑
人
々
を
修
練
︑
従
属
さ
せ
︑
支
配
す
る
力
が
あ
る
こ

と
︑
さ
ら
に
﹁
沈
黙
﹂
が
帝
国
に
お
い
て
存
在
す
る
が
知
ら
れ
る
こ
と
の
な

い
他
者
の
経
験
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
︑
小
説
に
お
い
て
描
い
て
い
た
︒

﹁
巡
査
の
居
る
風
景
﹂
で
は
︑
従
属
に
迎
合
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
朝
鮮

人
が
︑
日
本
帝
国
の
中
で
の
地
位
を
得
る
た
め
︑
自
ら
を
支
配
す
る
帝
国
の

言
説
を
支
持
し
称
賛
す
る
こ
と
の
空
洞
性
を
表
し
た
が
︑
皮
肉
に
も
︑
中
島

の
小
説
が
批
判
し
た
帝
国
の
歴
史
や
政
治
は
︑
国
家
が
認
定
し
た
国
語
教
科

書
に
掲
載
さ
れ
た
時
︑
修
辞
的
に
も
戦
略
的
に
も
取
り
込
ま
れ
︑
批
判
は
隠

蔽
さ
れ
て
し
ま
っ
た
とFragm

entary H
istory

は
指
摘
す
る
︒

　
山
口
淑
子
は
︑
日
本
人
だ
が
満
州
で
生
ま
れ
育
ち
︑
李
香
蘭
︑
リ
ー
・

シ
ャ
ン
ラ
ン
︑
大
鷹
淑
子
︑
シ
ャ
ー
リ
ー
山
口
の
名
で
知
ら
れ
︑
複
数
の
言

語
を
話
す
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
の
女
優
︑
歌
手
︑
政
治
家
と
し
て
活
躍
し
た
︒

日
本
語
︑
中
国
語
︑
ロ
シ
ア
語
を
話
し
︑
日
本
を
﹁
祖
国
﹂︑
中
国
を
﹁
母

国
﹂
と
呼
び
︑
言
語
︑
文
化
︑
民
族
︑
人
種
的
に
複
雑
性
を
備
え
た
女
性

で
あ
っ
た
︒
山
口
淑
子
（
李
香
蘭
）
は
︑
女
優
と
し
て
満
州
映
画
協
会

（
一
九
三
七
～
一
九
四
五
）
製
作
の
多
く
の
作
品
の
中
で
中
国
人
女
性
を
演
じ
︑

初
め
は
反
日
感
情
を
持
つ
が
︑
寛
大
な
日
本
人
男
性
と
恋
に
落
ち
︑
次
第
に

親
日
的
な
中
国
人
女
性
に
変
化
す
る
と
い
う
役
を
演
じ
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
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日
本
帝
国
に
と
っ
て
従
順
で
都
合
の
良
い
﹁
他
者
﹂
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る

が
︑
主
役
を
務
め
る
こ
と
に
よ
り
︑
日
本
帝
国
の
言
語
的
︑
文
化
的
同
化
政

策
の
最
前
線
に
位
置
し
て
い
た
山
口
淑
子
・
李
香
蘭
は
︑
日
本
の
植
民
地
政

策
・
理
念
の
一
つ
で
あ
る
﹁
五
族
協
和
﹂
を
体
現
し
︑﹁
満
洲
国
﹂
の
下
︑

日
本
︑
満
州
︑
漢
人
中
国
︑
モ
ン
ゴ
リ
ア
︑
韓
国
の
人
種
同
化
の
役
割
を
担

う
理
想
的
な
存
在
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
山
口
淑
子
・
李
香
蘭
が
演
じ
る
日

本
・
中
国
と
い
う
二
重
性
を
備
え
た
文
化
的
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
﹁
大
日
本
帝
国
﹂
の
文
脈
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
言
語
︑
国
家
︑

民
族
︑
人
種
の
境
界
を
越
境
し
拡
張
す
る
﹁
大
東
亜
共
栄
圏
﹂
の
近
代
に
お

け
る
幻
想
を
体
現
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
映
画
﹃
蘇
州
の
夜
﹄（
一
九
四
一
）

が
特
筆
に
値
す
る
の
は
︑
日
本
人
と
被
植
民
者
間
の
恋
愛
︑
家
族
的
な
関
係

を
奨
励
し
て
い
た
﹁
五
族
協
和
﹂
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
逸
脱
し
な
が
ら
︑

ド
イ
ツ
の
優
生
思
想
と
重
な
る
理
念
を
支
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑

こ
の
映
画
で
は
︑
日
本
人
男
性
加
納
と
中
国
人
女
性
梅
蘭
と
の
恋
愛
が
扱
わ

れ
な
が
ら
︑
最
終
的
に
婚
姻
が
拒
否
さ
れ
︑
王
民
と
梅
蘭
と
い
う
中
国
人
同

士
の
結
婚
に
至
る
︒
か
か
る
中
国
人
同
士
の
結
婚
が
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
︑

植
民
地
人
の
婚
姻
は
︑
人
種
間
（
日
本
・
中
国
）
で
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と

い
う
考
え
で
あ
り
︑
さ
ら
に
︑
中
国
人
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
︑
特
に

人
種
間
の
﹁
混
血
児
﹂
の
再
生
産
能
力
に
対
す
る
恐
怖
で
あ
る
と
す
る
︒
日

本
人
医
師
の
加
納
は
︑
中
国
人
女
性
の
梅
蘭
に
対
す
る
私
的
な
愛
情
以
上
に

中
国
の
﹁
公
衆
衛
生
﹂
と
救
済
と
い
う
大
き
な
使
命
感
か
ら
︑
近
代
的
な
西

洋
医
学
に
生
涯
を
捧
げ
︑
さ
ら
に
︑
中
国
人
と
の
結
婚
の
拒
否
に
よ
り
日
本

の
純
粋
性
を
保
持
し
て
い
る
︒
こ
の
映
画
で
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
加

納
の
﹁
近
代
的
﹂
な
個
人
の
主
体
性
︑
大
き
な
公
的
な
﹁
愛
﹂
に
基
づ
く
﹁
選

択
﹂
と
力
は
︑﹁
先
進
国
﹂
日
本
の
優
位
と
と
も
に
︑
過
去
の
因
習
に
縛
ら

れ
た
﹁
後
進
国
﹂
中
国
の
抑
圧
性
︑
劣
位
を
暗
示
し
て
い
る
とFragm

enting 

H
istory

は
分
析
し
て
い
る
︒

　
林
京
子
は
︑
日
本
人
の
両
親
の
元
︑
日
本
で
生
ま
れ
た
が
︑
上
海
の
日
本

人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
育
ち
︑
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
作
家
と
し
て
活
躍
し
た
︒
長
崎

原
爆
被
爆
者
と
し
て
︑
日
本
国
家
に
対
し
批
判
的
な
視
点
で
執
筆
し
︑

一
九
七
八
年
に
は
﹁
被
爆
者
と
し
て
は
国
か
ら
の
栄
誉
を
受
け
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
﹂
と
文
部
大
臣
芸
術
選
奨
受
賞
の
内
示
を
辞
退
し
た
︒
被
爆
者
と

し
て
の
経
験
か
ら
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︑
人
種
主
義
︑
性
差
別
に
よ
り
︑
社

会
的
︑
経
済
的
周
縁
に
置
か
れ
た
人
た
ち
︑
特
に
女
性
に
対
し
近
親
的
な
理

解
に
至
り
︑
国
家
権
力
維
持
の
た
め
に
︑
身
体
が
犠
牲
に
さ
れ
る
こ
と
の
問

題
提
起
を
し
た
︒Fragm

enting H
istory

が
解
析
す
る
の
は
︑
林
京
子
が
作
品

の
中
で
表
現
し
た
国
家
形
成
が
内
包
す
る
人
種
主
義
︑
階
層
主
義
︑
性
差
別

の
要
素
︑
ま
た
︑
国
家
に
対
す
る
否
認
︑
拒
否
の
感
情
︑
思
想
︑
行
為
で
あ

る
︒
特
に
﹁
上
海
も
の
﹂
は
︑
林
が
上
海
で
見
聞
し
た
人
種
（
日
本
人
・
中

国
人
）
関
係
が
歴
史
的
︑
社
会
的
に
形
成
さ
れ
変
化
す
る
過
程
に
お
け
る
権

力
の
介
入
が
背
景
に
あ
る
︒
戦
中
一
九
四
〇
年
代
に
上
海
に
在
住
し
た
日
本

人
は
︑
国
の
意
識
が
強
く
︑
国
家
の
理
想
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
や
行
動
は
︑
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国
辱
と
み
な
さ
れ
た
が
︑
特
に
﹁
黄
砂
﹂（
一
九
七
七
）
で
は
︑
日
本
人
と

し
て
の
誇
り
を
持
つ
中
産
階
級
の
妻
や
母
親
と
︑
日
本
人
娼
婦
の
﹁
お
清
さ

ん
﹂
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
お
清
さ
ん
﹂
は
上
海
の
街
の
公
共
の

場
で
無
差
別
に
中
国
人
ク
ー
リ
ー
に
も
身
を
売
る
﹁
日
本
人
ら
し
か
ら
ぬ
﹂

行
為
に
よ
り
︑﹁
国
﹂︑﹁
人
種
﹂︑﹁
階
級
﹂
と
い
っ
た
境
界
を
犯
し
︑﹁
大
日

本
帝
国
﹂
下
に
お
い
て
︑
上
海
日
本
人
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
内
部
に
お
け
る

﹁
外
部
﹂
と
い
う
位
置
を
占
め
る
︒
お
清
さ
ん
は
﹁
国
辱
﹂︑﹁
国
賊
﹂
と
呼

ば
れ
︑
蔑
み
忌
諱
す
べ
き
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
︑﹁
お
清
さ
ん
﹂
を
友

人
と
呼
ぶ
日
本
人
少
女
の
語
り
は
︑
日
本
人
社
会
の
内
部
に
お
け
る
排
除
と

い
う
﹁
暴
力
﹂
を
詳
細
に
描
く
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
﹁
黄
砂
﹂
は
︑﹁
国
﹂

と
い
う
意
識
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
︑
外
国
人
・
外
部
に
向
け
て
の
排
除
だ

け
で
は
な
く
︑
共
同
体
内
部
で
も
排
除
の
力
が
作
用
し
︑﹁
国
﹂
意
識
︑
知

識
形
成
が
孕
む
暴
力
を
静
か
な
筆
致
で
描
い
た
︑
と
山
﨑
信
子
は
分
析
す
る
︒

　
李
良
枝
は
︑
日
本
で
生
ま
れ
育
っ
た
が
︑
ソ
ウ
ル
で
学
び
︑
在
日
朝
鮮
人

女
性
と
し
て
初
め
て
芥
川
賞
を
受
賞
し
︑
東
京
で
没
し
た
︒Fragm

enting 

H
istory

は
︑
李
良
枝
の
作
品
が
男
性
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
言
説
に
特
有
な

直
線
的
な
時
間
の
軌
道
を
混
乱
さ
せ
︑
言
説
の
過
程
を
横
断
︑
切
断
︑
省
略

す
る
こ
と
に
よ
り
︑
新
し
い
物
語
を
生
み
出
し
た
と
い
う
視
座
か
ら
作
品
分

析
を
試
み
て
い
る
︒
な
か
で
も
短
編
﹁
か
ず
き
め
﹂（
一
九
八
三
）
は
︑
日
本

国
家
の
物
語
と
歴
史
学
の
常
識
を
混
乱
さ
せ
︑
全
て
の
感
情
の
裏
に
は
歴
史

が
あ
る
こ
と
を
示
す
作
品
で
あ
る
︒﹁
か
ず
き
め
﹂
で
は
︑
在
日
韓
国
人
女

性
の
母
と
﹁
彼
女
﹂
の
身
体
が
主
体
構
築
の
政
治
的
闘
争
︑
交
渉
の
場
と
し

て
描
か
れ
︑
身
体
と
い
う
媒
介
を
通
じ
て
︑
在
日
韓
国
人
の
帰
属
の
場
所
︑

歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
︒
母
と
﹁
彼
女
﹂
の
身
体
と
主
体
の
意
識
︑
形
成
は

対
照
的
に
描
か
れ
︑
母
は
二
度
目
の
日
本
人
男
性
と
の
結
婚
生
活
を
送
る
中

で
着
物
を
毎
日
着
る
こ
と
に
よ
り
日
本
人
と
の
同
化
を
図
る
が
︑﹁
彼
女
﹂

は
国
家
の
生
殖
力
と
し
て
の
﹁
母
﹂
の
再
生
産
の
役
割
を
拒
否
し
て
い
る
︒

二
十
歳
の
誕
生
日
が
近
づ
く
に
つ
れ
︑﹁
彼
女
﹂
は
日
本
国
民
を
国
家
・
市

民
社
会
の
将
来
へ
と
導
く
通
過
儀
礼
で
あ
る
成
人
式
を
拒
否
し
︑
代
わ
り
に

個
人
の
儀
式
と
し
て
自
ら
の
身
体
の
子
宮
の
除
去
を
試
み
る
︒
重
要
な
国
家

儀
式
の
拒
否
は
︑
母
性
と
再
生
産
の
可
能
性
を
否
定
す
る
だ
け
で
な
く
︑
再

生
産
器
官
・
機
能
を
取
り
巻
く
父
権
的
な
言
説
を
根
絶
さ
せ
る
試
み
が
あ
る

とFragm
enting H

istory

は
解
析
す
る
︒﹁
彼
女
﹂
の
感
情
︑
行
為
の
背
景
と

し
て
︑
韓
国
人
が
共
有
す
る
集
団
の
記
憶
・
ト
ラ
ウ
マ
︑
優
生
法
に
よ
る
断

種
政
策
の
歴
史
を
挙
げ
︑﹁
彼
女
﹂
は
日
本
人
に
よ
る
民
族
浄
化
の
恐
怖
に

怯
え
︑
幻
影
に
取
り
つ
か
れ
て
い
る
と
分
析
す
る
︒
韓
国
人
で
あ
る
た
め
に

日
本
人
に
殺
害
さ
れ
︑
韓
国
人
の
子
孫
の
数
が
日
本
で
増
え
な
い
よ
う
︑
韓

国
人
女
性
の
子
宮
が
日
本
人
の
医
者
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
﹁
彼
女
﹂
の
幻
想
と
集
団
の
記
憶
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
︒﹁
彼

女
﹂
の
想
像
で
再
び
蘇
る
日
本
帝
国
の
歴
史
︑
そ
の
歴
史
の
観
念
に
支
配
さ

れ
た
女
性
の
身
体
を
読
み
解
く
こ
と
に
よ
り
︑Fragm

enting H
istory

は
﹁
か

ず
き
め
﹂
が
日
本
の
生
物
学
的
・
政
治
的
権
力
に
抵
抗
し
︑
日
本
人
の
民
族
︑
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人
種
︑
国
家
構
築
の
行
為
・
儀
式
を
批
判
的
に
再
考
し
て
い
る
と
捉
え
て
い

る
の
で
あ
る
︒

　
テ
レ
サ
・
ハ
ッ
キ
ョ
ン
・
チ
ャ
は
︑
大
韓
民
国
釜
山
で
生
ま
れ
た
が
︑
ア

メ
リ
カ
合
衆
国
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
移
住
︑
芸
術
家
︑
作
家
と
し
て
活
動
し
︑

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
夭
逝
し
た
︒
チ
ャ
は
視
覚
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
︑
ア
バ

ン
ギ
ャ
ル
ド
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
映
像
︑
写
真
︑

彫
刻
︑
詩
な
ど
︑
多
様
な
作
品
を
制
作
し
た
が
︑
特
に
試
作
的
著
作
で
あ
る

自
伝
的
小
説
﹃
デ
ィ
ク
テ
（D

ictée
）﹄（
一
九
八
二
）
で
知
ら
れ
る
︒
こ
の
作

品
で
は
︑
文
字
表
象
と
︑
写
真
・
毛
筆
な
ど
の
視
覚
表
象
︑
神
話
と
真
実
を

並
置
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
ジ
ャ
ン
ル
の
既
存
概
念
を
根
本
か
ら
問
い
直
し
て

い
る
︒
時
間
は
断
片
的
に
描
か
れ
︑
語
り
の
視
点
は
常
に
変
化
し
︑
複
数
の

言
語
（
英
語
︑
フ
ラ
ン
ス
語
︑
韓
国
語
︑
中
国
語
︑
日
本
語
の
漢
字
）
で
書
か

れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
時
空
間
の
境
界
を
越
境
す
る
断
片
的
で
︑
多
言

語
的
テ
ク
ス
ト
を
織
り
な
す
こ
と
に
よ
り
︑
個
人
の
︑
そ
し
て
︑
集
団
的
・

文
化
的
に
共
有
さ
れ
た
︑
境
界
に
立
つ
経
験
を
追
跡
し
て
い
く
の
で
あ
る
︒

﹃
デ
ィ
ク
テ
﹄
で
描
か
れ
る
教
員
の
ヒ
ュ
ン
・
ス
ー
ン
・
ホ
ー
（H

yung Soon 

H
uo

）
は
︑
満
州
で
生
ま
れ
︑
一
九
二
二
年
に
朝
鮮
か
ら
の
亡
命
者
で
あ
る

一
世
の
親
の
元
に
生
ま
れ
た
︒
日
本
帝
国
の
臣
民
と
し
て
課
さ
れ
た
彼
女
の

使
命
は
︑
帝
国
主
義
の
教
育
制
度
に
基
づ
き
︑
朝
鮮
人
の
子
供
を
従
順
で
誠

実
な
︑
日
本
帝
国
に
奉
仕
す
る
臣
民
に
養
成
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︒
教
育
勅

語
は
︑
民
族
的
に
は
朝
鮮
人
で
あ
る
子
供
も
日
本
帝
国
天
皇
の
赤
子
で
あ
る

と
い
う
概
念
を
植
え
付
け
る
も
の
で
あ
り
︑
日
本
語
学
校
は
日
本
帝
国
の
理

想
を
教
育
し
︑
広
げ
る
地
盤
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
教
員
で
あ
る
ホ
ー
は
日

本
帝
国
の
任
務
に
反
し
︑
臣
民
と
し
て
の
使
命
を
︑
朝
鮮
人
と
し
て
の
使
命

と
す
り
替
え
︑
使
用
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
母
国
語
朝
鮮
語
を
取
り
入
れ
た
の

で
あ
る
︒
日
本
語
の
使
用
を
強
要
さ
れ
て
い
る
教
員
や
子
供
に
と
っ
て
︑
朝

鮮
語
の
使
用
に
は
︑
日
本
帝
国
の
臣
民
で
は
な
い
社
会
的
︑
文
化
的
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
し
︑
ひ
い
て
は
再
生
す
る
力
が
あ
る
︒
朝
鮮
語
を
話
す

こ
と
に
よ
り
︑
朝
鮮
文
化
を
明
瞭
に
表
現
し
︑
伝
え
︑
広
げ
︑
生
徒
を
朝
鮮

語
に
よ
っ
て
育
成
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
︑﹃
デ
ィ
ク
テ
﹄
が
描

く
︑
日
本
語
学
校
教
員
の
労
働
は
︑
帝
国
の
規
制
や
支
配
に
取
り
込
ま
れ
る

こ
と
な
く
︑
朝
鮮
語
の
音
声
と
そ
の
歴
史
を
抹
消
し
よ
う
と
す
る
日
本
語
強

要
の
暴
力
に
抵
抗
し
︑
抑
制
さ
れ
な
い
個
人
の
叫
び
と
歴
史
が
︑
日
本
帝
国

の
植
民
地
主
義
に
臆
す
る
こ
と
な
く
生
き
残
る
の
だ
とFragm

enting H
istory

は
解
析
す
る
︒

　﹁
全
体
﹂
を
統
一
す
る
た
め
に
働
く
権
力
は
︑
個
人
や
﹁
私
﹂
を
支
配
し
︑

検
閲
し
︑
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
︒

　
ま
た
︑
直
線
的
な
時
系
列
を
辿
る
︑
歴
史
学
に
お
け
る
一
般
的
な
解
説
や
︑

帝
国
主
義
的
︑
父
権
的
︑
国
粋
主
義
的
公
文
書
に
は
欠
落
し
た
声
や
経
験
が

あ
る
︒Fragm

enting H
istory

の
著
者
山
﨑
信
子
は
﹁
文
学
の
力
﹂
を
信
じ
︑

文
学
が
権
力
に
よ
る
支
配
の
継
続
を
中
断
す
る
た
め
の
交
渉
の
場
で
あ
る
こ

と
を
示
し
︑
文
学
作
品
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
個
人
の
経
験
︑
記
憶
︑
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物
語
が
︑
主
流
社
会
の
公
式
の
物
語
と
い
か
に
矛
盾
す
る
か
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
︒
周
縁
に
置
か
れ
︑
隙
間
に
存
在
し
︑
ま
た
は
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
き

た
声
や
経
験
は
︑
身
体
と
い
う
媒
介
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
視

座
か
ら
︑
国
家
︑
民
族
︑
人
種
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
︑
性
の
境
界
に
立
つ
身
体
表

現
を
解
析
す
るProstitutes, H

ostesses, and Actresses at the Edge of the Japanese 

Em
pire: Fragm

enting H
istory

は
︑
学
際
的
研
究
（
近
代
日
本
文
学
︑
日
本
史
︑

映
画
研
究
︑
コ
ロ
ニ
ア
ル
︑
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
研
究
︑
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
︑
ジ
ェ

ン
ダ
ー
研
究
）
に
貢
献
す
る
著
書
で
あ
る
︒




