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二
〇
一
六
年
七
月
、
神
奈
川
県
相
模
原
市
の
障
害
者
施
設
で
お
こ
っ
た
大
量
殺
傷

事
件
は
幾
重
も
の
意
味
で
心
肝
を
寒
か
ら
し
め
る
も
の
で
、
日
本
国
内
だ
け
で
な
く

世
界
的
に
注
目
さ
れ
た
。
こ
と
に
容
疑
者
の
元
職
員
青
年
は
報
道
に
よ
る
と
、
そ
れ

以
前
に
も
衆
議
院
議
長
へ
の
手
紙
に
「
重
複
障
害
者
の
方
が
家
庭
内
で
の
生
活
、
及

び
社
会
的
活
動
が
極
め
て
困
難
な
場
合
、
保
護
者
の
同
意
を
得
て
安
楽
死
で
き
る
世

界
」
が
目
標
だ
と
し
た
た
め
て
い
て
、
事
件
も
「
人
類
の
た
め
」
の
行
為
だ
と
主
張

し
て
い
る
と
さ
れ
、
一
部
で
は
こ
れ
へ
の
共
鳴
が
ネ
ッ
ト
で
表
明
さ
れ
も
し
た
の
だ

か
ら
無
理
も
な
い
。

　

ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』
に
影
響
を
う
け
た
そ
の
従
兄
弟
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・

ゴ
ル
ト
ン
に
よ
っ
て
、「
人
種
」（
遺
伝
子
学
的
に
は
存
在
し
な
い
が
）
の
先
天
的
な

諸
特
質
の
改
善
を
め
ざ
す
応
用
「
科
学
」
と
し
て
、
優
生
学
が
一
九
世
紀
末
に
は
唱

え
ら
れ
た
。
民
族
の
淘
汰
、
優
勝
劣
敗
を
説
き
、「
文
明
」
国
が
「
野
蛮
・
未
開
」

人
を
「
開
化
」
す
る
の
だ
と
し
て
、侵
略
の
口
実
と
も
さ
れ
た
社
会
進
化
論
と
同
様
、

そ
の
極
致
と
も
い
え
る
優
生
学
は
生
物
進
化
論
を
唱
え
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
意
図
を
超

え
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
だ
が
優
生
学
で
は
そ
の
方
策
と
し
て
は
産
児
制
限
か
ら
断

種
・
堕
胎
、
よ
り
高
度
な
遺
伝
子
操
作
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
発
想
、
優
生
思
想
か
ら
は
、
社
会
国
家
が
そ
の
都
合
に
よ
っ
て
人
間
の

生
命
の
「
優
劣
」
を
選
別
し
、「
劣
」
と
み
な
し
た
人
た
ち
を
排
除
・
減
少
さ
せ
よ

う
と
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
端
的
に
は
ナ
チ
ス
の
人
種
選
別
政
策
、「
劣
等
分
子
」

か
ら
く
る
「
負
担
」
の
大
き
さ
を
煽
り
立
て
て
の
絶
滅
計
画
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
も

あ
り
、
戦
後
は
少
な
く
と
も
そ
の
負
の
烙
印
か
ら
忌
避
さ
れ
た
か
に
み
え
た
。
そ
れ

で
も
、「
人
種
」（「
人
種
」
は
学
問
的
に
存
在
し
な
く
と
も
人
種
差
別
は
あ
る
）
や

社
会
国
家
の
発
展
繁
栄
や
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
の
「
健
常
者
」
の
負
担
削
減
、
福
祉
向
上

の
た
め
に
と
の
名
目
で
、
そ
れ
こ
そ
「
人
類
の
た
め
」
に
そ
う
し
た
願
望
は
続
い
て

き
た
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
も
、形
を
変
え
た
優
生
思
想
へ
の
警
戒
の
解
除
は
脱
「
戦
後
」
風
潮
の
な
か
、

遺
伝
子
操
作
に
よ
る
医
療
、
生
殖
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
、
そ
の
ビ
ジ
ネ
ス
化
と
と
も
に
一

挙
に
進
ん
で
き
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
か
ら
は
、
子
宮
に
着
床
す
る
前
の
受
精
卵

の
遺
伝
子
や
染
色
体
に
異
常
が
な
い
か
検
査
す
る
「
着
床
前
診
断
」
が
広
ま
る
と
、

倫
理
性
が
問
わ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
傾
向
に
は
拍
車
が
か
か
っ
て
き
て
い
る
。
同
様

に
経
済
水
準
の
上
昇
や
少
子
化
傾
向
を
背
景
に
、
不
妊
治
療
と
結
び
つ
き
、
ア
メ
リ

カ
な
ど
で
世
界
向
け
の
ビ
ジ
ネ
ス
化
が
始
ま
っ
て
い
る
精
子
・
卵
子
バ
ン
ク
で
は
皮

膚
色
や
毛
髪
色
、
病
歴
な
ど
事
細
か
な
情
報
を
記
載
し
た
オ
ー
ダ
ー
・
リ
ス
ト
を
作

成
、
よ
り
露
骨
な
優
生
思
想
・
人
種
選
別
を
強
化
し
か
ね
な
い
と
危
惧
さ
れ
て
い
る

中
国
近
代
の
優
生
思
想
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
躓
き
と
た
じ
ろ
ぎ

─
─
諷
刺
画
「
中
国
に
お
け
る
山サ

ン
額ガ

ー
夫
人
」（
一
九
三
六
年
）
を
読
む
─
─
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と
い
う
。
日
本
で
も
不
妊
治
療
と
な
る
と
、
国
の
少
子
化
対
策
だ
け
で
な
く
、
治
療

が
与
え
る
心
身
へ
の
負
担
が
ど
れ
ほ
ど
重
く
と
も
、「
産
む
権
利
」
の
行
使
で
あ
る

か
の
よ
う
に
肯
定
さ
れ
が
ち
で
、非
行
使
者
へ
の
抑
圧
問
題
す
ら
お
こ
る
。
一
方
で
、

遺
伝
し
な
い
感
染
病
で
し
か
も
感
染
力
が
非
常
に
弱
く
、
特
効
薬
も
早
く
に
現
れ
た

ハ
ン
セ
ン
病
の
患
者
を
、
一
九
九
六
年
ま
で
長
年
に
わ
た
り
強
制
的
隔
離
、
断
種
・

堕
胎
さ
せ
続
け
、
社
会
・
民
族
の
た
め
に
彼
ら
の
「
産
む
権
利
」
な
ど
一
顧
だ
に
し

な
か
っ
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

　

加
え
て
日
本
は
植
民
地
支
配
・
侵
略
戦
争
へ
の
反
省
・
謝
罪
・
賠
償
を
、
戦
後
す

ぐ
始
ま
っ
た
冷
戦
構
造
下
で
対
米
追
随
と
引
き
替
え
に
免
責
さ
れ
た
の
を
い
い
こ
と

に
、
中
国
・
朝
鮮
半
島
を
は
じ
め
ア
ジ
ア
へ
の
蔑
視
を
克
復
・
払
拭
し
て
は
こ
な
か

っ
た
。
し
か
も
中
国
・
韓
国
な
ど
ア
ジ
ア
諸
国
の
近
年
の
経
済
発
展
は
め
ざ
ま
し
く
、

日
本
が
長
期
没
落
傾
向
に
転
じ
る
と
、
そ
れ
へ
の
焦
り
、
そ
れ
と
明
ら
か
に
共
振
す

る
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
も
近
年
、
目
立
っ
て
き
て
い
る
。
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
う

し
た
こ
と
も
今
回
の
事
件
の
背
景
と
し
て
無
縁
と
は
し
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

ふ
り
か
え
る
と
筆
者
は
か
れ
こ
れ
二
〇
年
以
上
に
わ
た
り
、
中
国
近
代
思
想
文
化

史
の
分
野
に
お
い
て
二
〇
世
紀
初
に
浸
透
し
た
社
会
進
化
論
へ
の
注
目
か
ら
優
生
思

想
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
関
係
に
も
関
心
を
も
っ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
中
国
の
場
合
、

「
文
明
」
強
国
に
よ
る
「
未
開
」
弱
国
の
併
呑
「
開
化
」
対
象
と
さ
れ
て
し
ま
う
と

い
う
危
機
意
識
か
ら
の
社
会
進
化
論
受
容
で
は
あ
る
が
、
多
民
族
国
家
と
い
う
こ
と

も
あ
り
、
そ
の
受
容
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
中
国
で
長
く

続
き
、
近
代
に
な
っ
て
「
野
蛮
」
で
「
弱
種
」
を
産
む
と
難
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
纏
足
習
俗
、
男
系
の
家
を
継
ぐ
男
児
を
確
保
す
る
た
め
、
ま
た
農
業
労
働
力
確
保

の
た
め
に
強
い
ら
れ
る
「
多
産
」
と
い
う
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
階
層
の
問
題
も
か
ら
む

だ
け
に
、
な
お
さ
ら
難
問
と
い
え
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
事
件
で
改
め
て
優
生
思
想

の
問
題
の
深
刻
さ
を
痛
感
し
た
。

　

中
国
近
代
の
優
生
思
想
の
問
題
で
は
、
筆
者
も
『
中
国
民
族
主
義
の
神
話

─
人

種
・
身
体
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
で
つ
と
に
論
じ
た
よ
う
に
、

清
末
に
は
厳
復
に
よ
る
社
会
進
化
論
の
翻
訳
（『
天
演
論
』
一
八
九
八
年
刊
）
な
ど

で
「
択
種
留
良
〔
種
ヲ
選
ビ
良
ヲ
留
メ
ル
〕
之
計
」
と
い
う
訳
語
を
あ
て
、
ま
た
一

八
八
〇
年
代
に
は
福
沢
諭
吉
ら
に
よ
っ
て
ゴ
ル
ト
ン
の
優
生
学
が
紹
介
さ
れ
て
い
た

日
本
経
由
で
も
初
歩
的
に
は
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
そ
れ
が
本
格
的
な
言
説
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
こ

と
で
あ
る
。
大
戦
中
・
戦
後
に
か
け
、
中
国
は
辛
亥
革
命
に
よ
る
共
和
国
誕
生
か
ら

数
年
で
し
か
な
い
中
華
民
国
の
あ
り
方
、
そ
の
内
実
が
北
京
政
府
の
混
迷
の
な
か
、

厳
し
く
問
わ
れ
る
と
と
も
に
、「
伝
統
」
批
判
を
と
も
な
う
欧
化
的
な
新
文
化
運
動

が
始
ま
る
。
そ
こ
で
は
長
く
続
い
て
一
九
〇
五
年
に
廃
止
さ
れ
た
科
挙
と
不
可
分
で

あ
っ
た
教
育
制
度
を
普
及
教
育
へ
と
改
変
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
を
西
欧
近
代
対
応
へ
と

再
編
す
る
取
り
組
み
が
あ
る
。
さ
ら
に
は
ロ
シ
ア
革
命
の
影
響
を
う
け
つ
つ
儒
教
的

な
精
神
労
働
偏
重
か
ら
「
労
工
神
聖
」
へ
の
労
働
観
の
転
換
が
あ
る
。
そ
し
て
ジ
ェ

ン
ダ
ー
規
範
・
生
殖
観
の
平
権
的
改
変
を
喚
起
し
た
点
は
な
か
で
も
大
き
い
。

　

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
優
生
思
想
と
の
結
び
つ
き
は
、
民
国
期
の
新
知
識
人
た
ち
の
重

要
な
思
想
資
源
の
ひ
と
つ
、
あ
る
い
は
磁
場
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
が
、
フ
ェ
ビ
ア

ン
協
会
系
の
思
想
圏
か
ら
得
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
と
親
し
か
っ
た
詩
人
エ
ド
ワ
ー
ド
・
カ
ー
ペ
ン
タ
ー
や
「
優
生

問
題
自
体
が
す
ぐ
れ
て
女
性
問
題
」
と
み
た
性
科
学
者
の
ハ
ヴ
ロ
ッ
ク
・
エ
リ
ス
ら

の
集
ま
り
が
も
と
に
な
り
、
社
会
改
革
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
を
め
ざ
し
、
一
八
八
四
年
に

設
立
さ
れ
た
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
、
社
会
学
・
経
済
学
者
の
ウ
ェ

ッ
ブ
夫
妻
、
作
家
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
、
の
ち
に
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
に
い

た
る
知
識
人
た
ち
も
集
う
。
離
合
は
あ
っ
た
が
改
良
主
義
的
社
会
主
義
的
な
協
会
で

は
あ
り
、
二
〇
世
紀
の
戦
間
期
に
は
ギ
ル
ド
社
会
主
義
者
Ｇ
・
Ｄ
・
Ｈ
・
コ
ー
ル
や
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ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
キ
ら
が
影
響
力
を
も
っ
た
。
そ
の
間
、
イ
ギ
リ
ス
の
優
生
学
も
進

み
、
一
九
〇
七
年
に
は
優
生
教
育
学
協
会
（EES

）
が
創
設
さ
れ
る
と
エ
リ
ス
や
シ

ョ
ウ
ら
フ
ェ
ビ
ア
ン
系
の
知
識
人
た
ち
が
会
員
と
な
っ
て
い
た
。

　

シ
ョ
ー
や
ラ
ッ
セ
ル
は
訪
中
し
た
し
、
ラ
ス
キ
ら
も
ま
た
の
ち
に
中
国
政
治
論
者

へ
の
影
響
力
を
も
っ
て
い
く
こ
と
を
考
え
る
と
、
フ
ェ
ビ
ア
ン
系
の
思
想
圏
の
磁
場

の
存
在
の
大
き
さ
が
わ
か
る
の
だ
が
、
五
四
新
文
化
運
動
期
の
文
人
た
ち
が
ま
ず
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
性
科
学
、
生
殖
観
に
お
い
て
惹
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
魯
迅

と
と
も
に
五
四
文
学
を
中
心
的
に
創
っ
て
い
っ
た
そ
の
弟
、
周
作
人
な
ど
も
、
最
も

尊
敬
す
る
思
想
家
と
し
て
エ
リ
ス
を
あ
げ
、
そ
の
女
性
主
義
や
性
科
学
、
優
生
思
想

と
社
会
主
義
に
つ
い
て
こ
と
に
関
心
を
よ
せ
て
い
た
。

　

ま
し
て
、
多
産
で
病
死
し
た
母
を
も
っ
た
こ
と
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
貧
民
街
で

貧
困
家
庭
の
女
性
に
家
族
計
画
・
避
妊
法
を
広
め
よ
う
と
し
、
先
駆
的
な
診
療
所
を

開
設
し
た
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ン
ガ
ー
（
一
八
七
九
〜
一
九
六
六
年
）
も
フ
ェ
ビ
ア

ン
系
の
人
脈
と
親
し
か
っ
た
。
そ
の
活
動
か
ら
官
憲
に
に
ら
ま
れ
て
逮
捕
さ
れ
、
起

訴
を
逃
れ
よ
う
と
一
九
一
六
年
に
渡
欧
し
、
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル
ズ
や
「
師
弟
」
恋
愛

関
係
と
い
わ
れ
た
エ
リ
ス
ら
と
親
交
を
も
ち
、
そ
の
優
生
思
想
か
ら
も
影
響
を
受
け

て
い
た
。

　

中
国
の
新
た
な
青
年
た
ち
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
は
結
婚
、
つ

ま
り
は
家
の
問
題
で
あ
っ
た
。
男
系
で
継
続
す
る
家
の
制
度
で
は
親
が
家
の
格
・
財

力
を
み
て
結
婚
を
決
め
、
一
切
を
し
き
り
、
大
家
族
の
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

女
性
は
家
を
継
続
す
る
た
め
に
後
を
継
ぐ
こ
と
が
可
能
な
男
子
を
多
く
産
む
こ
と
が

求
め
ら
れ
、
裕
福
な
家
ほ
ど
そ
の
た
め
に
妾
が
ひ
と
り
な
ら
ず
お
か
れ
、
そ
の
た
め

の
家
族
間
争
い
も
茶
飯
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
書
簡
や
日
記
な
ど
か
ら
も
う
か
が
え

る
。
だ
が
そ
れ
は
ま
だ
い
い
ほ
う
で
、
貧
し
い
家
の
少
女
は
口
減
ら
し
の
た
め
童ト
ン

養ヤ
ン

媳シ
ー（
幼
女
が
夫
に
な
る
男
児
の
世
話
係
な
ど
も
兼
ね
て
買
い
取
ら
れ
る
）
に
売
ら
れ
、

貧
し
い
男
性
は
結
納
金
も
用
意
で
き
ず
、
結
婚
で
き
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
日
本
に

お
い
て
も
山
川
菊
栄
が
訪
日
前
の
サ
ン
ガ
ー
の
著
作W

om
an and the N

ew
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（
一
九
二
〇
年
）
を
ひ
き
な
が
ら
、
同
年
、
そ
の
「
任
意
的
母
性
」
論
を
紹

介
す
る
「
多
産
主
義
の
呪
い
」（
一
九
二
〇
年
一
〇
月
）
を
発
表
し
て
い
た
。
よ
り

強
固
な
男
系
の
家
族
制
度
に
お
か
れ
た
中
国
女
性
に
と
っ
て
こ
そ
「
多
産
主
義
の
呪

い
」
は
強
烈
な
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
出
産
・
生
育
の
「
数
よ

り
質
」
を
と
主
張
す
る
優
生
学
が
往
々
に
し
て
女
性
解
放
主
張
の
武
器
と
し
て
、
戦

略
的
に
で
は
あ
れ
、
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
欧
米
や
日
本
の
み
な
ら
ず
、

中
国
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
。

　

一
九
二
一
年
に
は
ア
メ
リ
カ
産
児
制
限
連
盟
を
設
立
、
世
界
を
回
っ
た
マ
ー
ガ
レ

ッ
ト
・
サ
ン
ガ
ー
が
翌
一
九
二
二
年
、
産
児
制
限
運
動
を
と
も
に
推
進
し
よ
う
と
し

た
石
本
静
枝
（
当
時
名
、
の
ち
の
加
藤
シ
ヅ
エ
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
滞
在
時
に
サ
ン
ガ

ー
と
出
会
う
）
の
い
る
日
本
、
つ
い
で
中
国
を
訪
問
し
た
。
女
子
学
生
受
け
入
れ
を

一
九
一
九
年
か
ら
始
め
た
ば
か
り
の
北
京
大
学
に
お
い
て
、
学
校
で
の
性
教
育
講
座

の
先
駆
と
も
い
う
べ
き
講
演
会
が
開
か
れ
た
。
官
憲
に
よ
る
干
渉
で
活
動
が
制
約
さ

れ
た
日
本
と
は
対
照
的
に
、
蔡
元
培
学
長
が
主
宰
し
、
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
講
演
の

写真１ 　左から胡適・サンガー夫人・
張競生（『晨報副刊』1922 年 4
月 25 日掲載）
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時
と
同
様
に
新
文
化
運
動
の
若
手
ス
タ
ー
教
授
、
胡
適
が
通
訳
を
担
当
、
さ
ら
に
性

心
理
・
愛
情
問
題
講
座
を
開
設
し
て
の
ち
に
「
性
博
士
」
の
異
名
を
と
る
教
員
、
張

競
生
も
陪
席
し
た
（
写
真
１
）。
立
見
も
で
た
二
〇
〇
〇
人
か
ら
の
聴
衆
に
、
女
性

講
師
が
「
産
児
制
限
と
そ
の
方
法
」
と
し
て
性
交
や
避
妊
法
ま
で
語
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
さ
は
い
か
ほ
ど
だ
っ
た
こ
と
か
、
参
加
者
の
記
録

な
ど
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
も
ち
ろ
ん
従
来
の
家
制
度
や
性
倫
理
の
護
持
、
さ
ら
に

人
口
論
の
観
点
な
ど
か
ら
産
児
制
限
に
反
対
し
た
論
者
の
顰
蹙
も
か
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
の
破
格
と
も
い
え
る
待
遇
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

　

北
京
の
あ
と
、
上
海
で
も
サ
ン
ガ
ー
夫
人
（
離
婚
し
て
い
て
、
こ
の
年
に
は
石
油

王
と
再
婚
す
る
が
）
は
一
九
二
〇
年
に
世
界
キ
リ
ス
ト
教
禁
酒
同
盟
支
部
と
し
て
女

性
の
福
利
向
上
の
観
点
か
ら
産
児
制
限
を
も
広
め
る
組
織
、
中
華
婦
女
節
制
会
を
設

立
し
た
王
立
明
（
の
ち
日
本
占
領
下
の
上
海
で
暗
殺
さ
れ
た
夫
の
姓
を
冠
し
て
劉
王

立
明
）
に
迎
え
ら
れ
た
。
江
蘇
教
育
会
・
中
華
職
業
教
育
社
・
家
庭
日
新
会
の
要
請

で
行
わ
れ
た
講
演
は
「
産
児
制
限
の
重
要
性
と
方
法
」、
北
京
大
学
で
の
話
と
ほ
ぼ

同
じ
だ
っ
た
と
い
う
。
た
だ
胡
適
と
同
じ
く
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
留
学
経
験
の
あ
る
若
い

女
性
教
育
学
者
、
兪
慶
棠
が
通
訳
に
当
た
っ
た
が
、
羞
恥
心
の
あ
ま
り
途
中
で
男
性

医
師
に
交
替
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
当
時
の
状
況
を
物
語
る
。

　

そ
の
当
時
、
女
性
メ
デ
ィ
ア
は
サ
ン
ガ
ー
夫
人
特
集
を
組
み
、
主
要
総
合
雑
誌
も

こ
ぞ
っ
て
と
り
あ
げ
た
。
女
性
雑
誌
の
草
分
け
、『
婦
女
雑
誌
』
八
巻
六
号
（
一
九

二
二
年
）
で
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
、
中
国
が
西
洋
の
轍
を
踏
ん
で
、
一
国
の
強
弱
を

左
右
す
る
知
識
人
に
産
児
制
限
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、「
今
日
の
計
と
し
て
は
、
た

だ
ち
に
貧
民
・
病
人
の
子
だ
く
さ
ん
を
禁
止
し
て
そ
の
出
産
率
を
減
ら
す
べ
き
」
だ

と
忠
告
し
た
。
産
児
制
限
は
い
う
ま
で
も
な
く
階
級
問
題
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
の
間
、
ア
メ
リ
カ
で
は
二
〇
世
紀
以
来
、
移
民
政
策
と
の
か
か
わ
り
で
資
本
が

大
量
に
投
入
さ
れ
、
優
生
記
録
局
を
中
心
と
し
た
優
生
学
研
究
機
関
が
整
備
さ
れ
て

い
た
。
留
学
中
の
潘
光
旦
は
そ
こ
で
最
先
端
の
優
生
学
を
学
び
つ
つ
「
中
国
の
優
生

学
」
研
究
に
入
り
、
一
九
二
六
年
に
帰
国
後
、
本
格
化
さ
せ
る
。
だ
が
潘
光
旦
の
研

究
は
以
上
の
よ
う
な
新
文
化
の
流
れ
と
は
色
合
い
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

生
物
と
し
て
の
人
間
は
適
者
生
存
の
自
然
淘
汰
だ
け
で
な
く
文
化
・
社
会
淘
汰
が

働
き
、
文
明
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
不
適
者
の
生
存
が
保
障
さ
れ
、
種
族
滅
亡
に
至
り

か
ね
な
い
。
遺
伝
よ
り
環
境
を
重
視
す
る
楽
観
論
者
の
人
権
・
平
等
重
視
に
も
と
づ

く
個
人
主
義
は
社
会
や
種
族
へ
の
責
任
感
に
乏
し
く
、
社
会
主
義
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

も
環
境
万
能
説
と
人
類
均
等
主
義
か
ら
や
は
り
社
会
の
優
者
を
冷
遇
抑
圧
し
、
劣
者

を
優
遇
す
る
こ
と
に
な
り
、
種
族
の
前
途
は
危
う
い
、
と
。
そ
こ
で
都
市
よ
り
も
自

然
淘
汰
が
働
き
、
虚
弱
者
の
生
育
に
む
か
な
い
中
国
農
村
、
祖
先
の
祀
り
を
個
人
の

幸
福
に
優
先
さ
せ
、
家
長
に
仕
え
る
風
習
、
家
長
が
釣
り
合
い
を
基
準
に
決
め
る
中

国
式
結
婚
こ
そ
優
生
学
に
か
な
う
と
説
く
。
中
流
以
上
に
お
け
る
産
児
制
限
や
、
育

児
よ
り
経
済
的
自
立
を
求
め
る
女
性
は
晩
婚
や
独
身
主
義
と
も
ど
も
「
種
族
不
祥
の

兆
し
」
と
断
じ
た
の
だ
か
ら
、
新
文
化
の
青
年
た
ち
と
は
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
れ
に
新
文
化
陣
営
か
ら
論
争
を
挑
ん
だ
魯
迅
・
周
作
人
の
弟
、
周

建
人
に
せ
よ
、
優
生
学
そ
の
も
の
を
批
判
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
環
境
重
視
で

は
あ
る
が
、「
人
口
の
や
み
く
も
な
数
量
的
増
加
」
は
不
良
者
に
も
繁
殖
を
鼓
舞
し
、

反
優
生
学
的
で
あ
る
。
本
来
、
人
間
は
「
醜
悪
、
凶
暴
、
低
能
、
病
的
」
で
な
い
「
健

全
な
異
性
」
に
ひ
か
れ
る
も
の
な
の
で
、個
人
選
択
の
ほ
う
が
む
し
ろ
優
生
学
的
で
、

要
は
「
遺
伝
学
の
知
識
の
普
及
、
優
生
学
の
理
想
の
注
入
で
青
年
の
恋
愛
選
択
に
お

い
て
優
生
学
の
理
想
を
養
わ
せ
、
人
種
改
良
の
重
要
性
を
知
ら
し
め
」
れ
ば
よ
い
と

し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

一
九
二
〇
年
代
中
ご
ろ
の
潘
光
旦
・
周
建
人
論
争
後
、
産
児
制
限
や
優
生
学
的
な

思
想
は
広
が
っ
て
い
っ
た
が
、
安
定
し
た
統
一
政
府
の
立
ち
上
げ
に
時
間
を
要
し
、

国
語
統
一
問
題
す
ら
手
間
取
っ
て
い
た
ほ
ど
で
、
政
策
化
さ
れ
て
い
っ
た
た
わ
け
で
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は
な
い
。
一
九
三
〇
年
代
に
は
い
る
と
北
平
（
北
京
）
婦
嬰
保
健
会
の
組
織
か
ら
産

児
制
限
の
普
及
・
実
践
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
形
成
さ
れ
て
い
き
、
運
動
は
ロ
ッ
ク
フ
ェ

ラ
ー
基
金
を
受
け
た
医
学
院
に
付
設
の
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ー
系
北
京
協
和
医
院
な
ど
を

中
心
に
、
女
性
が
主
の
民
間
の
社
会
活
動
に
根
付
い
て
い
っ
た
か
に
み
え
る
。
論
壇

で
王
立
明
ら
女
性
も
議
論
を
は
っ
た
。

　

満
洲
事
変
以
降
の
民
族
復
興
議
論
で
は
潘
光
旦
が
女
性
論
者
か
ら
批
判
も
あ
び
つ

つ
、
持
ち
前
の
優
生
学
論
を
唱
え
た
。
民
法
の
再
編
に
と
も
な
い
、
従
前
の
家
制
度

は
土
台
を
失
う
時
機
に
至
り
、
高
学
歴
女
性
も
で
て
き
つ
つ
あ
り
、
生
殖
問
題
も
も

は
や
男
性
論
者
の
独
擅
場
と
は
な
り
が
た
く
な
っ
た
の
は
確
か
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の

反
面
、
国
家
統
合
観
点
か
ら
む
し
ろ
「
女
は
家
に
帰
れ
」
論
の
よ
う
な
ミ
ソ
ジ
ニ
ー

め
い
た
「
抵
抗
」
勢
力
も
強
ま
り
つ
つ
あ
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
動
揺
は
さ
ま
ざ

ま
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
三
〇
年
代
は
統
一
政
府
の
も
と
の
経

済
発
展
を
背
景
に
都
市
モ
ダ
ン
文
化
・
消
費
文
化
・
メ
デ
ィ
ア
文
化
が
左
翼
文
化
と

と
も
に
さ
か
え
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
新
タ
イ
プ
の
女
性
が
現
れ
、
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル

現
象
も
み
ら
れ
、
人
び
と
の
羨
望
・
欲
望
と
と
も
に
批
判
・
攻
撃
の
対
象
と
も
な
っ

た
。
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
男
性
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
当
時
の
漫
画
文
化
を
み
て
も
、

明
ら
か
だ
っ
た
。

　

筆
者
は
こ
の
一
〇
年
ほ
ど
、
図
像
資
料
に
興
味
を
抱
い
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
こ

こ
で
も
と
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。
拙
著
の
本
の
帯
に
も
用
い
た
諷
刺
漫
画
（
図
１
）

を
い
た
く
気
に
入
っ
た
の
で
あ
っ
た
が
、「
色
彩
画
家
」
と
称
さ
れ
て
い
る
作
者
の

画
を
無
彩
色
か
つ
小
型
の
新
書
版
（
拙
著
『
中
国
近
代
の
思
想
文
化
史
』
岩
波
新
書
、

二
〇
一
六
年
）
サ
イ
ズ
で
は
イ
ン
パ
ク
ト
を
ど
う
し
て
も
そ
が
れ
、
残
念
に
思
っ
て

い
た
の
で
、
特
に
カ
ラ
ー
掲
載
を
請
う
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
図
は
『
中
国
漫
画
』China Sketch

六
期
（
一
九
三
六
年
四
月
二
五
日
刊
。

な
お
上
記
拙
著
八
九
頁
に
一
九
三
五
年
と
し
た
の
は
誤
り
で
、こ
こ
に
訂
正
し
た
い
）

の
表
紙
に
使
わ
れ
た
朱
金
楼
の
作
品
。
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
は
以
下
の
通
り
。

　
「
中
国
に
お
け
る
山
額
（
サ
ン
ガ
ー
）
夫
人

　

か
わ
い
そ
う
な
栄
養
不
良
の
母
親
よ
！
避
妊
粉
薬
を
一
服
さ
し
あ
げ
ま
し
ょ
う

か
？
」

　

上
記
の
よ
う
に
、
一
九
二
二
年
の
サ
ン
ガ
ー
夫
人
が
訪
中
時
に
新
文
化
の
学
界
で

歓
迎
さ
れ
た
こ
と
は
、
若
い
教
授
に
囲
ま
れ
た
知
的
な
風
貌
の
サ
ン
ガ
ー
夫
人
の
写

真
（
写
真
１
）
に
み
て
と
ら
れ
る
撮
影
者
の
好
感
、
敬
意
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。
そ

れ
が
同
じ
女
性
の
こ
こ
で
の
戯
画
化
は
な
ん
と
辛
辣
な
こ
と
か
！
サ
ン
ガ
ー
夫
人
が

上
記
の
よ
う
に
、
中
国
人
は
「
貧
民
・
病
人
の
子
だ
く
さ
ん
の
禁
止
」
を
最
優
先
す

る
よ
う
に
と
建
言
し
て
い
た
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
。
角
を
は
や
し
た
鬼
の
よ
う
な

面
相
の
西
洋
人
女
性
が
貧
し
い
農
民
母
子
に
毒
薬
で
も
飲
め
と
い
わ
ん
ば
か
り
に
語

り
か
け
る
、
と
い
っ
た
印
象
さ
え
与
え
る
。
モ
ダ
ン
な
ス
タ
イ
ル
だ
が
肉
づ
き
は
よ

く
、
身
長
の
割
に
小
さ
い
足
に
ハ
イ
ヒ
ー
ル
、
こ
れ
は
当
時
、
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
に
対

す
る
揶
揄
で
も
使
わ
れ
た
「
洋
纏
足
」
の
呼
び
名
を
連
想
さ
せ
る
。
対
す
る
農
民
女

性
は
警
戒
も
し
く
は
拒
む
よ
う
な
表
情
で
、
幼
児
を
抱
き
か
か
え
二
人
の
子
を
連
れ

歩
く
そ
の
身
体
は
と
も
に
栄
養
失
調
で
極
度
に
や
せ
細
り
、
鼻
も
低
い
。
だ
が
農
婦

の
足
だ
け
は
大
足
、
肉
体
労
働
で
纏
足
な
ど
し
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
階
層
だ
。

　

こ
の
漫
画
雑
誌
は
抗
日
を
強
く
意
識
し
た
作
者
、
朱
金
楼
が
ほ
ぼ
一
人
で
制
作
し

さ
か
も
と　
ひ
ろ
こ
◎
一
九
五
〇
年
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学

研
究
科
博
士
課
程
を
単
位
修
得
退
学
。
山
口
大
学
教
養
部
助
教
授
・
東
京
都

立
大
学
人
文
学
部
助
教
授
・
一
橋
大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
教
授
・
同
特

任
教
授
を
経
て
二
〇
一
六
年
よ
り
フ
リ
ー
。
中
国
近
現
代
思
想
文
化
史
研
究
。

著
書『
中
国
近
代
の
思
想
文
化
史
』岩
波
新
書
、『
連
鎖
す
る
中
国
近
代
の“
知
”』

研
文
出
版
、『
中
国
民
族
主
義
の
神
話

─
人
種
・
身
体
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』。

共
編
著
『
新
編
原
典
中
国
近
代
思
想
史
』
全
７
巻
、『
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
植
民

地
的
近
代　
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
帝
国
・
資
本
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』、『
ア
ジ
ア

新
世
紀
』
全
８
巻
。
共
訳
、
李
沢
厚
『
中
国
の
文
化
心
理
構
造
』
平
凡
社
、

譚
嗣
同
『
仁
学
』
岩
波
文
庫
、
ほ
か
（
以
上
、
記
載
な
き
は
岩
波
書
店
）。
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図１ 　朱金楼「山額（サンガー）夫人在中国」（『中国漫画』6 期、
1936.4.25）

図２　朱金楼「古城末日記」（『中国漫画』10 期、1936）

図３ 　丁深「科学的生活」（『中国漫画』11 期、
1936）
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て
い
た
と
い
い
、
反
帝
国
主
義
の
色
彩
が
濃
厚
で
、
産
児
制
限
も
そ
う
し
た
視
角
か

ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
帝
国
主
義
、
植
民
地
主
義
の
側
、
優
勝
劣
敗
の
勝
ち
組
の
側

か
ら
負
け
組
に
「
楽
に
し
て
や
ろ
う
」
と
、
当
時
は
ま
だ
開
発
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

経
口
避
妊
薬
で
そ
の
減
数
化
を
は
か
る
。
実
は
そ
れ
が
勝
ち
組
を
「
楽
に
す
る
」
滋

養
剤
に
な
る
、
と
い
う
優
生
思
想
の
は
ら
む
冷
酷
さ
を
鋭
く
暴
い
て
み
せ
る
。
一
九

六
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
で
世
界
初
の
経
口
避
妊
薬
が
誕
生
す
る
が
（
薬
効
は
と
も
か
く

民
間
療
法
的
な
も
の
は
各
地
に
あ
っ
た
ろ
う
が
）、
実
は
開
発
の
き
っ
か
け
は
女
性

が
主
体
と
な
る
避
妊
法
を
求
め
た
サ
ン
ガ
ー
夫
人
が
科
学
者
と
出
会
っ
た
こ
と
に
あ

っ
た
と
い
う
。
こ
の
漫
画
の
偶
然
の
先
見
性
は
奇
な
る
か
な
、
と
い
う
べ
き
か
。
ア

ー
ト
と
し
て
は
野
山
や
花
木
を
配
す
る
中
国
画
の
構
図
、
色
彩
は
独
特
で
、
角
張
っ

た
線
と
曲
線
を
組
み
合
わ
せ
、
対
象
を
大
胆
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
、
農
地
も
円
形
に
し

て
角
張
っ
た
人
物
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
つ
け
る
。
強
烈
な
色
彩
使
用
、
大
胆
な
デ

フ
ォ
ル
メ
、
激
し
い
タ
ッ
チ
を
特
徴
と
す
る
と
い
う
二
〇
世
紀
初
の
フ
ォ
ー
ビ
ズ
ム

と
表
現
主
義
の
影
響
を
み
て
と
れ
る
モ
ダ
ン
さ
が
あ
る
。

　

そ
れ
も
そ
の
は
ず
こ
の
作
者
、
朱
金
楼
（
一
九
一
三
〜
九
二
年
、
朱
錦
縷
と
も
、

上
海
の
人
）
は
民
国
元
年
創
設
の
名
門
、
上
海
美
術
専
科
学
校
卒
で
、
油
絵
・
水
彩

画
を
得
意
と
し
た
本
格
的
な
画
家
・
美
術
教
育
コ
ー
ス
の
人
物
で
あ
る
。
一
九
三
五

年
七
月
に
こ
の
『
中
国
漫
画
』
を
上
海
で
創
刊
編
集
（
創
刊
号
は
中
国
図
書
刊
行
社
、

次
期
か
ら
中
国
漫
画
社
、
一
九
三
七
年
一
四
期
ま
で
発
行
）、
ま
た
映
画
へ
の
関
心

も
強
く
、
何
人
か
と
雑
誌
『
電
影
・
漫
画
』
一
九
三
五
年
を
編
集
し
た
。
一
九
三
七

年
、
日
中
本
格
開
戦
で
『
救
亡
漫
画
』
編
集
委
員
と
な
り
、
戦
中
・
戦
後
を
通
じ
て

軍
の
文
芸
工
作
に
従
事
す
る
。
五
〇
年
代
に
は
中
国
美
術
学
院
の
前
身
で
教
鞭
を
と

っ
た
が
反
右
派
闘
争
で
右
派
と
さ
れ
、
一
九
七
九
年
の
名
誉
回
復
ま
で
は
多
く
の
ア

ー
テ
ィ
ス
ト
同
様
、
苦
難
の
道
を
歩
ん
だ
。

　

こ
の
漫
画
が
掲
載
さ
れ
た
一
九
三
六
年
、
イ
ン
ド
な
ど
を
回
っ
た
サ
ン
ガ
ー
夫
人

は
再
度
、
訪
中
、
春
先
、
上
海
に
短
時
間
立
ち
寄
っ
て
メ
デ
ィ
ア
に
騒
が
れ
た
。
同

年
秋
に
も
協
和
女
子
医
科
大
卒
で
北
京
の
保
健
会
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
中
心
的
な
活
動

を
し
た
楊
崇
瑞
国
立
第
一
助
産
学
校
校
長
の
要
請
を
受
け
て
、
学
生
や
医
療
従
事
者

ら
む
け
に
産
児
制
限
の
各
種
方
法
と
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
講
演
を
行
っ
た
。
保
守

勢
力
の
抵
抗
は
あ
り
、
新
聞
で
「
所
謂
外
国
反
動
医
学
者
」
と
も
紹
介
さ
れ
た
。

　

す
る
と
、
少
な
く
と
も
全
面
的
に
評
判
が
著
し
く
悪
化
し
た
こ
と
で
は
な
さ
そ
う

で
、
朱
金
楼
の
意
図
が
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
題
材
と
し
た
契
機
は
一
二
年

ぶ
り
の
サ
ン
ガ
ー
夫
人
再
訪
の
ニ
ュ
ー
ス
に
あ
っ
た
ろ
う
。
ま
ず
は
産
児
制
限
そ
の

も
の
よ
り
は
、
貧
民
・
病
人
に
限
定
す
る
優
生
学
的
な
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
へ
の

帝
国
主
義
批
判
を
こ
め
た
諷
刺
・
揶
揄
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
い
く
ら
女
性
の
、

中
流
以
上
の
中
国
人
の
味
方
を
し
た
と
い
っ
て
も
、
当
時
に
あ
っ
て
の
帝
国
主
義
的

支
配
・
被
支
配
の
関
係
そ
の
も
の
が
相
対
化
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
朱
金
楼
は
、

サ
ン
ガ
ー
夫
人
の
「
親
切
」
な
こ
と
ば
と
「
薬
」
に
対
し
て
、「
語
る
こ
と
が
で
き

な
い
」
中
国
の
貧
し
い
子
だ
く
さ
ん
の
農
婦
を
描
い
て
み
せ
た
。

　

朱
金
楼
の
作
品
を
さ
ら
に
見
る
と
、
日
中
戦
争
本
格
化
の
前
年
だ
け
に
、
よ
り
抗

日
民
族
主
義
が
濃
厚
な
も
の
も
あ
る
。
同
雑
誌
一
〇
期
「
狂
想
（
曹
雪
芹
『
紅
楼
夢
』

で
い
う
「
痴
」
─
荒
唐
無
稽
の
言
に
辛
酸
の
涙
、
を
ふ
ま
え
る
と
あ
る
）」
と
い
う

特
集
号
（
中
）
掲
載
の
「
古
城
末
日
記
」（
図
２
）
と
い
う
日
本
人
の
狼
藉
の
図
で

あ
る
。
北
京
の
故
宮
（
紫
禁
城
）・
天
安
門
の
華
表
・
石
獅
子
、
白
塔
、
天
壇
と
い

っ
た
著
名
歴
史
建
造
物
に
日
本
の
武
士
が
攻
め
入
り
火
を
放
ち
、
日
本
人
は
刀
を
振

り
回
し
て
「
救
亡
運
動
」
の
の
ぼ
り
を
掲
げ
る
の
み
の
中
国
人
を
斬
り
殺
し
、
国
宝

の
壺
や
四
庫
全
書
の
よ
う
な
貴
重
な
文
化
財
を
盗
み
、
中
国
女
性
を
さ
ら
う
と
い
っ

た
素
材
・
構
図
で
あ
る
。
満
洲
・
上
海
事
変
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
翌
年
以
降
に
多

か
れ
少
な
か
れ
現
実
化
し
た
こ
と
の
予
兆
の
よ
う
な
痛
み
を
今
と
な
れ
ば
感
じ
ざ
る

を
え
な
い
絵
な
が
ら
、
独
特
に
鮮
や
か
な
色
調
、
そ
し
て
そ
の
線
の
描
写
・
デ
フ
ォ
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ル
メ
は
い
ず
れ
も
や
は
り
モ
ダ
ン
な
美
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
二
〇
、

三
〇
年
代
に
さ
か
ん
と
な
っ
て
い
た
東
西
文
化
論
戦
も
そ
こ
に
は
反
映
さ
れ
て
い
る

だ
ろ
う
が
、
女
性
が
略
奪
対
象
と
し
て
描
き
こ
ま
れ
る
点
に
、
や
は
り
傷
つ
け
ら
れ

よ
う
と
す
る
男
性
の
民
族
的
プ
ラ
イ
ド
が
垣
間
見
え
る
。
描
か
れ
た
女
性
の
側
か
ら

す
れ
ば
、
帝
国
主
義
に
よ
る
暴
力
の
被
害
に
あ
っ
た
、
そ
れ
は
動
か
し
が
た
い
事
実

だ
が
、
そ
れ
に
同
胞
男
性
の
プ
ラ
イ
ド
か
ら
も
抑
圧
な
り
暴
力
が
加
重
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
角
を
欠
き
、
そ
の
こ
と
に
ま
で
朱
金
楼
は
思
い
い
た

ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
の
も
、
朱
金
楼
が
一
人
で
編
集
し
た
『
中
国
漫
画
』
に
は

以
下
の
よ
う
な
作
品
も
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
じ
く
一
〇
期
の
杭
州

川
子
作
「「
公
夫
公
妻
」
制
実
行
後
の
狂
想
」
と
い
う
作
品
な
ど
は
、
民
国
期
の
自

由
恋
愛
、
共
産
主
義
へ
の
反
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
用
い
ら
れ
た
「
公
夫
公
妻
」（「
共
夫

共
妻
」
と
も
）
を
と
り
あ
げ
、「
貞
操
」
な
ど
な
く
な
り
、
妓
院
（
こ
こ
で
は
遊
郭
）

も
必
要
な
く
な
る
、と
い
っ
た
い
か
に
も
流
言
風
の
「
狂
想
」
が
示
さ
れ
る
。
ま
た
、

同
期
の
王
須
云
の
「
女
権
狂
想
」
で
は
、男
子
が
「
娼
夫
」
に
「
堕
ち
」、「
男
昌
（
娼

の
字
を
も
じ
っ
て
一
字
と
し
た
作
字
）
院
」
に
女
の
客
が
来
て
買
い
、
職
業
に
つ
く

女
性
が
増
え
て
男
は
乞
食
に
「
堕
ち
」、一
方
、「
女
権
楼
」
に
「
女
医
師
花
柳
病
〔
性

病
〕
専
門
治
療
」
の
看
板
が
か
か
る
、
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
同
様
の
作
意
は
少

な
か
ら
ず
同
じ
漫
画
家
を
か
か
え
た
同
時
期
の
代
表
的
諷
刺
漫
画
雑
誌『
時
代
漫
画
』

な
ど
に
も
多
か
れ
少
な
か
れ
み
ら
れ
た
も
の
で
、
現
実
の
男
女
の
反
転
で
あ
っ
て
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
変
容
、
要
は
女
性
の
自
立
・
社
会
進
出
へ
の
嫌
悪
・
警
戒
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

　
「
科
学
末
日
」
を
掲
げ
る
一
一
期
「
狂
想
」
特
集
（
下
）（
一
九
三
六
年
）
の
表
紙

に
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
脅
威
に
人
間
が
指
図
を
哀
願
す
る
、
と
い
う
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
・

諷
刺
図
が
あ
り
、
西
欧
近
代
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
同
じ
西
欧
近

代
由
来
だ
か
ら
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
女
性
の
台
頭
へ
の
揶
揄
も
そ
こ
に
配
置
さ
れ

る
。
た
と
え
ば
丁
深
の
漫
画
「
科
学
的
生
活
」
の
第
五
コ
マ
（
図
３
）
は
、
女
性
の

妊
娠
出
産
に
は
危
険
が
と
も
な
う
の
で
、「
将
来
、
科
学
が
発
達
し
た
ら
、「
科
学
伝

種
（
種
の
保
存
）
機
」
を
発
明
す
る
」
と
し
て
、
卵
子
に
精
子
を
注
い
で
機
械
に
育

て
さ
せ
る
、と
い
う
生
殖
の
機
械
化
の
図
で
あ
る
。
今
な
ら
驚
か
な
い
発
想
な
が
ら
、

女
の
わ
が
ま
ま
で
と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
意
識
が
す
け
て
み
え
る
。

せ
っ
か
く
の
近
代
批
判
が
、
残
念
な
が
ら
女
性
蔑
視
だ
か
恐
怖
に
よ
り
躓
い
て
し
ま

っ
て
い
る
。
朱
金
楼
の
帝
国
主
義
諷
刺
画
に
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
躓
き
が
優
生
学
を
選
択
し
た
、
あ
る
い
は
し
つ
つ
あ

る
こ
と
だ
と
し
て
、
そ
れ
も
そ
の
帝
国
主
義
批
判
の
躓
き
問
題
と
背
中
合
わ
せ
と
な

っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
反
植
民
地
主
義
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
一
択
化
と
い
っ
た

問
題
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

中
国
に
限
ら
ず
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
躓
い
た
ら
ま
ず
た
じ
ろ
ぐ
ほ
か
な
い
。
た
じ

ろ
ぐ
力
が
あ
っ
て
こ
そ
、
い
ず
れ
復
古
（
た
い
て
い
は
イ
ン
チ
キ
）
で
は
な
い
、
い

わ
ば
批
判
的
近
代
の
あ
り
よ
う
を
想
像
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
し

あ
た
り
「
不
適
者
生
存
」
可
能
、
沖
縄
で
い
う
「
ぬ
ち
ど
ぅ
た
か
ら
」（
命
ど
ぅ
宝
）

を
根
底
と
し
て
「
優
生
」
と
い
う
生
の
選
別
思
考
、ま
し
て
「
国
益
」
や
「
人
類
（
実

際
に
は
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
）
の
た
め
」
と
い
っ
た
魔
力
に
抗
う
よ
す
が
と
し
て
み
よ
う
。

現
在
の
目
を
そ
ら
し
た
く
な
る
ま
で
の
危
機
的
状
況
を
変
え
、
将
来
の
さ
ら
に
の
っ

ぴ
き
な
ら
な
い
悲
惨
を
回
避
し
る
う
る
か
ど
う
か
は
、「
中
国
に
お
け
る
山
額
（
サ

ン
ガ
ー
）
夫
人
」
図
か
ら
何
を
読
み
と
る
の
か
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
と

い
う
こ
と
を
記
し
て
お
き
た
い
。（
二
〇
一
七
年
酷
暑
の
夏
、
記
す
）


