
の
非
日
常
着
へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
な
か
で
、ど
の
よ
う
な
言
説
が
生
み
出
さ
れ
て
いっ
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ

れ
、
ま
ず
こ
こ
で
は
着
物
が
わ
れ
わ
れ
の
非
日
常
着
と
な
る
こ
と
、
盛
装
の
着
物
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
状
況
よ

り
追
尾
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

●
…
…
…
…
着
物
の
高
級
化
と
女
性
の
幸
福

「
も
は
や
戦
後
で
は
な
い
」と
い
わ
れ
、日
本
社
会
が
神
武
景
気
に
は
じ
ま
る
い
わ
ゆ
る
高
度
経
済
成
長
期
を
迎

え
る
な
か
で
、着
物
は
人
び
と
の
日
々
の
生
活
か
ら
少
し
ず
つ
緩
や
か
に
姿
を
消
し
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、そ

れ
は
決
し
て
着
物
そ
の
も
の
の
終
焉
を
意
味
し
て
い
な
い
。
着
物
は
さ
き
の
広
告
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、ハレ
の

日
の
非
日
常
の
衣
服
と
し
て
生
き
残
って
い
く（
註
2
）。こ
う
し
た
変
化
は
い
く
つ
か
の
側
面
よ
り
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
と
え
ば
、「
天
井
知
ら
ず
晴
着
ブ
ー
ム
」と
題
さ
れ
た
新
聞
記
事
で
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

絹
織
物
や
生
糸
業
者
の
団
体
で
あ
る
日
本
絹
業
協
会
の
調
べ
で
も
、三
十
八
年
ご
ろ
ま
で
女
性
一
人
当
り

の
絹
織
物
の
消
費
量
は
年
間
三
人
に
一
反
の
割
合
だっ
た
の
が
、昨
年
は
二
人
に
一
反
、今
年
は
も
っ
と
ハ
ネ

上
が
り
そ
う
。
と
く
に
成
人
式
や
正
月
、結
婚
式
な
ど
に
使
わ
れ
る
晴
着
用
の
訪
問
着
や
中
振
り
そ
で

の
伸
び
が
す
さ
ま
じ
く
、…
中
略
…
こ
の
こ
と
は
、結
婚
前
の
若
い
世
代
の
所
得
が
ふ
え
る
に
つ
れ
、需
要

も
爆
発
的
に
ふ
え
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
東
京
都
内
の
百
貨
店
で
も「
豪
華
で
つ
や
の
あ

る
晴
着
が
若
い
世
代
の
間
で
と
く
に
人
気
が
で
て
き
た
。
ま
す
ま
す
高
価
な
も
の
が
好
ま
れ
る
よ
う
で
、

平
均
す
る
と
昨
年
よ
り
一
五
％
か
ら
二
〇
％
ほ
ど
値
段
は
高
く
なって
い
る
で
し
ょ
う
」と
い
う
。（
註
3
）

●
…
…
…
…
あ
る
一
枚
の
広
告
よ
り

神
社
の
手
水
舎
に
て
互
い
を
見
つ
め
微
笑
み
を
浮
か
べ
る
母
娘
は
、
判
然
で
は
な
い
が
、
秋
の
季
節
薫
る
秋

草
、邪
気
を
払
い
長
寿
を
願
う
菊
、末
広
が
り
の
吉
祥
を
示
す
扇
な
ど
が
描
か
れ
た
絵
羽
模
様
の
着
物
を
纏
っ

て
い
る
。
腰
上
げ
を
し
た
本
裁
ち
の
振
袖
に
し
ご
き
を
締
め
て
い
る
娘
の
姿
は
帯
解
き
の
七
歳
を
奉
告
す
る

七
五
三
の
光
景
で
あ
ろ
う
。
右
端
に
は「
お
そ
ろ
い
の
き
も
の
に
晴
れ
の
日
の
喜
び
も
ひ
と
し
お
で
す
」と
の
惹

句
が
添
え
ら
れ
て
い
る（
図
1
）。

こ
れ
は
あ
る
日
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
た
ん
な
る
一
枚
の
広
告
な
ど
で
は
な
い
。
後
述
す
る
よ
う
に
、そ
れ
は

幾
重
も
の
意
味
に
お
い
て
、
60
年
代
以
降
の
わ
れ
わ
れ
の
着
物
への
ま
な
ざ
し
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ

て
拙
稿
に
て
記
し
た
よ
う
に
、
人
び
と
は
終
戦
後
も
着
物
に
袖
を
通
し
、
普
段
の
日
々
の
暮
ら
し
を
営
ん
で
い

た
。
こ
う
し
た
な
か
で
従
来
の
着
物
の
枠
組
み
を
越
境
す
る
広
巾
の
生
地
を
使
用
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
二
部

式
や
ワ
ン
ピ
ー
ス
型
の
更
正
し
た
も
の
と
いっ
た〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉が
考
案
さ
れ
て
いっ
た
。
そ
し
て
、〈
新
し
い
キ

モ
ノ
〉は
戦
後
の
婦
人
解
放
と
い
う
新
た
な
時
代
の
理
想
を
希
求
す
る
多
く
の
女
性
た
ち
の
意
識
と
共
振
す

る
だ
け
で
は
な
く
、レ
ー
ヨ
ン
や
ア
セ
テ
ー
ト
、ナ
イ
ロ
ン
な
ど
と
いっ
た
、わ
れ
わ
れ
の
新
た
な
皮
膚
感
覚
を
ひ

ら
く
化
学
繊
維
の
飛
躍
的
な
成
長
と
結
び
付
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（
註
1
）。

け
れ
ど
も
、こ
う
し
た
姿
は
こ
の
時
期
を
迎
え
る
と
ほ
と
ん
ど
看
取
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
に
変
わ
っ
て
現
出
す

る
新
た
な
着
物
の
形
象
と
は
、さ
き
に
記
し
た
よ
う
な「
晴
れ
の
日
の
喜
び
」を
祝
う
風
景
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま

さ
に
非
日
常
の
と
き
を
彩
る
、盛
装
の
着
物
で
あ
る
。
で
は
、人
び
と
は
高
度
経
済
成
長
期
を
経
る
な
か
で
、こ

の
よ
う
な
着
物
に
い
か
な
る
夢
幻
を
読
み
込
ん
で
いっ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
生
活
着
で
あ
っ
た
着
物
が
盛
装

非
日
常
化
す
る
着
物
と
衣
服
を
買
う
こ
と
│
1
9
6
0
年
代
か
ら
1
9
8
0
年
代（
上
）

小
形
道
正
│
京
都
服
飾
文
化
研
究
財
団
ア
ソ
シ
エ
イ
ト・キ
ュレ
ー
タ
ー

1
│
盛
／
正
装
の
着
物

こ
の
よ
う
に
、こ
の
時
期
の
新
聞
で
は
、こ
れ
ま
で
の
既
存
の
着
物
を
改
良
す
る〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉に
関
す
る

記
事
に
か
わ
っ
て
、
成
人
式
や
正
月
、
結
婚
式
な
ど
に
て
着
用
さ
れ
る
盛
装
の
着
物
の
流
行
を
伝
え
る
記
事
が

数
多
く
散
見
さ
れ
る
。
事
実
、経
済
企
画
庁
委
託
の
国
民
生
活
研
究
所
が
1
9
6
2
年
に
調
査
し
た「
大
都
市

に
お
け
る
消
費
者
の
意
識
お
よ
び
行
動
」に
よ
る
と
、
結
婚
式
で
は
洋
服
で
は
な
く
圧
倒
的
に
着
物
が
採
用
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、次
い
で
正
月
や
同
窓
会
、観
劇
な
ど
に
お
い
て
も
着
物
を
纏
う
人
び
と
が
多
い（
註
4
）。
そ
の

他
に
も
や
や
曖
昧
な
調
査
だ
が
、
着
物
を
着
る
と
き
が「
①
冠
婚
葬
祭
76
％
②
正
月
な
ど
特
別
の
場
合
36
％

③
特
別
な
訪
問
34
％
④
P
T
A
や
入
学
式
37
％
」と
いっ
た
デ
ー
タ
を
示
し
て
い
る
記
事
も
あ
り
、
着
物
は
こ
う

し
た
ハレ
の
日
や
特
別
な
行
事
の
際
に
袖
を
通
す
非
日
常
着
と
し
て
の
役
割
に
活
路
を
見
出
し
て
い
く（
註
5
）。

ま
た
、日
本
絹
業
協
会
や
藤
平
昭
に
よ
れ
ば
、
和
装
用
の
絹
の
着
物
の
消
費
は
1
9
5
9
年
か
ら
68
年
の
約

10
年
間
で
約
15
万
俵
か
ら
約
30
万
俵
へ
と
倍
増
し
た
と
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
着
物
を
大
別
す
る
と
先
染
め
と

後
染
め
の
2
種
類
が
あ
る
。
先
染
め
は
糸
を
染
め
た
後
に
反
物
を
織
る
も
の
で
、
紬
や
お
召
、
銘
仙
な
ど
が
有

名
で
あ
り
、
主
に
日
常
着
の
着
物
と
さ
れ
る
。一
方
、
後
染
め
は
白
生
地
を
織
っ
た
後
に
手
描
き
や
捺
染
な
ど

に
て
染
色
す
る
も
の
で
、
振
袖
や
訪
問
着
、
小
紋
な
ど
が
有
名
で
あ
り
、
主
に
外
出
や
公
式
な
場
で
の
非
日
常

と
し
て
の
着
物
と
さ
れ
る
。
倍
増
し
た
着
物
の
消
費
の
な
か
で
、
表
1
に
あ
る
よ
う
に
、
先
染
め
表
地
は
59
年

に
4
7
2
万
反
、
68
年
に
4
4
2
万
反
と
ほ
ぼ
横
這
い
だ
が
、
後
染
め
表
地
は
6
5
0
万
反
か
ら
1
3
0
6
万

反
と
約
2
倍
に
ま
で
増
加
し
て
い
る（
表
1
）。
ま
た
、
構
成
比
も
先
染
め
は
42
％
か
ら
25
％
、
後
染
め
は
58
％
か

ら
75
％
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、一
般
的

に
高
級
と
さ
れ
る
後
染
め
の
、
非
日
常
着
と
し
て
の
着

物
が
多
く
を
占
め
て
流
通
し
、
消
費
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
る（
註
6
）。

で
は
、一
方
の
、日
常
着
で
あ
る
紬
や
お
召
、
銘
仙
な

ど
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
表
2
は
お
召
、
銘
仙
、
大
島
、
紬

織
の
4
つ
に
区
分
さ
れ
た
デ
ー
タ
で
あ
る（
表
2
）。
ま
ず
、

大
き
な
特
徴
を
示
し
て
い
る
の
は
銘
仙
で
あ
ろ
う
。
銘

仙
と
は
屑
繭
や
玉
繭
か
ら
と
っ
た
太
め
の
絹
糸
を
用
い
た

安
価
な
平
織
の
絹
織
物
で
、
戦
前
に
開
発・普
及
し
始
め

た
合
成
染
料
に
よ
って
数
多
く
染
め
上
げ
ら
れ
、そ
の
奇

抜
な
彩
度
と
、ア
ー
ル
ヌ
ー
ボ
ー
調
や
ア
ー
ル
デ
コ
調
と

いっ
た
モ
ダ
ン
な
デ
ザ
イ
ン
と
に
よ
っ
て
編
ま
れ
、
大
正
か

ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
流
行
し
た
日
常
着
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
戦
後
の
こ
の
頃
に
は
ほ
と
ん
ど
下
火
に
な
って
い
る
。

お
召
も
同
様
に
、
そ
の
生
産
高
は
2
7
0
万
反
か
ら

年 お召 銘仙 大島 紬織 合計

1959 270 113 32 7 472
1963 236 11 36 9 348
1966 204 10 61 21 410
1968 127 1 76 93 442

年 先染め表地 後染め表地 表地合計 先染め構成比 後染め構成比

1959 472 650 1122 42.1 57.9
1963 348 770 1118 31.1 68.9
1966 410 1125 1535 26.7 73.3
1968 442 1306 1748 25.3 74.7

図1：『読売新聞』1968.9.8

表1：先染め表地と後染め表地の推移と割合

表2：先染め着尺生産高 単位：万反

単位：万反、比（％）
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1
2
7
万
反
へ
と
、
約
半
分
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
た
だ
、こ
れ
ま
で
多
く
参
照
し
て
き
た『
美
し
い
キ
モ
ノ
』

な
ど
を
み
て
み
る
と
、
縫
取
お
召
や
マ
ジ
ョ
リ
カ
お
召
な
ど
、
非
常
に
手
の
込
ん
だ
お
召
が
度
々
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
な
か
で
も
、
戦
後
新
潟
の
十
日
町
を
中
心
に
、
地
中
海
の
マ
ジ
ョ
リ
カ（
マ
ヨ
ル
カ
）島
の
陶
器
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
誕
生
し
た
と
さ
れ
る
洋
柄
の
マ
ジ
ョ
リ
カ
お
召
は
非
常
に
有
名
で
、
金
糸
や
銀
糸
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら

れ
た
高
級
な
も
の
で
あ
り
、「
デ
ラ
ッ
ク
ス
な
御
召
の
晴
着
」な
ど
と
当
時
の
誌
面
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る（
註
7
）。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
従
来
の
日
常
着
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
洒
落
着
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え

る
。
お
召
が
銘
仙
ほ
ど
低
調
と
な
ら
な
か
っ
た
要
因
に
は
、こ
う
し
た
背
景
が
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

反
対
に
、
大
き
く
伸
張
し
て
い
る
の
は
大
島
と
紬
織
で
あ
る
。
大
島
も
紬
の
一
種
で
あ
り
、
紬
と
は
屑
繭
を

つ
ぶ
し
た
真
綿
よ
り
紡
い
だ
糸
に
よ
って
織
ら
れ
た
絹
織
物
で
あ
る
。
紬
に
は
鹿
児
島
県
奄
美
大
島
の
大
島
紬

を
は
じ
め
、
東
京
都
八
丈
島
の
黄
八
丈
、
茨
城
県・栃
木
県
の
結
城
紬
、石
川
県
の
牛
首
紬
な
ど
が
あ
り
、
そ

の
地
域
や
そ
の
土
地
特
有
の
製
法
や
風
合
が
あ
る
。
と
く
に
雑
誌
な
ど
で
は
こ
の
時
期
よ
り
、日
本
を
巡
る
よ

う
に
し
て
各
地
の
さ
ま
ざ
ま
な
紬
を
紹
介
す
る
特
集
が
組
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
、こ
れ
ら
も
ま
た
趣
味
の
着

物
と
し
て
人
び
と
に
楽
し
ま
れ
て
い
く
。
事
実
、
生
産
高
は
32
万
反
か
ら
76
万
反
、
7
万
反
か
ら
93
万
反
と
、

そ
れ
ぞ
れ
約
2
倍
、約
13
倍
へ
と
増
大
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、高
級
な
振
袖
や
留
袖
、訪
問
着
と
いっ
た
ハレ
の
日
の
、非
日
常
的
な
盛
装
の
晴
着
が
中
心
を
占

め
る
と
と
も
に
、こ
れ
ま
で
の
紬
や
お
召
と
いっ
た
日
常
生
活
の
着
物
も
ま
た
高
級
化
し
て
いっ
た
。
そ
れ
は
着
物

の
非
日
常
化
で
あ
り
、高
級
化
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、こ
こ
で
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、こ
う
し
た
新
聞・雑
誌

に
み
ら
れ
る
着
物
を
扱
う
記
事
や
広
告
の
ほ
と
ん
ど
が
、女
性
の
幸
福
を
表
象
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
母
娘
が

着
物
を
纏
い
、互
い
に
笑
み
を
浮
か
べ
、七
五
三
と
い
う
ハレ
の
日
を
祝
う
ひ
と
と
き
。
さ
き
の
広
告
の
よ
う
に
、多

く
は
こ
の
よ
う
な
一
場
面
を
描
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、こ
こ
で
は
母
に
とって
も
、ま
た
娘
に
とって
も
、こ
う
し
た

ハレ
の
日
に
着
物
を
着
る
こ
と
、着
ら
れ
る
こ
と
が
、女
性
と
し
て
の
幸
せ
で
あ
る
こ
と
が
共
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

た
だ
し
、
そ
れ
は
た
ん
に
女
性
の
幸
福
に
留
ま
ら
な
い
。
そ
れ
ら
は
女
性
の
生
涯
の
、一
生
の
幸
福
を
映
し
出

し
て
い
る
。
二
十
歳
を
迎
え
た
成
人
式
と（
短
期
）大
学
の
謝
恩
会
で
の
振
袖
、
自
ら
の
結
婚
式
で
の
打
掛
、
母

と
な
っ
た
七
五
三
で
の
訪
問
着
、
子
ど
も
の
入
学
式
や
P
T
A
で
の（
黒
）羽
織
、
夫
の
部
下
や
自
身
の
子
ど
も
の

結
婚
式
で
の
留
袖
、
そ
し
て
先
立
つ
夫
の
葬
儀
で
の
喪
服（
図
2
）。
当
時
の
多
く
の
女
性
た
ち
が
辿
る
で
あ
ろ
う

ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
な
か
で
、そ
の
節
目
と
な
る
時
々
の
傍
ら
に
は
常
に
着
物
が
あ
る
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
、
記
事
や
広

告
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
半
生
と
着
物
の
リ
ン
ク
を
直
截
的
に
描
く
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
各
号
に
は
少

な
く
と
も
い
ず
れ
か
の
着
物
特
集
が
組
ま
れ
て
お
り
、ま
た
後
述
す
る
、
着
物
を
着
る
さ
ま
ざ
ま
な
シ
チ
ュエ
ー

シ
ョン
を
紹
介
す
る
記
事
に
目
を
通
す
と
き
、そ
の
表
象
は
明
ら
か
で
あ
る
。
振
袖
や
訪
問
着
、
留
袖
と
いっ
た

盛
装
の
着
物
を
、
齢
を
重
ね
る
う
ち
に
必
ず
訪
れ
る
ハ
レ
の
日
に
着
る
こ
と
、
着
ら
れ
る
こ
と
が
、こ
の
時
代
を

生
き
る
女
性
た
ち
の
幸
福
で
あ
る
こ
と
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、と
き
に
は
イ
メ
ー
ジ
の
位
相
の
み
な
ら
ず
、

よ
り
直
截
的
な
言
葉
を
と
も
な
って
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

晴
着
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
き
も
の
は
ま
す
ま
す
豪
華
に
ぜ
い
た
く
に
な
って
き
ま
し
た
か
ら
、こ
の
お
正

月
あ
た
り
、
総
絞
り
の
中
振
袖
が
全
盛
を
き
わ
め
る
か
と
思
い
ま
す
。
…
中
略
…
ま
た
絞
り
だ
け
で

は
満
足
し
な
い
で
、そ
こ
に
刺
繍
で
模
様
を
加
え
、こ
れ
で
も
か
こ
れ
で
も
か
と
い
う
よ
う
な
豪
華
さ
で

す
。
す
べ
て
の
技
術
が
進
歩
し
、
色
彩
も
模
様
も
洗
練
さ
れ
て
、
豪
華
と
いっ
て
も
ご
て
ご
て
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、す
っ
き
り
と
し
た
新
し
い
感
覚
に
消
化
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。こ
れ
は
晴
着
だ
け
で
な
く
、

き
も
の
全
般
に
わ
た
って
い
え
る
こ
と
で
す
。
…
中
略
…
戦
後
の
何
年
間
か
、
き
も
の
の
淋
し
い
時
代
が

続
き
ま
し
た
が
、そ
の
こ
ろ
に
は
考
え
も
お
よ
ば
な
か
っ
た
よ
う
な
今
日
の
隆
盛
を
見
よ
う
と
は
、だ
れ

だ
っ
て
想
像
も
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
現
代
に
生
き
て
、
す
ば
ら
し
い
現
代
の
き
も
の

が
着
ら
れ
る
こ
と
を
、
女
性
は
心
か
ら
喜
ば
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。（
註
8
）

●
…
…
…
…﹁
正
し
い
﹂着
物
と
い
う
教
育

生
活
着
と
し
て
の
着
物
が
後
景
に
退
き
、高
級
な
盛
装
の
着
物
が一般
化
し
て
い
く
。
同
時
に
、そ
う
し
た
非

日
常
的
な
着
物
の
な
か
に
、女
性
の
一
生
の
幸
福
と
い
う
意
味
が
暗
示
さ
れ
る
。
か
つ
て
の〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉と
い

う
形
象
は
そ
こ
に
は
も
う
な
い
。
変
わ
って
60
年
代
以
降
の
形
象
と
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
着
物
た
ち
で
あ
り
、人

び
と
は
そ
れ
ら
を
具
現
す
る
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
憧
憬
を
抱
く
。
で
は
、こ
の
よ
う
に
女
性
の
幸
福
と
し
て
の
盛
装

の
着
物
と
い
う
輪
郭
が
浮
か
び
上
が
る
な
か
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
言
説
が
紡
が
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
以
前
に
も
拙
稿
に
て
と
り
あ
げ
た
大
塚
末
子
は「
絹
の
キ
モ
ノ
を
語
る
」と
い
う
座
談
会
に
お
い

て
、
記
者
が
大
塚
の〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉の
実
践
に
ふ
れ
た
後
に
、以
下
の
よ
う
な
発
言
を
行
って
い
る
。

記
者
│
体
系
的
に
変
り
ま
し
た
で
し
よ
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
先
生
な
ん
か
が
新
し
い
キ
モ
ノ
を

作
つ
て
下
さ
つ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

大
塚
│
キ
モ
ノ
と
い
う
も
の
は
、
非
常
に
完
成
さ
れ
た
美
し
さ
を
も
つ
て
い
る
。
も
う
、
す
で
に
。
染

め
も
の
も
織
り
の
も
の
も
、い
ろ
い
ろ
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
女
体
を
包
む
べ
き

キ
モ
ノ
と
い
う
も
の
は
、ど
ん
な
に
、こ
れ
は
や
り
直
そ
う
と
い
つ
て
も
、
私
は
完
成
さ
せ
て
い
る
も
の
を

も
つ
て
い
る
と
思
う
。
…
中
略
…
私
は
、
戦
前
と
戦
後
と
ど
う
変
わ
つ
た
か
を
、
考
え
て
み
ま
す
と
、

そ
れ
ほ
ど
変
わ
つ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
変
え
る
分
野
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
ん
じ
や
な
い
か

と
思
い
ま
す
。（
註
9
）

〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉と
は
形
態
や
着
付
け
、
生
地
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
、
現
状
の
着
物
の
問
題
を
と

り
あ
げ
、
積
極
的
に
更
正
し
、
既
存
の
和
服
と
洋
服
の
境
界
を
越
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
だ
が
、こ
こ

で
は
な
に
か〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉が
す
で
に
過
去
の
実
践
と
し
て
顧
み
ら
れ
、さ
ら
に
着
物
に
は「
非
常
に
完
成
さ

図2：着物と女性の生涯の幸福（右から成人式・謝恩会（振袖）、結婚式（打掛）、七五三（訪問着・付け下げ）、PTA（羽織）、結婚式（留袖）、葬式（喪服））
『美しいキモノ』29号1961年、52号1966年、64号1969年、50号1966年、64号1969年、61号1968年

6061
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れ
た
美
し
さ
」が
あ
り
、ま
た「
変
え
る
分
野
が
な
い
」と
ま
で
述
べ
て
い
る
。
線
を
横
断
し
た
り
、
線
そ
の
も
の

を
問
う
の
で
は
な
く
、
線
を
固
定
し
、
線
の
存
在
を
強
調
す
る
。
そ
こ
に
は
着
物
に
対
す
る
転
倒
し
た
姿
が
あ

る
。
大
塚
を
は
じ
め〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉を
提
唱
し
て
い
た
多
く
の
人
び
と
は
、こ
の
よ
う
に
立
場
を
変
え
て
い
く
。

だ
が
、こ
こ
で
は
決
し
て
彼（
女
）ら
の
転
向
を
批
判
し
た
い
の
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
着
物
が
人
び
と
に

と
って
の
非
日
常
着
と
な
る
な
か
で
、よ
り
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
言
説
が
紡
が
れ
、相
互
に
結
び
合
っ
て
い
た
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
か
で
も
つ
ぎ
に
記
す〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉を
推
奨
し
た
ひ
と
り
で
も
あ
っ
た
小
沢
喜
美

子
の
言
葉
は
、や
や
冗
長
だ
が
こ
の
時
期
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
着
物
の
言
説
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。

た
し
か
に
和
服
の
シ
ル
エッ
ト
は
、新
し
い
生
命
を
吹
き
こ
ま
れ
て
再
生
し
た
こ
と
に
間
違
い
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、こ
の
キ
モ
ノ・ブ
ー
ム
が
和
服
の
復
活
に
ひ
と
つ
の
キ
ッ
カ
ケ
と
な
つ
た
こ
と
も
事
実
で
し
た
。
し

か
し
ほ
ん
と
う
の
意
味
で
、
若
い
人
た
ち
が
正
統
和
服
│
伝
統
と
い
う
背
景
を
ふ
く
め
て
、
和
服
を
理

解
す
る
よ
う
に
な
つ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、な
ん
だ
か
心
細
い
の
で
す
。
花
に
た

と
え
て
い
う
な
ら
ば
、
珍
ら
し
い
洋
花
に
わ
つ
と
好
み
が
集
ま
つ
て
し
ま
つ
て
、日
本
の
昔
か
ら
の
花
々
を

忘
れ
て
し
ま
つ
た
と
い
う
状
態
に
似
て
い
る
の
で
し
た
。
…
中
略
…

冬
衣
裳
か
ら
袷
と
な
り
、
単
衣
の
ま
え
の
、
青
葉
の
こ
ろ
に
は
ネ
ル
や
セ
ル
が
着
ら
れ
ま
し
た
。
夏
に
入

り
ま
す
と
、
肌
に
そ
わ
な
い
よ
う
な
麻・紗・絽
の
薄
物
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
は
た
だ
涼
し

い
と
い
う
だ
け
で
は
な
し
に
そ
の
季
節
以
外
は
、
着
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
つ
て
い
た
の
で
す
。
お
召

や
結
城
に
し
ま
し
て
も
以
前
は
日
常
着
で
、
訪
問
着
な
ど
に
し
て
は
、
先
方
に
対
し
て
失
礼
に
当
る
と

い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
少
し
改
ま
つ
た
と
き
に
は
、か
な
ら
ず
小
紋
や
友
禅
を
着
る
の
が
礼
儀
で
あ

つ
た
の
で
す
。
…
中
略
…

ハ
イ
カ
ラ
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、こ
れ
ら
の
こ
と
は
和
服
の
マ
ナ
ー
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
洋
装
に

し
て
も
や
は
り
作
法
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
ご
ろ
で
は
若
い
人
た
ち
の
間
で
も
、な
に
か
と
む

ず
か
し
い
洋
服
の
し
き
た
り
を
覚
え
ら
れ
て
、ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
一つ
選
ば
れ
る
に
も
立
派
な
御
意
見
を

の
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
き
ま
し
た
。い
ま
の
若
い
方
は
、日
本
の
民
族
服
で
あ
る
和
服
の
伝
統
を
う

け
つ
ぎ
、
守
り
そ
だ
て
て
い
く
方
で
も
あ
る
は
ず
で
す
。
キ
モ
ノ・ブ
ー
ム
の
盛
り
あ
が
り
が
和
服
の
伝

統
を
正
し
く
つ
た
え
る
基
礎
に
な
つ
て
く
れ
る
こ
と
を
念
じ
て
お
り
ま
す
。（
註
10
）

「
珍
ら
し
い
洋
花
」で
あ
る〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉は
着
物
の
再
生
の
一
翼
を
担
っ
た
。
だ
が
、人
び
と
は「
日
本
の
昔

か
ら
の
花
々
」を
忘
れ
て
し
ま
って
い
る
。
そ
れ
は「
和
服
の
マ
ナ
ー
」で
あ
る
。
袷
と
単
衣
に
は
じ
ま
り
、
時
期
に

あ
わ
せ
た
さ
ま
ざ
ま
な
生
地
、
季
節
に
適
し
た
着
物
の
模
様
、そ
し
て
目
的
に
応
じ
た
着
物
の
格
。
着
物
に
は

こ
う
し
た
い
く
つ
か
の
ル
ー
ル
や
作
法
が
あ
り
、そ
れ
ら
を
人
び
と
は
理
解
し
て
お
ら
ず
、
身
に
付
け
る
必
要
が

あ
る
。
そ
し
て
、わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な「
日
本
の
民
族
服
で
あ
る
和
服
の
伝
統
を
う
け
つ
ぎ
、
守
り
そ
だ
て

て
い
く
」べ
き
で
あ
る
、と
。

盛
装
の
着
物
と
は
ま
さ
に
正
装
の
着
物
な
の
だ
。
着
物
が
高
級
な
非
日
常
着
と
し
て
生
き
延
び
る
な
か
で
、

ま
ず
は
ひ
と
え
に「
正
し
い
」着
物
を
纏
う
こ
と
が
謳
わ
れ
、求
め
ら
れ
て
い
く
。こ
の
時
期
に
は
形
象
の
そ
の一
部

を
な
す
、「
正
し
い
」着
物
の
言
説
が『
美
し
い
キ
モ
ノ
』を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
新
聞
や
雑
誌
に
て
数
多
く
み
ら

れ
る
。
な
か
で
も
興
味
深
い
こ
と
に
、「
正
し
い
」着
物
の
詳
細
を
み
る
と
、も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
大
抵
の
場
合
な
い

交
ぜ
と
なって
い
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、そ
の
う
ち
は
大
き
く
3
つ
に
弁
別
し
う
る
。

ひ
と
つ
は
着
物
の
用
途
で
あ
る
。
V
A
N
の
創
業
者
で
あ
る
石
津
謙
介
が
1
9
6
5
年
に『
いつ・ど
こ
で・な
に

を
着
る
？
』を
出
版
し
、
T
P
O（Tim

e

、Place

、O
ccasion

）と
い
う
言
葉
が
当
時
流
行
し
た
の
と
同
様
に
、
記
事

の
多
く
は
用
途
に
応
じ
た
着
物
の
選
択
を
指
南
す
る（
註
11
）。「
特
集
ど
こ
で・ど
ん
な
キ
モ
ノ
を
着
る
か
？
」は
、

先
述
し
た
大
塚
が
担
当
し
た
も
の
で
あ
る
が
、そ
こ
で
は
女
性
の
幸
福
と
い
う
表
象
で
も
と
り
あ
げ
た
、「
謝
恩

会
に
着
る
き
も
の
」や「
お
正
月
を
寿
ぐ
き
も
の
」、「
お
通
夜・告
別
式
。
法
事
な
ど
の
き
も
の
」と
いっ
た
具
体

的
な
16
の
シ
チ
ュエ
ー
シ
ョン
が
設
け
ら
れ
、
そ
の
時
々
に
、ど
の
よ
う
な
着
物
を
着
る
べ
き
か
に
つい
て
、
そ
れ
ぞ

れ
5
つ
程
の
注
意
事
項
が
仔
細
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
お
見
合
い
の
と
き・デ
イ
ト
の
と
き
」の
項
で

は
、つ
ぎ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

●
お
見
合
い
と
は
、
結
婚
を
条
件
に
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
ま
ず
双
方
が
好
感
を
持
ち
合
う
、
と
い
う

こ
と
が
第
一
に
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
…
中
略
…

●
男
性
は
セ
ビ
ロ
が
多
い
の
で
す
か
ら
、女
の
ほ
う
は
軽
い
訪
問
着
か
、附
け
下
げ
友
禅
の
花
模
様
、淡
い

サ
ッ
ク
ス・ロ
ー
ズ
な
ど
の
品
の
よ
い
色
、
そ
れ
に
朱
、
緑
の
袋
帯
、
小
さ
い
バッ
グ
、
と
に
か
く
愛
ら
し
く

装
う
べ
き
で
す
。
…
中
略
…

●
生
地
や
色
、柄
で
い
う
と
、個
人
宅
の
場
合
は
訪
問
着
よ
り
も
友
禅
小
紋
、大
島
、お
召
な
ど
の
ほ
う
が
落

着
い
て
い
て
好
感
が
持
た
れ
ま
し
ょ
う
が
、ホ
テ
ル
や
観
劇
な
ど
で
は
、友
禅
、訪
問
着
が
よ
ろ
し
い
。（
註
12
）

ど
の
よ
う
な
着
物
を
、ど
の
よ
う
な
時
と
場
所
で
着
る
べ
き
な
の
か
。こ
う
し
た
着
物
の
用
途
や
格
、さ
ら
に

は
そ
の
と
き
の
心
得
な
ど
が
事
細
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
は
清
水
と
き
の「
べ
か
ら
ず
集
」や
本
坂

ま
す
み
の「
〇
〇
の
常
識
」な
ど
を
は
じ
め
、着
物
の
用
途
に
つい
て
解
説
す
る
記
事
が
数
多
く
存
在
す
る
。な
か

に
は
年
齢
別
に
ふ
さ
わ
し
い
帯
の
結
び
方
を
紹
介
す
る
も
の
や
、一
目
で
分
か
る
よ
う
に
シ
チ
ュエ
ー
シ
ョン
と
着
物

の
種
類
を
表
に
し
て
ま
と
め
て
い
る
も
の
も
あ
る
。

つ
ぎ
は
動
作
、ふ
る
ま
い
で
あ
る
。
着
物
を
着
た
状
態
で
ど
の
よ
う
な
動
き
を
す
る
べ
き
な
の
か
。
ど
の
よ
う

に
動
き
を
す
れ
ば
着
崩
れ
せ
ず
に
、
ま
た
美
し
く
正
し
い
ふ
る
ま
い
と
な
る
の
か
。
大
関
早
苗
の「
美
し
い
ポ
ー

ズ
」で
は
、「
振
袖
の
よ
う
に
柔
か
も
の
を
着
る
と
き
は
と
く
に
、
柔
か
い
素
材
に
マッ
チ
し
た
身
の
こ
な
し
を
し

た
い
も
の
」と
し
て
、以
下
の
よ
う
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

1
：
立
っ
た
と
き

背
筋
を
伸
ば
し
、
右
足
を
半
歩
前
に
出
し
、
両
膝
を
内
側
に
向
け
て
合
わ
せ
ま
す
。
左
右
の
足
先
の
位

置
は
、「
ハ
」の
字
を
描
く
よ
う
に
。
こ
れ
が
柔
か
も
の
を
着
た
時
の
、も
っ
と
も
基
本
的
で
自
然
な
ポ
ー

ズ
で
す
。
…
中
略
…

4
：
歩
き
か
た

両
膝
を
合
わ
せ
、
足
先
は「
ハ
」の
字
の
ポ
ー
ズ
で
立
ち
、
後
に
あ
る
左
足
か
ら
歩
き
始
め
ま
す
。
右
足

か
ら
歩
き
始
め
る
と
、
裾
さ
ば
き
が
悪
く
、
美
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
上
前
裾
を
自
然
に
美
し
く
さ
ば
く

た
め
に
は
、左
足
か
ら
歩
き
出
し
ま
し
ょ
う
。（
註
13
）

こ
こ
で
は
こ
の
ほ
か
に「
お
じ
き
を
す
る
と
き
」、「
坐
る
と
き
」、「
階
段
を
昇
る
と
き
、
降
り
る
と
き
」な
ど

合
計
で
7
つ
の
動
作
が
イ
ラ
ス
ト
を
と
も
な
って
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
他
の
記
事
で
は
よ
り
理
解
し
う
る
よ

う
に
、コマ
送
り
の
ご
と
く
、ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
動
作
を
写
真
つ
き
で
解
説
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
な

か
で
、と
く
に
驚
く
べ
き
は「
街
で
見
た
き
も
の
」と
い
う
誌
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
着
物
姿
を
し
た
人
び
と
の
、街

頭
ス
ナ
ッ
プ
を
集
め
た
も
の
な
の
だ
が
、
そ
の
一
人
ひ
と
り
に
、つ
ぎ
の
よ
う
な
か
な
り
手
厳
し
い
コ
メ
ン
ト
が
添

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

1
：
ご
披
露
宴
も
す
ん
で
新
婚
旅
行
へ
出
発
の
新
郎
新
婦
の
お
見
送
り
。
…
中
略
…
中
振
袖
の
着
つ

け
は
ご
立
派
で
余
り
着
く
ず
れ
て
い
な
い
の
は
感
心
で
す
。
た
だ
、
足
の
開
き
方
だ
け
は
、
気
に
な
り

ま
す
ね
。

2
：
留
袖
の
着
こ
な
し
は
む
ず
か
し
い
も
の
な
の
に
こ
の
奥
さ
ま
は
お
上
手
。ヘ
ア
も
す
っ
き
り
と
ま
と

め
て
結
構
で
す
が
、
頭
を
掻
く
ポ
ー
ズ
だ
け
は
い
け
ま
せ
ん
ネ
。

3
：
風
の
日
の
き
も
の
は
全
く
困
り
も
の
。
そ
れ
に
し
て
も
、
も
う
少
し
裾
さ
ば
き
に
神
経
を
使
っ
て

は
い
か
が
？（
註
14
）

こ
の
ほ
か
車
の
乗
り
降
り
の
姿
勢
や
歩
き
方
な
ど
、撮
影
さ
れ
た
市
井
の
人
び
と
の
一
瞬
の
動
作
が
ひ
と
つ
ひ

と
つ
細
か
く
チ
ェッ
ク
さ
れ
て
い
る
。「
正
し
い
」着
物
で
は
、た
ん
に
指
南
書
の
よ
う
な
一
方
通
行
路
で
は
な
く
、

写
真
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
実
際
に
着
物
を
纏
う
姿
が
捉
え
ら
れ
、お
そ
ら
く
彼（
女
）ら
自
身
の
意
図

と
は
関
係
な
く
教
育
的
な
指
導
が
な
さ
れ
る
。
読
者
は
頁
を
捲
る
こ
と
で「
正
し
い
」着
物
と
い
う
視
線
を
身

に
付
け
る
と
と
も
に
、そ
う
し
た
視
線
を
自
身
や
他
者
に
も
向
け
、ま
た
袖
を
通
し
た
際
に
は
誰
か
か
ら
同
じ

よ
う
な
視
線
が
自
ら
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、「
正
し
い
」着
物
の
ま
な
ざ
し
が
醸
成
さ
れ

て
い
く
。「
正
し
さ
」と
は
た
ん
な
る
上
意
下
達
で
は
な
く
、
最
終
的
に
は
街
ゆ
く
人
び
と
の
、
相
互
の
編
み
目

の
な
か
に
不
可
視
だ
が
明
白
な
す
が
た
と
な
っ
て
張
り
巡
ら
さ
れ
る
。

最
後
は
着
方
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
着
物
を
ど
の
よ
う
に
し
て
一
か
ら
着
た
ら
よ
い
の
か
。
こ
う
し
た
解
説
は

先
述
し
て
き
た
よ
う
に
数
多
あ
る
。
だ
が
、た
と
え
ば
、
武
智
鉄
二
の「
ア
ク
シ
ョン
の
効
用

│
ど
う
着
る
の

が
本
当
か
」で
は
、さ
ま
ざ
ま
な
動
作
の「
正
し
さ
」が
紹
介
さ
れ
る
な
か
、
そ
の
最
後
の「
着
物
の
着
か
た
」と

い
う
項
を
読
ん
で
み
る
と
、
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。

日
本
の
芸
術
の
根
本
義
は
、息
を
詰
め
る
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、こ
の
呼
吸
作
用
の
停
止
こ
そ
、

着
付
け
ア
ク
シ
ョン
の
第
一
歩
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
必
要
な
時
に
息
を
止
め
、
呼
吸
を
と
と

の
え
る
こ
と
が
、
も
っ
と
も
大
切
な
の
で
す
。
…
中
略
…
腰
紐
を
し
め
る
時
は
充
分
腹
に
力
を
入
れ
て

腰
を
ふ
か
く
落
し
、
息
を
と
め
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
着
つ
け
の
決
定
的
瞬
間
な
の
で

す
。
こ
の
時
、
少
し
で
も
呼
吸
が
ゆ
る
ん
で
い
る
と
、
あ
と
で
全
体
が
ゆ
る
ん
で
き
ま
す
。
…
中
略
…
美

容
師
は
着
る
人
に
、
身
体
の
正
し
い
形
を
教
え
る
だ
け
の
、
見
識
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

人
間
は
マ
ネ
キ
ン
人
形
で
は
な
い
の
で
す
か
ら
。
あ
と
は
女
性
の
線
の
や
わ
ら
か
さ
、
美
し
さ
を
ひ
き
た

た
せ
る
よ
う
に
着
せ
れ
ば
よ
い
の
で
、
特
に
む
ず
か
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
註
15
）

は
じ
め
は
自
分
自
身
の
手
で
着
物
を
着
る
際
の
注
意
事
項
が
記
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、そ
れ
が
徐
々
に
、

着
物
を
誰
か
に
着
せ
つ
け
る
た
め
の
心
得
へ
と
移
行
し
て
い
る
。
着
る
の
で
は
な
く
、
着
せ
つ
け
る
た
め
の
着
物
。

も
ち
ろ
ん
、着
物
の
着
方
を
紹
介
す
る
す
べ
て
の
記
事
が
、誰
か
に
着
せ
つ
け
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
て

い
る
の
で
は
な
い（
註
16
）。
だ
が
、
そ
も
そ
も
、
着
物
の
着
方
そ
の
も
の
を
教
授
す
る
記
事
は
、こ
れ
ま
で
既
存
の

着
物
を
い
か
に
改
良
す
る
べ
き
か
を
問
う
て
き
た〈
新
し
い
キ
モ
ノ
〉の
時
期
に
は
、ほ
と
ん
ど
看
取
し
え
な
い
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
着
方
で
は
な
く「
着
付
け
」と
い
う
言
葉
は
な
に
よ
り
、
自
分
で
着
る
と
い
う
主
体
的

か
つ
能
動
的
な
行
為
以
上
に
、
誰
か
に
着
せ
付
け
て
も
ら
う
と
い
う
客
体
的
か
つ
受
動
的
な
状
態
を
含
意
し
て

い
る
。
着
せ
付
け
る
、
着
せ
付
け
て
も
ら
う
と
い
う
行
為
に
は
、
明
ら
か
に
、
自
分
自
身
の
身
体
と
着
物
と
の

あ
い
だ
の
結
び
つ
き
の
薄
い
、
疎
遠
な
隔
た
り
が
生
じ
て
い
る
。

着
物
の
用
途
、
動
作
、
着
方（
着
付
け
）。
も
ち
ろ
ん
、こ
れ
以
外
の
視
点
か
ら
剔
出
す
る
こ
と
も
可
能
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
重
要
な
こ
と
は
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
、こ
の
時
期
に
教
育
的
か
つ
規
範
的
な

「
正
し
い
」着
物
の
言
説
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
人
び
と
は
華
や
か
な
ハ
レ
の
日
の
着
物
に
あ
こ
が
れ
を

抱
き
つつ
も
、
そ
れ
を
纏
う
た
め
に
は「
正
し
い
」方
法
を
身
に
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味

に
お
い
て
、や
は
り
盛
装
の
着
物
は
正
装
の
着
物
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、こ
の
よ
う
な
盛
装
の「
正
し
い
」着
物
の
言
説
を
担
っ
た
人
び
と
と
は
、し
ば
し
ば
戦
前
の
上
流
階
級

出
身
の
女
性
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
代
表
的
に
は
、
裏
千
家
14
世
家
元
碩
叟
宗
室
を
父
に
持
ち
、

1
9
7
0
年
に『
冠
婚
葬
祭
入
門
』を
著
し
シ
リ
ー
ズ
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
塩
月
弥
栄
子
や
、
旧
侯
爵・前
田

利
為
の
長
女
で
旧
伯
爵・酒
井
忠
元
の
妻
で
も
あ
り
、『
和
服
の
常
識

│
いつ
、
何
を
、ど
う
着
る
か
』な
ど
多
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く
の
著
書
が
あ
る
酒
井
美
意
子
で
あ
る（
註
17
）。
彼
女
た
ち
に
よ
って
著
さ
れ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
出
自
を

ベ
ー
ス
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
必
ず
し
も
簡
便
で
活
動
的
な
着
方
で
あ
る
と
は
い
え
な
い（
註
18
）。
そ
し
て
、
そ

こ
で
は「
〇
〇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
〇
〇
し
て
は
な
ら
な
い
」と
いっ
た
マ
ナ
ー
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
に
関
す
る
事

柄
が
中
心
を
占
め
て
お
り
、さ
ら
に
は
社
交
術
や
女
性
と
し
て
の
訓
諭
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
正
し
い
」着
物
と
い
う
言
説
の
内
実
は
形
成
さ
れ
て
い
く
。
け
れ
ど
も
、「
正
し
い
」着

物
を
生
み
出
し
て
いっ
た
外
延
に
あ
る
の
は
、こ
う
し
た
新
聞
や
雑
誌
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
と
連
動
し
あ
る
い
は
よ
り
先
導
す
る
か
た
ち
で
、「
正
し
い
」着
物
を
実
定
さ
せ
る
装
置

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
着
物
教
室（
着
つ
け
教
室
）と
い
う
教
育
機
関
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
1
9
6
4
年
に
は
装
道

礼
法
き
も
の
学
院
、
67
年
に
長
沼
静
き
も
の
学
院（
当
時
：
長
沼
学
園
き
も
の
着
付
教
室
）、
69
年
に
ハ
ク
ビ
京
都
き

も
の
学
院
が
そ
れ
ぞ
れ
創
立
さ
れ
、こ
れ
ら
は
全
国
的
な
展
開
を
み
せ
る
こ
と
と
な
る（
註
19
）。

ま
た
、つ
ぎ
の
表
は
1
9
5
9
年
度
か
ら
73
年
度
の
文
部
省
の『
学
校
基
本
調
査
』を
も
と
に
作
成
し
た
も
の

で
あ
る（
表
3
）。
59
年
度
の
和
裁
の
学
校
課
程
数
は
7
3
7
で
あ
る
が
、
73
年
度
に
は
1
1
3
5
と
な
り
約
1
・

5
倍
と
な
って
い
る（
註
20
）。
生
徒
数
も
2
6
9
3
0
か
ら
3
6
7
6
6
へ
と
大
幅
に
増
加
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
の
頃
の
洋
裁
と
比
較
し
て
み
る
と
、
課
程
数
や
生
徒
数
の
数
の
面
で
は
そ
れ
ぞ
れ
約
4
倍
、
約
7
倍
と
大
き

な
開
き
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、こ
の
時
期
の
洋
裁
の
課
程
数
と
生
徒
数
は
と
も
に
減
少
傾
向
に
あ
り
、
洋

裁
を
習
う
こ
と
は
か
つ
て
の
憧
憬
や
糊
口
を
凌
ぐ
対
象
で
は
な
く
な
り
つつ
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
で
和
裁
の

み
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。
ま
た
、こ
の
調
査
に
お
け
る
和
裁
の
項
目
は
学
校
教
育
法

に
準
じ
た
教
育
機
関
で
あ
り
、
多
く
は
国
家
資
格
で
あ
る
和
裁
技
能
士（
和
裁
士
）の
取
得
を
目
的
と
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
って
、着
物
を
誂
え
、仕
立
て
る
こ
と
も
含
め
た
総
合
的
な
和
裁
の
技
術
で
は
な
く
、

着
物
を
着
る
／
着
せ
る
こ
と
に
よ
り
傾
倒
し
て
い
る
着
物
教
室
は
、こ
こ
に
は
ほ
と
ん
ど
登
録
さ
れ
て
い
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
や
、
着
物
教
室
は
学
校
や
大
き
な
ビ
ル
の
一
室
に
て
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
、
近
所

の
一
家
で
ひ
っ
そ
り
と
開
か
れ
て
い
た
こ
と
が
多
い
。
こ
う
し
た
点
も
考
慮
に
入
れ
る
と
、こ
の
時
期
の
着
物
教

室（
着
つ
け
教
室
）の
数
は
さ
ら
に
増
え
る
だ
ろ
う
。

人
び
と
は
自
ら
の
母
親
か
ら
、あ
る
い
は
家
庭
の
な
か
で
着
物
の
着
方
を
教
わ
る
の
で
は
な
く
、着
物
教
室
を

通
し
て「
正
し
い
」着
物
の
着
付
け
を
学
ぶ
。
だ
が
、
そ
れ
は
何
よ
り
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

起
因
し
て
い
る
問
題
で
も
あ
っ
た
。
あ
る
記
事
で
は
こ
う
し
た
実
態
を
、つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

相
変
わ
ら
ず
の
き
も
の
ブ
ー
ム
。ボ
ー
ナ
ス
シ
ー
ズ
ン
を
迎
え
て
、ま
た
ぐ
ん
と
売
れ
行
き
を
伸
ば
し
て
い

る
そ
う
な
。だ
が
、そ
の
ブ
ー
ム
の
裏
側
で
は
き
も
の
は
買
っ
た
け
れ
ど
、着
付
け
の
で
き
な
い
女
性
が
めっ

き
り
ふ
え
て
い
る
と
い
う
。
昔
は
母
親
が
着
付
け
の〝
先
生
〞だ
っ
た
。
が
、い
ま
は
そ
の
母
親
だ
って
お
ぼ

つ
か
な
い
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が〝
着
付
け
の
学
校
〞│
デ
ラ
ッ
ク
ス
な
学
園
ビ
ル
か
ら
自
宅
開
放
の
寺

小
屋
ス
タ
イ
ル
ま
で
、つ
ま
り
ピ
ン
か
ら
キ
リ
ま
で
。
そ
れ
が
ど
こ
も
か
し
か
も
大
繁
盛
と
あ
る
。
そ
れ

も
、い
ま
秋
の
シ
ー
ズ
ン
前
と
あ
って
こ
の
学

校
だ
け
は
夏
休
み
返
上
の
大
忙
し
で
あ
る
。

…
中
略
…
全
日
本
き
も
の
コ
ン
サ
ル
ト
協

会
の
調
査
に
よ
れ
ば
、一
人
で
着
付
け
が
で

き
な
い
女
性
は
七
〇
％
に
達
し
、
十
八
│

三
十
九
歳
に
限
る
と
八
〇
％
を
越
す
。
ど

こ
の
家
庭
で
も
、き
も
の
の
着
付
け
は
母
親

か
ら
娘
に
自
然
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
。つ
ま

り
母
親
が
、〝
先
生
〞だ
っ
た
の
が
、い
ま
は
、

そ
の
先
生
が
先
生
で
な
く
な
って
き
た
時
代

だ
と
い
う
。
デ
パ
ー
ト
の
呉
服
売
り
場
で
集

め
た
調
査
に
よ
れ
ば
、一
人
で
着
付
け
が
で

き
る
未
婚
女
性
で
母
親
に
教
え
て
も
ら
っ

た
女
性
は
三
五
％
に
過
ぎ
な
い
。
着
付
け

教
室
が
繁
盛
す
る
わ
け
で
あ
る
。同
課
長
は

「
夜
の
教
室
は
、お
勤
め
帰
り
の
若
い
女
性

が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
午
前
、
午
後
の
授
業

は
四
十
代
の
女
性
が
非
常
に
多
い
ん
で
す
。

娘
時
代
を
戦
中
、戦
後
で
過
ご
し
、着
る
の

は
も
っ
ぱ
ら
モ
ン
ペ
だ
っ
た
。
き
も
の
の
着
付

け
を
覚
え
る
余
裕
も
な
く
結
婚
し
、
母
親

に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
女
性
が
た
く
さ
ん
入

学
し
て
き
ま
す
」と
説
明
す
る
。（
註
21
）

娘
だ
け
で
は
な
い
、
母
親
も
ま
た
自
ら
の
手
で
着
物
を
着
る
術
を
知
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
娘
と
は
戦
後
の

1
9
4
5
年
以
降
に
生
ま
れ
た
世
代
で
あ
り
、母
親
は
20
年
以
降
に
生
ま
れ
戦
争
の
な
か
で
青
春
期
を
過
ご
し

た
世
代
で
あ
る
。
以
前
、
拙
稿
に
て
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
も
ん
ぺ
を
穿
い
て
過
酷
な
日
々
を
暮
ら
し
た
若
い

女
性
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
着
物
に
袖
を
通
す
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
育
っ
た

彼
女
た
ち
の
多
く
が
、こ
の
時
期
、
母
親
と
な
る
。
ひ
と
り
で
着
物
を
着
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、

自
ら
の
娘
た
ち
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。
そ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、こ
の
頃
に
は
、
多
く
の
研
究
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
示
す
と
お
り
、
新
し
い
さ
さ
や
か
な
家
郷
の

創
造
、
す
な
わ
ち
核
家
族
の
家
庭
が
増
加
し
て
い
る（
註
22
、
23
）。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
な
か
で
は
、さ
ら
に

上
の
世
代
に
あ
た
る
、よ
り
多
く
日
常
生
活
の
な
か
で
着
物
を
経
験
し
て
い
た
と
考
え
得
る
、
祖
母
の
世
代
か

ら
教
わ
る
こ
と
は
環
境
と
し
て
難
し
い
。
着
物
教
室（
着
つ
け
教
室
）は
、こ
う
し
た
空
白
を
埋
め
る
よ
う
に
し
て

機
能
し
、
人
び
と
に「
正
し
い
」着
物
を
教
育
し
、
浸
透
さ
せ
、
強
固
に
す
る
装
置
で
あ
っ
た
。
着
物
教
室
に
通

う
こ
と
は
、
も
は
や
普
段
の
日
常
生
活
に
は
直
結
す
る
こ
と
の
な
い
趣
味
や
嗜
み
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
る
。
け
れ

ど
も
、こ
の
こ
と
は
同
時
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
着
物
の
み
な
ら
ず
、わ
れ
わ
れ
と
衣
服
と
の
関
係
に
お
い
て
よ

り
重
要
な
変
化
を
意
味
し
て
い
る
。

●
…
…
…
…﹁
伝
統
﹂の
再
創
造

高
級
な
盛
装
の
着
物
あ
る
い
は
民
芸
の
着
物
が
普
及
し
て
い
く
な
か
、
そ
れ
ら
は
女
性
の
幸
福
の
欲
望
の
商

品
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
そ
し
て
、こ
う
し
た
形
象
に「
正
し
い
」着
物
の
言
説
が
結
び
つい
て
い
く
。
だ
が
、こ

の
よ
う
な
結
び
つ
き
の
さ
き
に
、
先
述
し
た
よ
う
な
、日
本
の
伝
統
服
あ
る
い
は
民
族
服
と
いっ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル

な
言
葉
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、こ
う
し
た
論
理
は
幕
末
期
に
洋
服
と
い
う
こ
れ
ま
で
と
は
全

く
異
な
る
文
化
の
衣
服
が
入
って
き
た
と
き
か
ら
、
ま
た
い
ま
ま
で
の
自
分
た
ち
の
衣
服
を
対
象
化
し
た
と
き

か
ら
、
そ
し
て
和
服
と
洋
服
と
い
う
二
値
コ
ー
ド
の
弁
別
が
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い
え

る
。
だ
が
、こ
の
時
期
の
着
物
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
は
、
開
国
以
後
の
近
代
日
本
社
会
に
お
け

る
関
係
性
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
現
出
す
る
こ
と
と
な
る
。

高
度
経
済
成
長
期
に
、よ
り
着
物
と
日
本（
人
）と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
結
び
つ
き
を
強
固
に
し
た
も
の
、そ
れ

は
皇
室（
皇
后
）で
あ
る
。
だ
が
、そ
も
そ
も
皇
室
と
着
物
と
は
決
し
て
相
容
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
異
国
の

洋
装
が
流
入
し
た
明
治
初
期
に
は
人
び
と
の
衣
服
は
大
き
く
混
乱
し
、
1
8
7
1
年
8
月
に
は「
朕
惟
フ
ニ
、風

俗
ナ
ル
者
移
換
以
テ
時
ニ
宜
シ
キ
ニ
随
ヒ
、
国
体
ナ
ル
者
不
抜
以
テ
其
勢
ヲ
制
ス
」に
は
じ
ま
る
服
制
改
革
内
勅

が
呈
示
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
多
木
浩
二
が
述
べ
る
よ
う
に
、天
皇
自
身
が「
元
帥
ト
為
」り
国
を
治
め
る
近
代

的
な
軍
事
国
家
へ
の
方
向
と
、
明
治
の
王
政
復
古
に
と
も
な
う「
神
武
創
業
」に
よ
る
天
皇
の
神
話
的
正
統
性

の
方
向
の
、
大
日
本
帝
国
憲
法
下
の
日
本
が
抱
え
る
こ
と
と
な
る
2
つ
の
原
理
が
み
て
と
れ
る（
註
24
）。
し
か
し
、

結
論
と
し
て
は
、翌
72
年
11
月
の
太
政
官
布
告
第
3
3
9
号「
大
礼
服
及
通
常
礼
服
ヲ
定
メ
衣
冠
ヲ
祭
服
ト
為

ス
等
ノ
件
」を
も
って
大
礼
服
と
通
常
の
礼
服
が
制
定
さ
れ
た
。
明
治
天
皇
も
ま
た
同
年
5
月
よ
り
行
わ
れ
た

西
国
巡
幸
の
際
に
は
燕
尾
形
の
軍
服
風
の
服
装
を
着
用
し
て
お
り
、
73
年
10
月
に
内
田
九
一
に
よ
って
撮
影
さ

れ
た
写
真
に
は
軍
服
を
召
し
て
椅
子
に
掛
け
た
姿
が
残
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
皇
后
の
洋
装
化
は
天
皇
ほ
ど
急
速
で
は
な
か
っ
た
が
、
1
8
8
6
年
に
婦
人
洋
服
の
制
が
宮
内
省
よ
り

内
達
さ
れ
、女
性
の
大
礼
服
は
マ
ン
ト・ド・ク
ー
ル
、中
礼
服
は
ロ
ー
ブ・デ
コ
ル
テ
、通
常
服
は
ロ
ー
ブ・モ
ン
タ
ン
ト

と
定
め
ら
れ
た
。
翌
87
年
に
は
、
皇
后
に
よ
って
洋
装
奨
励
思
召
書
が
出
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は「
然
れ
ど
も
其
改

良
に
就
て
殊
に
注
意
す
べ
き
は
、
勉
め
て
我
が
国
産
を
用
ひ
ん
の
事
な
り
。
若
し
能
く
国
産
を
用
ひ
得
ば
、
傍

ら
製
造
の
改
良
を
も
誘
ひ
、
美
術
の
進
歩
を
も
導
き
、
兼
て
商
売
に
も
益
を
与
ふ
る
こ
と
多
か
る
べ
く
、さ
て

は
此
挙
却
て
種
々
の
媒
介
と
な
り
て
、
独
り
衣
服
の
上
に
は
止
ら
ざ
る
べ
し
」と
し
て
、
洋
服
の
着
用
と
生
地
の

国
産
化
と
い
う
殖
産
興
業
を
推
奨
し
て
い
る（
註
25
）。
そ
し
て
、
昭
憲
皇
太
后
の
肖
像
も
ま
た
さ
き
の
内
田
が

撮
影
し
た
小
袿
の
和
装
か
ら
、エ
ド
ア
ル
ド・キ
ヨ
ッ
ソ
ー
ネ
が
描
い
た
マ
ン
ト・ド・ク
ー
ル
の
洋
装
へ
と
、わ
れ
わ

れ
の
イ
メ
ー
ジ
も
変
わ
って
い
く
。

こ
の
よ
う
に
、
皇
室
な
い
し
天
皇
皇
后
は
い
わ
ゆ
る
洋
服
に
身
を
包
む
こ
と
で
、
近
代
国
家
の
象
徴
性
を
体

現
せ
し
め
て
い
た
。
そ
の
と
き
の
衣
装
と
は
決
し
て
着
物
で
は
な
い
。
ま
し
て
昭
憲
皇
太
后
は
下
衣
あ
る
い
は
袴

を
と
も
な
わ
な
い
現
在
の
よ
う
な
着
物
を
、「
衣
あ
り
て
裳
な
き
は
不
具
な
り
」と
し
て
認
め
て
い
な
い（
註
26
）。

こ
う
し
た
考
え
は
つ
ぎ
の
大
正
天
皇
の
妻・貞
明
皇
后
に
も
受
け
継
が
れ
た
。
ま
た
、
戦
禍
が
激
し
く
な
っ
た

1
9
4
2
年
に
婦
人
標
準
服
が
定
め
ら
れ
る
と
、
皇
室
で
は
44
年
に
皇
室
令「
宮
中
ニ
於
ケ
ル
女
子
ノ
通
常
服
ニ

関
ス
ル
件
」に
て
宮
中
服
が
考
案
さ
れ
る
。
宮
中
服
と
は
宮
廷
服
と
も
呼
ば
れ
、
通
常
の
帯
を
要
せ
ず
袴
状
の

下
衣
に
よ
る
、い
わ
ゆ
る
二
部
式
の
着
物
に
近
い
衣
服
で
あ
る（
註
27
）。
昭
和
天
皇
の
妻・香
淳
皇
后
は
終
戦
後
も

こ
の
宮
中
服
を
着
用
し
て
い
た
の
だ
が
、そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
1
9
4
9
年
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
新
聞
記
事
が
誌
面
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。

皇
后
さ
ま
。あ
な
た
の
お
召
に
な
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
宮
中
服
の
お
姿
が
失
礼
な
が
ら
あ
ん
ま
り
お
か
し

い
の
で
一
体
い
つ
あ
の
よ
う
な
着
物
が
出
来
た
の
か
と
き
い
た
ら
事
務
官
ら
が
考
案
し
秩
父
宮
妃
に
御

相
談
し
て
昭
和
十
九
年
に
宮
中
服
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
だ
そ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
ね
。
…
中
略
…
天
皇

さ
ま
が
国
民
の
象
徴
で
い
ら
つ
し
や
る
よ
う
に
あ
な
た
は
日
本
女
性
の
象
徴
で
あ
る
と
申
し
上
げ
て
も

よ
い
で
し
よ
う
。
…
中
略
…
日
本
女
性
の
外
面
的
な
美
し
さ
が
着
物
と
帯
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
内
外

人
の
ひ
と
し
く
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
も
し
も
あ
な
た
が
美
し
く
さ
つ
ぱ
り
と
し
た
日
本
の
着

物
を
お
召
し
に
な
つ
た
ら
、た
ぶ
ん
中
年
の
女
性
の
落
ち
着
い
た
美
し
さ
を
世
界
に
認
め
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
で
し
よ
う
。
失
礼
な
が
ら
皇
后
様
は
ほ
ど
よ
く
お
ふ
と
り
に
な
つ
て
い
ら
つ
し
や
い
ま
す
が
あ
な

た
が
日
本
の
キ
モ
ノ
を
お
召
し
な
つ
た
ら
さ
ぞ
堂
々
と
し
て
お
立
派
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。
…
中
略

…
私
た
ち
は
平
和
な
美
し
い
心
ば
え
を
、
和
服
を
お
召
し
に
な
る
こ
と
に
よ
つ
て
中
外
に
お
示
し
下
さ

る
日
の
近
い
こ
と
を
祈
つ
て
い
ま
す
。（
註
28
）

こ
こ
で
は
皇
室
の
宮
中
服
に
対
し
て
批
判
の
目
が
向
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
皇
后
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
着

用
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
市
井
の
人
び
と
と
同
じ
着
物
を
着
用
す
る
こ
と
を
勧
め
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
戦

後
の「
日
本
女
性
の
象
徴
」と
な
り
う
る
と
記
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
平
和
条
約
が
発
効
さ
れ
日
本
の
主
権
が
回
復
し
た
前
日
、
1
9
5
2
年
4
月
27
日
に
、天
皇
皇
后
は
第

2
代
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
の
マ
シ
ュ
ー・リ
ッ
ジ
ウ
ェ
イ
と
会
食
し
、
そ
の
際
に
皇
后
は「
は
じ
め
て
和
服
を
」
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よ
る
き
も
の
議
員
連
盟
が
結
成
さ
れ（
現
：
和
装
振
興
議
員
連
盟
）、
家
庭
科
教
育
で
の
和
裁
授
業
の
拡
充
や
皇

族
の
着
物
着
用
の
促
進
な
ど
が
謳
わ
れ
た
り
、さ
ま
ざ
ま
な
団
体
組
織
が
結
社
し
て
い
る
。「
正
し
さ
」の
さ

き
に
み
え
る
、や
や
保
守
的
な
、日
本
の
伝
統
服
あ
る
い
は
民
族
服
と
いっ
た
観
念
は
こ
う
し
た
政
治
に
近
し
い

空
間
に
よ
って
も
醸
成
さ
れ
て
いっ
た
。

も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ら
す
べ
て
は
着
物
が
人
び
と
の
日
常
か
ら
遊
離
し
た
が
ゆ
え
に
生
じ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
女
性
の
幸
福
と
い
う
夢
幻
を
、ま
た「
正
し
い
」着
物
と
い
う
規
範
を
、そ
し
て
日
本
の
伝
統
と
い
う
精
神
を

非
日
常
着
と
な
っ
た
着
物
に
人
び
と
は
読
み
込
ん
で
い
く
。こ
れ
が
60
年
代
以
降
に
あ
ら
わ
れ
た
着
物
の
形
象
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
、こ
う
し
た
形
象
も
ま
た
70
年
代
後
半
、80
年
代
を
迎
え
る
と
いつ
し
か
変
貌
を
遂
げ
て
い
く

こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、同
時
に
、こ
の
2
つ
の
形
象
の
淵
に
は
揺
る
ぎ
な
い
根
源
が
通
奏
低
音
の
よ
う
に
し
て

存
在
し
て
い
る
。
新
た
な
形
象
と
そ
れ
ら
を
繋
ぐ
布
置
。こ
の
こ
と
に
つい
て
は
次
回
に
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

着
用
し
、今
後
は「
宮
中
公
式
の
場
で
は
和
服
を
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
き
め
」た
。
記
事
と
と
も
に
掲
載
さ
れ
て

た
写
真
に
は
洋
装
の
天
皇
の
横
で
、
半
喪
の
服
装
で
あ
る「
菊
花
三
つ
紋
付
ふ
じ
ね
ず
み
の
訪
問
着
に
黒
地
銀

糸
に
桃
模
様
の
帯
」を
召
し
た
香
淳
皇
后
の
姿
が
あ
る（
註
29
）。
こ
う
し
て
皇
后
が
着
物
に
袖
を
通
す
機
会
は

徐
々
に
増
え
て
いっ
た
。

け
れ
ど
も
、こ
の
よ
う
な
着
物
と
皇
室
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
固
に
、ま
た
決
定
的
に
結
び
つ
け
た
の
は
、
現
上
皇

明
仁
の
妻
と
な
っ
た
正
田
美
智
子（
現
：
上
皇
后
）の
存
在
で
あ
ろ
う
。
1
9
5
8
年
11
月
に
皇
太
子
と
の
婚
約
が

正
式
に
発
表
さ
れ
、
多
く
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
大
々
的
に
報
道
し
た
。い
わ
ゆ
る
ミ
ッ
チ
ー・ブ
ー
ム
と
よ
ば
れ
る
も

の
だ
が
、
そ
こ
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
当
時『
週
刊
新
潮
』や『
週
刊
女
性
』な
ど
の
創
刊
が
続
い
た

週
刊
誌
で
あ
り
、『
家
庭
画
報
』や『
婦
人
画
報
』、あ
る
い
は「
戦
後
の
4
大
婦
人
雑
誌
」と
称
さ
れ
た『
主
婦
之

友
』や『
主
婦
と
生
活
』な
ど
の
全
盛
を
極
め
て
い
た
婦
人
誌
で
あ
っ
た（
註
30
）。
そ
こ
で
は
彼
女
の
生
い
立
ち
や
振

る
舞
い
な
ど
が
詳
細
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、な
か
で
も
注
目
さ
れ
た
の
が
そ
の
フ
ァッ
シ
ョン
で
あ
り
、ド
レ
ス

や
着
物
、ス
ポ
ー
ツ
姿
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ス
タ
イ
ル
が
誌
面
を
賑
や
か
せ
た
。
納
采
の
儀
で
の
振
袖
姿
ば
か
り
で

は
な
く
、た
と
え
ば
、
59
年
新
年
特
大
号
の『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』で
は
菊
、
牡
丹
な
ど
四
季
の
花
を
紅
白
の
紐
で
束

ね
た
花
束
文
様
の
中
振
袖
に
、
七
宝
華
文
の
丸
帯
、
本
疋
田
の
帯
揚
げ
を
召
し
た
美
智
子
妃
の
姿
が
表
紙
を

飾
って
い
る（
図
3
）。
そ
の
後
も
、
自
身
の
誕
生
日
を
迎
え
た
際
の
ポ
ー
ト
レ
ー
ト
を
は
じ
め
、
母
と
な
り
浩
宮
や

皇
太
子
と
一
緒
に
過
ご
す
一
時
、ま
た
平
成
と
な
り
追
悼
式
や
慰
霊
祭
を
は
じ
め
と
す
る
式
典
への
出
席
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
お
い
て
着
物
が
着
用
さ
れ
、現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
イ
メ
ー
ジ
へ
と
至
っ
て
い
る
。

か
つ
て
洋
服
と
い
う
具
象
性
を
し
て
日
本
の
近
代
国
家
への
歩
み
を
体
現
し
て
い
た
皇
室
が
、い
ま
や
着
物
に

衣
替
え
身
を
包
む
こ
と
で
日
本
の
伝
統
の
象
徴
性
へ
と
書
き
換
え
ら
れ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
と
き
の
着

物
と
は
決
し
て
人
び
と
の
生
活
に
根
ざ
し
た
日
常
着
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
準
拠
点
と
し
て
和
服
／
洋
服

と
い
う
境
界
を
越
え
出
る
試
み
で
も
な
い
。
そ
れ
は
非
日
常
的
な
祝
祭
の
場
を
華
や
か
せ
る
盛
装
の
着
物
で
あ

り
、そ
の
際
の「
正
し
さ
」を
美
し
く
守
る
こ
と
で
伝
統
や
民
族
と
いっ
た
観
念
を
想
起
さ
せ
る
。日
本
の
伝
統
、

あ
る
い
は
日
本
人
と
い
う
民
族
性
を
、
人
び
と
は
皇
室
の
、
皇
后
の
、な
か
で
も
美
智
子
妃
の
着
物
姿
の
う
ち

に
発
見
す
る
こ
と
と
な
る
。
着
物
の
伝
統
は
こ
の
よ
う
な
新
た
な
ピ
ー
ス
を
得
る
こ
と
で
再
創
造
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
に
も
、
1
9
6
5
年
に
は
菅
原
通
済
が
初
代
会
長
を
務
め
た
全
日
本
き
も
の
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
協
会

が
設
立
さ
れ
、
資
格
認
定
制
度
が
導
入
さ
れ
た
り
、
翌
66
年
に
は
全
日
本
き
も
の
振
興
会
が
創
設
さ
れ
、
11
月

15
日
を「
き
も
の
の
日
」と
し
て
全
日
本
き
も
の
の
女
王
コ
ン
テ
ス
ト
が
開
催
さ
れ
た
り
、
73
年
に
は
超
党
派
に

註1
：
小
形
道
正
2
0
1
7「
生
活
着
の
着
物
と
衣
服
を
作
る
こ
と
│
終
戦
か
ら
1
9
5
0
年
代（
上
）」『Fashion Talks

…
』6
号
、
40‒

47
頁
、

小
形
道
正
2
0
1
8「
生
活
着
の
着
物
と
衣
服
を
作
る
こ
と
│
終
戦
か
ら
1
9
5
0
年
代（
下
）」『Fashion Talks...

』8
号
、
38‒

45
頁

2
：
ち
な
み
に
1
9
6
4
年
に
内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室
に
よ
って
実
施・報
告
さ
れ
た「
和
装
に
関
す
る
世
論
調
査
」と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
る
。

た
と
え
ば
、「
あ
な
た
は
、ふ
だ
ん
家
で
は「
き
も
の
」を
着
て
い
ま
す
か
、
洋
服
を
着
て
い
ま
す
か
、ど
ち
ら
も
着
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」と
い
う

質
問
に
対
し
て
は
、
普
段
か
ら
洋
服
を
着
て
い
る
と
回
答
し
た
人
が
45・8
％
で
あ
り
、
着
物
を
着
て
い
る
と
回
答
し
た
人
の
43・2
％
を
上
回
って

い
る
。
こ
れ
は
20
代
以
上
の
女
性
を
対
象
と
し
た
結
果
で
あ
り
、
拙
稿
に
て
論
じ
た
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、こ
の
時
点
で
既
に
着
物
よ
り
も
洋
服

が
多
い
こ
と
は
、や
は
り
日
常
生
活
の
な
か
で
徐
々
に
着
物
が
人
び
と
の
生
活
着
で
は
な
く
な
り
つつ
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。一
方
、「
あ
な

た
は
婦
人
会
や
P
T
A
の
集
ま
り
に
出
た
り
、
人
の
家
を
訪
問
し
た
り
、
遠
く
へ
買
物
に
出
か
け
た
り
す
る
と
き
に
は
、いつ
も「
き
も
の
」を
着
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
，洋
服
を
着
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
、
別
に
決
ま
って
は
い
ま
せ
ん
か
」と
い
う
質
問
で
は
、
着
物
を
着
て
い
る
人
の
割
合
は
52・

1
％
、
洋
服
を
着
て
い
る
人
の
割
合
は
34・6
％
で
あ
り
、
着
物
を
着
る
人
が
大
き
く
上
回
って
い
る
。
こ
の
調
査
は
、
内
閣
府
と
東
京
大
学
社
会

科
学
研
究
所
で
結
果
に
若
干
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、そ
れ
ぞ
れ
デ
ー
タ
を
公
開
し
て
い
る
。
内
閣
府（https://survey.gov-online.go.jp/s38/

S39-01-38-16.htm
l

）、東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所（https://ssjda.iss.u-tokyo.ac.jp/D

irect/gaiyo.php?eid=M
157

）、
2
0
2
1
年
6

月
5
日
参
照
。

3
：「
天
井
知
ら
ず
晴
着
ブ
ー
ム
」『
朝
日
新
聞
』
1
9
6
7
年
11
月
17
日

4
：
国
民
生
活
研
究
所
1
9
6
2『
経
済
企
画
庁
委
託
調
査
』

5
：「
着
物
の
着
か
た
教
え
ま
す
」『
朝
日
新
聞
』
1
9
7
2
年
10
月
17
日

6
：
さ
ら
に
後
染
め
用
の
白
生
地
、無
地
ち
り
め
ん
と
駒
綸
子
ち
り
め
ん
、紋
意
匠
ち
り
め
ん
の
3
種
類
を
比
較
し
た
デ
ー
タ
が
存
在
す
る
。
そ
こ

で
は
ま
ず
3
つ
の
合
計
は
1
0
5
0
万
反
か
ら
2
1
8
0
万
反
へ
と
倍
増
し
て
い
る
。
な
か
で
も
駒
綸
子
ち
り
め
ん
と
紋
意
匠
ち
り
め
ん
が
、そ
れ

ぞ
れ
30
万
反
か
ら
3
5
0
万
反
の
約
12
倍
、
10
万
反
か
ら
1
1
6
万
反
の
約
12
倍
と
飛
躍
的
な
成
長
を
遂
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、こ
の
こ
と
よ

り
複
雑
で
、装
飾
性
が
高
く
、高
級
な
白
生
地
が
よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。藤
平
昭
1
9
6
9「「
き
も
の
」を
め
ぐ
る
生
産・

流
通
の
問
題
点
」『
被
服
文
化
』1
1
8
号

7
：「
デ
ラ
ッ
ク
ス
な
御
召
の
晴
着
」『
美
し
い
キ
モ
ノ
』21
号
、
1
9
6
0
年　

な
お
、
現
在
で
は
マ
ジ
ョル
カ
で
は
な
く
マ
ヨ
ル
カ（
島
）と
呼
ぶ
の
が
一

般
的
と
な
って
い
る
。

8
：
本
坂
ま
す
み「
晴
着
の
常
識
」『
美
し
い
キ
モ
ノ
』53
号
、
1
9
6
6
年

9
：
佐
藤
茂
雄
・
大
塚
末
子
・石
橋
治
郎
八・
南
部
あ
き・滝
沢
栄
輔
・
吉
原
正
道
・
前
田
鍈
二「
絹
の
キ
モ
ノ
を
語
る
」『
美
し
い
キ
モ
ノ
』21
号
、

1
9
6
0
年

10
：
小
沢
喜
美
子「
き
も
の
と
季
節
」『
美
し
い
キ
モ
ノ
』17
号
、
1
9
5
9
年

11
：
石
津
謙
介
1
9
6
5『
いつ・ど
こ
で・な
に
を
着
る
?
│
男
の
T
P
O
事
典
』婦
人
画
報
社

12
：
大
塚
末
子「
特
集
ど
こ
で
ど
ん
な
キ
モ
ノ
を
着
る
か
?
」『
美
し
い
キ
モ
ノ
』48
号
、
1
9
6
5
年

13
：
大
関
早
苗「
特
集・中
振
袖
百
科
美
し
い
ポ
ー
ズ
」『
美
し
い
キ
モ
ノ
』76
号
、
1
9
7
2
年

14
：「
街
で
見
た
き
も
の
」『
美
し
い
キ
モ
ノ
』56
号
、
1
9
6
7
年

15
：
武
智
鉄
二
の「
ア
ク
シ
ョン
の
効
用
│
ど
う
着
る
の
が
本
当
か
」『
美
し
い
キ
モ
ノ
』36
号
、
1
9
6
2
年

16
：
正
確
に
言
え
ば
、ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
手
順
が
ほ
と
ん
ど
写
真
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
、自
分
で
着
る
の
か
あ
る
い
は
誰
か
に
着
せ

付
け
て
も
ら
う
の
か
と
い
う
違
い
は
よ
り
曖
昧
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、そ
こ
に
は
写
真
だ
け
で
は
な
く
文
字
に
よ
る
解
説
が
附
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、そ
れ
ら
の
解
説
を
読
む
と
自
分
で
着
る
の
で
は
な
く
、着
せ
付
け
の
記
事
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

17
：
塩
月
弥
栄
子
1
9
7
0『
冠
婚
葬
祭
入
門
│
い
ざ
と
い
う
と
き
恥
を
か
か
な
い
た
め
に
』光
文
社
、
酒
井
美
意
子
1
9
7
0『
和
服
の
常
識

│
いつ
、何
を
、ど
う
着
る
か
』三
崎
書
房

18
：
三
橋
順
子
2
0
1
4「「
着
物
趣
味
」の
成
立
」『
現
代
風
俗
学
研
究
』15
号
、
54‒

70
頁

19
：
こ
の
他
に
も
、た
と
え
ば
、
京
都
で
も
1
9
6
4
年
に
服
部
和
子
き
も
の
学
院
、
65
年
に
京
都
き
も
の
学
院
、
67
年
に
西
陣
織
工
業
組
合
に

よ
る
西
陣
和
装
学
院
が
そ
れ
ぞ
れ
開
校
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
設
立
年
に
つい
て
は
各
教
室
の
サ
イ
ト
よ
り
参
照
。
装
道
礼
法
き
も
の

学
院（https://w

w
w.sodo.or.jp/

）、
長
沼
静
き
も
の
学
院（https://w

w
w.naganum

a-kim
ono.co.jp/

）、ハ
ク
ビ
京
都
き
も
の
学
院（http://
w

w
w.hakubi.net/

）、
服
部
和
子
き
も
の
学
院（https://kim

onom
useum

.com
/index.htm

l

）、
京
都
き
も
の
学
院（http://w

w
w.kyoto-

kim
ono-g.jp/

）、西
陣
和
装
学
院（http://nishijin.or.jp/

）、そ
れ
ぞ
れ
2
0
2
1
年
6
月
5
日
閲
覧
。

20
：『
学
校
基
本
調
査
』に
お
い
て
学
校
数
の
調
査
も
開
始
さ
れ
る
の
は
1
9
7
8
年
度
か
ら
で
あ
り
、そ
れ
以
前
は
課
程
数
の
み
と
な
って
い
る
。

ま
た
、以
下
本
文
に
て
和
裁
と
洋
裁
の
課
程
数
と
生
徒
数
の
比
較
を
行
って
い
る
が
、
和
裁
と
洋
裁
、そ
し
て
和
洋
裁
の
3
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る

の
は
今
回
表
に
し
た
59
年
度
か
ら
73
年
度
ま
で
の
一
時
期
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
項
目
の
変
化
そ
れ
自
体
も
大
変
興
味
深
い
が
、
そ
れ
以
前

と
以
後
は
全
体
数
だ
け
と
な
って
お
り
、ひ
と
つ
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、こ
の
時
期
の
和
洋
裁
の
課
程
数
と
生
徒
数
に
つい
て
は
、洋
裁
同
様
、

大
き
く
そ
の
数
を
減
ら
し
て
い
る
。

21
：「〝
着
付
け
学
校
〞に
夏
休
み
は
な
い
」『
読
売
新
聞
』
1
9
7
0
年
6
月
30
日

22
：
見
田
宗
介
は
1
9
6
0
年
代
の
農
村
か
ら
都
会
へ
移
動
す
る
人
び
と
の
な
か
に
生
じ
た
、家
郷
を
め
ぐ
る「
一つ
の
新
し
い〈
意
味
の
地
平
〉と
し

て
の
心
情
の
磁
場
の
生
成
」に
つい
て
、つ
ぎ
の
よ
う
に
明
晰
に
記
し
て
い
る
。「
た
と
え
ば
ホ
ー
ム・メ
ー
キ
ン
グ
と
か
、ホ
ー
ム・ビ
ル
と
い
う
よ
う
な
一

見
軽
や
か
な
週
刊
誌
風
の
標
語
の
か
げ
に
は
、
意
識
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
家
郷
喪
失
者
の
群
れ
の
、
家
郷
創
造（hom

e-m
aking!

）の
重
い
悲

願
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
庭
化
時
代
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
本
質
は
、日
本
に
お
け
る
、「
出
稼
ぎ
型
」の
社
会
構
造・生
活

構
造・意
識
構
造
の
解
体
を
予
知
す
る
も
の
で
あ
る
。「
安
心
立
命
」の
地
と
し
て
の「
家
郷
」は
今
や
、そ
こ
か
ら
出
で
て
そ
こ
に
還
る
べ
き
所
与
と

し
て
で
な
く
、
自
ら
こ
こ
に
建
設
す
べ
き
課
題
と
し
て
現
わ
れ
は
じ
め
る
。〈
家
郷
〉は
本
来
、
人
間
が
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
所
与
の
原
点
と
し
て

あ
っ
た
。
し
た
が
って
、家
郷
の
創
造
と
は
一つ
の
逆
説
で
あ
り
、形
容
矛
盾
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
実
は
、日
本
の
民
衆
に
と
って
の〈
家

郷
〉の
観
念
の
意
識
さ
れ
な
い
コペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
あ
る
。」見
田
宗
介
1
9
6
5
＝
1
9
7
1「
新
し
い
望
郷
の
歌
」『
現
代
日
本
の
心
情
と
論

理
』筑
摩
書
房
、
6‒

7
頁
。

23
：
盛
山
和
夫
は
形
態
と
し
て
の
核
家
族
と
理
念
と
し
て
の
核
家
族
化
を
慎
重
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
留
意
し
つつ
も
、人
口
学
的
要
因
を
コン

ト
ロ
ー
ル
し
た
上
で
、子
ど
も
の
側
か
ら
み
た
選
択
的
核
家
族
率
が
1
9
6
0
年
か
ら
85
年
に
か
け
て
13・2
％
か
ら
34・5
％へ
と
大
き
く
増
加
し
て

い
る
と
い
う
。
ま
た
、
そ
の
結
果
は
通
常
核
家
族
化
の
議
論
に
際
し
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
、『
国
勢
調
査
』に
基
づ
く
核
家
族
世
帯
の
推
移
以
上

の
拡
大
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
盛
山
和
夫
1
9
9
3「「
核
家
族
化
」の
日
本
的
意
味
」直
井
優・盛
山
和
夫・間
々
田
孝
夫（
編
）『
日
本
社
会

の
新
潮
流
』東
京
大
学
出
版
会
、
3‒

28
頁
。

24
：
多
木
浩
二
1
9
8
8
＝
2
0
0
2『
天
皇
の
肖
像
』岩
波
書
店

25
：
明
治
神
宮
監
修
2
0
1
4『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』上
巻
、吉
川
弘
文
館
、
4
0
1
頁
。

26
：
明
治
神
宮
監
修
2
0
1
4『
昭
憲
皇
太
后
実
録
』上
巻
、吉
川
弘
文
館
、
4
0
0‒

4
0
1
頁
。

27
：
帯
は
決
し
て
な
い
わ
け
で
は
な
く
、「
幅
二
寸
五
分
長
サ
胴
二
廻
リ
ノ
上
前
面
ニ
於
テ
蝶
結
ビ
」と
さ
れ
て
い
る
。

28
：「
編
集
手
帖
」『
読
売
新
聞
』
1
9
4
9
年
5
月
29
日

29
：「『
獨
立
は
こ
れ
か
ら
』天
皇
陛
下
お
喜
び
を
胸
深
く
皇
后
さ
ま
今
後
は
和
服
」『
朝
日
新
聞
』
1
9
5
2
年
4
月
28
日

30
：
石
田
あ
ゆ
う
2
0
0
8「「
若
い
女
性
」雑
誌
の
時
代
」『
文
学
』9（
2
）、
1
3
8‒

1
5
3
頁
。
小
形
道
正
2
0
1
3「
フ
ァッ
シ
ョン
を
語
る
方

法
と
課
題
│
消
費・身
体・メ
デ
ィ
ア
を
越
え
て
」『
社
会
学
評
論
』63（
4
）、
4
8
7‒

5
0
2
頁
。
坂
本
佳
鶴
恵
2
0
0
0「
女
性
雑
誌
の
歴
史

分
析
」『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』53
号
、
2
5
5-

2
6
4
頁
。
松
下
圭
一
1
9
8
8『
昭
和
後
期
の
争
点
と
政
治
』木
鐸
社
。
吉
見

俊
哉
2
0
0
2「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
天
皇
制
」『
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
』第
10
巻
、岩
波
書
店
。

な
お
本
稿
は
サ
ン
ト
リ
ー
文
化
財
団
2
0
1
4
年
度「
若
手
研
究
者
の
た
め
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
研
究
助
成
」、
な
ら
び
に
J
S
P
S
科
研
費

JP18K
12962

の
助
成
を
受
け
て
実
施
し
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

図3：1959年新年特大号『アサヒグラフ』表紙
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