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論
　
　
文

日
米
開
戦
前
夜
の
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』、
一
九
三
九
―
一
九
四
一
年

井

竿

富

雄

は
じ
め
に

　

本
論
文
は
、
岩
国
出
身
の
作
家
宇
野
千
代
が
創
刊
・
主
宰
し
た
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
が
、

日
中
戦
争
長
期
化
に
よ
っ
て
日
本
国
内
の
政
治
・
経
済
・
社
会
状
況
が
変
化
し
て
い
く
中
で

大
き
く
変
貌
し
、
そ
の
中
で
方
向
性
の
矛
盾
や
対
立
も
現
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。

　

筆
者
は
昨
年
の
論
文
に
お
い
て
、
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
が
、
日
中
戦
争
初
期
に
一
時
戦
時

色
の
あ
る
記
事
を
掲
載
し
た
も
の
の
、
当
時
の
時
点
で
は
、
創
刊
当
時
に
掲
げ
た
「
愉
し
い

総
合
雑
誌
」
の
路
線
が
最
も
「
国
策
に
添
う
」
も
の
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

書
い
た
（
（
（

。『
ス
タ
イ
ル
』
が
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
を
戦
地
に
送
付
し
始
め
て
い
た
こ
と
と
も
あ

い
ま
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
日
常
が
ま
だ
継
続
し
て
い
る
状
態
だ
っ
た
日
本
国
内
の
様
子
を
戦

地
の
将
兵
に
伝
え
る
こ
と
は
日
本
軍
将
兵
が
精
神
的
に
安
定
し
て
戦
う
た
め
に
も
重
要
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
日
中
戦
争
は
当
初
予
想
に
反
し
て
長
期
化
し
た
。
一
九
三
七
年
末
に
日
本
軍

は
中
国
国
民
政
府
の
首
都
南
京
を
占
領
し
た
が
、
中
国
政
府
は
首
都
を
武
漢
、
そ
し
て
重
慶

に
移
し
て
徹
底
抗
戦
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
日
本
側
は
二
度
の
「
近
衛
声
明
」
を
出
し
、
当

初（
一
九
三
八
年
一
月
）は
「
帝
国
ハ
爾
後
国
民
政
府
ヲ
対
手
ト
セ
ス
」
と
言
っ
た
も
の
の
、

二
度
目（
一
九
三
八
年
一
一
月
）で
「
固
ヨ
リ
国
民
政
府
ト
雖
モ
従
来
ノ
指
導
政
策
ヲ
一
擲
シ
、

ソ
ノ
人
的
構
成
ヲ
改
替
シ
テ
更
生
ノ
実
ヲ
挙
ケ
、
新
秩
序
ノ
建
設
ニ
来
リ
参
ス
ル
ニ
於
テ
ハ

敢
テ
之
ヲ
拒
否
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
い
う
政
策
変
更
を
宣
言
し
た
（
（
（

。
日
本
は
国
民
政

府
の
要
人
汪
兆
銘
を
脱
出
さ
せ
て
も
う
一
つ
の
「
国
民
政
府
」
を
創
る
作
戦
に
出
た
か
ら
で

あ
る
。
中
国
と
の
戦
争
が
簡
単
に
終
わ
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。

　

さ
ら
に
『
ス
タ
イ
ル
』
に
影
響
を
与
え
た
の
は
一
九
三
九
年
に
始
ま
っ
た
第
二
次
世
界
大

戦
で
あ
る
。
当
初
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
戦
争
で
あ
っ
た
が
、
欧
米
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
映
画
な

ど
に
つ
い
て
紹
介
し
て
き
て
い
た
『
ス
タ
イ
ル
』
に
と
っ
て
は
そ
れ
だ
け
で
も
ダ
メ
ー
ジ
が

あ
っ
た
。
映
画
は
一
九
三
九
年
の
「
映
画
法
」
に
よ
っ
て
外
国
映
画
の
輸
入
制
限
が
か
か
り
、

入
り
に
く
く
な
っ
た
。
そ
こ
に
加
え
て
、
フ
ラ
ン
ス
が
い
っ
た
ん
ナ
チ
ス
に
膝
を
屈
す
る
と

い
う
事
件
が
発
生
し
た
。

　

国
内
的
に
は
、
戦
争
の
長
期
化
に
よ
っ
て
、
経
済
的
・
文
化
的
な
統
制
を
試
み
る
動
き
が

出
現
し
た
。
一
九
三
八
年
に
は
「
国
家
総
動
員
法
」
が
法
律
と
し
て
成
立
・
施
行
さ
れ
た
。

こ
れ
は
、
政
府
が
勅
令
を
用
い
て
各
種
の
動
員
や
統
制
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し

て
、同
時
代
的
に
も
問
題
視
さ
れ
て
い
た
（
3
（

。
ま
た
大
き
な
動
き
と
し
て
、こ
の
前
後
か
ら
「
国

民
精
神
総
動
員
運
動
」
が
発
動
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
運
動
だ
け
で
日
本
社
会
が
大

き
く
変
化
し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
（
（
（

が
、
打
ち
出
さ
れ
た
個
別
政
策
に
は
『
ス

タ
イ
ル
』
に
も
影
響
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
小
論
で
は
ま
ず
、
経
済
的
な
統
制
に
よ
る
影
響
、

そ
し
て
文
化
統
制
政
策
な
ど
か
ら
個
別
の
執
筆
者
が
ど
の
よ
う
に
反
応
し
た
か
、
を
通
じ
て
、

『
ス
タ
イ
ル
』
が
読
者
に
示
し
た
も
の
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

さ
ら
に
進
ん
で
一
九
四
〇
年
に
は
「
大
政
翼
賛
会
」
発
足
に
向
か
う
「
新
体
制
」
の
動
き

が
出
て
来
た
。
こ
の
あ
た
り
の
政
治
史
に
つ
い
て
は
、
内
外
の
関
係
史
も
含
め
て
大
量
の
研

究
が
あ
る
（
（
（

。
こ
の
動
き
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、『
ス
タ
イ
ル
』
は
一
九
四
〇
年
、
特
に
九
月

号
で
方
針
の
大
転
換
を
し
た
。
そ
し
て
一
九
四
一
年
九
月
号
に
お
い
て
誌
名
を『
女
性
生
活
』

に
変
更
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
戦
前
の
『
ス
タ
イ
ル
』
は
終
刊
し
た
。
こ
の
一
九
四
〇
年
か

ら
四
一
年
九
月
に
至
る
間
の
誌
面
を
見
る
と
、
執
筆
者
・
編
集
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
時
に
矛
盾

し
た
方
向
性
を
打
ち
出
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ
が
最
も
具
体
的
に
現
れ
た
の
は
「
若
い
女
性

の
生
き
方
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
小
論
で
は
こ
の
問
題
を
扱
い
た
い
。
先
行
研
究
に

つ
い
て
は
、
個
別
に
あ
げ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一
　
日
中
戦
争
の
長
期
化
に
直
面
し
た
『
ス
タ
イ
ル
』

　

日
中
戦
争
が
長
期
化
す
る
中
で
、
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
が
ど
の
よ
う
な
編
集
方
針
で
時
代
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を
乗
り
切
ろ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
は
、藤
堂
友
美
氏
の
論
文
が
あ
る
（
（
（

。
こ
の
中
で
は
、『
ス

タ
イ
ル
』
と
い
う
雑
誌
が
い
か
に
国
策
の
変
化
に
う
ま
く
乗
り
つ
つ
記
事
や
ペ
ー
ジ
の
構
成

を
考
え
て
い
た
か
、
が
中
心
と
な
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
本
論
文
の
場
合
、
こ
こ
を
も
う

少
し
個
別
の
記
事
に
引
き
寄
せ
て
考
え
て
み
た
い
。
編
集
と
い
う
大
方
針
の
中
に
乗
り
つ
つ

も
、
後
で
見
る
よ
う
に
な
か
な
か
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
執
筆
者
も
『
ス
タ
イ
ル
』
に
は
出

て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
物
資
の
欠
乏
に
つ
い
て
、
そ
し
て
次
は
文
化
統
制

の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　

日
中
戦
争
か
ら
日
米
開
戦
へ
の
時
期
、
ま
だ
日
本
で
は
物
資
の
著
し
い
欠
乏
と
い
う
こ
と

ま
で
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
少
し
ず
つ
物
資
が
足
り

な
い
、
入
手
し
づ
ら
い
、
と
い
う
こ
と
は
起
こ
っ
て
い
た
。『
ス
タ
イ
ル
』
の
よ
う
な
服
飾

や
文
化
生
活
の
雑
誌
で
は
、
自
ら
が
扱
う
対
象
で
あ
る
「
服
」
や
「
装
飾
品
」
の
よ
う
な
レ

ベ
ル
か
ら
起
こ
り
始
め
て
い
た
。
以
前
の
拙
稿
で
取
り
上
げ
た
「
代
用
品
」
は
そ
の
よ
い
例

で
あ
る
。
一
九
三
八
年
の
号
で
、「
代
用
品
時
代
！
新
し
い
材
料
は　

常
に　

新
し
い
形
と

色
を
創
る
」
と
い
う
言
葉
と
と
も
に
、
皮
革
や
服
地
の
「
代
用
品
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
（
（
（

。

服
地
で
は
、
社
会
的
に
「
ス
テ
ー
プ
ル
フ
ァ
イ
バ
ー
」、
当
時
の
表
現
を
使
え
ば
「
ス
・
フ
」

あ
る
い
は
「
ス
フ
」
と
呼
ば
れ
た
化
学
繊
維
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
木
材
な
ど
が

原
料
の
ス
テ
ー
プ
ル
フ
ァ
イ
バ
ー
の
生
地
は
洗
濯
な
ど
に
弱
く
、
大
変
使
い
に
く
か
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。
当
時
の
新
聞
に
は
、
商
工
省
の
関
係
者
が
、
ス
テ
ー
プ
ル
フ
ァ
イ
バ
ー
に

つ
い
て
「
ス
・
フ
は
家
庭
の
奥
さ
ん
方
の
憎
ま
れ
も
の
に
な
っ
て
居
ま
す
が
、
ス
・
フ
の
混

織
品
の
多
く
は
市
場
に
出
て
居
り
、
気
づ
か
ず
に
使
用
さ
れ
て
居
る
の
も
ず
ゐ
分
あ
り
ま
す
。

羊
毛
、
木
綿
な
ど
の
代
用
に
ど
う
し
て
も
ス
・
フ
を
使
用
す
る
こ
と
が
現
在
や
む
を
得
な
い

こ
と
で
す
か
ら
、
多
少
弱
い
こ
と
な
ど
は
我
慢
し
て
頂
く
外
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
弁
明
す
る

記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
（
（
（

。
一
九
三
九
年
、『
ス
タ
イ
ル
』
編
集
部
に
読
者
か
ら
こ
の
よ
う

な
投
稿
が
来
た
。

「
先
生
、
東
京
の
店
で
ど
こ
か
純
毛
の
洋
服
生
地
が
手
に
入
る
と
こ
ろ
は
な
い
で
せ
う
か
。

ま
た
ス
フ
の
洗
濯
に
は
何
を
つ
か
っ
た
ら
好
い
で
せ
う
。（
Ｋ
子
）」

こ
れ
に
対
し
て
、
主
宰
者
の
宇
野
千
代
自
身
が
こ
の
投
稿
者
に
「
東
京
で
も
純
毛
は
ど
こ
に

も
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
中
が
ス
フ
に
な
っ
た
の
で
す
か
ら
、
ス
フ
は
ス
フ
と
し
て
、
よ
い
形

の
洋
服
を
考
へ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
ス
フ
の
洗
濯
に
は
モ
ノ
ゲ
ン
が
一
番
好
い
で
せ
う
」
と

し
か
答
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
た
（
（
（

。

　

こ
の
時
期
、
布
地
、
特
に
紳
士
服
地
の
欠
乏
に
対
す
る
不
満
を
書
き
続
け
た
執
筆
者
が
い

た
。
男
性
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
の
連
載
を
持
っ
て
い
た
芹
葉
輝
夫
と
い
う
執
筆
者
（
（1
（

は
、

連
載
「
今
日
の
男
性
」
で
紳
士
服
用
布
地
の
欠
乏
を
嘆
き
続
け
た
。
芹
葉
の
文
章
は
、
少
し

ず
つ
入
手
困
難
に
な
っ
て
い
く
服
地
と
こ
れ
に
対
す
る
反
応
や
対
応
策
を
軽
妙
な
筆
で
描
き

出
し
た
。
一
九
三
九
年
九
月
号
で
は
、「
い
い
洋
服
の
生
地
は
い
よ
い
よ
以
て
尠
く
な
っ
て

ゆ
く
ど
こ
ろ
か
、
も
う
殆
ん
ど
無
い
も
同
然
。
よ
ほ
ど
台
所
の
都
合
の
い
い
洋
服
屋
で
手
ま

は
し
よ
く
ス
ト
ッ
ク
を
シ
コ
タ
マ
か
か
へ
込
ん
だ
連
中
も
、
近
頃
は
『
キ
レ
が
御
座
い
ま
せ

ん
』
を
繰
返
し
て
ゐ
る
」
と
書
い
た
。
当
初
は
芹
葉
も
ま
だ
「
業
者
が
よ
い
布
地
を
隠
し
て

い
る
」
と
い
う
書
き
ぶ
り
で
、
粗
悪
な
布
地
を
つ
か
ま
さ
れ
る
「
伊
達
男
」
の
話
と
し
て
書

い
て
い
た
（
（（
（

。
と
こ
ろ
が
ど
ん
な
に
探
し
て
も
も
は
や
洋
服
生
地
は
手
に
入
ら
な
い
状
態
に

は
ま
り
込
ん
で
い
っ
た
。
一
一
月
号
で
芹
葉
は
状
況
を
嘆
く
人
々
に
対
し
て
「
長
年
か
か
っ

て
築
き
上
げ
ら
れ
た
趣
味
道
楽
を
一
朝
に
し
て
棄
て
よ
う
と
し
た
っ
て
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
の
だ
か
ら
、
旧
代
羅
紗
へ
の
愛
着
に
恋
々
と
し
て
ゐ
る
人
々
を
一
が
い
に
心
掛
の
悪
い

人
士
と
断
じ
去
る
訳
に
は
ゆ
か
な
い
。
然
し
、
無
い
も
の
ね
だ
り
の
醜
態
も
さ
う
長
く
は
続

か
な
い
。
時
代
の
バ
ト
ン
は
既
に
渡
さ
れ
て
了
っ
た
の
だ
か
ら
」
と
あ
き
ら
め
る
よ
う
に
語

る
。
こ
の
記
事
は
続
け
て
、
ス
フ
入
り
の
生
地
で
作
っ
た
洋
服
に
つ
い
て
「
ス
フ
入
り
は
第

一
、
ア
イ
ロ
ン
の
言
ふ
こ
と
を
利
か
な
い
の
で
あ
る
。
ピ
ン
と
し
て
ゐ
る
の
は
、
気
を
つ
け

と
号
令
の
か
か
っ
た
瞬
間
だ
け
で
、
あ
と
は
亡
国
の
兵
士
の
如
く
ダ
ラ
リ
と
休
め
の
状
態
に

立
返
っ
て
了
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、
ス
フ
の
稟
質
か
く
あ
る
か
ら
に
は
、
我
々
は
今
後
洋
服
を

法
被
と
股
引
の
つ
も
り
で
着
用
し
て
、
以
て
之
も
御
奉
公
と
空
嘯
い
て
ゐ
る
よ
り
外
無
い
で

あ
ら
う
か
？
」
と
問
い
か
け
る
。
そ
し
て
芹
葉
は
言
う
の
で
あ
る
。「
ス
フ
で
は
従
来
我
々

が
尊
重
し
慣
れ
て
来
た
型
や
線
を
発
揮
で
き
な
い
と
い
ふ
の
な
ら
ば
、
さ
う
い
ふ
細
部
の

美
点
を
黙
殺
す
れ
ば
よ
か
ら
う
」。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
し
か
方
法
は
な
い
、

と
い
う
わ
け
で
あ
っ
た
（
（1
（

。

　

時
代
は
、
東
京
で
さ
え
生
地
入
手
不
能
で
営
業
を
続
け
ら
れ
な
い
店
が
出
て
く
る
状
態
で

あ
っ
た
こ
と
を
芹
葉
は
認
め
て
い
る
（
（1
（

。
そ
れ
で
も
、
芹
葉
は
、
国
語
学
者
が
ス
フ
を
「
綿

も
ど
き
」
と
呼
べ
ば
よ
い
と
言
っ
た
話
を
紹
介
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
時
代
を
皮
肉
っ

た
（
（1
（

。
「
だ
が
、
近
頃
は
代
用
品
の
時
代
で
あ
る
。
こ
ん
な
『
も
ど
き
』
の
様
な
便
利
な
言
葉
が
あ

る
と
い
ふ
の
で
使
い
出
し
た
ら
、
何
も
か
も
も
ど
き
を
く
ッ
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
要
す
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る
に
現
代
は
も
ど
き
の
時
代
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
」

　

そ
れ
で
も
、
ま
だ
不
満
を
述
べ
て
い
ら
れ
る
う
ち
は
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の

前
後
か
ら
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
自
体
が
入
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
四
〇
年
、
芹
葉
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
が
メ
デ
ィ
ア
か
ら
消
え
た
こ
と

を
嘆
く
記
事
を
執
筆
し
た
。
芹
葉
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
記
事
減
少
理
由
の
一
つ
と
し
て
「
こ

の
、
一
二
年
、
日
本
へ
入
っ
て
来
る
外
国
の
流
行
雑
誌
の
数
が
め
っ
き
り
減
っ
た
こ
と
」
を

挙
げ
て
い
た
。
そ
し
て
「
か
く
申
す
不
肖
芹
葉
も
、
去
年（
一
九
三
九
年
の
こ
と
―
井
竿
）の

九
月
以
来
、
そ
れ
迄
取
っ
て
ゐ
た
流
行
雑
誌
を
パ
ッ
タ
リ
や
め
て
了
っ
た
。
国
策
に
添
ふ
心

掛
け
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
も
小
生
は
い
さ
さ
か
国
際
情
勢
を
憂
慮
し
新
宿
の
易

者
に
相
談
を
持
ち
か
け
て
み
た
と
こ
ろ
、
欧
洲
大
戦
は
九
月
に
は
じ
ま
る
と
断
言
し
て
く
れ

た
の
で
、
そ
れ
以
後
の
雑
誌
代
を
あ
ち
ら
へ
送
る
こ
と
を
思
ひ
と
ど
ま
っ
た
」
と
、
冗
談
め

か
し
た
書
き
方
で
は
あ
る
が
、
国
際
情
勢
の
緊
迫
で
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
雑
誌
な
ど
が
日
本
に
入

ら
な
く
な
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
た（
（1
（

。
こ
の
後
、
芹
葉
は
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
記
事

を
あ
ま
り
書
か
な
く
な
る
。
常
連
執
筆
者
と
し
て
は
残
る
の
だ
が
、
内
容
は
人
生
論
の
よ
う

な
も
の
に
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
。

　

続
い
て
は
「
食
事
」
の
問
題
で
あ
る
。
日
中
戦
争
開
始
直
後
で
は
、
ま
だ
食
糧
危
機
は
深

刻
化
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、「
お
手
製
十
セ
ン
料
理
」
と
い
う
よ
う
な
、
経
済
的
に
節

約
で
き
る
料
理
、
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
が
出
て
く
る
程
度
で
あ
る
（
（1
（

。
戦
時
下
の
食
事
に
つ
い

て
は
、
斎
藤
美
奈
子
氏
の
著
書
（
（1
（

に
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
、
当
初
は
「
米
の
節
約
」
や
「
代

用
食
」
な
ど
が
奨
励
さ
れ
た
。
国
民
精
神
総
動
員
運
動
の
中
で
、
い
き
な
り
「
白
米
食
廃

止
」
が
打
ち
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
徹
底
さ
れ
な
か
っ
た
。「
白
米
食
廃
止
」

と
い
っ
て
も
米
を
食
べ
る
こ
と
を
や
め
る
の
で
は
な
く
、
白
米
は
栄
養
分
が
搗
精
の
段
階

で
落
ち
て
し
ま
う
か
ら
、
玄
米
に
近
い
よ
う
な
も
の
を
食
べ
よ
う
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
（
（1
（

。

一
九
四
〇
年
に
な
る
と
、『
ス
タ
イ
ル
』
で
も
「
代
用
食
」
に
つ
い
て
文
化
人
な
ど
に
問
う

企
画
が
掲
載
さ
れ
、「
あ
れ
も
な
い
こ
れ
も
な
い
と
云
ふ　

あ
れ
も
悪
味
い
こ
れ
も
悪
味
い

と
云
ふ　

さ
う
い
ふ
精
神
が
一
番
い
け
ま
せ
ん　

食
べ
よ
う
と
思
っ
た
ら　

森
羅
万
象
何
で

も
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
！　

―
こ
れ
ぞ
真
の
時
局
向
御
料
理
講
座
！
」
と
い

う
リ
ー
ド
の
も
と
に
紹
介
さ
れ
た
。
詩
人
の
深
尾
須
磨
子
は
「
お
米
が
足
り
な
け
れ
ば
パ
ン
、

パ
ン
が
足
り
な
け
れ
ば
麦
、
食
ら
べ
れ
る（
マ
マ
）も
の
な
ら
ば
何
で
も
私
は
い
と
ひ
ま
せ

ん
。
日
本
人
は
お
米
を
過
食
の
傾
き
あ
り
。
安
い
野
菜
を
沢
山
食
べ
る
こ
と
に
し
た
し
。
そ

れ
も
此
の
頃
の
様
に
な
く
て
は
困
り
ま
す
が
、
と
に
角
、
安
く
っ
て
、
し
か
も
カ
ロ
リ
ー
の

あ
る
副
食
物
を
も
っ
と
た
く
さ
ん
食
べ
て
お
腹
を
こ
さ
へ
て
は
如
何
？
」
と
優
等
生
的
な
回

答
を
寄
せ
て
い
る
（
（1
（

。
た
だ
、こ
の
文
章
に
野
菜
が
「
此
の
頃
の
様
に
な
く
て
は
困
り
ま
す
が
」

と
あ
る
よ
う
に
、
食
糧
の
入
手
困
難
が
現
れ
て
い
た
。

　

物
の
欠
乏
と
あ
い
ま
っ
て
出
て
く
る
の
が
、
文
化
的
な
面
へ
の
統
制
だ
っ
た
。
国
民
精
神

総
動
員
運
動
は
、「
贅
沢
の
排
撃
」
な
ど
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
服
装
や
髪
形
、生
活
様
式（
冠

婚
葬
祭
の
簡
素
化
）な
ど
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
先
行
研
究
で
は
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
排
撃

運
動
と
『
ス
タ
イ
ル
』
と
の
関
係
が
扱
わ
れ
て
い
た
（
11
（

。
と
は
い
え
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
排
撃

運
動
に
つ
い
て
は
、
結
果
的
に
そ
れ
ほ
ど
う
ま
く
い
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
敗
戦
ま
で
パ
ー

マ
ネ
ン
ト
は
残
り
続
け
た
（
1（
（

。
実
際
、
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
排
撃
運
動
を
展
開
し
よ
う
と
し
た
国

民
精
神
総
動
員
運
動
自
体
が
、
何
を
ど
う
し
て
よ
い
の
か
わ
か
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
か
っ

た
。

　
『
ス
タ
イ
ル
』
は
、『
都
新
聞
』
が
一
九
三
九
年
六
月
に
掲
載
し
た
国
民
精
神
総
動
員
連
盟

中
央
委
員
・
竹
内
茂
代
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
紹
介
し
た
。
そ
れ
は
「
国
民
精
神
総
動
員
連
盟

中
央
委
員
中
唯
一
人
の
女
性
委
員
竹
内
茂
代
博
士
の
仰
し
ゃ
る
こ
と
は
、
何
と
、
僕（
記
事

執
筆
者
―
井
竿
）が
毎
月
ス
タ
イ
ル
誌
上
で
叫
ん
で
ゐ
る
『
真
の
女
性
精
神
』
を
、僕
に
代
っ

て
諸
君
に
訓
示
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
皮
肉
交
じ
り
の
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
執
筆

者
は
竹
内
の
写
真
に
つ
い
て
「
な
る
ほ
ど
、
身
だ
し
な
み
も
き
ち
ん
と
し
て
、
ご
自
分
で
も

仰
し
ゃ
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、
頭
髪
に
ち
ゃ
ん
と
コ
テ
を
か
け
て
を
ら
れ
る
。
全
く
、
世
の
師

表
と
す
る
に
足
る
婦
人
は
、
正
に
か
く
の
如
く
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
世
の
婦
人
思
想
家

は
何
と
か
委
員
な
ど
と
称
す
る
御
婦
人
連
の
中
に
は
、
往
々
頭
髪
も
ボ
ウ
ボ
ウ
と
な
さ
っ
て

ゐ
る
方
を
見
受
け
る
が
、
精
動
委
員
竹
内
女
史
は
、
流
石
に
そ
ん
な
御
婦
人
と
は
違
っ
て
ゐ

る
」
と
か
ら
か
う
よ
う
な
筆
調
で
描
き
出
し
た
（
11
（

。

　

実
際
、
言
及
さ
れ
た
『
都
新
聞
』
の
記
事
を
見
る
と
、
記
者
は
竹
内
に
挑
戦
的
な
態
度
で

切
り
出
し
て
い
た
。「
早
速
で
す
が
、
近
頃
の
精
動
の
や
り
方
が
、
ま
る
で
つ
ま
ら
ん
、
つ

ま
り
、
余
り
に
些
事
に
亘
り
過
ぎ
る
と
い
ふ
非
難
が
あ
り
ま
す
が
、
精
動
の
委
員
と
し
て
ど

う
御
考
へ
で
す
か
」。
こ
れ
に
対
し
て
、
竹
内
は
当
初
一
〇
分
間
と
制
限
し
て
い
た
会
見
時

間
を
自
ら
破
っ
て
長
時
間
話
し
続
け
た
の
だ
っ
た
。
竹
内
が
こ
の
時
の
受
け
答
え
で
、「
一

度
び
眼
を
銃
後
の
日
本
女
性
に
転
じ
た
時
に
、
ど
う
で
せ
う
、
今
の
あ
り
さ
ま
は
！
モ
ヂ
ャ

モ
ヂ
ャ
と
雀
の
巣
み
た
い
な
つ
ま
ら
な
い
髪
を
し
て
、
唇
に
は
馬
鹿
み
た
い
に
口
紅
を
つ
け

て
ヒ
ャ
ラ
ヒ
ャ
ラ
と
歩
い
て
ゐ
る
」
と
同
時
代
の
若
い
女
性
を
非
難
し
た
フ
レ
ー
ズ
が
注
目

さ
れ
た
。
こ
れ
が
、『
ス
タ
イ
ル
』記
事
の
筆
者
が「
頭
髪
も
ボ
ウ
ボ
ウ
と
な
さ
っ
て
ゐ
る
方
」
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と
い
う
表
現
を
使
っ
た
理
由
で
あ
る
。
し
か
も
竹
内
は
、イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
中
で「
精

動
の
委
員
の
中
で
、パ
ー
マ
ネ
ン
ト
と
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
と
言
っ
た
人
も
ゐ
る
位
で
」あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
ま
で
暴
露
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
11
（

。
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
排
撃
政
策
に
疑

問
を
呈
す
る
記
事
な
の
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
後
述
す
る
、
一
九
四
〇
年
の
「
自
粛
カ
ー
ド
」

に
対
す
る
態
度
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。『
ス
タ
イ
ル
』
の
記
事
執
筆
者
も
、
こ
の
よ
う

な
背
景
を
踏
ま
え
て
書
い
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
と
は
い
え
、
政
策
に
対
す
る
異
議
の
存

在
は
、
政
府
の
統
制
が
厳
し
く
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
最
近
の
研
究
で
は
、

女
性
を
ふ
し
だ
ら
に
す
る
、
と
い
う
口
実
の
下
、
当
時
の
日
本
政
府
は
社
交
ダ
ン
ス
と
ダ
ン

ス
ホ
ー
ル
を
厳
し
く
取
り
締
ま
り
、
ダ
ン
ス
を
教
え
る
こ
と
す
ら
禁
止
し
た
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
て
い
る
（
11
（

。
都
市
の
娯
楽
文
化
は
少
し
ず
つ
確
実
に
消
滅
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

一
九
四
〇
年
に
な
る
と
、『
ス
タ
イ
ル
』
自
体
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
読
者
が
指
摘

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
読
者
投
稿
欄
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
要
望
が
掲
載
さ
れ
た
（
11
（

。

「
僕
は
ス
タ
イ
ル
を
三
年
程
前
か
ら
愛
読
し
て
ゐ
る
者
で
す
が
、
近
頃
の
ス
タ
イ
ル
を
見

る
と
、
何
だ
か
淋
し
い
み
た
い
で
す
。
／
先
づ
、
男
子
部
が
少
く
な
っ
た
こ
と
。
此
の
非
常

時
に
男
の
子
が
お
洒
落
す
る
な
ん
て
事
が
い
け
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ス
マ
ー
ト
・

エ
コ
ノ
ミ
イ
、
伊
達
男
雑
記
な
ど
毎
月
出
て
ゐ
た
頃
が
懐
し
く
て
な
り
ま
せ
ん
。
外
国
の
ス

タ
イ
ル
ブ
ッ
ク
が
手
に
入
ら
な
い
今
日
、
是
非
そ
の
シ
ー
ズ
ン
の
新
し
い
ス
タ
イ
ル
な
ど
、

ど
し
ど
し
載
せ
て
頂
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。
／
そ
れ
か
ら
表
紙
の
悪
く
な
っ
た
こ
と
。
勿
論
、

紙
が
統
制
さ
れ
て
良
質
の
も
の
は
使
へ
な
い
の
で
せ
う
が
、
十
一
月
、
十
二
月
な
ど
は
表
紙

の
地
色
に
白
い
斑
点
が
多
く
、
と
て
も
き
た
な
い
様
で
し
た
。
こ
れ
は
印
刷
が
悪
い
の
で
せ

う
か
。
ず
っ
と
以
前
も
こ
ん
な
紙
で
し
た
が
、
昭
和
十
二
年
の
二
月
、
五
月
な
ど
の
感
じ
の

良
さ
は
、
今
で
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
ん
な
雑
誌
は
或
程
度
ま
で
感
じ
で
行
く
の
で
す
か

ら
も
う
少
し
表
紙
を
ス
マ
ー
ト
に
し
て
下
さ
い
。
初
投
票
の
く
せ
に
、
文
句
ば
か
り
言
っ
て

申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
」

　

こ
の
投
稿
が
掲
載
さ
れ
た
一
九
四
〇
年
、『
ス
タ
イ
ル
』
は
戦
時
下
で
一
つ
の
方
向
転
換

を
し
て
い
っ
た
。
次
節
で
は
こ
の
こ
と
を
扱
い
た
い
。

二
　「
生
活
指
導
」
雑
誌
へ
の
転
換
―
何
を
目
指
す
か
？

　

一
九
四
〇
年
ま
で
、『
ス
タ
イ
ル
』
は
比
較
的
娯
楽
色
の
強
い
誌
面
で
編
集
・
発
行
し
て

い
た
。
一
九
四
〇
年
の
六
月
号
ま
で
は
、
前
節
で
名
前
を
あ
げ
た
芹
葉
輝
夫
の
連
載
も
あ
っ

た
。
紳
士
服
用
の
布
地
が
な
い
こ
と
を
嘆
く
連
載
が
、
戦
時
色
が
強
ま
る
中
で
も
ま
だ
載

せ
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
、
国
際
情
勢
が
『
ス
タ
イ
ル
』
の
誌
面
に
直
接
反
映
さ
れ
は
じ
め

た
。
一
九
四
〇
年
二
月
号
の
グ
ラ
ビ
ア
頁
に
は
、
ド
イ
ツ
軍
の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
パ
リ
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
、
と
い
う
緊
迫
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。「
今
で
は
如
何
な
る
文
章
も
写

真
も
絵
も
軍
検
閲
官
の
綿
密
な
る
機
関
を
パ
ス
し
な
け
れ
ば
、
何
も
巴
里
か
ら
は
出
て
き
ま

せ
ん
。
モ
ー
ド
に
関
す
る
く
ら
ゐ
い
い
だ
ら
う
と
お
思
ひ
で
す
か
？
な
ん
と
さ
う
は
ゆ
き
ま

す
ま
い
。
こ
こ
に
掲
げ
た
カ
ッ
ト
の
ス
タ
ン
プ
も
沢
山
な
写
真
や
デ
ザ
イ
ン
も
実
の
と
こ
ろ

は
、
ア
メ
リ
カ
の
ヴ
ォ
ー
グ
が
巴
里
か
ら
極
く
最
近
手
に
入
れ
た
ニ
ュ
ー
ス
な
の
で
す
」
（
11
（

と

あ
る
よ
う
に
、
戦
時
下
の
フ
ラ
ン
ス
政
府
が
検
閲
し
た
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
一
九
四
〇
年
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
、
二
度
の
変
更
を
経
て
大
き
く
『
ス
タ
イ
ル
』

の
誌
面
が
変
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
最
初
は
、一
九
四
〇
年
七
月
号
表
紙
題
字
に「
健

全
娯
楽
」
の
文
字
が
入
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
目
次
の
ペ
ー
ジ
に
「
聖
戦
四

年
、
中
国
新
政
府
成
立
し
て
愈
々
国
運
の
前
途
重
大
の
折
柄
、
我
が
社
で
も
微
力
な
が
ら
銃

後
奉
仕
を
致
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
記
し
、「
支
那
事
変
公
債
」
を
ス
タ
イ
ル
社
経
由

で
購
入
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
た
（
11
（

。
こ
れ
に
は
、
金
額
に
応
じ
て
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
贈

呈
す
る
特
典
が
つ
け
ら
れ
た
。

編
集
後
記
で
は
、
宇
野
千
代
自
身
が
「
い
ま
ま
で
も
ス
タ
イ
ル
は
常
に
健
全
で
明
朗
な
、

さ
う
し
て
高
い
意
味
で
の
娯
楽
雑
誌
と
い
ふ
こ
と
を
忘
れ
ず
に
編
輯
さ
れ
て
来
、
世
間
か
ら

も
さ
う
し
た
期
待
と
好
意
と
を
以
て
、
意
想
外
に
大
き
な
力
で
迎
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
し
た
け
れ

ど
、
こ
の
や
う
な
時
世
を
認
識
す
る
時
、
少
し
で
も
私
達
の
雑
誌
の
力
で
国
家
的
事
業
の
完

成
に
参
加
出
来
る
な
ら
、
と
考
へ
先
づ
、
最
初
に
目
次
頁
に
発
表
し
た
や
う
な
企
て
を
試
み

ま
し
た
」
と
書
き
、『
ス
タ
イ
ル
』
を
通
じ
た
戦
時
協
力
を
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。
時
事

的
な
動
向
に
超
然
と
し
て
い
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
作
り
始
め
た
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
も
、

日
中
戦
争
で
「
国
策
に
添
う
」
誌
面
作
り
を
表
明
し
た
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
戦
争
の
中

で
も
娯
楽
を
追
求
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
目
的
で
あ
っ
た
。
宇
野
千
代
自
身
が
「
か

う
い
ふ
肩
の
こ
ら
な
い
雑
誌
が
一
番
歓
迎
さ
れ
る
の
だ
さ
う
で
す
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

娯
楽
が
最
前
線
の
将
兵
を
戦
わ
せ
る
力
に
も
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
う
一
つ
、

「
経
済
的
な
国
策
協
力
」
が
付
け
加
わ
っ
た
の
で
あ
っ
た
（
11
（

。

　

だ
が
、
こ
の
「
健
全
娯
楽
」
を
掲
げ
る
路
線
は
わ
ず
か
二
号
で
終
了
し
た
。
一
九
四
〇
年

九
月
号
か
ら
の
『
ス
タ
イ
ル
』
は
「
新
生
活
指
導
雑
誌
」
と
い
う
言
葉
を
表
紙
に
毎
号
掲
げ
、
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記
事
の
内
容
も
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
。

　

一
九
四
〇
年
九
月
号
は
、
こ
の
大
転
換
の
最
初
の
号
と
し
て
非
常
に
印
象
的
な
誌
面
で
あ

る
。
ま
ず
、
グ
ラ
ビ
ア
頁
の
外
国
記
事
が
、
こ
れ
ま
で
全
く
な
か
っ
た
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
と

フ
ァ
シ
ス
ト
イ
タ
リ
ア
を
肯
定
的
に
紹
介
す
る
も
の
だ
っ
た
。「
独
逸
大
使
館　

キ
ー
フ
ァ
」

名
義
で
出
さ
れ
た
写
真
付
き
の
記
事
は
、
ナ
チ
ス
政
権
下
で
の
女
性
組
織
の
様
子
を
紹
介
し
、

「
赫
々
た
る
ド
イ
ツ
の
勝
利
の
蔭
に
力
強
い
ド
イ
ツ
婦
女
子
銃
後
の
護
り
、
国
内
戦
線
に
於

け
る
彼
女
等
の
目
覚
ま
し
い
活
躍
あ
る
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
調
子
で
ナ
チ
ス

ド
イ
ツ
の
女
性
が
戦
時
協
力
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
（
11
（

。
ま
た
、
フ
ァ
シ
ス
ト
政
権
下

の
イ
タ
リ
ア
に
暮
ら
す
若
い
女
性
た
ち
を
撮
影
し
た
写
真
に
は
、
詩
人
深
尾
須
磨
子
が
「
伊

太
利
の
女
性
は
、
ヴ
ィ
ナ
ス
の
後
裔
だ
け
に
、
み
ん
な
素
晴
し
く
綺
麗
で
す
。
彫
刻
の
や
う

な
美
し
い
顔
と
、
健
康
な
逞
し
い
肢
体
を
も
っ
て
ゐ
て
―
こ
の
若
い
伊
太
利
の
女
性
達
は
す

べ
て
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
の
制
服
を
着
て
ゐ
る
の
で
す
。
ま
た
、潮
色（
マ
リ
イ
・
ブ
ル
ウ
と
ル
ビ
）

の
こ
の
制
服
が
色
彩
的
に
大
変
綺
麗
な
印
象
を
与
へ
、
伊
太
利
の
女
性
を
一
層
美
し
く
見
せ

て
ゐ
る
の
で
せ
う
」
と
全
面
的
に
讃
美
す
る
文
章
を
添
え
て
い
た
（
11
（

。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
体
制

を
讃
え
る
記
事
は
少
な
い
が
、
ナ
チ
ス
を
好
意
的
に
紹
介
す
る
記
事
は
こ
れ
以
後
時
折
グ
ラ

ビ
ア
頁
を
使
っ
て
掲
載
さ
れ
た
。
宇
野
千
代
自
身
が
当
時
の
駐
日
ド
イ
ツ
大
使
公
邸
を
訪
問

し
た
企
画
も
あ
る
（
1（
（

。

　

ま
た
、
読
者
に
号
令
を
か
け
る
よ
う
な
口
調
の
文
章
が
毎
号
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

特
に
目
立
つ
の
は
、
宇
野
千
代
の
夫
だ
っ
た
北
原
武
夫
の
手
に
な
る
記
事
で
あ
る
。
北
原
は

こ
の
号
か
ら
始
ま
る
連
載
「
生
活
の
新
秩
序
」
で
、
電
車
の
大
規
模
な
交
通
事
故
で
若
い
男

が
他
の
け
が
人
を
踏
み
つ
け
に
し
て
逃
げ
た
、
と
い
う
事
件
（
11
（

を
引
き
合
い
に
出
し
て
、「
そ

こ
で
僕
は
思
ふ
の
で
あ
る
い
さ
さ
か
フ
ァ
ッ
シ
ョ
め
く
嫌
ひ
は
あ
る
が
、
バ
ス
や
電
車
に
乗

る
時
、
若
い
壮
年
の
男
子
は
老
人
子
供
婦
人
を
決
し
て
押
し
の
け
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
強
制

的
命
令
を
出
し
て
貰
っ
た
ら
ど
う
だ
ら
う
と
」
と
書
く
。
そ
の
模
範
例
と
し
て
、
ナ
チ
ス
ド

イ
ツ
軍
が
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
で
住
民
に
丁
寧
な
態
度
を
と
っ
た
と
い
う
話
を
引
き
合
い
に
出

し
た
（
11
（

。
北
原
の
文
章
は
こ
の
後
も
掲
載
さ
れ
た
。
一
〇
月
号
で
は
「
自
由
と
い
ふ
こ
と
を

一
番
よ
く
知
っ
て
ゐ
る
人
、
自
由
と
い
ふ
こ
と
を
一
番
よ
く
生
き
た
人
、
つ
ま
り
一
番
自
由

な
人
と
い
ふ
の
は
、
掟
の
中
で
生
き
た
人
最
も
よ
く
掟
を
守
っ
た
人
、
に
外
な
ら
な
い
」
（
11
（

と

読
者
に
呼
び
か
け
た
。
一
一
月
号
に
な
る
と
「
怠
け
る
の
を
止
め
る
」
と
仕
事
は
捗
る
、
と

述
べ
て
「
何
は
と
も
あ
れ
、
目
前
の
義
務
与
へ
ら
れ
た
目
前
の
義
務
を
全
的
に
受
け
容
れ
る

こ
と
！
何
事
か
を
成
す
精
神
と
い
ふ
も
の
は
結
局
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
」
（
11
（

と
自
分
に
言
い
聞

か
せ
る
よ
う
な
文
章
を
書
い
た
。
発
行
人
宇
野
千
代
も
、
九
月
号
の
編
集
後
記
で
は
な
く
本

文
に
お
い
て
、当
時
「
七
・
七
禁
令
」
と
呼
ば
れ
た
贅
沢
品
の
生
産
販
売
制
限
措
置
に
つ
い
て
、

「
禁
令
が
出
る
ま
で
は
止
め
な
い
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
禁
令
は
出
な
く
て
も
、
自
分
が
止

め
た
い
と
思
ふ
か
ら
止
め
る
―
自
分
の
手
で
禁
令
を
出
す
な
ん
て
、
ほ
ん
た
う
に
面
白
い
と

は
思
ひ
ま
せ
ん
か
。
さ
う
い
ふ
こ
と
の
出
来
る
人
こ
そ
、
そ
れ
こ
そ
ほ
ん
た
う
の
意
味
の
文

化
国
の
国
民
だ
と
は
お
思
ひ
に
な
り
ま
せ
ん
か
」
と
、
前
向
き
に
と
ら
え
る
よ
う
に
読
者
に

呼
び
か
け
た
（
11
（

。

　

さ
ら
に
『
ス
タ
イ
ル
』
の
変
化
を
象
徴
す
る
の
が
、
一
九
四
〇
年
八
月
一
日
、
当
時
の
呼

称
で
い
う
「
興
亜
奉
公
日
」
に
、
東
京
で
行
わ
れ
た
「
華
美
な
服
装
」
に
対
す
る
女
性
団
体

に
よ
る
注
意
喚
起
を
肯
定
的
に
報
じ
た
記
事
で
あ
る
。
こ
の
日
、
国
民
精
神
総
動
員
運
動
に

協
力
す
る
女
性
団
体
が
、
東
京
の
街
角
で
「
華
美
な
服
装
は
つ
つ
し
み
ま
せ
う　

指
輪
は
此

の
際
全
廃
し
ま
せ
う　
　

東
京
市
各
種
婦
人
団
体
」
と
記
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
自
粛
カ
ー
ド
」

を
「
華
美
な
服
装
」
を
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
た
通
行
人
に
渡
す
、
と
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
を
実
行
し
た
（
11
（

。
こ
の
出
来
事
が
、
一
九
四
〇
年
九
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
運

動
を
肯
定
的
に
紹
介
し
た
女
性
運
動
家
金
子
し
げ
り
の
記
事
（
11
（

を
紹
介
す
る
リ
ー
ド
の
文
章

は
「
ど
ん
な
人
が
カ
ー
ド
を
貰
っ
た
か
／
貰
っ
た
人
は
ど
ん
な
態
度
を
し
た
か
／
こ
れ
か
ら

は
ど
う
指
導
す
る
か
／
こ
れ
こ
そ
生
き
た
風
俗
時
評
で
す
」
と
記
し
た
。
だ
が
、
そ
の
「
風

俗
時
評
」
は
、
カ
ー
ド
を
渡
さ
れ
る
女
性
の
写
真
に
、
こ
の
よ
う
な
悪
意
あ
る
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
を
添
え
て
い
た
。「
髪
も
ひ
ど
い
が
洋
服
も
ひ
ど
い
。
素
足
を
ム
キ
出
し
に
し
て
ゐ
る
の

も
ひ
ど
い
が
マ
フ
ラ
の
か
け
方
も
人
を
喰
っ
て
ゐ
る
。
／
か
う
い
ふ
女
性
を
見
る
と
、
髪
と

か
服
装
と
か
と
い
ふ
も
の
が
、
そ
の
人
の
『
心
の
表
現
』
で
あ
り
『
生
活
の
表
現
』
で
あ
る

こ
と
が
し
み
じ
み
と
分
る
。
こ
の
女
性
な
ど
は
見
る
か
ら
に
軽
佻
浮
薄
だ
が
、
そ
れ
は
趣

味
な
ど
の
せ
ゐ
で
は
な
く
や
は
り
生
活
が
浮
薄
な
の
で
あ
ら
う
」。
加
え
て
こ
の
前
後
か
ら
、

「
風
俗
批
判　

こ
れ
だ
け
は
お
止
め
な
さ
い
」
と
い
う
題
名
で
、
人
の
服
装
や
振
舞
に
つ
い

て
文
化
人
た
ち
が
批
判
す
る
連
載
企
画
が
出
て
き
た
。
だ
が
こ
れ
は
意
外
な
効
果
も
あ
っ
た
。

女
性
の
化
粧
に
つ
い
て
連
載
し
て
い
た
壬
生
瑛
子
と
い
う
人
物
は
、「
何
々
婦
人
会
の
国
防

色
の
エ
プ
ロ
ン
に
、
た
す
き
を
か
け
た
人
達
が
、
エ
プ
ロ
ン
の
下
に
、
立
派
な
着
物
を
着
て

ゐ
る
の
は
を
か
し
い
で
す
。
少
く
と
も
銘
仙
程
度
に
す
べ
き
で
す
／
こ
な
ひ
だ
の
防
空
演
習

の
時
、
た
い
そ
う
ゆ
き
届
い
た
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
に
お
化
粧
し
て
、
モ
ン
ペ
を
は
い
て
演
習
に

出
る
奥
さ
ま
連
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
や
め
た
い
も
の
で
す
」
と
戦
時
下
で
の
隠
れ
た

生
活
格
差
を
批
判
し
た
（
11
（

。
小
説
家
の
南
川
潤
は
、
編
集
部
の
意
向
に
反
す
る
の
は
承
知
で
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あ
る
と
前
置
き
し
、「
人
の
風
俗
に
ま
で
口
を
出
し
て
あ
れ
は
見
苦
し
い
、
こ
れ
は
や
め
た

方
が
い
い
、
と
云
ふ
の
は
、
一
体
ど
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
。
他
人
を
ま
で
、
自
分
一
個
人
の

小
さ
な
趣
味
の
中
に
と
ぢ
こ
め
や
う
と
す
る
情
け
な
い
利
己
意
識
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
こ

の
企
画
自
体
を
批
判
し
た
（
11
（

。

　

一
九
四
一
年
に
な
る
と
、『
ス
タ
イ
ル
』
の
誌
面
に
さ
ら
に
興
味
深
い
現
象
が
出
て
く
る
。

こ
れ
ま
で
出
て
こ
な
か
っ
た
、
左
翼
陣
営
に
属
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
い
る
作
家
た
ち
の
登

場
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
一
月
号
か
ら
は
、
中
野
重
治
の
「
衣
食
住
雑
談
」
と
い
う
連
載
が

始
ま
っ
た
。
一
月
号
の
記
事
で
中
野
は
「
そ
れ
に
し
て
も
東
京
の
子
供
達
が
、
七
五
三
の
お

祭
り
だ
と
い
ふ
の
に
、
海
軍
大
将
の
ミ
ニ
ア
ツ
ー
ル
の
や
う
な
も
の
を
着
て
女
の
子
は
芸
者

の
着
る
や
う
な
と
い
っ
て
も
芸
者
と
い
へ
ど
も
あ
ん
な
も
の
は
も
う
着
な
い
の
か
も
知
れ
ぬ

が
、
と
に
か
く
袖
の
長
い
着
物
を
着
、
髪
に
ゴ
ム
の
カ
ン
ザ
シ
を
挿
し
、
顔
に
白
い
お
白

粉
を
ぬ
り
、
厚
い
帯
で
胴
を
し
め
上
げ
、
そ
れ
で
も
は
や
余
悠
の
な
く
な
っ
た
懐
の
と
こ
ろ

へ
ハ
コ
セ
コ
か
な
ん
か
ま
で
も
ね
ぢ
こ
ん
で
高
下
駄
で
練
り
あ
る
く
と
い
ふ
の
は
ど
う
い
ふ

も
の
で
あ
ら
う
か
？
」「
あ
の
時
ほ
ん
の
少
し
ほ
ど
女
親
が
か
し
こ
け
れ
ば
、
あ
あ
い
ふ
悲

惨
な
風
俗
か
ら
東
京
の
子
供
た
ち
が
さ
ら
り
と
救
ひ
出
さ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ら
う

か
？
」
と
、
戦
時
下
に
便
乗
し
た
七
五
三
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
を
批
判
し
て
い
た
（
1（
（

。
こ
の
号
に

は
宮
本
百
合
子
も
執
筆
し
て
い
た
。宮
本
百
合
子
は
興
亜
奉
公
日（
毎
月
一
日
）に
つ
い
て「
せ

め
て
そ
の
日
は
、
自
分
が
附
和
雷
同
の
生
活
態
度
を
も
っ
て
暮
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
だ
ら

う
か
と
い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
反
省
し
て
も
わ
る
く
は
な
い
で
せ
う
」
と
慎
重
な
言
い
回
し
で

書
い
て
い
た
（
11
（

。
こ
の
数
号
後
に
は
壺
井
栄
の
手
に
な
る
記
事
が
出
た
。
壺
井
は
「
私
の
友

達
」
と
い
う
企
画
連
載
で
、「
私
の
家
の
す
ぐ
近
く
に
小
林
の
お
ば
あ
さ
ん
が
住
ん
で
ゐ
る
。

こ
の
人
は
、
な
く
な
っ
た
小
林
多
喜
二
さ
ん
の
お
母
さ
ん
で
、
今
年
六
十
九
に
な
る
」
と
小

林
セ
キ
と
の
関
係
を
紹
介
し
て
み
せ
た
（
11
（

。
特
に
宮
本
百
合
子
は
一
九
四
一
年
、『
ス
タ
イ
ル
』

終
刊
ま
で
何
度
も
執
筆
し
て
い
る
。
自
身
を
語
る
時
に
具
体
的
な
人
名
を
挙
げ
な
い
な
ど
、

人
を
巻
き
込
ま
な
い
工
夫
が
さ
れ
て
い
た
（
11
（

。
宮
本
百
合
子
は
こ
の
時
期
小
説
発
表
に
制
約

が
か
か
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
（
11
（

が
、
そ
の
よ
う
な
作
家
を
な
ぜ
『
ス
タ
イ
ル
』
は
頻
繁
に

起
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
戦
争
の
激
化
に
伴
う
社
会
変
化
に
対
す
る
態
度
に
、
執
筆
者
の
間
で
ず
れ
が
生

じ
始
め
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
明
快
な
の
は「
働
く
女
性
」の
存
在
に
対
す
る
考
え
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
雑
誌
『
主
婦
之
友
』
を
分
析
し
た
先
行
研
究
が
あ
る
（
11
（

。
こ
の
研

究
を
見
る
と
、『
主
婦
之
友
』
で
は
、
女
性
の
す
べ
き
こ
と
は
結
婚
し
て
家
庭
に
入
る
こ
と

だ
と
し
な
が
ら
も
、
戦
争
の
長
期
化
で
男
性
労
働
力
が
不
足
し
た
中
で
、
女
性
労
働
力
を
戦

時
限
定
で
駆
り
出
す
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

編
集
方
針
の
変
更
で
「『
銃
後
の
若
き
女
性
の
た
め
の
唯
一
至
高
の
生
活
指
導
雑
誌
』
た

ら
う
」
（
11
（

と
動
き
始
め
て
い
た
『
ス
タ
イ
ル
』
誌
面
に
も
そ
の
影
響
は
出
て
い
た
。
一
九
四
〇

年
後
半
に
は
、
働
く
若
い
女
性
が
毎
月
の
収
入
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
か
を

具
体
的
に
扱
う
連
載
記
事
が
始
ま
っ
て
い
た
（
11
（

。
独
立
し
た
生
計
を
維
持
し
て
単
身
生
活
し

て
い
る
若
い
女
性
に
対
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
形
態
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
服
飾

面
で
も
「
制
服
」
の
機
能
美
を
讃
え
る
以
下
の
よ
う
な
リ
ー
ド
文
を
つ
け
た
グ
ラ
ビ
ア
記

事
（
11
（

が
出
た
。

「
活
動
的
な
職
場
の
制
服
が
、
時
代
の
脚
光
を
あ
び
て
、
一
段
と
冴
え
て
浮
き
だ
し
て
き
た
。

／
女
学
生
の
制
服
の
標
準
化
が
と
な
え
ら
れ
、
事
務
服
の
規
格
型
が
問
題
化
さ
れ
て
き
た
と

き
街
に
働
く
ひ
と
た
ち
の
コ
ス
チ
ュ
ウ
ム
は
さ
ま
ざ
ま
な
魅
力
と
明
日
へ
の
示
唆
を
も
っ
て

ゐ
る
／
働
く
服
は
、
そ
こ
に
な
ん
の
粉
飾
も
な
く
、
た
だ
職
場
職
場
の
そ
れ
ぞ
れ
働
く
た
め

の
生
活
に
即
し
て
ゐ
る
点
で
み
な
一
様
に
美
し
い
。
そ
の
街
頭
の
動
的
な
魅
力
の
中
に
こ
そ

明
日
へ
の
美
し
さ
は
ひ
そ
ん
で
ゐ
る
」

　

一
方
で
、
女
性
の
職
場
進
出
に
強
い
反
発
を
示
す
記
事
も
現
れ
た
。
こ
の
時
期
、
北
原
武

夫
は
「
完
全
な
女
性
と
は
妻
と
し
て
母
と
し
て
完
全
な
女
性
と
い
ふ
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
外
に
完
全
な
女
性
は
な
い
」（
11
（

、「
女
性
は
、
妻
と
し
て
母
と
し
て
生
き
る
こ
と
が
天
職
だ
。

つ
ま
り
そ
れ
が
、
天
か
ら
授
け
ら
れ
た
職
業
で
あ
る
。
女
性
と
し
て
の
生
理
も
女
性
と
し
て

の
本
質
も
、
且
つ
ま
た
女
性
と
し
て
の
社
会
的
な
意
義
も
、
そ
れ
ら
の
全
部
を
籠
め
て
、
女

性
が
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
職
業
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
し
か
な
い
」
（
1（
（

と
、
女
性

が
労
働
市
場
に
出
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
否
定
的
態
度
を
書
き
続
け
た
。『
ス
タ
イ
ル
』
戦

前
版
の
終
刊
号
と
な
っ
た
一
九
四
一
年
九
月
号
で
北
原
は
、「
満
洲
北
支
を
歩
い
て
満
人
や

支
那
人
に
接
し
て
み
て
、
誰
に
も
分
る
こ
と
は
、
満
人
や
支
那
人
が
人
間
の
質
に
於
て
は
日

本
人
に
遥
か
に
劣
っ
て
ゐ
る
こ
と
だ
」
と
あ
ま
り
に
露
骨
な
差
別
的
言
辞
か
ら
始
ま
る
文
章

を
書
い
た
。
彼
ら
が
日
本
人
に
比
し
て
劣
っ
て
い
る
と
言
え
る
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
「
満

人
や
支
那
人
に
接
し
て
み
て
、
つ
く
づ
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
母
と
し
て
の
彼
等
が
母
と

し
て
の
日
本
女
性
に
実
に
劣
っ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
だ
」
と
述
べ
、
こ
こ
で
も
「
母
性
」
を

至
高
の
位
置
に
置
い
て
職
業
に
就
く
女
性
を
批
判
す
る
論
拠
に
し
て
い
た
（
11
（

。

　

職
業
を
得
て
自
立
し
た
女
性
の
意
識
変
化
に
対
す
る
否
定
的
な
意
見
は
他
に
も
あ
っ
た
。

「
愛
に
つ
い
て
の
考
察
」
と
い
う
連
載
を
持
っ
て
い
た
哲
学
者
の
堀
秀
彦
は
、「
恋
愛
か
ら
一
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切
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
、
冒
険
的
な
も
の
、
不
安
定
な
要
素
を
放
逐
し
、
そ
の
代
り

に
恋
愛
を
透
き
通
っ
た
合
理
性
と
計
画
性
の
上
に
建
設
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
い
ま
の
若
い
人

達
、
特
に
若
い
知
的
な
娘
達
の
理
想
で
あ
る
ら
し
い
」
と
記
す
。
堀
は
こ
の
よ
う
な
若
者
の

恋
愛
観
に
異
議
を
唱
え
た
。
堀
は
、
例
と
し
て
挙
げ
た
『
主
婦
之
友
』
一
九
四
一
年
七
月
号

に
掲
載
さ
れ
た
、
働
く
若
い
女
性
の
座
談
会
記
事
で
の
発
言
に
憤
激
し
「
胸
く
そ
が
悪
く
な

る
」
と
ま
で
言
い
放
っ
た
（
11
（

。

堀
を
激
怒
さ
せ
た
そ
の
座
談
会
記
事
（
11
（

を
見
る
と
、
大
阪
で
働
く
若
い
女
性
た
ち
は
、「
自

分
の
生
活
と
い
ふ
も
の
を
持
て
る
や
う
に
な
っ
た
喜
び
、
自
分
の
生
活
に
中
心
が
で
き
た
と

い
ふ
感
じ
、そ
こ
か
ら
く
る
力
強
い
自
信
と
い
ふ
や
う
な
も
の
」を
持
ち
始
め
た
こ
と
を
語
っ

て
い
た
。
そ
し
て
恋
愛
と
結
婚
に
つ
い
て
、「
私
な
ど
の
や
う
に
、
戦
死
者
の
遺
族
の
方
達

と
毎
日
一
生
懸
命
に
お
仕
事
に
励
ん
で
ゐ
ま
す
と
、
そ
ん
な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
匂
ひ
に
な
ん

か
、
今
の
娘
達
は
酔
っ
て
ゐ
る
べ
き
ぢ
ゃ
な
い
と
思
ふ
だ
け
で
す
わ
」
と
、
ロ
マ
ン
的
な
要

素
を
一
切
拒
否
す
る
考
え
を
示
し
て
い
た
。
中
に
は
次
の
よ
う
に
堀
の
見
解
を
全
否
定
す
る

よ
う
な
意
見
を
述
べ
た
も
の
も
あ
っ
た
。「
恋
愛
を
結
婚
に
ま
で
推
し
進
め
て
、
そ
れ
で
ほ

ん
た
う
に
立
派
な
家
庭
生
活
を
営
み
、
子
供
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
―
そ
ん
な
優
れ
た
恋
愛

が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
で
せ
う
け
れ
ど
…
ご
く
少
し
の
人
を
除
い
て

は
そ
ん
な
の
は
あ
り
得
な
い
と
思
ひ
ま
す
わ
」。
戦
時
体
制
下
で
起
こ
っ
た
意
識
変
化
が
明

瞭
に
現
れ
て
い
た
。
先
行
研
究
で
「
結
婚
」
を
至
上
価
値
と
し
て
掲
げ
て
い
た
雑
誌
と
評
価

さ
れ
る
『
主
婦
之
友
』
に
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
自
立
し
た
意
見
表
明
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
戦
時
下
の
若
い
世
代
の
女
性
を
「
指
導
」
し
よ
う
と
し
た
『
ス
タ
イ
ル
』
の
誌
面

に
、
正
反
対
の
方
向
が
現
れ
た
。
一
つ
は
「
母
や
妻
」
と
し
て
の
役
割
を
強
調
す
る
伝
統
的

な
家
族
観
に
従
う
道
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
職
業
を
持
ち
自
立
し
た
人
間
と
し
て
生
き
る
こ

と
に
意
義
を
見
出
し
た
同
世
代
の
生
活
を
支
え
て
い
く
よ
う
な
方
向
性
も
見
え
始
め
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
矛
盾
と
亀
裂
を
含
み
な
が
ら
、『
ス
タ
イ
ル
』
は
『
女
性
生
活
』
と
名
称
変
更

を
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、
一
九
四
一
年
九
月
号
を
も
っ
て
一
旦
そ
の
歴
史
を
閉
じ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

小
括

　
「
愉
し
い
総
合
雑
誌
」
を
掲
げ
、
政
治
情
勢
に
背
を
向
け
て
ス
タ
ー
ト
し
た
は
ず
の
『
ス

タ
イ
ル
』
は
、
内
外
の
情
勢
の
さ
な
か
、
漸
次
そ
の
編
集
方
針
を
変
え
て
き
た
。
日
中
戦
争

が
長
期
化
す
る
中
で
、
彼
ら
も
全
く
時
代
に
背
を
向
け
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
て

き
て
い
た
。
国
内
の
男
女
だ
け
で
な
く
、
最
前
線
兵
士
の
娯
楽
と
し
て
も
読
ま
れ
る
よ
う
な

雑
誌
を
目
指
し
て
き
た
『
ス
タ
イ
ル
』
も
、
娯
楽
性
か
ら
少
し
ず
つ
別
方
向
へ
シ
フ
ト
し
て

い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
の
政
治
・
経
済
・
社
会
が
、
日
中
戦
争
下
「
国
民
精
神
総
動
員
」

を
経
て
、大
政
翼
賛
会
を
中
心
と
し
た「
新
体
制
」へ
と
急
速
に
変
え
ら
れ
て
い
く
中
で
、『
ス

タ
イ
ル
』
の
編
集
方
針
は
「
生
活
指
導
」
を
掲
げ
た
も
の
に
な
っ
た
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関

す
る
記
事
は
戦
時
下
着
ら
れ
る
服
の
デ
ザ
イ
ン
に
変
わ
っ
た
。「
日
本
に
空
襲
が
あ
っ
た
ら
、

す
ぐ
女
が
男
の
青
年
団
の
し
て
ゐ
る
仕
事
を
す
る
や
う
な
と
き
の
た
め
の
、
ま
づ
さ
う
し
た

点
を
主
題
と
し
た
試
案
」
と
し
て
の
服
が
考
案
さ
れ
て
掲
載
さ
れ
た
（
11
（

。
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画

の
グ
ラ
ビ
ア
や
記
事
は
同
盟
国
独
伊
の
宣
伝
写
真
や
、
汪
兆
銘
政
権
下
の
中
国
を
紹
介
す
る

も
の
（
11
（

に
替
え
ら
れ
た
。

　

し
か
し
こ
れ
は
、
権
力
側
の
戦
時
下
に
乗
じ
た
国
民
意
識
統
制
を
目
指
す
政
策
と
、
戦
時

経
済
体
制
に
よ
っ
て
女
性
の
社
会
進
出
が
進
む
よ
う
な
変
化
、
そ
の
一
方
で
交
通
マ
ナ
ー
に

見
ら
れ
る
モ
ラ
ル
の
崩
壊
と
い
う
状
況
下
で
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
九
四
〇
年

夏
に
は
前
述
の
「
七
・
七
禁
令
」
が
作
ら
れ
、
一
九
四
〇
年
八
月
に
は
前
述
の
「
自
粛
カ
ー

ド
」
が
配
布
さ
れ
、
一
九
四
一
年
三
月
に
は
、
文
部
省
が
「
礼
法
要
項
」
を
制
定
し
（
11
（

、
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
の
「
正
し
い
ふ
る
ま
い
方
」
を
国
家
が
指
し
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い

た
。
そ
れ
は
男
女
比
で
い
う
と
、
女
性
に
対
す
る
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、『
ス
タ
イ
ル
』
誌
面
で
も
異
議
を
唱
え
る
執
筆
者
が
い
た
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

井
上
友
一
郎
は
「
街
頭
の
勇
士
に
対
し
て
―
酔
っ
払
っ
て
婦
人
の
風
俗
を
攻
撃
す
る
の
は
止

め
て
ほ
し
い
婦
人
は
弱
い
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
衆
人
環
視
の
ま
ん
な
か
で
、
貴
様
は
日
本
人

か
、
と
云
ふ
や
う
な
こ
と
は
止
め
て
ほ
し
い
。
か
う
い
ふ
勇
士
は
、
満
洲
の
虎
狩
り
に
で
も

行
っ
て
ほ
し
い
」
と
公
共
の
場
で
女
性
の
服
装
を
攻
撃
す
る
人
を
非
難
し
た
（
11
（

。
作
家
岡
田

八
千
代
は
同
時
代
の
男
性
に
対
し
て
厳
し
い
言
葉
を
突
き
付
け
た
。「
男
よ
女
を
憐
れ
め
と

は
言
ふ
ま
い
。
男
よ
、
女
を
尊
べ
と
も
言
ふ
ま
い
。
し
か
し
男
よ
、
お
前
の
好
む
女
を
や
が

て
お
前
の
好
ま
ぬ
女
に
仕
立
て
る
も
の
は
自
分
で
あ
る
と
言
ふ
こ
と
を
よ
く
知
れ
、
お
前
の

好
ま
ぬ
女
こ
そ
最
も
お
前
に
近
い
も
の
だ
と
言
ふ
事
を
知
っ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
男
よ
女

に
は
お
前
だ
け
の
力
は
無
い
か
も
知
れ
ぬ
、
し
か
し
女
も
一
個
の
人
間
で
あ
る
と
い
ふ
事
だ

け
は
忘
れ
給
ふ
な
」（
11
（

。
既
に
『
ス
タ
イ
ル
』
で
は
、
一
九
三
九
年
、
同
時
代
に
戦
争
映
画
が

流
行
す
る
中
、「
我
々
は
、
戦
争
映
画
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
や
、
主
人
公
の
英
雄
的
行
動
の
壮

快
さ
に
酔
ふ
前
に
そ
の
作
品
の
背
後
に
ひ
か
へ
る
『
戦
争
へ
の
思
想
』
を
は
っ
き
り
と
み
き
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注（
（
）
拙
稿
「
雑
誌
『
ス
タ
イ
ル
』
と
初
期
日
中
戦
争
」
『
山
口
県
立
大
学
学
術
報
告
』
一
六
号
、

二
〇
二
三
年
。

（
（
）
近
衛
声
明
に
つ
い
て
は
『
日
本
外
交
年
表
竝
主
要
文
書
』
下
巻
、
原
書
房
、
一
九
六
六
年
を
参
照
し

た
。

（
（
）
林
尚
之
「
新
体
制
期
に
お
け
る
人
権
・
主
権
の
転
換
に
関
す
る
一
考
察
」
『
歴
史
評
論
』
七
一
九
号
、

二
〇
一
〇
年
、
源
川
真
希
「
戦
時
期
日
本
の
憲
法
・
立
憲
主
義
・
政
治
」
『
歴
史
評
論
』
七
九
八
号
、

二
〇
一
六
年
な
ど
を
見
つ
け
た
。

（
（
）
藤
野
豊
「
国
民
精
神
総
動
員
運
動
と
結
婚
改
善
運
動
」
『
人
文
社
会
学
部
紀
要
』
（
富
山
国
際
大

学
）
創
刊
号
、
二
〇
〇
一
年
を
見
る
と
、
上
か
ら
の
運
動
に
必
ず
し
も
つ
い
て
い
か
な
い
人
々
の
姿

が
あ
る
。

（
（
）
有
名
な
も
の
は
、
伊
藤
隆
『
近
衛
新
体
制
』
中
公
新
書
、
一
九
八
三
年
で
あ
ろ
う
。

（
（
）
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
。

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

（
（
）
「
ス
・
フ
に
非
難　

〝
多
少
の
欠
点
は
我
慢
願
ふ
〟
商
工
省
の
弁
を
聴
く
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』

一
九
三
八
年
一
一
月
二
九
日
付
。
『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
山
口
県
立
大
学
が
契
約
し
て
い
る
「
朝
日

新
聞
ク
ロ
ス
サ
ー
チ
」
を
用
い
た
。

（
（
）
「
ス
タ
イ
ル
教
室
」
『
ス
タ
イ
ル
』
四
巻
六
号
、
一
九
三
九
年
。

（
（0
）
芹
葉
輝
夫
に
つ
い
て
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
読
者
の
御
教
示
を
乞
い
た
い
。

（
（（
）
芹
葉
輝
夫
「
洋
服
屋
愚
痴
聞
書　

非
常
時
に
う
っ
か
り
新
調
す
れ
ば
こ
の
て
い
た
ら
く
」
『
ス
タ
イ

ル
』
四
巻
九
号
、
一
九
三
九
年
。

（
（（
）
芹
葉
輝
夫
「
今
日
の
男
性　

洋
服
は
ど
う
な
る
か
？
」
『
ス
タ
イ
ル
』
四
巻
一
一
号
、
一
九
三
九
年
。

（
（3
）
芹
葉
輝
夫
「
今
日
の
男
性　

来
る
べ
き
洋
服
の
世
界
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
一
号
、
一
九
四
〇
年
。

（
（（
）
芹
葉
輝
夫
「
今
日
の
男
性　

純
毛
は
何
処
に
あ
る
？
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
二
号
、
一
九
四
〇
年
。

国
語
学
者
は
「
ス
フ
」
と
い
う
カ
タ
カ
ナ
語
や
「
愛
国
繊
維
」
と
い
う
呼
び
変
え
を
批
判
す
る
と
い

う
言
い
方
で
「
も
ど
き
」
を
説
明
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

（
（（
）
芹
葉
輝
夫
「
今
日
の
男
性　

男
は
何
故
没
落
し
た
か
？
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
四
号
、
一
九
四
〇
年
。

（
（（
）
「
お
手
製
十
セ
ン
料
理
」
『
ス
タ
イ
ル
』
四
巻
一
一
号
、
一
九
三
九
年
。
こ
れ
が
の
ち
に
は
「
十
五

銭
料
理
」
に
な
っ
て
い
く
。

（
（（
）
斎
藤
美
奈
子
『
戦
下
の
レ
シ
ピ
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
。
こ
の
先
行
研
究
は
、
「
婦
人
雑
誌
」

と
呼
称
さ
れ
た
既
婚
者
女
性
向
け
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
料
理
コ
ー
ナ
ー
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。

生
活
実
態
よ
り
や
や
高
め
の
レ
ベ
ル
で
設
定
さ
れ
る
料
理
記
事
の
内
容
が
少
し
ず
つ
落
ち
て
い
く
様

子
を
活
写
し
て
い
る
。

（
（（
）
筆
者
は
厚
生
省
衛
生
局
・
国
民
精
神
総
動
員
連
盟
『
白
米
食
の
廃
止
に
就
い
て
』
一
九
三
八
年
を
参

照
し
た
。
ま
た
、
こ
の
動
き
に
は
同
時
代
の
女
性
団
体
も
同
調
し
て
い
た
。
尾
崎
（
井
口
）
智
子

「
日
中
戦
時
下
の
女
性
運
動
」
『
社
会
科
学
』
（
同
志
社
大
学
）
四
五
巻
三
号
、
二
〇
一
五
年
。

（
（（
）
「
代
用
食
時
代
で
す
！
あ
な
た
は
日
常
ど
ん
な
も
の
を
お
召
し
上
が
り
で
す
か
？
」
『
ス
タ
イ
ル
』

五
巻
六
号
、
一
九
四
〇
年
。
歌
手
の
徳
山
璉
は
「
三
度
と
も
、
水
を
い
た
だ
き
ま
す
」
な
ど
と
回
答

し
て
い
る
。

（
（0
）
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
。

は
め
る
だ
け
の
教
養
を
持
ち
、
そ
の
上
で
戦
争
映
画
に
対
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
」
と
大
胆

な
主
張
を
展
開
し
た
記
事
（
11
（

を
掲
載
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
政
策
や
流
行
の
背
後
に
流
れ
る

思
潮
を
見
逃
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
枢
軸
国
に
対
し
て
も
、
賞
賛
一
方
で
は
な
か
っ
た
。『
改
造
』
社
長
山
本
実
彦
の

ド
イ
ツ
報
告
で
は
、「
ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
は
相
当
深
刻
で
、
映
画
や
芝
居
に
は
入
場
出
来
な
い

ば
か
り
で
は
な
く
、
正
午
ま
で
は
ド
イ
ツ
人
の
店
に
買
物
に
入
れ
な
い
し
、
夜
は
八
時
か
ら

外
出
を
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。
外
へ
出
て
も
黄
色
く
塗
っ
た
特
別
の
ベ
ン
チ
で
な
い
と
腰
を
か

け
ら
れ
な
い
し
、
靴
下
、
ハ
ン
ケ
チ
洋
服
、
ミ
ル
ク
も
買
へ
な
い
。
子
供
が
あ
っ
て
も
大
学

へ
入
学
さ
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
レ
ス
ト
ラ
ン
は
入
場
を
拒
み
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
歓

迎
し
な
い
と
い
っ
た
有
様
で
あ
る
」
と
ユ
ダ
ヤ
人
迫
害
の
様
子
を
伝
え
、「
戦
争
と
共
に
発

令
さ
れ
た
法
令
に
よ
る
と
、
古
鉄
を
持
っ
て
ゐ
て
出
さ
な
い
事
が
解
る
と
死
刑
だ
し
、
ハ
ン

ド
バ
ッ
グ
泥
棒
も
死
刑
、
外
国
の
放
送
を
聴
い
た
も
の
も
死
刑
と
い
っ
た
有
様
」
と
、
死
刑

の
濫
発
に
よ
る
恐
怖
で
国
民
を
統
制
し
て
い
る
こ
と
も
報
じ
て
い
た
（
1（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、
誌
面
に
現
れ
て
き
て
い
た
予
定
調
和
に
持
ち
込
め
な
い
意
見
対
立
や
矛
盾

が
後
継
誌
『
女
性
生
活
』
で
ど
う
展
開
さ
れ
た
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
女

性
生
活
』
は
見
る
こ
と
が
大
変
困
難
な
雑
誌
で
あ
り
、
現
在
も
ほ
ぼ
未
見
で
あ
る
。
こ
れ
は

長
く
残
る
課
題
と
な
る
。

※
本
論
文
は
、
令
和
五
年
度
山
口
県
立
大
学
研
究
創
作
助
成
事
業
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部

で
あ
る
。
利
益
相
反
は
発
生
し
て
い
な
い
。
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（
（（
）
飯
田
未
希
『
非
国
民
な
女
た
ち
』
中
公
叢
書
、
二
〇
二
一
年
。

（
（（
）
阿
部
九
「
ス
タ
イ
ル
風
俗
時
評　

パ
ア
マ
ネ
ン
ト
禁
止
論
」
『
ス
タ
イ
ル
』
四
巻
八
号
、
一
九
三
九

年
。

（
（3
）
「
日
曜
特
輯
読
物　

〝
精
動
〟
は
な
に
を
し
て
ゐ
る
か
？　

我
々
は
斯
く
動
い
て
る　

〝
精
動
〟
唯

一
の
女
性
委
員
竹
内
女
史
と
の
一
問
一
答
」
『
都
新
聞
』
一
九
三
九
年
六
月
二
六
日
付
夕
刊
。
筆
者

は
広
島
大
学
附
属
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
復
刻
版
を
用
い
た
。

（
（（
）
戸
ノ
下
達
也
『
戦
時
下
日
本
の
娯
楽
政
策
』
青
弓
社
、
二
〇
二
三
年
。

（
（（
）
「
セ
ニ
ョ
リ
タ
・
ク
ラ
ブ
」
（
投
稿
欄
）
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
一
号
、
一
九
四
〇
年
。
署
名
は
（
楠

誓
二
）
。
特
に
紙
の
問
題
は
『
ス
タ
イ
ル
』
に
と
っ
て
ジ
レ
ン
マ
だ
っ
た
。
一
九
三
九
年
の
一
二
月

号
に
は
、
「
近
頃
大
変
に
紙
が
統
制
さ
れ
て
居
り
ま
す
上
に
月
々
新
し
い
読
者
が
増
し
て
、
全
部
の

方
に
は
到
底
お
別

〈
マ
マ
〉け
出
来
な
い
状
態
で
す
」
と
し
て
、
「
国
策
の
線
に
も
沿
ひ
愛
読
者
諸
氏
へ
の
御

便
宜
の
為
に
も
」
予
約
購
読
を
申
し
込
む
よ
う
呼
び
掛
け
る
文
章
が
掲
載
さ
れ
た
。
読
者
増
と
紙
の

不
足
が
同
時
に
来
て
い
た
。

（
（（
）
館
眞
「
検
閲
済　

動
乱
下
巴
里
の
モ
ー
ド
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
二
号
、
一
九
四
〇
年
。
執
筆
者
の

館
眞
に
つ
い
て
は
不
明
。
編
集
部
員
か
も
し
れ
な
い
。

（
（（
）
「
ス
タ
イ
ル
銃
後
奉
仕　

国
債
を
買
ひ
ま
せ
う
！
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
七
号
、
一
九
四
〇
年
。

（
（（
）
一
九
四
〇
年
の
五
巻
一
号
編
集
後
記
の
宇
野
千
代
の
文
章
。

（
（（
）
キ
ー
フ
ァ
「
若
い
独
逸　

B
・
D
・
M
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
少
女
隊
員
の
生
活
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
九
号
、

一
九
四
〇
年
。
編
集
部
員
の
編
集
後
記
を
見
る
と
、
写
真
は
ド
イ
ツ
大
使
館
が
提
供
し
た
も
の
だ
っ

た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
、
こ
の
年
の
一
二
号
に
も
「
楽
園
の
建
設　

ド
イ
ツ
婦
人
の
生

活
」
と
い
う
記
事
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
記
事
の
筆
者
キ
ー
フ
ァ
の
著
書
と
考
え
ら
れ
る
書
籍
が
当

時
の
日
本
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
。
ア
ン
・
マ
リ
ー
・
キ
ー
フ
ァ
ー
『
ナ
チ
ス
女
性
の
生
活
』
生
活
社
、

一
九
四
〇
年
で
あ
る
。
こ
の
本
に
は
翻
訳
者
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

（
30
）
「
紺
の
制
服
の
美
し
さ
！　

伊
太
利
女
性
の
生
活　

深
尾
須
磨
子
女
史
に
訊
く
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五

巻
九
号
、
一
九
四
〇
年
。

（
3（
）
宇
野
千
代
「
独
逸
大
使
の
お
住
居
拝
見
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
一
号
、
一
九
四
一
年
。

（
3（
）
記
事
に
引
用
さ
れ
て
い
る
新
聞
報
道
は
「
男
が
女
、
子
供
押
の
け
て　

北
千
住
駅
衝
突
事
件　

負
傷

者
多
数
の
わ
け
」
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
四
〇
年
七
月
六
日
付
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
都

市
部
で
の
交
通
道
徳
荒
廃
が
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。
同
時
代
の
新
聞
を
見
て
も
、
「
乗
物
に
乗
る
時

に
並
ば
な
い
」
な
ど
の
マ
ナ
ー
の
悪
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
『
ス
タ
イ
ル
』
も
何
度
も
「
乗
車
マ

ナ
ー
」
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。
後
述
の
「
礼
法
要
項
」
に
も
、
乗
物
な
ど
に
関
し
て
並
ぶ
こ
と

を
指
示
す
る
内
容
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
早
川
タ
ダ
ノ
リ
『
神
国
日
本
の
ト
ン
デ
モ
決
戦
生

活
』
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
一
四
年
、
『
愛
国
の
技
法
』
青
弓
社
、
二
〇
一
四
年
も
参
照
。

（
33
）
北
原
武
夫
「
生
活
の
新
秩
序　

現
代
文
化
読
本　

先
づ
社
会
人
に
な
れ
！
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
九

号
、
一
九
四
〇
年
。

（
3（
）
北
原
武
夫
「
生
活
の
新
秩
序　

自
由
と
い
ふ
こ
と
の
意
義
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
一
〇
号
、

一
九
四
〇
年
。

（
3（
）
北
原
武
夫
「
生
活
の
新
秩
序　

融
通
の
利
か
な
い
精
神
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
一
一
号
、
一
九
四
〇

年
。

（
3（
）
宇
野
千
代
「
私
の
ペ
ー
ジ　

奢
侈
品
が
な
け
れ
ば
女
は
美
し
く
な
れ
な
い
か
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻

九
号
、
一
九
四
〇
年
。
「
七
・
七
禁
令
」
の
正
式
名
称
は
「
奢
侈
品
等
製
造
販
売
制
限
規
則
」
。
こ

の
年
の
一
〇
月
七
日
ま
で
の
経
過
措
置
を
含
め
て
、
国
が
「
奢
侈
品
」
と
指
定
し
た
物
品
の
生
産
や

販
売
を
禁
ず
る
も
の
。

（
3（
）
カ
ー
ド
の
中
身
に
つ
い
て
は
『
昭
和
十
五
年
度　

国
民
精
神
総
動
員
本
部
事
業
概
要
』
一
九
〇
頁
。

長
浜
功
編
『
国
民
精
神
総
動
員
運
動　

民
衆
教
化
史
料
集
成
』
Ⅱ
、
明
石
書
店
、
一
九
八
八
年
所
収
。

（
3（
）
金
子
し
げ
り
「
カ
ー
ド
を
貰
っ
た
人
　々

教
養
の
低
い
人
が
多
か
っ
た
」
『
ス
タ
イ
ル
』
一
九
四
〇

年
一
〇
月
号
。

（
3（
）
壬
生
瑛
子
「
女
の
街
頭
喫
煙
と
隠
れ
た
贅
沢
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
一
二
号
、
一
九
四
〇
年
。

（
（0
）
南
川
潤
「
出
し
ゃ
ば
る
勿
れ
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
二
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）
中
野
重
治
「
衣
食
住
雑
談　

女
と
着
物
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
一
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）
「
興
亜
奉
公
日
一
ヶ
条
」
と
い
う
企
画
の
中
で
宮
本
百
合
子
が
述
べ
た
も
の
。
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻

一
号
、
一
九
四
一
年
。
宮
本
百
合
子
は
『
十
二
年
の
手
紙
』
（
筆
者
が
参
照
し
た
の
は
一
九
七
六

年
の
文
春
文
庫
版
）
の
中
で
は
「
ス
タ
イ
ル
と
い
う
宇
野
千
代
女
史
社
長
な
る
お
し
ゃ
れ
誌
は
、
女

性
生
活
と
い
う
改
題
で
三
つ
ば
か
り
買
収
し
、
そ
の
一
つ
に
奥
む
め
を
の
職
業
婦
人
の
生
活
を
報

道
し
て
い
た
小
型
の
も
の
も
入
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
政
治
思
想
雑
誌
に
及
ぶ
よ
し
で
す
」

（
一
九
四
一
年
一
一
月
の
書
簡
と
さ
れ
る
）
と
、
『
ス
タ
イ
ル
』
と
無
関
係
だ
っ
た
よ
う
な
書
き
方

を
し
て
い
る
。
『
十
二
年
の
手
紙
』
に
つ
い
て
は
、
本
学
の
加
藤
禎
行
教
授
の
教
示
を
得
た
こ
と
を

記
す
。

（
（3
）
壺
井
栄
「
母
子
共
通
の
友
達
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
四
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）
尾
形
明
子
『
「
輝
ク
」
の
時
代　

長
谷
川
時
雨
と
そ
の
周
辺
』
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
九
三
年
を
見
る

と
、
宮
本
百
合
子
は
長
谷
川
時
雨
の
創
設
し
た
「
輝
ク
部
隊
」
に
も
参
加
し
活
動
し
て
い
た
。
こ
れ

に
は
宇
野
千
代
も
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
全
く
筆
者
は
無
知
で

あ
る
が
、
案
外
『
ス
タ
イ
ル
』
へ
の
寄
稿
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
（（
）
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
文
学
作
品
紹
介
サ
イ
ト
「
青
空
文
庫
」
に
あ
る
「
宮
本
百
合
子
年
譜
」

（https://w
w
w
.aozora.gr.jp/cards/000（（（/files/（（（（_（（（（0.htm

l

）
を
見
る
と
、
宮
本
百

合
子
は
一
九
四
一
年
一
月
か
ら
作
品
発
表
を
禁
止
さ
れ
た
と
あ
る
。

（
（（
）
斉
藤
道
子
「
戦
時
下
の
女
性
の
生
活
と
意
識
―
『
主
婦
之
友
』
に
み
る
―
」
赤
澤
史
朗
・
北
河
賢
三

編
『
文
化
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
』
日
本
経
済
評
論
社
、
一
九
九
三
年
所
収
。

（
（（
）
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
一
二
号
、
一
九
四
〇
年
の
宇
野
千
代
執
筆
に
よ
る
編
集
後
記
。

（
（（
）
宮
薗
姚
子
「
都
会
の
職
業
婦
人
の
新
生
活
設
計
報
告
書
」
。
こ
れ
は
一
九
四
〇
年
の
五
巻
一
〇
号
か

ら
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る
。

（
（（
）
「
働
く
制
服
の
魅
力
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
一
一
号
、
一
九
四
〇
年
。

（
（0
）
北
原
武
夫
「
現
代
女
性
論　

参
禅
す
る
女
達
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
三
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）
北
原
武
夫
「
現
代
女
性
論　

職
業
婦
人
論
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
五
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）
北
原
武
夫
に
よ
る
「
巻
頭
言
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
九
号
、
一
九
四
一
年
。
こ
の
前
号
で
、
北
原
は

北
京
で
出
会
っ
た
若
い
中
国
女
性
の
意
識
変
化
を
批
判
す
る
文
章
「
北
京
の
女
性
」
を
掲
載
し
て
い

た
。
そ
こ
に
も
「
男
女
同
権
の
思
想
が
蔓
延
し
て
以
来
、
男
と
同
様
家
庭
の
外
に
出
て
何
か
の
職
業

に
従
事
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
何
か
女
性
と
し
て
の
進
歩
で
あ
り
、
さ
う
い
ふ
女

性
が
近
代
的
で
進
歩
的
だ
と
い
ふ
や
う
な
、
実
に
漠
然
と
し
た
然
し
実
に
根
強
い
偏
見
が
生
れ
て
ゐ

る
こ
と
を
、
僕
は
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
た
。

（
（3
）
堀
秀
彦
「
愛
に
つ
い
て
の
考
察　

恋
愛
へ
の
誤
解
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
九
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）
「
大
阪
の
働
く
娘
ば
か
り
の
座
談
会
」
『
主
婦
之
友
』
一
九
四
一
年
七
月
号
。

（
（（
）
松
井
直
樹
「
婦
人
国
民
服
試
案
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
九
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）
藤
浦
洸
・
杉
浦
幸
雄
「
中
国
女
学
生　

白
山
学
寮
訪
問
記
」
お
よ
び
写
真
「
友
邦
の
春
」
『
ス
タ
イ



― （（ ―

日米開戦前夜の雑誌『スタイル』、一九三九―一九四一年

ル
』
六
巻
三
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）
「
礼
法
要
項
」
は
広
島
大
学
図
書
館
の
作
っ
た
「
教
科
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で

見
る
こ
と
が
で
き
る
。https://dc.lib.hiroshim

a-u.ac.jp/text/m
etadata/303（

。
正
し
い
「
立

ち
方
」
か
ら
始
ま
る
、
広
範
囲
に
詳
細
を
き
わ
め
た
指
示
内
容
に
驚
か
さ
れ
る
。

（
（（
）
井
上
友
一
郎
「
街
頭
の
猛
勇
は
是
非
止
め
給
へ
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
三
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（（
）
岡
田
八
千
代
「
有
り
余
る
言
ひ
分
」
『
ス
タ
イ
ル
』
六
巻
四
号
、
一
九
四
一
年
。

（
（0
）
松
崎
雅
夫
「
思
ひ
出
の
戦
争
映
画
」
『
ス
タ
イ
ル
』
四
巻
一
一
号
、
一
九
三
九
年
。
筆
者
松
崎
は
映

画
評
論
な
ど
を
執
筆
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
ら
し
い
が
詳
細
は
不
明
。

（
（（
）
山
本
実
彦
「
独
逸
人
の
日
常
生
活　

徹
底
し
た
合
理
的
生
活
」
『
ス
タ
イ
ル
』
五
巻
一
一
号
、

一
九
四
〇
年
。
ド
イ
ツ
の
戦
時
法
令
が
死
刑
を
多
用
す
る
苛
酷
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
後
市

川
秀
雄
『
ド
イ
ツ
戦
時
刑
法
研
究
』
第
一
巻
、
栗
田
書
店
、
一
九
四
三
年
に
よ
っ
て
日
本
に
も
伝
え

ら
れ
て
い
た
。
こ
の
本
に
よ
る
と
、
ド
イ
ツ
で
は
屈
辱
的
と
さ
れ
て
い
た
絞
首
刑
を
用
い
る
こ
と
も

決
め
ら
れ
て
い
た
。
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The “Style” magazine before the U.S.-Japan War, 1939-1941

Tomio Izao 

    This article aims to analyze the “Style” magazine before the U.S-Japan war specifically  from （（3（-
（（（（.
 The  “Style” magazine,  edited  and published by novelist Uno Chiyo, was published  as  a  leisure 
magazine. However,  “Style” changed  its editorial policy and became a “Lifestyle Guidance Magazine” 
in （（（0. Consequently, the articles on fashion and movies from the U.S. and France were replaced by 
propaganda photographs  from Fascist  Italy and Nazi Germany. Moreover,  this article sheds  light on 
the controversy surrounding the idea of women working outside the household at this time.
 




