
戦
争
社
会
学
が
拓
く
戦
後
映
画
史
の
新
地
平 

―

山
本
昭
宏
編
『
近
頃
な
ぜ
か
岡
本
喜
八―

反
戦
の
技
法
、
娯
楽
の
思
想
』―

 

花
田
史
彦 

  

一

は
じ
め
に

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
中
で
猛
威
を
振
る
っ
た
二
〇

二
〇
年
は
、「
戦
後
七
五
年
」
と
い
う
節
目
で
も
あ
っ
た
（
一
）
。

た
だ
、
前
者
の
存
在
感
も
あ
っ
て
、
後
者
が
ど
こ
ま
で
顧
み

ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
疫
病
も
戦
争
も
社
会
に

大
き
な
衝
撃
を
与
え
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応
が
し
ば
し
ば
戦
争
に
喩
え
ら
れ
て
い

た
こ
と
は―

―

妥
当
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
（
二
）―

―

そ
う
し
た
共
通
性
を
多
く
の
人
々
が
ど
こ
か
で
意
識
し
て
い
た

か
ら
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
山
本
昭
宏
編
『
近
頃
な
ぜ
か
岡
本
喜
八

―

反
戦
の
技
法
、娯
楽
の
思
想
』（
み
ず
き
書
林
、二
〇
二
〇
年
。

以
下
、
本
書
）
の
書
評
を
行
な
う
。
戦
争
を
描
く
こ
と
に
腐
心

し
た
映
画
監
督
・
岡
本
喜
八
（
一
九
二
四―

二
〇
〇
五
年
）
に

つ
い
て
知
る
こ
と
は
、「
近
頃
」
の
社
会
と
適
切
に
向
き
合
う
た

め
に
も
必
要
な
作
業
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。 

 

二

本
書
の
内
容

 

本
書
の
章
立
て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
各
章
の

内
容
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
簡
単
に
ま
と
め
て
い
く
。 

 
山
本
昭
宏
「
は
じ
め
に
」 
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第
一
章

山
本
昭
宏
「
映
画
監
督
・
岡
本
喜
八
の
誕
生―

「
カ

ッ
コ
イ
イ
戦
争
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
そ
の
背
景
」 

第
二
章

福
間
良
明
「「
フ
マ
ジ
メ
」
な
抗
い―

喜
劇
へ
の
こ

だ
わ
り
と
「
正
し
さ
」
へ
の
違
和
感
」 

第
三
章

佐
藤
彰
宣
「
余
計
者
に
と
っ
て
の
「
明
治
」
と
「
民

衆
」―

時
代
劇
か
ら
問
う
近
代
日
本
」 

第
四
章

野
上
元
「
誰
と
と
も
に
何
と
戦
う
？―

「
内
戦
」

を
描
く
岡
本
喜
八
」 

第
五
章

塚
田
修
一
「
キ
ハ
チ
の
遺
伝
子―

喜
八
映
画
の
影

響
関
係
と
戦
争
体
験
」 

終
章

山
本
昭
宏
「
青
い
血
と
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス―

軍
事
と

メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」 

山
本
昭
宏
「
あ
と
が
き
」 

 

ま
ず
「
は
じ
め
に
」
で
、
編
者
の
山
本
昭
宏
に
よ
っ
て
岡
本

喜
八
を
扱
う
意
義
が
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。 

一
点
目
は
、
た
と
え
ば
『
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
』（
原
田

眞
人
監
督
、
二
〇
一
五
年
）
や
『
シ
ン
・
ゴ
ジ
ラ
』（
庵
野
秀
明

監
督
、
二
〇
一
六
年
）
と
い
っ
た
、
近
年
話
題
に
な
っ
た
日
本

映
画
の
大
作
の
背
後
に
岡
本
喜
八
の
存
在
が
あ
る
か
ら
だ
。
前

者
は
一
九
六
七
年
に
公
開
さ
れ
た
同
名
の
岡
本
監
督
作
品
の
リ

メ
イ
ク
で
あ
る
し
、
後
者
に
は
劇
中
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て

岡
本
の
顔
写
真
が
登
場
す
る
。
ま
た
演
出
に
も
岡
本
の
影
響
が

見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
岡
本
に
つ
い
て
の
研
究
は
、「
現
代
文

化
の
源
流
」（
五
頁
）を
探
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
わ
け
だ
。 

二
点
目
は
、
岡
本
と
彼
の
手
に
よ
る
作
品
が
、「
大
正
末
期
か

ら
昭
和
初
期
に
生
ま
れ
、
思
春
期
か
ら
青
年
期
に
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
戦
争
を
経
験
し
た
世
代
」（
同
頁
）
で
あ
る
戦
中
派
の
経
験

や
心
情
を
体
現
し
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
山
本
は
、「
本
書
で

は
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
性
や
戦
中
派
世
代
の
心
情
な
ど
に

注
目
し
な
が
ら
、
戦
争
と
い
う
問
題
領
域
の
な
か
に
岡
本
喜
八

の
映
画
を
配
置
し
て
、
分
析
し
て
い
く
」（
八
頁
）
と
述
べ
て
い

る
。
映
画
史
の
み
な
ら
ず
戦
後
史
の
素
材
と
し
て
、
岡
本
喜
八

は
考
察
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。 

そ
し
て
そ
の
任
に
あ
た
る
の
は
、「
こ
れ
ま
で
、
文
化
史
や
思

想
史
、
歴
史
社
会
学
、
メ
デ
ィ
ア
論
に
基
づ
い
て
戦
争
と
社
会
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と
の
関
係
を
研
究
し
て
き
た
」（
同
頁
）
執
筆
者
五
名
で
あ
る
。

こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
、
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
分
野

を
異
に
し
て
い
る
一
方
、
二
〇
一
〇
年
代
か
ら
盛
り
上
が
り
を

見
せ
て
い
る
「
戦
争
社
会
学
」
と
い
う
新
興
の
学
問
領
域
に
集

い
、
ま
た
そ
れ
を
牽
引
し
て
き
た
と
い
う
共
通
点
を
具
え
て
い

る
（
三
）
。
本
書
も
、
ま
ず
は
戦
争
社
会
学
の
成
果
と
し
て
位
置
づ

け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。 

本
書
の
性
格
を
最
大
公
約
数
的
に
そ
う
捉
え
た
う
え
で
、
以

下
、
各
章
の
内
容
を
見
て
い
く
。 

第
一
章
「
映
画
監
督
・
岡
本
喜
八
の
誕
生
」
で
は
、「
短
い
カ

ッ
ト
の
接
続
か
ら
来
る
演
出
の
テ
ン
ポ
、
音
楽
の
使
い
方
へ
の

こ
だ
わ
り
、
戦
中
派
の
心
情
に
基
づ
く
厭
戦
・
反
戦
意
識
、
さ

ら
に
は
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
へ
の
共
感
、
群
衆
へ
の
注
目
な
ど
」

（
二
〇
頁
）
と
い
っ
た
岡
本
映
画
の
基
本
的
な
要
素
が
い
か
に

し
て
形
成
さ
れ
た
か
を
分
析
し
て
い
る
。 

死
と
隣
り
合
わ
せ
の
戦
争
体
験
を
経
て
、
敗
戦
後
に
東
宝
の

助
監
督
と
し
て
勤
務
す
る
な
か
、
同
僚
た
ち
と
同
人
誌
で
行
な

っ
た
脚
本
執
筆
修
行
が
岡
本
の
作
劇
ス
タ
イ
ル
を
形
成
し
て
い

っ
た
。
そ
し
て
岡
本
は
、『
独
立
愚
連
隊
』（
一
九
五
九
年
）、『
独

立
愚
連
隊
西
へ
』（
一
九
六
〇
年
）、『
ど
ぶ
鼠
作
戦
』（
一
九
六

二
年
）
と
い
う
、
日
中
戦
争
を
題
材
と
し
た
シ
リ
ー
ズ
を
発
表

し
自
ら
の
戦
争
映
画
を
確
立
し
て
い
く
。 

こ
れ
ら
一
連
の
作
品
は
、「
反
戦
」
的
か
否
か
で
戦
争
映
画
を

裁
定
す
る
当
時
に
あ
っ
て
、「
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
に
戦
闘
を
描
く
」

（
五
一
頁
）
画
期
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
れ
ば
か
り

で
は
な
い
。
岡
本
は
戦
闘
描
写
を
洗
練
さ
せ
つ
つ
、「
権
威
の
た

め
に
人
間
が
振
り
回
さ
れ
る
滑
稽
さ
と
虚
し
さ
」（
五
六―

五
七

頁
）
や
、
中
国
大
陸
で
の
日
本
軍
に
よ
る
捕
虜
の
殺
害
と
い
っ

た
要
素
も
物
語
に
織
り
込
ん
で
い
っ
た
。
山
本
は
、「『
ど
ぶ
鼠

作
戦
』
で
は
、「
純
粋
ア
ク
シ
ョ
ン
」
に
加
え
て
、
殺
意
を
抱
い

た
人
間
が
そ
の
殺
意
に
よ
っ
て
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
な
い
様
子
が

描
か
れ
て
い
た
。「
ロ
ボ
ッ
ト
」
の
よ
う
な
〔
日
本
軍
の
〕
参
謀

が
中
国
大
陸
で
加
害
性
を
自
覚
し
て
「
人
間
」
に
な
る―

―

こ

う
書
く
と
い
か
に
も
反
戦
映
画
的
な
図
式
に
な
る
が
、
岡
本
喜

八
が
案
外
に
そ
う
し
た
「
正
し
さ
」
を
手
放
さ
な
か
っ
た
こ
と

は
、
強
調
し
て
お
き
た
い
」（
六
四
頁
。〔 

〕
は
引
用
者
に
よ
る
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補
足
。
以
下
同
じ
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
原

則
が
、
戦
中
派
で
あ
る
映
画
監
督
・
岡
本
喜
八
の
根
幹
に
あ
っ

た
と
い
う
わ
け
だ
。 

第
二
章
「「
フ
マ
ジ
メ
」
な
抗
い
」
で
は
、
前
章
と
同
様
に
岡

本
喜
八
の
戦
争
体
験
や
戦
争
映
画
を
中
心
に
扱
い
つ
つ
、
前
章

よ
り
も
後
の
時
代
ま
で
射
程
に
入
れ
る
こ
と
で
、
彼
の
作
品
に

お
け
る
「
戦
争
認
識
」、
そ
し
て
「「
反
戦
」
や
「
勇
ま
し
さ
」

を
声
高
に
叫
ぶ
こ
と
」
へ
の
「
距
離
感
や
躊
躇
い
」
を
見
て
と

っ
て
い
る
（
七
四
頁
）。 

具
体
的
に
は
、『
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
』（
一
九
六
七
年
）

で
政
府
首
脳
部
と
「
浮
浪
児
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
終
戦
工
作

の
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
を
相
対
化
し
、『
肉
弾
』（
一
九
六
八
年
）
で
は

「
ぶ
ざ
ま
」
な
兵
士
の
姿
を
映
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
争
で
の

死
が
「
美
し
い
物
語
」（
八
八
頁
）
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
拒
ん

で
い
る
と
い
う
。 

こ
う
し
た
岡
本
の
作
品
は
、
も
ち
ろ
ん
一
義
的
に
は
戦
争
や

軍
隊
組
織
に
対
す
る
批
判
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
同
時
に

戦
後
社
会
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
も
含
ん
で
い
た
と
福
間
は
述

べ
る
。
た
と
え
ば
『
血
と
砂
』（
一
九
六
五
年
）
で
「〔
登
場
人

物
の
〕
持
田
一
等
兵
が
日
本
の
降
伏
と
終
戦
を
知
ら
せ
に
来
た

ゲ
リ
ラ
の
少
年
を
射
殺
す
る
場
面
」
は
「
戦
後
に
お
い
て
「
反

戦
」「
不
戦
」
を
語
る
こ
と
の
容
易
さ
を
揶
揄
し
た
も
の
で
も
あ

っ
た
」
と
い
う
（
一
一
一
頁
）。 

戦
中
と
戦
後
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
「
正
し
さ
」
に
対
し
て
違

和
感
を
突
き
つ
け
て
い
く
岡
本
の
姿
勢
は
、
彼
に
と
っ
て
「
戦

争
体
験
が
軽
い
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
逆
に
そ
れ
が

あ
ま
り
に
強
烈
だ
っ
た
が
ゆ
え
で
あ
っ
た
」（
一
二
一
頁
）。 

こ
の
よ
う
な
抵
抗
を
、
岡
本
喜
八
は
映
画
に
よ
っ
て
繰
り
広

げ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

第
三
章
「
余
計
者
に
と
っ
て
の
「
明
治
」
と
「
民
衆
」」
で
は
、

「
戦
争
映
画
」
の
定
義
が
拡
張
さ
れ
て
い
く
。
岡
本
喜
八
が
映

画
化
し
た
戦
争
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
ば
か
り
で
は
な
い
。

岡
本
が
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
淵
源
を
戊
辰
戦
争
に
求
め
る

歴
史
観
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
、本
章
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
。 

岡
本
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
を
題
材
と
し
た
映
画
を
つ
く
る

一
方
、じ
つ
は
精
力
的
に
時
代
劇
も
手
が
け
て
い
た
。そ
し
て
、
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戊
辰
戦
争
で
活
躍
し
た
赤
報
隊
を
描
い
た
『
赤
毛
』（
一
九
六
九

年
）
に
至
る
。
同
作
で
赤
報
隊
は
「
新
政
府
軍
が
説
く
天
皇
を

担
い
だ
世
直
し
の
「
大
義
」
を
信
じ
て
、「
錦
の
御
旗
」
を
掲
げ
」

な
が
ら
も
「
そ
の
「
大
義
」
に
翻
弄
さ
れ
、
や
が
て
「
大
義
」

に
よ
っ
て
偽
官
軍
の
名
を
着
せ
ら
れ
、
余
計
者
と
し
て
切
り
捨

て
ら
れ
て
い
っ
た
」（
一
四
五
頁
）。
こ
の
「
余
計
者
」
へ
の
岡

本
の
執
着
に
、
佐
藤
は
戦
中
派
の
情
念
を
見
て
い
る
。 

お
り
し
も「
明
治
百
年
」が
時
の
内
閣
に
よ
っ
て
顕
彰
さ
れ
、

ま
た
歴
史
学
の
世
界
で
は
民
衆
史
研
究
が
勃
興
し
政
府
主
導
の

「
近
代
化
論
」
に
異
議
申
し
立
て
を
行
な
っ
て
い
た
時
期
で
あ

っ
た
。
時
を
同
じ
く
し
て
、
政
界
や
学
界
の
人
で
は
な
い
岡
本

喜
八
も
、
独
自
の
立
場
か
ら
「
大
義
」
や
「
正
し
さ
」
を
相
対

化
し
、日
本
近
代
へ
の
問
い
を
投
げ
か
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。 

第
四
章
「
誰
と
と
も
に
何
と
戦
う
？
」
は
、
前
章
と
表
裏
の

関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。第
三
章
が「
戦

争
映
画
」
の
定
義
を
歴
史
的
事
実
に
則
し
て
拡
張
し
た
も
の
だ

と
す
れ
ば
、
本
章
は
「
内
戦
」
と
い
う
分
析
概
念
を
導
入
す
る

こ
と
で
「
戦
争
映
画
」
内
部
に
あ
え
て
分
裂
を
持
ち
込
ん
で
い

る
。 野

上
に
よ
れ
ば
、
岡
本
喜
八
の
作
品
は
、「
内
戦
映
画
」
で
も

あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
は
じ
め
か
ら
お
互
い
を
外
部
と
す

る
一
般
の
戦
争
と
異
な
り
、「
内
戦
」
で
は
、
全
体
と
部
分
の
関

係
が
問
題
に
な
る
」。
そ
し
て
「
内
戦
」
と
は
「
誰
と
一
緒
に
何

と
対
峙
し
て
い
る
の
か
と
い
う
想
像
力
の
問
題
で
も
あ
る
」（
一

九
四―

一
九
五
頁
）。
こ
う
「
内
戦
」
を
定
義
し
た
う
え
で
、
た

と
え
ば
『
日
本
の
い
ち
ば
ん
長
い
日
』
を
「
終
戦
」
と
「
決
戦
」

や
「
敗
戦
」
と
が
ぶ
つ
か
る
「
内
戦
」
と
し
て
読
み
解
い
て
い

く
。
ま
た
『
肉
弾
』
は
、「
終
戦
」
の
の
ち
に
訪
れ
た
「
豊
か
な

「
戦
後
」」
に
対
し
「
決
戦
」
の
側
が
仕
掛
け
た
「
内
戦
」
だ
っ

た
と
い
う
。 

さ
ら
に
岡
本
に
こ
の
よ
う
な
映
画
を
撮
ら
せ
た
背
景
と
し
て
、

東
宝
争
議
と
い
う
「
内
戦
」
の
経
験
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ

も
す
る
。 

そ
の
う
え
で
本
章
が
「
内
戦
映
画
」
と
し
て
重
き
を
置
く
の

が
『
激
動
の
昭
和
史

沖
縄
決
戦
』（
一
九
七
一
年
）
だ
。
同
作

で
は
、
日
本
／
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
、
日
本
（
軍
）
／
沖
縄
、
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さ
ら
に
は
日
本
軍
内
部
の
「
沖
縄
の
第
三
二
軍
司
令
部
／
本
土

の
陸
軍
中
枢
」（
二
一
二
頁
）
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
の

対
立
軸
が
描
か
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
複
層
的
な
「
内
戦
」
は
そ
の
後
も
岡
本
作
品
の
モ

チ
ー
フ
と
な
り
、『
近
頃
な
ぜ
か
チ
ャ
ー
ル
ス
ト
ン
』（
一
九
八

一
年
）
や
『
大
誘
拐
』（
一
九
九
一
年
）
に
も
引
き
継
が
れ
て
い

っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
両
作
の
時
代
に
は
す
で
に
日
本
と
い

う
国
家
は
安
定
期
に
入
り
、
岡
本
が
描
く
「
内
戦
」
も
小
規
模

な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。 

第
五
章
「
キ
ハ
チ
の
遺
伝
子
」
は
、「
は
じ
め
に
」
で
も
言
及

さ
れ
た
『
シ
ン
・
ゴ
ジ
ラ
』
に
至
る
現
代
文
化
の
系
譜
学
だ
。

戦
後
生
ま
れ
の
映
画
監
督
・
庵
野
秀
明
（
一
九
六
〇―
）
が
、

い
か
に
し
て
戦
中
派
・
岡
本
喜
八
の
影
響
．
．
を．
受．
け
る
こ
と
が
で

．
．
．
．
．
．

き
た
の
か

．
．
．
．
、
と
い
う
話
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

庵
野
は
『
シ
ン
・
ゴ
ジ
ラ
』
以
外
に
も
『
新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン

ゲ
リ
オ
ン
』（
一
九
九
五―

九
六
年
）
な
ど
の
作
品
で
岡
本
へ
の

オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
い
る
。
そ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
岡

本
喜
八
が
絵
コ
ン
テ
を
ま
と
め
た
書
籍
『
描
い
ち
ゃ
消
し
描
い

ち
ゃ
消
し
』（
ア
ト
リ
エ
出
版
社
、
一
九
八
四
年
）
の
存
在
が
大

き
か
っ
た
。
こ
れ
が
庵
野
や
彼
と
同
世
代
の
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
に

は
格
好
の
教
科
書
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
具
体
的
な
事

実
が
「
影
響
関
係
」
の
説
明
に
説
得
力
を
与
え
て
い
る
。
そ
の

う
え
で
塚
田
は
、「
数
多
の
「
キ
ハ
チ
的
な
る
も
の
」
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
る
『
シ
ン
・
ゴ
ジ
ラ
』
は
、
さ
し
ず
め
「
岡
本

喜
八
が
特
撮
映
画
を
撮
っ
た
ら
」
と
い
う
仮
想
が
ベ
ー
ス
に
な

っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
」（
二
六
〇
頁
）
と
議
論
を
展
開
す

る
。 た

だ
、
現
実
の
岡
本
喜
八
は
多
く
の
戦
争
映
画
を
撮
り
な
が

ら
、
ほ
と
ん
ど
特
撮
を
使
わ
な
か
っ
た
。「
戦
争
体
験
を
有
す
る

岡
本
に
と
っ
て
、
戦
争
は
、「
再
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
」、
あ
る

い
は
「
再
現
の
精
度
に
よ
っ
て
そ
の
真
実
に
迫
り
う
る
も
の
」

な
ど
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
」（
二
七
四
頁
）
か
ら
だ
。 

こ
う
し
た
岡
本
と
の
違
い
に
は
庵
野
も
自
覚
的
で
あ
っ
た
が
、

東
日
本
大
震
災
で
の
原
発
事
故
を
契
機
と
し
て
、「
こ
の
国
の
人

間
に
降
り
か
か
る
災
厄
＝
戦
争
と
し
て
」（
二
八
六
頁
）
の
ゴ
ジ
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ラ
を
構
想
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。 

終
章
「
青
い
血
と
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
」
で
は
、
歴
史
と
現
在

と
が
巧
み
に
接
続
さ
れ
て
い
く
。 

本
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
ブ
ル
ー
ク
リ
ス
マ
ス
』（
一
九
七

八
年
）
は
、
現
代
社
会
を
舞
台
に
、
青
い
血
液
が
体
内
に
流
れ

る
人
々
が
、
確
た
る
理
由
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
世
界
中

で
差
別
さ
れ
統
制
さ
れ
て
い
く
物
語
だ
。
こ
れ
ま
で
本
書
で
中

心
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
戦
争
映
画
と
は
趣
き
が
異
な
り
、「
統

治
の
手
段
と
し
て
の
軍
事
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
」（
二
九
八
頁
）
と

さ
れ
て
い
る
。 

同
作
は
決
し
て
興
行
的
な
成
功
を
収
め
た
わ
け
で
は
な
く
、

同
時
代
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
機
会
も
少
な
か
っ
た
。
し
か
し

「
現
代
の
起
点
と
し
て
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
日
本
社
会
を
的

確
に
捉
え
て
い
た
」（
同
頁
）作
品
で
あ
る
と
い
う
。す
な
わ
ち
、

ロ
ッ
キ
ー
ド
事
件
に
象
徴
さ
れ
る
政
治
・
経
済
・
軍
事
エ
リ
ー

ト
の
密
接
な
関
係
と
、
そ
れ
が
明
る
み
に
出
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
田
中
角
栄
を
再
選
さ
せ
た
集
団
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
確
立
、
ま
た

三
里
塚
闘
争
に
象
徴
さ
れ
る
「
反
対
運
動
の
暴
力
が
政
治
権
力

に
よ
っ
て
全
否
定
さ
れ
て
い
た
」（
三
〇
五
頁
）
時
代
の
、
同
作

は
産
物
だ
。
そ
し
て
、
映
画
の
な
か
で
青
い
血
を
も
つ
人
々
が

「
脅
威
」
と
見
な
さ
れ
て
迫
害
さ
れ
て
い
き
、
そ
れ
が
さ
ら
な

る
強
力
な
統
治
を
招
来
す
る
と
い
う
事
態
は
、
現
在
の
状
況
と

も
重
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
山
本
は
考
え
、
岡
本

喜
八
の
映
画
を
次
の
よ
う
に
総
括
し
て
い
る
。 

 

岡
本
喜
八
の
映
画
は
、
戊
辰
戦
争
ま
で
遡
る
近
代
日
本
の

戦
争
の
み
を
描
い
た
の
で
は
な
い
。
共
同
体
の
構
成
員
の

安
全
・
安
心
の
た
め
に
情
報
統
制
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
れ

を
可
能
に
す
る
た
め
の
法
整
備
と
技
術
に
よ
る
監
視
体
制

を
築
い
て
内
な
る
他
者
を
殲
滅
す
る
と
い
う〈
戦
争
状
態
〉

の
現
在
性
を
も
射
程
に
お
さ
め
て
い
た
の
だ
（
三
〇
八―

三
〇
九
頁
） 

 

つ
ま
り
岡
本
喜
八
は
、「
暴
力
」
の
表
現
を
洗
練
さ
せ
て
い
く

こ
と
に
腐
心
し
た
の
み
な
ら
ず
、
さ
ら
に
「
権
力
」
の
問
題
に

も
狙
い
を
定
め
て
い
た
の
で
あ
る
。 
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三

総
評

 

本
書
の
意
義
は
ま
ず
、
岡
本
喜
八
に
つ
い
て
の
本
格
的
な
研

究
書
と
し
て
、
初
め
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
認
め
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
四
方
田
犬
彦
に
よ
れ
ば
、
岡
本
が
映
画
監
督
と
し

て
本
格
的
に
飛
躍
し
て
い
く
一
九
六
〇
年
代
、「
日
本
映
画
は
産

業
と
し
て
は
下
降
線
を
辿
ろ
う
と
し
て
い
た
が
、
個
性
的
な
作

家
を
輩
出
し
た
と
い
う
点
で
は
、
も
っ
と
も
実
り
多
い
」（
四
）

時

期
で
あ
っ
た
。
本
書
は
、
そ
の
「
実
り
」
が
具
体
的
に
い
か
な

る
も
の
だ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
斜
陽
期
以

降
の
日
本
映
画
史
の
空
白
を
埋
め
る
成
果
と
し
て
、
読
む
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
松
竹
ヌ
ー
ベ
ル
バ
ー
グ
と
も
任
侠
映
画
と

も
ピ
ン
ク
映
画
と
も
異
な
る
戦
争
映
画
と
い
う
太
い
水
脈
が
こ

の
時
代
に
あ
っ
た
こ
と
が
、
本
書
を
通
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

具
体
的
に
分
か
る
（
五
）
。

な
お
、
奇
し
く
も
本
書
と
ほ
と
ん
ど
時
を
同
じ
く
し
て
、
春

日
太
一
『
日
本
の
戦
争
映
画
』（
文
藝
春
秋
、
二
〇
二
〇
年
）
が

出
版
さ
れ
た
。
戦
後
日
本
で
公
開
さ
れ
た
戦
争
映
画
に
つ
い
て

概
説
す
る
同
書
は
三
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
が
通
史

的
な
「
戦
後
の
戦
争
映
画
」、
第
三
部
が
春
日
と
『
こ
の
世
界
の

片
隅
に
』（
二
〇
一
六
年
）
の
片
渕
須
直
監
督
と
の
対
談
を
収
め

た
「
戦
争
映
画
の
現
在
地
」、
そ
し
て
両
者
の
あ
い
だ
に
第
二
部

「
岡
本
喜
八
の
戦
争
映
画
」
が
あ
る
。
日
本
の
戦
争
映
画
を
語

る
に
際
し
て
、
岡
本
喜
八
は
欠
か
せ
な
い
存
在
と
し
て
認
知
さ

れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
「
近
頃
な
ぜ
か
」
ど
こ

ろ
か
「
今
こ
そ
、
や
は
り
、
岡
本
喜
八
」（
一
一
頁
）
で
あ
る
よ

う
だ
。 

ち
な
み
に
『
日
本
の
戦
争
映
画
』
は
、
本
書
で
は
扱
わ
れ
て

い
な
い
『
英
霊
た
ち
の
応
援
歌

最
後
の
早
慶
戦
』（
一
九
七
九

年
）の
紹
介
も
し
て
い
る
た
め
、併
読
す
る
の
も
一
興
だ
ろ
う
。

春
日
に
よ
れ
ば
、同
作
は「
岡
本
喜
八
の
戦
争
映
画
に
し
て
は
、

驚
く
ほ
ど
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
に
撮
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と

テ
レ
ビ
東
京
の
ド
ラ
マ
で
や
る
予
定
だ
っ
た
も
の
が
映
画
に
な

っ
た
と
い
う
の
も
あ
り
、
特
攻
で
散
っ
て
い
っ
た
若
者
た
ち
の

姿
で
泣
か
せ
る
「
戦
争
情
話
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
／
こ
の
時
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期
、〔
中
略
〕
も
う
戦
争
映
画
は
「
情
話
」
と
し
て
泣
か
せ
る
装

置
と
な
り
つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、〔
理
不
尽
な
状
況
に
対

す
る
〕「
バ
ッ
カ
ヤ
ロ
ー
」
を
根
幹
と
す
る
岡
本
喜
八
の
精
神
か

ら
す
る
と
対
極
的
な
も
の
で
す
」（
六
）

と
い
う
。『
英
霊
た
ち
の

応
援
歌
』
に
つ
い
て
、
ぜ
ひ
本
書
執
筆
陣
の
見
解
も
聞
い
て
み

た
い
。 

も
う
一
冊
、
評
者
が
本
書
の
類
書
と
し
て
想
起
し
た
の
は
、

與
那
覇
潤
『
帝
国
の
残
影―

兵
士
・
小
津
安
二
郎
の
昭
和
史
』

（
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
で
あ
る
。
同
書
は
い
か
に
も

「
日
本
的
」
と
さ
れ
る
小
津
安
二
郎
（
一
九
〇
三―

六
三
年
）

の
作
品
に
、
じ
つ
は
中
国
大
陸
に
お
け
る
従
軍
経
験
が
色
濃
く

投
影
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ
。與
那
覇
は
、

敗
戦
か
ら
一
九
五
〇
年
代
ま
で
の
日
本
社
会
を
と
く
に
流
動
性

の
高
い
ア
ナ
ー
キ
ー
な
時
代
、
彼
の
言
葉
で
言
え
ば
〈
中
国
化

の
季
節
〉
で
あ
っ
た
と
し
た
う
え
で
、
高
度
成
長
期
に
入
る
と

と
も
に
そ
う
し
た
状
況
は
収
束
し
て
い
っ
た
と
述
べ
、
こ
の
よ

う
な
社
会
変
動
が
小
津
映
画
の
受
容
に
も
影
響
し
た
と
論
じ
て

い
る
。 

残
念
な
が
ら
『
帝
国
の
残
影
』
に
岡
本
喜
八
は
登
場
し
な
い

が
、
彼
の
日
中
戦
争
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
あ
る
意
味
で
小
津
以

上
に
直
截
に
〈
中
国
化
の
季
節
〉
を
体
現
し
て
い
た
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
第
二
章
（
福
間
論
文
）
に
よ
れ
ば
、
岡

本
に
お
け
る
「
中
国
」
と
は
決
し
て
「
舞
台
装
置
」
や
「
小
道

具
」
で
は
な
く
、「「
顔
」
が
具
体
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
」
生
々

し
い
「
主
要
な
登
場
人
物
」
な
の
で
あ
る
（
一
一
一
頁
）。
し
か

も
岡
本
は
中
国
大
陸
で
の
従
軍
経
験
な
し
に
「
敵
の
顔
」
を
描

い
て
み
せ
た
。
本
書
を
読
む
こ
と
で
、
そ
う
し
た
「
想
像
力
の

歴
史
」
に
も
思
考
が
切
り
拓
か
れ
て
い
く
感
覚
を
得
た
次
第
で

あ
る
。 

さ
て
、
以
下
で
は
三
点
、
評
者
が
気
に
な
っ
た
部
分
に
つ
い

て
コ
メ
ン
ト
を
す
る
こ
と
で
、
本
書
の
岡
本
喜
八
論
や
戦
争
社

会
学
研
究
を
さ
ら
に
深
め
る
一
助
を
提
供
し
た
い
。 

ま
ず
は
、
第
一
章
（
山
本
論
文
）、
第
二
章
（
福
間
論
文
）、

第
三
章
（
佐
藤
論
文
）
に
お
け
る
「
正
し
さ
」
の
問
題
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
と
お
り
、
第
一
章
で
は
、
岡
本
喜
八
が
「
正
し

さ
」
を
手
放
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
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れ
に
対
し
て
第
二
章
や
第
三
章
で
は
、「
正
し
さ
」
に
懐
疑
的
な

岡
本
像
が
描
き
出
さ
れ
て
い
た
。 

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
ど
れ
が
正
解
で
ど
れ
が
間
違
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。
い
ず
れ
も
岡
本
の
重
要
な
断

面
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。 

だ
か
ら
こ
そ
、
三
つ
の
論
文
に
お
け
る
「
正
し
さ
」
が
そ
れ

ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
水
準
に
あ
っ
て
、
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
か

が
明
示
さ
れ
て
い
る
と
、
さ
ら
に
岡
本
の
思
想
や
彼
の
作
品
に

つ
い
て
の
理
解
が
ク
リ
ア
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

次
は
、
第
四
章
（
野
上
論
文
）
の
〈
内
戦
〉
と
い
う
分
析
概

念
に
つ
い
て
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
第
三
章
で
扱
わ
れ
て
い
た

戊
辰
戦
争
な
ど
は
〈
内
戦
〉
と
言
え
る
と
評
者
も
思
う
。
た
だ
、

沖
縄
戦
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 

成
田
龍
一
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア
ー
ミ
テ
イ
ジ
『〈
内
戦
〉

の
世
界
史
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
）
に
寄
せ
た
解
説
で
、

日
本
植
民
地
時
代
の
朝
鮮
に
お
け
る
三
・
一
運
動
や
、
台
湾
に

お
け
る
霧
社
事
件
を
「
内
戦
」
と
呼
べ
る
か
ど
う
か
と
問
い
、

「
私
の
見
解
は
、
否
で
あ
る
」
と
表
明
し
た
う
え
で
、「
植
民
地

の
抵
抗
運
動
を
「
内
戦
」
と
い
っ
た
と
き
に
は
、
大
日
本
帝
国

の
植
民
地
領
有
を
、
肯
定
的
に
前
提
と
し
て
し
ま
う
こ
と
に
通

ず
る
で
あ
ろ
う
。「
内
戦
」
の
認
識
は
歴
史
認
識
の
転
換
を
図
る

も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
論
者
の
立
ち
位
置
を
照
射
す
る
も
の

と
な
り
、
倫
理
的
立
場
と
も
関
連
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る

（
七
）
。〈
内
戦
〉
と
い
う
言
葉
が
、
た
と
え
ば
「
本
土
」
と
沖
縄

と
の
力
関
係
の
非
対
称
性
を
不
可
視
化
し
得
る
こ
と
は
た
し
か

だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
、「
倫
理
的
立
場
」
は
と
も
か
く
、
歴
史

的
事
実
の
見
落
と
し
に
つ
な
が
る
危
険
性
に
は
敏
感
で
あ
る
べ

き
だ
。 

ま
た
、
こ
れ
は
「
岡
本
喜
八
に
言
っ
て
く
れ
」
と
い
う
話
か

も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
日
本
近
代
に
お
け
る
戊
辰
戦
争
以
外
の

〈
内
戦
〉
と
し
て
評
者
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
た
の
は
、
西
南
戦

争
だ
っ
た
。
先
に
引
用
し
た
成
田
龍
一
も
、
小
川
原
正
道
『
西

南
戦
争―

西
郷
隆
盛
と
日
本
最
後
の
内
戦
』（
中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
七
年
）を
取
り
上
げ
、そ
の
副
題
に
も
注
目
し
て
い
る
。

た
だ
、岡
本
の
映
画
で
西
南
戦
争
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。 

こ
の
こ
と
を
鑑
み
て
も
、〈
内
戦
〉
と
い
う
分
析
概
念
が
岡
本
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作
品
に
ど
こ
ま
で
有
効
か
と
い
う
こ
と
は
、
さ
ら
に
検
討
の
余

地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

最
後
は
い
さ
さ
か
「
無
い
物
ね
だ
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
本
書
の
冒
頭
、
こ
れ
か
ら
始
ま
る
岡
本
喜
八
論
の
い
わ
ば

口
火
を
切
る
役
割
で
登
場
し
た
映
画
監
督
の
大
林
宣
彦
（
一
九

三
八―

二
〇
二
〇
年
）
は
、
遺
作
と
な
っ
た
『
海
辺
の
映
画
館

―

キ
ネ
マ
の
玉
手
箱
』（
二
〇
二
〇
年
）
で
、
や
は
り
ア
ジ
ア
太

平
洋
戦
争
を
中
心
的
に
描
き
な
が
ら
も
、
幕
末
ま
で
遡
っ
て
日

本
近
代
を
ト
ー
タ
ル
に
捉
え
る
視
座
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し

て
、
同
作
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
な
か
で
映
画
評
論
家
の
佐
藤
忠

男
（
一
九
三
〇―

）
も
「
戦
争
映
画
の
歴
史
と
い
う
こ
と
を
考

え
る
う
え
で
外
国
と
の
戦
争
か
ら
は
じ
め
る
の
で
な
く
、
幕
末

の
内
戦
か
ら
は
じ
め
る
と
い
う
あ
た
り
、
な
ん
で
も
な
い
こ
と

の
よ
う
で
あ
る
が
、
じ
つ
に
鋭
い
と
思
う
」
と
大
林
の
着
眼
を

高
く
評
価
し
て
い
る
（
八
）
。 

第
五
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
庵
野
秀
明
の
よ
う
な
直
接
の
影

響
関
係
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
し
、
作
風
や
立
場
は
異
な
る
も
の

の
、
大
林
と
佐
藤
と
が
示
し
て
い
る
歴
史
観
は
、
本
書
か
ら
浮

か
び
上
が
っ
て
き
た
岡
本
喜
八
の
そ
れ
と
も
親
和
的
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
映
画
人
の
歴
史
観
と
い
う
の
は
、
今
後
も
探

究
す
べ
き
大
き
な
テ
ー
マ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
問
題
提

起
し
て
お
き
た
い
（
九
）
。

 

四

お
わ
り
に

 

今
日
の
歴
史
研
究
者
に
と
っ
て
、
創
作
物
と
ど
う
向
き
合
っ

て
い
く
か
と
い
う
こ
と
は
、
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
に
な
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
（
一
〇
）
。
そ
れ
は
第
一
に
資
料
的
価
値
が
見
出

せ
る
か
ら
だ
が
、
さ
ら
に
は
、
た
と
え
ば
二
〇
二
〇
年
に
Ｎ
Ｈ

Ｋ
広
島
放
送
局
に
よ
る
ツ
イ
ッ
タ
ー
企
画
「
ひ
ろ
し
ま
タ
イ
ム

ラ
イ
ン
」
が
顕
在
化
さ
せ
た
よ
う
な
、
拙
速
な
「
過
去
の
リ
ア

リ
テ
ィ
」
へ
の
志
向
が
確
実
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
困
難
な

事
情
も
あ
る
（
一
一
）
。
そ
う
し
た
状
況
で
、
本
書
の
よ
う
な
研
究

書
が
編
ま
れ
た
こ
と
は
素
直
に
喜
ば
し
い
。
過
去
の
創
作
物
、

あ
る
い
は
過
去
を
題
材
と
し
た
創
作
物
と
対
峙
す
る
と
き
の
よ

す
が
と
し
て
、
本
書
は
読
み
継
が
れ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。 
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（
一
）

福
間
良
明
『
戦
後
日
本
、
記
憶
の
力
学―

「
継
承
と
い
う
断
絶
」
と
無
難
さ
の

政
治
学
』
作
品
社
、
二
〇
二
〇
年
、
三
三
二
頁
。

（
二
）

大
木
毅
「
軍
事
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
危
う
さ
」『
公
研
』
二
〇
二
〇
年
五
月
号
。

（
三
）

二
〇
〇
九
年
に
発
足
し
た
戦
争
社
会
学
研
究
会
は
、
そ
の
成
果
を
、
野
上
元
・

福
間
良
明
編『
戦
争
社
会
学
ブ
ッ
ク
ガ
イ
ド―

現
代
社
会
を
読
み
解
く
一
三
二
冊
』（
創

元
社
、
二
〇
一
二
年
）、
福
間
良
明
・
野
上
元
・
蘭
信
三
・
石
原
俊
編
『
戦
争
社
会
学

の
構
想―

制
度
・
体
験
・
メ
デ
ィ
ア
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）、
好
井
裕
明
・
関

礼
子
編
『
戦
争
社
会
学―

理
論
・
大
衆
社
会
・
表
象
文
化
』（
明
石
書
店
、
二
〇
一
六

年
）
と
い
っ
た
か
た
ち
で
世
に
問
う
て
き
た
。
ま
た
二
〇
一
七
年
か
ら
は
、
会
誌
『
戦

争
社
会
学
研
究
』
も
刊
行
し
て
い
る
。

（
四
）

四
方
田
犬
彦
『
日
本
映
画
史
一
一
〇
年
』
集
英
社
、
二
〇
一
四
年
、
一
八
八
頁
。

（
五
）

な
お
、
岡
本
喜
八
作
品
と
は
趣
き
が
異
な
る
が
、
評
者
も
映
画
『
若
者
た
ち
』（
森

川
時
久
監
督
、
一
九
六
八
年
）
の
自
主
上
映
運
動
を
素
材
に
、
一
九
六
〇
年
代
に
お
け

る
日
本
映
画
の
新
た
な
展
開
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
（
花
田
史
彦
「
青
年
の

理
想
主
義
に
つ
い
て―

映
画
『
若
者
た
ち
』
と
ポ
ス
ト
高
度
成
長
期
の
サ
ー
ク
ル
文
化

運
動
」『
人
文
学
報
』
第
一
一
六
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）。

（
六
）

春
日
太
一
『
日
本
の
戦
争
映
画
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
二
〇
年
、
二
二
七
頁
。
引

用
文
中
の
／
は
改
行
を
あ
ら
わ
す
。

（
七
）

成
田
龍
一
「
解
題

「
内
戦
」
の
再
定
義―

ア
ー
ミ
テ
イ
ジ
『〈
内
戦
〉
の
世
界

史
』
の
位
置
と
意
義
」
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ア
ー
ミ
テ
イ
ジ
（
平
田
雅
博
、
阪
本
浩
、
細

川
道
久
訳
）『〈
内
戦
〉
の
世
界
史
』
岩
波
書
店
、
二
〇
一
九
年
、
二
四
四
頁
。

（
八
）

佐
藤
忠
男
「『
海
辺
の
映
画
館―

キ
ネ
マ
の
玉
手
箱
』
の
感
銘
」
大
林
千
茱
萸
編

『
大
林
宣
彦
監
督
作
品
『
海
辺
の
映
画
館―

キ
ネ
マ
の
玉
手
箱
』
劇
場
用
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
』
ア
ス
ミ
ッ
ク
・
エ
ー
ス
株
式
会
社
、
二
〇
二
〇
年
、
二
頁
。 

（
九
）

た
と
え
ば
、
映
画
監
督
の
篠
田
正
浩
（
一
九
三
一―

）
は
『
河
原
者
の
ス
ス
メ

 
―

死
穢
と
修
羅
の
記
憶
』（
幻
戯
書
房
、
二
〇
〇
九
年
）
と
い
う
日
本
芸
能
史
の
通
史

を
も
の
し
て
い
る
。

（
一
〇
）

花
田
史
彦
「
稗
史
を
構
想
す
る―

原
武
史
『「
松
本
清
張
」
で
読
む
昭
和
史
』」

『
京
都
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
年
報
』
第
六
号
、
二
〇
一
九
年
四
月
。

（
一
一
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
沢
け
い
「
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ひ
ろ
し
ま
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」

の
問
題
点
」https://webronza.asahi.com

/culture/articles/2020083100003.htm
l

（
二

〇
二
一
年
一
月
二
二
日
閲
覧
）
を
参
照
し
た
。 
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