
戦
後
日
本
の
桃
太
郎
(
一

ー
ー
奈
街
三
郎
「
た
だ
の
桃
太
郎
」
を
め
ぐ
っ
て
|
|

は
じ
め
に

一
九
四
六
年
九
月
、
児
童
文
学
者
協
会
の
機
関
誌
と
し
て
生
ま
れ
た
「
日
本

児
童
文
学
」
創
刊
号
に
は
、
「
侵
略
戦
争
の
過
去
と
民
主
革
命
下
の
現
在
を
通

じ
て
作
家
は
何
を
反
省
し
何
を
実
践
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
か
」
と
い
っ
た
文
言

の
も
と
、
「
一
、
児
童
文
学
の
再
出
発
に
際
し
て
作
家
と
し
て
最
も
反
省
す
べ

き
点
。
二
、
再
出
発
に
当
つ
て
の
抱
負
」
の
二
つ
を
問
、
っ
た
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
「
回
答
を
求
め
ら
れ
た
作
家
自
身
の
内
面
的
な

反
省
の
声
を
き
き
た
か
っ
た
」
と
そ
の
理
由
が
明
か
さ
れ
る
よ
う
に
、
協
会
や

機
関
誌
の
立
ち
上
げ
に
あ
た
り
、
編
集
部
と
し
て
は
ま
ず
会
員
自
身
の
「
内
な

る
戦
争
責
任
の
明
確
化
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
た
」
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

会
員
か
ら
の
回
答
は
「
省
み
て
他
を
い
ふ
や
う
な
」
も
の
や
「
あ
ま
り
に
一
般

的
な
原
則
論
を
送
っ
て
き
た
」
も
の
が
多
く
、
編
集
部
を
失
望
さ
せ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
ん
な
な
か
、
協
会
の
常
任
委
員
で
あ
っ
た
奈
街
三
郎
は
次
の
よ
う
な

、.-

武

久

高

康

回
答
を
寄
せ
て
い
る
。

(
ぽ
く
な
ど
は
初
め
か
ら
大
し
て
文
学
的
業
績
も
な
い
男
だ
か
ら
、
こ
れ

も
う
ぬ
ぼ
れ
か
も
し
れ
な
い
が
|
|
)
人
か
ら
か
れ
こ
れ
言
は
れ
な
い
先

に
ま
た
じ
ぶ
ん
の
こ
と
を
た
な
に
あ
げ
て
人
の
こ
と
を
言
ふ
ま
へ
に
、
ぼ

く
は
ま
づ
自
己
の
不
明
を
あ
か
ら
さ
ま
に
ぶ
ち
ま
け
、
痛
烈
に
惚
入
り
、

深
刻
に
詫
び
た
い
気
も
ち
で
い
っ
ぱ
い
だ
。
/
し
た
が
っ
て
、
こ
の
気
も

ち
の
上
に
し
か
再
出
発
の
ふ
り
出
し
は
あ
り
え
な
い
。
作
家
と
し
て
の
真

撃
な
自
己
反
省
、
す
る
ど
い
自
己
批
判
の
メ
ト
オ
ド
は
、
や
は
り
今
後
の

作
品
行
動
に
し
か
な
い
だ
ら
う
。
そ
れ
は
い
は
ゆ
る
、
徐
々
に
成
長
す
る

結
晶
体
の
偉
大
な
忍
耐
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。

奈
街
は
「
児
童
文
学
界
の
戦
争
責
任
明
確
化
及
び
戦
責
出
版
社
七
社
へ
の
不
執

筆
動
議
」
の
提
案
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
児
童
文
学
粛
正
委
員
会
」
の
委
員
に

も
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
彼
の
作
家
と
し
て
の
自
己
反
省
・
自
己
批
判
の
方
法

と
は
、
「
自
己
の
不
明
を
あ
か
ら
さ
ま
に
ぶ
ち
ま
け
、
痛
烈
に
憐
入
り
、
深
刻
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に
詫
び
た
い
気
も
ち
」
を
「
今
後
の
作
品
行
動
」
に
う
っ
す
し
か
な
い
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
こ
で
奈
街
は
、
「
内
な
る
戦
争
責
任
」
と
い
う
も
の

を
「
今
後
の
作
品
行
動
」
の
中
で
明
確
化
し
て
い
く
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
奈
街
の
「
作
品
行
動
」
の
一
端
に
つ
い
て
、

彼
が
書
い
た
学
校
劇
用
脚
本
「
た
だ
の
桃
太
郎
」
(
『
日
本
学
校
劇
選
(
小
学
校

篇
)
」
棲
井
書
庖
、
一
九
五
0

・
一
三
)
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
周
知

の
よ
う
に
桃
太
郎
は
、
日
本
の
象
徴
と
し
て
戦
前
・
戦
中
に
様
々
な
場
面
で
利

用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
終
戦
直
後
に
は
、
「
桃
太
郎
の
話
は
日
本
帝
国
侵
略

主
義
の
象
徴
で
す
よ
」
(
戸
塚
文
子
「
桃
太
郎
の
話
」
)
な
ど
侵
略
主
義
や
軍
国
主

義
の
象
徴
と
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、
戦
時
下
に
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
お

こ
な
わ
れ
た
「
桃
太
郎
教
育
」
へ
の
反
省
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

倫
理
的
に
は
全
く
白
紙
の
状
態
に
あ
る
幼
児
に
む
か
つ
て
語
る
お
伽
噺
の

影
響
力
の
大
き
さ
を
、
こ
れ
ま
で
等
閑
に
付
し
て
ゐ
た
こ
と
は
、
何
と
い

っ
て
も
重
大
な
過
失
で
す
。
子
供
た
ち
は
、
|
|
少
く
と
も
男
の
子
た

ち
は
、
|
|
桃
太
郎
の
話
を
き
い
て
、
他
民
族
を
征
伐
す
る
こ
と
の
痛

快
さ
や
、
戦
利
品
を
山
と
積
ん
で
凱
旋
す
る
素
晴
ら
し
さ
に
舷
惑
さ
れ

て
、
「
力
は
正
義
な
り
。
」
と
い
ふ
間
違
っ
た
文
句
の
中
に
、
人
間
の
最
高

の
道
徳
を
み
い
だ
し
が
ち
で
す
。
そ
の
結
果
が
、
今
度
の
戦
争
中
に
な
さ

れ
た
数
々
の
は
づ
か
し
い
行
為
で
な
く
て
何
で
せ
う
か
。
「
日
本
男
子
の

正
体
み
た
り
。
」
と
外
国
人
の
人
々
か
ら
後
指
を
さ
さ
れ
る
や
う
に
な
っ

た
の
も
、
も
と
は
と
一
言
へ
ば
桃
太
郎
教
育
に
あ
っ
た
こ
と
を
私
た
ち
は
こ

の
際
痛
感
す
べ
き
だ
と
思
ひ
ま
す
。
/
戦
時
中
は
、
「
強
い
子
よ
い
子
」

と
い
ふ
極
端
な
標
語
ま
で
出
来
て
、
い
や
が
上
に
も
日
本
の
男
の
子
を
桃

太
郎
に
仕
上
げ
よ
う
と
の
企
て
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
今
は
も
う
、
軍
国

調
は
す
べ
て
払
拭
さ
れ
て
よ
い
時
期
が
来
て
ゐ
る
の
で
す
。

(
山
地
延
枝
「
(
寓
意
随
想
)
桃
太
郎
」
)

引
用
箇
所
で
は
、
「
力
は
正
義
な
り
」
と
い
っ
た
軍
国
調
の
思
想
を
「
倫
理
的

に
は
全
く
白
紙
の
状
態
に
あ
る
幼
児
に
む
か
つ
て
」
植
え
付
け
て
き
た
戦
時
下

の
「
桃
太
郎
教
育
」
の
払
拭
が
叫
ば
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
終
戦
直
後

の
桃
太
郎
を
め
ぐ
る
状
況
の
な
か
、
奈
街
は
小
学
生
に
向
け
て
桃
太
郎
を
如
何

に
描
き
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
思
い
を
重
ね
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以

下
、
検
討
し
た
い
。
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復
員
兵
の
桃
太
郎

学
校
劇
用
脚
本
「
た
だ
の
桃
太
郎
」
は
、
桃
太
郎
が
鬼
が
島
か
ら
日
本
に
帰

国
す
る
場
面
か
ら
は
じ
め
ら
れ
て
い
る
。

「
桃
太
郎
さ
ん
」
の
唱
歌
。
/
そ
れ
か
ら
、
幕
。
l
|
問
。

汽
船
到
着
の
汽
笛
、
鳴
り
つ
づ
き
1
1
1

女
の
声
お
か
え
り
な
さ
い
ま
せ
。
な
が
な
が
と
、
ご
く
ろ
う
さ
ま
で

し
た
。
お
か
え
り
な
さ
い
ま
せ
:
:
:
。

こ
の
声
、
だ
ん
だ
ん
大
ぜ
い
の
声
に
な
っ
て
つ
づ
き
、
や
が
て
し
ず
か
に
な

る
と
、
右
手
か
ら
桃
太
郎
が
、
ゆ
っ
く
り
と
出
て
く
る
。
日
の
丸
の
は
ち
ま
き



は
れ
ん
じ
る
し

を
し
め
、
「
日
本
一
の
桃
太
郎
」
と
書
い
た
旗
印
を
背
に
し
よ
っ
て
は
い
る
が

た

ち

せ

ん

す

太
万
も
扇
子
も
な
い
丸
腰
で
、
な
つ
か
し
そ
う
に
あ
た
り
を
な
が
め
、
ま
た
空

を
見
あ
げ
た
り
し
て
、

桃
太
郎
や
れ
や
れ
、
ま
っ
た
く
夢
の
よ
う
だ
な
あ
、
こ
う
し
て
、
ぶ

じ
に
か
え
れ
よ
う
と
は
。
・
:
:
・
や
っ
ぱ
り
、
日
本
は
い
い
な
あ
。
鬼
が

烏
よ
り
い
い
な
あ
。

じ
っ
と
遠
方
を
見
つ
め
て
、

桃

太

郎

う

l
む
、
ひ
ど
く
や
ら
れ
て
い
る
な
あ
。
話
に
は
き
い
て
い

た
が
、
ま
さ
か
、
こ
ん
な
に
ひ
ど
い
と
は
恩
わ
な
か
っ
た
よ
。
ま
る

で
、
一
め
ん
の
や
け
野
原
じ
ゃ
な
い
か
。
|
|
よ
く
も
ま
あ
、
こ
ん
な

に
や
ら
れ
る
ま
で
、
国
民
が
、
が
ま
ん
を
し
て
い
た
も
ん
だ
な
あ
:
:
・

本
来
な
ら
犬
猿
維
に
宝
物
を
引
か
せ
凱
旋
す
る
は
ず
の
桃
太
郎
。
し
か
し
こ

こ
で
は
、
「
日
の
丸
の
は
ち
ま
き
」
や
「
日
本
こ
の
旗
印
は
あ
る
も
の
の
、

太
万
や
扇
子
も
な
い
丸
腰
の
ま
ま
帰
国
し
て
い
る
。
「
ま
っ
た
く
夢
の
よ
う
だ

な
あ
、
こ
う
し
て
ぶ
じ
に
か
え
れ
よ
う
と
は
」
「
日
本
は
い
い
な
あ
。
鬼
が
島

よ
り
い
い
な
あ
」
と
い
っ
た
セ
リ
フ
か
ら
は
、
本
脚
本
の
桃
太
郎
が
鬼
が
島
で

終
戦
を
迎
え
、
や
っ
と
の
思
い
で
帰
国
を
果
た
し
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
本
脚
本
は
桃
太
郎
の
帰
国
シ
l
ン
か
ら
始
め
ら
れ
て
い

る
の
だ
が
、
同
じ
よ
う
に
桃
太
郎
の
帰
国
に
言
及
す
る
話
は
終
戦
後
発
刊
さ
れ

た
雑
誌
に
も
多
数
見
ら
れ
、
そ
こ
で
の
桃
太
郎
は
戦
犯
容
疑
を
か
け
ら
れ
た
軍

国
主
義
者
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
『
女
性
ラ
イ
フ
』

一
九
四
七

年
一
月
号
に
は
次
の
よ
う
な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

「
鬼
が
島
征
伐
」
と
か
で
意
気
揚
々
故
国
へ
凱
旋
し
た
筈
の
桃
太
郎
将
軍
、

実
は
鬼
ヶ
島
征
伐
と
は
真
赤
な
ウ
ソ
で
と
ん
で
も
な
い
侵
略
者
と
判
明
。

現
在
第
一
級
戦
犯
容
疑
者
と
し
て
ス
ガ
モ
収
容
中
と
の
事
。
な
ほ
カ
ス
メ

タ
金
銀
サ
ン
ゴ
あ
や
に
し
き
は
現
地
の
所
有
者
に
返
還
中
、
お
供
の
サ

ル
、
イ
ヌ
、
キ
ジ
は
今
更
軍
国
主
義
者
に
踊
ら
さ
れ
た
前
非
を
悔
悟
、
そ

れ
ぞ
れ
故
郷
へ
帰
農
食
糧
増
産
に
努
力
中
。
(
「
お
伽
バ
ナ
シ
其
の
後
」
)

こ
う
し
た
語
り
の
存
在
は
、
こ
の
当
時
、
軍
国
主
義
者
の
象
徴
と
し
て
桃
太
郎

が
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
本
脚
本
に
関
し

て
も
、
太
刀
こ
そ
な
い
が
「
日
の
丸
の
は
ち
ま
き
を
し
め
、
「
日
本
一
の
桃
太

郎
」
と
書
い
た
旗
印
を
背
に
し
よ
っ
て
」
帰
国
す
る
姿
は
、
そ
の
ま
ま
軍
国
主

義
の
推
進
に
利
用
さ
れ
た
戦
時
下
の
桃
太
郎
を
訪
御
と
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

せ
ん
す

桃
太
郎
戦
争
で
ぼ
く
は
、
万
と
一
扇
子
も
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
け
れ

ど
、
日
本
一
の
桃
太
郎
と
い
う
旗
印
だ
け
は
、
だ
い
じ
に
持
っ
て
か
え
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っ
た
。

引
用
は
、
桃
太
郎
と
犬
猿
維
と
が
再
会
を
果
た
し
た
後
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の

セ
リ
フ
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
「
日
本
一
の
桃
太
郎
」
と
い
う
旗
印
は
、
た

と
え
戦
争
が
終
わ
っ
て
も
捨
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
桃
太
郎
が
そ
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
重
ね
合
わ
せ
る
象
徴
的
な
ア
イ
テ
ム
と
し
て
存
在
し
て
い
た
。

な
お
、
こ
う
し
た
「
『
日
本
一
』
の
旗
印
」
を
鳥
越
信
は
、
「
軍
国
主
義
」
の

「
精
神
的
象
徴
」
だ
と
指
摘
す
る
の
だ
が
、
こ
の
鳥
越
の
見
解
に
基
づ
け
ば
、



こ
こ
で
の
桃
太
郎
は
終
戦
を
迎
え
帰
国
し
た
も
の
の
、
未
だ
戦
時
下
の
軍
国
主

義
的
価
値
観
を
捨
て
切
れ
な
い
復
員
兵
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
こ
こ
で
桃
太
郎
は
復
員
兵
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
木
村
卓
滋
は
、
終
戦
直
後
の
日
本
社
会
で
は
反
軍
・
反
軍
人
意

識
が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
批
判
の
対
象
は
軍
指
導
層
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
復

員
兵
を
も
含
ん
で
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
の
批
判
と
し
て

は
、
「
我
々
元
軍
人
が
何
時
ま
で
も
独
り
戦
争
責
任
者
の
如
く
そ
し
ら
れ
て
い

る
の
は
国
民
が
大
東
亜
戦
争
の
真
の
意
義
も
実
情
も
外
国
と
比
す
る
こ
と
も
知

ら
な
い
無
智
か
ら
起
っ
て
お
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
し
」
の
如
く
、
彼
ら
元
軍

人
を
戦
争
責
任
者
と
す
る
一
言
説
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
終
戦
直
後
に
は
、
復
員
兵
ら
元
軍
人
を
戦
争
責
任
者
と
し
て
批

判
す
る
言
説
が
存
在
し
た
。
そ
の
一
方
で
、
桃
太
郎
は
軍
国
主
義
者
の
象
徴
と

さ
れ
、
「
帰
国
後
、
第
一
級
戦
犯
容
疑
で
収
容
」
な
ど
と
い
っ
た
話
が
多
数
作

ら
れ
た
。
つ
ま
り
復
員
兵
と
桃
太
郎
と
は
、
終
戦
直
後
に
「
戦
争
責
任
者
」
と

し
て
語
ら
れ
た
と
い
う
点
で
共
通
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
理
由
も
あ
い
ま
っ
て
、

本
脚
本
で
は
桃
太
郎
が
復
員
兵
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

戦
後
日
本
と
逆
コ
ー
ス

本
脚
本
で
は
そ
の
後
、
桃
太
郎
の
前
に
そ
れ
ぞ
れ
「
日
本
一
の
か
ぜ
ぐ
す

り
」
、
「
日
本
一
の
き
び
だ
ん
ご
」
と
い
う
旗
印
を
も
っ
た
薬
屋
、
団
子
屋
が
あ

ら
わ
れ
、
そ
の
「
日
本
こ
の
旗
印
を
信
じ
た
桃
太
郎
は
ま
ん
ま
と
ニ
セ
モ
ノ

を
買
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
あ
あ
、
日
本
は
す
っ
か
り
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の

だ
」
と
う
な
だ
れ
る
な
か
、
「
軽
快
な
ジ
ャ
ズ
音
楽
」
が
流
れ
、
舞
台
に
は
「
日

本
一
の
小
学
目
ぐ
す
り
」
「
日
本
一
の
お
し
め
カ
バ

l
」
な
ど
続
々
と
「
日
本

こ
を
称
す
る
者
た
ち
が
登
場
す
る
。
そ
ん
な
状
況
に
桃
太
郎
は
、
自
分
の

「
日
本
こ
の
旗
印
を
破
い
て
捨
て
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
こ
で
桃
太
郎
は
「
日
本
こ
を
標
梼
す
る
売
り
子
た
ち
に
騎
さ

れ
、
「
日
本
は
す
っ
か
り
か
わ
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
う
な
だ
れ
て
い
る
。
そ
の

後
、
「
軽
快
な
ジ
ャ
ズ
音
楽
」
と
と
も
に
多
く
の
「
日
本
こ
を
称
す
る
売
り

子
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
日
本
の
変
化
が
ア
メ
リ
カ
文
化
の
流
入
と

関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ

文
化
に
よ
る
日
本
の
堕
落
と
い
っ
た
言
説
は
、
当
時
の
左
派
に
広
範
に
認
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
例
と
し
て
、
ソ
連
教
育
学
の
研
究
者
で
あ
る
矢
川
徳

光
の
発
言
を
引
用
し
て
お
く
。
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日
本
は
文
化
的
に
も
自
主
権
を
も
っ
て
い
な
い
。
(
中
略
)
街
に
流
れ
る
音

楽
は
、
歯
の
う
く
よ
う
な
類
廃
的
な
植
民
地
的
旋
律
に
よ
っ
て
日
本
民
族

の
耳
を
毒
し
、
民
族
の
子
ど
も
た
ち
の
精
神
の
随
ま
で
も
腐
ら
せ
て
い
る
。

(
矢
川
徳
光
「
民
族
問
題
と
教
育
」
)

こ
の
よ
う
に
日
本
が
自
主
権
を
も
た
な
い
植
民
地
的
な
状
況
だ
と
い
う
言
説
は
、

ア
メ
リ
カ
が
「
東
側
陣
営
と
の
対
決
の
た
め
」
に
「
民
主
化
を
重
視
し
た
従
来

の
対
日
政
策
を
大
き
く
転
換
さ
せ
」
る
、
日
本
の
民
主
化
・
非
軍
事
化
に
逆
行

す
る
動
き
(
逆
コ
ー
ス
)
の
進
展
と
と
も
に
増
加
し
て
い
く
。
ち
ょ
う
ど
本
脚



本
が
出
版
さ
れ
た
一
九
五
O
年
三
月
は
朝
鮮
戦
争
前
夜
で
あ
り
、
人
々
は
少
し

ず
つ
進
ん
で
い
く
逆
コ
ー
ス
の
動
き
を
肌
で
感
じ
て
い
た
。
例
と
し
て
、
児
童

雑
誌
の
編
集
に
関
わ
っ
て
い
た
高
山
毅
の
文
章
を
引
用
し
よ
う
。

最
近
保
守
反
動
的
な
傾
向
が
強
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ネ

オ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
拾
頭
の
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
状
態
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
抵
抗
し
て
日
本
の
民
主
化
を
逆
行
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
前

進
せ
し
め
る
こ
と
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
今
日
の
任
務
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
そ
れ
放
に
こ
そ
、
ぼ
く
は
「
保
守
反
動
的
な
児
童
読
物
の
氾
濫
」
と
い

う
だ
け
で
児
童
文
学
者
が
す
ま
し
て
い
て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

高
山

毅
「
児
童
文
学
の
危
機
」
)

「
民
主
化
を
逆
行
さ
せ
」
る
よ
う
な
「
ネ
オ
・
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
拾
頭
の
お
そ
れ
」
。

人
々
が
危
倶
す
る
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
主
導
に
よ
る
軍
事
化
の
復
活
と
い
う
状

況
が
、
本
脚
本
で
は
、
「
軽
快
な
ジ
ャ
ズ
音
楽
」
と
と
も
に
続
々
と
「
日
本
こ

の
旗
印
を
持
っ
た
者
た
ち
が
登
場
す
る
シ

1
ン
に
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
で
の
「
日
本
こ
の
旗
印
に
は
、
逆
コ
ー
ス
の
進
展
と

と
も
に
日
本
国
内
で
復
活
し
つ
つ
あ
る
軍
国
調
の
動
き
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
、
っ
。四

「
日
本
こ
の
旗
印
と
桃
太
郎

と
こ
ろ
で
本
脚
本
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
「
日
本
こ
を
称
す
る
売
り
子

た
ち
の
登
場
を
見
、
桃
太
郎
は
自
分
の
「
日
本
こ
の
旗
印
を
破
い
て
捨
て
て

し
ま
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
「
日
本
一
の
桃
太
郎
」
と
い
う
旗
印
は
、
戦
時
下

か
ら
引
き
続
き
、
桃
太
郎
が
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
重
ね
合
わ
せ
て
き
た

象
徴
的
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
「
日
本
こ

の
旗
印
が
破
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

次
に
引
用
す
る
の
は
、
桃
太
郎
と
犬
猿
雑
と
が
再
会
を
果
た
し
、
も
う
戦
争

は
こ
り
ご
り
だ
な
ど
言
い
合
う
な
か
、
ど
う
し
て
桃
太
郎
は
「
日
本
こ
の
旗

を
捨
て
た
の
か
と
い
う
話
に
な
る
場
面
で
あ
る
。

せ

ん

す

桃
太
郎
戦
争
で
ぼ
く
は
、
刀
と
扇
子
も
な
く
し
て
し
ま
っ
た
。
け
れ

ど
、
日
本
一
の
桃
太
郎
と
い
う
旗
印
だ
け
は
、
だ
い
じ
に
持
っ
て
か
え

っ
た
。
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そ
れ
を
ま
た
、
ど
う
し
て
?

桃
太
郎
い
や
、
か
え
っ
て
み
た
ら
、
日
本
一
な
ん
て
、
と
ん
で
も
な
い

う
ぬ
ぼ
れ
さ
。
日
本
一
と
い
う
の
に
、
ろ
く
な
も
の
は
あ
り
ゃ
し
な

い
。
ぼ
く
だ
っ
て
、
同
じ
こ
と
さ
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
き
ょ
う
か
ら
、

日
本
一
の
桃
太
郎
じ
ゃ
な
い
。
た
だ
の
桃
太
郎
だ
よ
。

L 、

ぬ
と
い
っ
て
、
竹
竿
を
後
方
へ
す
て
る
。
み
ん
な
、
し
ん
と
し
て
桃
太
郎
を

見
る
。
|
|
間

こ
こ
で
桃
太
郎
は
、
戦
時
下
か
ら
自
己
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
重
ね
て
き
た

「
日
本
一
」
と
い
う
称
号
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
う
ぬ
ぼ
れ
」
で
あ
り
「
ろ
く

な
も
の
は
あ
り
ゃ
し
な
い
」
と
否
定
す
る
。
そ
し
て
、
「
ぼ
く
だ
っ
て
、
同
じ
こ

と
さ
」
と
、
「
日
本
こ
と
称
し
て
き
た
自
己
を
白
噸
気
味
に
語
る
の
で
あ
る
。



前
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
軽
快
な
ジ
ャ
ズ
音
楽
」
の
も
と
に
多
く
の
「
日

本
こ
の
旗
印
が
登
場
す
る
シ
l
ン
に
は
、
ア
メ
リ
カ
主
導
に
よ
る
箪
事
化
の

復
活
と
い
う
当
時
の
状
況
が
象
徴
さ
れ
て
い
た
o

ま
た
、
そ
う
し
た
「
日
本

こ
の
群
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
、
桃
太
郎
は
「
日
本
こ
の
旗
印
を
破
い
て

捨
て
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
ぼ
く
だ
っ
て
、
同
じ
こ
と
さ
」
と
い

う
、
自
分
の
過
去
と
現
状
と
の
共
通
性
を
見
通
す
ま
な
ざ
し
も
存
在
し
て
い

た
。
こ
こ
に
は
、
「
日
本
一
の
桃
太
郎
」
話
を
も
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
軍
国
調

の
推
進
に
寄
与
し
て
き
た
こ
と
へ
の
自
覚
と
反
省
の
念
が
一
不
さ
れ
る
と
と
も
に
、

「
軍
国
主
義
」
の
「
精
神
的
象
徴
」
で
あ
る
「
日
本
こ
の
旗
印
を
破
り
捨
て

る
桃
太
郎
を
描
く
こ
と
で
、
今
後
、
す
べ
て
の
軍
国
調
が
払
拭
さ
れ
る
べ
き
必

要
性
が
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

五

お
わ
り
に

児
童
文
学
者
が
抱
え
る
「
内
な
る
戦
争
責
任
」
は
、
「
作
品
行
動
」
の
中
で

明
確
化
し
て
い
く
し
か
な
い
と
す
る
奈
街
。
そ
ん
な
彼
が
学
校
劇
用
の
脚
本
と

し
て
書
い
た
の
が
、
今
回
扱
っ
た
「
た
だ
の
桃
太
郎
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
戦

前
・
戦
中
と
、
逆
コ
ー
ス
が
進
行
し
つ
つ
あ
る
執
筆
当
時
と
の
近
似
性
が
、
「
日

本
こ
の
旗
印
の
存
在
に
よ
り
暗
示
さ
れ
て
い
た
。

「
日
本
こ
の
旗
印
を
持
つ
勇
敢
な
「
桃
太
郎
」
話
を
も
っ
て
国
民
の
戦
意

高
揚
を
は
か
っ
た
戦
前
・
戦
中
。
ま
た
、
そ
う
し
た
「
日
本
こ
の
旗
印
を
再

び
立
て
る
よ
う
な
キ
ナ
臭
い
動
き
が
、
「
保
守
反
動
的
な
児
童
読
物
の
氾
濫
」

な
ど
を
背
景
と
し
な
が
ら
徐
々
に
進
行
し
て
い
る
執
筆
現
在
。
こ
う
し
た
両
者

の
近
似
性
を
語
り
、
再
び
戦
争
に
加
担
さ
せ
ら
れ
る
危
険
性
を
描
く
べ
く
、
奈

街
は
あ
え
て
「
日
本
帝
国
侵
略
主
義
の
象
徴
」
と
さ
れ
た
桃
太
郎
を
学
校
劇
の

主
人
公
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
「
戦
争
責
任
」
に
対
す
る
奈
街
の
「
作

品
行
動
」
の
一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

桃
太
郎
さ
ん
は
、
こ
れ
か
ら
、
ど
う
す
る
ん
で
す
か
っ

も
ち
ろ
ん
、
た
だ
の
桃
太
郎
に
な
っ
て
、
大
い
に
は
た
ら
く
よ
。

い
ぬ
く
ん
、
ぼ
く
た
ち
と
同
じ
だ
ね
え
。
ぼ
く
た
ち
、
は
た

き

じ

桃
太
郎

さ

る

ら
く
も
の
は
、
い
つ
も
、
た
だ
の
さ
る
、
た
だ
の
い
ぬ
、
た
だ
の
き
じ

だ
も
の
。
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L 、

ほ
ん
と
だ
。
そ
れ
で
こ
そ
、
り
っ
ぱ
に
は
た
ら
け
る
か
ら
ね
。

た
だ
の
桃
太
郎
さ
ん
、
ば
ん
ざ
い
で
す
ね
。

ぬ

き

じ
桃
太
郎
、
笑
っ
て
う
な
ず
き
、
立
ち
上
が
る
。

幕

引
用
は
本
脚
本
の
末
尾
で
あ
る
。
「
日
本
こ
の
一
書
や
過
去
の
一
切
を
捨
て
、

「
た
だ
の
桃
太
郎
」
と
し
て
「
大
い
に
は
た
ら
く
」
と
い
う
桃
太
郎
。
こ
こ
に

は
奈
街
が
理
想
と
す
る
戦
後
日
本
の
再
出
発
の
あ
り
方
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
同
時
に
、
戦
時
下
は
軍
国
調
の
思
想
注
入
に
利
用

さ
れ
、
終
戦
後
に
も
「
日
本
帝
国
侵
略
主
義
の
象
徴
」
と
部
捻
さ
れ
て
い
た
桃

太
郎
の
、
児
童
文
学
と
し
て
の
再
出
発
の
願
い
が
、
こ
こ
に
は
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。



付
記

本
研
究
は
、
平
成
二
十
1
二
十
一
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
若
手

研
究
(

B

)

)

「
戦
後
台
湾
に
お
け
る
桃
太
郎
の
調
査
」
(
課
題
番
号
N
C
芯
8
ミ
)
の
一
部

で
あ
る
。

注
l
関
英
雄
「
第
一
次
『
日
本
児
童
文
学
」
と
戦
責
問
題
本
誌
一
五
O
号
に
ち
な

ん
で
」
(
『
日
本
児
童
文
学
」
一
九
六
九
・
五
)
。

2

戸
塚
文
子
「
桃
太
郎
の
話
」
(
『
協
力
報
』
一

O
九
号
、
一
九
四
八
・
七
)
。
本
資

料
は
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
「
日
本
占
領
期
検
閲
雑
誌
(
メ
リ
1
ラ
ン
ド

大
学
図
書
館
ゴ
ー
ド
ン

-
W

プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
所
蔵
)
一
九
四
五
年
1
一
九
四
九

年
(
昭
和
二
O
年
1
昭
和
二
四
年
)
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ヅ
シ
ユ
版
」
か
ら
の
複
写

に
よ
っ
た
(
以
下
「
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ツ
シ
ユ
版
」
と
略
記
す
る
)
。

な
お
、
「
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
マ
イ
ク
ロ
フ
イ

y
シ
ユ
版
」
を
利
用
す
る
に
際
し
て
は
、

占
領
期
雑
誌
記
事
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
委
員
会
(
代
表
一
山
本
武

利
)
作
成
「
占
領
期
雑
誌
記
事
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
参
照
し
た
。

3

山
地
延
枝
「
(
寓
意
随
想
)
桃
太
郎
」
(
『
生
活
と
文
化
』
一
九
四
六
・
一
一
)

0

引
用
資
料
は
「
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ァ
シ
ユ
版
」
に
よ
る
。

4

同
様
に
桃
太
郎
を
戦
争
犯
罪
者
と
表
現
し
て
い
る
も
の
に
、
白
鳥
省
吾
「
終
戦

後
の
桃
太
郎
」
(
「
週
刊
河
北
』
一
九
四
六
四
)
、
「
ム
カ
シ
ム
カ
シ
ソ
ノ
ム
カ
シ

お
と
ぎ
話
そ
の
後
の
便
り
」
(
『
延
岡
ロ
マ
ン
ス
」
一
九
四
七
・
一
二
)
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
「
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
マ
イ
ク
ロ
フ
イ

y
シ
ユ
版
」
に
よ
っ
た

0

5

引
用
資
料
は
「
プ
ラ
ン
ゲ
文
庫
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ツ
シ
ユ
版
」
に
よ
る
。

6

鳥
越
信
『
桃
太
郎
の
運
命
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ア
書
房
、
二
O
O
四
・
五
)

0

7

本
脚
本
に
お
い
て
桃
太
郎
は
、
「
一
め
ん
の
や
け
野
原
」
を
見
て
「
う
l
む
、
ひ

ど
く
や
ら
れ
て
い
る
な
あ
。
話
に
は
き
い
て
い
た
が
、
ま
さ
か
、
こ
ん
な
に
ひ
ど

い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
よ
」
と
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
思
い
は
多
く
の

復
員
兵
が
持
っ
た
よ
う
で
、
「
復
員
者
・
遺
家
族
の
思
想
動
向
に
対
す
る
考
察
の
一

端
」
(
第
一
復
員
局
資
料
謀
、
一
九
四
六
・
四
)
を
調
査
し
た
木
村
卓
滋
(
「
復
員

軍
人
の
戦
後
社
会
へ
の
包
摂
」
吉
田
裕
編
『
日
本
の
時
代
史
お
戦
後
改
輩
と

逆
コ
ー
ス
」
古
川
弘
文
館
、
二
O

O
四
・
七
、
九
八
頁
)
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば

愛
知
地
方
世
話
部
管
内
の
六
七
%
(
一
四
一
九
名
)
の
復
員
兵
が
戦
災
に
よ
る
都

市
の
荒
廃
を
予
想
以
上
に
悲
惨
な
も
の
と
感
じ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
の

桃
太
郎
は
多
く
の
復
員
兵
と
同
様
の
感
想
を
漏
ら
し
て
お
り
、
そ
の
点
か
ら
も
典

型
的
な
復
員
兵
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

8

注
7
木
村
論
文
、
一

O
六
頁
。

9

「
月
刊
市
ヶ
谷
」
一
九
五
三
年
七
月
号
。
引
用
は
注
7
木
村
論
文
一

O
四
頁
に
よ
る
o

m
矢
川
徳
光
「
民
族
問
題
と
教
育
」
(
『
教
師
の
友
」
一
九
五
二
・
ニ
。

日
吉
田
裕
「
戦
後
改
革
と
逆
コ
ー
ス
」
(
吉
田
裕
編
『
日
本
の
時
代
史
お
戦

後
改
革
と
逆
コ
ー
ス
」
吉
川
弘
文
館
、
二
O
O
四
・
七
、
六
五
1
六
六
頁
)

0

ロ
高
山
毅
「
児
童
文
学
の
危
機
」
(
『
新
児
童
文
学
」
第
四
集
、
一
九
四
九
・
一

二
。
引
用
は
「
日
本
児
童
文
学
別
冊
復
興
期
の
思
想
と
文
学
」
(
倍
成
社
、
一

九
七
九
・
コ
一
、
七
九
頁
)
に
よ
る
。

-33一




