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一
︑
は
じ
め
に

﹁
作
家
の
手
帖
﹂
は
昭
和
十
八
年
︵
一
九
四
三
︶
十
月
に
﹃
文
庫
﹄
︵
第
三

巻
第
十
号
︶
に
発
表
さ
れ
︑
三
つ
の
話
か
ら
構
成
さ
れ
た
短
篇
小
説
で
あ
る
︒

い
ず
れ
も
﹁
私
﹂
と
い
う
男
性
作
家
が
一
人
称
語
り
の
形
式
で
遭
遇
し
た
出

来
事
と
︑
そ
れ
に
対
す
る
感
慨
が
語
ら
れ
て
い
る
︒
第
一
話
は
︑
七
夕
を
め

ぐ
る
女
の
子
の
祈
願
︑
第
二
話
は
︑
煙
草
の
火
を
借
り
た
産
業
戦
士
の
お
礼

の
言
葉
に
清
々
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
︑
第
三
話
は
︑
何
も
考
え
ず
に
歌
い
続

け
る
隣
家
の
産
業
戦
士
の
奥
さ
ん
に
日
本
女
性
の
強
さ
を
見
出
し
︑
﹁
戦
争

の
将
来
に
就
い
て
楽
観
し
て
ゐ
る
﹂
こ
と
で
あ
る
︵
�

︶
︒
そ
し
て
︑
題
に
﹁
手

帖
﹂
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
の
三
つ
の
話
が
一
見
そ
れ
ぞ
れ
無
関
係
の

よ
う
に
も
み
え
る
こ
と
か
ら
︑
三
つ
の
話
の
﹁
接
点
﹂
や
﹁
つ
な
が
り
﹂
を

考
え
る
の
が
先
行
研
究
の
目
的
の
一
つ
と
も
い
え
よ
う
︒
例
え
ば
︑
権
鍚
永

氏
は
︑
本
作
品
に
言
及
す
る
際
に
︑
﹁
形
式
的
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
全
く
無
関

係
に
列
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
だ
が
︑
決
し
て
つ
な
が
り
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
︑
作
品
の
﹁
接
点
﹂
を
考
え
て
み
た
︵
�

︶
︒
厳
大
漢
氏

は
﹁
作
家
太
宰
治
は
ど
の
よ
う
な
意
図
で
︑
﹁
私
﹂
と
い
う
作
家
の
手
帖
に

し
た
た
め
ら
れ
た
三
つ
の
物
語
を
配
し
た
︑
こ
の
よ
う
な
小
説
作
品
を
書
い

た
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
い
う
問
題
を
提
起
し
た
︵
�

︶
︒

一
方
︑
作
品
の
全
体
で
は
な
く
︑
中
の
一
話
か
二
話
の
み
を
取
り
上
げ
て

戦
時
下
に
お
け
る
太
宰
の
戦
争
に
対
す
る
姿
勢
を
み
る
︒
松
本
健
一
氏
は
第

三
話
に
お
い
て
﹁
大
戦
争
﹂
を
忘
れ
て
無
心
に
歌
を
う
た
っ
て
い
る
﹁
奥
さ

ん
﹂
を
取
り
上
げ
て
︑
太
宰
が
﹁
奥
さ
ん
﹂
の
示
し
た
﹁
庶
民
の
生
き
か
た

の
ほ
う
に
こ
そ
共
鳴
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
︑
﹁
戦
争
指
導
者
の
戦
争
鼓
吹
に

の
せ
ら
れ
た
り
︑
体
制
に
強
い
ら
れ
て
の
奴
隷
の
言
葉
を
つ
か
っ
た
り
し
な

が
ら
も
︑
じ
ぶ
ん
の
歌
を
う
た
っ
て
み
せ
た
﹂
と
指
摘
し
た
︵
�

︶
︒
そ
し
て
︑
古

川
裕
佳
氏
は
戦
時
下
の
文
学
作
品
に
お
け
る
女
性
︵
︿
女
声
﹀
︶
像
の
動
員
と

い
う
視
点
か
ら
︑
女
性
の
こ
と
ば
に
触
れ
た
第
一
話
と
第
三
話
に
注
目
し
て

論
じ
た
︒
戦
後
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
検
閲
下
に
不
適
切
と
思
わ
れ
る
︿
女
声
﹀
の
部
分

︱
幼
女
の
祈
り
や
女
性
へ
の
安
易
な
期
待
︱
が
﹃
黄
村
先
生
言
行
録
﹄
︵
一
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九
四
七
︶
に
再
録
さ
れ
る
際
に
削
除
さ
れ
︑
改
稿
さ
れ
た
も
の
の
︑
﹁
女
の

本
性
は
無
心
で
あ
る
﹂
と
い
う
女
性
像
が
そ
の
ま
ま
残
っ
た
こ
と
か
ら
︑
作

中
人
物
の
﹁
無
心
﹂
こ
そ
が
作
者
の
狙
い
で
︑
そ
れ
は
﹁
生
活
の
た
め
で
き

る
限
り
の
努
力
を
す
る
﹂
と
い
う
想
い
だ
と
氏
は
指
摘
し
た
︵
�

︶
︒

以
上
︑
見
て
き
た
よ
う
に
︑
先
行
論
の
多
く
は
第
三
話
に
集
中
す
る
か
︑

或
い
は
第
二
話
を
除
く
形
で
論
ず
る
か
︑
で
あ
っ
て
︑
作
品
全
体
を
論
じ
た

の
は
管
見
の
限
り
︑
三
篇
︵
�

︶
の
み
で
︑
そ
の
中
の
二
篇
が
三
つ
の
話
の
﹁
つ
な

が
り
﹂
に
腐
心
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
裏
返
し
て
言
え
ば
︑
作
家

﹁
私
﹂
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
三
つ
の
話
を
一
つ
の
﹁
手
帖
﹂
に
し
た
か
が

容
易
に
見
つ
か
ら
な
い
た
め
に
﹁
亀
裂
︵
�

︶
﹂
と
思
わ
れ
︑
ま
た
︑
そ
の
﹁
亀

裂
﹂
を
補
う
た
め
に
む
や
み
に
﹁
接
点
﹂
や
﹁
つ
な
が
り
﹂
を
探
さ
ざ
る
を

得
な
い
研
究
の
現
況
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
﹁
作
家
の
手
帖
﹂
が
﹁
こ
れ
ま

で
重
要
視
さ
れ
て
き
た
作
品
と
は
い
え
な
い
︵
	

︶
﹂
と
言
わ
れ
て
き
た
一
因
は
ま

さ
に
そ
こ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
稿
で
は
︑
従
来
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
﹁
私
﹂
の
特
徴
的
な
語
り
方
に
焦
点
を
あ
て
︑
﹁
作
家
の
手

帖
﹂
に
新
た
な
読
み
を
提
起
し
て
み
た
い
︒

二
︑
矛
盾
を
孕
む
語
り

﹁
作
家
の
手
帖
﹂
に
お
け
る
戦
争
追
随
の
一
面
は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
た
︒

例
え
ば
︑
﹁
オ
星
サ
マ
︒
日
本
ノ
国
ヲ
オ
守
リ
下
サ
イ
︒
／
大
君
ニ
︑
マ
コ

ト
サ
サ
ゲ
テ
︑
ツ
カ
エ
マ
ス
︒
﹂
︵
第
一
話
︶
︑
﹁
私
は
戦
争
の
将
来
に
就
い
て

楽
観
し
て
い
る
﹂
︵
第
三
話
︶
な
ど
︑
要
す
る
に
国
家
護
持
へ
の
言
葉
や
︑

産
業
戦
士
へ
の
讃
歌
︑
戦
争
へ
の
楽
観
視
な
ど
の
描
写
か
ら
︑
戦
争
加
担
や

時
局
迎
合
︑
戦
争
賛
美
と
い
っ
た
解
釈
も
可
能
だ
と
断
り
な
が
ら
︑
﹁
時
流

に
少
々
あ
い
さ
つ
︵



︶
﹂
を
し
て
み
た
だ
け
の
言
説
に
過
ぎ
な
い
と
み
た
論
が
あ

る
︒
他
方
︑
﹁
戦
争
に
対
す
る
庶
民
の
無
批
判
な
受
容
が
揶
揄
さ
れ
て
い
る
︵

︶
﹂
︑

10

﹁
戦
時
下
の
チ
ア
リ
ー
ダ
ー
︵

︶
﹂
と
み
る
論
も
あ
る
︒

11

と
こ
ろ
で
︑
作
中
に
み
ら
れ
る
戦
争
加
担
の
叙
述
か
ら
︑
戦
時
下
の
太
宰

の
是
非
を
定
め
る
前
に
︑
ま
ず
問
い
か
け
た
い
の
は
︑
﹁
私
﹂
の
語
り
が
ど

れ
ほ
ど
信
用
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
語
り
手
の

語
り
に
多
く
の
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

女
の
子
っ
て
︑
実
に
抜
け
目
が
無
く
︑
自
分
の
事
ば
か
り
考
え
て
︑

ち
ゃ
っ
か
り
し
て
い
る
も
の
だ
と
思
っ
た
︒
織
女
さ
ま
の
お
よ
ろ
こ
び

に
附
け
込
ん
で
︑
自
分
た
ち
の
願
い
を
き
い
て
も
ら
お
う
と
計
画
す
る

な
ど
︑
ま
こ
と
に
実
利
的
で
︑
ず
る
い
と
思
っ
た
︒
︵
中
略
︶
女
の
子

た
ち
は
︑
そ
ん
な
織
女
星
の
弱
味
に
附
け
込
ん
で
遠
慮
会
釈
も
な
く
︑

ど
し
ど
し
願
い
を
申
し
出
る
の
だ
︒
あ
あ
︑
女
は
︑
幼
少
に
し
て
既
に

こ
の
よ
う
に
厚
か
ま
し
い
︵

︶
︒

12

第
一
話
で
︑
語
り
手
の
﹁
私
﹂
は
︑
﹁
織
女
星
の
弱
味
に
附
け
込
ん
で
遠

慮
会
釈
も
な
く
﹂
﹁
手
芸
に
巧
み
に
な
る
よ
う
に
﹂
と
︑
ど
し
ど
し
願
い
を

申
し
出
る
女
の
子
た
ち
は
﹁
幼
少
に
し
て
既
に
こ
の
よ
う
に
厚
か
ま
し
い
﹂

と
考
え
て
い
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
﹁
男
の
子
は
︑
そ
ん
な
事
は
し
な
い
﹂

と
主
張
し
て
︑
そ
の
証
拠
と
し
て
︑
﹁
現
に
私
な
ど
は
︑
幼
少
の
頃
か
ら
︑

七
夕
の
夜
に
は
空
を
見
上
げ
る
事
を
さ
え
遠
慮
し
て
い
た
﹂
︑
﹁
恋
人
同
志
が
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一
年
に
い
ち
ど
相
逢
う
姿
を
︑
遠
目
鏡
な
ど
で
眺
め
る
の
は
︑
実
に
失
礼
な
︑

ま
た
露
骨
な
下
品
な
態
度
だ
と
思
っ
て
い
た
﹂
と
︑
幼
少
の
頃
の
自
分
を
例

と
し
て
男
の
子
は
﹁
ち
ゃ
ん
と
礼
節
を
心
得
て
い
る
﹂
と
大
ま
じ
め
に
語
る
︒

し
か
し
︑
﹁
幼﹅

少﹅

の﹅

頃﹅

﹂
の
﹁
私
﹂
は
︑
牽
牛
星
と
織
女
星
が
﹁
一
年
に
い

ち
ど
の
逢
う
瀬
を
た
の
し
む
夜
﹂
を
︑
﹁
は
に
か
ん
で
い
る
夜
﹂
で
︑
﹁
恥
ず

か
し
く
て
︑
望
見
出
来
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
率
直
に
結
び
付
け
て
︑
﹁
恋

人
同
士
が
一
年
に
い
ち
ど
相
逢
う
﹂
﹁
よ﹅

ろ﹅

こ﹅

び﹅

﹂
を
如
何
に
も
心
得
て
い

る
よ
う
で
あ
る
︒
﹁
幼
少
﹂
な
の
に
﹁
逢
う
瀬
﹂
の
﹁
よ
ろ
こ
び
﹂
を
理
解

し
て
い
る
よ
う
に
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
﹁
ち
ゃ
ん
と
礼
節
を
心
得
て
い
る
﹂

ど
こ
ろ
か
︑
逆
に
ぼ
ろ
を
見
せ
て
し
ま
う
の
だ
︒
そ
れ
に
続
き
︑
彼
の
脳
裏

に
ふ
と
﹁
怪
し
い
空
想
﹂
﹁
け
し
か
ら
ぬ
空
想
﹂
が
起
こ
っ
た
︒

今
夜
こ
れ
か
ら
誰
か
女
の
ひ
と
の
と
こ
ろ
へ
遊
び
に
行
き
︑
知
ら
ん
振

り
し
て
帰
っ
て
来
る
︒
そ
う
し
て
︑
来
年
の
七
夕
に
ま
た
ふ
ら
り
と
遊

び
に
行
き
︑
や
っ
ぱ
り
知
ら
ん
振
り
し
て
帰
っ
て
来
る
︒
そ
う
し
て
︑

五
︑
六
年
も
そ
れ
を
続
け
て
︑
そ
れ
か
ら
は
じ
め
て
女
に
打
ち
明
け
る
︒

毎
年
︑
僕
の
来
る
夜
は
︑
ど
ん
な
夜
だ
か
知
っ
て
い
ま
す
か
︑
七
夕
で

す
︑
と
笑
い
な
が
ら
教
え
て
や
る
と
︑
私
も
案
外
い
い
男
に
見
え
る
か

も
知
れ
な
い
︒

断
り
な
く
五
︑
六
年
知
ら
ん
振
り
し
て
通
い
続
け
て
︑
年
に
一
度
通
っ
た

日
が
七
夕
だ
と
教
え
る
と
そ
れ
が
﹁
い
い
男
﹂
に
な
る
と
﹁
甘
っ
た
る
﹂
く

思
う
﹁
私
﹂
の
理
解
に
は
︑
通
常
と
か
け
離
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
︒
そ
う

い
う
﹁
私
﹂
の
矛
盾
や
常
識
外
れ
な
部
分
に
よ
り
︑
彼
の
女
性
を
め
ぐ
る
一

連
の
批
判
も
怪
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
辻
褄
の
合
わ
な

い
語
り
は
︑
こ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
第
三
話
の
結
末
の
場
面
に
お
い
て
も
同

じ
で
あ
る
︒

あ
の
奥
さ
ん
は
︑
な
に
も
思
っ
て
や
し
な
い
の
だ
︒
謂
わ
ば
︑
た
だ

唄
っ
て
い
る
の
だ
︒
夏
の
お
洗
濯
は
︑
女
の
仕
事
の
う
ち
で
︑
一
ば
ん

楽
し
い
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
︒
あ
の
歌
に
は
︑
意
味
が
無
い
の
だ
︒
た

だ
無
心
に
お
洗
濯
を
た
の
し
ん
で
い
る
の
だ
︒
大
戦
争
の
ま
っ
さ
い

ち
ゅ
う
な
の
に
︒

ア
メ
リ
カ
の
女
た
ち
は
︑
決
し
て
こ
ん
な
に
美
し
く
の
ん
き
に
し
て

は
い
な
い
と
思
う
︒
そ
ろ
そ
ろ
︑
ぶ
つ
ぶ
つ
不
平
を
言
い
出
し
て
い
る

と
思
う
︒
鼠
を
見
て
さ
え
気
絶
の
真
似
を
す
る
気
障
な
女
た
ち
だ
︒
女

が
︑
戦
争
の
勝
敗
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
︑
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
あ

ろ
う
か
︒
私
は
戦
争
の
将
来
に
就
い
て
楽
観
し
て
い
る
︒

引
用
部
の
よ
う
に
︑
洗
濯
を
楽
し
む
﹁
奥
さ
ん
﹂
の
﹁
の
ん
き
﹂
が
﹁
戦

争
の
将
来
に
就
い
て
楽
観
﹂
で
き
る
根
拠
に
な
っ
た
と
﹁
私
﹂
が
結
論
付
け

た
が
︑
そ
れ
は
国
の
考
え
に
背
く
こ
と
に
な
る
︒
戦
争
完
遂
の
た
め
︑
女
性

は
聖
戦
を
担
う
皇
国
女
子
︑
夫
や
子
を
戦
場
へ
と
促
す
軍
国
の
母
︑
軍
需
産

業
の
労
働
力
を
補
う
勤
労
少
女
と
し
て
の
役
割
︵

︶
を
国
に
強
く
求
め
ら
れ
て
い

13

て
︑
決
し
て
﹁
の
ん
き
﹂
に
い
ら
れ
る
状
況
で
は
な
い
︒
﹁
女
が
︑
戦
争
の

勝
敗
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
戦
時
下
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
﹁
私
﹂
は
同
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調
を
み
せ
つ
つ
も
︑
そ
の
理
解
の
内
実
が
全
く
相
反
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒

そ
れ
に
加
え
て
︑
﹁
鼠
を
見
て
さ
え
気
絶
の
真
似
を
す
る
気
障
な
女
た
ち
だ
﹂

と
い
う
﹁
私
﹂
の
ア
メ
リ
カ
の
女
性
像
も
︑
現
状
を
踏
ま
え
て
い
な
い
見
解

で
あ
る
︒
一
九
四
二
年
四
月
ア
メ
リ
カ
の
反
撃
が
本
格
化
し
て
以
来
︑
山
本

五
十
六
の
戦
死
や
ア
ッ
ツ
︑
サ
イ
パ
ン
︑
テ
ニ
ヤ
ン
︑
グ
ラ
ム
の
陥
落
︑
玉

砕
や
撤
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
︑
日
本
本
土
が
空
襲
に
曝
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

緒
戦
の
戦
勝
下
に
形
成
さ
れ
た
﹁
強
国
日
本
と
弱
国
米
英
﹂
像
は
現
実
と
の

間
に
矛
盾
が
生
じ
︑
米
英
の
力
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
へ
の
戒
め
や
︑
戦
争

楽
観
論
へ
の
警
戒
︑
国
民
に
危
機
感
を
煽
る
目
的
で
︑
米
英
が
悪
虐
非
道
の

﹁
鬼
畜
﹂
と
さ
れ
︑
﹁
侮
り
難
い
敵
﹂
﹁
強
敵
﹂
へ
と
修
正
が
行
わ
れ
る
︵

︶
︒
﹁
戦

14

争
の
将
来
に
就
い
て
楽
観
し
て
い
る
﹂
と
い
う
﹁
私
﹂
の
宣
言
は
︑
国
の
警

戒
と
戒
め
に
対
し
て
大
い
に
背
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
﹁
私
﹂
は
︑
﹁
女
の
子
﹂
や
︑
ア
メ
リ
カ
女
性
像
に
対
し

て
い
ず
れ
も
一
方
的
に
語
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
こ
で
浮
き
彫
り
に

な
っ
て
く
る
の
は
︑
﹁
私
﹂
の
思
い
込
み
の
激
し
さ
と
語
る
内
容
の
信
憑
性

の
低
さ
で
あ
ろ
う
︒
更
に
︑
﹁
私
は
女
ぎ
ら
い
だ
か
ら
﹂
と
い
う
﹁
私
﹂
自

身
の
こ
と
ば
も
念
頭
に
い
れ
れ
ば
︑
﹁
私
﹂
の
女
性
観
が
ど
こ
ま
で
信
用
で

き
る
か
が
疑
わ
し
く
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
︒
ひ
い
て
は
そ
れ
が
基
盤
と

な
っ
て
成
り
立
っ
た
﹁
女
が
︑
戦
争
の
勝
敗
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
﹂
と
い
う

﹁
私
﹂
の
確
信
や
﹁
戦
争
の
将
来
に
就
い
て
楽
観
﹂
し
て
い
る
自
信
も
危
ぶ

ま
れ
る
羽
目
と
な
る
︒

三
︑
再
読
を
促
す
語
り

そ
こ
で
︑
﹁
私
﹂
の
語
り
に
不
信
や
困
惑
を
覚
え
始
め
た
読
者
に
︑
﹁
私
﹂

の
語
っ
た
内
容
を
確
認
さ
せ
る
た
め
︑
或
い
は
そ
れ
を
理
解
さ
せ
る
た
め
︑

作
品
の
再
読
が
促
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
︑
先
行
研
究
で
た
び
た
び
問
題
意
識
と

し
て
提
起
さ
れ
る
三
つ
の
話
の
﹁
接
点
﹂
探
し
や
︑
﹁
私
﹂
の
断
言
の
根
拠

探
し
か
ら
も
わ
か
る
の
で
あ
る
︵

︶
︒

15

ま
ず
︑
再
確
認
さ
れ
る
の
は
︑
恐
ら
く
﹁
女
ぎ
ら
い
﹂
の
﹁
私
﹂
が
︑
七

夕
祭
り
で
祈
願
す
る
﹁
女
の
子
﹂
に
持
っ
た
﹁
厚
か
ま
し
い
﹂
︑
﹁
ち
ゃ
っ
か

り
し
て
い
る
﹂
︑
﹁
実
利
的
で
︑
ず
る
い
﹂
女
性
像
で
あ
る
︒
果
た
し
て
﹁
手

工
の
巧
み
な
ら
ん
事
を
祈
る
﹂
こ
と
は
﹁
私
﹂
の
い
う
よ
う
に
︑
﹁
自
分
勝

手
の
わ
が
ま
ま
﹂
な
願
い
で
あ
ろ
う
か
︒

日
本
に
お
い
て
女
性
の
縫
製
技
量
と
織
女
と
の
繋
が
り
は
︑
早
く
か
ら
浸

透
さ
れ
て
平
安
時
代
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
︵

︶
︒
明
治
時
代
か
ら
裁
縫
は
小
学

16

校
の
中
等
科
か
ら
高
等
科
ま
で
必
須
科
目
と
し
て
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に

取
り
入
れ
ら
れ
︑
教
育
の
要
と
な
っ
て
い
る
︒
高
等
女
学
校
に
お
い
て
も
︑

良
妻
賢
母
主
義
教
育
の
た
め
に
︑
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
︵

︶
︒

17

女
子
は
︑
国
語
や
修
身
︑
家
事
︑
裁
縫
な
ど
の
教
科
を
通
じ
て
家
庭
を
切
り

盛
り
す
る
技
術
を
習
得
し
︑
貞
淑
温
良
︑
忍
耐
勤
勉
を
身
に
付
け
︑
最
終
的

に
い
い
縁
談
を
見
つ
け
て
︑
良
妻
賢
母
と
な
る
の
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
本

来
な
ら
結
婚
す
る
た
め
の
花
嫁
修
業
と
し
て
だ
っ
た
は
ず
の
裁
縫
教
育
が
日

中
戦
争
の
勃
発
に
よ
り
︑
銃
後
の
女
性
の
国
へ
の
ご
奉
公
の
た
め
の
も
の
と

な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
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日
中
戦
争
中
︑
人
も
物
資
も
戦
争
に
動
員
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
繊
維
製

品
が
軍
需
に
ま
わ
さ
れ
民
需
が
手
薄
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
軍
や
政
府

が
在
庫
品
の
利
用
︑
更
生
を
う
な
が
す
べ
き
だ
と
考
え
︑
衣
服
の
更
生
︑
再

利
用
と
い
っ
た
実
用
記
事
を
雑
誌
に
載
せ
る
よ
う
に
︑
と
婦
人
雑
誌
に
国
策

協
力
を
求
め
た
︒
﹁
﹃
主
婦
之
友
﹄
誌
上
に
は
衣
類
の
更
生
記
事
や
衣
服
の
繕

い
方
︑
傷
め
な
い
よ
う
に
す
る
洗
濯
︑
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
︑
プ
レ
ス
な
ど
の
方

法
が
紹
介
さ
れ
た
︒
衣
類
を
更
生
す
る
に
は
裁
縫
の
知
識
が
必
須
で
あ
っ
た

か
ら
︑
四
〇
年
か
ら
洋
裁
や
和
裁
の
独
習
法
が
連
載
さ
れ
は
じ
め
る
︒
﹂
と

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︑
婦
人
雑
誌
が
︑
国
の
要
請
で
国
民
服
︑
家
庭
防
空
服
︑

防
空
兜
︑
愛
国
服
︑
国
策
母
子
服
︑
防
空
頭
巾
︑
モ
ン
ペ
な
ど
の
製
作
を
求

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︵

︶
︒

18

そ
し
て
︑
﹁
﹃
主
婦
之
友
﹄
の
服
装
記
事
は
こ
の
頃
︵
筆
者
注
：

一
九
四
二

年
二
月
一
日
衣
料
の
点
数
切
符
制
度
実
施
以
降
︶
か
ら
急
増
す
る
が
︑
そ
の

内
容
は
衣
服
の
更
正
法
︑
自
分
で
衣
服
を
縫
う
方
法
な
ど
︑
い
ず
れ
も
女
性

が
家
庭
で
備
蓄
し
て
い
る
衣
服
や
生
地
を
再
利
用
し
て
衣
服
を
賄
わ
せ
る
た

め
の
﹁
国
策
﹂
に
女
性
を
動
員
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
︵

︶
︒
﹂
と
指
摘
さ

19

れ
る
よ
う
に
︑
女
性
の
裁
縫
技
量
が
国
に
動
員
さ
れ
て
︑
裁
縫
は
単
な
る
女

性
の
︑
花
嫁
修
業
の
﹁
お
稽
古
﹂
で
は
な
く
な
り
︑
国
策
協
力
に
重
要
な
才

能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
以
上
の
資
料
か
ら
︑
女
の
子
が
七
夕
祭
り
に
︑

﹁
手
工
の
巧
み
な
ら
ん
事
を
祈
る
﹂
こ
と
は
決
し
て
﹁
私
﹂
の
い
う
よ
う
に
︑

﹁
自
分
勝
手
の
わ
が
ま
ま
﹂
な
願
い
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
銃
後
の
女
性
が

戦
争
協
力
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
技
能
だ
と
い
え
る
︒

一
方
︑
﹁
私
﹂
に
つ
つ
ま
し
く
﹁
清
純
な
祈
り
﹂
だ
と
称
賛
さ
れ
た
幼
女

の
短
冊
も
﹁
戦
時
色
に
染
ま
り
に
染
ま
っ
た
戦
中
の
子
供
た
ち
の
あ
り
よ

う
︵

︶
﹂
と
指
摘
さ
れ
︑
危
ぶ
ま
れ
る
︒
確
か
に
︑
一
九
四
一
年
七
月
八
日
付
の

20読
売
新
聞
に
も
︑
﹁
短
冊
も
〝

武
運
長
久
〟

の
七
夕
祭
﹂
と
い
う
題
の
記
事

が
あ
っ
て
︑
七
夕
祭
り
に
﹁
国
家
隆
盛
︑
一
家
安
泰
︑
兵
隊
さ
ん
の
武
運
長

久
﹂
を
一
緒
に
祈
る
こ
と
を
国
民
に
呼
び
か
け
る
内
容
で
あ
っ
た
︒

日
中
戦
争
中
︑
国
家
統
制
に
よ
る
児
童
図
書
浄
化
運
動
が
進
め
ら
れ
た
︒

一
九
三
八
年
一
〇
月
二
六
日
︑
﹁
児
童
読
書
改
善
ニ
関
ス
ル
指
示
要
綱
﹂
が

出
さ
れ
て
︑
国
が
︑
﹁
指
示
要
綱
﹂
を
通
し
て
︑
児
童
の
読
物
に
強
力
な
指

導
を
加
え
︑
図
書
浄
化
に
よ
る
児
童
の
思
想
統
制
が
最
終
的
に
軍
国
少
年
の

錬
成
へ
と
つ
な
が
る
こ
と
を
企
て
た
︒
そ
し
て
一
九
四
一
年
四
月
︑
小
学
校

が
国
民
学
校
と
改
称
さ
れ
る
際
に
︑
子
供
を
戦
争
遂
行
に
積
極
的
に
協
力
さ

せ
る
た
め
に
︑
児
童
も
子
供
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
︑
天
皇
に
す
べ
て
を

捧
げ
︑
将
来
の
日
本
を
背
負
う
皇
国
臣
民
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
持
た
せ

る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
で
︑
児
童
を
少
国
民
と
改
称
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
れ

以
降
︑
国
民
学
校
は
﹁
戦
う
少
国
民
﹂
の
教
育
方
針
を
掲
げ
︑
日
中
戦
争
が

始
ま
っ
た
七
月
七
日
か
ら
八
日
に
か
け
て
︑
学
校
ぐ
る
み
で
﹁
模
擬
戦
争
﹂

の
戦
争
ご
っ
こ
︵

︶
を
行
い
︑
男
子
に
鬼
畜
米
英
の
藁
人
形
を
竹
槍
で
突
か
せ
︑

21

女
子
に
薙
刀
を
持
た
せ
て
戦
の
訓
練
を
し
た
︵

︶
︒
学
校
生
活
は
す
っ
か
り
皇
国

22

民
錬
成
の
道
場
に
な
り
︑
模
擬
戦
争
を
す
る
空
間
と
な
っ
た
︒
第
一
話
の
女

の
子
の
﹁
オ
星
サ
マ
﹂
へ
の
祈
願
は
︑
当
時
の
国
策
教
育
に
煽
ら
れ
て
書
か

れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
︒

そ
こ
で
再
び
考
え
な
お
す
べ
き
な
の
は
︑
﹁
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
︑
蘆

溝
橋
に
於
い
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
銃
声
一
発
と
ど
ろ
い
た
︒
私
の
け
し
か
ら
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ぬ
空
想
も
︑
き
れ
い
に
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
﹂
と
い
う
﹁
私
﹂
の
言
葉

で
あ
る
︒
﹁
私
﹂
の
言
っ
た
通
り
に
︑
そ
の
﹁
け
し
か
ら
ぬ
空
想
﹂
が
一
九

三
七
年
の
銃
声
一
発
で
﹁
き
れ
い
に
雲
散
霧
消
﹂
し
た
な
ら
ば
︑
一
九
四
三

年
の
現
在
に
﹁
私
﹂
は
多
く
の
紙
幅
を
費
や
し
て
語
る
必
要
は
全
く
な
い
は

ず
で
あ
る
︒
ま
し
て
︑
牽
牛
星
と
織
女
星
の
一
年
に
一
度
の
﹁
逢
う
瀬
﹂
を

楽
し
む
夜
だ
と
い
う
七
夕
の
も
う
一
つ
の
﹁
も
っ
と
大
事
な
意
味
﹂
︵
第
二

義
︶
を
二
つ
三
つ
の
辞
書
ま
で
引
い
て
そ
れ
を
見
出
せ
ず
に
は
気
が
済
ま
な

く
な
る
必
要
も
な
い
︒
そ
こ
で
見
え
て
く
る
の
は
七
夕
の
第
二
義
を
語
ら
ず

に
い
ら
れ
な
い
﹁
私
﹂
の
執
拗
さ
で
あ
る
︒

前
述
し
た
よ
う
に
︑
第
一
話
で
昭
和
十
二
年
七
月
七
日
に
銃
声
が
一
発
と

ど
ろ
い
た
こ
と
で
︑
七
夕
が
既
に
﹁
ち
が
っ
た
意
味
を
有
っ
て
来
て
い
る
﹂

こ
と
︱
つ
ま
り
第
一
義
の
﹁
手
工
の
巧
み
な
ら
ん
事
を
祈
る
お
祭
り
﹂
も
︑

第
二
義
の
︿
牽
牛
と
織
女
の
逢
う
瀬
の
夜
﹀
も
薄
ら
い
で
き
て
︑
世
の
中
は

第
三
義
の
︿
支
那
事
変
記
念
日
﹀
で
進
行
し
て
い
る
こ
と
を
﹁
私
﹂
が
知
っ

て
い
な
が
ら
も
︑
﹁
二
つ
三
つ
の
辞
書
﹂
も
引
き
︑
敢
え
て
執
拗
に
第
二
義

を
語
る
︒
﹁
私
﹂
が
執
拗
に
語
る
第
二
義
の
介
在
に
よ
っ
て
︑
︿
牽
牛
と
織
女

の
逢
う
瀬
の
夜
﹀
に
︑
﹁
厚
か
ま
し
い
﹂
︑
﹁
自
分
の
事
ば
か
り
考
え
て
︑

ち
ゃ
っ
か
り
し
て
い
る
﹂
︑
﹁
実
利
的
で
︑
ず
る
い
﹂
と
い
っ
た
︑
﹁
私
﹂
の

七
夕
の
短
冊
を
め
ぐ
る
女
性
批
判
が
︑
七
夕
の
意
味
の
変
化
に
よ
っ
て
︑
本

来
の
﹁
手
工
の
巧
み
な
ら
ん
事
を
祈
る
﹂
﹁
女
の
子
﹂
か
ら
︑
そ
の
ま
ま

﹁
オ
星
サ
マ
︒
日
本
ノ
国
ヲ
オ
守
リ
下
サ
イ
︒
／
大
君
ニ
︑
マ
コ
ト
サ
サ
ゲ

テ
︑
ツ
カ
エ
マ
ス
︒
﹂
と
祈
る
﹁
幼
女
﹂
へ
と
︑
書
か
せ
た
国
や
軍
部
に
す

り
替
え
た
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
︒
﹁
私
﹂
は
言
葉
の
多
義
性
を
巧
み
に

操
っ
て
︑
そ
れ
を
う
ま
く
す
り
替
え
た
の
で
あ
る
︒

﹁
作
家
の
手
帖
﹂
に
お
け
る
作
品
解
釈
の
多
重
性
は
早
く
か
ら
注
目
さ
れ

た
︒
柴
田
勝
二
氏
は
イ
ロ
ニ
ー
の
視
点
か
ら
﹁
作
家
の
手
帖
﹂
を
﹁
戦
争
に

対
す
る
太
宰
の
イ
ロ
ニ
ー
が
︑
幾
重
に
も
仕
組
ま
れ
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
読

み
解
か
れ
る
べ
き
作
品
だ
﹂
と
述
べ
︑
そ
の
イ
ロ
ニ
ー
の
特
徴
が
﹁
︿
表
﹀

と
︿
裏
﹀
の
二
つ
の
相
の
間
で
反
転
し
つ
づ
け
る
運
動
性
に
あ
る
﹂
と
指
摘

し
た
︵

︶
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
﹁
作
家
の
手
帖
﹂
は
柴
田
氏
の
い
っ
た
文
脈
解
釈

23

の
﹁
反
転
し
つ
づ
け
る
運
動
性
﹂
に
は
と
ど
ま
ら
ず
︑
こ
こ
ま
で
検
討
し
て

き
た
よ
う
に
﹁
私
﹂
は
言
葉
の
多
義
性
を
巧
み
に
使
用
し
て
︑
そ
の
内
実
を

す
り
替
え
た
上
で
︑
言
葉
の
齟
齬
︑
変
質
も
巧
み
に
仕
組
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

四
︑
言
葉
の
仕
掛
け

作
品
の
第
一
話
で
︑
﹁
七
夕
﹂
に
は
︑
三
つ
の
定
義
が
提
示
さ
れ
た
︒
そ

し
て
︑
﹁
私
﹂
は
﹁
七
夕
﹂
の
多
義
性
を
巧
み
に
操
り
︑
女
性
批
判
の
矛
先

を
す
り
替
え
た
︒
作
品
を
詳
細
に
検
証
し
て
み
る
と
︑
言
葉
の
仕
掛
け
は

﹁
七
夕
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑
ほ
か
に
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
例

え
ば
︑
﹁
つ
つ
ま
し
い
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒
作
中
に
﹁
つ
つ
ま
し
い
﹂

が
二
回
使
わ
れ
て
い
る
︒
﹁
橋
を
渡
っ
て
町
へ
は
い
る
と
︑
町
は
七
夕
︑
赤
︑

黄
︑
緑
の
色
紙
が
︑
竹
の
葉
蔭
に
そ
よ
い
で
い
て
︑
あ
あ
︑
み
ん
な
つ
つ
ま

し
く
生
き
て
い
る
と
︑
一
瞬
︑
私
も
︑
よ
み
が
え
っ
た
思
い
を
し
た
︒
﹂
と
︑

一
九
三
六
年
に
﹁
私
﹂
が
谷
川
温
泉
の
街
で
過
ご
し
た
庶
民
の
暮
ら
し
に

よ
っ
て
覚
え
た
﹁
つ
つ
ま
し
﹂
さ
が
一
つ
目
の
﹁
つ
つ
ま
し
い
﹂
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
﹁
こ
の
祈
願
︑
か
な
ら
ず
織
女
星
に
と
ど
く
と
思
っ
た
︒
祈
り
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は
︑
つ
つ
ま
し
い
ほ
ど
よ
い
︒
﹂
と
︑
戦
争
を
経
て
︑
七
八
年
後
︑
﹁
私
﹂
の

﹁
つ
つ
ま
し
﹂
さ
に
対
す
る
考
え
が
︑
幼
女
の
祈
願
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

︿
国
の
た
め
に
︑
天
皇
の
た
め
に
﹀
の
思
い
に
変
質
し
て
し
ま
っ
た
の
が
二

つ
目
の
﹁
つ
つ
ま
し
い
﹂
な
の
だ
が
︑
語
り
手
﹁
私
﹂
は
両
者
を
同
じ
言
葉

で
形
容
し
て
い
る
︒

一
方
︑
言
葉
の
多
義
性
で
は
な
く
︑
同
じ
言
葉
に
対
し
て
齟
齬
す
る
態
度

を
取
る
﹁
私
﹂
の
矛
盾
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
﹁
元
気
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒

﹁
お
元
気
で
す
か
︑
と
問
わ
れ
て
も
︑
へ
ど
も
ど
と
ま
ご
つ
く
の
で
あ
る
︒

何
と
答
え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
︒
元
気
と
は
︑
ど
ん
な
状
態
の
事
を
さ
し
て

言
う
の
だ
ろ
う
︒
元
気
︑
あ
い
ま
い
な
言
葉
だ
︒
む
ず
か
し
い
質
問
だ
︒
辞

書
を
ひ
い
て
見
よ
う
︒
元
気
と
は
︑
身
体
を
支
持
す
る
い
き
お
い
︒
精
神
の

活
動
す
る
ち
か
ら
︒
す
べ
て
物
事
の
根
本
と
な
る
気
力
︒
す
こ
や
か
な
る
こ

と
︒
勢
い
よ
き
こ
と
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹁
私
﹂
は
﹁
元
気
︑
あ
い
ま
い
な

言
葉
だ
﹂
と
思
い
︑
ど
う
答
え
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
て
︑
辞
書
ま
で

引
い
た
︒
し
か
し
︑
そ
の
直
前
で
は
︑
﹁
産
業
戦
士
た
ち
は
︑
焼
酎
で
も
何

で
も
平
気
で
飲
む
が
︑
私
は
︑
な
る
べ
く
な
ら
ば
ビ
イ
ル
を
飲
み
た
い
︒
産

業
戦
士
た
ち
は
元
気
が
よ
い
︒
﹂
と
︑
何
の
躊
躇
い
や
︑
悩
み
も
な
く
︑
そ

し
て
︑
全
く
根
拠
も
な
く
﹁
産
業
戦
士
た
ち
は
元
気
が
よ
い
︒
﹂
と
断
言
し

た
︒同

じ
よ
う
な
齟
齬
は
︑
煙
草
の
火
を
借
用
す
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
る
︒

﹁
私
の
場
合
︑
ひ
と
よ
り
も
っ
と
叮
嚀
に
︑
帽
子
を
と
り
︑
腰
を
か
が
め
て
︑

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︑
と
お
礼
を
申
し
上
げ
る
事
に
し
て
い
る
︒
そ
の
人

の
煙
草
の
火
の
お
か
げ
で
︑
私
は
煙
草
を
一
服
吸
う
事
が
出
来
る
の
だ
も
の
︑

謂
わ
ば
一
宿
一
飯
の
恩
人
と
同
様
で
あ
る
︒
﹂
と
語
っ
て
い
る
の
に
︑
﹁
私
は

人
か
ら
煙
草
の
火
の
借
用
を
申
し
込
ま
れ
る
度
毎
に
︑
い
つ
も
ま
ご
つ
く
︒

殊
に
そ
の
人
が
帽
子
を
と
り
︑
て
い
ね
い
な
口
調
で
た
の
ん
だ
時
に
は
︑
私

の
顔
は
赤
く
な
る
︒
﹂
と
も
語
る
︒
煙
草
の
火
の
借
用
を
め
ぐ
っ
て
︑
﹁
私
﹂

も
﹁
そ
の
人
﹂
も
同
じ
く
﹁
叮
嚀
に
︑
帽
子
を
と
り
︑
腰
を
か
が
め
て
︑
有

難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︑
と
お
礼
を
申
し
上
げ
﹂
た
の
に
︑
﹁
一
宿
一
飯
の
恩
﹂

と
﹁
煙
草
の
火
を
貸
す
と
い
う
事
く
ら
い
︑
世
の
中
に
易
々
た
る
事
は
な

い
﹂
と
い
う
よ
う
な
二
通
り
の
考
え
が
あ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
私
﹂
が
同
じ
行
為
に
対
し
て
正
反
対
の
態
度
を
と
る
矛
盾

は
︑
果
た
し
て
た
だ
の
偶
然
な
の
か
︒
第
二
話
の
末
尾
に
﹁
恐
縮
と
か
痛
み

い
る
な
ど
の
言
葉
も
ま
だ
る
っ
こ
い
︒
私
に
は
︑
と
て
も
堪
え
ら
れ
な
い
事

だ
︒
こ
の
青
年
の
︑
あ
り
が
と
う
と
い
う
お
礼
に
対
し
て
︑
私
は
な
ん
と
挨

拶
し
た
ら
い
い
の
か
︒
さ
ま
ざ
ま
の
挨
拶
の
言
葉
が
小
さ
い
セ
ル
ロ
イ
ド
の

風
車
の
よ
う
に
眼
に
も
と
ま
ら
ぬ
速
さ
で
︑
く
る
く
る
と
頭
の
中
で
廻
転
し

た
︒
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
﹁
さ
ま
ざ
ま
の
挨
拶
の
言
葉
﹂
か
ら
懸
命
に
選
ぼ
う

と
す
る
﹁
私
﹂
︑
そ
し
て
︑
適
切
な
言
葉
が
み
つ
か
ら
な
い
と
き
に
そ
れ
が

﹁
堪
え
ら
れ
な
い
﹂
と
思
う
﹁
私
﹂
の
︑
言
葉
選
び
に
対
す
る
真
剣
さ
が
に

じ
み
出
る
︒
そ
れ
な
ら
ば
︑
辞
書
を
引
き
︑
言
葉
選
び
に
執
拗
な
﹁
私
﹂
は

な
ぜ
多
く
の
矛
盾
を
孕
む
言
葉
を
使
っ
て
語
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
の
疑
問

を
解
く
に
は
︑
第
二
話
の
私
の
︑
産
業
戦
士
を
め
ぐ
る
出
来
事
が
き
わ
め
て

重
要
と
な
る
︒

第
二
話
で
︑
曲
馬
団
の
中
を
の
ぞ
い
て
は
怒
鳴
ら
れ
て
逃
げ
る
な
ど
し
て

楽
し
そ
う
に
騒
ぐ
街
の
子
ど
も
た
ち
を
う
ら
や
ま
し
く
思
っ
て
︑
子
ど
も
の
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こ
ろ
の
﹁
私
﹂
は
︑
彼
ら
の
真
似
を
し
て
︑
照
れ
く
さ
い
思
い
で
叫
ん
で
逃

げ
た
︒
し
か
し
︑
特
別
な
家
の
子
ど
も
な
の
で
︑
中
に
い
れ
ら
れ
て
し
ま
い
︑

そ
れ
が
却
っ
て
﹁
わ
び
し
﹂
く
て
﹁
地
獄
の
思
い
﹂
と
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑

﹁
私
﹂
に
と
っ
て
は
︑
猿
や
馬
や
熊
を
み
る
よ
り
は
︑
街
の
子
の
一
員
に

な
っ
て
一
緒
に
逃
げ
た
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
友
人
は
﹁
私
﹂
の
そ
の
気
持
ち

を
﹁
民
衆
へ
の
あ
こ
が
れ
﹂
だ
と
言
っ
た
︒
や
が
て
︑
戦
争
の
関
係
で
︑
一

九
四
〇
年
十
一
月
︑
国
民
服
令
が
公
布
さ
れ
︑
戦
時
精
神
を
国
民
に
体
現
さ

せ
る
た
め
に
国
民
全
員
に
国
民
服
の
着
用
が
規
定
さ
れ
た
︒
﹁
私
は
今
で
は
︑

完
全
に
民
衆
の
中
の
一
人
で
あ
る
︒
カ
ア
キ
色
の
ズ
ボ
ン
を
は
い
て
︑
開
襟

シ
ャ
ツ
︑
三
鷹
の
町
を
産
業
戦
士
の
む
れ
に
ま
じ
っ
て
︑
少
し
も
目
立
つ
事

も
な
く
歩
い
て
い
る
︒
﹂
と
︑
開
戦
に
よ
っ
て
︑
私
の
念
願
が
叶
い
︑
﹁
完
全

に
民
衆
の
中
の
一
人
﹂
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
﹁
け
れ
ど
も
︑
や
っ
ぱ
り
︑
酒
の
店
な
ど
に
一
歩
足
を
踏
み
込

む
と
駄
目
で
あ
る
︒
産
業
戦
士
た
ち
は
︑
焼
酎
で
も
何
で
も
平
気
で
飲
む
が
︑

私
は
︑
な
る
べ
く
な
ら
ば
ビ
イ
ル
を
飲
み
た
い
﹂
と
︑
ビ
ー
ル
を
飲
む
こ
と

で
︑
﹁
私
﹂
は
再
び
民
衆
の
中
か
ら
排
除
さ
れ
た
︒
戦
時
下
に
重
要
な
工
場

労
働
は
す
べ
て
労
働
者
に
託
さ
れ
た
の
で
︑
国
に
と
っ
て
︑
戦
争
遂
行
の
た

め
︑
産
業
戦
士
︑
特
に
軍
需
産
業
労
働
者
の
役
割
は
重
大
で
あ
る
︒
国
は
彼

等
の
労
働
意
欲
を
促
進
す
る
た
め
︑
一
九
四
三
年
︵
昭
和
一
八
︶
に
指
定
さ

れ
た
産
業
の
工
場
で
働
く
産
業
戦
士
に
特
別
な
待
遇
を
行
い
︑
ビ
ー
ル
の
特

配
が
そ
の
一
つ
だ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
国
民
服
を
着
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

﹁
産
業
戦
士
﹂
で
は
な
い
﹁
私
﹂
が
そ
の
特
配
の
は
ず
の
﹁
ビ
イ
ル
﹂
を
飲

む
こ
と
は
良
し
と
さ
れ
な
か
っ
た
︒

そ
し
て
︑
﹁
友
と
思
っ
て
い
る
だ
け
で
は
︑
足
り
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
︒

尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
︒
厳
粛
に
︑
私
は
そ
う
思
っ
た
︒
﹂
と
あ
る

よ
う
に
︑
﹁
民
衆
﹂
か
ら
排
除
さ
れ
た
﹁
私
﹂
は
︑
再
び
仲
間
に
入
れ
て
も

ら
う
た
め
に
︑
彼
等
を
も
っ
と
尊
敬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
つ

く
︒
こ
こ
で
留
意
す
べ
き
な
の
は
︑
同
じ
﹁
民
衆
﹂
と
言
っ
て
も
︑
こ
こ
で

の
﹁
民
衆
﹂
の
意
味
は
既
に
先
ほ
ど
の
﹁
街
の
子
ど
も
﹂
か
ら
産
業
戦
士
に

変
わ
り
︑
国
に
役
立
つ
人
間
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ

で
︑
﹁
私
﹂
が
産
業
戦
士
に
︑
ひ
い
て
は
国
に
尊
敬
の
意
を
表
す
た
め
に
︑

い
ろ
い
ろ
苦
悩
の
末
︑
選
び
に
選
ん
だ
﹁
ハ
バ
カ
リ
サ
マ
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑

﹁
ど
ん
な
意
味
な
の
か
︑
私
に
は
わ
か
ら
な
い
﹂
言
葉
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑

福
田
恆
存
氏
の
言
っ
た
﹁
時
流
に
少
々
あ
い
さ
つ
﹂
し
た
﹁
お
辞
儀
を
し

た
﹂
言
葉
で
も
な
け
れ
ば
︑
﹁
時
流
に
便
乗
し
て
︑
戦
争
を
鼓
吹
し
た
﹂
言

葉
で
も
な
く
︑
﹁
反
転
し
つ
づ
け
る
運
動
性
﹂
の
あ
る
イ
ロ
ニ
ー
で
も
な
く
︑

そ
れ
は
﹁
と
ん
ち
ん
か
ん
﹂
な
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

要
す
る
に
産
業
戦
士
＝
国
に
役
立
つ
人
間
︑
で
は
な
い
﹁
私
﹂
は
︑
﹁
民

衆
の
中
の
一
人
﹂
＝
国
民
の
一
人
に
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
︑
産
業
戦
士
や

国
に
対
し
て
厳
粛
に
尊
敬
の
意
を
表
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に

辿
り
つ
い
た
︒
言
葉
の
意
味
に
う
る
さ
い
﹁
私
﹂
は
︑
さ
ま
ざ
ま
の
言
葉
が

﹁
小
さ
い
セ
ル
ロ
イ
ド
の
風
車
の
よ
う
に
﹂
﹁
く
る
く
る
と
頭
の
中
で
回
転
﹂

し
︑
考
え
出
し
た
最
も
﹁
せ
い
せ
い
し
﹂
て
気
持
ち
が
良
く
て
﹁
か
ら
だ
が

軽
く
な
﹂
れ
る
方
法
は
︑
尊
敬
の
言
葉
︱
す
な
わ
ち
﹁
時
流
に
少
々
あ
い
さ

つ
﹂
︑
﹁
お
辞
儀
﹂
だ
と
思
わ
れ
る
言
葉
を
並
べ
る
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
状

況
と
の
ズ
レ
で
意
味
の
わ
か
ら
な
い
﹁
と
ん
ち
ん
か
ん
﹂
な
も
の
と
な
っ
た

152



語
り
方
で
あ
る
︒

す
る
と
︑
読
者
に
困
惑
を
も
た
ら
し
た
︑
な
ぜ
﹁
焼
酎
で
も
何
で
も
平
気

で
飲
む
﹂
だ
け
で
﹁
産
業
戦
士
た
ち
は
元
気
が
よ
い
︒
﹂
と
言
い
切
れ
る
の

か
︑
大
戦
争
の
真
っ
最
中
に
の
ん
き
に
歌
を
歌
う
奥
さ
ん
が
︑
な
ぜ
﹁
戦
争

の
勝
敗
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
﹂
の
か
︑
な
ぜ
﹁
戦
争
の
将
来
に
就
い
て
楽

観
﹂
で
き
る
の
か
︑
と
い
う
﹁
私
﹂
の
言
葉
に
孕
む
辻
褄
の
合
わ
な
い
部
分

が
存
在
す
る
理
由
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
︒
作
家
﹁
私
﹂
は
︑
最
初
か
ら
﹁
と

ん
ち
ん
か
ん
﹂
を
狙
っ
て
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

五
︑
お
わ
り
に

﹁
作
家
の
手
帖
﹂
第
三
話
で
隣
に
住
む
一
人
の
産
業
戦
士
の
奥
さ
ん
が
︑

一
人
で
井
戸
端
で
洗
濯
を
し
な
が
ら
︑
同
じ
歌
を
何
遍
も
繰
り
返
し
て
歌
う
︒

﹁
ワ
タ
シ
ノ
母
サ
ン
︑
ヤ
サ
シ
イ
母
サ
ン
︒
／
ワ
タ
シ
ノ
母
サ
ン
︑
ヤ
サ
シ

イ
母
サ
ン
︒
﹂
と
や
た
ら
に
歌
う
︒
そ
れ
を
聞
い
た
﹁
私
﹂
は
次
の
よ
う
に

思
っ
た
︒
﹁
ま
る
で
︑
自
画
自
讃
で
は
な
い
か
︒
こ
の
奥
さ
ん
に
は
三
人
の

子
供
が
あ
る
の
だ
︒
そ
の
三
人
の
子
供
に
慕
わ
れ
て
い
る
わ
が
身
の
仕
合
せ

を
思
っ
て
唄
っ
て
い
る
の
か
︒
或
い
は
ま
た
︑
こ
の
奥
さ
ん
の
故
郷
の
御
老

母
を
思
い
出
し
て
︒
﹂
と
︑
奥
さ
ん
の
何
の
意
味
の
な
い
歌
に
も
﹁
ワ
タ
シ

ノ
母
サ
ン
﹂
に
引
っ
か
か
り
︑
二
通
り
の
解
釈
を
読
み
取
っ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
︒

辞
書
を
引
き
︵
﹁
七
夕
﹂
﹁
元
気
﹂
︶
︑
し
っ
く
り
こ
な
い
言
葉
に
﹁
堪
え
ら

れ
な
い
﹂
︑
意
味
の
な
い
言
葉
に
多
重
の
解
釈
を
見
出
す
︵
﹁
ワ
タ
シ
ノ
母
サ

ン
﹂
︶
︑
語
り
手
の
﹁
私
﹂
は
︑
非
常
に
言
葉
に
敏
感
な
人
で
あ
る
︒
そ
れ
に

と
ど
ま
ら
ず
︑
言
葉
の
変
質
︵
﹁
つ
つ
ま
し
い
﹂
︑
﹁
民
衆
﹂
︶
を
活
用
し
て
︑

言
葉
の
多
義
性
︵
﹁
七
夕
﹂
︶
︑
現
状
と
の
ズ
レ
︵
﹁
の
ん
き
﹂
︑
米
国
女
性
へ

の
過
小
視
︶
を
巧
み
に
駆
使
す
る
の
で
あ
る
︒
確
か
に
﹁
作
家
の
手
帖
﹂
で

は
︑
国
の
望
み
に
か
な
っ
た
﹁
オ
星
サ
マ
︒
日
本
ノ
国
ヲ
オ
守
リ
下
サ
イ
︒

／
大
君
ニ
︑
マ
コ
ト
サ
サ
ゲ
テ
︑
ツ
カ
エ
マ
ス
︒
﹂
と
い
う
幼
女
の
祈
願
を

﹁
清
純
な
祈
り
﹂
と
評
価
し
︑
の
ん
き
に
歌
う
奥
さ
ん
を
以
て
﹁
戦
争
の
将

来
に
就
い
て
楽
観
し
て
い
る
﹂
確
信
を
み
せ
︑
国
へ
の
﹁
尊
敬
の
念
﹂
や
︑

戦
意
鼓
吹
の
身
振
り
を
﹁
私
﹂
は
示
し
た
︒
﹁
民
衆
﹂
に
は
ぐ
ら
か
さ
れ
る

﹁
わ
び
し
さ
﹂
﹁
地
獄
の
思
い
﹂
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
︑
﹁
彼
ら
の
真
似
﹂
を

す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
産
業
戦
士
に
対
し
て
︑
ひ
い
て
は
国
に
対
し
て
も
尊

敬
す
べ
き
だ
と
語
っ
て
︑
﹁
時
局
に
少
々
あ
い
さ
つ
﹂
や
﹁
お
辞
儀
﹂
を
す

る
︵

︶
︒

24

し
か
し
︑
言
葉
に
敏
感
な
﹁
私
﹂
は
︑
言
葉
の
多
義
性
を
巧
み
に
駆
使
し

て
︑
選
び
に
選
ん
で
︑
戦
争
賛
美
の
身
振
り
を
見
せ
つ
つ
も
︑
矛
盾
し
た
辻

褄
の
合
わ
な
い
﹁
と
ん
ち
ん
か
ん
﹂
な
﹁
手
帖
﹂
を
著
し
た
︒
井
戸
端
︑
あ

る
い
は
世
の
中
で
︑
一
見
無
意
味
な
歌
詞
に
二
通
り
の
解
釈
を
読
み
取
ら
せ

る
た
め
に
︑
あ
た
か
も
﹁
無
心
﹂
で
あ
る
か
の
よ
う
に
﹁
何
べ
ん
も
何
べ
ん

も
繰
り
返
し
て
﹂
﹁
自
画
自
賛
﹂
と
思
わ
れ
つ
つ
も
︑
た
だ
﹁
と
ん
ち
ん
か

ん
﹂
に
歌
い
続
け
る
こ
と
で
︑
﹁
私
﹂
は
戦
時
下
に
臨
む
姿
勢
を
語
っ
た
の

で
あ
っ
た
︒

注
︵
�

︶

加
瀬
健
治
﹁
作
家
の
手
帖
﹂
﹃
太
宰
治
大
事
典
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
五
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年
一
月
︑
頁
四
九
四
︱
四
九
五
︒

︵
�

︶

権
鍚

永
﹁
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
お
け
る
意
味
を
め
ぐ
る
闘
争

︵
�

︶
：

太
宰
治
﹁
禁
酒
の
心
﹂
・
﹁
作
家
の
手
帖
﹂
﹂
﹃
北
海
道
大
学
文
学
研
究

科
紀
要
﹄
一
〇
四
号
︑
二
〇
〇
一
年
六
月
︑
頁
六
四
︒

︵
�

︶

厳
大
漢
﹁
太
宰
治
﹁
作
家
の
手
帖
﹂
論
︱
︿
自
嘲
﹀
の
書
︱
﹂
﹃
稿
本
近

代
文
学
﹄
三
一
号
︑
二
〇
〇
六
年
十
二
月
︑
頁
三
〇
︒

︵
�

︶

松
本
健
一
﹃
増
補
・
新
版

太
宰
治

含
羞
の
ひ
と
伝
説
﹄
勁
草
書
房
︑

二
〇
〇
九
年
二
月
︑
頁
一
四
五
︱
一
四
六
︒
︵
原
本
は
﹃
太
宰
治
と
そ
の
時

代
︱
含
羞
の
ひ
と
﹄
第
三
文
明
社
︑
一
九
八
二
年
刊
︶

︵
�

︶

古
川
裕
佳
﹁
戦
時
下
の
女
性
像
︱
︿
女
声
﹀
の
動
員
︱
﹂
﹃
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
﹄
七
二
巻
一
一
号
︑
二
〇
〇
七
年
十
一
月
︑
頁
四
四
︱
五
一
︒

︵
�

︶

柴
田
勝
二
︵
﹁
﹁
作
家
の
手
帖
﹂
論
︱
イ
ロ
ニ
ー
の
戦
略
︱
﹂
﹃
太
宰
治
研

究
﹄
八
巻
︑
二
〇
〇
〇
年
六
月
︑
頁
一
六
三
︱
一
七
三
︶
と
前
掲
権
鍚
永
︑

厳
大
漢
三
氏
の
論
の
み
で
あ
る
︒

︵
�

︶

前
掲
権
鍚
永
論
︑
頁
六
八
︒

︵
	

︶

前
掲
柴
田
勝
二
論
︑
頁
一
六
三
︒

︵



︶

福
田
恆
存
は
︑
﹁
た
し
か
に
か
れ
は
戦
争
中
︑
﹃
炉
辺
の
幸
福
﹄
︑
﹃
一
家
団

欒
﹄
を
守
り
と
お
し
た
︒
西
鶴
や
︑
お
と
ぎ
ば
な
し
の
う
ち
に
身
を
守
る
防

空
壕
を
見
い
だ
し
た
︒
そ
し
て
強
い
ら
れ
れ
ば
︑
時
流
に
少
々
あ
い
さ
つ
も

し
て
み
た
の
で
あ
る
︒
が
︑
そ
れ
は
と
お
り
い
っ
ぺ
ん
の
あ
い
さ
つ
に
す
ぎ

な
か
っ
た
﹂
と
指
摘
し
た
︵
﹁
道
化
の
文
学
﹂
﹃
群
像
﹄
一
九
四
八
年
六
︱
七

月
号
︶
︒
ま
た
︑
松
本
健
一
は
福
田
恆
存
を
受
け
継
ぐ
形
で
︑
﹁
そ
れ
は
福
田

恆
存
の
い
う
﹁
時
流
に
少
々
あ
い
さ
つ
﹂
し
て
み
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ

て
︑
時
流
に
便
乗
し
て
い
る
の
と
は
ち
が
う
︒
ま
し
て
や
︑
戦
争
を
鼓
吹
し

た
り
な
ぞ
の
言
動
は
︑
あ
る
べ
き
も
な
か
っ
た
︒
﹂
と
述
べ
た
︒
︵
前
掲
松
本

健
一
著
書
︑
頁
一
四
五
︱
一
四
六
︶
︒
佐
藤
隆
之
氏
も
両
氏
と
同
様
の
見
解

を
示
す
︒
︵
﹃
太
宰
治
の
強
さ
︱
中
期
を
中
心
に
太
宰
を
誤
解
し
て
い
る
全
て

の
人
に
﹄
和
泉
書
院
︑
二
〇
〇
七
年
八
月
︑
頁
一
三
五
︶

︵

︶

前
掲
柴
田
勝
二
論
︑
頁
一
六
九
︒

10
︵

︶

前
掲
古
川
裕
佳
論
︑
頁
五
一
︒

11
︵

︶

本
文
引
用
は
す
べ
て
﹃
太
宰
治
全
集
�

﹄
︵
筑
摩
書
房
︑
一
九
八
九
年
二

12

月
︶
に
拠
っ
た
︒
傍
線
と
傍
点
は
筆
者
自
身
に
よ
る
も
の
で
︑
／
は
改
行
を

意
味
す
る
︒

︵

︶

若
桑
み
ど
り
﹁
日
本
の
戦
時
体
制
と
女
性
の
役
割
﹂
﹃
戦
争
が
つ
く
る
女

13

性
像
﹄
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
〇
年
六
月
︑
頁
六
七
︱
一
二
八
︒

︵

︶

玉
井
清
﹁
﹃
写
真
週
報
﹄
に
見
る
英
米
観
と
そ
の
変
容
﹂
﹃
戦
時
日
本
の
国

14

民
意
識
︱
国
策
グ
ラ
フ
誌
﹃
写
真
週
報
﹄
と
そ
の
時
代
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出

版
︑
二
〇
〇
八
年
一
月
︑
頁
三
三
三
︱
三
九
八
︒

︵

︶

前
掲
権
鍚
永
論
︵
頁
六
四
︱
七
二
︶
︑
前
掲
厳
大
漢
論
︵
頁
三
〇
︶
︒

15
︵

︶

畑
恵
里
子
﹁
落
窪
の
君
の
縫
製
行
為
﹂
﹃
日
本
文
学
﹄
五
二
巻
二
月
号
︑

16

二
〇
〇
三
年
二
月
︑
頁
三
︒
﹁
七
夕
伝
説
が
人
々
に
愛
好
さ
れ
︑
生
活
や
文

化
に
深
く
浸
透
し
て
い
た
こ
と
は
︑
﹃
枕
草
子
﹄
七
段
や
﹃
源
氏
物
語
﹄

﹁
幻
﹂
巻
︑
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
七
夕
部
な
ど
随
所
に
見
ら
れ
る
﹂
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
︒

︵

︶

木
村
涼
子
﹁
主
婦
の
技
能
︿
有
益
の
章
﹀
﹂
﹃
︿
主
婦
﹀
の
誕
生

婦
人
雑

17

誌
と
女
性
た
ち
の
近
代
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
〇
年
九
月
︑
頁
一
一
九
︒

﹁
全
国
的
に
統
一
的
な
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
提
示
し
た
一
八
八
一
︵
明
治
一
四
︶

年
の
﹁
小
学
校
教
則
綱
領
﹂
で
は
︑
小
学
校
の
中
等
科
で
は
女
子
の
み
﹁
裁

縫
﹂
が
︑
高
等
科
で
は
女
子
の
み
﹁
裁
縫
﹂
と
﹁
家
事
経
済
﹂
が
必
須
科
目

と
さ
れ
︑
そ
の
後
も
裁
縫
お
よ
び
家
事
教
育
は
女
子
教
育
の
要
と
な
っ
て
い

く
︒
女
子
向
け
の
中
等
教
育
機
関
で
あ
っ
た
高
等
女
学
校
に
関
し
て
も
︑
一

八
九
九
︵
明
治
三
二
︶
年
の
高
等
女
学
校
令
が
発
布
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
女

子
教
育
の
目
標
は
﹁
良
妻
賢
母
﹂
の
育
成
に
あ
る
こ
と
が
さ
か
ん
に
強
調
さ

れ
た
﹂
︒

︵

︶

村
上
雍
子
﹁
た
か
が
モ
ン
ペ
︑
さ
れ
ど
モ
ン
ペ
︱
戦
時
下
服
装
の
一
考
察

18

︱
﹂
﹃
戦
争
と
女
性
雑
誌
︱
一
九
三
一
～
一
九
四
五
年
﹄
ド
メ
ス
出
版
︑
二
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〇
〇
一
年
︑
頁
二
五
七
︱
二
五
八
︒

︵

︶

若
桑
み
ど
り
﹁
総
力
制
体
制
化
の
私
生
活
統
制
�
婦
人
雑
誌
に
み
る
﹃
戦

19

時
衣
服
﹄
記
事
の
意
味
す
る
も
の
﹂
﹃
戦
争
・
暴
力
と
女
性
�

軍
国
の
女

た
ち
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
五
年
一
月
︑
頁
二
〇
二
︒

︵

︶

前
掲
権
鍚
永
論
︑
頁
六
六
︒

20
︵

︶

太
平
洋
戦
争
研
究
会
編
﹃
写
説

戦
時
下
の
子
ど
も
た
ち
﹄
ビ
ジ
ネ
ス
社
︑

21

二
〇
〇
六
年
一
二
月
︑
頁
五
〇
︒

︵

︶

坪
内
広
清
﹁
軍
事
訓
練
の
強
化
﹂
﹃
国
民
学
校
の
子
ど
も
た
ち
︱
戦
時
下

22

の
﹁
神
の
国
﹂
教
育
﹄
彩
流
社
︑
二
〇
〇
三
年
七
月
︑
頁
六
〇
︒

︵

︶

前
掲
柴
田
勝
二
論
︑
頁
一
六
六
︱
一
六
七
︒

23
︵

︶

戦
後
に
な
っ
て
も
﹁
私
﹂
が
同
様
の
ポ
ー
ズ
を
み
せ
る
︒
た
だ
﹁
尊
敬
の

24

念
﹂
を
抱
く
対
象
が
国
／
天
皇
か
ら
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
変
わ
り
︑
作
中
に
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の

顰
蹙
を
買
い
そ
う
な
内
容
︵
ア
メ
リ
カ
の
女
た
ち
︶
が
削
除
さ
れ
︑
﹁
大
君

ニ
﹂
の
文
句
が
﹁
戦
争
ハ
︑
コ
ワ
イ
デ
ス
﹂
に
︑
﹁
産
業
戦
士
﹂
が
﹁
青
年

工
員
﹂
へ
と
改
稿
さ
れ
た
︒

︻
付
記
︼
本
稿
は
︑
日
本
文
学
協
会
﹁
第
三
五
回
研
究
発
表
大
会
﹂
︵
於
奈
良
女
子

大
学
︑
二
〇
一
五
年
七
月
五
日
︶
で
の
発
表
を
元
と
し
て
大
幅
に
加
筆
・
修
正
を

加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
貴
重
な
ご
意
見
を
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
深
く
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
︒
な
お
︑
本
稿
は
台
湾
科
技
部
研
究
助
成
︵
M
O
S
T
1
0
3
-
2
4
1
0
-
H
-
1
5
5
-

0
3
3
︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

︵
り
ょ
う
・
し
ゅ
う
け
ん

台
湾
・
元
智
大
学
准
教
授
︶
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