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は
じ
め
に

　

西
暦
２
０
２
０
年
と
い
う
年
は
、
世
界
中
の
人
々
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
年
に
な
っ
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
と
い
う
予
想
も
し
な
か
っ
た
疫
病
が
突
如
出
現
し
、
そ
れ
が
あ
っ
と
い
う
間
に
地
球
全
体
に
蔓ま

ん

延え
ん

し
て
人
々
を
苦
し
め
た
。
多
く
の
尊
い
命
も
奪
わ
れ
た
。
経
済
、
政
治
、
文
化
な
ど
あ
ら
ゆ
る
社
会
活
動
が

影
響
を
受
け
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
は
じ
め
各
種
の
ス
ポ
ー
ツ
・
イ
ベ
ン
ト
も
、
そ
の

多
く
が
中
止
や
延
期
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
演
劇
の
公
演
や
音
楽
の
ラ
イ
ブ
や
コ
ン
サ
ー
ト
も
、
開
催
自
粛
と

な
っ
た
り
、
無
観
客
や
入
場
者
数
制
限
の
開
催
を
強
い
ら
れ
た
り
し
た
。
多
く
の
ア
ス
リ
ー
ト
や
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
が
活
動
の
場
を
失
い
、
フ
ァ
ン
は
楽
し
み
の
場
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
こ
の
年
の
暮
れ
に
は
日
本
の
音
楽
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
、
も
う
ひ
と
つ
残
念
な

こ
と
が
起
こ
っ
た
。
日
本
を
代
表
す
る
流
行
歌
の
作
詞
家
、
な
か
に
し
礼れ

い

の
逝
去
で
あ
る
。

　

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
っ
て
平
和
と
繁
栄
が
も
た
ら
さ
れ
た
昭
和
の
後
期
か
ら
平
成
に
か
け
て
は
、
日
本
の
流
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行
歌
の
発
展
期
・
最
盛
期
と
な
り
、
ポ
ッ
プ
ス
、
演
歌
、
フ
ォ
ー
ク
、
ニ
ュ
ー
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
、
そ
し
て
Ｊ
│

Ｐ
Ｏ
Ｐ
な
ど
の
大
き
な
流
れ
が
相
次
い
で
生
ま
れ
た
が
、
な
か
に
し
礼
は
そ
の
多
く
の
場
面
で
ヒ
ッ
ト
曲
を
書

き
続
け
、
日
本
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
を
牽け

ん

引い
ん

し
た
。

　

な
か
に
し
礼
の
死
は
、
新
聞
・
雑
誌
・
ラ
ジ
オ
は
も
と
よ
り
、
テ
レ
ビ
で
も
追
悼
番
組
が
放
送
さ
れ
る
な
ど
、

連
日
の
コ
ロ
ナ
報
道
と
は
別
枠
で
大
き
く
扱
わ
れ
た
。
そ
れ
は
彼
が
権
威
あ
る
日
本
レ
コ
ー
ド
大
賞
を
３
回
も

受
賞
し
た
実
力
派
の
作
詞
家
で
あ
っ
た
う
え
に
、
直
木
賞
を
受
賞
し
た
作
家
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

な
か
に
し
礼
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
顔
が
あ
っ
た
。
彼
は
20
世
紀
に
な
っ
て
フ
ラ
ン
ス
か
ら
日
本
に
も
た
ら
さ

れ
た
音
楽
で
あ
る
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
訳
詞
・
作
詞
の
第
一
人
者
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

な
か
に
し
礼
が
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
訳
詞
を
始
め
た
の
は
昭
和
30
年
代
の
中
頃
で
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
喫
茶
に
お
客
や

ア
ル
バ
イ
ト
店
員
と
し
て
通
う
う
ち
に
、
そ
の
店
の
ス
テ
ー
ジ
で
歌
う
歌
手
か
ら
、
訳
詞
の
依
頼
を
受
け
た
こ

と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。

　

こ
の
分
野
で
の
彼
の
最
初
の
大
き
な
成
果
は
、
１
９
６
５
（
昭
和
40
）
年
に
歌
手
・
菅
原
洋
一
の
た
め
に
訳

詞
し
た
「
知
り
た
く
な
い
の
」
が
、
発
売
後
徐
々
に
人
気
が
上
昇
し
、
２
年
後
に
は
80
万
枚
の
大
ヒ
ッ
ト
と
な

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
タ
ン
ゴ
歌
手
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
菅
原
洋
一
は
、
こ
の
曲
の
ヒ
ッ
ト
で
シ
ャ
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ン
ソ
ン
歌
手
と
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
な
か
に
し
礼
も
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
訳
詞
家
と
し
て

名
を
あ
げ
た
。

　

こ
の
成
功
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
な
か
に
し
礼
は
「
シ
ェ
ル
ブ
ー
ル
の
雨
傘
」「
そ
し
て
今
は
」「
メ
ケ
・

メ
ケ
」「
さ
く
ら
ん
ぼ
の
実
る
頃
」
な
ど
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
名
曲
の
名
訳
詞
を
次
々
と
世
に
送
り
だ
し
た
。
シ

ャ
ン
ソ
ン
と
の
か
か
わ
り
は
、
彼
が
そ
の
後
流
行
歌
の
作
詞
家
と
な
っ
て
か
ら
も
続
く
こ
と
に
な
る
。

　

シ
ャ
ン
ソ
ン
の
訳
詞
家
で
も
う
ひ
と
り
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
が
岩い

わ

谷た
に

時
子
で
あ
る
。
宝
塚
歌
劇
団
で
ス
タ

ッ
フ
と
し
て
働
い
て
い
た
彼
女
は
、
同
劇
団
の
ス
タ
ー
で
後
に
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
女
王
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
も
な

る
越こ

し

路じ

吹ふ
ぶ
き雪
と
近
し
く
な
り
、
彼
女
の
た
め
に
１
９
５
２
（
昭
和
27
）
年
に
日
劇
の
シ
ョ
ー
「
巴パ

里リ

の
唄
」
の

テ
ー
マ
ソ
ン
グ
と
も
な
っ
た
「
愛
の
讃さ

ん

歌か

」
を
訳
詞
す
る
。

　

そ
れ
が
成
功
し
て
そ
の
後
ふ
た
り
の
コ
ン
ビ
が
生
み
だ
す
シ
ャ
ン
ソ
ン
は
、
次
々
に
日
劇
な
ど
の
舞
台
に
か

け
ら
れ
ヒ
ッ
ト
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
「
枯
葉
」「
バ
ラ
色
の
人
生
」「
サ
ン
・
ト
ワ
・
マ
ミ
ー
」

「
セ
・
シ
・
ボ
ン
」「
ラ
ス
ト
ダ
ン
ス
は
私
に
」「
ろ
く
で
な
し
」
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
岩
谷
時
子

の
才
能
は
高
く
評
価
さ
れ
、
多
く
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
歌
手
が
彼
女
の
訳
詞
で
歌
う
よ
う
に
な
る
。

　

や
が
て
彼
女
も
フ
ラ
ン
ス
語
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
訳
詞
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
製
の
流
行
歌
の
作
詞
も
手
が
け
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る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
も
彼
女
の
作
詞
は
歌
手
や
音
楽
フ
ァ
ン
か
ら
評
価
さ
れ
、
多
く
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
歌

手
か
ら
新
し
い
歌
の
提
供
を
依
頼
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ザ
・
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
、
岸
洋
子
、
園そ

の

ま
り
、
加
山
雄
三
、

郷
ひ
ろ
み
な
ど
は
、
岩
谷
の
作
品
に
よ
っ
て
流
行
歌
手
と
し
て
の
地
歩
を
固
め
た
。

　

す
で
に
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
訳
詞
の
分
野
で
も
活
躍
を
始
め
て
い
た
永
田
文
夫
、
中
原
淳
一
、
薩さ

つ

摩ま

忠た
だ
しな
ど
に
加

え
て
、
こ
の
よ
う
に
な
か
に
し
礼
、
岩
谷
時
子
と
い
う
優
秀
な
訳
詞
家
が
現
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

語
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
は
次
々
に
魅
力
あ
る
日
本
語
の
歌
詞
に
訳
詞
さ
れ
、
そ
れ
を
歌
う
多
く
の
歌
手
が
育
っ
て
い

っ
た
。
そ
の
過
程
で
日
本
人
の
あ
い
だ
に
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
に
対
す
る
親
し
み
や
愛
着
が
は
ぐ
く
ま
れ
、
シ
ャ
ン

ソ
ン
が
日
本
で
発
展
す
る
要
因
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

外
国
生
ま
れ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
が
歌
わ
れ
る
こ
と
は
、
ジ
ャ
ズ
、
タ
ン
ゴ
、
ラ
テ
ン
音
楽
、
ハ
ワ
イ
ア
ン

な
ど
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
だ
が
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
場
合
は
、
そ
の
多
く
が
原
語
の
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
な
く
日
本

語
で
歌
わ
れ
た
と
い
う
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
日
本
で
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
流
行
を
促
し
た
大
き
な
要
素

で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
日
本
人
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
受
容
が
進
ん
だ
要
因
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
日
本
で
欧
米
の
文
化
が
受
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け
入
れ
ら
れ
て
い
く
過
程
で
、
日
本
人
に
は
フ
ラ
ン
ス
文
化
に
対
し
て
、
他
の
国
の
文
化
に
対
す
る
も
の
と
は

異
な
る
、
特
別
の
憧あ

こ

憬が
れ

と
も
い
え
る
心
情
が
生
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
も
そ
も
文
明
開
化
以
後
、
日
本
で
は
明
治
政
府
の
近
代
国
家
建
設
の
も
と
で
、
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
が

奨
励
さ
れ
、
ド
イ
ツ
を
規
範
と
す
る
実
学
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
海
外
と
の
交
流
が
進
ん
で
、
広
く
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
実
態
を
知
る
よ
う
に
な
る
と
、
日
本
人
は
フ
ラ
ン
ス
に
惹ひ

き
つ
け
ら
れ
て
い
く
。

　

政
治
、
経
済
、
産
業
の
分
野
で
は
、
明
治
政
府
の
要
人
が
フ
ラ
ン
ス
に
渡
っ
て
多
く
を
学
ん
だ
。
２
０
２
１

（
令
和
３
）
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
青
天
を
衝つ

け
」
で
そ
の
生
涯
が
紹
介
さ
れ
た
渋
沢
栄
一
も
、
１
８
６
７

（
慶
応
３
）
年
の
パ
リ
万
博
を
機
に
徳
川
幕
府
か
ら
派
遣
さ
れ
て
約
１
年
半
滞
在
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
資
本
主
義
経

済
を
学
び
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
。

　

芸
術
の
分
野
で
も
絵
画
、
彫
刻
、
文
学
な
ど
多
く
の
分
野
の
芸
術
家
が
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
の
吸
収
に
意
欲
を

持
っ
た
。
そ
れ
を
先
導
し
た
の
は
当
時
の
日
本
の
先
駆
的
な
文
学
者
た
ち
だ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
永
井
荷
風
は
明
治
末
期
に
フ
ラ
ン
ス
に
渡
り
、
リ
ヨ
ン
に
８
ヶ
月
、
パ
リ
に
２
ヶ
月
滞
在
し
た
が
、

短
期
間
の
滞
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
経
験
が
荷
風
に
与
え
た
影
響
は
大
き
か
っ
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
滞
在

記
と
も
い
え
る
『
ふ
ら
ん
す
物
語
』（
１
９
０
９
＝
明
治
42
年
）
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
な
か
で
「
自
分
は
何
故

一
生
涯
巴
里
に
居
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
何
故
仏フ

ラ
ン
ス

蘭
西
に
生
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
の
運
命
を
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憤
る
よ
り
は
は
か
な
く
思
う
」
と
フ
ラ
ン
ス
へ
の
強
い
思
い
を
吐
露
し
て
い
る
。

　

ま
た
詩
人
・
萩は

ぎ

原わ
ら

朔さ
く

太た

郎ろ
う

は
「
旅
上
」（
１
９
２
５
＝
大
正
14
年
）
と
題
す
る
詩
に
、「
ふ
ら
ん
す
へ
行
き
た
し

と
思
え
ど
も　

ふ
ら
ん
す
は
あ
ま
り
に
遠
し　

せ
め
て
は
新
し
き
背
広
を
き
て　

き
ま
ま
な
る
旅
に
い
で
て
み

ん
」
と
フ
ラ
ン
ス
に
焦
が
れ
る
気
持
ち
を
詠う

た

っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
、
芸
術
の
都
パ
リ
へ
の
憧
憬
は
、
こ
の
時
期
の
日
本
の
小
説

家
や
、
画
家
、
彫
刻
家
な
ど
に
大
き
く
広
が
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
渡
る
日
本
人
の
芸
術
家
は
多
く
な
り
、
住
み

つ
く
者
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
芸
術
家
の
言
動
や
作
品
に
大
き
な
影
響
を
受
け
、
日
本
人
全
体
が

フ
ラ
ン
ス
の
文
化
へ
の
関
心
と
憧
れ
を
高
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
日
本
が
初
参
加
し
た
１
８
６
７
年
の
パ
リ
万
博
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
芸
術
家
た
ち

が
、
日
本
の
絵
画
（
特
に
浮
世
絵
）、
工
芸
品
な
ど
に
魅
せ
ら
れ
て
、
自
ら
の
作
品
に
そ
の
要
素
を
取
り
入
れ
る

よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
流
れ
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
日
本
人

の
フ
ラ
ン
ス
の
芸
術
作
品
へ
の
関
心
を
さ
ら
に
高
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

　

日
本
の
音
楽
家
や
音
楽
愛
好
家
も
こ
の
流
れ
と
は
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
も
当
初
は

３
大
〝
Ｂ
〞
＝
バ
ッ
ハ
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
、
ブ
ラ
ー
ム
ス
に
代
表
さ
れ
る
、
ド
イ
ツ
音
楽
を
正
統
な
も
の
と

認
識
し
て
い
た
が
、
20
世
紀
に
入
る
頃
か
ら
は
ド
ビ
ュ
ッ
シ
ー
や
ラ
ヴ
ェ
ル
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
印
象
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派
の
作
曲
家
と
、
そ
の
抒じ
よ

情じ
よ
う

的
で
奥
深
い
音
楽
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
。

　

そ
し
て
こ
の
時
期
に
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と
し
て
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
の
庶
民
の
音
楽
と
し
て
大
き
く

台
頭
し
た
。
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
は
パ
リ
の
富
裕
層
や
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
主
催
す
る
高
級
サ
ロ
ン
や
、
コ
ン
サ

ー
ト
・
ホ
ー
ル
で
育
ま
れ
た
の
に
対
し
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
は
、
セ
ー
ヌ
川
岸
地
区
で
庶
民
が
集
ま
る
キ
ャ
バ
レ
ー

や
、
カ
フ
ェ
・
コ
ン
セ
ー
ル
な
ど
と
呼
ば
れ
た
、
中
小
規
模
の
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
（
シ
ャ
ン
ソ
ン
小
屋
と
呼
ば
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
）
で
生
ま
れ
広
が
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
生
ま
れ
て
発
達
し
た
シ
ャ
ン
ソ
ン
が
、
い
よ
い
よ
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ

と
に
な
る
。
シ
ャ
ン
ソ
ン
が
日
本
の
観
客
の
前
で
最
初
に
演
奏
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
の
初
期
に
宝
塚
歌
劇
団

（
当
時
の
名
称
は
宝
塚
少
女
歌
劇
団
）
の
演
目
と
し
て
、
パ
リ
を
舞
台
と
す
る
レ
ビ
ュ
ー
「
モ
ン
・
パ
リ
」
が
上
演

さ
れ
た
と
き
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
に
主
題
歌
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
「
モ
ン
・
パ
リ
」
が
日
本
語
で
歌
わ
れ

ヒ
ッ
ト
曲
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
を
皮
切
り
に
日
本
で
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
受
容
が
始
ま
っ
た
。
日
本
で
の
デ
ビ
ュ
ー
が
宝
塚
の
ス
テ
ー
ジ

だ
っ
た
こ
と
は
ユ
ニ
ー
ク
だ
が
、
そ
の
後
も
映
画
、
レ
コ
ー
ド
、
ラ
ジ
オ
、
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
を
通
じ
て
、
戦
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後
は
そ
れ
に
テ
レ
ビ
も
加
わ
っ
て
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
は
日
本
人
の
愛
好
す
る
音
楽
と
し
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

さ
ら
に
１
９
５
０
〜
１
９
６
０
年
代
に
は
タ
ン
ゴ
、
ラ
テ
ン
、
ハ
ワ
イ
ア
ン
な
ど
と
並
ん
で
洋
楽
の
な
か
で

も
人
気
の
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
と
な
っ
た
。
特
に
50
年
代
後
半
か
ら
60
年
代
前
半
に
か
け
て
は
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
人
気

が
突
出
し
た
時
期
で
あ
り
、
マ
ス
コ
ミ
で
も
〝
シ
ャ
ン
ソ
ン
・
ブ
ー
ム
〞
が
到
来
し
た
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
も

な
っ
た
。

　

こ
の
時
期
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
人
気
を
象
徴
す
る
出
来
事
の
ひ
と
つ
に
、
１
９
６
２
（
昭
和
37
）
年
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ

レ
ビ
の
朝
の
時
間
に
「
く
ら
し
の
窓
」
と
い
う
番
組
が
登
場
し
、
そ
の
司
会
者
に
人
気
シ
ャ
ン
ソ
ン
歌
手
の
芦あ

し

野の

宏ひ
ろ
しが
起
用
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
全
国
の
茶
の
間
に
、
彼
が
歌
う
シ
ャ
ン
ソ
ン
が
毎
回
２
〜

３
曲
ず
つ
流
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
番
組
は
放
送
時
間
の
変
更
も
あ
っ
た
が
、
約
４
年
間
続
い
た
。

　

本
書
で
は
日
本
に
お
け
る
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
、
こ
の
よ
う
な
発
展
の
経
過
を
詳
し
く
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
に
し

た
い
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
発
展
経
過
を
確
認
し
、
そ
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
が
い

つ
ど
の
よ
う
に
日
本
に
持
ち
込
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
を
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
、
ど
の
よ
う
に
普
及

が
進
ん
だ
の
か
を
見
て
い
く
。
さ
ら
に
は
外
来
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
が
、
日
本
製
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と
し
て
発
展

し
て
き
た
流
行
歌
に
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
も
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
ま
た
日
本
で
は
シ
ャ
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ン
ソ
ン
が
他
の
外
来
音
楽
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
広
範
囲
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
見
方
も
あ
る
。

な
ぜ
そ
う
い
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
見
極
め
た
い
。

　

さ
て
、
20
世
紀
と
い
う
長
い
時
間
の
な
か
で
発
展
を
続
け
て
き
た
日
本
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
も
、
昭
和
時
代
が
終

わ
り
に
近
づ
い
た
80
年
代
あ
た
り
か
ら
、
徐
々
に
そ
の
歩
み
に
翳か

げ

り
が
見
え
始
め
た
。
米
英
を
中
心
と
す
る
英

語
圏
の
国
々
か
ら
の
新
し
い
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
攻
勢
が
強
ま
り
、
そ
れ
に
よ
り
日
本
人
の
音
楽
の
嗜し

好こ
う

が
大

き
く
変
わ
っ
て
い
っ
た
時
期
で
あ
る
。

　

21
世
紀
に
な
る
と
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
大
御
所
、
美
輪
明あ

き

宏ひ
ろ

も
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
と
い
う
言
葉

さ
え
知
ら
な
い
若
者
も
多
く
な
っ
た
。
現
代
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
今
後
は
ど
う
な
っ
て

い
く
の
か
。
本
書
の
締
め
く
く
り
で
は
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

な
か
に
し
礼
が
亡
く
な
っ
た
２
０
２
０
（
令
和
２
）
年
に
は
、
彼
と
同
世
代
の
人
気
作
曲
家
の
筒
美
京
平
、

中
村
泰た

い

士じ

も
相
次
い
で
こ
の
世
を
去
っ
て
い
る
。

　

筒
美
京
平
の
代
表
作
に
は
「
魅
せ
ら
れ
て
」（
歌
：
ジ
ュ
デ
ィ
・
オ
ン
グ
）
や
、「
ま
た
逢あ

う
日
ま
で
」（
歌
：
尾

崎
紀
世
彦
）
が
あ
る
。
中
村
泰
士
は｢

喝
采｣

（
歌
：
ち
あ
き
な
お
み
）
や
「
わ
た
し
の
青
い
鳥
」（
歌
：
桜
田
淳



初校
再校
責了

（20）

新書2月刊「シャンソンと日本人」
� P. 20

集英社
179.0

218.0
×１

20

子
）
を
作
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
日
本
レ
コ
ー
ド
大
賞
の
グ
ラ
ン
プ
リ
や
新
人
賞
の
受
賞
曲
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
曲
に
共
通
す
る
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
、
特
に
シ
ャ
ン
ソ
ン
の
持
つ
洒し

や

脱だ
つ

さ
、

あ
る
い
は
情
感
の
深
さ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
な
か
に
し
礼
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
彼
ら

が
戦
後
の
日
本
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
・
ブ
ー
ム
の
時
期
に
青
春
時
代
を
過
ご
し
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
を
聴
き
な
が
ら
音
楽

へ
の
感
性
を
磨
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

彼
ら
が
亡
く
な
っ
て
ま
も
な
い
こ
の
時
期
に
、
彼
ら
が
残
し
た
こ
れ
ら
の
曲
の
メ
ロ
デ
ィ
や
歌
詞
を
口
ず
さ

み
な
が
ら
、
日
本
人
の
シ
ャ
ン
ソ
ン
と
の
長
い
付
き
合
い
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
み
る
こ
と
も
、
意
義
の
あ
る
こ

と
で
は
な
い
か
と
思
う
。


