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二
〇
〇
八
年

は
じ
め
に

六
〇
年
代
後
半
を
ジ
ャ
ズ
喫
茶
隆
盛
期
の
新
宿
で
過
ご
し
た
中
上
健
次
（
一
九
四
六
・
八
・
二
〜

一
九
九
二
・
八
・
一
二
）
が
、
エ
ッ
セ
イ
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
或
い
は
彼
の
「
物
語) 1

(

」
論
の
中
で
、
繰

り
返
し
ジ
ャ
ズ
音
楽
に
言
及
し
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ズ
に
関
す
る

発
言
が
目
立
つ
一
方
で
、
ジ
ャ
ズ
表
象
を
用
い
た
作
品
は
専
ら
都
会
を
舞
台
と
し
た
初
期
創
作) 2

(

に
集

中
し
、
と
く
に
「
路
地
」
に
小
説
の
舞
台
を
見
出
し
て
か
ら) 3

(

は
、
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
る
こ
と
が
な
く

な
っ
て
い
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
例
外
的
に
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
に
ジ
ャ
ズ
表
象
を
多
く
含
む
小
説
が
発
表
さ
れ

た
。
一
九
七
八
年
七
月
か
ら
八
〇
年
二
月
に
か
け
て
「
野
性
時
代
」
に
連
載
さ
れ
、
一
九
八
六
年

一
〇
月
、
講
談
社
か
ら
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
た
『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』
で
あ
る
。
七
〇
年
代
後

半
に
あ
っ
て
何
故
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
だ
け
、
再
び
ジ
ャ
ズ
表
象
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
。
野
谷
文

昭
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に) 4

(

、
直
接
の
き
っ
か
け
は
村
上
龍
と
の
対
談
に
あ
っ
た
。

対
談
の
中
で
『
灰
色
の
コ
カ
コ
ー
ラ) 5

(

』
の
よ
う
な
も
の
を
ま
た
書
い
て
ほ
し
い
と
い
う
村
上
の
発

言
に
対
し
、
中
上
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

「
そ
う
い
う
（
※
初
期
創
作
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
）
遊
び
暮
ら
す
生
活
か
ら
足
を
洗
う
と
い

う
感
じ
が
あ
っ
た
ね
。
昔
の
仲
間
と
連
絡
が
跡
絶
え
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
り
ね
。 
君
と

僕
（
※
中
上
と
村
上
）
の
時
差
が
十
年
あ
る
ん
だ
け
ど
、
僕
か
ら
見
る
と
そ
れ
は
十
年
の
カ
ル

チ
ャ
ー
・
ラ
グ
と
い
う
感
じ
は
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
頃
の
こ
と
、
僕
は
書
か
な
い
。
も
う
書
け

な
い
。
年
と
っ
て
そ
の
頃
の
こ
と
が
や
っ
と
わ
か
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
て
、

そ
れ
だ
っ
た
ら
書
く
可
能
性
は
あ
る
か
も
し
れ
ん
け
ど
、
い
ま
は
書
か
な
い
と
い
う
決
心
が
あ

る
。『
灰
色
の
コ
カ
コ
ー
ラ
』
は
ち
ょ
う
ど
『
限
り
な
く
透
明
に
近
い
ブ
ル
ー
』
と
同
じ
ぐ
ら

い
の
年
な
ん
で
す
よ) 6

(

。」

　

二
年
後
、
こ
の
対
談
が
載
っ
た
の
と
同
じ
誌
上
で
、『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』（
連
載
当
時
の
題

中
上
健
次
『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』

―

ジ
ャ
ズ
表
象
を
め
ぐ
っ
て―

菅＊

原
（
須
賀
）
真
以
子

名
は
『
焼
け
た
眼
、
熱
い
喉
』
）
の
連
載
が
始
ま
る
。
二
年
間
は
「
年
と
っ
た
」
と
形
容
す
る
に
は

短
す
ぎ
る
が
、「
そ
の
頃
の
こ
と
」
を
「
今
」
書
き
た
い
と
い
う
意
欲
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
の
連
載

開
始
で
あ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
そ
こ
に
は
、「
そ
の
頃
」
に
対
す
る
「
今
」
の
立
場
か
ら
の
解
釈
が

反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
中
上
の
言
う
「
そ
の
頃
」
は
、
一
九
六
九
年
の
東
大
安
田
講
堂
事
件) 7

(

を
ピ
ー
ク
と
し
た
一

時
代
と
も
重
な
る
。
全
共
闘
運
動
を
は
じ
め
と
し
て
、
世
界
を
変
え
よ
う
と
し
た
若
者
た
ち
の
運

動
は
挫
折
に
終
わ
り
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
る
と
あ
さ
ま
山
荘
事
件) 8

(

や
三
菱
重
工
ビ
ル
爆
破
事
件) 9

(

な
ど
が
相
次
い
で
起
こ
っ
た
結
果
、
過
激
化
し
た
活
動
は
求
心
力
を
失
っ
て
い
く
。
中
上
自
身
も

一
九
七
〇
年
に
結
婚
し
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
か
ら
も
次
第
に
遠
の
く
よ
う
に
な
る
。

　

本
論
は
、『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』
に
つ
い
て
、「
そ
の
頃
」
を
象
徴
す
る
と
も
い
え
る
ジ
ャ
ズ

表
象
の
観
点
か
ら
分
析
し
、「
そ
の
頃
」
の
同
時
代
的
な
動
き
と
の
連
関
を
お
さ
え
る
こ
と
を
試
み

る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
点
で
の
ジ
ャ
ズ
の
用
い
ら
れ
方
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
主
題
を

考
察
し
た
い
。

一
、
中
上
健
次
の
ジ
ャ
ズ
受
容―

体
験
と
し
て
の
ジ
ャ
ズ
か
ら
「
物
語
」
論

へ―

　

『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』
は
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
〜
七
〇
年
代
前
半
と
お
ぼ
し
き
新
宿
を
舞

台
に
、
あ
る
青
年
が
「
父
殺
し
」
に
至
る
ま
で
の
過
程
を
描
い
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
十
九
歳)10

(

の
青

年
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
、
仲
間
と
と
も
に
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
に
入
り
浸
り
、
セ
ッ
ク
ス
、
ジ
ャ
ズ
、

ク
ス
リ
に
溺
れ
て
い
る
。
そ
の
「
最
大
の
願
望
」
は
「
記
憶
喪
失
」
で
あ
り
、
一
切
の
関
係
性
を
絶
っ

た
人
物
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
自
ら
の
故
郷
に
ま
つ
わ
る
過
去
に
絡
め
取
ら
れ
、
自
分

の
実
父
と
噂
さ
れ
て
い
た
伯
父
の
高
木
直
一
郎
と
、
そ
の
妻
、
娘
を
撲
殺
す
る
。

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
ジ
ャ
ズ
表
象
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
、
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
、
一
九
六
八
年
、
ね
じ
れ
構
造

＊
平
成
一
七
年
度
生　

国
際
日
本
学
専
攻

６―１



菅
原　

中
上
健
次
『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』

テ
ク
ス
ト
に
は
中
上
自
身
の
、
一
九
六
五
年
か
ら
七
〇
年
に
か
け
て
の
「
フ
ー
テ
ン
生
活)11

(

」
が
色

濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

来
る
日
も
来
る
日
も
、
ジ
ャ
ズ
ば
か
り
聴
い
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
五
年
間
ほ
ど
、

続
い
た
。
ジ
ャ
ズ
を
聴
い
た
店
を
、
思
い
つ
く
ま
ま
に
あ
げ
れ
ば
、「
ジ
ャ
ズ
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ヂ
」

「
ヴ
ィ
レ
ッ
ヂ
ゲ
イ
ト
」「
Ｄ
Ｉ
Ｇ
」「
木
馬
」「
ニ
ュ
ー
ポ
ニ
ー
」「
ヴ
ィ
レ
ッ
ヂ
・
バ
ン
ガ
ー
ド
」

「
ビ
ザ
ー
ル
」「
キ
ャ
ッ
ト
」「
ア
カ
シ
ア
」。
／
①
ジ
ャ
ズ
が
好
き
で
た
ま
ら
な
い
。
コ
ル
ト
レ
ー

ン
が
好
き
で
た
ま
ら
な
い
と
思
っ
た
。
／
西
武
線
沼
袋
に
住
ん
だ
頃
は
、
い
つ
も
歩
い
て
新
宿

ま
で
出
た
。
職
な
し
の
チ
ン
ピ
ラ
風
の
、
彼
ら
や
、
オ
イ
ラ
が
、
ス
ケ
ア
な
奴
を
尻
目
に
、
②

た
と
え
ば
コ
ル
ト
レ
ー
ン
を
、
テ
イ
ラ
ー
を
、
あ
る
時
は
デ
ビ
ス
を
、
ス
キ
ャ
ッ
ト
し
な
が
ら

町
を
行
く
。
③
金
を
持
っ
て
い
る
時
、
駄
菓
子
屋
で
、
パ
ン
を
買
っ
た
。
コ
ロ
ッ
ケ
を
買
っ
た
。

そ
れ
を
食
い
な
が
ら
、
歩
い
た
。
④
マ
リ
ワ
ナ
、
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
、
ハ
イ
ミ
ナ
ー
ル
、
ド
ロ
ー

ラ
ン
、
ソ
ー
マ
ニ
ー
ル
、
ナ
ロ
ン
、
く
す
り
は
手
に
入
る
限
り
、
な
ん
で
も
や
っ
た
。
し
か
し

頭
も
体
も
狂
い
は
し
な
か
っ
た
。
く
す
り
の
よ
う
な
ジ
ャ
ズ
、
知
り
た
て
の
女
の
、
よ
が
り
声

の
よ
う
な
ジ
ャ
ズ
、
注
射
器
に
す
い
あ
げ
ら
れ
た
血
の
ジ
ャ
ズ
、
魂
の
ジ
ャ
ズ
。
／
⑤
ソ
メ
ヤ

と
い
う
男
が
、
沼
袋
の
オ
イ
ラ
の
部
屋
に
居
つ
い
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
双
方
、
女
を
連
れ

て
舞
い
も
ど
っ
た
時
は
、
気
を
き
か
し
て
、
フ
け
た
。
ほ
ん
の
二
、三
日
前
、
そ
の
男
の
消
息

が
分
か
っ
た
。
死
ん
だ
、
と
昔
の
仲
間
の
一
人
、
テ
ツ
が
電
話
で
言
う
。
た
し
か
に
、
正
式
の
、

世
間
様
向
け
の
履
歴
書
に
は
書
け
な
い
そ
の
五
年
間
で
は
あ
っ
た
。
⑥
ま
っ
と
う
に
、
生
き
た

い
、
と
思
う
。
／
世
間
様
向
け
で
は
な
く
、
昇
っ
て
沈
む
お
天
道
様
へ
の
、
ま
っ
と
う
だ
と
言

お
う
か
？
足
を
洗
っ
て
以
降
、
ジ
ャ
ズ
を
聴
く
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。（
※
番
号
は
引
用

者)12

(

） 

　

以
上
の
よ
う
な
記
述
は
、
作
中
の
各
所
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。

①
②
店
は
、
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
だ
っ
た
。
昼
日
中
か
ら
ジ
ェ
イ
コ
ブ
と
同
じ
齢
格
好
の
若

い
連
中
が
集
ま
り
、
鼓
膜
が
震
え
、
壁
に
も
た
れ
て
い
る
と
体
中
に
ド
ラ
ム
や
ベ
ー
ス
の
震
動

が
伝
わ
っ
て
く
る
中
で
、
黒
っ
ぽ
い
ジ
ャ
ズ
を
聴
い
た
。
仲
間
の
誰
も
が
コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
ス

キ
ャ
ッ
ト
を
す
る
。
コ
ル
ト
レ
ー
ン
は
好
き
だ
っ
た
。
何
故
だ
か
分
か
ら
な
い
。（
p９
）

③
一
緒
に
店
を
出
た
ユ
キ
が
通
り
の
向
う
に
あ
る
洋
菓
子
屋
か
ら
パ
ン
を
二
つ
買
っ
て
出
て
き

て
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
に
手
を
あ
げ
る
の
を
見
た
。（
p20
）

④
睡
眠
薬
を
呑
む
の
は
脳
髄
を
ひ
と
つ
ず
つ
潰
す
つ
も
り
以
外
に
な
に
も
な
い
、
と
睡
眠
薬
と

鎮
痛
剤
で
濁
っ
た
頭
で
考
え
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
思
い
出
し
た
そ
の
子
供
が
、
音
を
潰
す
よ
う
に

ジ
ャ
ズ
を
吹
く
コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
昔
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
思
っ
た
。（
p12
）

⑤
仲
間
の
誰
も
が
、
染
谷
が
死
ん
だ
と
き
泣
い
た
。（
p26
）

⑥
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
を
き
き
た
い
、
と
ふ
い
に
思
っ
た
。
心
を
洗
い
た
い
、
他
人
で
は
な
く

こ
の
自
分
が
幸
せ
に
豊
か
に
な
り
た
い
、
と
思
っ
た
。（
p82
）

　

一
例
を
挙
げ
た
だ
け
で
も
、
中
上
自
身
の
体
験
と
重
な
る
部
分
が
多
い
こ
と
は
見
て
取
れ
る
。
そ

こ
で
、
一
旦
テ
ク
ス
ト
を
離
れ
、
中
上
が
自
ら
の
ジ
ャ
ズ
体
験
を
、
ど
の
よ
う
に
利
用
し
て
い
っ
た

の
か
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

一
九
八
一
年
に
受
け
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
中
上
は
ジ
ャ
ズ
に
つ
い
て
の
自
ら
の
考
え
を
語
っ
て

い
る)13

(

。「
（
※
上
京
し
て
）
シ
ャ
ワ
ー
と
し
て
ジ
ャ
ズ
を
浴
び
な
が
ら
、
そ
の
時
、
自
分
の
も
の
の
考

え
方
が
壊
れ
て
い
く
と
い
う
の
が
と
て
も
う
れ
し
か
っ
た
。
紀
州
の
ど
田
舎
か
ら
出
て
き
た
人

間
に
と
っ
て
、
シ
ャ
ワ
ー
と
し
て
ジ
ャ
ズ
を
浴
び
る
事
は
自
分
が
も
の
す
ご
く
自
由
に
な
っ
て

い
く
と
い
う
感
じ
と
、
ぶ
っ
壊
れ
て
い
く
感
じ
が
入
り
混
じ
っ
て
い
る
ん
だ
な
。」

「
都
市
と
い
う
の
は
さ
な
が
ら
ジ
ャ
ズ
の
よ
う
に
破
壊
的
で
あ
り
、
同
時
に
自
分
も
世
界
も
破

壊
す
る
。」

「
も
ち
ろ
ん
（
※
ジ
ョ
イ
ス
の
）
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
う
と
こ
ろ
の
地
縁
、
血
縁
、（
※
「
黒
人
」

の
）
ア
フ
リ
カ
や
ア
メ
リ
カ
の
地
縁
、
血
縁
、
自
分
の
生
れ
育
っ
た
路
地
の
地
縁
、
血
縁
と
い

う
親
近
感
が
ジ
ャ
ズ
に
接
す
る
最
初
に
あ
る
が
、
ジ
ャ
ズ
を
世
界
だ
と
思
っ
て
認
識
す
る
、
あ

る
い
は
ジ
ャ
ズ
に
よ
っ
て
世
界
を
認
識
す
る
、
と
い
う
、
も
っ
と
具
体
的
で
あ
り
同
時
に
抽
象

で
あ
る
往
還
関
係
み
た
い
な
も
の
だ
と
そ
の
時
思
っ
た
。」

「
（
※
ジ
ャ
ズ
は
常
に
変
化
を
求
め
る
、
と
い
う
発
言
を
受
け
て
）
ジ
ャ
ズ
そ
の
も
の
は
交
通

の
産
物
で
あ
る
わ
け
で
す
。
ア
フ
リ
カ
か
ら
西
イ
ン
ド
諸
島
を
経
、
ア
メ
リ
カ
、
そ
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
と
ぶ
つ
か
っ
て
と
い
う
、
そ
う
い
う
交
通
の
産
物
と
し
て
ジ
ャ
ズ
が
成
立
し
た
こ
と
に

そ
の
変
化
も
原
因
す
る
ん
だ
と
思
う
。

ま
た
、
ジ
ャ
ズ
は
言
語
で
も
あ
る
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と

思
う
。」

６―２
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二
〇
〇
八
年

　

以
上
の
抜
粋
に
は
中
上
に
お
け
る
ジ
ャ
ズ
受
容
の
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
現
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
上
京
し
て
浴
び
た
ジ
ャ
ズ
の
洗
礼
は
故
郷
に
お
け
る
過
去
の
自
分
と
の
訣
別
を
強
烈
に
感
じ
さ

せ
た
。
そ
の
自
由
さ
と
崩
壊
感
覚
は
「
都
市
」
と
い
う
ト
ポ
ス
に
出
会
っ
た
カ
ル
チ
ャ
ー
シ
ョ
ッ
ク

と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
ジ
ャ
ズ
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
「
黒
人
」
の
奴
隷
時
代
に
お
け
る
被

差
別
の
記
憶
が
、
自
ら
の
ル
ー
ツ)14

(

で
あ
る
「
路
地
」
に
お
け
る
被
差
別
の
記
憶
と
根
本
で
は
同
質
の

も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
路
地
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
」
と
い
う
発
言
や
、
後

に
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
キ
ャ
ラ
バ
ン
で
「
ジ
プ
シ
ー
」
の
音
楽
を
求
め
た
り
、
韓
国
で
パ
ン
ソ
リ
を
聴
い

た
り
す
る
中
上
の
動
き
と
連
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ジ
ャ
ズ
の
成
立
過
程
に
着
目
し
た
と

き
の
文
化
的
位
置
づ
け
も
影
響
を
与
え
た
。「
交
通
」
と
い
う
概
念
は
、「
物
語
」
論
で
中
上
が
好
ん

だ
も
の
で
あ
り
、
他
者
が
衝
突
・
交
流
な
ど
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
新
し
い
変
化
・
運
動
が

生
ま
れ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
被
差
別
者
が
差
別
者
の
文
化
を
、
自
ら
の
文
化
に
取
り
込
み
つ
つ

変
容
さ
せ
る
過
程
で
発
生
し
た
と
い
わ
れ
、
今
も
な
お
絶
え
ざ
る
変
化
を
求
め
る
ジ
ャ
ズ
は
、
言
語

の
特
質
と
も
共
通
す
る
も
の
を
持
つ
と
中
上
は
考
え
た)15

(

。

　

こ
こ
ま
で
、
中
上
が
影
響
を
受
け
た
ジ
ャ
ズ
を
一
括
り
に
し
て
き
た
が
、
中
上
の
上
京
当
時
、
新

宿
で
流
行
し
て
い
た
の
は
主
に
「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ

ズ
」
と
は
新
し
い
ジ
ャ
ズ
の
演
奏
を
目
指
す
試
み
の
こ
と
で
、
作
中
に
も
登
場
す
る
ジ
ョ
ン
・
コ
ル

ト
レ
ー
ン
、
ア
ル
バ
ー
ト
・
ア
イ
ラ
ー
な
ど
が
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

ジ
ャ
ズ
に
お
け
る
「
フ
リ
ー
」
を
求
め
る
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
は
丁
度
、
世
界
的
に
起
こ
っ
て
い
た
一

連
の
前
衛
芸
術
運
動
、
お
よ
び
「
黒
人
」
の
権
利
の
主
張
、
第
三
世
界
の
め
ま
ぐ
る
し
い
変
化
な
ど

と
い
っ
た
政
治
的
活
動
と
も
連
動
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
日
本
で
の
ジ
ャ
ズ
受
容
に
ま
で

浸
透
し
て
い
た
こ
と
を
、
マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
は
「
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ズ
は
単
に
幅
広

い
文
化
人
層
に
愛
聴
さ
れ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
に
登
場
し
た
り
し
た
だ
け
で
な
く
、
既
存
の
文

化
基
準
を
破
壊
し
て
新
し
い
表
現
形
態
を
創
造
し
よ
う
と
し
た
日
本
人
に
、
大
き
な
刺
激
を
与
え
た

こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
く
に
、
破
壊
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
い
た
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
が
、
同
時

代
の
冒
険
的
な
作
家
や
詩
人
や
演
劇
人
や
映
画
監
督
な
ど
の
想
像
力
を
触
発
し
て
き
た
と
い
え
る

）
16
（

。」

と
述
べ
て
い
る
。

当
時
の
ジ
ャ
ズ
批
評
に
は
左
翼
的
な
政
治
活
動
の
言
説
が
散
り
ば
め
ら
れ
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
に
集

ま
る
若
者
に
は
、
単
に
ジ
ャ
ズ
を
音
楽
と
し
て
楽
し
む
の
で
は
な
く
、
各
自
の
運
動
に
つ
な
が
る

「
観
念
」
と
し
て
吸
収
す
る
者
も
多
か
っ
た
。
中
上
も
ま
た
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
内
で
「
新
宿
ス
パ
ル
タ

ク
ス
団
」
と
い
う
社
会
主
義
系
の
研
究
会
を
開
く
な
ど)17

(

、
ジ
ャ
ズ
を
聴
く
一
方
で
政
治
活
動
を
行
っ

て
い
た
。

フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
受
容
の
こ
う
し
た
土
壌
は
、
彼
の
「
物
語
」
論
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ

は
以
下
の
よ
う
な
一
節
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

物
語
あ
る
い
は
ジ
ャ
ズ
の
、
進
行
の
型
が
コ
ー
ド
で
は
あ
る
が
、
土
の
コ
ー
ド
で
は
、
形
式
の

み
な
ら
ず
、
内
容
ま
で
を
含
め
た
い
。
ス
ウ
ィ
ン
グ
ま
で
を
含
め
た
い
。
出
家
し
た
ま
だ
み
ぬ

父
を
た
ず
ね
高
野
山
に
む
か
う
石
童
丸
、
母
を
た
ず
ね
て
信
田
の
森
に
行
き
、
母
の
母
な
る
も

の
を
知
る
童
子
の
、
自
分
が
一
体
だ
れ
で
あ
る
の
か
、
身
元
確
認
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い

う
や
つ
へ
の
熱
意
と
、
用
意
さ
れ
た
大
団
円
ま
で
を
で
あ
る
。
悲
願
成
就
を
も
で
あ
る
。
…

（
略
）
…
説
経
節
は
、
こ
と
ご
と
く
、
関
係
と
い
う
も
の
を
追
っ
て
い
る
。
さ
な
が
ら
、
あ
ら

た
に
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
る
神
話
の
よ
う
に
、
縁
起
を
説
き
、
流
離
に
ひ
っ
か
け
て
地
名
を
読
み

込
み
、
様
々
な
人
間
関
係
を
語
る
。
そ
の
人
間
関
係
の
幅
ま
で
を
、
土
の
コ
ー
ド
と
、
ぼ
く
は

呼
び
た
い
の
で
あ
る)18

(

。

こ
こ
で
中
上
は
、
前
近
代
的
「
物
語
」
の
構
造
（
関
係
の
図
式
を
含
む
）
と
、
ジ
ャ
ズ
や
ブ
ル
ー

ス
に
お
け
る
進
行
の
型
＝
コ
ー
ド
と
を
等
価
に
結
ぶ
。
重
要
な
こ
と
は
、
ジ
ャ
ズ
の
特
徴
の
一
つ
に

即
興
演
奏
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
ジ
ャ
ズ
が
定
型
外
へ
の
志
向
を
内
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
。
そ
れ
は
中
上
が
「
物
語
」
論
で
「
物
語
」
を
既
成
の
「
法
・
制
度
・
自
然
」
と
結
び
つ
け
、

そ
の
上
で
い
か
に
そ
の
既
成
を
反
転
さ
せ
る
小
説
を
書
く
か
と
い
う
課
題
に
向
か
っ
て
い
っ
た
こ
と

と
丁
度
一
致
す
る
。
中
上
に
と
っ
て
、「
絶
え
ざ
る
運
動
」
を
生
み
出
す
小
説
へ
の
示
唆
の
一
つ
と

な
っ
た
の
が
、
ジ
ャ
ズ
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
。

二
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
ジ
ャ
ズ
表
象

前
章
で
得
た
中
上
の
ジ
ャ
ズ
受
容
を
念
頭
に
、
こ
こ
で
は
『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』
本
文
に
お

け
る
ジ
ャ
ズ
表
象
を
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
作
中
に
は
、
た
と
え
ば
以
下
の
よ
う
な
ジ
ャ
ズ
描
写

が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

ア
イ
ラ
ー
の
そ
の
音
の
芯
だ
け
の
ジ
ャ
ズ
を
聴
い
て
い
た
か
っ
た
。
音
の
芯
は
直
接
耳
か
ら
心

臓
を
貫
く
。
そ
の
針
の
よ
う
に
と
が
っ
た
音
の
芯
は
心
臓
か
ら
血
管
に
入
り
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の

体
そ
の
も
の
が
ジ
ャ
ズ
の
共
鳴
板
に
な
っ
て
い
る
。（
p23
）
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菅
原　

中
上
健
次
『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』

一
方
で
、
音
楽
の
固
有
名
自
体
は
そ
う
多
く
な
く
、
引
用
さ
れ
る
ジ
ャ
ズ
は
「
黒
っ
ぽ
い
ジ
ャ

ズ
」（
p9
）、
す
な
わ
ち
「
黒
人
」（
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
）
の
ジ
ャ
ズ
ば
か
り
で
あ
る
。
作
品
内

に
そ
の
演
奏
が
流
れ
る
も
の
を
列
挙
す
る
と
、
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
ト
レ
ー
ン
（
「
オ
レ
」「
惑
星
空
間
」
）、

ア
ル
バ
ー
ト
・
ア
イ
ラ
ー
（
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ユ
ニ
テ
ィ
」
）、
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ

（
「
重

ヘ
ビ
イ
サ
ウ
ン
ド

い
音
」
）、
ア
ー
チ
ー
・
シ
ェ
ッ
プ
（
「B

L
A
C
K

　

G
IP

S
Y

」
）、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ミ
ン
ガ
ス
、

マ
イ
ル
ス
・
デ
ビ
ス
（
「S

K
E
C
H
E
S
 O

F
 S

P
A
IN

」
）、
マ
ッ
コ
イ
・
タ
イ
ナ
ー
、
テ
ル
オ
・
ナ

カ
ム
ラ
（
「
ソ
ン
グ
オ
ブ
バ
ー
ズ
」
）
で
、
唯
一
の
例
外
は
テ
ル
オ
・
ナ
カ
ム
ラ
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
黒
っ
ぽ
い
ジ
ャ
ズ
」
が
前
章
で
挙
げ
た
よ
う
な
被
差
別
者
の
記
憶
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
テ
ル
オ
・
ナ
カ
ム
ラ
に
つ
い
て
の
中
上
の
言
及
が
「
ジ
ャ
ズ
が
ま
だ
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
表

現
手
段
と
し
て
最
良
の
音
楽
だ
と
い
う
事
に
尽
き
る)19

(

」
で
あ
る
以
上
、
さ
し
あ
た
っ
て
例
外
的
に
扱

う
必
要
は
な
い
と
見
ら
れ
る)20

(

。

以
上
の
ジ
ャ
ズ
が
ジ
ェ
イ
コ
ブ
に
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
て
い
く
か
を
検
討
す
る
と
、
自
己
が
崩

壊
す
る
感
覚
を
「
ク
ス
リ
」
の
助
け
を
借
り
て
果
た
す
場
面
と
、
期
せ
ず
し
て
記
憶
を
蘇
ら
せ
る
場

面
、
加
え
て
、「
怒
り
」
を
呼
び
起
こ
す
場
面
に
ひ
と
ま
ず
は
大
別
さ
れ
る
。

先
の
引
用
は
ジ
ャ
ズ
が
身
体
へ
と
侵
入
し
て
い
く
描
写
で
あ
る
が
、
そ
の
侵
蝕
は
、「
ク
ス
リ
」

に
よ
る
幻
想
と
相
ま
っ
て
進
行
し
て
い
き
、
崩
壊
の
感
覚
を
も
た
ら
す
。

ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
、
一
等
奥
の
常
連
ら
の
溜
り
場
に
な
っ
て
い
る
席
に
坐
っ
た
。
音
が
そ
こ
で
は

渦
巻
い
て
い
る
。
そ
の
ジ
ャ
ズ
を
耳
に
し
て
い
る
と
音
が
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の
眼
の
細
胞
の
ひ
と
つ

ひ
と
つ
に
こ
び
り
つ
き
、
眼
が
そ
の
音
の
重
さ
で
ひ
び
割
れ
、
眼
の
形
そ
の
も
の
の
空
洞
が
顔

に
出
来
て
し
ま
う
気
が
し
た
。（
p51
）

ジ
ャ
ズ
に
よ
る
自
己
の
崩
壊
は
ジ
ャ
ズ
・
プ
レ
ー
ヤ
ー
や
曲
名
を
問
わ
ず
テ
ク
ス
ト
内
に
く
り
返

し
描
か
れ
る
が
、
前
章
で
論
じ
た
、
ジ
ャ
ズ
が
も
た
ら
す
「
自
由
」
と
「
崩
壊
」
と
の
対
応
に
加
え
、

ジ
ャ
ズ
が
持
つ
リ
フ
レ
イ
ン
の
呪
術
性
を
想
起
さ
せ
る)21

(

。
し
か
し
、
ジ
ャ
ズ
も
ク
ス
リ
も
（
度
を
過

ぎ
た
服
用
で
昏
倒
す
る
場
合
を
除
け
ば
）
そ
の
「
記
憶
喪
失
」
の
効
用
を
発
揮
す
る
の
は
一
時
で
し

か
な
い
。

「
記
憶
」
を
蘇
ら
せ
る
場
面
で
の
ジ
ャ
ズ
は
、
コ
ル
ト
レ
ー
ン
「
オ
レ
」、
デ
ビ
ス
「S

K
E
C
H
E
S
 

O
F
 S

P
A
IN

」、
ア
ー
チ
ー
・
シ
ェ
ッ
プ
「B

L
A
C
K

　

G
IP

S
Y

」
な
ど
、
い
ず
れ
も
「
ジ
プ
シ
ー
」

の
音
楽
を
吸
収
し
て
作
ら
れ
た
曲
で
あ
り
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
に
「
自
分
が
い
つ
の
時
も
、
そ
の
ジ
プ

シ
ー
だ
っ
た
気
が
し
た
。」（
p90
）
と
思
わ
せ
て
い
る
。
こ
の
錯
覚
は
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
い
う
枠
組

を
利
用
し
た
、
出
自
の
偽
装
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
そ
の
出
自
を
、
日
本
の
被
差

別
の
地
域
か
ら
外
国
の
被
差
別
の
集
団
で
あ
る
「
ジ
プ
シ
ー
」
に
ず
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方

で
、
放
浪
の
民
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
「
ジ
プ
シ
ー
」
と
自
分
と
を
同
一
に
み
な
す
こ
と
は
、
兄

の
葬
儀
の
日
を
境
に
断
絶
し
て
し
ま
っ
た
少
年
期
の
記
憶
と
今
の
自
分
と
を
、
故
郷
と
い
う
媒
介
を

抜
き
に
し
て
直
結
す
る
試
み
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る
。（
さ
ら
に
、
コ
ル
ト
レ
ー
ン
が
流
れ
る
場
面

に
限
っ
て
、「
黒
い
子
供
」
＝
「
自
分
」
＝
「
ジ
プ
シ
ー
」
と
い
う
図
式
が
、
故
郷
で
ジ
ェ
イ
コ
ブ

と
そ
の
仲
間
が
忌
避
し
て
い
た
「
か
さ
ぶ
た
の
子
」
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ジ
ャ
ズ

が
「
祈
り
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
と
あ
わ
せ
、
次
章
で
論
じ
た
い
。）

だ
が
、
偽
装
し
た
少
年
期
に
執
着
す
る
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の
思
惑
を
超
え
て
、
蘇
る
記
憶
は
加
速
度
を

増
し
、
現
在
時
に
近
づ
い
て
い
く
。
そ
こ
に
は
伯
父
で
あ
る
高
木
直
一
郎
の
保
護
観
察
下
に
お
か
れ
、

殺
意
を
醸
成
す
る
青
年
期
と
、
労
働
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
や
祈
り
の
声
を
感
じ
た
羽
村
の
自
動
車
工
場
期

間
工
時
代
の
記
憶
ま
で
が
浮
か
ん
で
し
ま
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
怒
り
」
を
想
起
さ
せ
る
場
面
で
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。

エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
。「
重

ヘ
ビ
イ
サ
ウ
ン
ド

い
音
」。
キ
ャ
ス
が
こ
の
曲
を
リ
ク
エ
ス
ト
し
た
の
は
ジ
ェ

イ
コ
ブ
に
教
え
ら
れ
て
の
事
だ
っ
た
。
そ
の
曲
を
聴
く
度
に
、
足
首
を
く
く
ら
れ
木
に
猿
の
よ

う
に
ぶ
ら
さ
げ
ら
れ
た
赤
ん
坊
を
思
い
出
す
。
そ
れ
は
映
画
の
ワ
ン
シ
ョ
ッ
ト
だ
っ
た
。
そ
れ

か
ら
そ
の
子
供
は
棄
て
ら
れ
て
育
ち
、
或
る
時
、
人
を
殺
す
。
／
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
息
が
苦
し
い

ま
ま
思
い
出
す
。
…
（
略
）
…
そ
の
夜
、
電
話
し
て
、
そ
の
町
で
何
が
起
っ
た
の
か
初
め
て
知
っ

た
の
だ
っ
た
。
姉
が
狂
っ
た
。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
が
子
供
の
頃
、
兄
が
自
殺
し
た
が
そ
の
時
か
ら
ど

の
く
ら
い
の
時
間
が
積
み
重
な
っ
た
の
か
、
と
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
独
り
ご
ち
た
。（
p26
）

冒
頭
の
映
画
の
場
面
は
、
恐
ら
く
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
に
材
を
と
っ
た
パ
ゾ
リ
ー
ニ
の
「
ア
ポ

ロ
ン
の
地
獄)22

(

」
で
あ
ろ
う
。
兄
の
自
殺
は
伯
父
と
母
と
の
近
親
相
姦
を
目
撃
し
た
た
め
で
あ
る
と

ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
考
え
て
お
り
、
姉
の
発
狂
も
兄
の
自
殺
、
ひ
い
て
は
伯
父
が
遠
因
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
作
中
で
暗
示
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
諸
々
の
根
源
と
な
っ
た
伯
父
、
実
は
父
と
い

う
存
在
へ
の
「
怒
り
」
が
現
れ
て
い
る
。

ま
た
、
コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
曲
で
も
、「
惑
星
空
間
」
が
流
れ
た
時
に
は
激
し
い
感
情
の
高
ぶ
り
を

み
せ
る
。
晩
年
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
の
方
向
に
よ
り
傾
い
た
コ
ル
ト
レ
ー
ン
が
つ
く
っ
た
難
解
な
曲

は
、
殺
意
を
呼
び
出
す
光
を
発
し
て
い
る
。
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化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
サ
ッ
ク
ス
を
吹
い
て
い
る
の
が
、
そ
の
レ
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
を
し
て
か
ら
ほ
ど
な

く
死
ん
だ
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
ト
レ
ー
ン
だ
と
い
う
事
を
知
っ
て
い
た
。
ス
ウ
ィ
ン
グ
す
る
事
も
い

ら
な
い
、
一
切
合
財
、
拒
む
と
い
う
コ
ル
ト
レ
ー
ン
は
、
耳
に
痛
い
た
し
く
聴
こ
え
た
。
そ
れ

で
も
コ
ル
ト
レ
ー
ン
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
聴
き
取
ろ
う
と
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
耳
を
そ
ば
立
て

る
。
音
と
音
が
幾
つ
も
打
ち
当
り
青
白
い
光
の
よ
う
な
も
の
を
身
に
残
す
の
を
知
り
、
ジ
ェ
イ

コ
ブ
は
、
声
を
限
り
に
泣
い
て
み
た
い
よ
う
な
気
が
し
た
。
こ
ろ
し
て
や
る
。
そ
の
男
の
頭
を

叩
き
潰
し
八
つ
裂
き
に
し
て
や
る
。（

p101
）

　

「
青
白
い
光
」
は
、
の
ち
に
「
稲
妻
が
走
る
。
…
（
略
）
…
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
は
じ
め
て
記
憶
が
戻
っ

た
気
が
し
た
。」（

p164
）
と
あ
る
よ
う
に
実
際
の
稲
妻
と
な
っ
て
現
れ
、
高
木
直
一
郎
に
会
い
に
行
く

決
心
を
彼
に
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
て
、
一
時
的
な
自
己
崩
壊
を
味
わ
う
一
方
で
、
想
起
し
た
記
憶
の
偽
装
を
試
み
る
ジ
ェ
イ

コ
ブ
に
ジ
ャ
ズ
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
そ
の
よ
う
な
試
み
に
よ
っ
て
封
じ
ら
れ
て
い
た
、
伯
父
へ

の
殺
意
を
決
定
的
に
す
る
「
怒
り
」
と
記
憶
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
殺
意
を
満
た
す
た
め
の
架
空

の
殺
人
計
画
、
並
び
に
そ
の
実
行
と
逃
亡
と
を
想
像
し
て
過
ご
し
た
日
々
の
記
憶
で
あ
る
。
ジ
ャ
ズ

が
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の
望
み
以
上
に
抑
圧
し
て
い
た
も
の
を
「
フ
リ
ー
」
に
し
て
し
ま
っ
た
結
果
、
却
っ

て
彼
は
殺
意
に
囚
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
る
。

　

同
時
に
、「
何
が
フ
リ
ー
な
も
ん
か
と
そ
の
コ
ル
ト
レ
ー
ン
に
毒
づ
く
」（

p159
）
と
い
う
ユ
キ
の
言

葉
に
よ
っ
て
、
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
の
限
界
性
も
露
呈
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
フ
リ
ー
」
は
、
手
法

と
し
て
の
「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
」
だ
け
で
は
な
く
、
当
時
の
若
者
が
求
め
て
い
た
は
ず
の
「
自
由
」

な
状
態
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。「
ユ
キ
」
は
ヘ
ン
デ
ル
が
か
か
る
殺
人
現
場
を
夢
想
し
つ
つ
、「
家
族
」

の
情
か
ら
「
フ
リ
ー
」
に
な
れ
ず
に
爆
破
・
惨
殺
計
画
を
放
棄
し
て
自
殺
し
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
故
郷

の
噂
が
け
し
か
け
る
伯
父
へ
の
殺
意
か
ら
「
フ
リ
ー
」
に
な
れ
ず
に
殺
人
を
犯
す
。
前
述
の
三
菱
重

工
ビ
ル
爆
破
事
件
を
下
敷
き
に
し
た
と
お
ぼ
し
き
「
ユ
キ
」
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
不
可
能
性
と
、
ジ
ェ

イ
コ
ブ
の
「
架
空
」
と
「
現
実
」
に
お
け
る
「
フ
リ
ー
」
の
不
可
能
性
は
、「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
、

挫
折
の
時
代
と
い
う
時
代
性
と
重
ね
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
ま
で
、
ジ
ャ
ズ
の
「
フ
リ
ー
」
な
側
面
と
そ
の
限
界
性
を
そ
の
表
象
に
沿
っ
て
見
て
き
た
が
、

続
い
て
、
若
者
た
ち
が
集
っ
て
ジ
ャ
ズ
に
浸
る
「
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
」
と
い
う
空
間
に
つ
い
て
、

そ
の
特
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

三
、「
架
空
」
と
「
現
実
」
の
「
境
界
」―

「
教

シ
ナ
ゴ
ー
グ
会
」
と
し
て
の
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店

人
は
よ
く
ジ
ェ
イ
コ
ブ
に
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
、
と
訊
ね
た
。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
決
っ
て
相
手

を
見
つ
め
、
相
手
が
困
惑
げ
に
な
り
意
味
の
な
い
質
問
だ
っ
た
と
視
線
を
そ
ら
し
て
か
ら
や
っ

と
、
そ
の
土
地
の
名
を
言
っ
た
。
ど
こ
で
も
い
い
の
だ
っ
た
。
口
か
ら
出
ま
か
せ
で
い
い
の

だ
っ
た
。
／
ジ
ェ
イ
コ
ブ
に
し
て
み
て
も
、
毎
日
同
じ
よ
う
に
店
に
出
入
り
し
て
い
る
連
中
の

誰
彼
が
ど
こ
か
ら
来
て
い
る
の
か
知
ら
な
か
っ
た
し
、
興
味
も
な
か
っ
た
。
店
は
、
モ
ダ
ン

ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
だ
っ
た
。（
p９
）

テ
ク
ス
ト
は
ジ
ェ
イ
コ
ブ
が
自
ら
の
素
性
を
明
ら
か
に
し
た
が
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、

そ
れ
は
、
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
に
集
ま
る
若
者
達
に
共
通
の
特
徴
で
あ
る
。 

モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫

茶
店
で
若
者
は
、
互
い
を
あ
だ
な
で
呼
び
合
い
、
出
自
も
不
問
に
さ
れ
る
。「
全
部
嘘
」「
架
空
」
を

前
提
と
し
自
ら
の
真
実
を
明
か
さ
な
い
個
々
人
の
擬
似
集
団
は
、
現
実
か
ら
宙
吊
り
の
場
所
に
位
置

し
て
い
る
。
そ
の
印
象
は
テ
ク
ス
ト
を
通
じ
て
変
わ
ら
ず
、
末
尾
に
お
い
て
も
、
殺
人
を
犯
し
て
一

晩
経
っ
た
ジ
ェ
イ
コ
ブ
が
い
つ
も
通
り
店
で
ジ
ャ
ズ
を
聴
い
て
お
り
、
彼
の
出
現
に
と
ま
ど
う
人
物

も
現
わ
れ
な
い
。「
犯
行
が
あ
た
か
も
架
空
の
出
来
事
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る)23

(

」
ほ

ど
、
店
内
の
風
景
は
い
つ
も
と
変
わ
り
が
な
い
の
だ
。
し
か
し
一
歩
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
を
出
る
と
、
た

と
え
ば
ユ
キ
の
姉
に
つ
い
て
の
話
が
真
偽
を
問
わ
れ
る
よ
う
に
、
つ
い
た
「
嘘
」
は
た
ち
ま
ち
安
っ

ぽ
く
剥
が
れ
落
ち
、
ユ
キ
は
「
俺
の
話
み
ん
な
、
作
り
話
だ
ぜ
」（

p160
）
と
紛
ら
わ
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

何
故
、
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
内
で
は
こ
の
よ
う
な
状
態
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
マ
サ
が
俺
に
言
っ
て
た
け
ど
、
こ
こ
は
教
会
な
ん
だ
か
ら
な
。
勉
強
も
仕
事
も
し
た
く
ね
え
っ

て
ふ
ま
じ
め
な
奴
が
何
に
取
り
憑
か
れ
た
の
か
、
朝
か
ら
神
様
に
お
祈
り
を
し
に
く
る
ん
だ
か

ら
な
」
君
原
が
言
っ
た
。
／
「
教
会
か
」
ユ
キ
が
独
り
ご
ち
る
よ
う
に
言
っ
た
。「
ジ
ャ
ズ
が

神
様
か
」
君
原
は
そ
の
ユ
キ
の
言
葉
に
チ
ッ
と
舌
打
ち
し
た
。
ユ
キ
を
見
て
、
イ
ン
テ
リ
ぶ
っ

て
る
の
に
頭
悪
い
や
つ
だ
な
と
言
い
、
カ
ウ
ン
タ
ー
へ
歩
い
た
。
レ
コ
ー
ド
を
途
中
で
止
め
る
。

そ
れ
か
ら
音
量
を
目
い
っ
ぱ
い
あ
げ
て
、
コ
ル
ト
レ
ー
ン
を
か
け
た
。
確
か
に
マ
サ
が
言
い
出

し
、
君
原
が
今
言
う
よ
う
に
、
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
が
教
会
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
。
も
っ
と

も
ど
こ
の
ス
ラ
ム
で
の
教
会
で
も
こ
ん
な
に
き
た
な
く
は
な
い
し
、
こ
ん
な
に
駄
目
な
奴
ば
か

り
は
集
ま
っ
て
い
な
い
は
ず
だ
、
と
独
り
ご
ち
る
。
常
連
の
中
で
少
年
院
や
刑
務
所
出
で
な
い

６―５



菅
原　

中
上
健
次
『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』

者
は
数
え
る
ほ
ど
も
い
な
い
。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
い
ま
さ
ら
な
が
ら
こ
の
教
会
だ
と
い
う
モ
ダ
ン

ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
に
集
ま
る
連
中
が
、
不
思
議
な
嗅
覚
を
持
っ
て
い
る
の
に
驚
い
た
。（

p108
）

い
ま
電
話
は
高
木
直
一
郎
の
家
と
、
そ
の
シ
ャ
ブ
中
毒
で
い
か
れ
た
宙
に
浮
い
た
脳
髄
の
よ
う

な
土
地
に
鳴
っ
て
い
る
。
電
話
の
音
を
想
像
し
な
が
ら
、「
狂
っ
て
る
よ
な
」
と
ジ
ェ
イ
コ
ブ

は
君
原
に
言
っ
た
。
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の
眼
に
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
は
教

シ
ナ
ゴ
ー
グ

会
の
よ
う
に
み
え
た
。

（
p180
）

以
上
の
よ
う
に
、
若
者
達
に
と
っ
て
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
は
「
教
会
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
、「
シ
ナ
ゴ
ー
グ
」
と
い
う
ル
ビ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
ジ
ェ
イ
コ
ブ
」
が
「
ヤ
コ
ブ
」
に
仮
託

さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
こ
の
「
教
会
」
に
は
旧
約
聖
書
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分

か
る)24

(

。
そ
こ
に
集
う
若
者
達
に
は
、
故
郷
を
失
っ
た
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
が

出
来
る
で
あ
ろ
う
。

シ
ナ
ゴ
ー
グ
た
る
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
で
は
、
ユ
キ
の
言
葉
を
君
原
が
否
定
し
た
よ
う
に
、

ジ
ャ
ズ
は
「
神
様
」
で
は
な
く
、
聖
書
の
祈
り
の
声
に
あ
た
る
。
ボ
ー
イ
で
あ
る
君
原
は
店
を
管
理

し
、
レ
コ
ー
ド
を
選
択
す
る
権
利
を
持
つ
た
め
に
司
祭
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
か
も
知
れ

な
い
。
右
の
引
用
で
君
原
が
か
け
た
コ
ル
ト
レ
ー
ン
に
つ
い
て
、
今
一
度
記
述
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
そ
の
音
が
、
今
思
い
出
し
た
そ
の
真
空
の
、
意
味
な
ど
つ
け
よ
う
に
も
つ
け
ら

れ
な
い
光
景
の
中
か
ら
ふ
つ
ふ
つ
と
わ
き
あ
が
り
渦
巻
き
、
こ
す
れ
あ
っ
て
潰
れ
る
の
に
気
づ

い
て
、
ジ
ョ
ン
・
コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
吹
く
音
が
、
音
で
は
な
く
風
、
風
で
は
な
く
此
処
と
彼
方

の
境
目
に
あ
る
祈
り
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
事
に
気
づ
い
て
い
た
。（
p10
）

前
述
し
た
と
お
り
、
コ
ル
ト
レ
ー
ン
の
演
奏
は
作
中
に
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の
少
年
期
の
記

憶
を
呼
び
起
こ
さ
せ
る
。
当
初
は
自
ら
を
コ
ル
ト
レ
ー
ン
に
見
立
て
て
い
た
ジ
ェ
イ
コ
ブ
は
、「
ジ

プ
シ
ー
」
の
音
楽
を
取
り
入
れ
た
「
オ
レ
」
の
ス
キ
ャ
ッ
ト
を
通
し
て
、「
か
さ
ぶ
た
だ
ら
け
の
子
」

と
コ
ル
ト
レ
ー
ン
を
重
ね
て
想
起
す
る
よ
う
に
な
る
。「
か
さ
ぶ
た
だ
ら
け
の
子
」
は
被
差
別
の
共

同
体
か
ら
も
排
除
さ
れ
て
お
り
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
に
は
そ
の
子
を
つ
き
落
と
し
て
し
ま
っ
た
過
去
が

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
テ
ク
ス
ト
内
の
コ
ル
ト
レ
ー
ン
は
、
被
差
別
の
中
で
も
更
に
差
別
さ
れ
る
立
場

に
あ
る
、
窮
極
の
「
賤
者
」
の
位
置
か
ら
祈
り
を
発
信
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
で
「
此
処
と
彼

方
」
と
い
う
表
現
に
は
、
テ
ク
ス
ト
内
に
登
場
す
る
様
々
な
二
項
対
立
を
重
ね
る
こ
と
が
可
能
だ
。

す
な
わ
ち
、
生
と
死
、「
架
空
」
と
「
現
実
」、
故
郷
と
東
京
、
過
去
と
現
在
、「
ま
っ
と
う
」
と
そ
う

で
は
な
い
状
態
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
「
境
目
」
に
あ
っ
て
、
救
済
を
求
め
つ
づ
け
る
「
祈
り
」
が
ジ
ャ

ズ
な
の
で
あ
り
、
コ
ル
ト
レ
ー
ン
が
こ
と
さ
ら
こ
う
し
た
「
祈
り
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、

六
〇
年
代
後
半
〜
七
〇
年
代
の
コ
ル
ト
レ
ー
ン
崇
拝
に
あ
っ
た
よ
う
な
、
求
道
者
・
宗
教
者
た
る
イ

メ
ー
ジ
が
彼
に
強
い
か
ら
で
も
あ
ろ
う
。

ま
た
、
コ
ル
ト
レ
ー
ン
だ
け
で
な
く
「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
」
全
体
の
傾
向
の
一
つ
と
し
て
、
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
へ
の
志
向
が
強
い
と
い
う
こ
と
も
、
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
の
「
教
会
」
的
な

側
面
を
強
め
て
い
る
。「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
」
は
、
教
会
内
の
レ
コ
ー
ド
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
上
で
「
祈

り
の
声
」
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
、
そ
の
反
復
に
よ
っ
て
、
若
者
達
の
同
じ
宙
吊
り
の
日
常
も
保
証
さ

れ
る
か
に
み
え
る
。

こ
こ
で
、
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
自
体
が
「
境
目
」
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ

「
ト
ポ
ス
」
と
し
て
の
「
此
処
」
と
「
彼
方
」
の
対
立
で
あ
る
、
東
京
と
故
郷
の
対
立
を
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
。

「
故
郷
」
に
つ
い
て
本
文
を
検
討
す
る
と
、「
故
郷
」
は
、
ジ
ェ
イ
コ
ブ
よ
り
も
む
し
ろ
伯
父
の
高

木
直
一
郎
に
連
関
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
東
京
に
住
み
な
が
ら
東
京
の
地
理
に
は
疎
く
、
追
放
さ
れ

た
「
故
郷
」
に
ひ
た
す
ら
固
執
す
る
直
一
郎
は
、
偽
装
す
る
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
で
あ
る
ジ
ェ
イ
コ
ブ
達

と
は
逆
に
、
文
字
通
り
故
郷
を
追
放
さ
れ
、
帰
郷
を
夢
見
る
人
物
で
あ
る
。
彼
は
、
電
話
と
地
方
新

聞
で
、
逐
一
故
郷
に
つ
い
て
の
情
報
を
得
、
故
郷
へ
の
執
着
を
募
ら
せ
る
。

「
朝
の
は
よ
う
か
ら
電
話
で
喧
嘩
し
と
っ
た
ん
じ
ゃ
。
ク
ソ
見
て
み
い
、
言
う
て
な
」
と
つ
ぶ

や
く
。
／
高
木
直
一
郎
は
、
覚
醒
剤
を
打
っ
た
た
め
に
眠
る
こ
と
も
で
き
ず
、
夜
中
、
郷
里
か

ら
送
ら
れ
て
き
た
地
方
新
聞
を
た
め
つ
す
が
め
つ
見
て
過
し
た
の
だ
っ
た
。（

p167
）

そ
し
て
、
直
一
郎
は
自
分
を
故
郷
か
ら
追
放
し
た
「
小
路
」
な
ど
の
人
物
を
激
し
く
悪
罵
す
る
が
、

こ
れ
は
一
九
七
五
年
に
初
当
選
し
、
八
三
年
ま
で
新
宮
市
長
を
務
め
た
「
瀬
古
潔
」
の
あ
か
ら
さ
ま

な
も
じ
り
で
あ
り
、
ゴ
ミ
収
集
の
民
間
委
託
問
題
な
ど
も
実
際
に
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た)25

(

。
新
宮
市

と
は
中
上
の
故
郷
で
あ
る
が
、
何
故
こ
の
よ
う
な
直
接
的
、
か
つ
、
テ
ク
ス
ト
の
時
間
軸
を
超
え
た

揶
揄
に
か
な
り
の
ペ
ー
ジ
が
割
か
れ
て
い
る
の
か
。
本
論
で
は
新
宮
市
を
巡
る
政
治
的
動
き
を
分
析

対
象
と
し
な
い
た
め
、
こ
の
部
分
に
お
け
る
中
上
の
思
惑
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
ジ
ェ
イ

コ
ブ
が
伯
父
の
頭
の
中
に
だ
け
あ
る
「
架
空
」
の
土
地
と
呼
ん
だ
故
郷
は
、
作
品
内
で
一
番
「
現
実
」

（
テ
ク
ス
ト
外
現
実
）
に
近
い
場
所
に
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
テ
ク
ス
ト
外
を

も
巻
き
込
ん
だ
「
現
実
」
と
「
架
空
」
の
ね
じ
れ
・
反
転
が
見
ら
れ
る
。

６―６
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年

　

こ
の
「
架
空
」
と
「
現
実
」
の
大
小
様
々
な
ね
じ
れ
こ
そ
が
、
六
〇
年
代
後
半
に
隆
盛
を
き
わ
め

た
文
化
（
ジ
ャ
ズ
を
含
む
）・
政
治
現
象
の
不
可
能
性
の
一
方
で
、
七
〇
年
代
後
半
以
降
も
生
き
延

び
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
祈
り
が
無
効
化
さ
れ
、「
此
処
と
彼
方
の
境

目
」
が
曖
昧
に
な
り
、
混
沌
化
し
て
い
く
有
様
を
、『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』
に
存
在
す
る
ね
じ

れ
は
「
今
」
の
立
場
か
ら
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

シ
ナ
ゴ
ー
グ
と
し
て
の
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
は
、
テ
ク
ス
ト
外
現
実
で
は
需
要
の
低
下
か
ら
閉

店
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
り
、
二
一
世
紀
の
現
在
に
残
っ
て
い
る
店
も
、
既
に
当
時
の

ト
ポ
ス
と
し
て
の
機
能
は
失
っ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
内
で
は
、
ユ
キ
と
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の
行
為
か
ら
そ

の
「
フ
リ
ー
」
の
限
界
が
既
に
示
さ
れ
て
い
た
「
フ
リ
ー
・
ジ
ャ
ズ
」
も
、
現
実
に
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
失
っ
て
い
っ
た
。
世
界
的
に
共
有
さ
れ
た
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
失
速
し
て
い
く
中
で
、『
十
九
歳
の

ジ
ェ
イ
コ
ブ
』
に
お
い
て
、
ね
じ
れ
が
氾
濫
し
て
い
く
様
は
、「
父
殺
し
」
と
い
う
「
彼
方
」
＝
「
架

空
」
を
「
此
処
」
＝
「
現
実
」
へ
と
持
ち
込
み
、
モ
ダ
ン
ジ
ャ
ズ
喫
茶
店
＝
「
境
界
」
へ
と
そ
の
ね

じ
れ
を
持
ち
込
む
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の
姿
に
、
象
徴
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

中
上
は
決
し
て
時
代
か
ら
乖
離
し
な
い
。
時
代
の
変
化
を
作
品
に
反
映
さ
せ
て
し
ま
う
。
ユ
キ

の
爆
弾
は
不
発
に
終
り
、
彼
は
自
殺
す
る
と
い
う
設
定
は
そ
う
解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
そ
し
て
作
者
の
「
青
春
の
総
括
」
で
あ
る
こ
の
小
説
は
、
結
果
と
し
て
青
春
と
そ
の
場
所

で
あ
っ
た
六
〇
年
代
的
「
新
宿
」
を
葬
り
去
っ
た
の
だ
。
一
方
、
そ
れ
は
作
者
が
八
〇
年
代
的

状
況
を
迎
え
入
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
告
し
て
も
い
た
。
…
（
略
）
…
六
〇
年
代
を
生
き
延

び
た
彼
（
※
ジ
ェ
イ
コ
ブ
）
は
、
無
国
籍
的
街
の
と
ば
口
に
立
っ
て
い
る
の
だ)26

(

。

野
谷
氏
に
よ
る
右
の
指
摘
通
り
、『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』
に
は
六
〇
年
代
後
半
以
降
の
挫
折

の
記
憶
が
は
っ
き
り
と
反
映
さ
れ
て
い
る
。
政
治
的
な
運
動
な
ど
、
同
時
代
の
若
者
に
ま
つ
わ
る
現

象
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
ず
、
そ
の
不
可
能
性
を
見
越
し
た
か
の
よ
う
に
、
ユ
キ
の
計
画
も
ジ
ェ
イ
コ

ブ
に
と
っ
て
は
「
面
白
い
」
か
ら
参
加
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、「
無
国
籍
的
街
の
と
ば
口
」
に

立
つ
ジ
ェ
イ
コ
ブ
が
、
や
が
て
『
日
輪
の
翼)27

(

』
以
降
に
登
場
す
る
青
年
た
ち―

故
郷
喪
失
後
そ
の
空

洞
を
埋
め
る
べ
く
偽
装
を
希
求
し
、
放
浪
す
る
青
年
た
ち―

と
ど
こ
か
似
通
っ
た
相
貌
を
抱
い
て
い

る
こ
と
も
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
中
で
、
テ
ク
ス
ト
が
示
す
「
架
空
」
と
「
現
実
」
に
お
け
る

ね
じ
れ
の
氾
濫
は
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
他
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
も
引

き
続
き
考
察
し
て
い
き
た
い
。

※
本
文
引
用
は
『
中
上
健
次
全
集
９
』（
一
九
九
六
・
二
／
集
英
社
）
に
拠
り
、
引
用
文
の
文
末
に
ペ
ー
ジ
番
号
を
付

し
た
。
引
用
に
お
け
る
／
は
改
行
を
表
し
、（
※
）
以
下
の
部
分
、
お
よ
び
傍
線
は
、
引
用
者
が
付
記
し
た
。

※
注
に
お
け
る
「
全
集
」
と
は
『
中
上
健
次
全
集
』（
一
九
九
五
・
五
〜
九
六
・
八
／
集
英
社
）
を
指
す
。
注
に
付
記
し

た
ペ
ー
ジ
番
号
は
、
初
出
と
所
収
が
異
な
る
場
合
に
は
所
収
文
献
に
拠
っ
た
。

※
テ
ク
ス
ト
の
本
文
に
は
差
別
的
な
表
現
と
み
ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
時
代
性
を
考
慮
し
そ
の
ま
ま
引

用
し
た
。「
黒
人
」「
ジ
プ
シ
ー
」
と
い
う
呼
称
に
つ
い
て
は
鍵
括
弧
付
き
で
示
し
た
。

※
本
論
は
、「
昭
和
文
学
会
一
二
月
研
究
集
会
」（
二
〇
〇
七
・
一
二
・
八　

於　

二
松
学
舎
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
を
基

に
、
加
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
で
は
、
ジ
ャ
ズ
音
楽
表
象
の
時
代
性
や
新
宮
市
に
つ
い
て
の
言

及
な
ど
、
多
く
の
方
か
ら
貴
重
な
ご
指
摘
を
頂
い
た
。
深
謝
す
る
。

注

（
１
）　

中
上
の
「
物
語
」
は
必
ず
し
も
一
定
し
な
い
概
念
で
あ
る
が
、
単
に
、
近
代
以
降
の
小
説
に
対
す
る
前
近
代

の
語
り
の
枠
組
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
広
く
我
々
の
行
動
や
思
考
を
規
定
し
て
い
る
既
存
の
秩
序
を
指
す
と
き

に
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
法
・
制
度
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
詳
し
く
は
、

中
上
健
次
「
物
語
の
系
譜
」（
「
國
文
学
」
一
九
七
九
・
二
〜
一
九
八
五
・
六
ま
で
断
続
連
載
、
全
集
15
所
収
）
な
ど

の
エ
ッ
セ
イ
を
参
照
の
こ
と
。

（
２
）　

こ
こ
で
は
、
一
九
六
五
年
の
上
京
後
か
ら
一
九
七
五
年
前
後
の
、
都
会
の
青
年
を
主
な
視
点
人
物
と
し
て
書

か
れ
た
作
品
を
指
す
。
そ
の
中
で
最
も
後
期
の
も
の
は
「
十
九
歳
の
地
図
」（
「
文
藝
」
一
九
七
三
・
六
、
全
集
１

所
収
）
で
あ
る
。

（
3
）　

「
路
地
」
と
は
、
中
上
が
、
故
郷
で
あ
る
和
歌
山
県
新
宮
市
の
同
和
地
域
を
元
に
作
り
上
げ
た
被
差
別
の
虚
構

空
間
で
あ
り
、
多
く
の
中
上
作
品
の
舞
台
と
な
っ
た
。『
中
上
健
次
事
典
』（
高
澤
秀
次　

二
〇
〇
二
・
八
／
恒
文
社

21
、
p44
）
に
よ
れ
ば
、「
作
家
が
自
覚
的
に
「
路
地
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
…
（
略
）
…
「
蛇
淫
」（
「
文
藝
」

一
九
七
五
・
九
）
か
ら
」
で
あ
る
。

（
4
）　

「
村
上
龍
と
対
談
を
行
い
、
”青
春
“
論
を
交
わ
す
こ
と
で
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
ラ

イ
バ
ル
意
識
に
火
が
点
い
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。」（
野
谷
文
昭
「
成
熟
と
喪
失
の
は
ざ
ま
」（
「
中
上
健

次
全
集　

月
報
９
」
一
九
九
六
・
二
、
p７
）

（
5
）　

「
早
稲
田
文
学
」
一
九
七
二
・
一
〇
、
全
集
１
所
収
。『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』
の
原
型
と
も
言
え
る
、
ジ
ャ

６―７



菅
原　

中
上
健
次
『
十
九
歳
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
』

ズ
喫
茶
に
集
う
同
時
代
の
若
者
た
ち
の
姿
を
描
く
。

（
6
）　

村
上
龍
・
中
上
健
次
対
談
「
俺
達
の
舟
は
、
動
か
ぬ
霧
の
中
を
、
纜
を
解
い
て
、―

―

。」（
「
野
性
時
代
」

一
九
七
六
・
九
、『
ジ
ャ
ズ
と
爆
弾
』
一
九
八
二
・
一
／
角
川
書
店
所
収
、
p24
）

（
7
）　

一
月
一
八
日
か
ら
二
日
間
に
わ
た
る
攻
防
の
末
、
東
京
大
学
安
田
講
堂
の
学
生
占
拠
を
警
視
庁
が
封
鎖
解
除

し
た
事
件
。

（
8
）　

一
九
七
二
年
二
月
一
九
日
、
連
合
赤
軍
の
坂
口
弘
ら
五
人
が
長
野
県
浅
間
山
荘
に
人
質
を
連
れ
て
立
て
こ
も
っ

た
事
件
。
十
日
後
に
全
員
が
逮
捕
さ
れ
、
人
質
が
救
出
さ
れ
た
。 

（
9
）　

一
九
七
四
年
八
月
三
〇
日
、「
東
ア
ジ
ア
反
日
武
装
戦
線
狼
」
が
三
菱
重
工
ビ
ル
を
爆
破
し
た
無
差
別
テ
ロ
事

件
。
こ
れ
を
初
め
と
し
て
、
連
続
爆
破
テ
ロ
事
件
が
起
こ
っ
た
。

（
10
）　

作
中
、
年
齢
に
つ
い
て
何
箇
所
か
矛
盾
を
生
じ
る
部
分
が
あ
る
が
、
十
九
歳
に
象
徴
さ
れ
る
青
年
＝
「
未
成

熟
な
人
物
」「
成
年
の
直
前
で
あ
る
青
年
」
と
捉
え
、
本
論
で
は
矛
盾
に
つ
い
て
追
及
し
な
い
。

（
11
）　

「
フ
ー
テ
ン
（
族
）
」
と
い
う
言
葉
自
体
の
定
義
は
曖
昧
で
あ
る
が
、『
族
の
系
譜
学
』（
難
波
功
士　

青
弓
社
／

二
〇
〇
七
・
六
、

p154
〜
173
）
に
よ
れ
ば
、
主
に
新
宿
に
集
う
反
労
働
・
反
既
成
権
力
の
若
者
た
ち
を
指
し
た
よ
う

で
あ
る
。「
フ
ー
テ
ン
乞
食
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
の
当
時
中
上
へ
の
実
家
か
ら
の
仕
送
り

は
月
に
三
万
円
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
一
九
六
五
年
の
大
卒
社
員
の
初
任
給
は
約
二
万
円
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。

（
12
）　

中
上
健
次
「
二
十
代
の
履
歴
書
」（
「
Ｇ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
」
一
九
七
六
・
三
、
全
集
14
所
収
、

p155
）

（
13
）　

中
上
健
次
・
聞
き
手　

高
野
晋
太
郎　

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
「
文
学
か
ら
ジ
ャ
ズ
へ
、
ジ
ャ
ズ
か
ら
文
学
へ
」（
「
音

楽
の
手
帖　

ジ
ャ
ズ
」
一
九
八
一
・
六
、
p54
〜
65
）

（
14
）　

「
黒
人
」
が
自
ら
の
ル
ー
ツ
を
記
し
た
話
題
作
、
ア
レ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
リ
ー
『
ル
ー
ツ
』
の
日
本
語
訳
の
刊
行

は
一
九
七
七
年
九
月
（
安
岡
章
太
郎
・
松
田
銑
共
訳
、
社
会
思
想
社
）。
ま
た
、
中
上
が
初
め
て
差
別
問
題
に
言

及
し
た
の
は
一
九
七
七
年
の
野
間
宏
、
安
岡
章
太
郎
と
の
鼎
談
「
市
民
に
ひ
そ
む
差
別
心
理
」（
「
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ

ル
」
三
月
一
八
、二
五
日
号
）
に
お
い
て
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
前
掲
『
中
上
健
次
事
典
』

p326
）。

（
15
）　

こ
れ
は
、
ジ
ャ
ズ
・
ト
ラ
ン
ペ
ッ
タ
ー
で
も
あ
る
リ
ロ
イ
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
『
ブ
ル
ー
ス
・
ピ
ー
プ
ル
』

（
一
九
六
五
年
刊
行
当
初
の
邦
題
は
『
ブ
ル
ー
ス
の
魂
』
上
林
澄
雄
訳
、
一
九
六
五
・
一
二
）
や
、
そ
れ
へ
の
反

論
な
ど
を
書
い
た
ジ
ャ
ズ
評
論
家
、
相
倉
久
人
の
一
連
の
言
説
な
ど
に
も
影
響
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
16
）　

マ
イ
ク
・
モ
ラ
ス
キ
ー
『
戦
後
日
本
の
ジ
ャ
ズ
文
化
』（
青
土
社　

二
〇
〇
五
・
八
、

p239
）
な
お
、
本
論
の

一
九
六
〇
年
代
〜
七
〇
年
代
日
本
に
お
け
る
ジ
ャ
ズ
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に
関
す
る
部
分
は
、
多
く
を
こ
の
著
書

に
拠
っ
て
い
る
。

（
17
）　

前
掲
『
中
上
健
次
事
典
』（

p316
）。
中
上
の
学
生
運
動
期
に
お
け
る
政
治
活
動
に
つ
い
て
は
、
大
下
敦
史
「
赤
ヘ

ル
時
代
＝
活
動
家
と
し
て
の
中
上
健
次
」（
『
思
想
読
本
11　

１
９
６
８
』
絓
秀
実
編　

作
品
社
／
二
〇
〇
五
・
一
、

p112~

119
）
に
一
九
七
〇
年
ま
で
の
断
片
的
な
足
跡
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
上
は
赤
ヘ
ル
（
社

会
主
義
学
生
同
盟
）
派
の
活
動
家
の
指
示
下
に
活
動
し
、
後
に
無
党
派
に
転
じ
た
と
い
う
。
本
人
の
記
述
で
は
、

労
働
者
と
し
て
羽
田
闘
争
に
も
参
加
し
た
ら
し
い
。
大
学
生
で
は
な
い
の
で
学
生
組
織
の
正
式
な
一
員
と
し
て

動
く
こ
と
は
な
く
、
一
連
の
学
生
運
動
の
中
で
は
、
周
縁
的
な
働
き
を
し
た
に
留
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
18
）　

中
上
健
次
「
土
の
コ
ー
ド
」（
「
朝
日
新
聞
」
一
九
七
六
・
一
・
二
〇
夕
、
全
集
14
所
収
、

p172
）

（
19
）　

「
新
鮮
な
抒
情　

テ
ル
オ
・
ナ
カ
ム
ラ
「
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
・
ス
ペ
シ
ャ
ル
」
」（
「
青
春
と
読
書
」
一
九
七
九
・
八
、

全
集
15
所
収
、
p16
）

（
20
）　

こ
の
レ
コ
ー
ド
は
一
九
七
六
〜
七
七
年
に
収
録
さ
れ
た
筈
な
の
で
、
他
の
レ
コ
ー
ド
の
収
録
年
と
比
べ
る
と

明
ら
か
に
ず
れ
て
い
る
。
中
上
は
一
九
七
七
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
滞
在
時
に
し
ば
し
ば
中
村
照
夫
（
テ
ル
オ
・

ナ
カ
ム
ラ
）
を
訪
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
影
響
か
。
こ
れ
を
テ
ク
ス
ト
外
現
実
と
テ
ク
ス
ト
内
の
時
間
軸
の
ず

れ
と
見
る
と
、
第
三
章
で
述
べ
る
「
「
架
空
」
と
「
現
実
」
の
ず
れ
」
の
一
つ
と
な
る
。

（
21
）　

「
ジ
ャ
ズ
の
本
質
は
、
同
じ
こ
と
の
呪
術
的
な
く
り
返
し
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
…
（
略
）
…
ジ
ャ
ズ
は
現
代

の
呪
術
な
の
で
あ
る
。」（
相
倉
久
人
「
呪
術
と
し
て
の
ジ
ャ
ズ
」（
「
ス
テ
レ
オ
」
一
九
六
五
・
六
、『
超
ジ
ャ
ズ
論
集

成
』
音
楽
出
版
社
、
二
〇
〇
六
・
四
所
収
、
p35
〜
36
）
）

（
22
）　

一
九
六
九
年
三
月
公
開

（
23
）　

前
掲
「
成
熟
と
喪
失
の
は
ざ
ま
」
p12

（
24
）　

前
掲
「
成
熟
と
喪
失
の
は
ざ
ま
」
p15
に
指
摘
が
あ
る
。
ま
た
、
中
上
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
滞
在
時
に
記
し
た
エ
ッ

セ
イ
に
は
、「
た
と
え
ば
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
の
影
響
を
受
け
た
南
部
の
女
流
作
家
フ
ラ
ナ
リ
ー
・
オ
コ
ナ
ー
の
、『
善

人
は
滅
多
に
い
な
い
』。
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
出
か
け
た
一
家
が
、
脱
走
し
た
極
悪
犯
に
出
く
わ
し
殺
さ
れ
る
と
い
う

筋
の
短
編
で
あ
る
。
何
や
ら
こ
の
一
家
も
、
極
悪
犯
ら
も
、
旧
約
聖
書
の
世
界
の
人
物
の
よ
う
に
見
え
る
。
…

（
略
）
…
南
部
と
は
エ
デ
ン
の
東
で
あ
る
。
い
や
、
ア
メ
リ
カ
全
土
が
、
エ
デ
ン
の
東
で
あ
る
。
…
（
略
）
…
ア
メ

リ
カ
が
ほ
ん
と
う
に
人
を
お
ど
ろ
か
す
の
は
、
そ
の
エ
デ
ン
の
東
を
描
く
小
説
と
同
じ
事
が
実
際
に
進
行
す
る

事
で
あ
る
。」（
「
根
元
的
な
場
所―

南
部
」
新
潮
文
庫
フ
ェ
ア
・
パ
ン
フ
レ
ッ
ト　

一
九
七
八
・
秋　

全
集
14
所
収
、

p387
〜
8
）
と
あ
り
、
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
の
小
説
（
或
い
は
そ
の
映
画
化
）
に
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と

も
旧
約
聖
書
の
カ
イ
ン
追
放
の
主
題
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

（
25
）　

『
新
宮
市
史　

年
表
』（
一
九
八
六
・
三
／
新
宮
市
）
参
照
。
ま
た
、
ゴ
ミ
処
理
の
問
題
に
つ
い
て
は
中
上
の
エ
ッ

セ
イ
に
「
部
落
青
年
文
化
会
の
メ
ン
バ
ー
の
う
ち
、
四
人
が
新
宮
市
の
衛
生
課
清
掃
係
に
勤
め
て
い
る
。
彼
ら

は
ゴ
ミ
を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
ゴ
ミ
が
、
市
の
合
理
化
に
よ
り
民
間
業
者
に
委
託
さ
れ
る
議
案
が
あ
わ
た
だ
し

く
議
会
に
提
出
さ
れ
強
引
に
可
決
さ
れ
か
か
り
、
部
落
青
年
文
化
会
は
反
対
運
動
に
立
ち
あ
が
っ
た
。
ワ
ン
マ

ン
体
制
を
し
い
た
市
長
は
、
こ
こ
で
は
„
治
者
“
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
実
に
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
、
こ

の
反
対
運
動
は
、
物
語
の
書
き
手
、
小
説
の
書
き
手
に
教
え
て
く
れ
る
。“
治
者
”
は
ま
ず
物
を
持
っ
て
い
る
。

金
を
持
っ
て
い
る
。„
治
者
“
、
こ
こ
で
は
、
市
の
首
長
で
あ
る
が
、
首
長
が
法
で
あ
る
と
い
う
錯
覚
が
起
っ
て

い
る
の
も
み
え
る
。」（
「
戦
後
と
私
」
毎
日
新
聞
一
九
七
八
・
九
・
二
一
夕　

全
集
14
所
収
、

p399
）
と
あ
る
。

（
26
）　

前
掲
「
成
熟
と
喪
失
の
は
ざ
ま
」
p15

（
27
）　

「
新
潮
」
一
九
八
四
・
一
、三
、
全
集
７
所
収

６―８
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Jazz as Symbolism in Nakagami Kenji's “Nineteen year old Jacob”

SUGAHARA　Maiko

abstract

Contemporary Japanese novelist Nakagami Kenji (1946-1992) is known to have made repeated 

allusions to jazz music in essays and interviews. However, his symbolic use of jazz music is, as 

a rule, limited to his early works.  “Nineteen year old Jacob”, as one of his later works (published 

serially from 1978 to 1980), is an exception. This work depicts young people in the time Nakagami 

himself, as an adolescent, was actually listening to jazz; specifically, from 1960 to the early 1970s.  

The period̶1968 and the surrounding years̶saw the feverish peak of student activism in Japan.  

On the international scale, there were a variety of political movements, and the arts were evolving 

in new directions.  “Nineteen year old Jacob” can be positioned as Nakagami's attempt, ten years 

on, to re-examine the actions of the youth of the period, which included the author himself.  In this 

paper, I analyse the novel in the context of jazz music as symbolising 1968 movements, and I discuss 

Nakagami's treatment of this time period.

Keywords：symbolic use of jazz, free jazz, modern jazz café, the year of 1968, distorted structure 
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