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論
　
　
文

雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
と
初
期
日
中
戦
争
、
一
九
三
六
―
一
九
三
八

井

竿

富

雄

は
じ
め
に

　

小
論
は
、
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
が
日
中
戦
争
と
い
う
状
況
の
変
化
に
ど
の
よ
う
に
対
応
し

て
い
た
か
に
つ
い
て
、
記
事
や
編
集
後
記
な
ど
の
中
か
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

　

雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
は
、岩
国
出
身
の
小
説
家
宇
野
千
代（
一
八
九
七
―
一
九
九
六
）に
よ
っ

て
一
九
三
六
年
に
創
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
主
た
る
内
容
は
服
飾
に
関
す
る
記
事（
女
性

向
け
だ
け
で
は
な
く
、
男
性
の
服
装
に
つ
い
て
の
連
載
記
事
も
あ
る
）、
そ
し
て
映
画
や
俳

優
に
関
す
る
記
事
が
多
い
。
連
載
小
説
や
、
テ
ー
マ
を
決
め
た
読
み
切
り
の
掌
編
小
説
特
集

も
組
ま
れ
た
。
そ
の
他
も
、
都
市
部
の
中
産
階
級
以
上
の
人
々
に
読
ま
れ
る
よ
う
な
も
の
が

中
心
と
考
え
ら
れ
る
（
1
（

。

　

こ
の
よ
う
な
雑
誌
と
日
中
戦
争
が
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
当
然
あ

り
う
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
日
中
戦
争
は
『
ス
タ
イ
ル
』
が
得
意
と
し

て
い
た
よ
う
な
記
事
が
掲
載
し
づ
ら
く
な
っ
た
り
、
同
誌
の
描
き
出
す
よ
う
な
生
活
が
排
撃

さ
れ
た
り
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。
藤
堂
友
美
氏
の
論
文
は
、『
ス
タ
イ
ル
』
が
戦
時
下
の
状

況
に
合
わ
せ
て
、
各
種
の
記
事
や
企
画
を
立
て
た
り
す
る
中
で
政
治
状
況
に
合
わ
せ
て
生
き

の
び
よ
う
と
し
た
様
子
を
概
括
的
に
描
き
出
し
て
い
る
（
（
（

。
ま
た
、
服
飾
と
と
も
に
扱
わ
れ

る
髪
型
、
特
に
女
性
の
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
は
、
戦
時
下
で
排
撃
運
動
の
対
象
と
な
っ
た
。
こ
の

パ
ー
マ
ネ
ン
ト
排
撃
運
動
へ
の
『
ス
タ
イ
ル
』
の
対
応
も
先
行
研
究
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
（
（
（

。

　

た
だ
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
、
日
中
戦
争
以
前
か
ら
、
日
本
の
政
治
・
社
会
は
少
し

ず
つ
緊
張
を
深
め
て
い
た
。
こ
の
な
か
で
、『
ス
タ
イ
ル
』
は
明
快
に
「
反
政
治
的
無
関
心
」

と
も
言
い
う
る
時
事
問
題
へ
の
距
離
の
置
き
方
を
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
日
中
戦
争
に
入

り
込
む
中
で
、『
ス
タ
イ
ル
』
の
目
指
し
て
い
た
時
事
問
題
か
ら
の
距
離
の
置
き
方
が
、
逆

に
『
ス
タ
イ
ル
』
へ
の
需
要
を
増
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
『
ス
タ
イ
ル
』
自
身

も
、
日
中
戦
争
長
期
化
と
い
う
時
勢
に
そ
れ
な
り
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
へ
の
模
索
を
し
て

い
た
可
能
性
が
誌
面
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

小
論
は
、
ま
ず
『
ス
タ
イ
ル
』
と
い
う
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
時
の
状
況
、
そ
し
て
当
初
の

同
誌
の
態
度
と
対
応
に
つ
い
て
考
え
る
。
そ
し
て
、
一
九
三
七
年
七
月
の
日
中
戦
争
勃
発
よ

り
、
こ
の
雑
誌
が
ど
の
よ
う
な
記
事
や
企
画
を
掲
載
し
て
、
状
況
へ
の
対
応
を
し
て
い
っ
た

か
を
見
て
い
く
。

一　
『
ス
タ
イ
ル
』
創
刊
時
の
状
況
と
対
応

　

ま
ず
初
め
に
、『
ス
タ
イ
ル
』
創
刊
前
後（
一
九
三
六
年
か
ら
一
九
三
七
年
六
月
に
か
け
て
）

の
日
本
国
内
に
お
け
る
政
治
社
会
状
況
を
概
観
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
九
三
六
年
は
、

ま
ず
そ
の
年
の
初
め
か
ら
二
・
二
六
事
件
と
い
う
大
打
撃
に
襲
わ
れ
た
。
既
に
一
九
三
二
年

の
五
・
一
五
事
件
に
お
い
て
、
戦
前
期
政
党
政
治
は
衰
退
し
、
政
党
か
ら
の
首
相
は
出
な
く

な
っ
て
い
た
。
こ
の
事
件
を
収
拾
し
て
い
く
過
程
で
、
さ
ら
に
軍
部
の
政
治
的
発
言
力
が
強

化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
岡
田
啓
介
内
閣
の
総
辞
職
後
、
広
田
弘
毅

内
閣
が
成
立
し
た
。
広
田
内
閣
の
中
で
は
、寺
内
寿
一
陸
軍
大
臣
に
代
表
さ
れ
る
陸
軍
が
二
・

二
六
事
件
後
の
「
粛
軍
」
を
通
じ
て
、
国
政
全
体
の
機
構
改
革
を
主
張
し
て
い
た
。
し
か
し

寺
内
寿
一
陸
軍
大
臣
に
対
し
て
一
九
三
七
年
一
月
に
濱
田
国
松
議
員
が
衆
議
院
で
「
陸
軍
の

政
治
介
入
」
に
つ
い
て
批
判
を
行
っ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
い
わ
ゆ
る
「
腹
切
り
問
答
」
が

勃
発
、
こ
の
事
件
へ
の
対
応
を
め
ぐ
っ
て
閣
内
不
統
一
が
生
じ
広
田
内
閣
は
総
辞
職
し
た
。

そ
し
て
、
後
継
首
相
と
し
て
宇
垣
一
成
が
任
命
さ
れ
る
も
、
陸
軍
大
臣
が
得
ら
れ
ず
辞
退
す

る
と
い
う
中
、
満
州
事
変
で
の
「
越
境
将
軍
」
林
銑
十
郎
が
組
閣
し
た
。
し
か
し
林
内
閣
は

総
選
挙
の
結
果
を
見
て
短
期
間
で
総
辞
職
し
、
一
九
三
七
年
六
月
に
第
一
次
近
衛
内
閣
が
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雑誌『スタイル』と初期日中戦争、一九三六―一九三八

発
足
し
た
。
日
本
は
二
年
間
で
首
相
が
三
回
も
変
わ
る
と
い
う
変
則
的
な
事
態
が
生
じ
て
い

た
（
（
（

。

　

し
か
も
こ
の
少
し
前
か
ら
、
日
本
の
論
壇
で
は
「
一
九
三
五
、六
年
の
危
機
説
」
が
し
き

り
と
さ
さ
や
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ロ
ン
ド
ン
海
軍
軍
縮
条
約
の
更
新
期
に
あ
た
り
、
海

軍
軍
縮
条
約
が
合
意
に
至
ら
ず
国
際
情
勢
が
緊
張
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
（
（
（

。
一
九
三
六
年
七
月
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ス
ペ
イ
ン
内
戦
が
勃
発
し
て
い
た
。
国
内
外

の
政
治
は
少
し
ず
つ
軍
事
色
が
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
中
『
ス
タ
イ
ル
』
は
創
刊
さ
れ
た
。
そ
の
執
筆
陣
は
非
常
に
華
や
か
で
、
当

時
の
俳
優
や
歌
手
・
作
家
・
芸
術
家
か
ら
外
交
官
や
政
治
家
に
至
る
ま
で
登
場
し
て
い
た
。

そ
し
て
作
家
の
中
に
は
、
こ
れ
以
前
の
時
代
に
活
躍
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
た
ち
も
含
ま

れ
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。

　
『
ス
タ
イ
ル
』
は
グ
ラ
ビ
ア
頁
を
使
い
、
内
外
の
俳
優
の
写
真
、
ま
た
最
新
流
行
の
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
を
紹
介
し
て
い
た
。
特
に
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の
俳
優
に
関
す
る
写
真
や
記
事
が
毎
号

掲
載
さ
れ
て
い
た（
た
だ
し
、
カ
ラ
ー
グ
ラ
ビ
ア
は
な
か
っ
た
）。
そ
れ
以
外
に
は
、
服
飾
に

関
す
る
連
載
記
事
、
流
行
に
関
す
る
記
事
、
一
ペ
ー
ジ
か
ら
二
ペ
ー
ジ
程
度
の
短
編
・
掌
編

小
説
、
そ
し
て
読
者
か
ら
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
に
関
す
る
質
問
コ
ー
ナ
ー
、
ま
た
常
連
執

筆
者
等
に
対
す
る
一
斉
質
問
で
あ
る
「
お
洒
落
問
答
」
の
コ
ー
ナ
ー
が
あ
っ
た
。
一
九
三
六

年
は
時
事
新
報
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
が
、
同
社
が
倒
産
し
た
た
め
翌
年
か
ら
は
独
自
の

出
版
社
「
ス
タ
イ
ル
社
」
が
刊
行
し
て
い
た
。

　

創
刊
直
後
の
記
事
で
は
、
政
治
・
社
会
に
関
す
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
外
交
官
、
笠

間
杲
雄
が
登
場
し
て
二
回
ほ
ど
執
筆
し
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
個
人
の
趣
味
的
な
内
容

に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
全
く
時
事
的
な
内
容
で
は
な
い
（
（
（

。
第
二
巻
と
な
る
一
九
三
七

年
の
第
二
号
で
は
、
ナ
チ
ス
統
治
下
の
ド
イ
ツ
で
男
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
ど
う
な
っ
て
い

る
か
、
と
い
う
記
事
が
存
在
す
る
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
問
題
以
外
か
ら
ナ
チ
ス
を
書
く
こ

と
は
し
な
い
。
制
服
を
着
て
右
手
を
挙
げ
れ
ば
礼
服
の
代
わ
り
に
な
る
、
な
ど
と
書
か
れ
て

い
る
程
度
で
あ
る
（
（
（

。

　

そ
し
て
、
一
九
三
七
年
の
二
巻
三
号
編
集
後
記
に
、
既
に
先
行
研
究
で
も
記
さ
れ
て
大
変

著
名
な
、宇
野
千
代
自
身
の
態
度
表
明
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
（
（
（

。
「
〇『
愉
し
い
綜
合
雑
誌
』あ
る
日
、こ
ん
な
肩
書
を
考
へ
ま
し
た
―
軍
部
と
政
党
が
ど
う
な
っ

て
も
ス
ペ
イ
ン
の
内
乱
が
い
つ
ま
で
続
い
て
も
、
せ
め
て
そ
ん
な
イ
ザ
コ
ザ
の
一
行
も
書
い

て
な
い
雑
誌
が
一
冊
位
あ
っ
て
も
好
い
ん
ぢ
ゃ
あ
な
い
で
せ
う
か
。
〇
例
へ
ば
、
あ
あ
あ
！

と
草
疲
れ
切
っ
た
時
あ
の
イ
ン
ウ
ツ
な
『
罪
と
罰
』
を
見
た
が
る
人
は
さ
て
お
き
、『
シ
ャ

ン
パ
ン
・
ワ
ル
ツ
』
に
五
〇
銭
を
投
げ
出
す
気
持
―
が
、
そ
の
ま
ま
『
ス
タ
イ
ル
』
な
の
だ

と
思
ひ
ま
す
」

　

こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
、『
ス
タ
イ
ル
』
は
政
治
・
外
交
な
ど
の
状
況
に
は
意
図
的
に
言
及

し
な
い
、
と
宣
言
し
て
い
る
。「
軍
部
と
政
党
」
や
「
ス
ペ
イ
ン
の
内
乱
」
は
同
時
代
的
に

最
も
緊
張
し
て
い
る
事
項
で
あ
っ
た
が
、
情
況
に
つ
い
て
の
考
察
や
分
析
に
は
背
を
向
け
て
、

趣
味
や
娯
楽
に
徹
し
た
「
愉
し
い
」
雑
誌
を
作
る
、と
読
者
に
示
し
た
。「
反
政
治
的
無
関
心
」

を
貫
く
、
と
も
取
れ
る
よ
う
な
態
度
の
示
し
方
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
態
度
表
明
は
、

何
か
を
政
治
問
題
と
し
て
言
及
す
れ
ば
自
身
の
立
ち
位
置
を
問
わ
れ
る
よ
う
な
時
代
に
は
必

要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
後
も
、
日
中
戦
争
勃
発
ま
で
は
、
政
治
に
触
れ
な
い
よ
う
な
書
き
方
が
さ
れ
て
い
る
。

二
巻
五
号
で
は
「
ひ
げ
」
に
つ
い
て
の
記
事
で
「
悲
劇
俳
優
と
し
て
の
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
、
喜

劇
俳
優
と
し
て
の
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
」
と
い
う
言
及
が
な
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
は
踏
み
込
ま

な
い
。
ま
た
、
日
本
に
は
男
女
交
際
に
関
す
る
社
会
的
施
設
が
な
い
、
と
い
う
記
事
の
中
で
、

「
学
生
は
喫
茶
店
を
追
は
れ
、
女
学
生
は
先
生（「
オ
ー
ル
ド
ミ
ス
」
と
ル
ビ
―
井
竿
）か
ら
映

画
を
追
は
れ
、
ユ
ダ
ヤ
人
が
ナ
チ
ス
か
ら
追
は
れ
た
や
う
に
」
と
、
学
生
の
風
紀
取
り
締
ま

り
が
ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
と
並
列
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
外
交
官
暗
殺

事
件
と
フ
ァ
シ
ス
ト
イ
タ
リ
ア
の
関
係
を
扱
う
記
事
も
、
ど
こ
ま
で
も
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
の
女

性
遍
歴
と
い
う
興
味
本
位
の
記
事
で
あ
る
（
（1
（

。
日
中
戦
争
勃
発
直
後
に
は
、
イ
ン
ド
独
立
運

動
家
で
「
中
村
屋
の
ボ
ー
ス
」
と
し
て
著
名
な
ラ
ス
・
ビ
ハ
リ
・
ボ
ー
ス
が
登
場
す
る
が
、

そ
こ
に
あ
る
の
は
カ
レ
ー
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
（
（（
（

。
政
治
・
社
会
に
つ
い
て
の
言

及
は
一
切
し
な
い
、
と
い
う
編
集
方
針
は
一
貫
し
て
い
た
。
政
治
史
で
出
て
く
る
よ
う
な
人

物
で
も
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
好
み
な
ど
に
つ
い
て
し
か
語
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
深
刻
な

政
治
社
会
状
況
に
は
入
り
込
ま
な
い
こ
と
で
『
ス
タ
イ
ル
』
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
ス
タ
イ
ル
』
が
、
一
九
三
七
年
の
日
中
戦
争
勃
発
後
、
情
勢
に
ど
の
よ
う

に
対
応
し
た
か
、
次
は
こ
の
問
題
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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二　
『
ス
タ
イ
ル
』
の
戦
争
へ
の
対
応

　

軍
部
と
政
党
が
対
立
し
て
も
フ
ラ
ン
コ
が
ス
ペ
イ
ン
で
反
乱
を
起
こ
し
て
も
わ
が
こ
と
で

は
な
い
、
と
宣
言
し
た
『
ス
タ
イ
ル
』
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
『
ス
タ
イ
ル
』
も
、
自
国
が
対

外
戦
争
に
突
入
す
る
と
動
か
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
自
国
の
戦
争
は
、
自
国
の
人
員
や
資

源
の
動
員
を
伴
い
、
当
然
刊
行
に
も
影
響
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
こ
の
日
中

戦
争
初
期
を
『
ス
タ
イ
ル
』
は
ど
う
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
き
た
い
。

　

二
巻
九
号
は
、『
ス
タ
イ
ル
』
の
誌
面
に
戦
争
が
現
れ
る
最
初
の
号
で
あ
る
。
前
述
の
、

ナ
チ
ス
の
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
に
冷
淡
に
対
応
し
た
執
筆
者
谷
長
二
は
、「
時
将
に
、
昭
和
十
二

年
七
月
、
聖
戦
の
師
一
度
立
つ
や
砲
煙
北
支
の
天
地
を
震
喊
し
て
非
常
時
の
本
舞
台
と
な
り

ま
し
た
。
百
廿
度
の
猛
暑
を
冒
し
て
、
世
界
人
類
文
化
福
祉
の
為
に
新
興
日
本
を
守
っ
て
戦

ふ
も
の
は
外
に
あ
っ
て
は
勇
敢
無
比
の
兵
隊
さ
ん
、
文
化
の
為
に
重
大
な
責
任
を
感
じ
て
商

戦
に
身
を
捧
げ
る
も
の
は
、
エ
ヘ
ン
、
私
た
ち
で
あ
り
ま
す
」
と
書
き
出
し
、「
最
近
の
輸

入
統
制
に
よ
り
、
日
本
の
モ
ー
ド
も
日
本
の
製
品
で
作
る
事
に
な
っ
た
の
は
国
産
商
品
の
向

上
と
伴
な
っ
て
一
日
も
早
く
完
全
な
商
品
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
我
我
の
年

来
の
希
望
で
あ
り
、
理
想
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
た
（
（1
（

。
戦
争
に
よ
る
物
資
統

制
を
「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
国
産
化
」
に
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
そ
し
て
、
編

集
後
記
で
は
、
編
集
部
員
が
召
集
さ
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
た
。
二
巻
一
一
号
に
な
る
と
、
よ

り
戦
争
色
が
濃
く
な
る
。
掌
編
小
説
の
テ
ー
マ
が
「
恋
人
出
征
」
と
な
り
、
五
人
の
執
筆
者

（
真
杉
静
枝
、
阿
部
艶
子
、
石
黒
敬
七
、
岡
成
志
、
夏
村
扇
吉
）が
、
ま
さ
に
恋
人
が
戦
争
へ

召
集
さ
れ
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
を
掲
載
し
た
（
（1
（

。

　

よ
り
明
快
に
開
戦
に
反
応
し
た
の
は
映
画
に
関
す
る
記
事
だ
っ
た
。
監
督
が
召
集
さ
れ
て

戦
地
に
行
き
、
女
優
が
国
防
婦
人
会
に
組
織
化
さ
れ
、
軍
へ
の
献
金
を
し
よ
う
と
い
う
俳
優

た
ち
の
動
き
が
あ
る
こ
と
を
報
じ
た
記
事
が
あ
る
（
（1
（

。
ま
た
、
映
画
人
で
は
ど
の
よ
う
な
人

が
出
征
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
監
督
や
俳
優
、
そ
し
て
製
作
ス
タ
ッ
フ
の
レ
ベ
ル
ま
で

氏
名
を
あ
げ
て
述
べ
た
記
事
も
存
在
し
た
（
（1
（

。
日
本
の
映
画
人
も
戦
争
と
は
無
関
係
で
は
い

ら
れ
な
い
こ
と
を
読
者
は
知
る
こ
と
に
な
る
。
反
面
、
日
本
国
内
で
制
作
さ
れ
る
戦
争
映
画

の
質
が
低
い
こ
と
を
批
判
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の
記
事
は
「
西
に
ス
ペ
イ
ン
の
動
乱
、

東
に
支
那
事
変
、
ひ
と
は
そ
れ
を
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
夜
で
あ
る
と
云
ふ
。
映
画
が
こ

の
雲
行
に
敏
感
で
な
い
筈
が
な
い
」
と
い
う
今
か
ら
見
れ
ば
不
気
味
な
書
き
出
し
で
始
め
る
。

そ
し
て
日
本
映
画
に
つ
い
て
「
大
体
こ
の
種
の
作
は
、
よ
ほ
ど
思
想
的
な
も
の
を
狙
っ
て
ゐ

な
い
限
り
、
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
企
画
さ
れ
る
も
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
日
本
映

画
の
一
番
の
苦
手
と
き
て
ゐ
る
か
ら
お
話
に
な
ら
な
い
」
と
厳
し
い
批
判
を
投
げ
か
け
て
い

た
（
（1
（

。

　

人
々
を
夢
中
に
さ
せ
な
い
戦
争
映
画
に
対
置
さ
れ
る
の
は
、
戦
線
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
本

物
の
動
画
や
写
真
だ
っ
た
。戦
線
に
同
行
取
材
し
、現
地
の
光
景
を
動
画
で
撮
影
し
た
ニ
ュ
ー

ス
映
画
は
人
々
の
心
を
激
し
く
と
ら
え
た
の
で
あ
る
（
（1
（

。
ニ
ュ
ー
ス
映
画
に
関
し
て
書
か
れ

た
記
事
は
「
最
近
の
新
聞
誌
上
の
写
真
で
も
さ
う
だ
が
ニ
ュ
ー
ス
映
画
の
カ
メ
ラ
の
ト
リ
ミ

ン
グ
の
美
し
さ
フ
ォ
ー
カ
ス
の
巧
み
さ
！
弾
丸
と
困
苦
の
間
に
あ
っ
て
あ
れ
丈
の
芸
術
性

（
？
）を
画
面
に
盛
り
得
る
事
は
全
く
敬
服
に
値
ひ
す
る
」
と
、
戦
場
の
現
実
が
ス
ク
リ
ー
ン

に
飛
び
込
ん
だ
こ
と
に
驚
き
、
返
す
刀
で
日
本
の
戦
争
映
画
に
つ
い
て
「
せ
め
て
戦
争
を
あ

て
こ
ん
だ
軍
事
映
画
と
メ
イ
う
っ
た
か
ら
に
は
戦
争
の
場
面
丈
自
分
の
国
の
幾
千
の
生
命
が

戦
っ
て
ゐ
る
場
面
だ
け
で
も
も
っ
と
正
確
に
も
っ
と
鮮
や
か
に
力
強
く
描
い
て
も
ら
ひ
た
い

も
の
だ
、
と
思
っ
て
ゐ
る
」
と
批
判
し
て
い
た
（
（1
（

。
前
述
の
小
説
特
集
「
恋
人
出
征
」
で
も
、

ニ
ュ
ー
ス
映
画
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
作
品
が
あ
る
。

　

そ
の
反
面
、
戦
争
開
始
に
よ
っ
て
、『
ス
タ
イ
ル
』
に
は
痛
手
と
な
り
そ
う
な
事
実
も
出

て
き
た
。
外
国
映
画
の
輸
入
に
制
約
が
か
か
り
始
め
た
か
ら
で
あ
る
。
一
九
三
七
年
に
外
国

映
画
の
輸
入
が
一
時
禁
止
さ
れ
た
。
映
画
評
論
家
に
し
て
映
画
会
社
の
経
営
も
し
て
い
た
筈

見
恒
夫
は
、
と
り
あ
え
ず
見
る
こ
と
の
で
き
た
外
国
映
画
の
批
評
に
つ
い
て
こ
う
書
き
だ
し

た
。「
Ｓ
・
Ｏ
君
―
／
と
う
と
う
今
年
一
杯
洋
画
の
輸
入
が
禁
止
で
す
。
ア
メ
リ
カ
や
、
欧

洲
で
作
ら
れ
る
大
半
の
作
品
が
入
っ
て
来
た
日
本
へ
、
ま
る
で
夢
の
様
に

4

4

4

4

洋
画
が
来
な
く

な
っ
た
の
で
す
。
あ
な
た
も
御
存
知
の
Ｊ
・
Ｆ
君
な
ど
は
、
輸
入
禁
止
と
聞
い
て
、
い
さ
さ

か
発
狂
気
味
で
し
た
。
本
当
に
洋
画
が
な
く
な
っ
た
ら
、
こ
ん
な
状
態
の
青
年
が
日
本
中
に

充
満
し
な
い
と
は
云
ひ
切
れ
ま
せ
ん
」（
傍
点
も
原
文
の
ま
ま
）（
（1
（

。
前
述
の
よ
う
に
繊
維
製

品
に
関
す
る
統
制
も
か
か
り
始
め
て
い
た
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
生
地
に
つ
い
て
も
、
服
飾
用
の

材
料
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
強
気
な
発
言
を
す
る
記
事
も
あ
っ
た
。
谷
長
二

は
、「
持
て
る
国
」
と
「
持
た
ざ
る
国
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
つ
つ
、「
時
は
ま
さ
に
超
非
常

時
で
あ
り
ま
す/

日
本
は
戦
争
の
為
に
、
い
や
国
家
経
済
の
立
直
し
の
為
に
全
国
民
が
一
致

協
力
し
て
一
時
的
な
不
便
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す/

こ
の
時
に
あ
た
っ

て
洋
品
雑
貨
の
原
料
に
つ
い
て
考
へ
る
と
き
国
産
品
の
好
き
な
僕
も
チ
ト
さ
び
し
く
な
り
ま

す
」
と
述
べ
て
、
物
不
足
が
始
ま
る
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
（
11
（

。
谷
は
さ
ら
に
、
中
国
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雑誌『スタイル』と初期日中戦争、一九三六―一九三八

は
国
民
政
府
の
も
と
で
「
支
那
の
伝
統
的
な
精
神
を
排
斥
し
、
是
に
か
わ
る
に
、
政
府
の
新

し
い
、
思
想
を
目
ま
ぐ
る
し
く
取
入
れ
て
居
る
」
が
、
日
本
は
「
明
治
大
帝
の
教
育
勅
語
の

御
精
神
を
守
り
畏
み
、
外
国
の
文
化（
ヨ
イ
ト
コ
ロ
）を
取
入
れ
、
之
れ
を
消
化
し
、
高
尚
化

し
、
実
用
化
し
て
、
短
時
日
の
中
に
今
日
の
如
き
文
明
国
の
栄
冠
を
作
り
上
げ
た
」、
ど
ち

ら
が
優
位
な
の
か
は
現
実
で
明
ら
か
だ
、と
言
い
、「
文
化
の
実
需
洋
品
の
基
本
的
な
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
」
を
「
ス
タ
イ
ル
・
ニ
ッ
ポ
ン
」
の
名
前
で
語
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
ま
で
述
べ
て

い
た（
1（
（

。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
の
違
い
か
ら
日
中
間
の
政
治
の
優
劣
ま
で
語
ろ
う
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
誌
面
に
出
る
記
事
に
編
集
し
ベ
ル
で
ブ
レ
ー
キ
が
か
か
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
見
え
る
部
分
が
出
て
く
る
。
三
巻
一
号
の
映
画
評
を
執
筆
し
た
内
田
岐

三
雄
は
「
こ
の
雑
誌
の
性
質
と
し
て
、
む
づ
か
し
い
批
評
を
努
力
し
、
こ
ね
廻
し
て
書
い
た

と
こ
ろ
で
そ
の
労
は
報
は
れ
る
こ
と
少
い
や
う
に
思
ふ
。
そ
こ
で
、
今
度
は
僕
も
手
を
変
へ

て
、映
画
の
思
想
と
か
、そ
の
持
つ
社
会
性
な
ん
て
こ
と
に
は
な
る
べ
く
触
れ
な
い
で
、も
っ

ぱ
ら
映
画
館
行
き
の
御
参
考
と
し
て
案
内
記
を
書
く
こ
と
に
し
た
」
と
、
社
会
・
思
想
面
に

わ
た
る
映
画
評
論
を
書
か
な
い
と
表
明
し
て
い
た
（
11
（

。

　

三
巻
二
号
に
は
「
お
洒
落
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
特
集
が
組
ま
れ
た
。
し
か
し
、
そ
こ

に
あ
る
の
は
現
実
に
進
行
し
て
い
る
日
中
戦
争
や
関
連
記
事
で
は
な
く
、
煙
草
を
ふ
か
す
男

性
俳
優
の
写
真（「
伊
達
男
一
服
」）、
戦
争
中
に
髯
が
流
行
す
る
と
い
う
の
で
、
髯
を
生
や
し

た
俳
優
に
つ
い
て
の
話
題（「
ヒ
ゲ
・
ア
・
ラ
・
モ
ー
ド
」）、
そ
し
て
軍
服
を
着
た
人
が
出
る

こ
れ
ま
で
の
映
画（「
軍
服
の
魅
力
」）、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
ミ
リ
タ
リ
ズ
ム
」
は
あ
く

ま
で
流
行
語
の
よ
う
に
軽
く
扱
わ
れ
て
、
内
容
や
定
義
に
は
踏
み
込
ん
で
い
か
な
い
の
で

あ
る
。
三
巻
三
号
の
掌
編
小
説
の
特
集
は
「
お
洒
落
越
境
コ
ン
ト
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
現

代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
既
に
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
が
、
同
時
代
人
に
は
す
ぐ
わ
か
る
内
容

だ
っ
た
。
一
九
三
八
年
一
月
に
俳
優
・
岡
田
嘉
子
と
演
出
家
杉
本
良
吉
が
サ
ハ
リ
ン
の
国
境

を
越
え
て
ソ
連
に
亡
命
し
た
と
い
う
大
事
件
で
あ
る
。
漫
談
家
・
大
辻
司
郎
は
作
品
中
で「
旅

行
免
状
も
な
く
、
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
国
境
を
越
え
る
と
な
っ
た
ら
、
越
境
ロ
マ
ン
ス
な
ん

て
云
ふ
も
の
は
、
絶
対
悲
劇
か
、
大
活
劇
と
な
る
で
せ
う
が
、
漫
談
に
は
な
り
ま
せ
ん
」
（
11
（

と

結
末
を
予
見
し
た
よ
う
な
こ
と
ま
で
書
い
て
い
る
。
し
か
し
編
集
後
記
は
「
格
別
、
岡
田
嘉

子
さ
ん
の
こ
と
、
と
言
ふ
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
何
ん
と
な
く
、
題
し
て
『
お
洒

落
越
境
コ
ン
ト
』」
と
、
時
事
問
題
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
し
て
日
中
開
戦
後
、

興
奮
し
た
筆
致
で
戦
争
と
モ
ー
ド
な
ど
に
つ
い
て
書
い
て
い
た
谷
長
二
は
こ
の
号
で
突
然

「
商
人
根
性
の
ア
サ
マ
シ
サ
、
羊
毛
、
木
綿
の
輸
入
制
限
で
、
痛
せ
つ
に
非
常
時
を
味
は
さ

れ
た
お
か
げ
で
、
お
洒
落
の
本
道
で
あ
る
、
禅
の
心
境
か
ら
は
な
れ
、
い
た
づ
ら
に
理
論
め

い
た
こ
と
ば
か
り
、
ス
タ
イ
ル
誌
に
書
き
ま
し
た
が
―
／
近
代
人
は
非
常
時
だ
か
ら
と
云
っ

て
、
軍
歌
ば
か
り
聞
か
さ
れ
た
ら
、
反
動
的
に
、
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
も
の
に
ア
コ
ガ
レ
る
も

の
で
、
ス
タ
イ
ル
誌
の
行
き
方
も
、
当
然
そ
う
で
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
の
ち
、
な
る

べ
く
、
固
い
事
は
書
か
ぬ
様
に
し
よ
う
と
思
ひ
ま
す
」
と
、
時
事
を
論
じ
る
文
章
を
書
か
な

い
、
と
宣
言
し
た
の
で
あ
る
（
11
（

。
こ
こ
ま
で
見
て
い
く
と
、
編
集
部
で
意
識
的
に
戦
争
に
触

れ
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
予
測
が
あ
り
得
る
。

　

と
こ
ろ
が
、こ
こ
か
ら
さ
ら
に
誌
面
は
新
し
く
展
開
し
て
い
く
。戦
時
下
の
諸
政
策
を
ユ
ー

モ
ラ
ス
に
扱
い
、
反
面
で
国
策
へ
の
積
極
的
な
順
応
を
図
る
よ
う
な
方
向
を
見
せ
た
。
こ

こ
に
至
っ
て
も
『
ス
タ
イ
ル
』
は
か
な
り
の
頁
で
華
や
か
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
身
を
包
ん
だ

映
画
俳
優
の
グ
ラ
ビ
ア
を
掲
載
し
て
い
た
。
雑
誌
の
読
者
を
取
り
巻
く
情
勢
は
少
し
ず
つ
緊

迫
し
、
一
九
三
七
年
に
は
「
国
民
精
神
総
動
員
運
動
」
が
開
始
さ
れ
た
。
一
九
三
八
年
五
月

に
は
「
国
家
総
動
員
法
」
が
施
行
さ
れ
た
。
社
会
・
経
済
は
統
制
強
化
が
進
ん
で
い
た
。
そ

の
よ
う
な
中
、
誌
面
で
は
戦
時
色
を
ポ
ッ
プ
に
言
い
換
え
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
が
載
せ
ら

れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
小
説
家
中
村
正
常
と
、
漫
画
家
小
野
佐
世
男
の
コ
ン
ビ
で
作
り
出
す

同
時
代
も
の
の
コ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
戦
時
色
の
あ
る
化
粧
を
手
伝
っ
て
や
る
」
と

女
性
の
顔
に
出
鱈
目
に
化
粧
品
を
塗
る
男
性
の
話
（
11
（

や
、
酒
の
不
足
に
は
ビ
ー
ル
を
薄
め
て

飲
ま
せ
、
回
転
さ
せ
て
目
を
回
さ
せ
て
酔
っ
た
つ
も
り
に
せ
よ
、
と
い
う
「
花
嫁
学
校
」
の

話
（
11
（

、
そ
し
て
「
ス
・
フ
郎
」
と
「
ス
・
フ
子
」
な
る
登
場
人
物
を
登
場
さ
せ
た
作
品
も
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
「
ス
・
フ
」
は
こ
の
時
期
人
造
繊
維
と
し
て
登
場
し
た
ス
テ
ー
プ
ル
・
フ
ァ
イ
バ
ー

の
こ
と
で
あ
る
。「
ス
・
フ
郎
」
は
不
良
学
生
で
あ
っ
た
が
、
と
に
か
く
就
職
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
そ
こ
が
時
代
の
お
か
げ
だ
。
国
家
総
動
員
法
の
お
か
げ
で
、
す
べ

て
資
源
擁
護
の
立
場
か
ら
、
木
綿
で
さ
へ
三
割
は
ス
・
フ
を
混
入
せ
ニ
ャ
な
ら
ん
」、
だ
か

ら
「
す
く
な
く
と
も
三
割
は
ワ
シ
み
た
い
な
怠
け
者
を（
企
業
も
―
井
竿
）代
用
品
と
し
て
混

入
せ
ニ
ャ
な
ら
ん
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
だ
ら
う
と
思
ふ
ん
だ
。
ナ
ニ
シ
ロ
、
こ
れ
が
国
策

の
線
だ
か
ら
ネ
」
と
う
そ
ぶ
く
（
11
（

。

　

ま
た
、「
ス
・
フ
郎
」
と
「
ス
・
フ
子
」
の
出
て
き
た
同
じ
号
で
は
、
や
は
り
お
洒
落
に

気
を
遣
う
若
い
男
女
が
突
然
破
局
す
る
と
い
う
コ
ン
ト
が
あ
る
。
男
性
は
女
性
を
「
ま
る
で

ウ
ノ
チ
ヨ
さ
ん
の
ス
タ
イ
ル
っ
て
言
ふ
雑
誌
の
口
絵
に
出
て
く
る
お
嬢
サ
ン
み
た
い
」
だ
と

ほ
め
る
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
あ
る
日
突
然
男
性
が
、
そ
れ
ま
で
の
ス
タ
イ
ル
を
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一
変
さ
せ
、坊
主
頭
に
し
、絣
の
着
物
に
下
駄
ば
き
姿
で
現
れ
た
。
女
性
が
そ
れ
を
な
じ
る
と
、

男
性
は
「
知
ら
ね
え
の
か
？
オ
ン
ナ
が
ヨ
ー
フ
ク
着
た
り
、
学
生
が
頭
の
毛
の
ば
し
た
り
し

ち
ゃ
、
ニ
ッ
ポ
ン
が
戦
争
に
勝
て
ね
え
ッ
て
こ
と
だ
い
」
と
感
情
的
に
言
い
返
し
た
。
こ
の

登
場
人
物
が
み
せ
た
突
然
の
豹
変
と
、
裏
腹
に
抱
え
て
い
た
精
神
的
葛
藤
に
つ
い
て
、
コ
ン

ト
の
作
者
北
林
透
馬
は
次
の
よ
う
に
描
写
し
た
（
11
（

。

「
つ
ま
り
、
坊
チ
ャ
ン
は
、
学
校
の
お
触
れ
で
、
無
理
や
り
に
頭
を
ボ
ー
ズ
に
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
ボ
ー
ズ
頭
ぢ
ゃ
、
ま
さ
か
、
セ
ビ
ロ
も
着
ら
れ
な
い
し
、
モ
ダ
ン
型
も
や

れ
な
い
の
で
、え
い
ク
ソ
と
ば
か
し
、一
足
と
び
に
カ
ス
リ
に
下
駄
、と
右
傾
し
て
し
ま
っ
た
。

　

す
る
と
ま
た
不
思
議
な
も
の
で
、
服
装
が
変
る
と
言
語
動
作
が
変
っ
て
く
る
し
、
気
持
ま

で
も
変
っ
て
く
る
。

　

自
分
が
ボ
ー
ズ
頭
で
下
駄
バ
キ
だ
と
、
オ
ン
ナ
の
子
が
「
ス
タ
イ
ル
」
型
洋
装
な
ん
か
し

て
る
の
を
見
る
と
無
性
に
癪
に
さ
わ
ッ
て
く
る
。

　

癪
に
さ
わ
る
と
、
悲
し
く
な
る
。

　
「
何
言
っ
て
や
ん
だ
い
、
バ
カ
ヤ
ロ
！
オ
レ
、
キ
サ
マ
み
た
い
な
、
コ
ク
サ
ク
の
セ
ン
に

乗
ら
な
い
奴
な
ん
か
、
大
嫌
ひ
だ
ぞ
！
」

　

と
言
ふ
ん
で
、
つ
ひ
に
フ
タ
リ
の
友
情
も
解
消
し
て
し
ま
っ
た
」

　

戦
争
が
長
期
化
し
、
社
会
の
雰
囲
気
が
変
化
す
る
中
で
の
人
心
の
煩
悶
と
緊
張
を
、
北
林

は
軽
い
筆
致
な
が
ら
的
確
に
と
ら
え
て
い
た
。

　

そ
し
て
、
北
林
や
中
村
の
こ
の
よ
う
な
コ
ン
ト
を
載
せ
た
三
巻
九
号
に
は
、
グ
ラ
ビ
ア
で

も
変
化
が
あ
っ
た
。「
ス
フ
織
物
」
や
「
代
用
品
」
の
グ
ラ
ビ
ア
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ

し
て
代
用
品
の
記
事
に
は
次
の
よ
う
な
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
添
え
ら
れ
て
い
た（

11
（

。

「
代
用
品
時
代
！
新
し
い
材
料
は　

常
に　

新
し
い
形
と
色
を
創
る
」

「
新
し
い
モ
ー
ド
は
絶
え
ず
新
し
い
材
料
の
発
見
に
か
か
っ
て
ゐ
る
」

「
代
用
品
時
代
―
そ
こ
に
新
し
い
美
し
さ
の
発
見
が
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
」

「
新
し
い
モ
ー
ド
に
は
新
し
い
線
が
あ
る
」

「『
新
し
い
線
』
―
そ
こ
に
新
し
い
生
活
の
角
度
が
あ
る
」

そ
し
て
こ
の
号
の
編
集
後
記
に
は
、
宇
野
千
代
自
身
が
署
名
入
り
で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
た
。

「
今
月
号
か
ら
大
分
い
ろ
い
ろ
と
誌
面
を
改
革
し
て
み
ま
し
た
。
少
し
で
も
、
読
者
の
方
に

楽
し
み
に
な
る
や
う
、
又
一
面
に
は
非
常
時
の
国
策
に
も
添
ひ
ま
す
や
う
に
、
と
の
心
か
ら

で
す
」

　

政
治
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
、
と
宣
言
し
た
雑
誌
が
「
国
策
に
添
う
」
こ
と
を
公
言
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
既
に
三
巻
七
号
か
ら
、
編
集
後
記
上
部
に
は
ゴ
チ
ッ
ク
体
で

「
お
読
み
に
な
っ
た
あ
と
は　

皆
さ
ん
こ
の
ス
タ
イ
ル
を　

戦
地
の
兵
隊
さ
ん
達
に　

送
っ

て
上
げ
て
く
だ
さ
い
」

　

と
、
読
後
の
雑
誌
を
中
国
戦
線
の
日
本
軍
に
慰
問
品
と
し
て
送
る
よ
う
要
請
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、若
い
女
性
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る『
ス

タ
イ
ル
』
が
、
男
性
性
を
最
大
限
に
要
求
さ
れ
て
い
る
人
々
で
あ
る
、
戦
争
の
最
前
線
に
い

る
将
兵
に
送
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
、戦
線
に
配
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、『
ス

タ
イ
ル
』
の
誌
面
に
多
少
の
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
は

こ
の
問
題
を
扱
い
た
い
。

三　

ふ
た
た
び
「
愉
し
い
総
合
雑
誌
」
？

　

前
節
で
、
時
事
的
な
言
及
を
抑
制
し
な
が
ら
編
集
さ
れ
て
い
た
『
ス
タ
イ
ル
』
が
、「
国

策
に
添
う
」
と
い
う
方
針
転
換
を
は
か
る
ま
で
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
そ
の
一
方
、
こ

の
時
点
で
「
国
策
に
添
う
」
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
「
愉
し
い
総
合
雑
誌
」
路
線
こ
そ
そ
う

な
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
多
少
述
べ
て
み
た
い
。
こ

の
節
に
つ
い
て
は
ま
だ
考
察
も
検
討
も
不
十
分
で
あ
る
が
、
一
つ
の
問
題
提
起
と
し
て
述
べ

て
お
く
こ
と
に
す
る
。

　

日
中
戦
争
が
開
始
さ
れ
、
長
期
化
す
る
中
で
、
日
本
国
内
か
ら
中
国
戦
線
へ
向
け
て
慰
問

品
が
大
量
に
出
て
き
た
。そ
の
中
で
も
重
要
な
も
の
は
、何
と
い
っ
て
も
書
籍
や
雑
誌
類
だ
っ

た
。
こ
れ
ら
の
書
籍
が
前
線
で
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
中
野
綾
子
氏

の
論
文
が
あ
る
（
11
（

。
当
時
日
本
国
内
で
出
て
い
た
大
衆
誌（
講
談
社
の
『
キ
ン
グ
』
は
そ
の
代

表
格
だ
っ
た
と
さ
れ
る
）も
慰
問
品
と
し
て
送
ら
れ
て
い
た
。
日
中
開
戦
に
伴
い
、
出
版
は

事
業
と
し
て
一
時
的
に
活
況
を
呈
す
る
と
い
う
状
態
に
も
な
っ
て
い
た
（
1（
（

。
軍
隊
自
身
も
兵

士
の
精
神
的
慰
安
目
的
の
刊
行
物
作
成
に
か
か
っ
て
い
た
。
海
軍
は
『
戦
線
文
庫
』
と
い
う
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雑
誌
を
発
刊
し
て
将
兵
に
配
布
し
た
。
陸
軍
は
当
初
『
恤
兵
』
と
い
う
部
隊
単
位
で
配
布
さ

れ
る
雑
誌
を
創
刊
し
た
。
後
に
陸
軍
も
兵
士
個
人
単
位
に
配
布
す
る
た
め
の
雑
誌
『
陣
中
倶

楽
部
』
を
発
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
は
肩
の
凝
ら
な
い
記
事
や
大
量
の
読
み
切
り

小
説
な
ど
と
と
も
に
、
女
優
や
歌
手
の
グ
ラ
ビ
ア
頁
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
押
田
信
子

氏
は
こ
の
点
に
着
目
し
、「
兵
士
の
ア
イ
ド
ル
」
と
し
て
の
当
時
の
女
優
や
歌
手
の
役
割
に

つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
（
11
（

。

　

さ
き
に
、『
ス
タ
イ
ル
』
が
、
読
後
の
雑
誌
を
戦
線
に
慰
問
品
と
し
て
送
る
よ
う
に
、
と

呼
び
掛
け
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
載
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
結
果
、
実

際
に
中
国
戦
線
か
ら
『
ス
タ
イ
ル
』
を
購
読
す
る
将
兵
が
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
ス

タ
イ
ル
』
を
実
際
に
読
ん
だ
中
国
戦
線
の
下
士
官
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
手
紙
が
来
た
、
と

編
集
後
記
は
伝
え
た
（
11
（

。

「『
ス
タ
イ
ル
っ
て
こ
れ
か
』
と
無
邪
気
な
眼
だ
け
の
様
な
戦
友
の
顔
が
忽
ち
殺
到
。
良
い
楽

し
い
本
を
有
難
う
御
座
い
ま
す
や
は
り
兵
隊
さ
ん
に
は
日
本
の
女
優
島
田
の
姐
さ
ん
が
大
も

て
で
す
が
、
ケ
イ
・
フ
ラ
ン
シ
ス
は
ゲ
ー
ブ
ル
は
と
喧
し
い
ヴ
ォ
ー
グ
氏
も
無
き
に
し
も
あ

ら
ず
で
す
。
絢
爛
た
る
ス
タ
イ
ル
の
出
現
に
、
陣
中
大
騒
ぎ
で
す
。
御
返
礼
に
漢
口
は
必
ず

ブ
ッ
ツ
ブ
し
ま
す
。
北
支
派
遣
軍
、
久
慈
伍
長
」

　

国
内
的
に
は
既
に
国
民
精
神
総
動
員
運
動
が
動
き
出
し
、
少
し
ず
つ
そ
れ
ま
で
の
日
常
が

失
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
戦
場
に
駆
り
出
さ
れ
た
日
本
軍
兵
士
に
は
、
誌
面
に
召
集
前
に

味
わ
っ
た
日
常
が
あ
っ
た
。
当
時
は
ま
だ
米
英
と
の
開
戦
前
で
あ
り
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
の

ス
タ
ー
が
載
っ
た
雑
誌
は
問
題
が
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
日
米
両
国
の
女
優
や
歌
手
が
掲

載
さ
れ
た
『
ス
タ
イ
ル
』
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
華
や
か
な
銀

幕
の
世
界
か
ら
精
神
的
に
慰
問
し
て
く
れ
る
写
真
の
載
っ
た
刊
行
物
と
し
て
歓
迎
さ
れ
た
可

能
性
が
高
い
。
前
述
の
押
田
氏
は
、『
戦
線
文
庫
』
に
兵
士
に
よ
る
「
女
優
の
サ
イ
ン
付
き

ブ
ロ
マ
イ
ド
が
ほ
し
い
」
と
い
う
手
紙
が
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
い
る（

11
（

。

女
優
の
グ
ラ
ビ
ア
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ペ
ー
ジ（
一
九
三
八
年
か
ら
は
有
名
人
の
自
宅
訪
問
と

い
う
企
画
も
あ
る
）が
多
く
載
せ
ら
れ
る『
ス
タ
イ
ル
』は
、そ
の
他
の
頁
が
女
性
向
け
で
あ
っ

て
も
問
題
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
当
初
宣
言
し
た
、
時
事

を
論
じ
な
い
「
愉
し
い
総
合
雑
誌
」
の
路
線
を
貫
い
て
い
く
こ
と
が
、
実
は
最
も
こ
の
時
点

で
の
国
策
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

小
括

　

宇
野
千
代
の
『
ス
タ
イ
ル
』
は
、
少
し
ず
つ
緊
迫
す
る
内
外
情
勢
の
下
で
、「
愉
し
い
総

合
雑
誌
」
を
掲
げ
、
意
識
的
に
政
治
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
。
も
と
よ
り
、『
ス
タ
イ
ル
』
は
そ

の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
服
飾
や
髪
型
の
流
行
、
そ
し
て
人
々
の
注
目
を
集
め
て
い
た

同
時
代
内
外
の
俳
優
・
歌
手
の
動
向
や
服
装
、
併
せ
て
映
画
の
紹
介
や
小
説
を
中
心
と
し
た

雑
誌
で
あ
っ
た
。

　

と
は
い
え
、
一
九
三
七
年
七
月
の
日
中
戦
争
勃
発
で
、
そ
の
路
線
は
た
び
た
び
変
更
が
模

索
さ
れ
た
。
積
極
的
に
状
況
を
取
り
込
む
よ
う
な
こ
と
も
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
情
勢
へ
の
反
応

が
抑
制
気
味
に
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
責
任
者
の
宇
野
千
代
自
身
が
、
一
九
三
七
年
九

号
で
「
国
策
に
添
う
」
こ
と
を
明
言
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
戦
地
で
日
本
軍
将

兵
に
読
ま
れ
て
い
く
雑
誌
と
し
て
は
、
無
理
に
「
国
策
に
添
う
」
こ
と
を
せ
ず
、
グ
ラ
ビ
ア

記
事
と
気
分
を
重
く
し
な
い
掌
編
小
説
の
掲
載
さ
れ
た
「
愉
し
い
総
合
雑
誌
」
が
、
最
も
国

策
に
適
合
し
た
雑
誌
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
国
策
に
適
応
す
る
た
め
の
作
業
は
、
執
筆
し
、
編
集
す
る
人
々
に
と
っ
て
気

の
滅
入
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
時
事
問
題
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
た
『
ス

タ
イ
ル
』
に
お
い
て
す
ら
、
次
の
よ
う
な
文
章
（
11
（

が
掲
載
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
「
此
の
一
ヶ
年
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ぐ
ら
ゐ
醜
態
な
も
の
は
無
い
と
思
ふ
。
パ
ー
マ
ネ
ン

ト
・
ウ
ェ
ー
ヴ
禁
止
説
か
ら
始
ま
っ
て
、
鉄
の
制
限
か
ら
皮
の
問
題
に
到
る
ま
で
、
問
題
を

発
す
る
記
者
も
答
へ
る
策
者
も
狼
狽
の
極
致
で
、
水
鳥
の
羽
音
を
敵
襲
か
と
考
へ
た
平
家
の

侍
そ
こ
の
け
の
醜
態
で
あ
っ
た
。
牛
皮
が
禁
止
さ
れ
る
と
直
ぐ『
下
駄
を
穿
く
の
が
国
策
だ
』

な
ど
と
書
く
低
能
な
新
聞
記
者
が
現
れ
、
ま
た
其
の
驥
尾
に
附
く
流
行
紹
介
屋
が
新
聞
雑
誌

面
を
汚
す
の
だ
し
、
日
の
丸
弁
当
に
限
る
な
ど
と
云
ひ
出
し
て
、
六
千
万
の
国
民
が
毎
日
梅

干
を
三
つ
ず
つ
喰
べ
る
と
、
在
支
那
の
兵
隊
が
梅
干
に
あ
り
つ
け
な
く
な
る
こ
と
も
考
へ
な

い
。
日
本
中
の
靴
屋
氏
服
屋
氏
が
一
挙
に
転
業
す
る
と
三
年
も
た
て
ば
兵
隊
の
服
を
作
る
も

の
が
足
り
な
く
な
っ
て
し
ま
ふ
事
も
考
へ
な
い
。
斯
う
い
ふ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
早
く
撲
滅

す
る
に
限
る
」
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日
中
戦
争
が
長
期
化
し
、
さ
ら
に
他
国
と
の
戦
争
す
ら
懸
念
さ
れ
る
中
、『
ス
タ
イ
ル
』

が
い
か
に
し
て
読
者
に
読
ま
れ
、
生
き
の
び
る
た
め
に
模
索
し
た
か
は
、
今
後
の
課
題
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

※ 

小
論
は
、
令
和
四
年
度
山
口
県
立
大
学
研
究
創
作
助
成
事
業
の
助
成
に
よ
る
成
果
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
二
〇
二
二
年
一
〇
月
二
九
日
、
韓
国
近
代
日
本
学

会
第
四
五
回
国
際
学
術
大
会
で
口
頭
報
告
を
行
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注（
（
）
宇
野
千
代
に
つ
い
て
は
、
尾
形
明
子
『
宇
野
千
代
』
新
典
社
、
二
〇
一
四
年
。
『
ス
タ
イ
ル
』
に

つ
い
て
は
、
松
尾
量
子
「
宇
野
千
代
編
集
の
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
に
関
す
る
一
考
察　

初
期
の
誌
面

の
変
化
を
中
心
に
」
『
山
口
県
立
大
学
学
術
情
報
』
第
一
四
号
、
二
〇
二
一
年
、
同
「
宇
野
千
代
編

集
の
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
に
お
け
る
初
期
の
グ
ラ
ビ
ア
と
『
ス
タ
イ
ル
推
薦
衣
裳
』
に
つ
い
て
」

（
『
山
口
県
立
大
学
学
術
情
報
』
第
一
五
号
、
二
〇
二
二
年
が
あ
る
。

（
（
）
藤
堂
友
美
「
第
一
期
『
ス
タ
イ
ル
』
刊
行
の
戦
略
」
『
国
文
目
白
』
五
〇
号
、
二
〇
一
一
年
。

（
（
）
内
藤
英
恵
「
日
中
全
面
戦
争
と
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
排
撃
」
『
日
本
文
化
論
年
報
』
（
神
戸
大
学
）
七
号
、

二
〇
〇
四
年
。

（
（
）
こ
の
あ
た
り
は
、
升
味
準
之
輔
『
日
本
政
党
史
論
』
第
六
巻
お
よ
び
七
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
八
〇
年
を
参
照
し
た
。

（
（
）
慶
応
義
塾
大
学
法
学
部
政
治
学
科
玉
井
清
研
究
会
編
集
・
刊
行
『
「
（
9
（
（
・
（
年
の
危
機
」
と

日
本
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
』
二
〇
一
八
年
。

（
（
）
藤
堂
友
美
、
前
掲
「
第
一
期
『
ス
タ
イ
ル
』
刊
行
の
戦
略
」
。

（
（
）
笠
間
杲
雄
「
ス
タ
イ
ル
の
さ
ま
ざ
ま
」
一
巻
六
号
、
一
九
三
六
年
、
「
心
臓
へ
の
捷
径
」
二
巻
三
号
、

一
九
三
七
年
。
前
者
は
タ
イ
ト
ル
通
り
、
文
章
や
語
り
方
、
服
装
に
つ
い
て
の
「
ス
タ
イ
ル
」
を
め

ぐ
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
後
者
は
西
洋
料
理
に
つ
い
て
の
知
的
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
笠
間
は
外
交
官

で
、
中
東
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
に
詳
し
い
人
物
で
あ
っ
た
。
『
回
教
徒
』
岩
波
新
書
、
一
九
三
九
年

な
ど
多
数
の
著
書
が
あ
る
。
後
に
阿
波
丸
事
件
に
遭
遇
し
死
亡
。
以
後
、
『
ス
タ
イ
ル
』
掲
載
の
記

事
に
つ
い
て
は
、
巻
号
数
と
年
次
の
み
を
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

（
（
）
G
・
I
・
T
「
H
E
R
R
E
N 

M
O
D
E
」
二
巻
二
号
、
一
九
三
七
年
。

（
9
）
二
巻
三
号
編
集
後
記
、
一
九
三
七
年
。
『
罪
と
罰
』
『
シ
ャ
ン
パ
ン
・
ワ
ル
ツ
』
は
映
画
の
タ
イ
ト

ル
で
あ
る
。

（
10
）
高
橋
徹
「
オ
ヒ
ゲ
進
化
論
（
あ
る
べ
き
か
・
あ
ら
ざ
る
べ
き
か
）
」
、
谷
長
二
「
ス
マ
ー
ト
・
エ
コ

ノ
ミ
イ
（
（
）
」
高
橋
邦
太
郎
「
つ
い
に
曝
露
さ
れ
た
独
裁
王
の
恋
！
流
石
は
轟
然
一
発
・
拳
銃
の

音
で
開
幕
！
」
、
い
ず
れ
も
二
巻
五
号
、
一
九
三
七
年
。
既
に
ナ
チ
ス
は
ド
イ
ツ
国
内
で
ユ
ダ
ヤ
人

が
生
存
し
て
い
く
た
め
の
条
件
を
ほ
ぼ
剥
奪
す
る
よ
う
な
措
置
を
取
っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
事

実
は
こ
こ
で
は
全
く
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

（
11
）
ボ
ー
ス
「
印
度
の
ラ
イ
ス
カ
リ
ー
」
二
巻
八
号
、
一
九
三
七
年
。
署
名
は
「
ボ
ー
ス
」
と
し
か
書
か

れ
て
い
な
い
。
独
立
運
動
と
中
村
屋
に
い
た
こ
と
だ
け
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
）
谷
長
二
「
ス
マ
ー
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
イ
」
二
巻
九
号
、
一
九
三
七
年
。

（
1（
）
タ
イ
ト
ル
は
そ
れ
ぞ
れ
真
杉
静
枝
「
エ
キ
ス
ト
ラ
」
阿
部
艶
子
「
喧
嘩
も
愉
し
」
石
黒
敬
七
「
恋
人

出
征
」
中
村
正
常
「
千
人
唇
」
岡
成
志
「
香
水
で
あ
り
ま
す
」
夏
村
扇
吉
「
あ
！
敵
前
渡
河
」
で
あ

る
。
編
集
後
記
で
は
「
時
局
多
事
、
コ
ン
ト
集
も
『
恋
人
出
征
』
。
い
づ
れ
も
実
話
的
興
味
の
溢
れ

た
名
篇
揃
ひ
。
同
じ
カ
ン
ガ
イ
の
恋
人
た
ち
に
捧
げ
た
い
。
は
る
か
に
征
途
皇
軍
の
武
運
長
久
を
祈

る
所
以
」
と
、
話
を
逸
ら
す
こ
と
も
な
く
直
接
に
出
征
し
た
人
び
と
に
対
す
る
敬
意
が
表
明
さ
れ
て

い
る
。

（
1（
）
美
町
淑
夫
「
映
画
ス
タ
ー
の
軍
国
熱
」
二
巻
一
一
号
、
一
九
三
七
年
。
美
町
に
つ
い
て
は
不
明
。
こ

の
記
事
で
言
及
さ
れ
る
映
画
監
督
山
中
貞
雄
は
こ
の
翌
年
中
国
で
戦
病
死
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
1（
）
美
町
淑
夫
「
映
画
界
出
征
譜　

撮
影
所
か
ら
誰
と
誰
が
行
っ
て
ゐ
る
？
」
二
巻
一
二
号
、
一
九
三
七
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雑誌『スタイル』と初期日中戦争、一九三六―一九三八

年
。

（
1（
）
双
葉
十
三
郎
「
戦
争
映
画
大
流
行
」
二
巻
一
一
号
、
一
九
三
七
年
。
双
葉
十
三
郎
は
翻
訳
家
。

（
1（
）
古
川
隆
久
『
戦
時
下
の
日
本
映
画
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
を
見
る
と
、
ニ
ュ
ー
ス
映
画
は
劇

映
画
に
比
べ
て
こ
の
時
期
人
気
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
本
軍
が
南
京
を
占

領
し
た
後
か
ら
は
、
次
第
に
人
気
も
下
降
線
を
た
ど
っ
た
と
い
う
。

（
1（
）
南
美
子
「
戦
争
物
ト
ピ
ッ
ク　

ニ
ュ
ー
ス
映
画　

軍
事
映
画
」
、
二
巻
一
二
号
、
一
九
三
七
年
。
南

美
子
に
つ
い
て
は
不
明
。

（
1（
）
筈
見
恒
夫
「
ス
ト
ッ
ク
映
画
あ
れ
こ
れ
」
二
巻
一
二
号
、
一
九
三
七
年
。

（
（0
）
谷
長
二
「
ス
マ
ー
ト
・
エ
コ
ノ
ミ
」
三
巻
一
号
、
一
九
三
八
年
。

（
（1
）
谷
長
二
「
ス
タ
イ
ル
・
ニ
ッ
ポ
ン
」
三
巻
二
号
、
一
九
三
八
年
。

（
（（
）
内
田
岐
三
雄
「
新
春
映
画
案
内
」
三
巻
一
号
、
一
九
三
八
年
。
内
田
岐
三
雄
は
映
画
評
論
家
。

（
（（
）
大
辻
司
郎
「
越
境
コ
ン
ト
」
三
巻
二
号
、
一
九
三
八
年
。

（
（（
）
谷
長
二
「
ス
マ
ー
ト
・
ニ
ッ
ポ
ン
」
三
巻
二
号
、
一
九
三
八
年
。
こ
の
号
は
背
広
の
こ
と
を
書
く
こ

と
に
徹
し
た
が
、
三
巻
五
号
の
連
載
で
は
再
び
「
『
父
は
父
ら
し
く
、
子
は
子
ら
し
く
、
若
者
は

若
者
ら
し
く
』
こ
れ
は
只
今
い
は
れ
て
ゐ
る
国
民
精
神
総
動
員
の
主
意
に
も
な
り
ま
せ
う
が
、
ま
た

モ
ー
ド
に
以
て
も
、
自
個
を
よ
く
認
識
し
、
時
局
を
よ
く
認
識
し
て
、
僅
か
の
ユ
ト
リ
で
、
わ
れ
わ

れ
の
青
春
と
理
想
、
美
し
さ
に
憧
憬
れ
る
心
と
、
美
し
い
も
の
を
建
設
す
る
嬉
び
を
、
わ
れ
わ
れ
に

毎
日
必
要
な
、
衣
食
住
に
於
て
の
も
っ
と
も
身
近
な
服
飾
の
美
と
経
済
（
「
ス
マ
ー
ト
・
エ
コ
ノ
ミ

イ
」
と
ル
ビ
）
の
建
設
こ
そ
、
文
化
的
な
仕
事
で
あ
り
銃
後
の
若
人
の
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ

る
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
」
と
戦
時
下
の
心
構
え
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
こ
の
後
、
谷
の
記
事
は

あ
ま
り
出
て
こ
な
く
な
る
。

（
（（
）
中
村
正
常
・
小
野
佐
世
男
「
僕
が
お
化
粧
し
た
げ
る
な
ら
」
（
ト
ー
チ
カ
お
化
粧
戦
術
）
三
巻
五
号
、

一
九
三
八
年
。

（
（（
）
中
村
正
常
・
小
野
佐
世
男
「
新
形
式
ス
タ
イ
ル
・
シ
ョ
ウ　

長
期
抗
戦
」
三
巻
七
号
、
一
九
三
八
年
。

し
か
し
、
タ
イ
ト
ル
は
既
に
「
長
期
抗
戦
」
と
、
中
国
と
の
戦
争
が
容
易
に
は
終
わ
ら
な
い
こ
と
を

示
す
も
の
が
入
っ
て
い
る
。

（
（（
）
中
村
正
常
・
小
野
佐
世
男
「
新
形
式
ス
タ
イ
ル
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン　

ス
・
フ
精
神
」
三
巻
九
号
、

一
九
三
八
年
。
た
だ
、
こ
の
カ
ッ
プ
ル
の
同
棲
生
活
で
は
、
牛
乳
に
米
の
と
ぎ
汁
を
混
ぜ
て
増
量
し

た
り
、
料
理
の
蝋
細
工
を
並
べ
て
食
生
活
の
貧
困
を
堪
え
た
り
す
る
、
と
い
う
描
写
が
あ
る
。

（
（（
）
北
林
透
馬
「
空
は
何
故
変
る
か
」
三
巻
九
号
、
一
九
三
八
年
。
こ
れ
は
「
男
心
と
秋
の
空
」
と
題
す

る
コ
ン
ト
特
集
の
一
編
で
あ
る
。
北
林
自
身
も
こ
の
翌
年
、
『
花
ひ
ら
く
亜
細
亜
』
と
い
う
作
品
を

出
し
、
国
策
に
順
応
す
る
道
に
踏
み
出
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
は
ユ
ダ
ヤ
陰
謀
論
な
ど
も
加
わ
っ
た
小

説
で
あ
る
。
日
本
の
戦
争
が
対
米
英
へ
拡
大
す
る
と
、
陸
軍
の
報
道
班
に
加
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
。

（
（（
）
ヴ
ォ
ー
グ
・
ス
タ
ヂ
オ
「
代
用
品
売
場
か
ら
」
三
巻
九
号
、
一
九
三
八
年
。

（
（0
）
中
野
綾
子
「
慰
問
雑
誌
に
み
る
戦
場
の
読
書
空
間
」
『
出
版
研
究
』
四
五
号
、
二
〇
一
五
年
。

（
（1
）
こ
の
あ
た
り
は
佐
藤
卓
己
『
「
キ
ン
グ
」
の
時
代
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
が
詳
し
い
。

（
（（
）
押
田
信
子
『
兵
士
の
ア
イ
ド
ル
』
旬
報
社
、
二
〇
一
六
年
。
ま
た
、
近
現
代
日
本
エ
ン
タ
メ
研
究
会

『
戦
争
と
芸
能
』
扶
桑
社
、
二
〇
二
二
年
や
押
田
氏
の
著
書
『
元
祖
ア
イ
ド
ル
「
明
日
待
子
」
が
い

た
時
代
』
扶
桑
社
、
二
〇
二
二
年
。
押
田
氏
は
、
女
性
作
家
た
ち
が
結
集
し
て
作
成
し
た
『
慰
問
文

集
』
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。

（
（（
）
三
巻
一
一
号
の
編
集
後
記
。

（
（（
）
押
田
前
掲
『
兵
士
の
ア
イ
ド
ル
』
。

（
（（
）
長
谷
川
修
二
「
男
は
洒
落
て
も
い
い
か
？
」
三
巻
一
〇
号
、
一
九
三
八
年
。
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The “Style” Magazine in Early Japan―China War,1936―1938

IZAO Tomio

  This article explores the relationship between media and politics during the war between Japan and 
China through articles published in “Style”  by Uno Chiyo in 1（（（.
 Uno declared this magazine was going to be “a fun magazine”, and would not cover comprehensive 
political  issues. However,  following the outbreak of  the Japan-China war  in 1（（（, war-related articles 
appeared, but later suppressed.
   Eventually, Uno decided that the magazine adopt a governmental policy. However, “Style” did not 
become war time magazine. This article examines the reason for this.




