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記
憶
へ
の
参
入

　

邦
訳
す
れ
ば
「
写
真
花
嫁
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
な
る
こ
の
映
画

1
で

扱
わ
れ
て
い
る
の
は
、
文
字
通
り
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ

る
あ
る
一
人
の
日
系
米
国
移
民
女
性
の
記
憶
で
あ
る
。
扱
わ
れ
て
い
る

の
が
「
過
去
」
で
も
「
歴
史
」
で
も
な
く
「
記
憶
」
だ
と
言
え
る
の
は
、

一
九
一
八
年
に
一
六
歳
で
写
真
花
嫁
と
し
て
ハ
ワ
イ
に
渡
り
、
定
住
を
決

心
す
る
に
至
る
ま
で
の
一
年
に
満
た
な
い
主
人
公
中
村
リ
ヨ
の
経
験
が
、

高
齢
に
な
っ
た
主
人
公
の
「
現
在
」
か
ら
回
想
さ
れ
る
形
式
で
物
語
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　

た
だ
し
こ
の
映
画
の
物
語
が
回
想
さ
れ
た
「
記
憶
」
で
あ
る
こ
と
は
、

冒
頭
と
ラ
ス
ト
で
「
現
在
」
の
主
人
公
の
一
人
称
の
ご
く
短
い
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
主
人
公
の
「
現
在
」
が
映
画
内

で
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、「
過
去
」
の
出
来
事
は
主
人
公
の
発

話
の
位
置
が
語ナ

レ
ー
タ
ー

り
手
か
ら
登

ア

ド

レ

サ

ー

場
人
物
＝
話
し
手
へ
と
移
行
し
て
当
時
の

視
点
か
ら
ド
ラ
マ
化
さ
れ
て
展
開
さ
れ
る
か
ら
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
回
想

さ
れ
て
い
る
「
記
憶
」
を
通
じ
て
過
去
に
ア
ク
セ
ス
す
る
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
出
来
事
を
じ
か
に
観
て
追
体
験
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
が
こ
の
映
画
で
実
際
に
目
に
す
る
「
過
去
」
は
ド

ラ
マ
化
さ
れ
た
当
時
の
出
来
事
だ
け
な
の
だ
が
、
そ
れ
が
「
記
憶
」
と
し

て
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
枠
構
造
を
こ
の
映
画
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
採
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
主
人
公
の
「
記
憶
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、

語ナ
レ
ー
タ
ー

り
手
で
あ
れ
話ア

ド
レ
サ
ー

し
手
で
あ
れ
、
主
人
公
は
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
仮
構

さ
れ
た
も
の
で
主
体
と
し
て
自
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、そ
の
「
記
憶
」

に
し
て
も
、
映
画
の
叙
述
と
文
法
に
よ
っ
て
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
の
意
識
に

構
成
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
、
こ
の
映
画
に
描
か
れ
て
い
る
「
記

憶
」
を
観
賞
の
水
準
か
ら
離
れ
て
、
あ
た
か
も
あ
る
主
体
の
実
際
の
記
憶

の
よ
う
に
扱
う
と
奇
妙
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

の
映
画
が
先
述
し
た
よ
う
な
構
造
を
取
っ
て
、
意
図
的
に
「
記
憶
」
と
し

て
物
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
を
前
提
に
す
れ
ば
、仮
構
的
（fictive

）

な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
（
あ
る
か
ら
こ
そ
）、
こ
の
映
画
で
物
語
ら
れ
て
い

る
「
記
憶
」
を
問
う
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

そ
の
「
記
憶
」
の
意
味
を
問
う
た
め
に
、
こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
形

式
に
よ
っ
て
い
か
な
る
効
果
が
生
じ
る
の
か
を
ま
ず
考
え
て
み
よ
う
。
一

人
称
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
回
想
を
通
じ
て
主
人
公
に
記
憶
さ
れ
た

「
過
去
」
の
時
空
へ
と
誘
導
さ
れ
る
こ
と
は
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
に
主
人
公

の
記
憶
に
参
入
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

感
覚
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
映
像
に
描
か
れ
る
当
時
の
様
々
な
出
来
事
は
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
に
よ
っ

て
ド
ラ
マ
と
し
て
観
賞
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
主
人
公
が
形
象
化
し
た
過

記
憶
の
リ
ア
ド
レ
ス
─
『
ピ
ク
チ
ャ
ー
ブ
ラ
イ
ド
』
と
日
系
移
民
女
性
史
の
語
り
直
し
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去
の
経
験
と
し
て
も
認
識
さ
れ
る
か
ら
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
主
人
公
の
記

憶
の
プ
ロ
セ
ス
に
立
ち
会
っ
て
い
る
感
覚
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
。
つ
ま

り
こ
の
映
画
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
形
態
を
通
じ
て
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
（
仮

想
的
に
）
主
人
公
の
「
記
憶
」
が
生
成
す
る
場
に
参
入
す
る
こ
と
に
な
る

と
言
っ
て
い
い
。
逆
に
言
え
ば
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
が
、
ド
ラ
マ
を
観
賞
す

る
こ
と
だ
け
に
終
わ
ら
ず
、
主
人
公
の
（
仮
想
さ
れ
た
）
記
憶
に
参
入
さ

せ
る
た
め
に
こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
が
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

で
は
、
こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
設
定
す
る
こ
と
で
こ
の
映
画
に
賭
け
ら

れ
て
い
る
も
の
は
一
体
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
論
じ
た
い
と
思
う
の
は

そ
の
賭
物
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
写
真
花
嫁
の
歴
史
か
ら
議
論
を
始
め
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
映
画

が
き
わ
め
て
歴
史
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
採

る
こ
と
と
深
く
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
歴0

史
的
0

0

と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
映
画
が
写
真
花
嫁
の
経
験
に
つ
い
て
の

時
代
考
証
に
誠
実
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
経
験
が
記
憶
化
さ
れ

る
際
に
不
可
避
に
生
じ
る
記
憶
の
余
白
、
す
な
わ
ち
経
験
の
可
能
性
の
条

件
で
あ
り
な
が
ら
も
記
憶
で
は
外
部
化
さ
れ
る
事
象
に
緻
密
で
繊
細
な

視
点
が
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
映
画
が
ド
キ
ュ
メ
ン
タ

リ
ー
で
も
な
け
れ
ば
ド
キ
ュ
ド
ラ
マ
で
も
な
く
、
創
作
（fiction
）
で
あ

る
こ
と
が
選
択
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
歴
史
性
を
意
識
的
に
織
り

込
む
た
め
だ
と
言
っ
て
い
い

2
。
そ
し
て
そ
れ
は
写
真
花
嫁
の
「
記
憶
」

を
通
じ
て
日
系
移
民
史
を
よ
り
広
い
社
会
的
・
歴
史
的
文
脈
に
開
く
た
め

に
再
分
節
す
る
べ
く
試
み
ら
れ
て
お
り
、
上
述
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て

観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
を
記
憶
へ
参
与
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
た
め
に
要
請
さ
れ

た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
以
降
論
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

記
憶
の
背
景

　

一
九
世
紀
半
ば
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
開
発
さ
れ
た
写
真
技
術
は
幕
末
に

は
す
で
に
日
本
に
移
入
さ
れ
、
近
代
化
の
進
展
と
と
も
に
情
報
メ
デ
ィ
ア

や
種
々
の
複
製
技
術
領
域
に
急
速
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
社
会
変
化
を
促

し
つ
つ
、
社
会
的
・
文
化
的
に
も
広
く
日
本
社
会
に
浸
透
し
て
い
っ
た
。

身
分
証
や
犯
罪
捜
査
に
お
け
る
同
定
技
術
と
し
て
制
度
的
に
採
用
さ
れ

る
一
方
、
肖
像
写
真
や
記
念
写
真
と
い
っ
た
新
た
な
娯
楽
・
行
事
と
し
て

も
定
着
し
な
が
ら
、
近
代
化
に
よ
る
社
会
変
化
と
日
本
的
な

0

0

0

0

社
会
性
や
慣

習
と
を
融
合
す
る
独
特
な
形
で
も
取
り
入
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

3
。

　

そ
う
し
た
写
真
の
社
会
文
化
的
な
機
能
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
出
現

し
た
制
度
の
ひ
と
つ
が
写
真
結
婚
（picture m

arriage

）
で
あ
る
。
た
だ
し

こ
こ
で
言
う
写
真
結
婚
と
は
、
単
に
写
真
を
や
り
取
り
し
て
結
婚
相
手
を

決
め
る
よ
う
な
婚
姻
手
続
き
一
般
を
指
す
の
で
は
な
く
、
あ
る
時
代
性
と

制
度
性
を
持
っ
た
特
定
の
婚
姻
形
態
の
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
経

済
的
な
困
窮
と
当
時
世
間
に
流
布
し
た
殖
民
論
に
促
さ
れ
て
、
一
八
八
〇

年
代
半
ば
か
ら
本
格
的
に
米
国
本
土
・
ハ
ワ
イ
に
移
民
し
て
い
た
日
本
人

男
性
が
日
本
に
戻
る
費
用
と
時
間
を
節
約
す
る
た
め
に
（
一
部
に
は
徴
兵

や
米
国
へ
の
再
渡
航
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
怖
れ
て
）、
代
理
人
を
通
じ
て

日
本
と
写
真
を
や
り
取
り
し
て
結
婚
相
手
を
決
め
て
入
籍
し
、
定
住
先
へ

呼
び
寄
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
婚
姻
形
態
が

日
系
移
民
の
間
に
広
が
っ
た
背
景
に
は
、
一
九
世
紀
終
盤
か
ら
始
ま
っ
て

い
た
排
日
運
動
が
二
〇
世
紀
初
頭
に
な
る
と
西
海
岸
を
中
心
に
激
化
し

た
こ
と
が
あ
る
。
外
交
問
題
に
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
、
日
本
政
府
は

合
衆
国
と
の
合
意
に
基
づ
い
て
（
一
九
〇
七
年
の
日
米
紳
士
協
定
）
合
衆
国

へ
の
新
た
な
労
働
移
民
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
移
民
の
大
半
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を
占
め
て
い
た
未
婚
の
男
性
は
定
住
志
向
を
強
め
、
家
族
の
入
国
と
い
う

そ
の
時
点
で
は
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
た
手
続
き
で
、
本
国
日
本
か
ら
配
偶

者
を
求
め
た
の
だ
っ
た
。

　

伝
統
的
な
見
合
い
結
婚
の
延
長
線
上
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
の
写

真
結
婚
が
、
そ
れ
と
は
一
線
を
画
す
る
制
度
0

0

で
あ
る
の
は
、
日
米
間
の
関

係
悪
化
の
更
な
る
火
種
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
日
本
政
府
が
、
写
真
結
婚

の
当
事
者
で
あ
る
男
女
双
方
の
資
格
審
査
（
収
入
、
所
持
金
、
年
齢
、
入
籍

状
況
な
ど
）
を
行
い
、
写
真
花
嫁
の
米
国
移
住
の
可
否
に
最
終
的
な
決
定

を
下
し
た
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
写
真
結
婚
と
い
う
制
度
0

0

は
、
排
日

気
運
の
さ
ら
な
る
高
ま
り
を
受
け
て
合
衆
国
政
府
か
ら
批
判
さ
れ
る
と
、

一
九
二
〇
年
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
当
該
の
女
性
に
パ
ス
ポ
ー
ト
を
発
行

し
な
い
と
い
う
形
で
途
絶
し
た
の
だ
っ
た

4 
。
こ
う
し
て
写
真
結
婚
が
始

ま
り
、
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
十
数
年
間
に
、
二
万
人
を
超
え
る
写
真
花
嫁

が
日
本
本
土
、
沖
縄
、
朝
鮮
半
島
か
ら
渡
米
し
た
と
さ
れ
て
い
る

5
。

　

当
時
の
合
衆
国
で
は
、
一
度
も
相
手
と
顔
を
合
わ
せ
な
い
ま
ま
結
婚
す

る
こ
の
写
真
結
婚
は
非
文
明
的
な
ア
ジ
ア
的
風
習
と
し
て
嫌
悪
さ
れ
、
そ

の
多
く
が
農
園
労
働
に
従
事
し
た
写
真
花
嫁
た
ち
は
、
日
米
紳
士
協
定
に

違
反
す
る
移
民
労
働
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、主
流
社
会
の（
女
性
の
）「
良

俗
」
に
反
す
る
も
の
と
し
て
批
判
・
非
難
さ
れ
た

6
。
日
系
女
性
の
多
産

性
が
殊
更
に
言
い
立
て
ら
れ
も
し
て
、
排
日
の
た
め
の
格
好
の
材
料
に
も

な
っ
た

7
。
も
ち
ろ
ん
合
衆
国
社
会
の
写
真
結
婚
に
対
す
る
非
難
・
批
判

が
、
排
外
主
義
（nativism

）
と
人
種
主
義
と
性
主
義
の
ア
マ
ル
ガ
ム
に
ほ

か
な
ら
な
い
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
が

8
、
そ
の
一
方
で
、
写
真
結
婚

そ
れ
自
体
は
東
洋
的
な
家
父
長
制
の
あ
る
種
の
象
徴
で
あ
り
、
女
性
の
男

性
社
会
へ
の
従
属
が
前
提
に
さ
れ
た
抑
圧
的
な
「
制
度
」
と
し
て
批
判
的

に
見
ら
れ
て
き
た
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　

確
か
に
写
真
結
婚
は
家
父
長
制
が
可
能
に
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

か
っ
た
。
女
性
た
ち
の
大
半
は
相
手
を
親
や
親
族
に
決
め
ら
れ
て
自
分
で

相
手
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、「
口
減
ら
し
」
の
た
め
で
あ
る

こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
渡
米
し
て
も
移
住
先
や
相
手
が
日
本
で
聞
い

て
い
た
条
件
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
（
も
ち
ろ

ん
逆
に
女
性
が
嘘
を
つ
い
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た

9
）、
行
く
所
が
な
い
た
め

そ
の
ま
ま
暮
ら
す
ほ
か
な
か
っ
た
。
結
婚
後
も
、
家
事
労
働
や
子
育
て
の

責
任
は
負
わ
さ
れ
な
が
ら
も
生
活
の
た
め
に
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
が
、職
種
は
限
ら
れ
て
い
る
う
え
に
賃
金
は
男
性
よ
り
も
安
か
っ
た
（
た

と
え
ば
ハ
ワ
イ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
の
耕
地
作
業
で
約
三
分
の
二
）。
そ
も

そ
も
当
時
の
合
衆
国
で
は
、
従
事
す
る
職
種
や
こ
な
す
労
働
量
と
は
関
係

な
く
、
女
性
労
働
は
あ
く
ま
で
も
世
帯
の
大
黒
柱
で
あ
る
男
性
を
補
助
す

る
非
本
来
的
な
労
働
と
し
て
否
定
的
に
見
ら
れ
て
い
た

10
。
さ
ら
に
、
ア

ジ
ア
系
移
民
は
帰
化
権
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
市
民
権
を
剥
奪
さ
れ

て
い
た
が
、
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
は
そ
れ
以
上
に
社
会
参
加
へ
の
ア
ク
セ

ス
を
奪
わ
れ
て
お
り
、
人
種
的
に
も
、
階
級
的
に
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
点

か
ら
し
て
も
最
も
社
会
的
な
負
荷
の
か
か
る
位
置
に
置
か
れ
て
い
た

11
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
写
真
結
婚
で
渡
米
し
た
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
は
、
東

洋
（
日
本
）
と
西
洋
（
米
国
）
双
方
の
父
権
的
な
制
度
の
犠
牲
者
で
あ
り
、

そ
の
象
徴
と
し
て
表
象
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
い
い
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
従
属
性
だ
け
で
語
ら
れ
る
一
方
的
な
写
真
花
嫁

像
へ
の
批
判
か
ら
、
彼
女
た
ち
の
積
極
的
な
主
体
性
を
見
出
す
こ
と
が
行

わ
れ
て
も
き
た
。
た
と
え
ば
、
ア
リ
ス
・
ユ
ン
・
チ
ェ
は
、
日
本
本
土
、

沖
縄
、
朝
鮮
半
島
か
ら
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
て
き
た
写
真
花
嫁
た
ち
が
、
上

述
し
た
よ
う
な
従
順
さ
や
従
属
性
と
い
っ
た
「
東
洋
的
な
」
ジ
ェ
ン
ダ
ー

規
範
に
む
し
ろ
挑
戦
す
る
、
そ
れ
ま
で
に
表
象
さ
れ
て
き
た
写
真
花
嫁
の
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ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
一
般
化
と
は
反
対
の
意
識
と
行
動
を
持
ち
、
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
を
超
え
て
連
帯
す
る
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
像
を
描
き
出
し
て
い

る
し

12
、
イ
ヴ
リ
ン
・
ナ
カ
ノ
・
グ
レ
ン
は
、
そ
う
し
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
へ
の
挑
戦
と
変
革
と
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ハ
ワ
イ
の
移
民
社
会
独
自
の
社

会
構
造
と
歴
史
性
に
よ
る
こ
と
を
分
析
し
て
み
せ
て
も
い
る

13
。
し
か
し

な
が
ら
『
ピ
ク
チ
ャ
ー
ブ
ラ
イ
ド
』
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た

相
対
す
る
従
属
性
と
主
体
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
移
民
女
性
の
ラ
イ
フ
・
ヒ

ス
ト
リ
ー
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
映
画
で
目
指
さ
れ
て
い
る
の

は
、
写
真
花
嫁
と
呼
ば
れ
た
女
性
た
ち
の
そ
う
し
た
総
体
的
な
経
験
を
あ

る
一
人
の
女
性
を
通
じ
て
代
理
＝
表
象
す
る
（represent

）
こ
と
で
は
な

い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

先
に
、「
記
憶
」
の
余
白
に
こ
の
映
画
の
関
心
が
強
く
向
け
ら
れ
て
い

る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
以
降
で
は
、

そ
の
「
余
白
」
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
を
映
画
の
場
面
に
即
し
な
が
ら

論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

記
憶
の
外
挿

　

ま
ず
、
映
画
冒
頭
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
が
終
わ
り
、
ホ
ノ
ル
ル
に
到
着
し
た

リ
ヨ
が
夫
と
な
る
木
村
マ
ツ
ジ
と
出
会
う
シ
ー
ン
で
あ
る
。
リ
ヨ
は
対
面

し
た
相
手
が
送
ら
れ
て
き
た
写
真
よ
り
も
か
な
り
年
齢
が
上
で
あ
る
う

え
に
（
四
三
歳
の
設
定
）、
熊
本
弁
で
と
つ
と
つ
と
話
す
姿
は
手
紙
か
ら
想

像
し
て
い
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
青
年
（
像
）
と
ま
る
で
違
う
こ
と
に
驚

愕
し
、
困
惑
と
幻
滅
か
ら
そ
の
後
に
執
り
行
わ
れ
る
集
団
結
婚
式
で
も
マ

ツ
ジ
を
拒
否
し
続
け
る
。
こ
の
対
面
時
に
お
け
る
年
齢
差
や
見
た
目
か
ら

受
け
た
「
シ
ョ
ッ
ク
」
は
写
真
花
嫁
の
経
験
で
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
語
ら
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
ハ
ワ
イ
で
こ
の
映
画
を
上
映
す
る
際
、
当

時
ま
だ
存
命
だ
っ
た
「
写
真
花
嫁
」
た
ち
を
招
待
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
場

面
に
彼
女
た
ち
か
ら
大
き
な
声
や
笑
い
声
が
あ
が
っ
た
こ
と
を
監
督
の

ハ
ッ
タ
は
印
象
深
く
述
懐
し
て
い
る

14
。

　

写
真
結
婚
に
お
け
る
平
均
的
な
年
齢
差
は
一
〇
歳
だ
っ
た
が
、
二
○
歳

を
超
え
る
こ
と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
（
日
本
政
府
は
年
齢
差
を
原
則
一
三
歳
ま

で
と
し
て
い
た
が
、
例
外
も
認
め
て
い
た
）。
ま
た
、
送
付
し
た
写
真
や
年
齢

の
ほ
か
に
も
、
職
業
、
居
住
地
な
ど
で
も
様
々
な
嘘
が
つ
か
れ
て
い
る
こ

と
も
珍
し
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
背
景
に
は
、
日
本
政
府
が
呼
び
寄

せ
に
際
し
て
男
性
側
に
設
け
た
資
格
の
厳
し
さ
が
あ
っ
た
。
一
九
一
五
年

ま
で
は
原
則
的
に
一
〇
〇
〇
ド
ル
の
預
金
を
持
つ
年
収
一
二
〇
〇
ド
ル
を

超
え
る
実
業
家
と
四
〇
〇
ド
ル
を
超
え
る
農
民
し
か
資
格
が
与
え
ら
れ
な

か
っ
た
し
、
資
格
が
緩
和
さ
れ
た
一
九
一
五
年
以
降
で
も
最
低
八
〇
〇
ド

ル
の
預
金
証
明
書
を
提
示
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
九
〇
二
年

の
数
字
だ
が
、
ハ
ワ
イ
の
最
も
高
賃
金
の
日
本
人
耕
地
労
働
者
で
月
一
六

ド
ル
、
日
雇
い
で
一
日
六
五
セ
ン
ト
、
高
給
と
さ
れ
た
本
土
の
鉄
道
で
働

く
日
本
人
保
線
工
夫
で
も
一
日
一
ド
ル
二
五
セ
ン
ト
だ
っ
た
（
実
際
に
は
渡

さ
れ
る
賃
金
か
ら
様
々
な
諸
経
費
が
差
し
引
か
れ
た
）

15
。
し
か
も
映
画
で
も

触
れ
ら
れ
て
い
る
一
九
二
〇
年
の
ス
ト
ラ
イ
キ
（
第
二
オ
ア
フ
大
争
議
）
を

引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
原
因
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
伴
う
物
価
の

高
騰
に
よ
っ
て
当
時
の
耕
地
労
働
者
の
月
給
二
〇
─
二
四
ド
ル
で
は
生
活

が
成
り
立
た
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば

16
、
必
要
な
預

金
額
を
準
備
す
る
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
労
働
と
年
月
が
費
や
さ
れ
た
か
が

分
か
る
し
、「
呼
び
寄
せ
」
実
現
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
試
み
が
行
わ
れ
た

だ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
つ
ま
り
写
真
結
婚
に
お
け
る
年
齢
差
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や
嘘
は
日
米
間
の
外
交
政
策
が
強
い
た
産
物
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
映

画
で
、
日
本
に
帰
る
と
言
い
続
け
る
リ
ヨ
に
対
し
、
マ
ツ
ジ
が
「
金
ば
貯

め
て
ま
た
新
し
か
女
房
を
も
ら
う
た
い
」
と
言
い
返
す
場
面
が
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
こ
う
し
た
事
実
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
リ
ヨ
が
「
シ
ョ
ッ
ク
」
を
受
け
た
ま
ま
行
わ
れ
る
集
団
結
婚
式

だ
が
、
こ
れ
は
会
っ
た
こ
と
も
な
い
男
女
が
す
で
に
結
婚
し
て
い
る
こ

と
を
異
常
視
し
た
米
国
が
、
入
国
へ
の
条
件
と
し
て
要
求
し
た
も
の
で
あ

る
。
合
衆
国
憲
法
で
信
教
の
自
由
は
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
事
実
上

キ
リ
ス
ト
教
が
国
教
で
あ
り
、
非
文
明
人
が
文
明
化
す
る
た
め
の
前
提
と

し
て
長
ら
く
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
司
式
が

当
然
の
こ
と
と
し
て
執
り
行
わ
れ
た
の
だ
っ
た

17
（
た
だ
し
集
団
結
婚
式

が
廃
止
さ
れ
た
後
は
、
各
々
自
由
に
仏
式
や
神
式
で
行
う
こ
と
が
で
き

た
）。
し
か
し
こ
こ
で
何
よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
チ
ョ
ゴ
リ
を
着
た
女
性

が
、
日
本
人
女
性
と
と
も
に
移
民
局
で
の
手
続
き
を
経
て
（
す
な
わ
ち
横

浜
か
ら
リ
ヨ
を
含
む
日
本
人
女
性
と
同
船
し
て
ハ
ワ
イ
に
や
っ
て
き
て
）
集
団

結
婚
式
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

朝
鮮
人
の
米
国
本
土
・
ハ
ワ
イ
へ
の
労
働
移
民
は
、
日
本
人
移
民
の

数
が
増
え
て
勢
力
を
持
つ
こ
と
を
怖
れ
た
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
の
要
請
に

よ
っ
て
一
九
〇
三
年
に
始
ま
っ
た
の
だ
が
、
一
九
〇
五
年
の
日
韓
保
護

条
約
に
よ
っ
て
李
朝
（
大
韓
帝
国
）
の
外
交
権
を
日
本
が
掌
握
し
た
た
め
、

一
九
〇
六
年
以
降
米
国
へ
の
労
働
移
民
は
実
質
的
に
途
絶
す
る
こ
と
に

な
っ
た
（
朝
鮮
人
移
民
の
日
本
人
移
民
と
の
競
合
を
恐
れ
た
日
本
政
府
が
禁
止

し
た
の
だ
と
も
言
わ
れ
る
）。
一
九
一
〇
年
、日
本
が
「
日
韓
併
合
」
に
よ
っ

て
朝
鮮
半
島
を
植
民
地
化
す
る
と
、
そ
れ
以
降
の
朝
鮮
人
の
海
外
渡
航
は

朝
鮮
総
督
府
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
が
、
合
衆
国
の
朝
鮮
人
移
民
男
性
か

ら
の
強
い
要
請
で
、
朝
鮮
人
の
写
真
花
嫁
（
사
진 

신
부
）
も
こ
の
年
か
ら

始
ま
っ
た
の
だ
っ
た

18
。
し
か
も
一
九
一
八
年
に
ア
ジ
ア
全
域
か
ら
の
合

衆
国
へ
の
移
民
が
全
面
的
に
禁
止
さ
れ
た
際
、
一
九
〇
七
年
に
日
米
紳
士

協
定
を
結
ん
で
い
た
日
本
だ
け
が
家
族
の
呼
び
寄
せ
な
ど
を
含
め
た
例

外
的
な
移
民
の
入
国
を
認
め
ら
れ
て
い
た
た
め
、
朝
鮮
人
の
写
真
花
嫁
は

大
日
本
帝
国
臣
民
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、一
九
二
四
年
の
移
民
法
の
改
正（
割

当
移
民
法
あ
る
い
は
排
日
移
民
法
と
呼
ば
れ
る
）
に
よ
っ
て
日
本
か
ら
の
移

民
が
完
全
禁
止
さ
れ
る
ま
で
日
本
人
女
性
と
同
様
の
手
続
き
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

合
衆
国

に
入
国
し
た
の
で
あ
る

19
。
こ
の
映
画
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
示
的
で
は
な

い
し
、
リ
ヨ
の
経
験
の
後
景
に
お
か
れ
て
は
い
る
が
、
日
本
人
女
性
た
ち

の
集
団
結
婚
式
に
一
人
の
朝
鮮
人
女
性
を
参
加
さ
せ
て
い
る
の
は
、
こ
う

し
た
歴
史
に
意
識
的
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。

　

ま
た
、
集
団
結
婚
式
の
シ
ー
ン
で
は
、
白
人
の
牧
師
が
壇
上
か
ら
新
郎

新
婦
た
ち
を
見
下
ろ
し
つ
つ
司
式
を
行
う
が
、
こ
の
映
画
で
白
人
と
ア

ジ
ア
系
移
民
の
こ
う
し
た
人
種
秩
序

20
が
様
々
な
位
置
関
係
に
表
象
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑

で
働
く
日
本
人
男
性
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
人
男
性
に
、
白
人
で
あ
る
農
園
主
の

パ
イ
パ
ー
が
仕
事
の
指
示
を
す
る
の
だ
が
、
パ
イ
パ
ー
の
話
す
標
準
的

0

0

0

な0

英
語
を
労
働
者
た
ち
が
理
解
で
き
ず
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
現
場
監
督

（
ル
ナ
と
呼
ば
れ
た
）
の
ア
ン
ト
ン
が
ピ
ジ
ン
英
語
に
「
翻
訳
」
す
る
こ
と

で
、
よ
う
や
く
指
示
を
理
解
し
、
日
系
労
働
者
の
一
人
が“H

ey, W
hat's 

a-m
atter, this H

aole? H
e no talk English!”

と
ア
ン
ト
ン
に
叫
ん
で
労
働

者
た
ち
が
い
っ
せ
い
に
笑
う
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
場
面
が
あ
る
（H

aole
［
ハ
オ
リ
］
は
ハ
ワ
イ
の
ピ
ジ
ン
英
語
で
白
人
の
意
味
。「
よ
そ
者
」
と
い
っ
た

意
味
を
持
つ
ハ
ワ
イ
語
の
［
ハ
オ
レ
］
に
由
来
）。
実
は
こ
の
ピ
ジ
ン
英
語
自

体
が
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
人
種
秩
序
の
産
物
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。

　

も
と
も
と
ハ
ワ
イ
の
ピ
ジ
ン
語
は
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
労
働
移
民
と
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し
て
入
っ
て
き
た
中
国
人
や
ハ
ワ
イ
諸
島
以
外
の
太
平
洋
諸
島
人
と
、
当

時
は
ま
だ
ハ
ワ
イ
諸
島
を
統
治
し
て
い
た
先
住
ハ
ワ
イ
人
の
間
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
ハ
ワ
イ
語
を
ベ
ー
ス
に
し
て
始
ま
り
、
後

続
の
移
民
労
働
者
も
使
う
よ
う
に
な
っ
て
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
一
九
世
紀
の
半
ば
に
ハ
ワ
イ
王
国
が
キ
リ
ス
ト
教
国
と
な
る
よ
う

に
社
会
文
化
的
に
米
国
の
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
の
強
い
影
響
下
に
置
か
れ

た
こ
と
、
経
済
的
に
は
米
国
資
本
の
急
激
か
つ
大
量
な
流
入
が
あ
り
、

一
八
七
五
年
に
は
米
国
と
の
間
に
互
恵
貿
易
条
約
が
結
ば
れ
て
多
数
の

ア
メ
リ
カ
人
が
ハ
ワ
イ
に
移
住
し
て
支
配
層
を
形
成
し
た
こ
と
、
そ
の
後

中
国
、
日
本
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
か
ら
大
量
の
移
民
が
押
し
寄
せ
た
こ
と
な
ど

で
、
人
口
比
が
そ
の
ス
テ
イ
タ
ス
と
と
も
に
小
さ
く
な
る
と
、
先
住
ハ
ワ

イ
人
の
文
化
や
言
語
は
教
育
や
公
的
な
空
間
で
周
縁
化
さ
れ
、
支
配
層
の

白
人
は
ハ
ワ
イ
語
も
ピ
ジ
ン
語
も
使
わ
な
か
っ
た
た
め
、
英
語
話
者
に
も

通
じ
る
よ
う
に
ピ
ジ
ン
ハ
ワ
イ
語
は
英
語
化
し
て
、
ピ
ジ
ン
英
語
（
正
式

に
はH

aw
aiian C

reole English:

略
称H

C
E

）
が
形
成
さ
れ
た
の
だ
っ
た

21
。

す
な
わ
ち
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
ピ
ジ
ン
英
語
は
、
そ
の
形
成
過
程
に
よ
く
言

わ
れ
る
よ
う
な
移
民
社
会
特
有
の
多
言
語
多
文
化
的
な
交
流
の
様
相
だ

け
で
な
く
、
人
種
（
主
義
）
的
か
つ
階
級
的
な
様
相
を
多
分
に
含
ん
だ
も

の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

新
参
の
日
系
移
民
で
あ
る
リ
ヨ
が
英
語
を
話
せ
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た

人
種
関
係
や
階
級
関
係
の
産
物
で
あ
る
言
語
秩
序
を
攪
乱
さ
せ
る
形
で

浮
か
び
上
が
ら
せ
て
も
い
る
。
当
人
は
意
識
し
な
い
ま
ま
、
そ
れ
を
耳
に

す
る
人
間
た
ち
に
居
心
地
の
悪
さ
や
決
ま
り
悪
さ
、
と
き
に
滑
稽
さ
を
感

じ
さ
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
リ
ヨ
の
話
す
英
語
が

初
級
レ
ベ
ル
と
は
い
え
横
浜
の
カ
フ
ェ
で
船
員
相
手
に
習
い
覚
え
た
い

わ
ゆ
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な

0

0

0

0

0

0

0

も
の
で
あ
り
、
ハ
ワ
イ
の
日
系
移
民
社
会
で
は

使
わ
れ
ず
、
ま
た
身
に
付
け
る
こ
と
の
な
い
英
語
で
あ
る
た
め
、
ハ
ワ
イ

社
会
の
人
種
や
階
級
の
秩
序
を
逸
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
友
人
で
あ
り
移
民
生
活
の

先
輩
で
あ
る
カ
ナ
に
連
れ
ら
れ
て
、
リ
ヨ
が
農
園
主
の
娘
と
初
め
て
会
う

シ
ー
ン
で
あ
る
。
日
本
に
帰
国
す
る
費
用
を
貯
め
る
た
め
、
カ
ヨ
の
や
っ

て
い
る
（
副
業
の
）
洗
濯
業
を
手
伝
い
始
め
て
い
た
リ
ヨ
は
、
農
園
主
一

家
の
洗
濯
物
を
届
け
る
た
め
に
カ
ヨ
と
二
人
で
ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
（
映
画

で
は
「
ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
さ
ん
」
と
日
系
の
ピ
ジ
ン
英
語
で
呼
ば
れ
る
）
が
住

む
邸

ビ
ッ
グ
ハ
ウ
ス

宅
を
訪
ね
る
。
初
対
面
の
挨
拶
を
交
わ
し
、
何
か
飲
む
か
と
聞
か
れ

る
と
、
カ
ナ
は
遠
慮
し
て
断
る
も
の
の
、
リ
ヨ
は
「
は
い
、
と
っ
て
も
暑

い
で
す
か
ら
」
と
無
邪
気
に
英
語
で
答
え
、
ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
は
笑
っ
て

飲
み
物
を
リ
ヨ
に
渡
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
会
話
が
英
語
で
行
わ
れ

る
。

ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
「
忘
れ
て
た
わ
。
あ
な
た
は
英
語
が
少
し
話
せ
る
っ
て

カ
ナ
が
言
っ
て
た
わ
ね
。
と
て
も
珍
し
い
わ
。」

リ
ヨ
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
「
カ
ナ
の
ご
主
人
は
写
真
を
見
た
だ
け
で
カ
ナ
を
呼
び

寄
せ
た
っ
て
言
っ
て
た
け
ど
、
あ
な
た
も
そ
う
だ
っ
た
の
か
し
ら
？
」

カ
ナ
（
質
問
が
理
解
で
き
な
い
で
い
る
リ
ヨ
の
代
わ
り
に
）「
え
え
は
い
、

リ
ヨ
も
同
じ
で
す
。」

ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
「
そ
れ
で
ご
主
人
と
は
う
ま
く
い
っ
て
る
の
？
」

カ
ナ
（
リ
ヨ
が
返
事
を
躊
躇
っ
て
い
る
の
を
引
き
取
っ
て
）「
マ
ツ
ジ
さ

ん
は
と
っ
て
も
い
い
人
で
す
。」

ミ
ス･
パ
イ
パ
ー
「
カ
ナ
、
あ
な
た
は
ご
主
人
と
ど
う
な
の
？
」

カ
ナ
（
質
問
に
答
え
な
い
ま
ま
建
物
を
出
な
が
ら
）「
ご
き
げ
ん
よ
う
、
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ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
さ
ん
。」

　

日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
ば
か
り
の
写
真
花
嫁
が
英
語
を
少
し
で
も
話

せ
る
こ
と
の
珍
し
さ
が
驚
き
と
と
も
に
語
ら
れ
、
そ
の
ま
ま
写
真
結
婚
へ

と
話
題
が
移
り
、
夫
婦
仲
ま
で
心
配
さ
れ
る
。
一
見
、
家
庭
の
問
題
を
め

ぐ
る
女
性
同
士
の
気
遣
い
が
や
り
取
り
さ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
場
面

な
の
だ
が
、
ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
の
示
す
「
善
意
」
が
、
そ
の
実
、
人
種
と

階
級
の
秩
序
と
植
民
地
主
義
的
な
偏
見
と
主
従
関
係
に
則
っ
た
温
情
主

義
に
よ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
具
体
的
な
対
面
に
お
い
て
は
そ

れ
が
「
気
遣
い
」
と
し
て
し
か
顕
在
化
す
る
こ
と
の
な
い
ハ
オ
リ
女
性
と

日
系
移
民
女
性
の
非
対
称
的
な
関
係
が
見
事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
実

際
、
こ
の
非
対
称
的
な
関
係
は
か
な
り
の
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
自
ら

の
家
で
働
く
ア
ジ
ア
人
女
性
を
生
来
の
奉
公
人
と
し
て
し
か
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
か
っ
た
富
裕
層
の
ハ
オ
リ
女
性
が
い
た
こ
と
を
イ
ヴ
リ
ン
・

グ
レ
ン
・
ナ
カ
ノ
は
紹
介
し
て
い
る

22
。

　

そ
し
て
こ
う
し
た
関
係
は
ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
、
カ
ヨ
と
リ
ヨ
の
服
装
に

も
表
象
さ
れ
て
い
る
。
強
調
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
嫌
い
は
あ
る
が
、
ミ
ス･

パ
イ
パ
ー
の
服
装
、
家
屋
の
外
観
、
内
装
、
調
度
が
（
マ
ツ
ジ
と
リ
ヨ
の
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
内
の
文
字
通
り
の
掘
っ
立
て
小
屋
と
は
対
照
的
に
）
清
潔
感

の
漂
う
上
品
な
「
白
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
オ
リ
で
あ
る
が
故

の
特
権
性
を
象
徴
的
に
示
す
た
め
だ
ろ
う
。
一
方
、
パ
イ
パ
ー
邸
を
訪
れ

る
の
に
、
カ
ヨ
と
リ
ヨ
の
二
人
は
仕
事
着
の
山
袴
で
も
部
屋
着
の
着
物
で

も
な
く
洋
服
を
身
に
着
け
て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
は
先
述
し
た
非
対
称

的
な
関
係
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
洋
装
は
決
し

て
恣
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
同
化
の
た
め
に
要
請
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
、
野
蛮
な
風
俗
・
習
慣
を
持

ち
、
排
他
的
で
、
ア
メ
リ
カ
に
同
化
し
よ
う
と
し
な
い
（
同
化
で
き
な
い
）

人
種
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
き
た
日
系
移
民
は
、
一
九
〇
七
年
の
日
米
紳
士

協
定
以
降
に
新
た
な
移
民
が
禁
止
さ
れ
て
定
住
志
向
を
強
め
る
と
、
主
流

社
会
と
の
摩
擦
を
緩
和
す
る
べ
く
、
日
本
人
会
や
県
人
会
を
は
じ
め
と
す

る
日
系
の
各
種
団
体
や
新
聞
が
中
心
と
な
っ
て
「
米
化
」
の
た
め
の
矯
風

運
動
を
展
開
し
た
。
主
流
社
会
か
ら
異
常
視
さ
れ
、
蔑
視
さ
れ
て
い
る
生

活
環
境
、風
俗
・
習
慣
、マ
ナ
ー
、仕
事
の
や
り
方
な
ど
様
々
な
も
の
が
タ
ー

ゲ
ッ
ト
に
な
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
女
性
の
服
装
も
含
ま
れ
て
お
り
（
移
民

し
て
き
て
も
和
服
を
着
続
け
る
日
系
女
性
は
同
化
で
き
な
い
こ
と
の
証
左
と
さ

れ
た
）、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
出
て
、
白
人
の
い
る
地
域
を
歩
く
と
き
は
洋
装

は
も
と
よ
り
ハ
ッ
ト
を
か
ぶ
る
と
い
っ
た
欧
米
風
の
「
身
だ
し
な
み
」
に

注
意
を
払
う
こ
と
が
新
聞
な
ど
で
繰
り
返
し
警
告
さ
れ
た

23
。

　

た
だ
し
こ
の
映
画
で
は
、
リ
ヨ
の
服
装
は
そ
の
英
語
と
同
様
、
ハ
ワ
イ

の
日
系
移
民
社
会
の
秩
序
か
ら
逸
脱
し
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

リ
ヨ
は
移
民
船
か
ら
ホ
ノ
ル
ル
に
降
り
立
っ
た
と
き
に
唯
一
洋
装
し
て

い
た
女
性
で
あ
り
、
農
作
業
着
の
着
方
を
知
ら
ず
、
洗
濯
物
と
し
て
持
ち

帰
っ
た
ミ
ス
・
パ
イ
パ
ー
の
見
栄
え
の
良
い
ド
レ
ス
を
自
宅
で
身
に
付
け

て
姿
見
に
映
し
て
み
た
り
も
す
る
。
作
る
食
事
も
コ
ロ
ッ
ケ
ば
か
り
で
、

マ
ツ
ジ
か
ら
は
都
会
の
食
い
物
し
か
作
ら
な
い
と
文
句
を
言
わ
れ
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、英
語
を
話
せ
る
横
浜
育
ち
の
「
シ
テ
ィ
・
ガ
ー

ル
」
に
と
っ
て
、
ハ
オ
リ
の
「
良
俗
」
は
同
化
す
る
た
め
に
要
請
さ
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
、
す
で
に
日
本
の
都
会
生
活
に
お
い
て
内
面
化
さ
れ
た

憧
憬
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
リ
ヨ
の
場
合
、
一
般
的
な
日
系
移

民
女
性
と
は
違
っ
て
、
都
会
的
な
「
良
俗
」
志
向
を
脱
す
る
こ
と
が
ハ
ワ

イ
の
移
民
社
会
に
定
着
し
て
い
く
過
程
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
リ
ヨ
の
性
格
付
け
は
、
観
客
が
リ
ヨ
の
ハ
ワ
イ
で
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の
経
験
を
あ
る
種
の
「
異
文
化
体
験
」
と
し
て
追
体
験
で
き
る
こ
と
に
も

寄
与
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
こ
の
「
良
俗
」
は
ハ
オ
リ
女
性
に
も
違
っ
た
意
味
で
強
い
ら

れ
た
マ
ナ
ー
だ
っ
た
。
初
期
の
宣
教
目
的
の
頃
こ
そ
ハ
オ
リ
女
性
は
ハ
オ

リ
男
性
と
と
も
に
働
い
て
い
た
が
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
を
基
盤
に

し
た
有
産
階
級
が
出
来
上
が
っ
て
く
る
頃
に
は
、
ハ
オ
リ
女
性
は
家
事
の

切
り
盛
り
と
い
っ
た
「
良
妻
賢
母
」
の
役
割
だ
け
を
期
待
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
を
は
じ
め
と
す
る
実
業
に
は
一
切
タ
ッ

チ
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
く
に
有
閑
階
級
（leisure class

）
の
未
婚

女
性
は
、
就
学
や
就
職
な
ど
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
社
会
か
ら

隔
絶
さ
れ
て
家
庭
化
さ
れ
（dom

esticated

）、
チ
ャ
リ
テ
ィ
活
動
と
同
じ

階
級
の
子
女
た
ち
と
の
付
き
合
い
と
い
っ
た
文
字
通
り
の
余
暇
（leisure

）

に
い
そ
し
む
こ
と
が
美
徳
と
さ
れ
た

24
。
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
焼
畑
作
業
中
に

迷
子
に
な
っ
た
息
子
と
と
も
に
カ
ナ
が
命
を
落
と
し
た
後
、
洗
濯
物
を
届

け
に
パ
イ
パ
ー
宅
を
訪
れ
た
リ
ヨ
に
、
ミ
ス･
パ
イ
パ
ー
が
洗
濯
物
を
受

け
取
り
な
が
ら“I’m

 so sorry”

と
し
か
口
に
で
き
ず
、
去
っ
て
い
く
リ

ヨ
の
後
姿
に
窓
越
し
に
哀
し
げ
な
視
線
を
送
る
場
面
が
あ
る
。
音
楽
の
効

果
も
あ
い
ま
っ
て
ひ
ど
く
物
悲
し
い
場
面
な
の
だ
が
、
そ
れ
は
ミ
ス･

パ

イ
パ
ー
が
抱
い
て
い
る
だ
ろ
う
悲
し
み
に
同
一
化
す
る
か
ら
で
は
な
く
、

ハ
オ
リ
女
性
が
あ
る
面
で
は
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
と
同
型
の
従
属
を
強

い
ら
れ
て
い
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
そ
の
「
白
い
邸
宅
」
を
一

歩
も
出
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
自
ら
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
に
含
ま
れ
る

人
種
主
義
や
階
級
主
義
の
う
ち
に
留
ま
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
温
情
主
義
的
な

善
意

─
す
な
わ
ち
人
種
や
階
級

─
を
超
え
る
連
帯
も
交
流
も
決
し

て
生
ま
れ
得
な
い
だ
ろ
う
断
絶
を
感
じ
さ
せ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

記
憶
の
象
徴

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
映
画
で
は
「
記
憶
」
を
取
り
巻
く
当
時
の
社
会
関
係
に

だ
け
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
日
系
移
民
の
記
憶
に
深

く
残
る
生
活
史
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
丁
寧
に
収
め
ら
れ
て
も
い
る
。

と
り
わ
け
そ
こ
で
女
性
の
労
働
が
ひ
と
つ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

先
述
し
た
写
真
花
嫁
や
日
系
移
民
女
性
の
労
働
が
否
定
的
に
見
ら
れ
て

き
た
こ
と
へ
の
挑
戦
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
表
象
を
再
分
節
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
こ
の
映
画
で
は
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
で
働
く

女
性
た
ち
は
、
男
性
と
は
ま
た
違
っ
た
グ
ル
ー
プ
を
組
み
、
リ
ー
ダ
ー
に

当
た
る
女
性
が
統
率
し
、
仕
事
を
急
か
す
の
に
鞭
で
脅
す
こ
と
さ
え
あ
る

ル
ナ
と
丁
々
発
止
の
や
り
取
り
を
し
な
が
ら
仕
事
を
進
め
て
い
く
場
面

が
何
度
も
出
て
く
る
。
そ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
日
系
移
民
女
性
の
労

働
に
取
り
組
む
際
の
主
体
的
な
協
働
性
で
あ
っ
て
、
決
し
て
労
働
や
生
活

に
お
け
る
艱
難
辛
苦
だ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
従
属
性
や
従
順
さ
と
い
っ
た

家
父
長
制
の
犠
牲
者
と
い
っ
た
面
だ
け
で
も
な
い
。

　

そ
れ
を
と
り
わ
け
象
徴
的
に
示
す
の
は
、
女
性
た
ち
が
昼
食
を
取
る
た

め
に
仕
事
の
手
を
休
め
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
の
閑
地
に
車
座
に
な
っ
て
子
ど

も
た
ち
の
面
倒
を
見
な
が
ら
、
新
聞
に
載
っ
て
い
る
「
駆
け
落
ち
」
の
ゴ

シ
ッ
プ
話
に
打
ち
興
じ
る
シ
ー
ン
だ
ろ
う
。
一
見
、
何
の
変
哲
も
な
く
見

え
る
光
景
な
の
だ
が
、
野
良
仕
事
に
従
事
す
る
ア
ジ
ア
系
の
女
性
た
ち
が

こ
ん
な
に
も
楽
し
そ
う
に
交
歓
す
る
場
面
を
合
衆
国
の
商
業
映
画
で
は

管
見
に
し
て
見
た
こ
と
が
な
い
。
多
重
的
な
意
味
で
本
来
的
で
な
い
と
否

定
的
に
見
ら
れ
て
き
た
ア
ジ
ア
系
移
民
女
性
の
労
動
が
生

サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル

存
の
手
段
で

は
な
く
、
協
働
す
る
生ラ

イ
フの

在
り
よ
う
と
し
て
活
き
活
き
と
描
か
れ
て
い
る
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の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
移
民
労
働
者
で
あ
る
以
上
、
彼
女
た
ち
は
好
機
が

あ
れ
ば
い
つ
で
も
ど
こ
に
で
も
移
住
す
る
可
能
性
を
持
つ
流
動
的
な
存

在
で
も
あ
る

25
。
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
そ
の
協
働
性
は
か
け
が
え
の
な
い
も

の
で
あ
り
、
仲
間
の
ヤ
ヨ
イ
が
ホ
ノ
ル
ル
で
商
売
を
始
め
る
た
め
に
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
離
れ
る
際
に
皆
で
送
り
出
す
シ
ー
ン
や
ホ
ノ
ル
ル
に

行
っ
た
ヤ
ヨ
イ
の
こ
と
が
ホ
レ
ホ
レ
節
で
切
な
く
歌
わ
れ
る
場
面
が
挿

入
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
日
系
移
民
女
性
た
ち
の
交
歓
を
描
く

こ
の
場
面
が
、
主
人
公
の
リ
ヨ
は
も
ち
ろ
ん
特
定
の
誰
か
だ
け
を
強
調
す

る
こ
と
な
く
、
女
性
た
ち
全
員
が
常
に
フ
レ
ー
ム
に
納
ま
る
よ
う
に
し
て

引
き
気
味
の
カ
メ
ラ
で
水
平
な
視
点
か
ら
撮
ら
れ
て
い
る
の
も
、
あ
る
個

人
の
名
に
お
い
て
記
録
さ
れ
る
よ
う
な
特
権
的
な

0

0

0

0

歴
史
で
は
な
く
、
日
系

移
民
女
性
た
ち
の
存
在
を
そ
の
協
働
性
に
お
い
て
描
く
こ
と
が
こ
の
映

画
の
目
的
で
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
女
性
た
ち
の
交
歓
の
場
面
は
、
リ
ヨ
に
と
っ
て
の

参イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

加
儀
式
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。
会
話
の
途
中
で
ム
カ
デ
が
リ
ヨ
の

服
に
入
り
込
ん
で
大
騒
ぎ
に
な
り
、
皆
が
手
を
貸
し
て
ム
カ
デ
を
服
か
ら

は
た
き
出
す
と
、
ル
ナ
の
ア
ン
ト
ン
が
落
馬
し
た
の
だ
と
思
っ
て
踏
み
潰

せ
と
い
う
声
が
ヤ
ヨ
イ
か
ら
上
が
っ
て
、
リ
ヨ
は
怒
り
と
と
も
に
何
度
も

ム
カ
デ
を
踏
み
つ
け
、
皆
が
手
を
叩
い
て
大
笑
い
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

そ
れ
ま
で
農
作
業
に
も
慣
れ
ず
、
ア
ン
ト
ン
に
怯
え
る
ば
か
り
だ
っ
た
リ

ヨ
が
、
自
分
の
意
思
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
で
皆
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
仲

間
と
な
る
契
機
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
映
画
は
、
両
親

の
死
に
負
い
目
を
持
っ
た
横
浜
育
ち
の
「
シ
テ
ィ
・
ガ
ー
ル
」
が
肩
身
の

狭
い
日
本
を
離
れ
、
様
々
な
困
難
に
出
会
い
な
が
ら
成
長
し
て
大
人
に
な

り
、
と
も
に
生
き
る
相
手
を
見
つ
け
て
ハ
ワ
イ
と
い
う
場
で
新
た
な
生
を

踏
み
出
す
と
い
う
一
人
の
日
系
移
民
少
女
の
成

ビ
ル
ド
ゥ
ン
グ
ス
ロ
マ
ン

長
譚
で
も
あ
る
。
実

際
、
そ
の
成
長
は
、
映
画
の
終
盤
で
ハ
ワ
イ
に
定
住
す
る
こ
と
を
選
ん
だ

リ
ヨ
が
ホ
レ
ホ
レ
節

─
「
ホ
レ
ホ
レ
」
と
は
ハ
ワ
イ
語
で
サ
ト
ウ
キ
ビ

の
枯
れ
葉
を
手
作
業
で
掻
き
落
と
し
て
い
く
作
業
の
こ
と
で
、
ホ
レ
ホ
レ

節
と
は
日
系
移
民
が
こ
う
し
た
作
業
を
し
な
が
ら
、
自
分
の
日
々
の
生
活

や
問
題
、
心
情
や
感
慨
と
い
っ
た
も
の
を
即
興
で
歌
詞
に
し
て
歌
う
労
働

歌
、
民
謡
の
こ
と
で
あ
る

26

─
を
自
ら
歌
い
始
め
る
こ
と
で
示
さ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
で
生
き
生
き
と
し
て
見
え
る
交
歓
の

場
面
で
も
、
先
に
述
べ
た
歴
史
性

0

0

0

は
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
女
性

た
ち
が
噂
話
に
花
を
咲
か
せ
る
新
聞
の
「
駆
け
落
ち
」
記
事
は
、
写
真
結

婚
の
あ
っ
た
時
代
に
邦
字
新
聞
を
賑
わ
し
て
い
た
話
題
だ
っ
た
が
、
日
系

移
民
女
性
に
と
っ
て
ゴ
シ
ッ
プ
以
上
の
意
味
を
持
つ
、
い
わ
ば
移
民
生
活

の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
写
真
花
嫁

と
し
て
渡
米
し
て
き
た
女
性
の
多
く
は
、
家
事
や
子
供
の
世
話
に
加
え
て

外
で
も
働
く
と
い
う
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
て
い
た
が
、
夫
の
多
く
は

一
九
世
紀
後
半
の
近
代
天
皇
制
確
立
期
の
き
わ
め
て
父
権
的
な
教
育
と

価
値
観
で
育
っ
た
た
め
に
、
そ
う
し
た
女
性
の
あ
り
方
を
自
明
視
し
て
い

た
。
一
方
、
女
性
た
ち
は
夫
に
比
べ
て
相
当
若
い
う
え
に
、
す
で
に
大

正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
訪
れ
て
い
た
時
代
に
自
己
形
成
し
て
い
た
こ
と
も

あ
っ
て
（
実
際
、
当
時
の
邦
字
新
聞
で
は
日
系
移
民
男
性
の
女
性
に
対
す
る
振

る
舞
い
や
考
え
方
が
旧
時
代
的
だ
と
し
て
女
性
た
ち
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
た
）、

夫
婦
の
間
で
は
す
れ
違
い
や
問
題
が
生
じ
る
こ
と
は
珍
し
く
な
く
、
進
退

の
窮
ま
っ
た
女
性
の
な
か
に
は
他
の
男
性
と
「
駆
け
落
ち
」
す
る
者
が
出

た
の
で
あ
る
（
単
独
で
は
逃
げ
よ
う
に
も
逃
げ
ら
れ
な
か
っ
た
）。
し
か
し
現

実
の
日
系
移
民
の
離
婚
率
は
か
な
り
低
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

27
、
こ
う
し
た
「
駆
け
落
ち
」
が
事
件
と
し
て

0

0

0

0

0

繰
り

返
し
記
事
に
な
っ
た
の
は
、
ユ
ウ
ジ
・
イ
チ
オ
カ
が
言
う
よ
う
に
、
ゴ
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シ
ッ
プ
記
事
で
販
売
拡
大
を
狙
う
新
聞
社
の
思
惑
と
そ
う
し
た
記
事
を

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
統
制
の
手
段
に
し
た
い
日
本
人
会
に
代
表
さ
れ
る
移
民

組
織
の
利
害
と
が
一
致
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
実
際
、
新
聞
記
事
や

捜
査
広
告
に
は
写
真
と
名
前
が
掲
載
さ
れ
、
通
報
者
に
は
賞
金
が
出
る
こ

と
も
あ
っ
た
し
、
こ
う
し
て
見
つ
け
出
さ
れ
た
女
性
は
「
不
貞
者
」
の
烙

印
を
押
さ
れ
、
男
女
の
二
人
は
日
系
移
民
社
会
か
ら
追
放
さ
れ
る
こ
と
さ

え
あ
っ
た
の
だ

28
。

　

こ
う
し
た
日
系
移
民
（
史
）
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
面
は
他
に
も
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
リ
ヨ
と
の
仲
が
う
ま
く
い
か
な
い
マ
ツ
ジ
が
賭

場
に
行
き
、
そ
こ
で
働
く
女
性
と
言
葉
を
交
わ
し
な
が
ら
酒
を
飲
む
シ
ー

ン
が
あ
る
が
、日
系
移
民
社
会
に
と
っ
て
賭
博
と
飲
酒
は
大
き
な
問
題
だ
っ

た
。も
と
も
と
雇
用
主
が
純
粋
に
労
働
力
だ
け
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
あ
っ

て
、
労
働
移
民
の
大
半
は
壮
年
期
の
独
身
の
男
性
た
ち
で
あ
り

29
、
農
園

や
炭
鉱
が
主
な
労
働
場
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
満
足
な
娯
楽
も
な
い
移
民

男
性
た
ち
に
は
賭
博
と
大
酒
と
が
広
が
っ
て
い
た
が
、
特
に
賭
博
は
一
攫

千
金
の
夢
も
あ
っ
て
の
め
り
こ
ん
で
身
を
持
ち
崩
す
者
も
多
く
、
移
民
社

会
で
は
問
題
視
さ
れ
て
邦
字
新
聞
で
も
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

た
30

。
そ
し
て
賭
博
は
売
買
春
と
い
わ
ば
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
も
い
た
。
そ

も
そ
も
一
九
世
紀
に
ア
メ
リ
カ
本
土
や
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
日
本
人
移
民

女
性
の
過
半
数
が
セ
ッ
ク
ス･

ワ
ー
カ
ー
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、

資
料
が
乏
し
い
た
め
統
計
的
な
数
字
で
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
だ

が
、
前
借
金
や
甘
言
に
よ
る
人
身
売
買
め
い
た
形
で
の
渡
米
も
少
な
く
な

か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

31
。
ハ
ワ
イ
の
場
合
、
給
料
が
支
払
わ

れ
る
週
末
に
な
る
と
、
ホ
ノ
ル
ル
か
ら
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
キ
ャ
ン
プ

ま
で
賭
博
師
と
男
性
の
相
手
を
す
る
女
性
た
ち
が
商
売
の
た
め
に
訪
れ

て
い
た
と
い
う

32
。
映
画
で
も
、賭
場
で
働
く
女
性
た
ち
が
荷
馬
車
に
乗
っ

て
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
訪
れ
て
賭
場
の
開
帳
を
宣
伝
し
て
回
り
、
声
を

か
け
ら
れ
て
鼻
の
下
を
延
ば
す
マ
ツ
ジ
を
リ
ヨ
が
い
た
た
ま
れ
な
さ
そ

う
に
見
つ
め
る
場
面
が
あ
る
。
映
画
内
で
は
（
お
そ
ら
く
現
実
で
も
）
リ

ヨ
を
は
じ
め
と
す
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
働
く
移
民
女
性
と
交
差
す

る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
賭
場
で
働
く
女
性
た
ち
も
ま

た
、
こ
の
映
画
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
「
旅
す
る
女
性
た
ち
」
の
一
員
で
は

あ
っ
た
の
だ
。

　

日
系
移
民
の
定
住
度
が
増
す
に
つ
れ
て
移
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成

さ
れ
、
映
画
に
も
出
て
く
る
盆
踊
り
や
映
画
上
映
と
い
っ
た
様
々
な
行
事

や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
始
ま
っ
た
が
、
ハ
ワ
イ
の
場
合
、
こ
う
し
た
行

事
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
よ
り
賃
金
の
高
い
米
本
土
へ
流
出
す
る
移

民
た
ち
を
引
き
止
め
る
こ
と
を
目
的
に
、
労
働
条
件
や
生
活
環
境
の
改
善

の
一
環
と
し
て
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
が
支
援
あ
る
い
は
導
入
し
た
も
の
で

あ
る
。
マ
ツ
ジ
と
リ
ヨ
の
住
居
は
先
述
し
た
よ
う
に
掘
っ
立
て
小
屋
で
は

あ
る
に
し
て
も
、
個
々
人
が
独
立
し
た
家
に
住
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
が
移
民
の
流
失
を
防
ぐ
た
め
に
講
じ
た
生
活
環
境

改
善
策
に
よ
る
も
の
で
、
十
全
な
も
の
か
ら
は
程
遠
か
っ
た
と
は
い
え
、

そ
れ
ま
で
の
凄
惨
な
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
生
活
環
境
は
ず
い
ぶ
ん
改

善
さ
れ
た
の
だ
っ
た

33
。
実
際
、
映
画
で
も
、
マ
ツ
ジ
よ
り
年
齢
の
若
い

カ
ン
ザ
キ
と
妻
で
あ
る
カ
ナ
は
家
族
ご
と
キ
ャ
ン
プ
で
集
団
生
活
を
し

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
む
ず
か
る
子
ど
も
を
あ
や
す
た
め
に
あ
る

い
は
夫
カ
ン
ザ
キ
と
の
セ
ッ
ク
ス
に
も
キ
ャ
ン
プ
を
出
て
サ
ト
ウ
キ
ビ

畑
の
灌
漑
路
傍
の
閑
地
で
夜
を
過
ご
す
様
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

な
お
、サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
で
上
映
さ
れ
る
無
声
の
チ
ャ
ン
バ
ラ
映
画
（『
血

煙
高
田
の
馬
場
』）
の
弁
士
を
三
船
敏
郎
が
演
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
米
国

の
シ
ネ
ア
ス
ト
が
敬
愛
を
示
す
よ
う
な
意
味
で
の
映
画
史
的
な
オ
マ
ー
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ジ
ュ
で
も
な
け
れ
ば
、
一
九
八
〇
年
代
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
シ
ョ
ー
グ

ン
』
へ
の
出
演
で
一
気
に
米
国
で
の
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
た
日

本
人
の
サ
ム
ラ
イ
映
画
ス
タ
ー
の
参
照
に
留
ま
る
も
の
で
も
な
く
、
日
系
0

0

ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

象
徴
的
な
映
画
史
的
記
憶
と
で
も
い
う
べ
き

も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
三
船
敏
郎
が
米
国
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の

は
、
一
九
五
一
年
に
ヴ
ェ
ネ
チ
ア
映
画
祭
で
グ
ラ
ン
プ
リ
を
取
っ
た
黒
澤

明
監
督
の
『
羅
生
門
』（
一
九
五
〇
）
を
Ｒ
Ｋ
Ｏ
が
東
宝
か
ら
配
給
権
を
買

い
取
っ
て
全
米
で
上
映
し
て
ヒ
ッ
ト
さ
せ
た
か
ら
だ
が
（
一
九
五
一
年
の

ア
カ
デ
ミ
ー
賞
名
誉
賞
を
受
賞
）、
一
九
五
一
年
当
時
、
日
本
は
ま
だ
敗
戦

国
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
占
領
下
に
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
戦
争
中
に
敵
性
外

国
人
と
し
て
強
制
退
去
・
強
制
収
容
さ
れ
た
本
土
の
一
二
万
人
近
い
日
系

人
は
破
壊
さ
れ
た
戦
前
の
生
活
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
よ
う
や
く
立
て
直

し
始
め
て
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
（
し
か
し
こ
の
時
点
で
は
一
世
は
ま
だ
帰

化
不
能
外
国
人
で
あ
り
、
土
地
を
所
有
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
日
系
人
に
対
す

る
反
感
や
排
外
主
義
は
い
ま
だ
強
か
っ
た
）。
そ
う
し
た
時
期
に
日
本
の
映

画
、
日
本
人
の
映
画
監
督
、
日
本
人
の
俳
優
が
合
衆
国
で
評
価
さ
れ
、
以

降
、
ク
ロ
サ
ワ
と
ミ
フ
ネ
が
誰
に
で
も
知
ら
れ
る
世
界
的
な
サ
ム
ラ
イ
映

画
の
イ
コ
ン
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
の
意
味
は
、
日
系
人
に
と
っ
て
決
し

て
小
さ
な
も
の
で
は
な
い
（
映
画
で
弁
士
役
の
三
船
敏
郎
が
呼
び
か
け
る
二

人
の
小
さ
な
男
の
子
の
名
前
が
「
ア
キ
ラ
」
と
「
ト
シ
ロ
ウ
」
で
あ
る
の
は
さ

す
が
に
ユ
ー
モ
ア
以
上
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
…
…
）。

　
記
憶
の
再
分
節

　

こ
れ
ま
で
『
ピ
ク
チ
ャ
ー
ブ
ラ
イ
ド
』
で
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る

こ
と
を
前
提
に
、
主
人
公
の
記
憶
に
社
会
的
背
景
を
外
挿
し
つ
つ
、
実
証

的
に
記
憶
を
た
ど
り
直
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
映

画
は
、
そ
う
し
た
手
続
き
を
通
し
て
日
系
移
民
の
主
体
性
を
も
再
分
節
し

て
み
せ
て
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
耕
地
労
働
者
に
給
料
が
支
払
わ
れ
る
際
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
系
労
働
者
が
同
じ
労
働
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
日
系
労
働

者
よ
り
も
賃
金
が
安
い
こ
と
に
不
満
を
漏
ら
す
と
、
カ
ン
ザ
キ
が
唾
を
吐

き
な
が
ら
「
俺
た
ち
の
方
が
働
き
が
い
い
か
ら
さ
」
と
言
い
放
ち
、
両
者

が
殴
り
合
い
に
な
り
か
け
て
マ
ツ
ジ
が
間
に
入
っ
て
止
め
る
シ
ー
ン
が
あ

る
（
プ
ラ
ン
タ
ー
は
労
働
者
の
分
断
と
支
配
の
た
め
に
労
働
キ
ャ
ン
プ
を
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
別
に
し
、
賃
金
や
待
遇
に
格
差
を
つ
け
て
い
た
）。
支
配
層
で
あ
る

ハ
オ
リ
と
の
関
係
に
お
い
て
は
人
種
主
義
の
被
害
者
で
あ
る
日
系
移
民

も
、
人
種
秩
序
に
組
み
込
ま
れ
た
が
故
に
加
害
者(

レ
イ
シ
ス
ト)

と
し
て

存
在
し
た
こ
と
が
こ
こ
で
は
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鞭
で
労
働
者
を

脅
す
こ
と
を
見
咎
め
ら
れ
、
時
代
が
違
う
と
農
園
主
の
パ
イ
パ
ー
に
た
し

な
め
ら
れ
た
ル
ナ
の
ア
ン
ト
ン
が
、「
ハ
ワ
イ
に
来
て
十
ヶ
月
の
あ
ん
た

に
何
が
分
か
る
。
俺
は
二
〇
年
い
る
ん
だ
。
な
ぜ
あ
ん
た
が
農
園
主
に
な

れ
て
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
は
な
れ
な
い
の
か
わ
か
る
か
。
そ
れ
は
あ
ん
た
が

ハ
オ
リ
だ
か
ら
さ
。」
と
パ
イ
パ
ー
に
言
い
返
す
場
面
が
あ
る
。
ハ
オ
リ

に
な
れ
る
白
人
と
な
れ
な
い
白
人
の
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
わ
け

だ
が
、
米
国
か
ら
来
た
宣
教
師
や
プ
ラ
ン
タ
ー
と
は
違
っ
て
、
ポ
ル
ト
ガ

ル
系
移
民
は
基
本
的
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
耕
地
労
働
者
と
し
て
ハ
ワ

イ
に
移
住
し
て
き
た
が
ゆ
え
に
、
労
働
者
と
し
て
は
相
対
的
に
は
高
賃
金

で
高
い
地
位
に
就
く
こ
と
は
で
き
た
も
の
の
支
配
層
の
ス
テ
イ
タ
ス
を
獲

得
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
た
め
非
白
人
の
移
民
労
働
者
か
ら
も
ハ
オ
リ

と
は
見
な
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
白
人
で
あ
っ
た

34
。
つ
ま
り
ハ
ワ
イ

の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
産
業
へ
の
関
与
の
仕
方
が
作
り
上
げ
て
い
た
ハ

ワ
イ
の
人
種
秩
序
は
、
白
人
と
非
白
人
を
峻
別
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
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白
人
や
非
白
人
の
な
か
に
も
人
種
主
義
的
な
階
梯
を
作
り
上
げ
、
日
系
移

民
の
人
種
意
識
も
大
日
本
帝
国
の
人
種
秩
序
を
背
景
に
し
て
そ
の
秩
序

に
組
み
込
ま
れ
た
の
で
あ
る

35
。

　

そ
し
て
ま
た
こ
の
移
住
者
た
ち
の
人
種
秩
序
は
、
先
住
者
を
疎
外
す
る

こ
と
で
成
り
立
っ
て
も
い
た
。
映
画
で
先
住
ハ
ワ
イ
人
が
出
て
く
る
の
は

一
箇
所
で
、
両
親
が
当
時
死
病
と
さ
れ
て
い
た
結
核
（
肺
病
）
で
死
ん
だ

こ
と
を
告
白
し
た
も
の
の
、
マ
ツ
ジ
に
受
け
止
め
て
も
ら
え
な
い
こ
と
に

耐
え
か
ね
て
家
を
飛
び
出
し
た
リ
ヨ
が
カ
イ
ア
ル
ア
の
海
岸
ま
で
た
ど

り
着
く
と
、
砂
浜
で
網
漁
を
し
て
い
る
先
住
ハ
ワ
イ
人
の
男
性
に
話
し
か

け
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
先
住
ハ
ワ
イ
人
男
性
は
、
リ
ヨ
を
先
住
ハ

ワ
イ
人
の
娘ワ

ヒ
ネだ

と
思
っ
た
と
言
い
な
が
ら
、
リ
ヨ
か
ら
日
本
人
だ
と
聞
か

さ
れ
る
と
「
ワ
ヒ
ネ
は
そ
っ
ち
で
は
働
か
な
い
。
自
分
も
五
年
働
い
て

やパ

ウ
め
た
」
と
ハ
ワ
イ
語
を
交
え
て
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
作
業
に
戻
る
と
い
う

ご
く
短
い
シ
ー
ン
な
の
だ
が
、
先
住
ハ
ワ
イ
人
と
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
移

民
労
働
者
と
の
断
絶
が
こ
こ
に
は
折
り
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

　

ハ
ワ
イ
が
多
民
族
社
会
に
な
っ
た
の
は
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
急
激
に

発
展
・
拡
大
し
た
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
運
営
の
た
め

に
、
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
が
文
字
通
り
世
界
各
地
か
ら
移
民
労
働
者
を
呼

び
寄
せ
た
こ
と
に
よ
る
（
一
定
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
偏
ら
な
い
よ
う
に
し
た

の
は
労
働
者
を
分
断
し
、
支
配
す
る
た
め
だ
っ
た
）。
ハ
ワ
イ
諸
島
に
は
先
住

民
族
が
い
た
が
、
欧
米
か
ら
入
っ
た
感
染
症
や
病
原
菌
の
た
め
に
、
キ
ャ

プ
テ
ン
・
ク
ッ
ク
が
ハ
ワ
イ
諸
島
に
到
達
す
る
一
七
七
八
年
以
前
に
は

三
〇
万
か
ら
三
五
万
と
見
積
も
ら
れ
る
そ
の
人
口
は
（
一
三
万
や
八
〇
万

と
い
う
説
も
あ
る
）、
一
八
五
三
年
に
は
約
七
万
三
千
人
程
度
に
ま
で
減
少

し
て
い
た
し
、
一
九
世
紀
前
半
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
砂
糖
産
業
で
要
求
さ

れ
る
過
酷
で
搾
取
の
激
し
い
労
働
に
文
化
的
に
適
応
し
に
く
か
っ
た
こ

と
や
、
近
代
化
に
伴
い
伝
統
的
な
自
給
自
足
的
生
活
形
態
が
崩
壊
す
る
一

方
、
ハ
ワ
イ
の
砂
糖
産
業
で
は
酷
使
・
搾
取
さ
れ
る
こ
と
か
ら
よ
り
高
い

賃
金
を
求
め
て
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
の
流
出
が
続
い
て
い
た
た
め
に
、
急

速
に
拡
大
す
る
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
労
働
力
と
し
て
は
質
的
に
も
量

的
に
も
不
十
分
だ
と
プ
ラ
ン
タ
ー
た
ち
か
ら
判
断
さ
れ
て
い
た
。
こ
う

し
て
一
九
世
紀
後
半
か
ら
移
民
の
流
入
が
増
大
し
た
結
果
、
一
八
五
三

年
に
は
先
住
ハ
ワ
イ
人
を
祖
先
に
持
つ
者
は
ハ
ワ
イ
人
口
の
九
七･

一
％

で
あ
っ
た
の
が
、
一
八
九
〇
年
に
は
四
五･

一
％
、
一
九
二
〇
年
に
は

一
六･

三
％
に
ま
で
減
少
し
た
。
一
方
、
日
系
人
の
人
口
は
一
八
九
〇

年
で
一
四
％
、
一
九
二
〇
年
に
は
ハ
ワ
イ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
と
し
て

は
最
大
の
四
二･

七
％
を
占
め
る
ま
で
に
な
っ
て
い
た
（
全
人
口
は
約

二
五
万
六
千
人
で
、白
人
系
は
七･

七
％
）

36
。
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世

紀
前
半
に
か
け
て
の
多
民
族
社
会
形
成
期
の
ハ
ワ
イ
で
は
、
イ
ヴ
リ
ン
・

グ
レ
ン
・
ナ
カ
ノ
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
支
配
層
／
白
人
／
ア
メ
リ
カ
人

と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
ハ
オ
リ
と
、
そ
の
反
措
定
と
し
て
労

働
者
層
／
非
白
人
／
帰
化
不
能
外
国
人
と
見
な
さ
れ
る
日
系
と
い
う
異

種
婚
を
嫌
う
き
わ
め
て
同
質
性
の
高
い
二
つ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
軸
と

な
る
こ
と
で
人
種
秩
序
が
編
成
さ
れ
、
先
住
ハ
ワ
イ
人
は
ハ
ワ
イ
政
治
の

当
事
者
の
位
置
か
ら
周
縁
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る

37
。

　

た
だ
し
、
こ
う
し
た
人
種
的
な
分
断
を
越
え
る
出
来
事
を
描
こ
う
と
し

た
片
鱗
が
こ
の
映
画
に
は
う
か
が
え
る
。
十
分
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
の

で
分
か
り
に
く
い
が
、
一
九
二
〇
年
の
大
規
模
な
労
働
ス
ト
ラ
イ
キ
（
第

二
オ
ア
フ
大
争
議
）
の
準
備
に
つ
い
て
日
系
移
民
男
性
た
ち
の
話
し
合
う

場
面
や
マ
ツ
ジ
が
リ
ヨ
に
ス
ト
ラ
イ
キ
用
の
カ
ン
パ
を
求
め
る
場
面
が

描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
第
二
オ
ア
フ
大
争
議
は
、
一
九
〇
八
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年
の
第
一
オ
ア
フ
争
議
が
日
系
移
民
だ
け
の
非
組
織
的
な
ス
ト
ラ
イ
キ

で
あ
っ
た
の
と
は
違
っ
て
、
九
〇
〇
〇
人
の
日
系
移
民
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
系

移
民
と
が
計
画
的
に
起
こ
し
た
も
の
で
（
映
画
で
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
系
労
働
者

と
の
連
携
が
話
題
に
な
る
）、
開
始
後
に
は
限
ら
れ
た
数
で
は
あ
っ
た
も
の

の
そ
の
他
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
労
働
者
も
加
わ
っ
た
の
だ
っ
た
。
プ
ラ
ン

タ
ー
の
苛
烈
な
抑
圧
と
労
働
者
側
の
様
々
な
問
題
か
ら
最
終
的
に
は
労

働
者
た
ち
の
無
条
件
職
場
復
帰
と
い
う
敗
北
に
終
わ
り
、
日
系
移
民
の
プ

ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
労
働
か
ら
の
離
脱
を
促
進
さ
せ
た
も
の
で
は
あ
っ
た

が
、
こ
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
一
定
の
賃
金
や
生
活
条
件
を
プ
ラ
ン
タ
ー
に
改

善
さ
せ
、
何
よ
り｢

分
断
と
支
配
」
に
よ
る
移
民
労
働
者
の
搾
取
に
対
し

て
労
働
者
た
ち
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
（
人
種
秩
序
）
を
越
え
て
連
帯
し
た
画

期
的
な
運
動
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
事
件
で
、
女
性
労
働
者
の
大
半
を
占
め

て
い
た
日
系
移
民
女
性
の
関
与
と
貢
献
の
点
か
ら
し
て
も
特
筆
さ
れ
る

出
来
事
で
あ
っ
た

38
。
お
そ
ら
く
映
画
で
は
こ
の
第
二
オ
ア
フ
大
争
議
を

人
種
の
壁
を
超
え
た
労
働
者
の
連
帯
と
労
働
に
お
け
る
女
性
の
主
体
性

の
象
徴
と
し
て
取
り
上
げ
る
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る

が
、（
お
そ
ら
く
は
予
算
の
都
合
上
）
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
は
十
分
展
開
さ
れ
ず
、

先
述
し
た
よ
う
な
男
性
た
ち
が
相
談
す
る
場
面
と
マ
ツ
ジ
が
リ
ヨ
に
カ

ン
パ
の
供
出
を
求
め
る
場
面
、
そ
し
て
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
で
働
く
女
性
た
ち

が
も
う
じ
き
ス
ト
ラ
イ
キ
を
や
っ
て
ル
ナ
を
馬
か
ら
落
と
し
て
や
る
と

ホ
レ
ホ
レ
節
で
歌
う
こ
と
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
記
憶
の
再
分
節
は
日
系
人
の
人
種
関
係
と
同
時
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー

関
係
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
カ
ナ
は
顔
に
痣
を
つ
く
る
こ
と
が

あ
っ
て
夫
の
カ
ン
ザ
キ
に
暴
力
を
振
る
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
理
由
を
リ
ヨ
に
訊
か
れ
て
カ
ナ
は
次
の
よ
う
に
答
え

る
。
船
を
下
り
て
初
め
て
会
っ
た
カ
ン
ザ
キ
は
、
周
り
も
羨
む
ほ
ど
ハ
ン

サ
ム
で
、
や
さ
し
く
、
き
ち
ん
と
し
て
い
た
の
が
、
す
ぐ
に
意
地
悪
に
な
っ

た
。
ず
っ
と
働
き
尽
め
だ
っ
た
け
れ
ど
、
大
丈
夫
、
私
は
強
い
か
ら
と
言

う
と
、
カ
ン
ザ
キ
は
お
前
は
働
き
す
ぎ
る
と
言
い
、
私
が
働
か
な
い
で
ど

う
や
っ
て
熊
本
に
錦
を
飾
る
の
と
問
い
返
す
と
カ
ン
ザ
キ
は
も
っ
と
怒
っ

た
だ
け
だ
っ
た
。
一
方
、
マ
ツ
ジ
と
カ
ン
ザ
キ
が
酔
っ
払
っ
て
サ
ト
ウ
キ

ビ
畑
に
座
り
込
ん
で
話
し
込
む
場
面
で
は
、
お
前
は
田
舎
育
ち
の
嫁
さ
ん

が
い
て
い
い
と
羨
ま
し
が
る
マ
ツ
ジ
に
、
カ
ン
ザ
キ
は
英
語
と
日
本
語
交

え
な
が
ら
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
カ
ナ
は
俺
に
は
で
き
す
ぎ
だ
。
カ
ナ
を

見
る
た
び
に
腹
が
立
つ
ん
だ
よ
。
哀
し
そ
う
な
目
を
し
や
が
っ
て
…
…
。

こ
の
後
カ
ン
ザ
キ
は
立
小
便
を
し
な
が
ら
思
っ
て
い
た
通
り
だ
と
サ
ト

ウ
キ
ビ
畑
を
の
の
し
り
、
マ
ツ
ジ
か
ら
ハ
ワ
イ
に
来
ら
れ
た
の
は
ラ
ッ

キ
ー
で
、
日
本
に
い
て
も
稗
や
粟
ば
か
り
作
っ
て
い
た
だ
け
だ
と
言
い
返

さ
れ
る
。
こ
の
カ
ン
ザ
キ
と
カ
ナ
の
関
係
を
通
じ
て
示
さ
れ
て
い
る
の

は
、
家
父
長
的
な
暴
力
の
裏
に
あ
る
移
民
一
世
男
性
の
挫
折
で
あ
り
、
そ

こ
か
ら
生
じ
る
抑
圧
移
譲
の
あ
り
方
だ
ろ
う
。

　

当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
移
民
史
は
決
し
て
サ
ク
セ
ス･

ス
ト
ー
リ
ー

で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
成
功
が
語
ら
れ
も
す
る
が
、
そ
れ
が
語
ら
れ
る
価

値
を
持
つ
の
は
「
成
功
」
し
て
い
な
い
者
の
方
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
映

画
の
カ
ン
ザ
キ
は
「
成
功
」
し
て
い
な
い
移
民
一
世
の
例
で
あ
る
。
夢
を

抱
き
、
期
待
す
ら
受
け
て
一
花
咲
か
せ
る
た
め
に
移
民
し
て
き
た
も
の

の
、
過
酷
な
労
働
に
追
わ
れ
る
ば
か
り
で
生
活
は
一
向
に
楽
に
な
ら
な

い
。
も
ち
ろ
ん
相
対
的
に
で
は
あ
れ
、
日
本
に
い
る
と
き
よ
り
は
高
い

賃
金
で
働
き
、
社
会
資
本
が
整
備
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
る
か
ら
暮
ら
し

ぶ
り
も
ま
し
に
は
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
市
民
権
は
お

ろ
か
帰
化
の
権
利
も
持
て
ぬ
ま
ま
搾
取
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
考
え
て
い

た
よ
う
に
は
金
を
稼
ぐ
こ
と
も
貯
め
る
こ
と
も
で
き
ず
、
故
郷
は
遠
い
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存
在
に
な
っ
て
い
く
。
も
と
も
と
文
化
資
本
を
持
た
な
い
か
ら
労
働
移

民
と
し
て
渡
来
し
た
と
こ
ろ
に
、
市
民
権
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
専
門

職
の
よ
う
な
賃
金
の
高
い
職
業
に
就
く
こ
と
は
法
的
に

0

0

0

禁
じ
ら
れ
て
い

て
39

、
社
会
上
昇
の
可
能
性
は
限
り
な
く
狭
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た

状
況
が
き
つ
い
仕
事
に
耐
え
て
働
く
意
欲
や
も
と
も
と
持
っ
て
い
た
志

を
日
々
奪
っ
て
い
く
の
だ
が
、
家
庭
を
維
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、

何
よ
り
家
族
は
き
つ
い
労
働
に
耐
え
て
移
民
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
拠

り
所
で
も
あ
る
。
妻
は
そ
の
状
況
が
分
か
る
か
ら
自
分
が
よ
り
よ
く
働

く
こ
と
で
期
待
を
つ
な
げ
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
夫
は
そ
の
期
待
に
応

え
ら
れ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
自
尊
心
を
維
持
で
き
な

く
な
り
、
外
で
は
既
定
の
人
種
秩
序
を
内
面
化
し
て
下
位
に
あ
る
と
見

な
せ
る
者
に
人
種
差
別
を
実
践
し
、家
庭
で
は
父
権
に
訴
え
て
よ
り
ヴ
ァ

ル
ナ
ブ
ル
な
存
在
（
妻
＝
女
性
）
へ
暴
力
を
振
る
う
こ
と
で
自
我
の
安
定

を
図
ろ
う
と
す
る
。
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
男
性
の
典
型
的
な
抑
圧
移
譲
の
構

図
だ
が
、
カ
ン
ザ
キ
の
場
合
、
焼
畑
作
業
で
妻
と
子
ど
も
を
失
っ
て
自

己
憐
憫
す
ら
で
き
な
く
な
り
、
廃
人
状
態
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は

移
民
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
を
完
全
に
喪
っ
た
男
性
の
ひ
と
つ
の
末
路
で

あ
り
、
あ
ま
り
口
端
に
掛
か
る
こ
と
の
な
い
移
民
（
史
）
の
記
憶
の
影
で

も
あ
る
。

記
憶
の
継
承

　

記
憶
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
映
画
の
中
で
、
対
象
化
さ
れ
て
い

る
出
来
事
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
て
い
る
の
か
を
こ
こ
ま
で
見
て

き
た
。
主
体
が
記
憶
と
し
て
形
象
化
し
て
い
る
出
来
事
だ
け
で
な
く
、
そ

の
記
憶
を
構
成
す
る
条
件
で
あ
り
な
が
ら
し
か
し
主
体
の
記
憶
に
お
い

て
は
余
白
と
な
る
出
来
事
を
歴
史
性
と
社
会
関
係
か
ら
批
判
的
に
外
挿

し
て
い
る
こ
と
を
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
論
じ
た
。
こ
こ
で
は
こ
う
し
た

こ
と
の
意
味
を
、
説
話
論
的
な
テ
ー
マ
か
ら
捉
え
返
し
、
当
初
立
て
た
問

い
す
な
わ
ち
こ
の
映
画
に
お
い
て
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
賭
け
ら
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

こ
の
映
画
の
物
語
で
は
「
死
」
が
リ
ヨ
に
と
っ
て
大
き
な
メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
な
っ
て
い
る
。
映
画
の
物
語
が
始
ま
る
の
は
リ
ヨ
の
父
親
の
死
（
葬

式
）
か
ら
で
あ
り
、
写
真
花
嫁
と
し
て
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
の
も
こ
の
父
親

の
死
が
契
機
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
父
母
の
死
が
結
核
に
よ
る
こ
と
を
マ
ツ

ジ
に
告
白
し
た
も
の
の
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
に

耐
え
ら
れ
ず
、
家
を
飛
び
出
し
て
海
岸
を
彷
徨
す
る
リ
ヨ
に
家
に
戻
る
よ

う
言
っ
た
の
は
焼
畑
作
業
で
命
を
落
と
し
た
カ
ナ
の
幽
霊
で
あ
っ
た
。
一

緒
に
日
本
に
帰
り
た
い
と
い
う
リ
ヨ
に
「
日
本
で
誰
か
が
待
っ
て
い
る
と

で
も
？　

そ
れ
よ
り
私
た
ち
を
覚
え
て
い
て
。
仲
間
の
女
の
子
た
ち
を
頼

ん
だ
よ
」
と
カ
ナ
は
応
じ
、
リ
ヨ
は
こ
の
カ
ナ
か
ら
の
言
葉
か
ら
ハ
ワ
イ

で
の
生
活
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
映
画
の
物
語
は
、
死
者

（
祖
先
）
の
霊
を
迎
え
る
盆
行
事
の
日
に
、
互
い
を
受
け
入
れ
た
リ
ヨ
と

マ
ツ
ジ
が
リ
ヨ
の
両
親
と
焼
畑
で
死
ん
だ
カ
ナ
と
そ
の
息
子
ケ
イ
の
名

前
が
書
か
れ
た
灯
籠
を
灌
漑
水
路
に
流
し
て
見
送
る
場
面
で
終
わ
る
。
リ

ヨ
と
こ
う
し
た
死
（
死
者
）
と
の
関
わ
り
は
、
生
者
の
生
が
死
者
の
死
を

糧
に
し
て
い
る
こ
と
、
生
き
て
い
る
者
の
協
働
性
は
生
き
て
い
る
者
の
間

だ
け
で
は
な
く
、
現
存
し
な
い
者
（
死
者
＝
他
者
）
と
も
連
続
し
て
い
る

と
い
う
テ
ー
マ
の
反
映
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
テ
ー
マ
か
ら
す
れ
ば
、
リ

ヨ
が
サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
の
精
霊
た
ち
か
ら
繰
り
返
し
さ
さ
や
き
か
け
ら
れ

て
い
る
の
も
、
直
接
記
憶
に
残
る
こ
と
の
な
い
ハ
ワ
イ
に
生
き
た
前
人
た
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ち
と
の
生
の
連
続
性
の
象
徴
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
テ
ー
マ
は
、
こ
の
映
画
で
採
用
さ
れ
て
い
る
記
憶
の
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
過
去
が
想
起
と
語
り
に
よ
っ
て
分

節
さ
れ
、
現
在
に
現
働
化
さ
れ
る
こ
と
が
記
憶
の
現
れ
る
条
件
で
あ
る
以

上
、
こ
の
想
起
と
語
り
は
、
そ
の
主
体
が
直
接
経
験
し
、
意
識
で
き
る
レ

ベ
ル
を
超
え
た
世
界
と
の
関
係
や
他
者
と
の
関
わ
り
か
ら
な
る
過
去
の

経
験
の
地
平
を
相
即
的
に
立
ち
上
げ
る
。
つ
ま
り
過
去
の
回
顧
は
、
主
体

の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
死
角
や
見
落

し
を
伴
い
、
言
語
化
に
よ
っ
て
実
経
験
が
縮
減
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た

内
在
的
な
水
準
と
は
別
に
、
原
理
的
に
主
体
の
記
憶
の
う
ち
に
対
象
化
さ

れ
え
な
い
過
去
の
地
平
を
そ
の
背
景
に
随
伴
す
る
の
で
あ
る
。
聞ア

ド
レ
シ
ー

き
手
は

語
り
の
な
か
に
あ
る
様
々
な
コ
ー
ド
を
自
ら
の
経
験
と
知
識
を
働
か
せ

て
想
像
的
に
読
み
取
る
こ
と
で
、
語
ら
れ
る
記
憶
の
地
平
を
自
ら
構
築
し

て
、
そ
の
「
他
者
」
の
記
憶
を
理
解
す
る
の
だ
が
、
こ
の
映
画
で
は
物
語

に
お
い
て
仮
構
さ
れ
た
リ
ヨ
の
「
他
者
」
の
記
憶
に
、
単
に
時
代
性
を
表

す
た
め
の
補
完
的
な
知
識
を
織
り
込
む
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
論
じ
て

き
た
よ
う
な
今
日
の
学
識
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
人
種
関
係
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
関
係
、
階
級
関
係
を
批
判
的
に
外
挿
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
写

真
花
嫁
の
表
象
を
再
分
節
す
る
社
会
文
化
的
な
コ
ー
ド
を
物
語
に
込
め
、

観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
が
写
真
花
嫁
の
物
語
を
あ
る
個
人
の
ラ
イ
フ
・
ス
ト
ー

リ
ー
と
し
て
で
は
な
く
、
集
団
的
か
つ
社
会
的
な
歴
史
的
存
在
と
し
て
理

解
す
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
そ
も
そ
も
こ
の
映
画
を
記
憶
の
ナ
ラ

テ
ィ
ヴ
と
し
て
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
過
去
を
ド
ラ
マ
化
し
て
提
示
す
る

方
法
も
取
り
え
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
実
際
、
作
品
の
性
質
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
、
そ

れ
は
十
分
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
映
画
は

こ
う
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
積
極
的
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け

だ
が
、
そ
の
積
極
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
本
論
で
当
初
立
て
た
問

い
す
な
わ
ち
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

答
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　

メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
は
、「
思
い
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と

し
て
存
在
し
続
け
て
い
た
過
去
の
像
［
タ
ブ
ロ
ー
］
を
、
意
識
の
ま
な
ざ

し
の
も
と
に
取
り
戻
す
こ
と
で
は
な
い
。
思
い
出
す
と
は
、
過
去
の
地
平

の
中
に
入
り
込
み
、
重
層
し
た
視
点
を
そ
こ
か
ら
次
々
に
展
開
し
、
そ
れ

を
ま
と
め
あ
げ
る
経
験
が
、
そ
の
時
間
的
な
場
に
お
い
て
、
再
び
生
き
ら

れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が

40
、
想

起
（
思
い
出
す
こ
と
）
が
そ
う
し
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
、「
思
い
出
し
つ
つ

伝
え
る
」
と
い
う
記
憶
の
語
り
は
、
聞ア

ド
レ
シ
ー

き
手
が
そ
の
統
合
的
な
視
点
を
共

有
し
つ
つ
そ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
ト
レ
ー
ス
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の

で
あ
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
映
画
で
は
物
語
の
語ナ

レ
ー
タ
ー

り
手
は
仮
構
的
な
も
の

だ
が
、
こ
の
映
画
が
採
る
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
は
そ
う
し
た
統
合
的
な

視
点
が
仮
構
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
高
齢
に
な
っ
た
「
現
在
」
の
リ

ヨ
か
ら
「
過
去
」
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
で
物
語
が
締
め
く
く
ら
れ
る
映
画

の
ラ
ス
ト
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
リ
ヨ
の
心
象
風
景
に
し
て
過
去
の
経

験
の
地
平
と
も
い
う
べ
き
月
明
か
り
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
風
に
そ
よ
ぐ

サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
が
映
し
出
さ
れ
る
が
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
リ
ヨ
の
視
点
か

ら
そ
の
風
景
を
見
る
た
め
に
、
リ
ヨ
の
過
去
の
地
平
へ
と
入
り
込
み
、
今

ま
で
映
画
の
中
で
展
開
さ
れ
た
出
来
事
を
リ
ヨ
の
記
憶
の
地
平
と
し
て

統
合
し
、
映
画
を
観
て
い
る
時
間
的
な
場
に
お
い
て
、
過
去
の
イ
メ
ー
ジ

が
現
在
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
映
画
の
物
語
で
は
、
リ
ヨ
が
ハ
ワ
イ
へ
移
住
す
る
こ
と
で
生
ま
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れ
た
新
た
な
体
験
と
出
会
い
が
、
過
去
を
対
象
化
し
て
受
け
止
め
る

こ
と
を
可
能
に
し
、
未
来
に
向
か
う
た
め
の
記
憶
の
作
業
へ
と
転
化

さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
は
主
人
公
の
視
点
を
共
有
す
る
こ
と
で

観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
が
仮
構
的
に
行
っ
て
い
る
作
業
で
も
あ
る
。
言
葉
を
換

え
れ
ば
、
新
た
な
旅
と
新
鮮
な
出
会
い
に
よ
っ
て
リ
ヨ
が
手
に
し
た
過

去
に
つ
い
て
の
新
た
な
認
識
が
、
記
憶
の
作
業
を
通
じ
て
リ
ヨ
の
「
経

験
」
を
再
構
成
す
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
ト

レ
ー
ス
す
る
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
の
意
識
で
は
、
米
山
リ
サ
の
言
う
「
再
記
憶

化
（rem

em
oriation

）」
の
プ
ロ
セ
ス
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
再
記
憶

化
と
は
「
過
去
の
『
イ
メ
ー
ジ
の
向
け
ら
れ
た
相
手
が
現
在
で
あ
る
こ
と

を
、
現
在
が
自
覚
』
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
ひ
と
つ
の
社
会
的
実
践

で
あ
る
」

41
。
こ
の
映
画
に
即
し
て
言
え
ば
、
観ア

ド

レ

シ

ー

客
＝
聞
き
手
は
写
真
花

嫁
と
呼
ば
れ
た
女
性
た
ち
の
歴
史
を
現
在
と
の
連
続
性
に
お
い
て
肯
定

し
つ
つ
、
そ
の
肯
定
を
通
じ
て
現
在
の
世
界
と
の
関
わ
り
を
批
判
的
に
捉

え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
こ
そ
、
こ
の
映
画
が
採
っ
た
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
賭
物
な
の
で

あ
る
。

　

一
見
、
こ
の
映
画
は
、
両
親
の
死
に
負
い
目
を
持
つ
日
本
人
女
性
が

ハ
ワ
イ
に
移
民
し
、
困
難
を
乗
り
越
え
て
、
と
も
に
生
き
る
相
手
を
見

つ
け
、
新
し
い
生
活
を
始
め
る
と
い
う
ロ
マ
ン
ス
に
見
え
る
。
し
か
し

そ
の
ロ
マ
ン
ス
は
、
決
し
て
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
収
斂
す
る
矛
盾
や
対

立
の
予
定
調
和
的
な
解
消
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ

そ
う
し
た
矛
盾
や
対
立
を
自
覚
す
る
こ
と
を
通
じ
て
ロ
マ
ン
ス
が
可
能

に
な
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
、
そ
の
矛
盾
や
対
立
の
諸
条
件
の
歴
史

性
や
社
会
性
に
こ
そ
繊
細
な
ま
な
ざ
し
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。「
す
べ
て

が
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
女
性
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
」
と
ハ
ッ

タ
が
呼
ぶ
こ
の
映
画
は
、
記
憶
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
採
用
す
る
こ
と
で
「
過

去
」
に
観
る
者
を
参
入
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
日
系
移
民
女
性
一
世
か
ら
の

記
憶
の
語ア

ド
レ
ス

り
か
け
を
仮
構
し
な
が
ら
、
実
は
、
現
在
に
お
い
て
そ
う
し
た

諸
条
件
と
地
続
き
の
「
現
在
」
を
生
き
る
日
系
の
、
ア
ジ
ア
系
の
女
性

た
ち
が
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
人
々
と
社
会
で
と
も
に
生
き
る
者
た
ち

が
、
現
在
の
位
置
を
確
か
め
る
た
め
に
「
他
者
」
で
あ
る
前
人
の
記
憶
に

取リ

ア

ド

レ

ス

り
組
み
直
し
、
時
空
を
超
え
た
協
働
性
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
、
未
来

に
向
け
て
呼リ

ア

ド

レ

ス

び
か
け
直
す
た
め
の
物
語
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
　

注

（
１
）
こ
の
映
画
は
全
米
芸
術
基
金
（N

ational Endow
m

ent for the A
rts

）
と
米
国
映

画
協
会（the A

m
erican Film

 Institute

）の
助
成
を
得
て（
後
に
は
米
国
や
日
本
企
業
、

そ
の
他
多
く
の
団
体
や
市
民
か
ら
の
基
金
や
寄
付
を
受
け
て
）
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン

ト
で
製
作
さ
れ
た
作
品
で
、
一
九
九
四
年
に
カ
ン
ヌ
映
画
祭
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
・
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
に
出
品
さ
れ
、一
九
九
五
年
に
出
品
さ
れ
た
サ
ン
ダ
ン
ス
映
画
祭
で
は「
観

客
の
視
点
賞
」
を
受
賞
し
、
米
国
で
は
一
九
九
五
年
、
日
本
で
は
一
九
九
六
年
に
劇

場
公
開
さ
れ
た
。
監
督
か
つ
脚
本
の
共
同
執
筆
者
で
あ
る
カ
ヨ
・
マ
タ
ノ
・
ハ
ッ
タ

は
、
ハ
ワ
イ
州
オ
ア
フ
島
で
生
ま
れ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
育
っ
た
日
系
ア
メ
リ
カ
人

三
世
で
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
卒
業
後
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル

ス
校
の
修
士
課
程
の
卒
業
制
作
と
し
て
写
真
花
嫁
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
制
作
し

た
後
、
自
ら
の
祖
母
の
経
験
を
題
材
に
し
つ
つ
（
た
だ
し
祖
母
は
写
真
花
嫁
で
は
な

い
）、
初
め
て
の
商
業
作
品
と
し
て
本
編
に
取
り
組
ん
だ
（
な
お
、
そ
の
後
い
く
つ

か
の
小
品
を
撮
っ
た
も
の
の
、
二
〇
〇
五
年
に
船
の
事
故
に
よ
り
他
界
し
て
い
る
）。
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本
作
に
取
り
組
む
に
あ
た
っ
て
の
ハ
ッ
タ
の
動
機
、
意
図
、
準
備
、
製
作
過
程
で
の

出
来
事
や
困
難
、
感
慨
や
反
省
な
ど
に
関
し
て
は
、
映
画
全
体
の
紹
介
と
説
明
が
さ

れ
て
い
るC

A
A

M
: C

enter for A
sian A

m
erican M

edia

（
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
国

際
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
映
画
祭
を
主
催
）
の
サ
イ
ト
で
、
本
人
の
エ
ッ
セ
イ
を
読

む
こ
と
が
で
き
る
（K

ayo H
atta, “M

aking Picture B
ride: B

alancing H
istory and 

Fiction in D
ram

atic Film
,” http://w

w
w

.asianam
ericanm

edia.org/picturebride/

idx_m
ain.htm

l, [2009/01/07 

ア
ク
セ
ス]

）。
本
作
品
は
Ｖ
Ｈ
Ｓ
テ
ー
プ
で
は
日

本
で
一
九
九
六
年
に
Ｃ
Ｉ
Ｃ
ビ
ク
タ
ー
・
ビ
デ
オ
か
ら
、
米
国
で
は
一
九
九
七
年

にM
iram

ax H
om

e Entertainm
ent

か
ら
リ
リ
ー
ス
さ
れ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
は
日
本
で

二
〇
〇
〇
年
に
Ｊ
Ｖ
Ｃ
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
か
ら
、
米
国
で
は
二
〇
〇
四
年
に

M
iram

ax H
om

e Entertainm
ent

か
ら
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た
。
ま
た
、
カ
ヨ
・
マ
タ
ノ
・

ハ
ッ
タ
監
督
自
身
に
よ
っ
て
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
日
本
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
カ

ヨ
・
マ
タ
ノ
・
ハ
ッ
タ
『
ピ
ク
チ
ャ
ー
ブ
ラ
イ
ド
』
酒
井
紀
子
訳
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
、

一
九
九
六
年
）。

（
２
）
写
真
花
嫁
が
経
験
し
た
こ
と
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
優
先
さ
せ
る
か
ら
だ
ろ
う
が
、
か

な
り
厳
密
な
時
代
考
証
が
行
わ
れ
て
い
る
一
方
で
、
歴
史
的
な
年
代
性
は
（
お
そ
ら

く
は
意
図
的
に
）
無
視
さ
れ
て
い
る
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
後
に
触
れ
る
移
民
局

で
の
集
団
結
婚
式
は
、
こ
の
映
画
が
設
定
し
て
い
る
一
九
一
八
年
に
は
す
で
に
行
わ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
法
的
に
は
問
題
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
差
別
的
に
扱
わ
れ
る

こ
と
へ
日
本
領
事
や
日
系
住
民
が
抗
議
し
、
ハ
ワ
イ
で
は
一
九
一
三
年
に
廃
止
さ
れ

（
柳
澤「
ハ
ワ
イ
に
お
け
る『
写
真
花
嫁
』問
題
」『
金
城
学
院
大
学
論
集　

社
会
学
編
』

第
一
巻
第
一
・
二
合
併
号
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八
三
─
一
八
五
頁
）、
米
国
本
土
で

は
一
九
一
七
年
に
廃
止
さ
れ
た
（Yuji Ichioka, T

he Issei: T
he W

orld of the First 

G
eneration Japanese Im

m
igrants, 1885-1924, H

onolulu: Free Press, 1990, pp. 

173-175

）。
ま
た
こ
う
し
た
歴
史
性
の
逸
脱
と
い
う
こ
と
で
は
、
瑣
末
な
こ
と
で
は

あ
る
が
、
リ
ヨ
の
仲
間
で
、
同
じ
写
真
花
嫁
と
し
て
先
に
ハ
ワ
イ
に
来
て
い
た
カ
ヨ

が
、
夫
婦
仲
の
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
を
心
配
し
て
リ
ヨ
の
夫
の
タ
ツ
ジ
に
「M

ake 

rom
antic!  Like in m

ovie, R
udolph Valentino

ミ
タ
イ
ニ
サ
」
と
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス

す
る
場
面
が
あ
る
が
、
ル
ド
ル
フ
・
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
が
端
役
の
ダ
ン
サ
ー
か
ら
、

い
わ
ゆ
る
セ
ッ
ク
ス
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
ス
タ
ー
ダ
ム
に
の
し
上
が
る

の
は
一
九
二
一
年
のFour H

orsem
en of the A

pocalypse

（
邦
題
『
黙
示
録
の
四
騎

士
』）
以
降
だ
か
ら
、
一
九
一
八
年
の
段
階
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
口
に
さ
れ
る
の

は
厳
密
に
言
え
ば
お
か
し
い
。
さ
ら
に
瑣
末
に
な
る
が
、サ
ト
ウ
キ
ビ
畑
で
の「
チ
ャ

ン
バ
ラ
」
映
画
の
上
映
は
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
働
く
戦
前
の
日
系
移
民
に
と
っ
て

大
き
な
娯
楽
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
記
憶
」
の
象
徴
の
ひ
と
つ
と
し
て
こ

の
映
画
で
も
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
上
映
さ
れ
て
い
る
映
画
は
伊
藤
大
輔
原
作
・

脚
本
・
監
督
の
『
血
煙
高
田
の
馬
場
』
で
、
日
本
で
の
公
開
は
一
九
二
八
年
だ
か
ら

一
九
一
八
─
一
九
年
に
は
存
在
し
て
い
な
い
。

（
３
）
写
真
に
代
表
さ
れ
る
近
代
的
な
表
象
技
術
が
明
治
期
の
近
代
化
に
伴
う
社
会
文
化

的
な
変
容
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
拙
書
を
参
照（
李
孝
徳『
表

象
空
間
の
近
代

─
明
治
「
日
本
」
の
メ
デ
ィ
ア
編
制
』
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
）。

ま
た
写
真
と
い
う
表
象
技
術
が
近
代
化
に
伴
う
日
本
的
な

0

0

0

0

社
会
政
治
に
き
わ
め
て
特

異
な
形
で
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
多
木
浩
二
『
天
皇

の
肖
像
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
を
参
照
。

（
４
）
写
真
結
婚
と
い
う
制
度
が
生
じ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、Ichioka, T

he Issei, pp. 

164-165

を
参
照
。

（
５
）
写
真
花
嫁
の
数
に
関
し
て
は
、Franklin O

do and K
uzuko Sinoto, A

 Pictorial 

H
istory of the Japanese in H

aw
ai‘i 1885-1924, H

onolulu: B
ishop M

useum
 

Press, 1985, p. 80

を
参
照
。た
だ
し
、写
真
花
嫁
の
統
計
的
な
数
は
そ
の
定
義
に
よ
っ

て
変
わ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
柳
澤
幾
美
「
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
『
写
真
花
嫁
』

問
題
」、
一
八
五
─
一
八
六
頁
）。
ま
た
、
本
稿
で
は
写
真
花
嫁
（picture bride

）
を

二
〇
世
紀
初
頭
の
米
国
の
移
民
排
斥
措
置
に
伴
っ
て
渡
米
し
た
日
系
、
朝
鮮
系
、
沖
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縄
系
の
（
つ
ま
り
大
日
本
帝
国
版
図
の
）
ア
ジ
ア
系
女
性
と
し
て
い
る
が
、
写
真
を

通
じ
て
結
婚
し
、
配
偶
者
を
呼
び
寄
せ
る
こ
と
は
他
の
地
域
で
も
行
わ
れ
て
い
た
よ

う
で
、
た
と
え
ば
ト
ル
コ
、
ル
ー
マ
ニ
ア
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
か
ら
の

移
民
女
性
に
対
し
て
もpicture bride

と
い
う
名
称
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
柳
澤

幾
美
は
米
国
の
当
時
の
新
聞
か
ら
指
摘
し
て
い
る
（
柳
澤
幾
美
、
同
論
文
、
一
九
〇

頁
の
注
１
参
照
）。
ま
た
、
ハ
ワ
イ
だ
け
は
例
外
的
に
一
九
二
三
年
ま
で
こ
の
写
真

花
嫁
は
存
続
し
た
よ
う
だ
が
（
柳
澤
幾
美
「
ハ
ワ
イ
に
渡
っ
た
日
本
人
『
写
真
花
嫁
』

た
ち

─
最
初
の
『
写
真
花
嫁
』
か
ら
最
後
の
『
写
真
花
嫁
』
ま
で
」『
金
城
大
学

論
集　

社
会
科
学
編
』
第
三
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
七
年
、
一
三
七
─
一
三
八
頁
）、

一
九
二
四
年
の
移
民
法
の
改
正
に
よ
っ
て
日
本
お
よ
び
朝
鮮
半
島
か
ら
の
移
民
が
全

面
的
に
廃
止
さ
れ
て
写
真
結
婚
と
い
う
「
制
度
」
は
完
全
に
消
失
し
た
。

（
６
）Ichioka, Issei, pp. 173-175.

（
７
）
粂
井
輝
子
『
外
国
人
を
め
ぐ
る
社
会
史

─
近
代
ア
メ
リ
カ
と
日
本
人
移
民
』
雄

山
閣
、
一
九
九
五
年
、
一
六
五
─
一
七
二
頁
。

（
８
）
た
と
え
ばEvelyn N

akano G
len, Issei, N

isei, W
ar B

ride: T
hree G

enerations 

of Japanese A
m

erican W
om

en in D
om

estic Service, Philadelphia: Tem
ple 

U
niversity Press, 1986, pp. 49-50

。

（
９
）
映
画
で
は
、
故
郷
の
鹿
児
島
で
母
親
を
、
そ
の
後
移
り
住
ん
だ
横
浜
で
父
を
結
核

で
亡
く
し
た
主
人
公
リ
ヨ
が
、
周
り
か
ら
の
偏
見
や
差
別
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
マ

ツ
ジ
に
は
そ
の
こ
と
を
秘
密
に
し
た
ま
ま
入
籍
し
て
ハ
ワ
イ
に
赴
い
た
と
い
う
設
定

に
な
っ
て
い
る
。

（
10
） Evelyn N

akano G
len, U

nequal Freedom
: H

ow Race and G
ender Shaped Am

erian 

C
itizenship and Labor, C

am
bridge: H

arvard U
niversity Press, 2002, p. 48.

（
11
）N
akano G

len, Issei, N
isei, W

ar B
ride

の
日
系
移
民
女
性
の
一
世
に
関
す
る
記
述

を
参
照
。

（
12
）A

lice Yun Chai, “Picture Brides, Fem
inist A

nalysis of Life H
istories of H

aw
ai’i’s 

Early Im
m

igrant W
om

en from
 Japan, O

kinaw
a, and K

orea,” D
onna R

 G
abaccia, 

ed., Seeking C
om

m
on G

round: M
ultidisciplinary Studies of Im

m
igrant W

om
en 

in the U
nited States, N

ew
 York: G

reenw
ood Press, 1992, pp. 123-138.

（
13
）N

akano G
len, U

nequal Freedom
, pp. 190- 235.

（
14
）
Ｄ
Ｖ
Ｄ
で
リ
リ
ー
ス
さ
れ
た Picture B

ride, M
iram

ax H
om

e Entertainm
ent, 

2004

に
収
録
さ
れ
て
い
る
カ
ヨ･

マ
タ
ノ
・
ハ
ッ
タ
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
。

（
15
）Ichioka, T

he Issei, p. 165.

（
16
）
カ
ー
ル
・
ヨ
ネ
ダ
『
在
米
日
本
人
労
働
者
の
歴
史
』
新
日
本
出
版
社
、
一
九
六
七

年
、一
八
五
一
─
一
八
六
頁
。な
お
、一
九
二
〇
年
に
写
真
花
嫁
が
廃
止
さ
れ
た
と
き
、

米
国
本
土
の
日
系
移
民
社
会
に
は
二
万
四
千
人
の
独
身
男
性
が
い
た
（
米
国
本
土
全

体
の
日
系
人
数
は
約
一
一
万
人
）。
日
系
移
民
社
会
が
日
本
人
同
士
の
結
婚
を
強
く

望
む
こ
と
が
あ
っ
た
と
は
い
え
（
こ
れ
も
米
国
に
な
じ
も
う
と
し
な
い
閉
鎖
的
な
民

族
性
の
現
れ
だ
と
し
て
排
日
の
理
由
に
さ
れ
た
）、
大
半
が
移
民
労
働
者
で
資
格
要

件
の
預
金
を
持
て
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
（Ichioka, T

he Issei, p. 175

）。

（
17
）
ハ
ワ
イ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
が
い
か
に
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
経
営
を

は
じ
め
と
す
る
白
人
農
園
主
層
や
エ
リ
ー
ト
層
に
よ
る
ハ
ワ
イ
支
配
に
結
び
つ
く
も

の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、G

ary Y. O
kihiro, C

ane Fires: T
he A

nti-Japanese 

M
ovem

ent in H
aw

aii, 1865-1945, Philadelphia: Tem
ple U

niversity Press, pp. 

38-39

を
参
照
。

（
18
）
朝
鮮
半
島
か
ら
の
写
真
花
嫁
の
歴
史
に
関
し
て
は
、Sonia Shin Sunoo, K

orean 

Picture B
rides: 1903-1920: A

 C
ollection of O

ral H
istories, Philadelphia: X

libris, 

2002

を
参
照
。
ま
た
、
朝
鮮
人
の
米
国
移
民
一
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、
韓
国
人
や

韓
国
系
ア
メ
リ
カ
人
の
書
き
手
た
ち
が
米
国
と
朝
鮮
半
島
の
関
係
史
を「
写
真
花
嫁
」

の
観
点
か
ら
振
り
返
っ
て
執
筆
し
た
詩
、
短
編
小
説
、
エ
ッ
セ
イ
お
よ
び
当
時
の
資

料
、当
事
者
の
回
顧
な
ど
を
収
め
た
韓
国
語
の
書
物『
사
진 

신
부
』が
김
행
사
に
よ
っ

て
編
集
さ
れ
、
米
国
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
米
国
で
の
書
誌
情
報
はH

aeng Ja K
im
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ed., Picture B
ride, Ellicott C

ity: W
orin, 2003

）。

（
19
）
実
際
、
戦
前
の
米
国
に
お
け
る
こ
う
し
た
朝
鮮
人
に
対
す
る
日
本
人
と
の
差
別

を
含
め
た
法
的
地
位
に
関
す
る
あ
る
種
の
同
一
視
は
こ
の
後
も
続
き
、
一
九
五
二
年

の
い
わ
ゆ
る
ウ
ォ
ル
タ
ー
＝
マ
ッ
カ
ラ
ン
法
ま
で
日
本
人
は
米
国
へ
の
帰
化
権
が
与

え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
朝
鮮
人
も
同
様
に
扱
わ
れ
た
。
ま
た
、
一
九
二
四
年
の
改
正

移
民
法
で
は
、
日
本
か
ら
の
移
民
が
完
全
に
禁
止
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
日
米

関
係
史
で
は
「
排
日
移
民
法
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
朝
鮮
人
移

民
も
含
ま
れ
る
た
め
、
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
史
の
文
脈
で
はA

sian exclusion act

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
た
だ
し
米
国
の
事
実
上
の
植
民
地
で
あ
っ
た
フ
ィ
リ

ピ
ン
か
ら
の
移
民
は
米
国
議
会
で
フ
ィ
リ
ピ
ン
独
立
法
が
認
め
ら
れ
る
一
九
三
四
年

ま
で
続
い
た
）。
日
本
の
日
米
関
係
史
で
は
こ
う
し
た
大
日
本
帝
国
の
臣
民
で
あ
っ

た
朝
鮮
人
移
民
の
問
題
が
考
慮
さ
れ
な
い
の
は
不
思
議
な
こ
と
で
あ
る
。
な
お
、

一
九
二
四
年
の
移
民
法
の
改
正
は
、
確
か
に
日
本
人
移
民
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
て
い

た
面
も
あ
っ
た
が
、
全
体
的
に
は
優
越
種
で
あ
る
北
欧
人
種
以
外
の
移
民
の
流
入
は

合
衆
国
を
人
種
的
に
退
化
さ
せ
る
と
い
う
優
生
思
想
に
基
づ
い
た
も
の
で
、
日
本
や

朝
鮮
半
島
か
ら
の
移
民
だ
け
で
な
く
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
、
特
に
第
一
次
世
界
大

戦
後
に
急
増
し
て
い
た
東
欧
・
南
欧
か
ら
の
移
民
を
制
限
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ

た
（
粂
井
『
外
国
人
を
め
ぐ
る
社
会
史
』、
一
七
七
─
一
七
九
頁
）。

（
20
）
こ
こ
で
の
人
種
秩
序
に
関
し
て
は
、M

ichael O
m

i and H
ow

ard W
inant, R

acial 

Form
ation in the U

nited States: From
 the 1960s to the 1990s, 2nd ed., N

ew
 

York: R
outledge, 1994

を
参
照
。

（
21
）
ハ
ワ
イ
で
も
一
般
的
に
ピ
ジ
ン
英
語
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
が
、
正
確
に
は

ピ
ジ
ン
語
で
は
な
く
ク
レ
オ
ー
ル
語
で
あ
る
た
め
、H

aw
aii C

reole English

（
略

称H
C

E

）
と
呼
ぶ
の
が
正
し
い
。
ピ
ジ
ン
語
や
ク
レ
オ
ー
ル
語
の
言
語
学
的
な
位

置
づ
け
に
関
し
て
はD

erek B
ickerton, R

oots of language, A
nn A

rbor: K
arom

a, 

1981

、H
C

E

の
言
語
学
的
な
形
成
（
史
）
と
内
容
に
関
し
て
は
、K

ent Sakoda &
 

Jeff Siegel, Pidgin G
ram

m
ar: A

n introduction to the C
reole Language of H

aw
ai‘i, 

H
onolulu: B

ess Press, 2003

、
近
代
ハ
ワ
イ
語
の
形
成
を
「
西
洋
」
が
言
語
学
的
に

介
入
し
て
い
く
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、A

lbert J. Schütz, T
he Voices of 

E
den: A

 H
istory of H

aw
aiian L

anguage Studies, H
onolulu: U

niversity of H
aw

aii 

Press, 1994

を
参
照
。
な
お
、
こ
の
映
画
で
の
ピ
ジ
ン
英
語
は
字
幕
な
し
で
も
英
語

話
者
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
専
門
家
に
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
仰
ぎ
な
が
ら
創
作
し
た
も

の
だ
と
ハ
ッ
タ
は
述
べ
て
い
る
（M

atano H
atta, “M

aking Picture B
ride”

）。

（
22
）N

akano G
lenn, U

nequal Freedom
, p.214.

（
23
）
粂
井
『
外
国
人
を
め
ぐ
る
社
会
史
』、
一
四
一
─
一
四
四
頁
。

（
24
）N

akano G
lenn, U

nequal Freedom
, p. 210.

（
25
）
実
際
、
高
賃
金
を
求
め
て
一
九
〇
〇
年
か
ら
一
九
〇
七
年
ま
で
の
間
に
三
万
八
千

人
の
日
系
移
民
が
ハ
ワ
イ
か
ら
米
国
本
土
に
渡
っ
た
。
一
九
〇
〇
年
に
ハ
ワ
イ
が
米

国
の
準
州
に
な
っ
た
こ
と
が
こ
の
移
動
を
可
能
に
し
た
の
だ
が
、
ア
ジ
ア
系
移
民
を

排
斥
す
る
た
め
に
、
一
九
〇
七
年
に
は
合
衆
国
以
外
の
目
的
地
に
向
け
に
発
給
さ
れ

た
旅
券
を
持
つ
外
国
人
は
ア
メ
リ
カ
本
土
へ
の
入
国
が
禁
止
さ
れ
た
た
め
、
こ
れ
以

降
ハ
ワ
イ
か
ら
米
国
本
土
へ
の
日
系
移
民
の
移
動
は
実
質
的
に
途
絶
し
た
（Ichioka, 

T
he Issei, pp. 51-52

）。
一
九
〇
〇
年
時
点
で
の
ハ
ワ
イ
準
州
に
お
け
る
日
系
人
の

人
口
は
約
六
万
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
（Flanklin O

do and K
uzuko Sinoto, 

A
 Pictorial H

istory of the Japanese in H
aw

ai‘i, 1885-1924, p. 19

）、
ハ
ワ
イ
か

ら
本
土
へ
移
動
し
た
人
口
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
が
わ
か
る
。

（
26
）
ホ
レ
ホ
レ
節
に
関
し
て
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
Ｙ
・
タ
サ
カ
『
ホ
レ
ホ
レ
・
ソ
ン
グ

─

哀
歌
で
た
ど
る
ハ
ワ
イ
移
民
の
歴
史
』
日
本
地
域
社
会
研
究
所
、
一
九
八
五
年
を
参

照
。
な
お
こ
の
ホ
レ
ホ
レ
節
は
、
単
に
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

当
時
の
日
系
移
民
た
ち
が
自
ら
の
状
況
や
問
題
を
表
し
た
歴
史
的
証
言
と
し
て
の
意

味
や
価
値
を
持
つ
も
の
で
も
あ
る
。
ハ
ワ
イ
大
学
マ
ヌ
ア
校
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
図
書
館

に
は
、
こ
う
し
た
ホ
レ
ホ
レ
節
を
録
音
し
た
テ
ー
プ
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
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（
27
）
こ
の
時
期
の
日
系
一
世
夫
婦
の
離
婚
率
は
一･

六
％
で
し
か
な
か
っ
た
と
見

積
も
ら
れ
て
い
る
（H

arry K
itano, Japanese A

m
ericans: T

he E
volution of a 

Subculture, 2nd ed. Englew
ood C

liffs: Prentice H
all, 1976,  p. 42

）。

（
28
）Ichioka, T

he Issei, pp. 169-173.

（
29
）
一
九
一
〇
年
ま
で
は
日
系
移
民
社
会
に
お
け
る
男
性
の
比
率
は
八
〇
％
を
超
え
て

お
り
、
六
〇
％
を
割
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
一
九
二
〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と

だ
っ
た
（
粂
井
『
外
国
人
を
め
ぐ
る
社
会
史
』、
一
五
九
頁
）。

（
30
）
日
系
移
民
社
会
に
お
け
る
飲
酒
や
賭
博
の
問
題
に
関
し
て
は
、Ichioka, T

he 

Issei, pp. 84-90

参
照
。

（
31
）
初
期
の
日
系
移
民
に
お
け
る
セ
ッ
ク
ス
・
ワ
ー
カ
ー
に
関
し
て
は
、Ichioka, T

he 

Issei, pp.28-39

を
参
照
。

（
32
）R

onald Takaki, Pau H
ana: Plantation Life and L

abor in H
aw

aii, 1853-1920, 

H
onolulu: University of H

aw
aii Press,  p. 102.

（
33
）
ハ
ワ
イ
で
の
日
系
耕
地
労
働
者
の
労
働
条
件
や
生
活
環
境
に
関
し
て
は
、
ヨ
ネ
ダ

『
在
米
日
本
人
労
働
者
の
歴
史
』
の
「
第
二
編　

ハ
ワ
イ
の
日
本
人
労
働
者
の
歴
史
」

一
四
三
─
一
九
八
頁
を
参
照
。

（
34
）N

akano G
lenn, U

nequal Freedom
, p.198.

（
35
）
日
系
移
民
が
ハ
ワ
イ
に
持
ち
込
ん
で
再
編
成
さ
れ
た
大
日
本
帝
国
の
人
種
秩
序
も

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
沖
縄
系
移
民
は
移
民
時
期
が
遅
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
本
土
の

日
本
人
と
は
異
な
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
形
成
し
た
が
、
そ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

対
し
て
本
土
か
ら
の
日
本
人
移
民
は
差
別
的
で
あ
っ
た
（N

akano G
len, U

nequal 

Freedom
, p. 216

）。
ま
た
、
戦
前
の
ハ
ワ
イ
の
日
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
も
日
本
本
土

と
同
様
の
被
差
別
部
落
出
身
者
、沖
縄
人
、朝
鮮
人
に
対
す
る
差
別
（
意
識
）
が
あ
っ

た
こ
と
を
高
齢
の
日
系
人
の
方
か
ら
筆
者
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
ハ
ワ
イ

で
は
な
く
米
国
本
土
で
の
こ
と
だ
が
、
帰
米
二
世
で
あ
っ
た
あ
べ
よ
し
お
の
自
伝
的

小
説
『
二
重
国
籍
者　

第
一
部　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
産
』
東
邦
出
版
社
、
一
九
七
一

年
お
よ
び
『
二
重
国
籍
者　

第
二
部　

ロ
ッ
キ
ー
山
脈
の
東
で
』
東
邦
出
版
社
、

一
九
七
二
年
で
は
、
戦
時
下
の
日
系
人
収
容
所
で
そ
う
し
た
帝
国
日
本
の
（
被
差
別

部
落
を
含
む
）
人
種
意
識
が
米
国
の
人
種
主
義
の
も
と
で
再
構
成
さ
れ
る
様
子
が
見

事
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

（
36
）
先
住
ハ
ワ
イ
人
を
含
め
た
ハ
ワ
イ
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
別
の
人
口
編
成
に
関
し
て
は

Flanklin O
do and K

uzuko Sinoto, A
 Pictorial H

istory of the Japanese in H
aw

ai‘i 

1885-1924, pp. 18-19

を
参
照
。
ハ
ワ
イ
の
先
史
時
代
の
人
口
に
関
し
て
は
、K

irch, 

Patrick V. and M
arshall Sahlins, A

nahulu : the anthropology of history in the 

K
ingdom

 of H
aw

aii, Volum
e 1, C

hicago: U
niversity of C

hicago, p. 4

を
参
照
。

（
37
）N

akano G
lenn, “Chapter 6 Japanese and H

aoles in H
aw

aii” in U
nequal Freedom

, 

pp.190-235.

（
38
）
一
九
二
〇
年
の
時
点
で
オ
ア
フ
島
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
労
働
者
全
体
の
一
四
％

を
占
め
た
女
性
労
働
者
の
う
ち
八
〇
％
が
日
本
人
女
性
で
あ
り
（Takaki, Pau 

H
ana, pp. 77-78

）、
第
二
オ
ア
フ
争
議
で
は
多
く
の
日
系
移
民
女
性
が
支
援
者
で

は
な
く
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
と
し
て
主
体
的
に
参
加
し
た
（A

lice  Yun C
hai, “Picture 

B
rides, Fem

inist A
nalysis of Life H

istories of H
aw

ai'i's Early Im
m

igrant 

W
om

en from
 Japan, O

kinaw
a, and K

orea,” pp.132-133

お
よ
びG

len N
akano, 

U
nequal Freedom

, p. 224

）。
第
二
オ
ア
フ
争
議
時
の
ハ
ワ
イ
の
状
況
に
関
し
て
は

Takaki, Pau H
ana, pp. 164-176 

、
労
働
運
動
の
面
か
ら
は
ヨ
ネ
ダ
『
在
米
日
本
人

労
働
者
の
歴
史
』、
一
八
五
―
一
九
八
頁
を
参
照
。

（
39
）N

akano G
lenn, U

nequal Freedom
, p.208.

（
40
）M

aurice M
erleau-Ponty, Phénom

énologie de la Perception, Paris: G
allim

ard, 

1945, p. 30 (

モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
『
知
覚
の
現
象
学
』
中
島
盛
男
訳
、

法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
二
年
、
五
八
―
五
九
頁)

。

（
41
）
米
山
リ
サ
『
広
島

─
記
憶
の
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
』
小
沢
弘
明
・
小
澤
祥
子
・
小
田

島
勝
浩
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
四
一
頁
。
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