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た
と
え
ば
こ
の
雑
誌
も
「
文
化
集
団
」
と
い
う
名
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
の
見
き
き
す
る
範
囲
に
は
非
常
に
多
く
文
化
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
、
卑
近
な
一
例
を
と
れ
ば
、
ア
ン
カ
に
ま
で
文
化
と
い
う
名
を
つ
け
て
あ

や
し
ま
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
文
化
と
い
う
も
の
は
ど

う
い
う
内
容
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
か
と
考
え
る
時
、
そ
こ
に
二
様
の
解
釈

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
広
く
人
間
の
社
会
が
創
造
し
た
一
切
の
も
の
を
こ
め

て
文
化
と
い
う
場
合
も
あ
り
そ
れ
よ
り
せ
ま
く
内
容
を
定
義
し
て
、
風
俗
、

習
慣
か
ら
教
育
、
法
律
、
道
徳
、
哲
学
、
科
学
、
芸
術
、
宗
教
、
言
語
、
な

ど
を
文
化
と
い
う
場
合
が
あ
り
、
私
ど
も
が
普
通
文
化
と
い
う
場
合
多
く
後

者
の
内
容
で
い
っ
て
い
る
と
思
う
。
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昔
か
ら
学
者
は
右
の
よ
う
な
文
化
を
い
わ
ゆ
る
精
神
文
化
と
称
し
て
、
物

質
文
化
か
ら
切
り
は
な
し
て
問
題
に
す
る
が
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
到
達
し
て

い
る
世
界
観
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
精
神
文
化
を
物
質
文
化
か
ら
切

り
は
な
し
て
問
題
に
す
る
こ
と
が
あ
や
ま
り
で
あ
る
ば
か
り
か
、
物
質
文
化

こ
そ
こ
の
精
神
文
化
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ

て
い
る
。

　
人
間
の
生
活
が
、
き
わ
め
て
原
始
的
で
あ
っ
て
、
わ
ず
か
に
棍
棒
を
武
器

と
し
て
野
獣
を
狩
っ
て
生
活
し
て
い
た
頃
の
生
産
状
態
で
は
、
文
化
も
非
常

に
原
始
的
で
数
の
観
念
さ
え
も
は
っ
き
り
せ
ず
、
絵
と
い
え
ば
穴
居
の
洞
窟

の
壁
に
ほ
り
つ
け
た
野
獣
の
絵
が
あ
る
に
と
ど
ま
っ
た
有
様
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
お
い
お
い
発
達
し
て
生
産
手
段
が
複
雑
に
な
り
、
社
会
生
活
が
多
様
に
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か
つ
高
ま
っ
て
来
る
に
つ
れ
、
つ
い
に
今
日
見
る
よ
う
な
多
種
多
様
な
専
門

に
分
化
し
た
文
化
を
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　
文
化
の
問
題
に
つ
い
て
い
う
時
、
あ
る
種
の
学
者
は
、
文﹅
化﹅
の﹅
地﹅
理﹅
的﹅
性﹅

質﹅
と
い
う
こ
と
を
非
常
に
強
調
す
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
気
候
も
違

い
、
地
理
的
条
件
が
違
い
、
即
ち
海
に
近
い
と
こ
ろ
、
砂
漠
ば
か
り
の
と
こ

ろ
、
山
地
な
ど
で
は
そ
れ
ぞ
れ
天
然
の
産
物
も
違
う
か
ら
特
殊
な
文
化
が
そ

れ
ら
の
地
理
的
な
特
色
に
よ
っ
て
、
変
化
を
受
け
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
同
じ
日
本
で
も
山
に
か
こ
ま
れ
た
奥
羽
の
農
村
の
持
っ
て
い
る

文
化
と
、
四
国
の
海
岸
の
漁
村
の
持
っ
て
い
る
文
化
と
を
く
ら
べ
れ
ば
、
そ

こ
に
は
あ
き
ら
か
に
異
っ
た
特
色
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
地
方
の
地
理
的
な
特
色
が
そ
の
地
方
の
文
化
の
発
展
の
第
一
義
的
要
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素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
い
く
ら
海
辺
の
村

で
も
そ
こ
に
住
む
人
間
が
、
海
へ
出
て
漁
を
し
て
生
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
必
要
が
な
け
れ
ば
、
漁
村
の
文
化
の
一
大
特
徴
で
あ
る
船
を
造
る

技
術
が
発
達
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
絵
か
き
や
音
楽
家
が
こ
の
ん
で
主

題
と
す
る
大
漁
祝
い
の
時
の
歌
、
踊
り
、
特
別
な
衣
裳
な
ど
と
い
う
も
の
は
、

発
達
し
な
か
っ
た
の
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
自
然
が
あ
る
も
の
を
蔵
し
て
い

て
も
、
人
間
が
そ
の
必
要
を
認
め
て
、
そ
れ
を
掘
り
出
し
た
り
、
精
製
し
た

り
す
る
生
産
の
た
め
の
活
動
を
開
始
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
全
く
な
い
も
同

じ
だ
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
国
と
国
と
が
激
烈
な
争
奪
戦
を
行
っ
て
い
る
石

油
と
石
炭
に
つ
い
て
も
分
る
。

　
さ
ら
に
文﹅
化﹅
の﹅
民﹅
族﹅
性﹅
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
一
連
の
学
者
が
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
見
る
と
、
文
化
の
面
に
お
い
て
、
特
に
こ
の
点
を
強
調

し
た
時
代
が
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
解
釈
に
従
う
と
、

文
化
と
い
う
も
の
は
そ
の
文
化
を
持
つ
民
族
の
性
質
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
左

右
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
民
族
の
文
化
は
決
し
て
他
の
民
族
の
持
つ

文
化
と
同
じ
も
の
で
な
く
、
あ
る
民
族
は
自
身
の
純
粋
な
文
化
と
い
う
も
の

を
作
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
だ
。
然
し
、
は
た
し
て
そ
れ
は
実

際
に
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
？
　
世
界
の
歴
史
を
見
れ
ば
あ
き
ら
か
な

よ
う
に
、
純
粋
に
孤
立
し
て
社
会
発
達
を
と
げ
た
一
民
族
と
い
う
も
の
は
な

か
っ
た
。
民
族
は
互
に
関
係
し
あ
い
、
入
り
ま
じ
り
あ
っ
て
発
展
し
て
来
る

の
で
あ
っ
て
、
日
本
の
よ
う
な
狭
い
土
地
の
上
で
さ
え
も
、
海
と
い
う
自
由

な
広
い
道
を
通
っ
て
、
人
類
的
に
は
ア
イ
ヌ
、
ツ
ン
グ
ウ
ス
、
イ
ン
ド
支
那
、
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漢
人
、
ネ
グ
リ
ー
ト
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
が
ま
じ
り
あ
っ
た
民
族
が
今
日

日
本
人
と
し
て
栄
え
て
い
る
現
状
で
あ
る
。
従
っ
て
民
族
間
の
文
化
の
差
違

と
い
う
も
の
は
、
交
通
の
発
達
そ
の
他
科
学
力
の
発
達
に
つ
れ
て
、
非
常
に

速
く
動
く
も
の
で
あ
り
、
絶
対
の
相
違
と
い
う
こ
と
は
い
い
得
な
い
。
わ
れ

わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
け
る
実
際
の
例
を
と
っ
て
み
て
も
分
る
よ
う
に
、
今

日
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ア
メ
リ
カ
と
日
本
と
の
文
化
の
相
違
は
、
決
し
て
同

じ
日
本
に
お
け
る
封
建
時
代
の
文
化
と
、
今
日
の
文
化
と
の
間
に
あ
る
相
違

ほ
ど
大
き
く
は
な
い
し
、
絶
対
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
の
時
代
時
代
に
依
っ
て
文
化
が
違
う
と
い
う
こ
と
だ
け
を
切
り
は
な
し

て
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
あ
る
時
代
精
神
に
よ
っ
て
文
化

が
支
配
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
た
と
え
ば
昨
今
の
よ
う
に
「
非
常
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時
」
と
い
う
一
つ
の
時
代
精
神
が
基
本
と
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
今
日
の
文

化
が
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
が
如
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は

冷
静
に
現
実
を
観
察
す
る
と
一
つ
の
誤
っ
た
考
え
方
で
あ
る
こ
と
が
分
る
。

同
じ
今
日
に
お
い
て
も
世
界
は
決
し
て
単
一
の
時
代
精
神
に
依
っ
て
貫
ぬ
か

れ
て
は
い
な
い
。
日
本
は
「
非
常
時
」
で
あ
る
が
、
ア
フ
リ
カ
の
ホ
ッ
テ
ン

ト
ッ
ト
の
と
こ
ろ
で
は
「
非
常
時
」
は
な
い
。
即
ち
「
非
常
時
」
的
精
神
に

依
っ
て
文
化
は
支
配
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
の
文
化

は
、
今
日
の
ホ
ッ
テ
ン
ト
ッ
ト
が
、
野
牛
を
殺
し
て
そ
の
角
を
取
り
、
そ
れ

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
売
っ
て
暮
し
て
い
る
そ
の
生
産
の
未
熟
な
条
件
に
応
じ

て
自
身
の
文
化
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
み
て
も
、

文
化
の
根
源
を
な
す
も
の
は
、
あ
る
時
代
精
神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
誤
り
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で
あ
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
文
化
は
あ
る
国
か
ら
あ
る
国
へ
、
伝
播
さ
れ
て
発
達
す
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
説
を
と
な
え
る
人
が
あ
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
は
イ
タ
リ
ー
に
フ

ァ
ッ
シ
ス
ト
が
で
き
た
か
ら
、
そ
れ
が
拡
が
っ
て
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
に
な
り
、

ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ス
は
イ
ギ
リ
ス
に
拡
が
る
ば
か
り
か
東
洋
の
国
々
に
も
や
が

て
拡
が
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
し
、
拡
が
っ
て
来
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
う

論
法
を
立
て
る
。
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
？
　
昔
イ
ン
ド
の
仏
教
は
中

国
に
伝
わ
り
、
日
本
に
伝
わ
っ
た
。
然
し
、
中
国
に
拡
っ
た
イ
ン
ド
の
仏
教

は
も
と
の
も
の
と
は
多
く
の
違
っ
た
点
を
持
っ
て
現
れ
た
し
、
日
本
に
お
い

て
拡
ま
っ
た
仏
教
は
、
イ
ン
ド
の
仏
教
と
は
礼
拝
の
形
式
に
お
い
て
さ
え
も

違
う
と
い
う
こ
と
を
か
つ
て
そ
の
道
の
人
か
ら
き
い
た
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
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国
の
文
化
が
そ
の
ま
ま
の
形
、
そ
の
ま
ま
の
内
容
で
他
の
あ
る
国
の
文
化
を

形
づ
く
る
と
い
う
こ
と
の
い
い
き
れ
な
い
の
は
、
歴
史
が
証
明
す
る
通
り
、

ど
こ
へ
も
拡
が
ら
ず
に
あ
る
国
で
だ
け
栄
え
て
、
拡
が
ら
な
い
ま
ま
に
衰
滅

し
て
し
ま
っ
た
文
化
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
文
化
の
あ
る

種
の
も
の
な
ど
は
エ
ジ
プ
ト
の
王
朝
が
亡
び
る
と
共
に
亡
び
た
。
今
日
有
名

な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
、
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
が
、
何
故
、
あ
の
砂
漠
の
真
中
に
打
ち

た
て
ら
れ
た
ろ
う
か
？
　
古
代
の
エ
ジ
プ
ト
の
王
が
、
全
人
民
を
奴
隷
と
し

て
働
か
し
得
た
か
ら
こ
そ
、
あ
の
巨
大
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
も
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
も

作
り
得
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
な
ぜ
他
の
古
代
の
王
国
の
文
化
の
中
に
拡

が
ら
ず
世
界
に
幾
つ
も
、
同
じ
よ
う
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
で
き
な
か
っ
た
か
と

い
え
ば
、
エ
ジ
プ
ト
以
外
の
処
で
は
そ
の
よ
う
な
文
化
を
打
ち
た
て
る
に
必
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要
な
社
会
の
条
件
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
当
時
に
あ
っ
て
エ
ジ
プ

ト
ほ
ど
奴
隷
制
度
の
発
達
し
た
処
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
何
を
結
論
と
し
て
得
て
来
る
で
あ
ろ
う
か

？
「
文
化
の
様
相
を
決
定
す
る
の
は
生
産
力
で
あ
る
」
と
い
う
社
会
の
事
実

で
あ
る
。

　
さ
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
人
間
社
会
の
生
産
力
の
発
達
に
つ
れ
て
、
今
日

ま
で
発
達
し
て
来
た
文
化
を
お
お
ま
か
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
始

め
に
原
始
的
文
化
が
あ
り
、
古
代
的
、
封
建
的
文
化
の
時
代
を
経
て
近
代
資

本
主
義
的
文
化
を
持
つ
今
日
、
と
い
う
風
に
分
け
ら
れ
る
と
思
う
。
こ
こ
で

わ
れ
わ
れ
の
非
常
な
興
味
を
引
く
こ
と
は
、
例
え
ば
同
じ
徳
川
時
代
の
封
建
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的
文
化
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
上
方
文
化
即
ち
貴
族
、
武
士
の
文
化
と
江

戸
大
阪
な
ど
の
町
人
文
化
と
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
疑
い
も
な

く
武
士
や
貴
族
が
能
や
円
山
派
の
大
名
好
み
の
絵
な
ど
を
好
ん
だ
に
対
し
て
、

当
時
斬
り
捨
て
御
免
の
境
遇
に
お
か
れ
て
あ
っ
た
町
人
が
そ
の
生
活
か
ら
決

し
て
彼
ら
と
同
じ
趣
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
独
特
の
文
学
や
音
楽
、
芝

居
な
ど
を
作
っ
た
証
拠
で
あ
る
。
同
じ
封
建
時
代
で
も
威
張
る
も
の
と
、
威

張
ら
れ
る
も
の
と
の
感
情
の
中
に
は
そ
れ
だ
け
あ
き
ら
か
に
社
会
生
活
に
お

け
る
一
致
し
な
い
利
害
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
又
ど
う
い
う
時
代
に
お
い
て
も
利
害
を
異
に
し
て
対
立
す
る
階

級
の
文
化
が
、
同
じ
権
利
で
社
会
の
上
に
現
わ
れ
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
な

い
。
必
ず
当
時
の
支
配
階
級
の
文
化
が
、
独
裁
的
な
形
態
を
と
っ
て
現
れ
る
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の
が
常
で
あ
る
。
有
名
な
源
氏
物
語
は
藤
原
時
代
の
封
建
貴
族
文
化
の
精
華

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
あ
の
作
品
は
同
じ
藤
原
時
代
に
文
盲
で
は
だ

し
で
一
度
び
飢
饉
が
来
る
と
道
ば
た
に
倒
れ
て
飢
え
死
ん
だ
庶
民
の
い
か
な

る
心
持
ち
を
も
反
映
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
文
字
そ
の
も
の
さ
え
、
貴

族
に
独
占
さ
れ
て
い
た
。
現
在
の
中
国
が
そ
う
で
あ
る
。
一
九
一
七
年
ま
で

の
ロ
シ
ア
の
農
民
の
生
活
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
土
地
を
独
占
し
て
い
た
貴
族

は
文
化
を
独
占
し
た
し
、
工
場
と
機
械
と
を
所
有
し
て
い
る
も
の
が
今
日
で

は
文
化
の
機
関
を
も
独
占
し
て
い
る
事
実
は
も
っ
と
も
分
り
や
す
い
形
で
今

日
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
中
に
現
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
非
常
に
大
組
織
で

雑
誌
の
出
版
を
お
こ
な
い
、
月
に
数
百
万
部
の
雑
誌
を
売
っ
て
い
る
講
談
社

は
そ
れ
だ
け
の
雑
誌
を
こ
し
ら
え
得
る
機
能
を
独
占
し
て
い
る
と
同
時
に
、
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そ
れ
ら
の
雑
誌
に
よ
っ
て
、
支
配
的
階
級
が
拡
げ
よ
う
と
欲
す
る
よ
う
な
傾

向
に
文
化
を
独
占
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
を
取
り
ま
い
て
い
る
も
の
は
以
上
に
よ
っ
て
あ
き

ら
か
な
よ
う
に
、
資
本
主
義
文
化
で
あ
る
が
、
こ
の
資
本
主
義
文
化
そ
の
も

の
の
中
に
、
過
去
の
封
建
的
文
化
の
残
り
も
の
が
あ
る
し
、
本
質
的
に
ブ
ル

ジ
ョ
ア
文
化
と
わ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
点
で
特
徴
を
持

っ
て
い
る
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
文
化
が
あ
り
、
さ
ら
に
農
民
の
文
化
及
び
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
化
の
萌
芽
な
ど
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
ブ

ル
ジ
ョ
ア
文
化
は
今
日
深
刻
な
内
的
矛
盾
を
持
っ
て
い
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
化
も
封
建
時
代
の
文
化
に
対
抗
し
て
自
然
科

学
の
力
を
正
面
に
押
し
出
し
て
闘
っ
た
初
期
に
お
い
て
は
、
確
か
に
進
歩
的
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な
大
き
な
役
割
を
持
っ
て
い
た
。
封
建
時
代
よ
り
は
、
よ
り
広
汎
な
大
衆
の

利
害
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
役
立
っ
た
。
然
し
貴
族
と
僧
侶
に
反
抗
し
た

ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
自
身
を
支
配
階
級
と
し
て
確
立
し
て
生
産
手
段
を
次
第

に
独
占
す
る
に
つ
れ
て
、
彼
ら
の
文
化
に
矛
盾
が
現
れ
て
来
た
。
労
働
と
消

費
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
階
級
に
属
し
て
い
る
こ
と
、
肉
体
労
働
と
精
神

労
働
と
が
極
端
に
分
裂
し
て
い
る
こ
と
、
労
働
の
極
端
な
専
門
化
、
都
会
と

農
村
と
の
分
裂
な
ど
資
本
主
義
そ
の
も
の
が
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
諸
矛
盾

が
文
化
の
上
に
も
強
力
に
反
映
し
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
現
在
に
い
た
っ
て

は
す
で
に
全
社
会
の
人
類
の
た
め
の
文
化
で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
て
来
て
い

る
。
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こ
の
頃
新
聞
雑
誌
の
上
で
、
身
上
相
談
が
大
流
行
で
あ
る
が
、
か
つ
て
私

は
非
常
に
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
一
つ
の
相
談
と
解
答
と

を
あ
る
新
聞
の
上
で
み
た
こ
と
が
あ
る
。
十
八
九
の
青
年
が
投
書
し
て
い
る

の
だ
が
、
自
分
は
何
と
か
し
て
東
京
に
出
た
い
。
村
の
生
活
は
年
寄
た
ち
が

古
風
で
理
解
が
な
い
ば
か
り
か
、
青
年
た
ち
の
生
活
も
そ
の
内
幕
に
入
っ
て

見
る
と
恐
し
い
ほ
ど
程
度
が
低
い
。
酒
を
飲
む
こ
と
と
、
夜
遊
び
が
唯
一
の

た
の
し
み
で
、
本
さ
え
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
う
っ
か
り
本
を
読

む
と
な
ま
い
き
だ
と
か
、
変
り
も
の
だ
と
か
い
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
東

京
か
ら
『
改
造
』
を
と
っ
て
読
む
よ
う
な
も
の
は
、
村
の
駐
在
の
注
意
人
物

と
さ
れ
る
。
自
分
は
も
っ
と
光
明
の
あ
る
生
活
が
し
た
い
、
そ
の
た
め
に
、

東
京
に
出
た
い
が
よ
い
方
法
は
な
い
か
と
い
う
相
談
で
あ
る
。
解
答
者
は
、
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た
ぶ
ん
山
田
わ
か
女
史
で
あ
っ
た
と
覚
え
て
い
る
が
、
女
史
は
そ
の
青
年
の

都
会
へ
の
あ
こ
が
れ
を
丁
寧
に
訓
戒
し
、
都
会
生
活
の
醜
悪
で
あ
る
こ
と
を

話
し
、
あ
な
た
の
使
命
は
東
京
へ
出
る
こ
と
で
な
く
て
、
村
に
残
り
、
自
然

の
美
を
理
解
し
て
新
鮮
な
空
気
を
た
の
し
み
な
が
ら
、
自
分
の
周
囲
に
清
い

社
会
を
作
っ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
て
あ
っ
た
。

　
そ
の
時
、
私
の
心
に
強
い
一
つ
の
疑
問
が
起
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
青
年

の
他
に
何
十
万
人
と
い
う
同
じ
心
の
青
年
が
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
は
た
し
て

そ
の
中
の
一
人
で
も
山
田
女
史
の
解
答
で
満
足
し
得
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
東
京
に
ば
か
り
暮
す
も
の
に
は
、
想
像
で
き
な
い
ほ
ど
農
村
の

文
化
水
準
は
低
く
、
農
民
は
楽
し
み
の
少
い
暗
く
苦
し
い
日
常
を
送
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
農
村
の
恐
慌
は
農
民
か
ら
新
聞
さ
え
奪
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
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の
が
今
日
の
現
実
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
農
村
と
都
会
と
の
間
に
こ
の
よ

う
な
文
化
の
お
び
た
だ
し
い
相
違
が
起
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
元
来
、
資
本

主
義
の
社
会
に
あ
っ
て
は
、
農
村
は
資
本
主
義
生
産
の
い
わ
ば
植
民
地
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。
農
村
は
都
会
の
工
場
へ
安
い
原
料
、
労
働
力
を
提
供
し

て
都
会
の
工
場
主
た
ち
が
こ
し
ら
え
た
高
い
生
産
品
を
買
わ
さ
れ
て
い
る
。

特
に
日
本
の
よ
う
に
農
業
の
方
法
及
び
、
地
主
と
小
作
と
の
関
係
が
封
建
的

な
形
の
ま
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
農
村
の
支
配
的
な
物
の
考
え

方
は
ど
う
し
て
も
封
建
的
な
物
の
残
り
が
今
日
な
お
強
い
影
響
力
を
持
っ
て

い
る
。
世
界
の
経
済
発
達
の
歴
史
を
拡
げ
て
み
る
と
日
本
の
近
代
資
本
主
義

は
日
本
の
農
業
の
以
上
の
よ
う
な
特
色
ぬ
き
に
し
て
は
、
今
日
ま
で
発
達
し

得
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
主
義
の
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社
会
を
支
配
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
農
村
が
い
つ
ま
で
も
封
建
的
な
残
り
も

の
の
中
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
方
が
安
心
で
あ
り
便
利
で
あ
る
。
ま
し
て
昨

今
の
よ
う
に
世
界
の
経
済
恐
慌
に
つ
れ
て
、
米
の
問
題
、
繭
値
下
り
の
問
題

な
ど
、
農
民
の
生
命
を
お
び
や
か
す
問
題
が
一
向
に
具
体
的
な
解
決
を
見
な

い
で
ま
す
ま
す
切
迫
す
る
ば
か
り
で
あ
る
時
代
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
農
民

が
自
分
た
ち
の
し
ょ
っ
て
い
る
一
戸
あ
た
り
八
百
円
と
い
う
恐
し
い
借
金
の

真
の
原
因
な
ど
に
つ
い
て
知
ら
な
い
方
が
、
支
配
す
る
も
の
と
し
て
は
便
利

で
あ
る
。
自
然
科
学
の
力
は
今
日
い
な
が
ら
ア
メ
リ
カ
で
話
す
大
統
領
の
演

説
が
き
か
れ
る
ほ
ど
の
発
達
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
ラ
ジ
オ
は
農
民
の
借

金
の
解
決
案
の
た
め
に
放
送
は
し
な
い
。
本
願
寺
の
坊
さ
ん
が
今
の
世
の
中

に
生
き
て
い
る
こ
と
は
仮
り
の
世
で
あ
っ
て
死
ん
で
か
ら
こ
そ
真
実
の
世
界
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に
生
き
る
の
だ
か
ら
、
現
在
の
苦
痛
は
自
分
の
あ
き
ら
め
た
気
の
持
ち
よ
う

で
苦
に
す
る
な
と
精
神
講
座
を
放
送
す
る
の
で
あ
る
。

　
農
村
の
貧
困
は
事
実
、
一
冊
の
雑
誌
さ
え
容
易
に
買
え
な
い
経
済
状
態
に

農
民
を
お
と
し
い
れ
て
い
る
が
、
資
本
主
義
の
生
産
は
す
べ
て
大
量
に
生
産

さ
れ
た
も
の
が
安
い
か
ら
雑
誌
で
も
部
数
を
多
く
刷
る
も
の
が
比
較
的
安
く

即
ち
同
じ
三
十
銭
で
う
ん
と
頁
を
多
く
、
グ
ラ
フ
ま
で
入
れ
て
作
れ
る
と
い

う
訳
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
今
日
そ
の
よ
う
な
大
生
産
の
で
き
る
資
本
を
持

っ
た
雑
誌
は
、
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
く
、
そ
れ
ら
の
雑
誌
社
は
売
れ
口
を
数

で
こ
な
す
た
め
に
、
も
っ
と
も
文
化
水
準
の
低
い
広
汎
な
お
く
れ
た
層
を
目

指
し
、
支
配
階
級
が
そ
の
商
売
を
援
助
す
る
よ
う
に
内
容
を
飽
く
ま
で
も
、

支
配
す
る
側
に
と
っ
て
良
し
と
考
え
ら
れ
る
方
向
へ
編
輯
す
る
の
で
あ
る
。
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階
級
の
あ
る
社
会
の
下
で
は
何
と
い
っ
て
も
労
働
者
、
農
民
は
ご
く
わ
ず
か

の
部
分
し
か
進
ん
だ
文
化
を
持
っ
て
い
な
い
か
ら
、
事
実
に
お
い
て
そ
う
い

う
雑
誌
で
も
売
れ
て
行
く
必
然
性
が
あ
る
。
売
れ
る
か
ら
ま
す
ま
す
多
く
作

り
、
安
い
か
ら
ま
す
ま
す
読
ん
で
、
自
分
た
ち
の
汗
水
た
ら
し
て
と
っ
た
金

を
払
っ
て
自
分
た
ち
を
ま
す
ま
す
狭
い
低
い
隷
属
的
な
生
活
へ
追
い
込
む
文

化
の
影
響
を
受
け
て
行
く
と
い
う
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
読
者
は
今
度
国
定
教
科
書
の
插
絵
が
大
変
か
わ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い

ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？
　
先
の
教
科
書
で
は
、
洋
服
を
着
、
靴
を
は
い
て
画
か

れ
て
い
た
小
学
生
の
姿
が
、
改
正
さ
れ
た
も
の
で
は
、
和
服
で
藁
草
履
を
は

い
て
い
る
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
？
　
あ
る
人
は
こ
れ
を
説
明
し
て
、

「
も
と
の
絵
は
都
会
の
生
活
を
主
に
し
て
画
か
れ
て
い
た
。
あ
れ
を
見
て
、
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農
民
は
い
た
ず
ら
に
虚
栄
心
を
あ
お
ら
れ
る
。
実
際
に
農
村
で
子
供
た
ち
が

し
て
い
る
よ
う
な
服
装
を
し
た
子
供
の
絵
の
方
が
、
質
実
な
思
想
を
養
う
に

有
効
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
。

　
こ
の
説
明
は
、
実
際
の
一
面
の
み
に
ふ
れ
て
い
る
。
插
絵
の
変
更
の
他
の

一
面
に
は
ゴ
ム
靴
の
買
え
な
く
な
っ
た
農
村
の
子
供
と
そ
の
親
と
に
こ
の
貧

困
の
状
態
を
普
通
の
も
の
と
思
わ
せ
よ
う
と
す
る
効
果
が
考
慮
さ
れ
て
あ
る

こ
と
は
何
人
の
眼
に
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
農
村
の
文
化
の
特
性
と
い
う
も
の
が
、
強
調
さ
れ
、
農
村
の
文
化
を
創
る

も
の
は
農
民
で
あ
る
、
と
い
う
農
本
主
義
的
の
考
え
方
は
、
現
代
に
お
い
て

は
農
民
自
身
の
幸
福
の
た
め
に
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
協
力
者
で
あ
る
都
会
の

労
働
者
と
、
進
歩
的
な
知
識
階
級
人
と
を
文
化
的
に
は
も
っ
と
も
お
く
れ
た
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農
民
か
ら
切
り
離
す
た
め
の
役
割
し
か
演
じ
て
い
な
い
。
も
し
、
農
村
の
真

の
幸
福
が
今
日
の
ま
ま
の
有
様
で
農
民
が
暮
す
こ
と
の
中
に
あ
る
の
な
ら
ば
、

な
ぜ
、
近
頃
や
か
ま
し
く
農
村
の
工
業
化
の
問
題
が
叫
ば
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
？
　
矛
盾
は
こ
こ
に
も
現
れ
て
い
る
。

　
農
村
の
工
業
化
の
問
題
で
も
、
そ
れ
を
計
画
す
る
人
々
の
間
で
は
、
農
村

の
若
い
娘
の
労
働
力
と
い
う
も
の
が
、
重
要
な
計
算
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

昨
今
の
婦
人
雑
誌
の
内
容
を
見
て
も
分
る
通
り
、
婦
人
の
天
職
を
家
庭
の
中

に
あ
っ
て
良
妻
賢
母
で
あ
る
こ
と
、
や
り
く
り
の
う
ま
い
主
婦
で
あ
る
こ
と

に
認
め
る
傾
向
は
、
近
頃
一
層
い
ち
じ
る
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
婦
人
の

幸
福
は
家
庭
に
あ
り
、
家
庭
に
お
い
て
婦
人
が
婦
徳
を
全
う
す
る
こ
と
こ
そ
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日
本
文
化
の
世
界
に
誇
る
べ
き
輝
き
で
あ
る
と
論
じ
、
婦
人
参
政
権
運
動
の

市
川
房
枝
女
史
も
座
談
会
の
席
上
で
も
と
の
婦
選
運
動
は
男
性
に
対
し
て
行

わ
れ
た
よ
う
な
点
が
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
は
婦
人
の
特
徴
を
よ
く

理
解
し
た
上
で
、
問
題
を
考
え
て
い
る
点
が
進
歩
し
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
と

い
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
他
の
一
面
に
近
頃
で
は
い
ろ
い
ろ
の
軍
需
工
場
に
多
数
の
女

が
働
い
て
い
る
し
、
そ
の
農
村
の
工
業
化
の
問
題
に
お
い
て
も
、
専
門
家
大

河
内
子
爵
は
、
機
械
製
造
工
程
の
発
達
し
た
現
在
に
あ
っ
て
は
、
安
い
賃
銀

の
農
村
の
娘
が
、
た
や
す
く
、
自
動
車
の
部
分
品
を
も
作
り
得
る
か
ら
、
農

村
工
業
化
の
強
味
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
あ
る
と
新
聞
に
意
見
を
発
表
し

て
い
る
。
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こ
の
一
見
相
反
す
る
よ
う
に
見
え
る
婦
人
の
生
活
に
対
す
る
観
方
を
彼
ら

は
も
っ
と
も
便
利
に
縫
い
合
わ
せ
る
術
を
知
っ
て
い
る
。
家
が
大
事
と
い
う

封
建
的
な
立
場
に
立
っ
た
感
情
を
婦
人
の
心
に
強
く
め
ざ
め
さ
す
こ
と
は
食

う
に
食
え
な
く
な
っ
た
家
の
た
め
に
話
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
低
賃
銀
で
十
三
時

間
も
働
か
せ
ら
れ
た
り
、
有
毒
な
仕
事
に
こ
き
使
わ
れ
た
り
す
る
こ
と
を
も
、

忍
耐
強
い
日
本
婦
人
の
美
徳
と
し
て
自
分
自
身
満
足
す
る
よ
う
、
た
く
み
に

利
用
さ
れ
て
い
る
。
若
い
女
か
ら
利
潤
を
し
ぼ
り
取
る
現
実
の
し
ぼ
り
手
の

姿
を
、
家
の
た
め
と
い
う
言
葉
の
雲
の
か
な
た
に
包
み
こ
ま
せ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
感
情
を
「
婦
徳
の
輝
き
」

に
対
し
て
呼
び
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
？
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今
一
つ
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
現
在
の
「
非
常
時
」
的
社
会
の
相

の
不
安
に
つ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
に
対
す
る
嘲
弄
が
文
学

そ
の
他
の
文
化
の
面
に
現
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
歴
史
は
わ
れ
わ
れ
に
実
例
を
以
て
真
に
多
数
者
の
利
害
の
上
に
立
っ
た
文

化
を
建
設
し
て
行
く
た
め
に
は
、
そ
の
基
礎
と
な
る
生
産
関
係
の
解
決
問
題

と
共
に
、
進
歩
的
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
協
力
が
い
か
に
必
要
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
資
本
主
義
の
必
然
的
な
矛
盾
は
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
チ
ア
を
も
経
済
的
に
窮
乏
に
お
と
し
入
れ
、
そ
の
広
い
部
分
が
労
働

者
化
の
過
程
を
た
ど
っ
て
い
る
し
、
同
時
に
、
古
い
文
化
の
涸
渇
こ
か
つ
と
腐
敗
を

見
透
し
、
自
身
の
生
存
の
た
め
に
も
新
し
い
生
活
と
文
化
と
の
建
設
の
必
要

を
ま
す
ま
す
自
身
の
問
題
と
し
て
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
イ
ン
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テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
労
働
者
の
側
へ
の
移
行
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
化
建
設
の

可
能
性
と
と
も
に
世
界
的
な
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
、
必
然

の
勢
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昨
今
の
文
化
政
策
は
非
常
に
巧
妙
な
手
段

で
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
を
ふ
く
む
小
ブ
ル
ジ
ョ
ア
層
に
ま
す
ま
す
小
ブ
ル
ジ

ョ
ア
の
無
気
力
を
助
長
す
る
よ
う
な
自
嘲
、
自
己
嫌
悪
を
吹
き
こ
み
、
労
働

者
の
側
か
ら
は
そ
の
現
象
を
さ
な
が
ら
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
イ
ン
テ
リ

ゲ
ン
チ
ア
の
特
性
で
あ
る
か
の
よ
う
に
愚
弄
す
る
よ
う
な
社
会
的
空
気
が
か

も
さ
れ
て
い
る
。
転
向
の
問
題
な
ど
も
そ
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
か
ら
見
る
と
、
誠
に
当
を
得
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
文
化
政
策
（
た
と

え
ば
学
生
が
カ
フ
ェ
ー
、
ダ
ン
ス
場
に
出
入
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
新
し
い
規

則
）
な
ど
も
、
軍
事
教
練
に
反
対
し
た
汎
太
平
洋
婦
人
平
和
会
議
の
決
議
に
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反
対
の
見
解
を
示
し
て
い
る
人
々
の
意
見
と
て
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
始
め
て
、

真
意
が
了
解
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
現
在
わ
れ
わ
れ
が
住
ん
で
い
る
社
会
に
お
い
て
、
独
占
さ
れ
て
い
る
文
化

は
進
歩
的
な
役
割
を
は
た
し
て
い
ず
、
反
動
的
な
内
容
を
持
ち
反
動
的
な
目

的
の
た
め
に
動
員
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
言
を
要
し
な
い
事
実
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
、
歴
史
は
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
次
の
よ
う
な
こ
と
を
も
教
え
て
い

る
。

　
中
国
の
有
名
な
殷
の
紂
王
は
自
分
の
気
に
入
ら
な
い
こ
と
を
い
っ
た
り
、

書
い
た
り
し
た
学
者
を
土
の
中
に
生
理
め
に
し
、
本
を
焼
き
す
て
た
。
紂
王

の
焚
書
と
し
て
歴
史
に
残
さ
れ
て
い
る
。
紂
王
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
身

の
滅
亡
を
早
め
こ
そ
す
れ
、
そ
れ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
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の
こ
と
を
歴
史
は
わ
れ
わ
れ
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
四
年
十
月
〕
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