
「
生
活
改
善
」
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
婦
人
雑
誌
と

大
正
・
昭
和
初
期
に
お
け
る
変
容
の
構
図
｜

〈
中
流
〉

を
め
ぐ
る
三
一
一
口
説
・
実
践

久

井

英

車市



は
じ
め
に

社
会
教
育
に
お
け
る
〈
中
流
〉

の

「
不
在
／
希
薄
化
」
を
め
ぐ
っ
て

今
日
に
お
い
て
「
中
流
の
崩
壊
」
「
分
厚
い
中
間
層
の
形
成
」
と
い
っ
た
、
所
得
や
生
活
水
準
の
観
点
か
ら
の
〈
中
流
〉
に
つ
い
て
の

語
り
を
目
に
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
一
九
七
0
年
代
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
は
日
本
社
会
の
特
質
と
し
て
の
「
一
億
総
中
流
」
が

語
ら
れ
、
他
万
二

0
0
0年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
「
中
流
の
崩
壊
」
が
語
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
が
社
会
階
層
の
実
態
や
そ
れ
に
対
す
る

意
識
を
ど
れ
だ
け
存
観
的
に
把
握
し
て
展
開
さ
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
の
か
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
日
本
社
会
に
お
け
る
何
が
し
か
の
「
本

質
」
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
の
鍵
概
念
と
し
て
、
「
中
流
」
と
い
う
語
、
あ
る
い
は
「
中
流
」
「
中
間
」
「
中
産
」
と
い
っ
た
語
で
示
さ
れ

る
思
念
さ
れ
た
社
会
層
は
一
定
の
重
み
を
持
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
〈
中
流
〉
を
め
ぐ
る
語
り
は
、
日
本
の
近
代
化
初
期
に
お
い
て
は
、

社
会
教
育
の
あ
り
万
と
も
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
「
中
等
社
会
」
「
中
産
階
級
」
「
中
流
階
級
」
と
い
っ
た
語
で
一
ぶ
さ
れ
る
存
在
は
も
と

も
と
、
社
会
に
お
い
て
健
全
な
る
中
核
を
な
し
、
社
会
の
進
歩
を
主
導
す
る
存
在
と
し
て
、
理
念
的
な
形
で
語
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
明

治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
は
、
そ
の
存
在
の
閉
落
あ
る
い
は
没
落
を
防
ぐ
た
め
の
社
会
教
育
が
、
と
く
に
「
生
活
改
善
」
を
め
ぐ
っ
て

新
聞
・
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
や
官
民
の
団
体
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
、
実
践
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
〈
中
流
〉
の
た
め
の
社
会
教

育
を
語
る
視
点
は
、
現
在
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
〈
中
流
〉
に
関
す
る
語
り
は
、
戦
後
の
社
会
教
育
あ
る
い
は

生
涯
学
習
振
興
を
め
ぐ
る
議
論
と
関
わ
り
が
希
薄
で
あ
り
続
け
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
社
会
教
育
学
に
お
け
る
「
階
級
」
「
階
層
」
の

視
点
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
も
、
比
較
的
近
年
ま
で
実
質
的
・
具
体
的
な
研
究
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
な
い
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
あ
る
べ
き
〈
中
流
〉
に
つ
い
て
の
人
々
の
認
識
は
ど
こ
か
の
時
点
で
、
社
会
教
育
、
あ
る
い
は
近
代
的
啓
蒙
の
論
理
と
交
わ
り

を
希
薄
化
さ
せ
る
と
い
う
変
容
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
そ
の
変
容
を
捉
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
お
い
て
進
ん
だ
婦
人
雑
誌
の
大
衆
化
と
い
う

現
象
を
と
り
あ
げ
る
。
特
に
当
時
の
婦
人
雑
誌
に
お
け
る
「
生
活
改
善
」
に
関
わ
る
誌
面
の
特
徴
や
出
版
社
の
と
り
く
み
の
推
移
に
注
目

し
、
そ
の
中
で
〈
中
流
〉
の
捉
え
方
が
い
か
に
変
容
し
て
い
っ
た
か
を
検
討
す
る
。
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価
値
付
け
ら
れ
た
〈
中
流
〉
と
近
代
日
本
の
社
会
教
育

！
本
稿
の
問
題
設
定
｜

1
．
婦
人
雑
誌
の
歴
史
研
究
と
本
稿
の
視
点

日
本
に
お
け
る
婦
人
雑
誌
の
歴
史
に
関
し
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
展
開
に
限
っ
て
も
多
く
の
先
行
研
究
が
存
在
す
る
。
そ
の

本
格
的
な
晴
矢
と
な
る
岡
満
男
の
研
究
や
、
関
連
す
る
基
本
的
史
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
っ
た
近
代
女
性
文
化
史
研
究
会
に
よ
る
研
究
の

基
軸
は
、
女
性
の
権
利
・
解
放
と
い
う
価
値
と
の
関
係
・
距
離
を
重
視
し
つ
つ
婦
人
雑
誌
の
歴
史
を
あ
と
づ
け
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た

牟
田
和
恵
は
、
ジ
エ
ン
ダ
l
秩
序
と
結
び
つ
い
た
「
家
庭
」
と
い
う
価
値
観
が
明
治
中
期
以
降
、
婦
人
雑
誌
を
通
じ
て
広
め
ら
れ
て
い
っ

た
過
程
を
論
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
木
村
涼
子
に
よ
る
考
察
は
、
大
正
期
以
降
に
お
け
る
婦
人
雑
誌
に
よ

る
近
代
的
な
ジ
エ
ン
ダ
l
秩
序
の
形
成
が
、
読
者
か
ら
の
能
動
的
な
参
加
を
不
可
欠
な
要
素
と
し
て
展
開
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
中
で
も
、
婦
人
雑
誌
が
大
正
期
に
喧
伝
さ
れ
た
「
生
活
改
善
」
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
は
あ
る
程
度
一
不
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
よ
り
明
確
に
指
摘
し
て
い
る
の
は
小
山
静
子
の
考
察
で
あ
る
。
ま
た
、
生
活
知
識
・
技

術
に
関
す
る
婦
人
雑
誌
の
具
体
的
な
記
事
の
傾
向
を
検
討
し
た
も
の
と
し
て
は
寺
出
浩
司
の
考
察
が
、
ま
た
同
じ
く
記
事
の
具
体
的
な
検

討
を
通
じ
て
、
大
正
期
の
生
活
改
善
運
動
を
主
導
し
た
生
活
改
善
同
盟
会
と
の
関
連
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
は
、
竹
田
喜
美
子
・
加
藤

久
絵
、
大
橋
若
奈
・
夫
馬
佳
代
子
の
考
察
が
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
の
が
、
生
活
改
善
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
婦
人
雑
誌
の
読
み
手
の
中
核
が
、
当
時
急
速
に
拡

大
し
つ
つ
あ
っ
た
都
市
新
中
間
層
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
議
論
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
戦
後
の

都
市
生
活
の
基
本
的
枠
組
み
を
先
駆
的
に
実
現
し
つ
つ
あ
っ
た
と
さ
れ
る
都
市
新
中
間
層
に
と
っ
て
、
そ
の
生
活
構
造
の
形
成
に
必
要
な

知
識
・
技
術
を
供
給
す
る
役
割
を
果
た
し
た
婦
人
雑
誌
、
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。
こ
の
把
握
自
体
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
に
お
い
て
は
、
当
時
の
婦
人
雑
誌
の
生
活
関
連
記
事
・
論
説
に
お
い
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
「
中
流
」
「
中
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産
」
と
い
う
語
の
役
割
に
つ
い
て
の
理
解
が
平
板
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
否
め
な
い
。
つ
ま
り
、
生
活
モ
デ
ル
と
い
う
実
態
だ
け
を
論
じ

る
の
で
な
く
、
生
活
を
営
む
人
々
の
類
型
を
象
徴
的
に
表
し
て
い
た
〈
中
流
〉
を
め
ぐ
る
言
説
が
、
生
活
改
善
に
関
わ
る
当
時
の
メ
デ
ィ

ア
と
し
て
の
婦
人
雑
誌
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
占
め
て
い
た
か
も
同
時
に
論
じ
な
け
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
進
行
し
た
戦
後
都
市

生
活
の
枠
組
み
の
形
成
を
十
分
に
論
じ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
〈
中
流
〉
を
め
ぐ
る
言
説
と
婦
人
雑
誌
と
の
関
わ
り
を
扱
っ
た
鹿
野
政
直
の
考
察
が
注
目
さ
れ
る
。
鹿
野
は
、
戦

間
期
に
お
い
て
拡
大
し
た
都
市
新
中
間
層
の
女
性
は
「
家
」
の
束
縛
か
ら
の
解
放
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
「
中
流
の
家
庭
」
を
捉
え
て
い
た

が
、
実
際
の
新
中
間
層
の
生
活
は
経
済
的
に
不
安
定
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
い
わ
ば
「
中
流
幻
想
」
が
年
ま
れ
て
い
た
、
と
論
じ
て

い
る
。
当
時
の
〈
中
流
〉
一
今
日
説
と
婦
人
雑
誌
と
の
関
連
を
構
造
的
に
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
鹿
野
の
議
論
は
興
味
深
い
。
し
か
し
鹿
野

の
議
論
で
は
、
明
治
期
か
ら
す
で
に
展
開
し
て
い
た
〈
中
流
〉
を
め
ぐ
る
一
一
一
日
説
と
の
関
連
が
明
確
で
は
な
く
、
従
っ
て
大
正
期
以
降
に
な
っ

て
〈
中
流
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
突
如
生
み
出
さ
れ
る
と
同
時
に
そ
れ
が
「
幻
想
」
と
な
る
、
と
い
う
論
理
構
成
を
取
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
本
稿
の
作
業
の
フ
レ
ー
ム
を
示
す
な
ら
ば
、
生
活
改
釜
円
運
動
の
対
象
と
し
て
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
上
で
し
ば
し
ば
一
不
さ

れ
て
い
た
〈
中
流
〉
に
付
与
さ
れ
て
い
た
意
味
、
ま
た
こ
の
言
表
と
「
生
活
」
と
の
関
連
が
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
へ
と
下
る
に
つ
れ
て

見
せ
た
変
化
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
作
業
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
こ
の
こ
と
を
、
当
時
の
人
々
（
女
性
だ
け
で
な
く
男
性
に
と
っ

て
も
）
の
社
会
教
育
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
大
き
な
役
割
を
実
質
的
に
果
た
し
て
い
た
婦
人
雑
誌
の
動
向
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
検

証
し
て
い
き
た
い
。

た
だ
し
そ
の
た
め
に
は
、
具
体
的
事
例
の
検
討
に
入
る
前
に
ま
ず
、
本
稿
の
問
題
設
定
が
よ
り
広
い
文
脈
に
お
い
て
有
す
る
位
置
づ
け

を
簡
潔
に
一
不
す
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
次
項
で
は
、
近
代
以
降
の
〈
中
流
〉
一
三
口
説
を
巡
る
動
向
、
及
、
び
、
戦
間
期
の
生
活
改
善
運
動
に

関
わ
る
経
緯
を
簡
単
に
お
さ
え
、
本
稿
の
作
業
と
の
関
連
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

な
お
本
稿
で
は
、
「
中
流
階
級
」
「
中
産
階
級
」
等
、
社
会
の
中
間
層
と
し
て
想
定
さ
れ
・
語
ら
れ
た
概
念
を
包
括
的
に
、
〈
中
流
〉
と
〈
〉

で
括
っ
て
表
す
こ
と
と
す
る
。
「
中
流
」
「
中
産
」
と
い
っ
た
語
、
ま
た
「
階
級
」
「
階
層
」
と
い
っ
た
語
の
違
い
に
そ
れ
ぞ
れ
込
め
ら
れ
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た
社
会
観
や
文
脈
、
ま
た
「
新
中
間
層
」
「
山
中
間
層
」
な
ど
の
社
会
学
的
分
析
概
念
を
踏
ま
え
れ
ば
、
〈
中
流
〉
言
説
と
い
、
つ
捉
え
方
に

暖
昧
さ
が
あ
る
こ
と
は
免
れ
得
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
当
時
の
一
般
向
け
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
そ
の
よ
う
な
厳
密
な
意
味
の
違

い
が
明
確
に
意
識
さ
れ
ず
に
こ
れ
ら
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
従
っ
て
本
稿
で
は
、
表
記
に
あ
る
程
度
の
ぶ
れ
を
見
せ
つ
つ

一
定
の
意
味
を
指
し
示
し
て
い
る
一
三
一
口
表
を
表
す
た
め
に
〈
中
流
〉
と
い
う
語
を
用
い
、
そ
の
〈
中
流
〉
に
何
ら
か
の
意
味
を
付
与
さ
せ
て

い
る
語
り
に
見
い
出
さ
れ
る
論
理
を
〈
中
流
〉
言
説
、
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

2
．
近
代
日
本
に
お
け
る
〈
中
流
〉
言
説
の
展
開
と
生
活
改
善
、
社
会
教
育

日
本
の
近
代
化
初
期
に
お
い
て
〈
中
流
〉
と
さ
れ
る
社
会
層
は
、
欧
米
社
会
に
お
け
る
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
を
参
照
し
つ
つ
、
社
会
を
主
導

し
、
牽
引
す
る
健
全
で
あ
る
べ
き
存
在
と
し
て
価
値
付
け
ら
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
欧
米
の
近
代
社
会
の
歴
史
的
展
開
を
前
提
と
し
て

形
成
さ
れ
て
き
た
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
が
、
明
治
維
新
直
後
の

H
本
に
お
い
て
存
在
し
え
よ
う
は
ず
も
な
い
。
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
を
翻
案
し
た
明

治
期
の
「
中
等
社
会
」
「
中
等
階
級
」
と
い
っ
た
語
は
、
単
な
る
記
述
概
念
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
文
明
化
・
近
代
化
と
価
値
的
に
結

び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
〈
中
流
〉
と
い
う
存
在
は
、
そ
の
現
実
的
対
応
物
が
日
本
社
会
に
欠
如
し
て
い
る
の
な
ら
、
代
替
物
を

探
し
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
、
新
た
に
育
て
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
当
時
の
知
識
人
や
政
治
的
指
導
者
層
を
し
て
思
考

せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
価
値
を
担
う
べ
き
と
さ
れ
る
社
会
層
が
明
治
期
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
構
想
さ
れ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

当
初
、
現
実
的
な
対
応
物
が
明
確
で
な
か
っ
た
〈
中
流
〉
で
あ
る
が
、
明
治
後
期
に
な
る
と
い
わ
ゆ
る
都
市
新
中
間
層
の
存
在
（
「
中

流
階
級
」
「
中
産
階
級
」
）
が
、
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
の
一
つ
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
「
中
流
階
級
」
は
同

時
代
の
生
活
水
準
の
中
で
相
対
的
に
見
れ
ば
、
現
代
に
お
け
る
「
中
流
」
「
中
間
層
」
の
語
感
と
は
か
け
離
れ
て
い
た
。
大
正
期
に
お
け

る
新
中
間
層
上
層
と
実
質
的
に
重
な
る
明
治
期
の
「
中
流
階
級
」
の
生
活
水
準
は
、
同
時
期
の
他
の
都
市
諸
階
層
と
は
隔
絶
し
た
相
当
富

裕
な
、
特
権
的
な
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
。
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ま
た
、
〈
中
流
〉
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
た
明
治
後
期
の
言
説
も
ま
た
、
〈
中
流
〉
と
い
う
存
在
に
明
ら
か
に
特
権
的
な
位
置
づ
け
を
付

与
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
上
流
社
会
の
衰
滅
を
補
充
す
る
も
の
ハ
中
等
社
会
な
り
。
［
・
：
］
さ
れ
パ
、
全
社
会
の
原
動
力
た
る
者
を
間
へ

パ
即
ち
中
等
社
会
な
り
」
、
「
今
日
の
日
本
で
最
も
健
全
な
思
想
を
抱
き
、
最
も
着
実
な
生
活
を
な
し
て
居
る
も
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
中

流
社
会
で
あ
る
。
中
流
社
会
は
実
に
日
本
の
中
堅
で
あ
る
」
、
と
い
っ
た
「
社
会
の
中
核
・
主
導
者
」
と
し
て
の
〈
中
流
〉
観
は
、
明
治

後
期
の
新
聞
・
雑
誌
の
論
説
に
お
い
て
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

そ
の
あ
り
方
が
変
化
を
一
不
し
始
め
る
の
は
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
新
中
間
層
の
下
方
拡
大
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
大
正
・
昭

和
初
期
の
都
市
新
中
間
層
は
、
一
部
の
上
層
と
、
大
部
分
の
中
・
下
層
か
ら
な
り
、
相
対
的
に
所
得
の
低
い
巾
・
下
層
は
明
治
末
か
ら
急

速
に
増
大
し
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
上
層
と
中
・
下
層
の
間
に
横
た
わ
っ
て
い
た
格
差
は
、
単
に
所
得
水
準
の
違
い
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。

新
中
間
層
上
層
、
す
な
わ
ち
明
治
期
以
来
の
「
中
流
階
級
」
を
形
成
す
る
の
は
、
大
企
業
や
官
公
庁
に
所
属
す
る
専
門
職
・
管
理
職
に
就

く
人
々
と
そ
の
世
帯
で
あ
り
、
大
学
や
高
等
専
門
学
校
な
ど
の
高
い
学
歴
を
背
景
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
中
・
下
層
は
、
大
企
業
事

務
職
、
中
小
企
業
勤
務
者
、
官
公
庁
事
務
職
（
教
員
含
む
）
か
ら
主
に
構
成
さ
れ
、
教
員
を
除
け
ば
前
期
中
等
教
育
卒
レ
ベ
ル
の
学
歴
を

背
景
と
す
る
者
が
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
職
種
、
学
歴
と
い
っ
た
面
で
新
中
間
層
の
内
部
構
造
は
さ
ら
に
階
層
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

に
と
も
な
っ
て
収
入
・
生
活
水
準
も
明
確
に
違
い
を
見
せ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
都
市
新
中
間
層
の
下
方
拡
大
は
、
近
代
化
初
期
に
〈
中
流
〉
に
付
与
さ
れ
て
い
た
社
会
の
主
導
層
と
し
て
の
意
味
づ
け
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
変
有
の
過
程
を
記
述
す
る
上
で
の
重
要
な
要
素
と
し
て
、
「
社
会
教
育
」
と
「
牛

e

活
改
善
」

を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

明
治
中
期
以
降
、
各
地
で
散
発
的
に
展
開
さ
れ
始
め
た
社
会
教
育
（
通
俗
教
育
）
の
事
業
は
、
基
本
的
に
学
校
教
育
普
及
の
補
完
と
し

て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
人
々
の
生
活
に
関
わ
る
問
題
を
直
接
扱
う
性
格
は
弱
か
っ
た
。
明
治
後
期
に
な
る
と
、
人
々
の
「
生

活
」
が
通
俗
教
育
の
目
的
と
し
て
焦
点
化
さ
れ
は
じ
め
た
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
は
、
倹
約
・
簡
素
化
の
モ

i
ド
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て

い
た
。
例
え
ば
、
都
市
新
中
間
層
対
象
に
一
九

0
0年
代
初
頭
に
展
開
さ
れ
た
「
簡
易
生
活
」
の
呼
び
か
け
や
、
日
露
戦
後
の
農
村
部
に
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お
い
て
内
務
行
政
の
推
進
に
よ
り
展
開
さ
れ
た
地
方
改
良
運
動
は
、
個
々
の
思
想
的
系
譜
は
さ
ま
ざ
ま
に
あ
れ
ど
も
、
大
ま
か
に
い
え
ば

い
ず
れ
も
通
俗
道
徳
的
な
生
活
観
の
延
長
根
上
に
行
わ
れ
た
社
会
教
育
の
営
み
で
あ
っ
た
。

し
か
し
大
正
期
に
入
る
と
、
通
俗
道
徳
的
な
論
理
に
の
み
限
定
さ
れ
な
い
、
豊
か
さ
・
便
利
さ
・
快
適
さ
を
肯
定
す
る
生
活
モ
ダ
ニ
ズ

ム
に
基
づ
く
生
活
改
善
の
思
想
が
住
宅
な
ど
個
別
領
域
で
展
開
し
、
民
間
企
業
に
よ
る
展
覧
会
や
婦
人
雑
誌
で
の
生
活
記
事
に
も
波
及
し

て
い
く
。
生
活
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
生
活
改
善
の
動
き
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
に
伴
う
物
価
高
騰
に
よ
る
生
活
難
の
問
題
を
経
験
す
る

こ
と
で
、
質
素
倹
約
を
旨
と
し
た
通
俗
道
徳
的
な
生
活
改
善
の
動
き
と
混
交
し
つ
つ
、
生
活
全
般
の
改
善
を
目
指
す
官
民
の
社
会
教
育
事

一W
A

－

業
の
展
開
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
官
製
の
団
体
と
し
て
は
文
部
省
が
後
援
し
た
生
活
改
善
同
盟
会
（
一
九
二

O
年
発
足
）
や
、
農
商
務

省
が
後
援
し
た
世
帯
の
会
（
一
九
二
一
年
発
足
）
の
活
動
、
民
間
団
体
と
し
て
は
、
経
済
学
者
・
森
本
厚
吉
が
主
宰
し
た
文
化
生
活
研
究

会
（
一
九
二

O
年
発
足
）
や
文
化
普
及
会
（
一
九
二
二
年
発
足
）
の
活
動
な
ど
が
代
表
的
で
あ
る
。
生
活
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
優
位
に
立
ち
つ

つ
あ
っ
た
「
生
活
改
善
」
の
動
向
は
、

H
中
・
太
平
洋
戦
争
お
よ
び
戦
後
初
期
の
極
端
な
物
資
不
足
と
い
う
、
外
交
・
政
治
的
要
因
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
生
活
環
境
・
経
済
環
境
の
激
変
に
よ
り
、
一
時
中
断
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
し
、
高
度
成
長
期
に
お
け
る
家
庭

生
活
の
実
態
及
び
生
活
意
識
の
大
き
な
変
化
の
土
壌
／
祖
型
は
、
す
で
に
こ
の
一
九
三
0
年
代
半
ば
ま
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
〈
中
流
〉
言
説
と
生
活
改
善
、
社
会
教
育
を
め
ぐ
る
構
図
の
中
で
、
大
正
・
昭
和
初
期
は
重
要
な
転
換
期
を
形
成
し
て
い
る
。

既
に
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
日
本
社
会
を
説
明
す
る
語
と
し
て
大
き
な
重
み
を
持
っ
て
い
た
〈
中
流
〉
に
関
す
る
語
り
は
、
戦
後

の
社
会
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
と
関
わ
り
が
希
薄
で
あ
り
続
け
て
き
た
が
、
翻
っ
て
大
正
期
の
生
活
改
善
運
動
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
（
用

語
が
公
式
の
も
の
と
し
て
一
般
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
）
勃
興
期
の
「
社
会
教
育
」
は
、
明
治
後
期
か
ら
引
き

続
き
、
〈
中
流
〉
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
そ
れ
は
特
に
、
階
層
格
差
が
判
然
と
す
る
「
生
活
」
／
「
生
活
改
益
己
の
領
域
に
強
く
結
び

つ
け
ら
れ
て
語
ら
れ
た
。

例
え
ば
、
社
会
行
政
の
確
立
、
社
会
事
業
論
の
体
系
化
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
内
務
官
僚
・
因
子
一
民
は
、
一
九
一
九
年
に
「
生
活

維
新
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
が
、
こ
の
担
い
手
に
つ
い
て
彼
は
「
生
活
そ
の
も
の
を
明
細
に
研
究
し
、
学
理
的
、
合
理
的
見
地



に
よ
っ
て
、
此
生
活
維
新
を
完
全
に
導
い
て
行
く
こ
と
」
が
「
有
識
階
級
の
妻
た
り
、
母
た
る
婦
人
」
の
重
大
な
責
任
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
は
「
都
市
を
初
め
郡
村
に
於
て
も
、
中
流
以
上
の
主
婦
が
、
下
層
の
婦
人
を
善
導
し
、
是
等
に
適
当
な
途
を
一
不
す
こ
と
」
が
最
重
要

一辺一

で
あ
る
と
、
「
生
活
維
新
」
の
た
め
の
主
導
的
な
担
い
手
と
し
て
の
〈
中
流
〉
に
注
目
し
て
い
る
。
同
じ
く
内
務
官
僚
の
山
県
治
郎
は
、

文
部
省
が
展
開
し
た
生
活
改
蓋
円
運
動
に
関
連
し
て
、
「
文
明
の
進
歩
国
家
の
進
運
」
を
真
剣
に
考
え
て
い
る
の
は
「
智
識
階
級
」
「
中
産
階

一口

級
」
で
あ
り
、
そ
の
階
級
の
生
活
難
を
何
と
し
て
も
救
済
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
民
間
運
動
と
し
て
生
活
改
善
運

動
を
担
っ
た
経
済
学
者
・
森
本
厚
吉
は
、
「
中
流
階
級
」
や
そ
の
中
核
に
あ
る
「
知
識
階
級
」
（
こ
こ
で
は
概
ね
新
中
間
層
を
指
し
て
い
る
）

が
、
容
修
的
消
費
に
流
れ
る
「
上
流
階
級
」
の
反
省
を
促
し
、
他
方
で
「
下
流
階
級
」
の
生
活
改
善
の
指
針
と
な
っ
て
そ
の
生
活
を
引
き

あ
げ
る
義
務
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
に
〈
中
流
〉
の
社
会
的
役
割
を
明
確
に
論
じ
て
い
る
円

こ
の
よ
う
に
〈
中
流
〉
は
大
正
期
に
お
い
て
は
、
生
活
を
め
ぐ
る
社
会
教
育
の
対
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
（
他
の
「
階
級
」
を
導
く
べ

き
）
社
会
教
育
の
担
い
千
と
し
て
、
明
示
的
に
語
ら
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
〈
中
流
〉
と
社
会
教
育
と
の
関
わ
り
は

そ
の
後
、
昭
和
初
期
に
入
る
と
明
ら
か
に
希
薄
化
し
て
い
っ
た
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
生
活
改
葬
同
盟
会
、
文
化
生

活
研
究
会
（
及
び
こ
の
凶
体
か
ら
分
立
し
た
文
化
普
及
会
）
、
世
帯
の
会
、
と
い
っ
た
非
営
利
的
な
事
業
体
に
よ
る
生
活
改
善
運
動
を
事

例
と
し
て
論
じ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
同
体
は
昭
和
初
期
ま
で
に
は
、
〈
中
流
〉
を
事
業
の
核
に
位
置
付
く
存
在
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は

な
く
な
っ
た
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
活
動
自
体
が
終
息
し
た
）
が
、
翻
っ
て
、
生
活
改
蕎
に
深
く
関
わ
る
社
会
教
育
の
メ
デ
ィ
ア
と
し

て
の
機
能
を
有
し
つ
つ
も
、
商
業
的
に
展
開
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
同
時
代
の
婦
人
雑
誌
で
は
、
〈
中
流
〉
を
め
ぐ
る
言
説
や
そ

れ
を
想
定
し
た
実
践
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
、
ま
た
非
営
利
的
な
事
業
体
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
違
い
を
見
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
変
容
の
過
程
と
特
質
と
を
、
以
下
で
は
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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婦
人
雑
誌
と
生
活
改
善
運
動

ー
構
図
の
概
観
｜

1
．
「
先
駆
」
と
「
補
完
／
普
及
」
｜
婦
人
雑
誌
が
生
活
改
善
に
果
た
し
た
役
割
｜

生
活
改
善
運
動
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
な
っ
て
か
ら
非
営
利
的
な
事
業
体
に
よ
っ
て
「
生
活
」
全
般
を
包
括
し
た
社
会
教
育
事
業

と
し
て
展
開
さ
れ
る
以
前
か
ら
、
婦
人
雑
誌
は
包
括
的
な
生
活
改
善
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
を
す
で
に
担
い
つ
つ
あ
っ
た
。
例
え
ば

「
婦
人
之
友
』
（
一
九
O
八
年
1
0
前
身
の
『
家
庭
の
友
』
は
一
九
O
三
年
1
）
は
、
創
始
者
・
羽
仁
も
と
子
の
思
想
に
基
づ
き
、
早
く
か

ら
実
用
的
な
生
活
知
識
に
関
す
る
記
事
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
た
婦
人
雑
誌
と
し
て
そ
の
地
歩
を
固
め
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
『
主
婦
之

友
』
（
一
九
一
七

1
二
O
O
八
年
）
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
時
の
物
価
高
騰
に
よ
る
生
活
難
と
い
う
背
景
を
踏
ま
え
、
具
体
的
で
あ
る
だ

け
で
な
く
安
価
・
平
易
を
円
と
し
た
生
活
知
識
の
普
及
を
前
面
に
押
し
出
し
た
婦
人
雑
誌
と
し
て
大
衆
的
な
人
気
を
獲
得
し
た
。

こ
れ
ら
の
婦
人
雑
誌
は
さ
ら
に
、
生
活
改
善
に
関
わ
る
非
営
利
的
な
事
業
体
の
提
示
し
た
改
善
事
項
を
参
照
し
、
よ
り
広
い
読
者
層
へ

生
活
知
識
・
技
術
を
普
及
さ
せ
る
と
い
う
役
割
を
も
結
果
と
し
て
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
例
え
ば
竹
田
喜
美
子
と
加
藤
久
絵
は
「
婦
人
之

友
』
に
つ
い
て
、
大
橋
若
奈
と
夫
馬
佳
代
子
は
『
主
婦
之
友
』
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
、
生
活
改
善
同
盟
会
の
提
示
し
た
生
活
モ
デ
ル
を
普

（出）

及
さ
せ
る
機
能
を
実
質
的
に
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
『
女
性
』
（
一
九
一
一
一
一

1
一
九
二
八
年
）
の
よ
う
に
、

東
京
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
た
官
民
の
生
活
改
善
運
動
を
、
関
西
地
方
で
補
完
す
る
立
ち
位
置
に
あ
る
婦
人
雑
誌
も
存
在
し
て
い
た
。
『
女

性
』
誌
は
、
化
粧
品
販
売
を
手
が
け
る
中
山
太
陽
堂
（
現
・
ク
ラ
ブ
コ
ス
メ
チ
ッ
ク
ス
）
が
設
立
し
た
出
版
社
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
杜
が
刊

行
し
た
婦
人
雑
誌
で
あ
る
。
中
山
太
陽
堂
の
堂
主
（
社
長
）
・
中
山
豊
三
は
、
設
立
初
期
の
生
活
改
善
同
盟
会
が
機
関
誌
を
発
刊
す
る
上

で
必
要
な
寄
付
を
行
い
、
ま
た
一
九
二
三
年
七
月
に
は
科
学
的
知
識
の
理
解
に
基
づ
い
た
生
活
改
善
を
め
ざ
す
中
山
文
化
研
究
所
を
設
立

戸出）

す
る
な
ど
、
生
活
改
善
運
動
に
強
い
関
心
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
で
発
刊
さ
れ
た
『
女
性
』
誌
は
、
当
時
に
お
い
て
リ
テ
ラ

シ
l
の
高
い
読
者
を
想
定
し
た
高
級
雑
誌
と
し
て
の
評
価
の
あ
っ
た
『
婦
人
公
論
』
（
一
九
一
六
年
1
）
を
意
識
し
た
上
で
、
そ
れ
よ
り

も
保
守
的
な
論
陣
を
張
る
と
い
う
差
異
化
を
図
り
つ
つ
、
「
二
重
生
活
の
改
義
己
「
能
率
増
進
」
な
ど
当
時
の
生
活
改
善
運
動
に
し
ば
し
ば
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一四｝

見
ら
れ
る
主
張
を
多
く
掲
載
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
大
正
期
の
婦
人
雑
誌
は
、
非
営
利
的
に
展
開
さ
れ
た
生
活
改
善
の
運
動
体
の
活
動
と
直
接
の
連
携
を
行
っ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
運
動
体
が
提
示
し
た
生
活
改
善
に
関
す
る
知
識
・
技
術
の
普
及
を
担
う
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
い
え
る
。

2
．
「
教
養
派
」
／
「
実
用
派
」
と
い
う
区
分
を
め
ぐ
っ
て

他
万
で
、
大
正
期
の
婦
人
雑
誌
に
お
い
て
は
、
岡
満
男
が
「
教
養
派
」
「
実
用
派
」
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
称
す
る
二
つ
の
路
線
の
差
異
が
表

れ
て
い
た
。
岡
は
、
前
者
が
女
性
の
権
利
拡
張
、
社
会
的
地
位
向
上
を
め
ざ
し
、
守
旧
的
な
思
想
を
廃
そ
う
と
す
る
社
会
派
路
線
で
あ
り
、

他
方
後
者
は
、
男
尊
女
卑
の
生
活
秩
序
と
い
う
現
状
を
基
本
的
に
肯
定
し
た
上
で
の
、
徹
底
し
た
実
用
主
義
、
わ
か
り
や
す
さ
、
を
心
掛

初
J

け
た
路
線
で
あ
る
、
と
い
う
位
置
づ
け
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
前
出
の
「
女
性
』
の
よ
う
な
雑
誌
の
京
ち
位
置
も
踏
ま
え
て
考
え
る

な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
路
線
は
、
同
の
よ
う
な
ジ
エ
ン
ダ
！
と
関
わ
る
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
灰
分
す
る
よ
り
も
、
新
中
間
層

上
層
を
主
対
象
と
し
て
や
や
高
度
な
リ
テ
ラ
シ
l
を
－
要
求
す
る
「
教
養
派
」
、
新
中
間
層
中
・
下
層
あ
る
い
は
そ
の
他
の
よ
り
所
得
・
生

活
水
準
の
低
い
社
会
階
層
を
も
視
野
に
入
れ
て
、
わ
か
り
や
す
さ
、
実
生
活
と
の
密
接
な
関
連
を
売
り
と
し
た
「
実
用
派
」
、
と
区
分
し

て
い
る
木
村
涼
子
の
用
法
の
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。

こ
の
区
分
を
生
活
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
と
関
連
づ
け
て
含
め
て
や
や
図
式
的
に
示
せ
ば
、
「
教
養
派
」
は
新
中
間
層
上
層
を
主
対
象
と
し
、

社
会
の
主
導
層
と
し
て
の
〈
中
流
〉
を
残
存
さ
せ
た
、
具
体
的
な
生
活
に
関
す
る
記
事
を
重
視
し
な
い
路
線
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

他
方
、
「
実
用
派
」
は
、
新
中
間
層
の
中
・
下
層
や
さ
ら
に
広
が
り
を
持
っ
た
諸
階
層
を
視
野
に
入
れ
、
社
会
と
結
び
つ
く
価
値
を
欠
落

さ
せ
た
私
的
な
生
活
の
豊
か
さ
と
し
て
の
〈
中
流
〉
を
意
識
し
、
積
極
的
に
平
易
・
具
体
・
実
用
的
な
生
活
記
事
を
取
り
あ
げ
る
路
線
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
前
者
は
『
婦
人
公
論
』
、
『
女
性
改
造
』
（
一
九
二
二

1
一
九
三
同
年
）
、
「
女
性
』
、
後
者
は
『
主
婦
之
友
』
「
婦

人
く
ら
ぶ
』
（
の
ち
、
『
婦
人
倶
楽
部
」
に
改
題
。
一
九
二

0
1
一
九
八
八
年
）
な
ど
が
あ
て
は
ま
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
婦
人
之
友
』
は
、

前
者
に
足
場
を
置
き
つ
つ
も
、
後
者
の
傾
向
も
あ
る
程
度
見
ら
れ
る
中
間
的
な
立
ち
位
置
と
い
え
る
。
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こ
の
よ
う
な
「
教
養
派
」
「
実
用
派
」
と
い
う
婦
人
雑
誌
の
区
分
は
、
大
正
期
に
お
け
る
婦
人
雑
誌
と
そ
の
読
者
の
階
層
性
を
捉
え
る

う
え
で
有
効
な
視
点
と
い
え
る
。
し
か
し
他
方
で
こ
の
区
分
は
、
婦
人
雑
誌
に
お
け
る
「
生
活
改
善
」
と
〈
中
流
〉
と
の
関
係
が
、
ど
の

よ
う
な
動
態
的
な
特
徴
を
持
っ
て
い
た
か
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
危
う
さ
も
持
っ
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
で
は
「
教
養
派
」
「
実
用
派
」

と
い
う
区
分
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
路
線
の
代
表
で
あ
り
、
当
時
の
婦
人
雑
誌
の
性
格
の
両
極
を
体
現
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る

『
婦
人
公
論
』
『
主
婦
之
友
」
を
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
が
、
こ
の
こ
誌
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
相
違
を
踏
ま
え
つ

つ
も
、
む
し
ろ
二
種
類
の
婦
人
雑
誌
に
よ
る
〈
中
流
〉
の
生
活
の
描
か
れ
万
や
そ
の
生
活
を
想
定
し
た
事
業
の
性
格
が
い
か
に
近
接
し
て

い
っ
た
か
を
描
く
こ
と
と
し
た
い
。

婦
人
雑
誌
に
お
け
る
〈
中
流
〉

の
位
置
づ
け
と
そ
の
変
容

1
．
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
大
衆
化
と
「
教
養
派
」
／
「
実
用
派
」

『
婦
人
公
論
』
は
、
『
中
央
公
論
』
で
「
婦
人
問
題
」
を
扱
っ
た
臨
時
増
刊
号
が
好
評
を
博
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
、
一
九
一
六
年

に
中
央
公
論
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
婦
人
雑
誌
で
あ
り
、
「
自
由
主
義
」
「
女
権
拡
張
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
当
初
か
ら
明
確
に
し
て
い
た
。

そ
の
内
容
は
、
編
集
主
幹
の
嶋
中
雄
作
が
執
筆
を
依
頼
す
る
際
、
「
中
央
公
論
』
の
寄
稿
者
か
ら
多
く
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
手
伝
い
、
「
総

合
雑
誌
婦
人
版
」
と
も
い
う
べ
き
難
解
さ
が
特
徴
で
あ
っ
た
。
『
婦
人
公
論
』
の
翌
年
に
石
川
武
美
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
『
主
婦
之
友
」

（立）

が
、
徹
底
し
た
「
実
用
本
位
」
「
わ
か
り
や
す
さ
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
一
九
二
八
年
七
月
に
嶋
中
が
中
央
公
論
社
の
社
長
に
就
任
す
る
前
後
か
ら
、
『
婦
人
公
論
」
の
誌
面
は
に
わ
か
に
大
き
な
変

化
を
見
せ
始
め
て
い
た
。
そ
の
変
化
の
意
図
を
明
示
し
て
い
る
の
が
、
同
誌
第
一
一
一
巻
一

O
号
（
一
九
二
七
年
）
の
編
集
者
欄
で
の
以
下

（

H
A）
 

の
よ
う
な
嶋
中
の
記
述
で
あ
る
。



私
に
惟
ひ
ま
す
に
、
従
来
の
婦
人
公
論
に
は
そ
の
一
つ
の
欠
点
と
し
て
幾
分
高
踏
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
免
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
吾
々

も
認
め
ま
す
。
と
い
ふ
の
は
、
平
っ
た
く
言
へ
ば
余
り
に
自
ら
を
持
り
す
ぎ
て
ゐ
た
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
そ
の
結
果
は
随
い
て
来
る

者
は
随
い
て
来
る
が
い
、
が
、
随
い
て
来
な
い
者
は
米
な
く
て
も
い
、
と
い
ふ
風
の
態
度
で
、
自
分
一
人
が
ズ
ン
／
＼
先
き
へ
す
．
っ

て
歩
い
て
行
か
う
と
し
た
傾
き
が
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
す
。
ワ
：
］
昭
和
三
年
度
の
新
年
号
よ
り
は
目
醒
ま
し
い
革
命
を
誌
上
に
捲

起
し
て
、
一
般
日
本
婦
人
の
伴
侶
と
し
て
一
日
も
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
底
の
も
の
た
ら
し
め
ゃ
う
と
思
っ
て
ゐ
ま
す
。
誌
面
を
も
う
少

し
我
読
者
の
た
め
に
も
開
放
し
広
く
人
才
を
、
未
知
の
世
界
に
求
め
よ
う
と
も
思
っ
て
ゐ
ま
す
。

そ
の
後
、
代
理
部
広
告
の
掲
載
開
始
（
第
一
三
巻
六
号
（
一
九
二
八
年
）
）
、
口
絵
の
グ
ラ
ビ
ア
印
刷
化
（
第
一
四
巻
五
号
（
一
九
二
九

年
）
）
、
定
価
七
O
銭
か
ら
五
O
銭
へ
の
値
下
げ
（
第
一
五
巻
一

O
号
（
一
九
三

O
年
）
）
、
と
い
っ
た
一
連
の
大
衆
化
路
線
が
次
々
と
繰
り

出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

『
婦
人
公
論
」
が
編
集
方
針
の
転
換
を
意
図
し
た
一
九
二

0
年
代
後
半
は
、
一
九
二
五
年
の
国
民
的
大
衆
雑
誌
『
キ
ン
グ
』
（
大
日
本
雄

弁
会
講
談
社
刊
）
の
刊
行
開
始
、
一
九
二
六
年
以
降
の
各
出
版
社
に
よ
る
「
円
本
」
と
呼
ば
れ
る
全
集
物
の
刊
行
ブ
l
ム
な
ど
、
活
字
メ

デ
ィ
ア
全
体
の
大
衆
化
と
商
業
主
義
の
顕
著
な
浸
透
が
進
行
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
動
向
は
、
一
九
二
五
年
に
成
立
し
た
普
通
選
挙

一
「
幻
｝

法
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
当
時
多
か
っ
た
。
こ
の
大
衆
化
路
線
、
商
業
主
義
的
手
法
を
い
ち
早
く
実
践
し
て
い
た
の
が
、

一刻）

「
主
婦
之
友
』
な
ど
の
「
実
用
派
」
婦
人
雑
誌
で
あ
っ
た
。
「
実
用
派
」
の
子
法
は
、
量
的
に
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
、
あ
る
程
度
の
リ
テ
ラ

シ
l
を
有
し
か
っ
「
家
事
」
と
い
う
概
ね
共
通
の
課
題
を
有
し
て
い
た
都
市
新
中
間
層
の
女
性
を
広
く
引
き
付
け
る
と
い
う
点
で
戦
術
的

に
有
効
で
あ
り
、
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
大
衆
化
の
口
火
を
切
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
の
経
緯
か
ら
み
て
も
、
当
時
に
お
い
て
各
婦
人

雑
誌
の
間
で
激
し
い
販
売
競
争
が
展
開
さ
れ
て
い
く
の
は
自
然
の
勢
い
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
〈
中
流
〉
や
「
生
活
」
に
関
す
る
「
教
養
派
」
「
実
用
派
」
の
境
界
は
次
第
に
揺
ら
い
で
い
く
。
よ
り
正
確
に

い
え
ば
、
「
教
養
派
」
と
さ
れ
て
い
た
雑
誌
に
「
実
用
派
」
の
要
素
が
次
第
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
『
婦
人
公
論
』
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と
「
実
用
派
」
の
代
表
で
あ
る
『
主
婦
之
友
』
と
を
対
比
し
つ
つ
、
そ
の
変
化
を
具
体
的
に
確
認
す
る
。
な
お
、

争
開
戦
以
降
は
両
誌
と
も
に
戦
時
色
が
濃
厚
に
な
り
、
本
稿
の
論
旨
か
ら
見
た
と
き
そ
れ
以
前
の
誌
面
の
傾
向
と
連
続
的
に
論
じ
る
こ
と

が
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
以
下
で
は
、
大
正
期
の
そ
れ
ぞ
れ
の
雑
誌
の
刊
行
開
始
時
か
ら
一
九
三
七
年
ま
で
の
動
向

を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
九
一
二
七
年
の
日
中
戦

2
．
婦
人
雑
誌
上
の
〈
中
流
〉
言
説
と
そ
の
変
容

す
で
に
み
た
よ
う
に
、
都
市
新
中
間
層
は
、
大
正
・
昭
和
初
期
の
婦
人
雑
誌
の
読
者
層
を
象
徴
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
都
市
部
中
心
に

発
展
し
つ
つ
あ
っ
た
近
代
セ
ク
タ
ー
に
職
を
得
た
者
と
そ
の
家
族
で
あ
る
た
め
、
旧
来
の
共
同
体
に
お
け
る
生
活
知
識
・
技
術
の
世
代
間

継
承
の
シ
ス
テ
ム
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
知
識
・
技
術
を
近
代
的
メ
デ
ィ
ア
に
多
く
頼
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
あ
る
程
度

の
学
歴
を
獲
得
し
て
そ
の
職
業
上
の
地
位
を
得
て
い
る
が
ゆ
え
（
そ
の
配
偶
者
も
含
め
て
）
、
書
物
の
情
報
を
享
受
す
る
一
定
の
リ
テ
ラ

｛話）

シ
l
を
有
し
て
い
た
、
と
い
、
つ
こ
と
が
、
当
時
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
新
中
間
層
と
を
結
び
つ
け
る
要
因
と
な
っ
て
き
た
。
新
中
間
層
に
強

く
結
び
つ
け
ら
れ
た
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
の
一
つ
と
し
て
婦
人
雑
誌
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
婦
人
雑
誌
に
は
新
中
間
層
以
外
も

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
側
面
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
社
会
階
層
と
の
対
応
関
係
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
留

意
点
も
踏
ま
え
つ
つ
、
「
教
養
派
」
「
実
用
派
」
そ
れ
ぞ
れ
の
婦
人
雑
誌
が
、
自
ら
の
主
要
な
読
者
層
と
さ
れ
る
〈
中
流
〉
を
ど
の
よ
う
に

誌
上
で
扱
っ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
当
時
に
お
い
て
新
中
間
層
と
概
ね
代
替
的
に
使
わ
れ
て
い
た
「
中
流
（
階
級
）
」

（却）

「
中
産
（
階
級
）
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
検
討
を
進
め
る
。

ま
ず
、
『
婦
人
公
論
』
『
主
婦
之
友
』
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
記
事
・
論
説
の
タ
イ
ト
ル
で
「
中
流
（
階
級
）
」
「
中
産
（
階
級
）
」
と
い
う

語
が
使
用
さ
れ
た
頻
度
に
ま
ず
注
目
す
る
。
両
誌
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
語
を
含
む
記
事
題
名
を
全
て
抜
き
出
し
た
の
が
表
I
、
表
2
で

あ
る
。
圧
倒
的
に
『
主
婦
之
友
」
の
方
が
「
中
流
」
の
出
現
度
は
高
い
（
因
み
に
「
中
産
」
と
い
う
語
は
大
正
期
の
「
婦
人
公
論
』
に
お

い
て
数
例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
）

0
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表 1 「中流」「中産jの語を含む『婦人公論Jの論説・記事題名（1916～1937年）

刊行irJJ 準高 組 名

l)J 馬場孤蝶 「中流階級の悩み」

1919イト IOJJ 徳水)i美 f 「i暁きれてゐる中流附級のiM」

II月 1111'省 「＂＇産階級の家庭改造と内職の山伝」

1921 年 7 )J Lli I ~ ！とし [- 「＂＇産階級政助論」

1929年 l月 婦人記布 「新時代の部品誌の飾り ）j 判に：1'1>［階級の~＼人のために ｜ 

1930"1' 8/J 烏｝』事 f 「モダン納涼 簡易納；，；， ＂＇流家庭の ιヂ｜勾扶飾」

193Jil ])j 出大項目 「明日のWi::I中山Tインァリl併級簡易＇ Iiiiへの，，（’朱） T i1Jiドlの米」

193211'-
6TJ Ai弘厳太郎 「中産階級のお母さんIiへ r-kの教育と職業選択について I 

9/J 永凶益也 「台所の：干命 'i'l止ft℃の瑚：＼［l((J台所、1'1liii'i」

2)J 
後藤祇f 「中inc氷隠Ii'l ~ I Jの献「f」

後藤清f 「＂＇流家庭 I;,I ~ JJの献山 献、7に添へて」
193・1{/-

「五！！~よと＇ i.1市を＇l'.7卜した相J弘のfl'七案内 ｜悶1'41/iJをIllひた印jるくて便利な中流11:宅」5月 山村恒一郎

イi4:再久治 「趣味と生活を生かした初夏のH.t案件j ff)；止を採り入れた｜羽雅な中iAd十’t」

19:l6可
。月 綱本盛枝 「中産階級はどんな京に11んだりいいか 京をillてるか借家をするかアパ トに千lむか」

10月 思ll点、l’ 「＇i'1主階級Ii＇ド乃不只」

注 複数の記事を統括する見IMしに「＂＇流」の”百が他われている場合は、「※ A:Jl([I」とぶした

表2 「中流J「中産」の語を含む『主婦之友』の論説・記事題名（1917～1937年）

刊行斗）］ んj下者 題 す1

5/J 記者 便利を Lとした＂＇流 li'Jの有l洋(l:'i:;

7日 ※大!ft日 'i'iil家，＇；［・o川、ろし沿ろ

191711'- 8月 京j、唄II 中流家庭の暮しli'J

9月 必悦芋f 物価日騰に処する＂＇流 i耐の覚llf

12月 辻品棺I 家庭に熱心な独逸の l.111 

1918年 12)] ※大項目 物価高騰に処して改良した：I＇流） J給取りの家政実験

])j 
記者 中流家厄の理想的l''J職案内（新，；，鹿の f絞）

ぷIT 'i＇討し階級を標準とした初春の流行界

1919'.f 某＂＇＂＂’教師の長 ,,, 治離にi•I. <'I『流 I婦の悲桶なIllトび

9月 n己,r,・ 'I前期tに処する，，，流 l婦の真剣なる；＇ il'I

※k耳(II 家事のtiら従事するll'ifrl主婦の内戦実験

1920年
4月 a記者 L'i＇流通｛挺にふさはしい財人内職

9JJ 記者 現代的に設同｜された'i'iJ¥:11:’七

1921年 12月 記高 新 l夫の刷］ff折点。l'i'int1十七

l月 ＂己再 安｛1lliで便利な中流l"J'.<!>'ifil：’t

2JJ 15け 記者 便利で気持のよい'i'iil:1t't

411 
叫r. 中iJili,11J、l職として靴 I~IJ繍の従川

1922年 ,1!'.1可 新しい試みに成功した中流（t'i::

10月 U己昌 h百円でHI来る＂＇ l庇結婚支度

ll)J ＂＇己呂 実用的で日心地よい＇ i'ifrdl：宅

12月 .:c:r.・ ，，，流1t℃として完全な組在家附

192011'. 2/J 占己者 小ぢんまりした都会地の＂＇流 11：’t

IJJ 
ヴォ←リズ ，，，流の住宅及びI岡山の経済的耐震耐火建築

kiI：スミ了 "'iii:家庭に必要な実際的家政の執り ｝j

2月 kiLスミ f 'l＇流家庭に '11・盟な’i：際的氷政の執り JiI '.I 

1924年 3月
kirスミ了 ＂＇流家庭に必要な実際的家政の執り JiIご）

本誌記軒 便利で気持のよい，，，流小｛！，℃

4月
本誌記者 ＂＇流｛ t宅l二十llJ.iし、しい門の研究

州村伊作 11十七十Hc~1 r f止の多い＂＇流 H'i::の設1『｜

1011 111 t相談I'i'i削ibの窓と門と床の北口｜

1925"1' 4)j 瀬戸つや f 現代の＂＇流 li'Jき花嫁安二十五
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（表2つづき）

刊行年月 筆者 題 名

1月
龍田野菊

月収百円の中流家庭の家計実験
1926年 磯川i畳江

10月 婦人記者 変って来た中流向の秋の流行

1月 一戸伊勢 中流家庭を標準とした一月の晩餐料理の排へ方

2月 宇野鋪太郎 中流家庭を標準とした一月の晩餐料理の搭へ方

3月 松田龍子 中流家庭を標準と Lたニ二月の晩餐料理の排へ方

4月 亀井まさ子 中流家庭を標準とした四月の晩餐料理の持へ方

5月 村井政善 中流家庭を標準とした五月の晩餐料理の持へ方

6月 秋穂敬子 中流家庭を標準とした六月の晩餐料理の帯へ方

1927年 7月 指原乙子 中流家庭を標準とした七月の晩餐科理の搭へ方

8月
松宮しん子 中流家庭を標準とした八月の晩餐料理の栴へ方

本誌記者 狭い土地に建てられた都会向の中流住宅

9月 赤堀峯古 中流家庭を標準とした九月の晩餐料理の排へ方

10月 百々志民代 中流家庭を標準とした十月の晩餐料理の栴へ方

11月 宇多繁野 中流家庭を標準とした卜一月の晩餐料理の搭へ方

12月 手塚かね干 中流家庭を標準とした十三月の晩餐料理の持へ方

1928年 2月
※大項目 使利で性心地よい模範的な中流住宅

山本拙郎 中流住宅の耐震耐火建築とi尼坊除けの設備

1929年 11月 本誌記者 僅かな費用で手軽にできる理想的な中流向の暖房設備

3月 ※大項目 五百円で出来た中流家庭の嫁入支度

1930年 5月 本誌記者 中流文化住宅の経済的新築

10月 来大項目 中流向きお嫁入り支度の見立相談

6月 今井兼次 二三千円で出来た和蘭風の軽快な中流模範住宅

1931年
8月 田中秀 一千七百円で新築した健康本位の中流向き模範住宅

江口義雄 一千四百円で新築した中流向の洋風住宅
12月

尾崎銀子 'l＇流家庭向の模範的なお台所

l月 謀大項目 素人の婦人が設計した中流住宅

2月 松田義致 一千五百円で新築した新家庭向の中流住宅

1932年
10月 中流向のお嫁入道具

本誌記者 新築された近代趣味の中流住宅

11月 アトリエのある洋風の中流住宅

近代的な日本趣味の中流住宅

※大項目 健康本位の中流住宅誌上展覧会

4月 望月長興 近代的なH本趣味の中流住宅

1933年
田中秀 屋根裏を利用した洋風の中流住宅

※大項目 中流簡易住宅の新築案内

8月 本誌記者 新築された中流向の同潤会分譲住宅

伊藤茂雄 素人が設計した中流向の小住宅

I月 安蘇新 素人が設計した田舎風の中流住宅

2月 田中秀 洋風と日本風の長所を統ーした中流住宅

1934年 3月
栗谷鶏ー 五千円で新築した関商風の中流住宅

安藤初五郎 山小屋の感じを取り入れた洋風中流住宅

4月 平岡俊子 i羊風の生活に適した中流向の小住宅

6月 江口義雄 明朗な近代的の中流住宅新築画報

1935年
5月 香川綾子 中流家庭の一週間の献立と作り方

6月 青山露子 中流家庭の一週間の献守料理の作り方

5月
因遺五郎

和風を基調とした現代的の中流模範住宅
1936年 池田勝一

11月 池田勝一 家族本位の便利な新興中流住宅

8月 佐久間藤三郎 四千五百円で建った耐震耐風の健康的な中涜住宅

1937年 9月 ljl流向きお台所の便利な新工夫

11月 本誌記者 空襲・地震 火事・盗難の災禍を完全に防く新装置の中流住宅

注 複数の記事を統括する見出しに「中流Jの語が使われている場合は、「※大項目」と示した。
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記
事
・
論
説
の
内
容
に
も
注
目
す
る
と
、
「
主
婦
之
友
』
で
は
当
初
か
ら
「
中
流
住
宅
」
「
中
流
家
庭
に
ふ
さ
は
し
い
料
理
」
な
ど
の
よ

う
に
、
家
庭
生
活
の
個
別
具
体
的
な
領
域
と
結
び
つ
け
た
実
用
的
な
記
事
・
論
説
数
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
そ
れ
に
対
し
「
婦
人
公
論
』

で
は
、
大
正
年
間
に
お
い
て
は
経
済
的
困
難
を
背
景
と
し
て
の
「
中
流
／
中
産
階
級
」
の
没
落
に
つ
い
て
論
じ
る
論
説
が
、
記
事
・
論
説

の
主
流
で
あ
る
。
ま
た
、
『
主
婦
之
友
』
で
も
、
記
事
数
全
体
か
ら
見
れ
ば
少
数
で
は
あ
る
が
、
〈
中
流
〉
の
生
活
難
を
論
じ
る
こ
と
が
主

眼
と
な
っ
て
い
る
記
事
は
あ
る
程
度
存
在
す
る
。

例
と
し
て
、
『
婦
人
公
論
』
第
四
巻
一
号
（
一
九
一
九
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
馬
場
孤
蝶
「
中
流
階
級
の
悩
み
」
を
見
る
と
、
当
時
の
物

価
高
騰
に
つ
い
て
、
月
収
一

O
O円
程
度
の
俸
給
生
活
者
で
あ
っ
て
も
暮
ら
し
向
き
は
楽
で
は
な
く
、
ま
し
て
月
収
五

0
1六
O
円
の
者

に
と
っ
て
は
「
そ
の
困
難
は
察
す
る
に
余
り
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
馬
場
が
重
視
す
る
「
巾
流
階
級
の
悩
み
」
は
、
単
に
経
済
的

岡
難
だ
け
で
な
く
、
「
中
流
階
級
」
が
有
す
る
べ
き
と
さ
れ
る
「
学
問
」
が
、
経
済
的
困
窮
に
陥
ら
な
い
た
め
職
業
に
あ
り
つ
く
手
段
と

し
て
の
「
技
芸
」
の
習
得
に
成
り
下
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

~zo一

中
流
の
子
弟
の
多
数
が
赴
く
法
律
、
政
治
、
経
済
等
の
各
学
校
に
於
て
は
、
真
の
学
理
を
忌
樟
な
く
学
生
に
講
ず
る
こ
と
は
、
そ
の

受
持
教
授
が
真
の
学
理
を
重
ん
ず
る
良
心
従
っ
て
き
う
い
ふ
勇
気
を
持
っ
て
居
る
と
い
う
場
合
次
第
の
こ
と
で
あ
る
。
元
来
過
去
及

び
現
在
の
制
度
に
対
す
る
合
理
的
な
る
考
察
及
び
批
評
の
標
準
た
る
べ
き
法
学
的
学
理
を
ば
、
唯
だ
現
在
の
制
度
の
弁
護
の
資
料
に

の
み
用
ゐ
ん
と
す
る
努
力
が
最
も
為
政
者
の
意
に
適
す
る
と
い
ふ
の
で
は
、
五
口
邦
の
文
明
の
進
歩
の
為
め
に
は
、
痛
嘆
の
外
は
無
い
。

目
先
の
応
用
を
の
み
主
眼
と
し
て
授
く
る
学
校
教
育
に
依
っ
て
養
成
せ
ら
れ
た
る
若
き
人
々
が
、
社
会
の
実
相
に
面
し
て
か
ら
の
疑

惑
は
実
に
甚
し
き
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
。
［
・
：
］
理
性
の
上
に
於
て
も
、
情
操
の
上
に
於
て
も
、
何
等
安
ん
じ
て

拠
る
べ
き
も
の
を
持
つ
こ
と
の
能
き
ぬ
の
が
、
今
の
中
流
階
級
の
若
き
人
々
の
悩
み
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
に
、
実
用
性
を
超
え
た
「
学
問
」
に
よ
っ
て
高
度
の
理
性
と
情
操
を
保
つ
べ
き
〈
中
流
〉
が
消
滅
し
か
か
っ
て
い
る
こ
と
を

「
文
明
の
進
歩
」
に
照
ら
し
て
馬
場
は
嘆
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
中
流
（
中
産
）
階
級
」
の
語
を
題
目
に
含
む
論
説
で
は
な
い
が
、
〈
中
流
〉

の
存
在
や
そ
の
生
活
が
、
社
会
全
体
、
他
の
「
階
級
」
に
好
影
響
を
与
え
る
（
べ
き
）
も
の
で
あ
る
と
す
る
記
述
も
一
九
一

0
年
代
の
『
婦

人
公
論
』
に
は
度
々
見
ら
れ
る
。
大
橋
広
（
後
に
日
本
女
子
大
学
学
長
な
ど
を
務
め
る
）
は
、
「
中
流
社
会
」
の
主
婦
が
「
簡
易
生
活
」

を
営
む
必
要
を
論
じ
、
そ
の
成
果
が
社
会
全
体
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
述
べ
て
い
る
。

要
す
る
に
簡
易
生
活
の
必
要
は
意
義
な
き
生
活
の
複
雑
か
ら
意
義
あ
る
生
活
の
複
雑
に
進
入
せ
ん
が
た
め
で
御
座
い
ま
す
。
最
も
家

庭
生
活
を
意
義
あ
ら
し
め
、
引
い
て
岡
剥
制
斜
叫
削
剥
州
制
割
剖
別
刷
U
剖
川
が
た
め
わ
い
御
座
い
ま
す
。
（
傍
線
引
用
者
）

加
藤
時
次
郎
（
平
民
病
院
院
長
）
は
、
簡
易
生
活
が
栄
養
学
的
観
点
か
ら
み
て
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
説
の
冒
頭

で
、
「
国
家
の
中
堅
」
と
し
て
の
「
中
産
階
級
」
と
い
う
明
治
末
に
も
よ
く
見
ら
れ
た
定
式
を
述
べ
て
い
る
。
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近
来
、
国
家
の
中
堅
と
も
称
す
べ
き
中
産
階
級
の
疲
弊
が

H
立
っ
て
来
た
為
め
に
、
識
者
は
盛
ん
に
経
済
的
生
活
を
唱
道
し
て
ゐ
る
。

（
傍
線
引
用
者
）

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
社
会
の
主
導
層
に
相
応
し
い
存
在
と
し
て
〈
中
流
〉
を
明
示
し
た
記
述
の
み
が
、
「
〈
中
流
〉
の
没
落
」
を
論

じ
る
記
事
・
論
説
を
支
配
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
『
主
婦
之
友
』
だ
け
で
な
く
『
婦
人
公
論
』
に
お
い
て
も
、
む
し
ろ
多
く
の
記
事
・

論
説
は
、
労
働
者
階
級
と
差
の
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
新
中
間
層
の
中
・
下
層
の
生
活
を
踏
ま
え
て
経
済
面
で
の
没
落
を
嘆
き
、
そ
こ
か
ら

の
何
ら
か
の
脱
出
手
段
を
講
ず
る
と
い
う
構
造
を
取
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
下
流
階
級
」
に
比
し
て
「
中
産
階
級
」
の
貧
困
へ
の
救
済

（

日

一

か

ず

措
置
が
足
り
な
い
状
況
を
指
弾
し
、
宗
教
施
設
や
富
裕
層
に
よ
る
社
会
的
奉
仕
を
求
め
る
記
事
や
、
「
お
菜
は
も
う
胡
麻
塩
で
我
慢
す
る
」



「
吐
息
は
禁
物
」
と
節
約
・
忍
耐
を
ひ
た
す
ら
説
く
記
事
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
確
か
に
、
「
労
働
者
階
級
と
は
区
別
さ

れ
る
よ
う
な
、
没
落
す
る
以
前
の
〈
中
流
〉
が
存
在
し
て
い
た
」
と
い
う
前
提
の
下
に
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
社
会
の
中
核
層
・
主

導
層
と
し
て
の
〈
中
流
〉
の
残
響
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
他
方
で
こ
の
よ
う
な
「
没
落
」
が
、
社
会
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
〈
中
流
〉
の

課
題
と
し
て
よ
り
も
む
し
ろ
、
〈
中
流
〉
を
構
成
す
る
個
々
の
生
活
の
課
題
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
も
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

一
九
一
九
年
に
『
婦
人
公
論
』
上
に
掲
載
さ
れ
た
、
徳
永
寿
美
子
「
減
ほ
さ
れ
て
ゐ
る
中
流
階
級
の
主
婦
」
で
は
、
生
活
難
に
よ
っ
て
〈
中

流
〉
に
相
応
し
い
教
養
を
磨
く
余
裕
を
も
て
な
い
新
中
間
層
下
層
の
主
婦
の
現
状
へ
の
切
実
な
嘆
き
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

自
分
自
身
の
才
能
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、
名
上
の
講
演
も
聴
き
に
行
き
た
い
し
、
書
物
も
読
み
た
い
し
、
音
楽
を
も
聴
き
た
い
し
、

絵
両
を
も
見
に
行
き
た
い
し
、
と
忠
ふ
ば
か
り
で
少
し
も
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
全
く
情
け
な
い
こ
と
に
思
ひ
ま

す。
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こ
の
記
述
に
し
て
も
、
教
養
へ
の
切
実
な
願
い
を
社
会
の
主
導
層
に
相
応
し
い
〈
中
流
〉
の
あ
り
方
へ
の
希
求
と
し
て
解
釈
す
る
よ
り

も
、
「
一
個
の
人
間
と
し
て
も
価
値
の
あ
る
、
生
き
甲
斐
の
あ
る
生
活
を
送
り
た
い
」
と
い
う
い
わ
ば
「
私
化
」
さ
れ
た
生
活
の
豊
か
さ

を
願
う
意
識
と
し
て
解
釈
し
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
昭
和
初
期
に
な
る
と
、
『
婦
人
公
論
』
の
誌
面
に
お
い
て
も
、
『
主
婦
之
友
』
と
大
差
の
な
い
個
別
旦
ハ
体
的
・
実
用
的
な
意
味
で

「
中
流
」
の
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
特
に
、
「
中
流
」
と
「
住
宅
」
の
結
び
つ
き
は
顕
著
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
通
り

生
活
改
蓋
円
運
動
の
中
で
は
住
宅
改
善
の
分
野
が
先
行
し
て
お
り
、
そ
の
活
動
の
中
で
「
中
流
住
宅
」
の
語
が
し
ば
し
ば
っ
か
わ
れ
、
「
中
流
」

を
冠
す
る
用
語
の
中
で
も
特
に
人
口
に
謄
来
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
。
表
1
、
表
2
か
ら
分
か
る
と
お
り
、
「
中

流
住
宅
」
と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
際
に
は
、
「
理
想
的
な
」
「
閑
雅
な
」
「
便
利
な
」
「
明
朗
な
」
「
気
持
の
よ
い
」
「
住
心
地
よ
い
」
と
い
っ

た
、
生
活
者
に
と
っ
て
の
快
適
さ
を
強
調
す
る
形
容
語
が
添
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
個
々
の
家
庭
の
私
生
活
の
豊
か
さ
と
「
中
流
」



の
語
の
結
び
つ
き
が
、
住
宅
と
い
う
具
体
的
な
生
活
領
域
を
通
じ
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
「
社
会
の
主
導
層
」
と
は
異
な

る
意
味
で
の
〈
中
流
〉
が
、
当
時
の
読
者
の
意
識
の
中
に
徐
々
に
浸
透
し
て
い
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

大
正
期
に
見
ら
れ
る
「
中
流
階
級
」
の
苦
悩
や
没
落
を
題
材
と
す
る
論
説
は
、
「
本
来
、
〈
中
流
〉
は
安
定
的
な
生
活
を
営
み
、
社
会
の

主
導
・
中
核
層
で
あ
っ
た
は
ず
だ
」
と
い
う
前
提
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
成
立
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
そ
の
よ
う
な
生
活
難

に
面
し
て
い
た
の
は
、
特
に
新
中
間
層
の
中
・
下
層
で
あ
っ
た
が
、
他
方
で
、
大
正
期
の
「
〈
中
流
〉
の
没
落
」
を
語
る
言
説
に
お
い
て

暗
示
的
に
前
提
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
明
治
期
に
お
け
る
「
中
流
階
級
」
（
大
正
期
で
い
え
ば
新
中
間
層
上
層
の
位
置
づ
け
に
あ
る
生
活

水
準
の
階
層
）
で
あ
っ
た
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
そ
の
〈
中
流
〉
の
生
活
難
を
訴
え
る
大
正
期
の
記
事
は
、
〈
中
流
〉
を
個
々
人
・
個
々

の
家
庭
の
生
活
の
安
定
の
み
で
捉
え
る
兆
し
を
も
見
せ
て
い
た
。
ま
た
、
「
中
流
住
宅
」
「
中
流
向
」
と
い
っ
た
題
目
の
厄
大
な
記
事
で
一
不

さ
れ
て
い
た
の
は
、
「
一
般
的
な
俸
給
生
活
者
の
所
得
に
応
じ
た
快
適
さ
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
も
、
〈
中
流
〉
と
い
う
概
念
で
括
っ
て
一
不

さ
れ
る
情
報
は
、
あ
く
ま
で
個
々
人
・
個
々
の
家
庭
に
基
本
的
に
属
す
る
「
生
活
」
の
実
用
に
資
す
る
た
め
の
知
識
・
技
術
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
た
。

実
際
の
社
会
階
層
と
の
対
応
関
係
と
い
う
点
で
図
式
的
に
一
不
す
な
ら
ば
、
婦
人
雑
誌
に
お
け
る
〈
中
流
〉
把
握
は
、
新
中
間
層
上
層
を

意
識
し
て
い
た
把
握
か
ら
、
下
方
拡
大
し
た
新
中
間
層
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
把
握
へ
と
、
明
ら
か
に
シ
フ
ト
を
見
せ
て
い
た
。
そ
れ
が

創
刊
当
初
か
ら
明
確
に
表
れ
て
い
た
の
が
、
『
主
婦
之
友
』
で
あ
っ
た
。
「
主
婦
之
友
』
を
創
刊
し
た
石
川
武
美
が
当
時
に
お
け
る
「
中
流

の
下
」
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
『
主
婦
之
友
」
を
創
刊
し
た
こ
と
は
既
に
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
が
、
明
治
期
か
ら
す
で
に
〈
中

流
〉
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
新
中
間
層
上
層
と
、
明
治
末
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
急
速
に
拡
大
し
た
新
中
間
層
中
・
下
層
と
の
聞
の
「
裂

け
目
」
を
石
川
が
い
ち
早
く
敏
感
に
感
じ
取
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
中
核
性
・
主
導
性
と
い
う
価
値
か
ら
解
き
放
た
れ
、
生
活
と
密
接
に

結
び
つ
い
た
〈
中
流
〉
を
大
々
的
に
紙
面
で
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
彼
は
跨
陪
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
の
雑
誌
イ
メ
ー
ジ
の
蓄
積
と
一
定
の
固
定
的
な
読
者
層
が
存
在
し
た
た
め
、
「
教
養
派
」
の
代
表
格
で
あ
っ
た
「
婦
人
公
論
』

が
、
『
主
婦
之
友
』
の
よ
う
な
「
実
用
派
」
へ
と
完
全
に
シ
フ
ト
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
『
婦
人
公
論
』
の
大
衆
化
路
線
、
「
実
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用
派
」
婦
人
雑
誌
へ
の
一
定
程
度
の
近
接
化
は
、
す
で
に
『
主
婦
之
友
」
で
先
行
し
て
現
れ
て
い
た
、
社
会
を
主
導
す
る
存
在
と
し
て
の

〈
中
流
〉
の
意
味
の
希
薄
化
が
、
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
へ
と
時
代
が
推
移
す
る
に
つ
れ
て
確
実
に
進
行
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
た
。

3
．
「
実
用
派
」
へ
の
近
接
｜
生
活
関
連
記
事
と
相
談
欄

次
に
、
当
時
の
婦
人
雑
誌
の
誌
面
に
お
け
る
実
用
的
な
生
活
知
識
・
技
術
の
扱
わ
れ
万
の
変
化
を
確
認
し
た
い
。

ま
ず
、
「
主
婦
之
友
』
と
「
婦
人
公
論
』
の
日
常
生
活
に
関
す
る
実
用
記
事
に
つ
い
て
、
大
正
期
か
ら
日
中
戦
争
の
始
ま
る
一
九
三
七

年
ま
で
の
推
移
を
以
下
に
見
て
み
よ
う
。
図
l
は
、
両
雑
誌
を
五
年
お
き
に
取
り
あ
げ
、
該
当
す
る
年
の
全
て
の
号
の
本
丈
ペ
ー
ジ
数
の

う
ち
、
衣
料
、
食
事
、
住
居
、
医
療
・
健
康
、
育
児
・
教
育
、
美
谷
な
ど
の
家
庭
生
活
に
関
す
る
具
体
的
・
実
用
的
な
内
容
の
記
事
の
ペ
ー

ジ
数
の
割
合
を
計
測
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
い
た
「
ス
ペ
ー
ス
測
定
」
の
子
法
は
、
木
村
涼
子
が
二
つ
の
雑
誌
の
性
格
の
違
い
を

明
示
す
る
た
め
に
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
木
村
は
、
生
活
上
の
「
実
用
」
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
の
明
ら
か
な
違
い
が
両
雑
誌
の
間
に
あ
っ

た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
時
系
列
を
取
り
入
れ
た
分
析
を
加
え
る
と
、
ま
た
違
っ
た
側
面
も
見
い
だ
せ
る
。
確
か
に
、
『
主
婦
之
友
』
が
『
婦
人

公
論
」
よ
り
一
貫
し
て
実
用
記
事
が
多
い
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
り
、
「
教
養
派
」
／
「
実
用
派
」
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
は
基
本
的
に
は
保

持
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
他
万
で
『
婦
人
公
論
』
は
昭
和
初
期
に
「
実
用
」
へ
の
シ
フ
ト
を
明
確
に
見
せ
て
い
る
。
補
足
と
し
て
、
「
婦

人
公
論
」
に
お
い
て
衣
・
食
・
住
生
活
そ
れ
ぞ
れ
に
関
わ
る
実
用
記
事
の
絶
対
数
が
各
年
で
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
を
示
し
た
の
が
図

2
で
あ
る
。
一
九
二

0
年
代
半
ば
ま
で
は
こ
の
種
の
記
事
が
ほ
と
ん
ど
皆
無
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
二
八
年
以
降
急
激
に
増
加
し
て
い
る

（却）

こ
と
が
分
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
『
主
婦
之
友
』
の
記
事
数
（
図
3
）
や
割
合
と
比
較
す
れ
ば
、
両
誌
の
違
い
は
蔽
う
べ
く
も
な
く
明
ら
か

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
差
異
よ
り
も
、
「
教
養
派
」
が
編
集
方
針
に
お
い
て
「
実
用
派
」
へ
の
一
定
の
歩
み
寄
り
を
見
せ
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
、
と
い
う
傾
向
の
方
に
着
目
し
た
い
。

「
教
養
派
」
が
「
実
用
派
」
へ
と
近
接
し
て
い
く
過
程
を
、
「
家
計
」
に
関
す
る
記
事
の
動
向
か
ら
よ
り
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。
「
主
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婦
之
友
」
の
創
刊
当
初
、
実
際
の
家
計
の
事
例
を
扱
っ
た
家
計
記
事
は
、
同
誌
の
重
要
な
セ
ー
ル
ス
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
例
え

ば
創
刊
直
後
の
第
一
巻
二
号
（
一
九
一
七
年
四
月
）
で
は
、
「
月
収
廿
六
円
の
小
学
教
師
の
家
計
」
「
月
収
廿
七
円
の
陸
軍
々
人
の
家
計
」
「
月

給
叶
五
円
の
地
方
官
吏
の
生
活
」
「
月
給
五
十
五
円
の
中
等
教
員
の
家
計
」
と
い
っ
た
新
中
間
層
中
・
下
層
の
家
計
の
具
体
的
な
事
例
が

紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
九
二

0
年
代
半
ば
に
は
一
時
こ
の
種
の
家
計
記
事
が
見
ら
れ
な
く
な
る
が
、
二

0
年
代
末
か
ら
は
ま
た

散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

他
十
刀
、
「
婦
人
公
論
』
は
発
刊
当
初
、
こ
の
種
の
家
計
記
事
を
ほ
と
ん
ど
掲
載
し
て
い
な
か
っ
た
。
当
時
「
生
活
」
の
一
請
を
冠
す
る
記

事
に
は
、
不
必
要
に
多
忙
に
な
り
が
ち
な
日
常
生
活
を
改
め
る
た
め
、
日
常
生
活
を
対
象
と
し
た
学
術
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
も

日）

の
や
、
「
人
間
の
本
性
」
「
愛
」
を
生
活
の
原
理
と
し
て
論
ず
る
も
の
な
ど
、
具
体
的
ノ
ウ
ハ
ウ
よ
り
も
理
念
的
な
提
唱
を
行
う
論
説
が
多

く
見
ら
れ
た
。
し
か
し
一
九
二

0
年
代
後
半
か
ら
は
実
用
的
な
家
計
記
事
も
、
『
主
婦
之
友
』
と
比
較
す
れ
ば
数
は
少
な
い
も
の
の
少
し

ず
つ
で
は
あ
る
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
そ
の
実
際
の
内
容
も
、
収
入
の
低
い
事
例
に
な
る
と
、
「
五
十
五
円
の
モ
ダ
ン
簡
易

生
活
」
（
第
一
五
巻
九
号
、
一
九
二
一
O
年
）
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
妻
の
不
安
月
収
三
十
円
の
生
活
苦
」
（
一
六
巻
九
号
、
一
九
二
二
年
）
、

「
六
十
五
円
の
月
給
で
家
を
建
て
る
」
（
第
一
七
巻
一
一
号
、
一
九
三
二
年
）
、
「
三
十
五
円
で
出
来
る
生
活
」
（
同
）
、
と
い
っ
た
よ
う
に
明

ら
か
に
新
中
間
層
上
層
の
例
で
は
な
い
記
事
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。

具
体
的
な
生
活
知
識
・
技
術
に
つ
い
て
読
者
と
の
問
答
形
式
で
紹
介
す
る
相
談
欄
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
『
主
婦

之
友
』
は
創
刊
当
初
か
ら
、
「
美
容
理
装
問
答
（
相
談
）
」
（
第
一
巻
八
号
1
第
一
同
巻
九
号
（
一
九
一
七
1
一
九
三

O
年
）
）
、
「
家
庭
衛
生

問
答
（
相
談
）
」
（
第
二
巻
五
号
1
第
一
四
巻
一

O
号
（
一
九
一
八

1
一
九
三

O
年
こ
の
よ
う
に
相
談
欄
を
掲
載
し
、
一
九
二

0
年
代
に

は
そ
の
数
も
徐
々
に
増
や
し
て
い
っ
た
。
他
方
、
『
婦
人
公
論
』
で
は
こ
の
種
の
相
談
欄
は
、
一
九
二
九
年
以
降
に
な
っ
て
は
じ
め
て
多

数
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
「
洋
装
相
談
」
（
第
一
四
巻
五
号
1
第
二
二
巻
一
二
号
（
一
九
二
九

1
一
九
三
七
年
）
）
、
「
美

容
相
談
」
（
第
一
四
巻
二
号
1
第
一
一
一
一
巻
一
一
一
号
（
一
九
二
九

1
一
九
三
七
年
）
）
、
「
婦
人
公
論
病
院
」
（
第
一
六
巻
三
号
1
第
二
四
巻

一
一
一
号
（
一
九
三
一

1
一
九
三
九
年
）
）
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、

実
用
的
な
生
活
知
識
・
技
術
を
具
一
体
的
に
提
示
す
る
傾
向
は
、

刀口
H
H
H
H
V
H
H
u
e
』＋
Ja

H
t
f
i
d－
t
p
p
k
l
 
「
教
養
派
」
婦
人
雑
誌
に
も
浸
透
し
つ

つ
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
誌
面
に
お
い
て

〈
中
流
〉
が
私
生
活
に
お
け
る
具
体
的
・
実
用
的
知
識
と
結
び
つ
け
て
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

変
化
と
、

需
接
に
関
連
し
て
い
た
と
い
え
る
。

4
．
読
者
と
の
交
流
／
読
者
の
共
同
性

当
時
の
婦
人
雑
誌
に
よ
る
生
活
改
善
に
関
わ
る
と
り
く
み
と
し
て
は
、
誌
面
だ
け
で
な
く
、
講
演
会
、
講
習
会
、
展
覧
会
な
ど
の
開
催

ゃ
、
座
談
会
に
よ
る
読
者
と
編
集
者
と
の
交
流
、
読
者
グ
ル
ー
プ
結
成
へ
の
支
援
、
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
「
読
者
系
列
化
」
の
事

業
が
実
施
さ
れ
、
読
者
獲
得
競
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
、
誌
面
の
言
説
分
析
へ
の
補
助
線

と
し
て
、
二
つ
の
婦
人
雑
誌
の
出
版
社
が
具
体
的
に
取
り
組
ん
だ
実
践
と
し
て
の
読
者
系
列
化
事
業
の
性
格
を
検
討
し
た
い
。

こ
の
と
り
く
み
で
先
行
し
た
『
主
婦
之
友
』
に
つ
い
て
ま
ず
見
て
み
よ
う
。
一
九
二
二
年
初
頭
に
同
誌
の
月
二
回
刊
行
の
試
み
が
失
敗

し
た
直
後
の
三
月
、
主
婦
之
友
社
は
新
た
な
試
み
と
し
て
文
化
事
業
部
を
設
置
し
た
。
こ
の
文
化
事
業
部
は
、
教
養
文
化
的
な
講
演
会
、

音
楽
会
と
、
家
庭
生
活
に
即
し
た
実
用
性
を
重
視
し
た
展
覧
会
、
講
習
会
と
を
実
施
し
て
い
っ
た
。
こ
の
う
ち
、
主
婦
之
友
社
が
開
催
し

た
実
用
的
な
内
容
に
関
わ
る
展
覧
会
、
講
羽
円
会
を
一
不
す
と
、
表
3
、
表
4
の
通
り
で
あ
る
。
特
に
展
覧
会
は
文
化
事
業
部
設
置
以
降
、
頻

繁
に
開
催
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
『
婦
人
公
論
』
読
者
向
け
に
開
催
さ
れ
た
中
央
公
論
社
主
催
の
実
用
的
な
展
覧
会
、
講
習
会
の
数
は
か
な
り
少
な
く
、

一
九
三
七
年
ま
で
で
は
、
「
手
芸
展
覧
会
」
（
一
九
二
九
年
一
一
月
、
一
九
一
一
一
一
年
一
一
月
）
、
「
浅
岡
式
自
在
型
紙
実
演
講
習
会
」
（
一
九
三
二

年
九
月
）
、
「
夏
の
簡
単
服
大
展
覧
会
」
（
一
九
三
四
年
五
月
）
、
「
実
習
細
君
学
校
講
座
」
（
一
九
三
五
年
八
月
）
な
ど
に
留
ま
る
。
こ
の
よ

う
に
、
『
婦
人
公
論
』
が
読
者
系
列
事
業
に
踏
み
込
ん
だ
の
は
、
誌
面
の
大
衆
化
路
線
と
同
様
、

た

読
者
系
列
化
事
業
｜
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一
九
二

0
年
代
末
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ

『
婦
人
公
論
』

の
場
合
、
読
者
系
列
化
事
業
の
中
で
も
特
に
盛
大
に
催
さ
れ
た
の
は
、
展
覧
会
、
講
習
会
で
は
な
く
、
同
内
（
植
民
地



表3 主婦之友社の主催した実用的内容の展覧会（1917～1937年）

年 11 催事ず『 場 所

3 ＊雌T芸品展覧会 東J;( I’l本wmf11,1;

E2J 5 家庭子.:0品展覧会 名古fぷいとうflllf{l,t; 

10 家騒手芸品展覧会 k阪 (I，＋：出口IJlil,l;

1 家庭干芸品民覧会（ドl民新聞十｜と共催） 単品松坂Ill池の端＼JiJf!ii

0 T芸品展覧公 静岡 市商品陳列，~，
1924 

家庭干芸品展覧会 山館、小姉、札幌8 

11 家庭子芸品展覧会 以都、 λ二阪

3 5 す、｜七l家庭手.:0品展覧会
東日、 f,",H、e情、岐阜、 1-_l好、銀時、 r,,•,-1.手、 k阪、福岡、
長崎、熊本、鹿児品、日/jiff

6 懸賞収l案浴衣地展覧会 .iu;c k阪、 r,,1,N
7 8 家庭T芸品展覧会 神，，、問／［／、広品、呉、松11.、む取

1925 11 金正線電話展覧会 東；.；（ i婦之h:.十i

11 家庭製作 f供洋Ill！展覧会 Ji.(J;( i財之』仁社

11 モ糸編物展覧会※謀 取）；（ f鮒之h:.社

12 お人形展覧会 東J;( i両1之瓦干｜

2 お雛さまの展覧会 Ji.(J;( t婦之HI

2 お艇と育児の衛生民覧会 山）；（ i制之友子｜

3 家庭千芸品展望主会 東~（ LM之h:.11

1926 
懸賞当選浴衣地党去tllJ元民覧会

東京、人阪、神1人 lifr]/11、！ムJ品、恒｜川、長崎、鹿＼¥0品、佐世保、
s 6 

出館、小樽、札幌、旭川｜、大連

IO 編物子芸民覧会 東日 i婦之友社

12 家挺家只展覧会（木村 I芸7会と共催） 東H 主婦之』di:

3 4 家庭T.:O品民覧会 !J(J；（、土似

5 ＇× 浴衣地当選l司案陳列Hlh'Gh；覧会 点以、横浜、川郎、 k阪、神，，、 Hi覇、台北、基降
1927 

伊勢崎銘i1hUll売民覧会 付司126カ！可9※ 

10 毛糸編物展覧会 東，；， i婦之ldl

3 家庭T.:O品展覧会 Ji£J』L 主鮒之！.dt

5 ＇者 浴衣地発炎展覧会 何＇li8Jカ所
1928 

伊勢崎銘仙ill！完展覧会9 10 全l吋91ケi'I

10-12 毛糸編物展覧会 全l叶17ヶ所

3迎 ド婦之ix.セル発表展覧会 う寸•1219 ケ｝リ［※液※

3 家庭子芸品展覧会 束力1 LM之瓦十i

1929 5京 浴衣地全凶発表展覧会 全同262 ケ l~i ※※※

9 沼 伊勢崎銘官111'11先民監会 全川正~：H ケ｝好※波探

IO 11 毛糸編物展覧会※捺 東）；しよ.；（都、た阪、 r，，，，岸

1931 10 11 ＇（糸編物民覧会京※ 札幌、小樽、旭川l、副館、点京、；；；都、 k阪

1931 IO II モ糸編物展覧会出※
点以、神｝『、 ！cWi.！；＼郎、品,¥I判、 J記述、奉天、千壊、京城、大丘｜店、

華山

1932 IC 11 毛糸編物展覧会 東庁、、宇『，1，附、日都、 k阪、神，，、凶111、広品、円、福岡

1933 9 10 毛糸編物民覧会 東京、 k阪、）；（都、神戸、宇，，t;I;{

1934 9 10 毛糸編物民覧会 東日、店都、神Ji、k阪、！ムj斗

1935 9 IO モ糸編物展覧会 東H、よ，（（.！＞.神Ji、k阪

1936 9 10 毛糸編物展覧会 点点、京都、大阪、神円、広品、品i凶、名占ht

1937 9 10 ＇（糸編物展覧会 !llJ；しよ，（都、 k阪、神刊、広品、制刷、 f,,t;W

京終 fl時期末記載 京捺講i司会を併催した会場あ I) ※巡※満鉄ii'i't'I組｛~各支却での開催を除いた数’f

it 一都市のみで開m：された場合は都市名・会場名を記載し、被数都rhで｜品川1：きれた場介は都市名のみを記載した
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主婦之友社の主催した実用的内容の講習会（1917～1937年）

年 月 H事名 I品 ｝リI

1919 6 洗濯と絞染講門会 東京東出｛女子両等師範学校

1921 :J 子供洋服講習会 東R K妻技芸学校

3 J前き更紗の講習会 東京東京女f高等師範学校
1922 

家庭製作品講習会 東J,( 車J,t女千l司等師範学校5 

1923 10 家庭子芸品講門会 大阪女子青司会館

日 手芸品講習会 静岡 市商品陳列所
1924 

家挺染色講門会 車京成女高等女学校同I 

1925 11 簡易講＇fl会※ 東思 二主婦之Ji.社

1926 8 旦期講習会（染色洋裁編物洗濯料理） 東R ｝婦之友社

1927 7 8 阿洋料理講判会 東H I婦之瓦社

1929 11 講門会※ 東μ、大阪、名山屋

1930 10 11 新発明の畢科屯織講習会捺 札幌、小樽、旭川｜、陶立与

1931 10 11 議予司会出 大阪、大連、奉天、干壌、，＜；｛城、太郎、釜山

表4

妓毛糸編物展覧会と併催

注 都市のみで開催された場合は都市名 企場名を記載し、被数都巾今で開催された場合は都市名のみをぷ載したこ

含
む
）
各
地
を
編
集
者
や
講
師
が
巡
回
し
て
講
演
会
、
座
談
会
を
実
施
す
る
愛
読
者

（珂）

訪
問
旅
行
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
各
地
の
読
者
訪
問
や
交
流
を
試
み

る
事
業
自
体
、
『
婦
女
界
』
誌
に
よ
っ
て
す
で
に
一
九
二
四
年
頃
か
ら
試
み
ら
れ
て

い
た
手
法
で
あ
り
、
『
婦
人
公
論
」
は
婦
人
雑
誌
全
体
の
大
衆
化
プ
ロ
セ
ス
を
最
後

尾
か
ら
追
い
か
け
て
い
た
と
い
え
る
。

む
し
ろ
『
婦
人
公
論
』
に
つ
い
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
訪
問
旅
行
と

並
行
し
て
取
り
組
み
が
開
始
さ
れ
た
、
読
者
グ
ル
ー
プ
（
「
婦
人
公
論
グ
ル
ー
プ
」
）

結
成
に
向
け
た
動
き
で
あ
る
。
最
初
に
こ
の
事
業
に
つ
い
て
誌
上
で
触
れ
ら
れ
た
の

へ開）

は
一
九
二
二
年
六
月
で
あ
り
、
次
い
で
同
年
八
月
号
の
紙
面
で
は
「
結
成
は
い
つ
も

力
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
組
織
に
包
ま
れ
て
新
し
き
飛
躍
に
旅
立
つ
。
さ
あ
肩
を

組
ん
で
、
友
よ
歩
み
出
さ
う
で
は
な
い
か
！
」
と
読
者
グ
ル
ー
プ
の
結
成
が
読
者
に

呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
。
読
者
グ
ル
ー
プ
の
結
成
は
、
原
則
、
同
一
都
市
内
の
一

O

名
以
上
の
読
者
に
よ
っ
て
中
央
公
論
社
に
申
込
み
、
そ
れ
を
中
央
公
論
社
が
認
定
す

る
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
東
京
だ
け
で
な
く
、
横
浜
、
名
古
屋
、
神
戸
な
ど
各

地
の
主
要
都
市
に
読
者
グ
ル
ー
プ
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
活
動
は
、
一
九
二
二
年
一
一

月
か
ら
誌
上
に
設
け
ら
れ
た
専
用
の
通
信
欄
に
よ
っ
て
読
者
全
体
に
伝
え
ら
れ
て

い
っ
た
。
誌
上
で
確
認
さ
れ
る
読
者
グ
ル
ー
プ
は
三
九
に
の
ぼ
り
、
そ
れ
ら
の
グ
ル
ー

プ
が
主
催
し
た
講
習
会
、
講
演
会
の
様
子
も
誌
上
で
紹
介
さ
れ
た
。
そ
の
記
事
の
内

容
か
ら
は
、
既
婚
・
未
婚
を
問
わ
ず
、
幅
広
い
年
齢
層
の
女
性
読
者
が
集
っ
て
、
各

（

Y
M

－
 

地
で
グ
ル
ー
プ
の
活
動
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
d
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1932年中の各地「婦人公論グループ」の活動

)j グルプ名 i，＇，動Iλj行

1 横浜 主~＂長会

事）1;; "" 懇談会（社企時許、思想問題なと）

2 横浜
見下（cj(瓜刺II新聞社、 ＜'ihx院・衆議院、 JOAK放送／＂j)
慰1111（点J；（昨日JU両院）

横i!¥ 時議会（「財人公みの批Aなど）

3 
］＇，，＇，＂！ 五 会合（「 じゃよfk史の問題」なと）

名古照 JI’＂［4 （林式取リ｜所）

名山！ヂ 時＂＇主公（婦人公論編集長）

1'"阪ー神） ; ( {7同） ピクニ yク

4 名T町村 円、談会（救fl家松ITI政k郎、 γdih＇新l甘lI幹柴Ill某）
横浜 ピクニ yク

旭川 内談会（「，j、教に車心、て」「故3止の労他付すのJ耳しい傾向に就いて」など）

和歌山 A ピクニソク

5 名，i;Pi' ドiモ談会（「JIMHのたー珂世IO）｝｛」なと）

k阪やよひ会 1嵐広会

!l城 i?{i il!oif人公：詣Jの批評）、講；出（以城lI F位打村会部長・キltl/.fKI

6 
京都 見学（J；（部川光＂＇場）

名 ，•n,; 講演（「時／ujと婦人の「l'i't」「武 t:i且より来たる体!f,;'I活折」「よ＇＇ f'Jjl;jより見たるフアソショ」）

情1長 i羊装と美作の講1月会
7 名古／，｛ 町議会（「出典に去れたktl.I 

名古照 街頭if，並・花o'eI欠ttY巳市救済）
8 太阪・神｝' ({il"ii 旅fiI淡路）

横浜 座談会（「前北批判」「： I• イl 独身婦人の問題IJ"JJ1代婦人の視たるりm矧」など）

g r,,1，犀 会｛i（街頭lr進・化ッLの感:!111
横浜 映耐と没，：主のタ

憤iJi: 在日曜~i~

神戸 主要i+，説会

名占附 ｛科民鑑賞
10 ]',,1，屋 見学（名山県控訴院）

大阪（やよひ会） け満婦人聯介会列111;

姐川 会合（婦人公品Jの批評、 11',f；外的の体験なと）

京都 映l両鑑賞会

11 名占附 婦人公諭批判会

ん阪 結婚解消問題批判会

12 名占附 新うた祥とi下誌の講＼＂I会

名古屋 忘司会映幽会

表5

化誌上の通信欄（「婦人公論グループの氏」）で確認された活動を記載した グループ名は品1に『記載された表記に従ったι

また、活動予定のみ£載された会合、グル プの的動社向を協議するのみの会合、只体的な活動内科が分からない会合は

衣に＂＇めていない p

こ
れ
ら
の
『
婦
人
公
論
』
の

読
者
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
、
例

え
ば
去
5
で
示
し
た
一
九
三
二

年
の
活
動
状
況
に
み
る
よ
う

に
、
必
ず
し
も
実
用
的
な
生
活

知
識
に
関
す
る
内
容
は
多
く
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
、
教
養
、
芸

術
、
時
事
問
題
を
扱
っ
た
り
、

慈
善
活
動
を
実
際
に
行
う
、
と

い
っ
た
ケ
l
ス
が
多
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
読
者
グ
ル
ー
プ
が

実
用
的
な
生
活
知
識
に
関
す
る

活
動
を
全
く
行
っ
て
い
な
か
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
表

6
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
実
用
的

な
生
活
知
識
・
技
術
に
関
す
る

講
習
会
な
ど
の
活
動
が
あ
る
程

度
は
行
わ
れ
、
そ
の
よ
う
な
「
生

活
」
に
直
結
し
た
学
び
が
少
し

ず
つ
広
が
っ
て
い
っ
た
こ
と
も
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各地「婦人公論グループ」の実用的内容に関わ

る活動（1931～1937年）

表6

年 月 グループ名 活動内容

1931 10 山形（さゆり会） 毛糸編物講習会

1932 7 横浜 洋装と美容の講習会

12 名古屋 新美容とi羊装の講習会

19:l3 1 大阪 美容講習会

2 神戸 栄養料理講習会

11 神戸 美容講習会

1934 3 神戸 ゆかり人形講習会

不明 神戸（西宮支部） 無料活花講習会

3 大阪 化粧実演会・座談会

5 名古屋 美容講習会

5 神戸 栄養弁当試食会

11 広島（紫雲会） 美容のタ

1935 3 山形（睦美会） 製菓工場見学

3 神，； 醤i由工場見学

6 京都 石鹸製造の見学

7 鹿児島（緑新会） 洋裁講習会

8 広島（紫雲会） 衣服若返りの講習会

9 神戸 洋裁講習会

10 旭川（伸びゆく会） 漬物講習会

12 札幌（白雪会） 講演会（商品購買）

1906 1 広島（紫雲会） 講話（冬の衛生、肺結核予防・手当など）

2 札幌（白雪会） 講話（家庭生活改善）

5 広島（紫雲会） 製糸t場見学

6 新潟（柳想会） 講習会（簡単な夏の飲み物の作り方）

8 札幌（白雪会） 講話（廃物利用）

9 名古屋（白洋会） 見学（二三菱電機の家）

10 東京（四葉会） 婦人公論家具陳列会見学・講話

11 民都（水明会） 醤油会社見学

1937 I 甲斐（白菊会） 講宵会（切り干しと菓子の製法）

3 東京（四葉会） 料理講習会

3 札幌（白雪会） 座談会（服飾等）

4 東凪（四葉会） 料理講習会

不明 小樽（すみれ会） 講話（水産物）

5 東京（四葉会） 料理講習会

6 大阪（青葉会） 講話・実演（美容）

8 神μ 短期洋裁講習会

9 東京（四葉会） 講話（家庭経済）

10 札幌（白雪会） 講話（織物）

9 新潟（柳想会） 養魚場見学

10 新潟（柳想会） 実演（洋式食卓の礼法）

12 東民（四葉会） 重詰料理講習会

注誌上の通信樹（「婦人公論グループの頁」）で確認された活動を記載した。グルー

プ名は誌上に記載された表記に従った。また、活動予定のみ記載されたものは

表に含めていなし」
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見
て
と
れ
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
、
『
婦
人
公
論
』
の
読
者
グ
ル
ー
プ
の
活
動
は
、
文
芸
・
芸
術
や
社
会
・
時
事
問
題
の
学
び
の

場
と
し
て
の
傾
向
が
強
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
読
者
の
女
性
た
ち
の
中
で
も
家
庭
生
活
に
お
け
る
あ
る
程
度
の
余
裕
を
持
っ
た
層

が
、
こ
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
活
動
に
多
く
参
加
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
読
者
グ
ル
ー
プ
の
活
動
を
推
進
す
る
理
念
と
し
て
、
『
婦
人
公
論
』
誌
で
は
「
新
生
活
運
動
」
と
い
う
語
が
一
時

期
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
た
「
新
生
活
運
動
」
と
い
う
語
は
、
同
時
期
の
中
国
国
民
党
政
府
で
蒋
介
石
が
中
心
と
な
っ

て
唱
導
し
て
い
た
「
新
生
活
運
動
」
が
多
分
に
影
響
し
て
い
る
と
み
ら
れ
も
）
一
九
三
四
年
に
は
『
婦
人
公
論
」
誌
上
で
新
生
活
運
動
に



関
す
る
座
談
会
が
組
ま
れ
、
中
央
公
論
社
社
長
・
嶋
中
雄
作
の
主
張
を
記
し
た
読
者
向
け
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
『
新
生
活
運
動
に
つ
い
て
」

が
別
途
作
成
さ
れ
て
い
も
こ
こ
で
の
新
生
活
運
動
の
理
念
を
端
的
に
要
約
す
れ
ば
、
「
婦
人
」
の
適
性
を
正
し
く
認
識
し
た
上
で
の
「
婦

人
」
の
自
由
・
権
利
の
主
張
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
「
婦
人
」
は
「
家
庭
」
領
域
に
適
性
を
持
つ
点
は
前
提
と
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
の
「
持
場
」

を
科
学
的
に
改
善
し
て
い
く
志
向
を
持
つ
べ
き
こ
と
、
「
婦
人
」
の
適
性
を
生
か
し
て
「
職
業
婦
人
」
と
し
て
の
地
歩
を
築
き
、
そ
れ
を
も
っ

て
「
自
由
」
と
「
権
利
」
を
獲
得
す
る
べ
き
こ
と
、
な
ど
が
誕
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
理
念
（
「
新
し
い
生
活
感
」
）
を
伴
っ
た
生
活
改

善
運
動
こ
そ
が
、
単
に
技
術
的
・
技
能
的
・
形
式
的
に
生
活
を
改
善
す
る
旧
来
の
取
り
組
み
と
は
異
な
る
新
し
い
運
動
、
す
な
わ
ち
「
新

生
活
運
動
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
新
生
活
運
動
」
と
い
う
理
念
を
「
婦
人
公
論
』
が
打
ち
出
し
た
意
凶
と
し
て
、
一
九
二

0
年
代
末
以
来
の
大
衆
化
路
線

が
か
え
っ
て
同
誌
の
独
自
性
を
失
わ
せ
か
ね
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
例
え
ば
上
記
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
末
尾

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
編
集
部
の
意
図
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
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婦
人
公
論
は
値
下
げ
以
後
ひ
ど
く
通
俗
化
し
た
と
い
ふ
や
う
な
噂
も
き
、
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
さ
へ
も
未
だ
食
ひ
っ
け
な
い
多

く
の
婦
人
が
居
り
ま
す
。
さ
う
し
た
人
々
の
た
め
に
は
未
だ
片
＼
通
俗
化
し
、
大
衆
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
そ
し
て
率
直
に
申
し
上
げ
れ
ば
さ
う
す
る
こ
と
が
雑
誌
経
営
に
は
楽
で
も
あ
り
、
又
そ
の
方
法
を
知
ら
な
い
訳
で
も
な
い
の

で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
ミ
イ
ラ
採
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
の
類
で
、
婦
人
公
論
の
特
異
性
を
失
ふ
こ
と
に
も
な
り
ま
す
の

で
こ
れ
以
上
大
衆
化
す
る
こ
と
は
、
私
共
の
編
輯
的
良
心
が
許
し
ま
せ
ぬ
。

州

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
新
生
活
運
動
」
に
は
、
「
教
養
派
」
と
「
実
用
派
」
の
二
つ
の
路
線
の
聞
を
取
り
持
つ
「
婦
人
大
衆
教
化
」
と

し
て
の
役
割
が
嶋
中
や
編
集
部
に
よ
っ
て
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
呼
び
か
け
を
実
際
に
受
け
止
め
て
、
具
体
的
な
グ

ル
ー
プ
活
動
と
し
て
展
開
し
得
た
の
は
、
既
に
上
に
見
た
よ
う
に
、
新
中
間
層
の
中
で
も
比
較
的
余
裕
の
あ
る
層
の
女
性
で
あ
っ
た
と
考



え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
生
活
」
と
密
接
に
結
び
つ
け
て
「
自
由
」
「
権
利
」
の
獲
得
を
誕
い
あ
げ
る
理
念
は
、
必
ず
し
も
実
際
の
読
者
グ
ル
ー

プ
の
活
動
に
忠
実
に
反
映
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
日
常
的
な
「
生
活
」
の
側
面
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
た
学
宵
活
動
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー

ス
も
少
な
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
「
実
用
派
」
の
代
表
で
あ
る
『
主
婦
之
友
』
も
、
こ
の
よ
う
な
読
者
グ
ル
ー
プ
の
結
成
に
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。
『
婦
人
公
論
」

の
動
き
よ
り
も
遥
か
に
遡
っ
た
一
九
二
二
年
九
月
、
『
主
婦
之
友
』
の
誌
面
に
読
者
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
「
主
婦
の
会
」
の
設
立
を
呼
び

か
け
る
社
告
が
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
は
、
真
に
自
ら
を
成
長
さ
せ
る
の
は
「
不
消
化
な
思
想
の
注
入
」
や
「
徒
ら
に
高
速
な
思
想
」

で
は
な
く
、
「
自
分
の
心
の
内
か
ら
生
ま
れ
出
た
、
自
分
に
と
っ
て
一
番
親
し
い
も
の
を
育
て
培
っ
て
ゆ
く
こ
と
」
で
あ
る
と
し
て
、
以

下
の
よ
う
な
呼
び
か
け
が
読
者
に
対
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
で
私
共
は
、
私
達
お
互
の
生
命
の
成
長
の
た
め
、
真
の
幸
福
を
得
る
た
め
、
趣
味
な
り
思
想
な
り
生
活
な
り
が
、
い
か
ほ
ど
か

共
鳴
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
事
情
の
許
す
コ
一
人
な
り
五
人
な
り
が
集
ま
っ
て
、
『
主
婦
の
会
』
と
で
も
い
ふ
べ
き
も
の
を
作
り
、
ま

づ
本
当
の
自
分
達
の
考
か
ら
、
湧
き
出
た
も
の
、
体
験
か
ら
得
た
実
生
活
の
相
、
そ
れ
は
岩
石
の
聞
か
ら
流
れ
出
づ
る
清
水
が
細
い

滴
り
で
あ
っ
て
も
至
純
な
も
の
で
あ
る
や
う
に
、
自
分
の
考
や
経
験
が
小
さ
く
力
弱
い
も
の
で
も
、
自
分
に
と
っ
て
は
一
番
大
切
な

尊
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
お
互
に
考
へ
合
ひ
、
育
で
あ
っ
て
行
く
や
う
な
集
り
を
日
本
全
国
に
百
一
つ
て
聞
き
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

ま
づ
「
主
婦
之
友
」
を
中
心
と
し
て
、
『
主
婦
之
友
』
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
る
幾
十
万
の
主
婦
の
方
々
が
、
率
先
し
て
か
う
い
ふ
会

を
聞
い
て
下
さ
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。

し
か
し
こ
の
呼
び
か
け
の
後
、
そ
の
後
の
誌
面
に
お
い
て
見
る
べ
き
展
開
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
な
い
。
大
々
的
に
打
ち
出
し
た
は
ず

の
こ
の
「
主
婦
の
会
」
構
想
は
、
五

O
周
年
の
社
史
（
『
主
婦
の
友
社
の
五
十
年
」
）
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
『
主
婦
之
友
』
が

売
り
と
し
た
実
用
的
で
わ
か
り
や
す
い
内
容
は
、
そ
の
生
活
知
識
・
技
術
を
個
々
人
・
個
々
の
家
庭
で
享
受
し
消
費
す
る
大
量
の
読
者
を
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生
み
出
し
た
も
の
の
、
生
活
知
識
・
技
術
を
め
ぐ
っ
て
教
え
合
い
、
学
び
合
う
読
者
聞
の
関
係
性
の
土
壌
を
作
り
出
す
に
は
至
ら
な
か
っ

た
。
講
演
会
、
展
覧
会
な
ど
の
催
し
の
後
で
茶
話
会
、
懇
談
会
が
行
わ
れ
、
そ
こ
で
の
つ
な
が
り
を
元
に
読
者
に
よ
り
婦
人
会
が
結
成
さ

一
印
刷
一

れ
る
と
い
う
単
発
的
な
事
例
も
存
在
は
し
た
が
、
『
主
婦
之
友
』
が
作
り
出
し
た
共
同
性
の
ほ
と
ん
ど
は
、
誌
面
（
読
者
投
稿
欄
）
で
の
バ
ー

チ
ャ
ル
な
そ
れ
に
留
ま
っ
て
い
た
。
こ
れ
と
同
じ
一
九
二
二
年
に
主
婦
之
友
社
は
、
文
化
事
業
部
の
設
置
に
よ
っ
て
膨
大
な
数
の
講
演
会
、

音
楽
会
、
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
く
が
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
関
係
性
も
、
あ
く
ま
で
個
々
の
読
者
と
催
事
と
が
向
き
合
う
と
い
う
形
の
つ

な
が
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

中
流

の
生
活
と
「
公
」
・
「
私
」
・
「
共
」
／
残
さ
れ
た
課
題
！

こ
こ
ま
で
、
戦
前
に
お
け
る
主
に
二
つ
の
婦
人
雑
誌
の
検
討
を
通
し
て
、
「
教
養
派
」
が
「
実
用
派
」
へ
と
近
接
し
て
い
く
過
程
を
た
ど
っ

て
き
た
。
こ
の
過
程
で
、
「
教
養
派
」
で
の
「
牛
，
活
」
の
論
じ
ら
れ
方
は
明
ら
か
に
、
抽
象
か
ら
具
体
へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、

「
教
養
派
」
の
誌
而
で
語
ら
れ
る
〈
中
流
〉
で
す
ら
も
、
社
会
に
お
け
る
主
導
的
な
地
位
と
し
て
の
価
値
が
付
与
さ
れ
た
語
で
は
な
く
、

私
的
な
個
別
の
生
活
の
豊
か
さ
を
享
受
で
き
る
中
位
程
度
の
所
得
・
生
活
水
準
、
と
い
う
意
味
の
形
容
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
双
克
の
編
集
ス
タ
ン
ス
の
違
い
、
読
者
の
階
層
的
な
違
い
が
完
全
に
消
失
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た

も
の
の
、
そ
こ
で
扱
わ
れ
る
〈
中
流
〉
の
生
活
を
め
ぐ
る
一
三
口
説
は
、
社
会
の
主
導
層
と
し
て
の
意
味
を
消
失
さ
せ
た
〈
中
流
〉
を
対
象
と

し
た
、
生
活
の
旦
ハ
体
的
局
面
を
論
じ
る
も
の
へ
と
、
明
ら
か
に
移
行
し
て
い
っ
た
。
生
活
改
善
運
動
に
携
わ
る
同
時
期
の
非
営
利
的
な
事

業
体
が
、
昭
和
初
期
に
は
そ
も
そ
も
〈
中
流
〉
を
語
る
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
の
に
対
し
、
商
業
的
な
婦
人
雑
誌
に
お
い
て
は
、

私
的
な
個
別
の
生
活
の
豊
か
さ
を
象
徴
す
る
〈
中
流
〉
へ
の
言
及
が
確
実
に
浸
透
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
こ
の
よ
う
な
動
き
の
中
で
、
〈
中
流
〉
と
さ
れ
る
人
々
の
聞
に
生
活
を
め
ぐ
る
「
共
同
性
」
を
、
「
読
者
グ
ル
ー
プ
」
と
い
、
っ
形

で
婦
人
雑
誌
の
編
集
者
が
積
極
的
に
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
『
婦
人
公
論
」
・
『
主
婦
之
友
』
双
方
と
も
、
読
者
、
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特
に
都
市
新
中
間
層
の
「
生
活
」
と
「
共
同
性
を
基
盤
と
し
た
学
習
・
活
動
」
と
を
接
続
さ
せ
る
契
機
を
、
読
者
グ
ル
ー
プ
の
結
成
と
い

う
手
法
に
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
婦
人
雑
誌
は
、
共
同
性
を
喪
失
し
た
都
市
新
中
間
層
を
前
提
と
し
た
知
識
提
供

を
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
読
者
獲
得
・
保
持
と
い
う
商
業
的
な
背
景
を
多
分
に
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
喪
失
し
た
共
同
性
を

再
構
築
す
る
役
割
を
も
担
お
う
と
し
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
取
り
組
み
は
す
で
に
見
た
よ
う
に
い
ず
れ
も
、
編
集
側
の
意
図
し
た
よ
う
な
「
生
活
」
と
「
共
同
牲
を
基
盤
と
し
た
学
習
・

活
動
」
の
結
び
つ
き
を
十
分
に
体
現
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
方
は
そ
の
学
び
は
高
踏
的
な
活
動
に
片
寄
る
傾
向
が
強
く
、
他
方
は

そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
小
集
団
を
形
成
す
る
余
力
を
読
者
が
持
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
け
、
新
中
間
層
の
存
立
様
式
を
規
定
し
て
い
る
「
個

別
化
さ
れ
た
家
庭
」
の
生
活
と
共
同
の
学
び
の
聞
に
は
、
ス
ム
ー
ズ
に
結
び
つ
き
に
く
い
相
性
の
悪
さ
が
存
在
し
て
い
た
（
い
る
）
の
か

も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
『
婦
人
公
論
』
の
読
者
グ
ル
ー
プ
の
事
例
に
見
る
よ
う
に
、
「
生
活
」
と
「
共
同
性
を
基
盤
と
し
た
学
習
・
活

動
」
が
全
く
成
立
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
も
あ
れ
、
「
生
活
」
と
「
共
同
性
を
基
盤
と
し
た
学
習
・
活
動
」
と
の
接
点
は
、

戦
後
社
会
教
育
実
践
史
に
も
つ
な
が
る
重
要
な
論
点
で
あ
る
が
、
本
稿
は
た
か
だ
か
二
つ
の
婦
人
雑
誌
の
動
向
を
確
認
し
た
に
過
ぎ
ず
、

結
論
は
暫
定
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
接
点
の
有
し
て
い
た
可
能
性
と
と
も
に
、
少
な
く
と
も
戦
前
に
お
い
て
は
そ
の

接
点
の
成
立
慕
盤
に
は
無
視
で
き
な
い
脆
弱
性
も
存
在
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
、
戦
間
期
日
本
の
婦
人
雑
誌
に
お
い
て
は
、
か
つ
て
は
社
会
を
主
導
す
る
存
在
と
し
て
「
公
的
」
な
位
置
づ
け
を
さ
れ
て

き
た
〈
中
流
〉
が
「
私
的
」
な
生
活
を
め
ぐ
る
存
在
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
過
程
が
進
行
し
て
き
た
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
（
あ
る
い

は
そ
の
よ
う
な
動
き
が
進
ん
だ
か
ら
こ
そ
）
「
私
」
へ
の
偏
り
を
補
正
し
よ
う
と
す
る
、
い
わ
ば
「
共
同
的
」
な
あ
り
ょ
う
を
求
め
る
動

き
も
ま
た
、
反
作
用
的
に
生
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。

本
稿
で
十
分
に
展
開
で
き
な
か
っ
た
論
点
は
、
多
々
存
在
す
る
。
中
で
も
全
く
未
消
化
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
第
一
に
、
〈
中

流
〉
を
め
ぐ
る
言
説
に
史
的
唯
物
論
が
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。
例
え
ば
『
婦
人
公
論
』
で
は
、
明
ら
か
に
書
き
手
・
読

み
手
の
中
心
が
新
中
間
層
で
あ
り
な
が
ら
、
書
き
手
・
読
み
手
を
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
「
無
産
者
」
と
呼
称
す
る
論
説
・
投
稿
が
数
多
く
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見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
単
に
「
婦
人
公
論
」
と
い
う
雑
誌
の
特
質
に
の
み
帰
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
「
〈
中
流
〉
の
没
落
」
自

（ロ）

体
が
、
労
資
両
階
級
の
対
立
の
先
鋭
化
と
い
う
文
脈
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
当
時
は
多
く
見
ら
れ
た
。
当
時
に
お
け
る
〈
中
流
〉
を
め
ぐ
る

言
説
の
変
質
と
、
史
的
唯
物
論
に
基
づ
く
階
級
論
の
広
ま
り
と
を
、
生
活
を
め
ぐ
る
啓
蒙
の
歴
史
の
一
側
面
と
し
て
整
序
し
て
捉
え
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
る
。
ま
た
第
二
に
本
稿
で
は
、
戦
間
期
に
進
行
し
た
戦
後
都
市
生
活
の
枠
組
み
の
形
成
を
言
説
の
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
な
が
ら
も
、
戦
間
期
と
戦
後
を
つ
な
ぐ
戦
時
期
に
お
け
る
〈
中
流
〉
の
生
活
を
め
ぐ
る
言
説
の
動
向
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け

る
か
、
と
い
う
課
題
を
意
図
的
に
回
避
し
た
。
戦
時
期
に
お
い
て
は
、
総
力
戦
を
支
え
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
的
介
入
に
よ
り
生
活

水
準
・
環
境
の
激
変
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
い
わ
ば
、
〈
中
流
〉
に
付
与
さ
れ
た
「
個
別
の
生
活
の
豊
か
さ
」
と
い
う
価
値
と
は
ま
さ
に
正

反
対
の
生
活
の
あ
り
方
が
、
理
念
と
し
て
も
実
態
と
し
て
も
支
配
的
と
な
っ
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
を
考
察
に
合
め
る
に
は
、
戦
間

期
と
戦
後
と
に
挟
ま
れ
た
単
な
る
「
断
絶
」
と
捉
え
る
べ
き
か
否
か
、
ま
た
、
そ
れ
に
生
活
を
め
ぐ
る
啓
蒙
と
し
て
の
社
会
教
育
が
ど
の

よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
か
、
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
た
構
同
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
。
以
上
を
、
特
に
今
後
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し

て
最
後
に
提
示
し
て
お
き
た
い
。
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付
記
本
稿
は
、
二

O
一
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
（
C
）
、
「
生
活
改
善
運
動
の
多
様
性
と
変
容
過
程
に
関
す
る
社
会
教

育
史
研
究
」
、
課
題
番
号
二
一
四
五
一
三

O
O六
、
研
究
代
表
者
一
久
井
英
輔
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

＋エ

（1
）
「
新
中
間
大
衆
」
「
一
億
総
中
流
」
を
め
ぐ
る
一
九
七
0
年
代
1
八
0
年
代
の
議
論
や
、
「
中
流
崩
壊
」
を
め
ぐ
る
二
0
0
0
年
前
後
の
議

論
に
関
し
て
、
そ
の
前
提
と
な
っ
た
同
時
代
の
認
識
（
あ
る
い
は
無
意
識
の
前
提
）
を
検
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
論
争
を
批

判
的
に
考
察
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
森
南
人
「
「
総
中
流
の
思
想
」
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
『
思
想
地
図
』
第
二
巻
、
二

O
O
八
年
。

（2
）
無
論
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
一
旨
説
レ
ベ
ル
で
の
状
況
を
問
題
と
し
て
い
る
。
特
に
戦
後
、
高
度
成
長
期
以
降
に
お
い
て
、
社
会
教
育
の

対
象
（
あ
る
い
は
学
習
の
担
い
手
）
と
し
て
の
都
市
新
中
間
層
の
重
み
が
相
当
に
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。



（3
）
上
杉
孝
賓
「
社
会
教
育
、
生
涯
教
育
研
究
と
教
育
社
会
学
」
『
教
育
社
会
学
研
究
』
第
五
O
集
、
一
九
九
二
年
、
一
一
一
一
一
一
頁
、
及
び
、
福
嶋

順
「
公
共
図
書
館
に
お
け
る
子
ど
も
の
利
用
と
社
会
階
層
」
「
H
本
社
会
教
育
学
会
紀
要
』
第
四
同
号
、
二

O
O
八
年
、
七
三
頁
。

（4
）
同
満
男
『
婦
人
雑
誌
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
女
性
解
放
の
歴
史
と
と
も
に
』
現
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
出
版
会
、
一
九
八
一
年
、
近
代

女
性
文
化
史
研
究
会
『
婦
人
雑
誌
の
夜
明
け
』
大
空
社
、
一
九
八
九
年
、
同
一
編
『
婦
人
雑
誌
に
見
る
大
正
期
「
婦
人
公
論
』
を
中
心

に
』
一
九
九
五
年
な
ど
。

（5
）
牟
田
和
恵
『
戦
略
と
し
て
の
家
族
近
代
日
本
の
国
民
国
家
形
成
と
女
性

i
』
新
曜
社
、
一
九
九
六
年
。

（6
）
木
村
涼
子
『
〈
主
婦
〉
の
誕
生
婦
人
雑
誌
と
火
性
た
ち
の
近
代
」
古
川
弘
文
館
、
二

O
一
O
年。

（7
）
小
山
静
子
「
家
庭
の
生
成
と
女
性
の
国
民
化
』
劾
草
書
一
房
、
一
九
九
九
年
、
六
七
七
六
頁
。

（8
）
寺
出
浩
司
『
生
活
文
化
論
へ
の
招
待
』
弘
文
堂
、
一
九
九
四
年
、
二

O
二
｜
二
二
一
頁
。

（9
）
竹
田
喜
美
子
・
加
藤
久
絵
「
「
婦
人
之
友
」
に
み
る
竺
活
改
善
運
動
（
一
九
一
九
｜
一
九
三
一
二
年
）
の
展
開
｜
中
流
階
級
の
暮
ら
し
に

与
え
た
影
響
」
『
学
苑
・
近
代
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
八
一
五
号
、
二

O
O
八
年
、
大
橋
若
奈
・
夫
馬
佳
代
子
「
雑
誌
『
主
婦
之
友
』

に
み
ら
れ
る
大
正
期
の
生
活
改
善
（
二
）
｜
掲
載
記
事
に
お
け
る
生
活
改
善
運
動
の
影
響

i
」
『
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
人

文
科
学
」
第
五
九
巻
一
号
、
二

O
一
O
年。

（
叩
）
寺
出
、
前
掲
、
二
二

O

二
二
一
頁
。

（
日
）
鹿
野
政
直
『
戦
前
・
「
家
」
の
思
想
』
創
文
社
、
一
九
八
三
年
、
一

O
一
一
一
一
一
一
頁
。

（
ロ
）
園
田
英
弘
「
近
代
日
本
の
文
化
と
中
流
階
級
」
青
木
保
他
編
「
都
市
文
化
（
近
代

H
本
文
化
論
五
）
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
、

一
O
五

一

O
九
頁
、
菊
池
城
司
『
近
代
日
本
の
教
育
機
会
と
社
会
階
層
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

O
O
二
年
、
一
七
三
六
頁
。

（
日
）
中
川
清
『
日
本
の
都
市
ド
層
』
劾
草
書
一
房
、
一
九
八
五
年
、
二
一
七
五
三
七
六
頁
。

（
日
）
由
分
子
（
堺
利
彦
）
「
中
等
社
会
の
青
年
」
『
万
朝
報
』
一
九
O
二
年
四
月
二
九
日
、
一
頁
。

（
日
）
（
無
記
名
）
「
先
づ
中
流
社
会
を
覚
醒
せ
ん
」
『
中
央
公
論
」
第
二

O
年
二
一
号
、
一
九
O
五
年
、
八
六
頁
。

（
国
）
同
沼
肇
・
野
田
正
穂
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
歴
史
」
松
成
義
衛
・
泉
谷
甫
・
田
沼
肇
・
野
田
止
穏
『
日
本
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
』
青
木
書
店
、

一
九
五
七
年
、
一
一
二
三
一
一
頁
。

（
げ
）
中
村
牧
子
「
新
中
間
層
の
誕
生
」
原
純
輔
編
『
近
代
化
と
社
会
階
層
（
日
本
の
階
層
シ
ス
テ
ム

一
）
』
東
京
大
学
出
版
会
、
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年
、
瓦
一
六
O
頁。

（
同
）
一
主
婦
之
友
』
の
家
計
記
事
を
も
と
に
し
た
寺
出
浩
司
の
考
察
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
分
類
で
は
あ
る
が
、
一
九
一
九
年
に

お
い
て
収
入
凹
O
円
未
満
を
新
中
間
層
の
下
層
（
新
中
間
層
で
あ
る
が
、
工
場
労
働
者
層
と
変
わ
ら
な
い
収
入
水
準
）
、
収
入
八
O
円
以
上

を
上
層
（
下
層
の
生
計
費
に
匹
敵
す
る
額
を
国
一
光
へ
の
送
金
、
保
険
契
約
な
ど
の
余
裕
あ
る
支
出
に
阿
せ
る
収
入
水
準
）
、
収
入
山
O
円

以
上

1
八
O
円
未
満
を
中
層
、
と
す
る
分
類
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
守
出
、
前
掲
、
二

O
Lハ
二

O
九
頁
。

（
凹
）
内
田
青
蔵
『
日
本
の
近
代
住
宅
』
鹿
島
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
七
－
一
七
三
頁
。
住
宅
改
善
運
動
の
組
織
化
の
動
き
は
生
活
全
般
の

改
普
の
動
き
よ
り
も
先
行
し
て
お
り
、
一
九
一
六
年
八
月
に
は
住
宅
専
門
会
社
「
あ
め
り
か
屋
」
創
設
者
の
橋
口
信
助
が
、
各
界
に
働

き
か
け
て
住
宅
改
良
会
を
設
立
さ
せ
て
い
る
。

（
却
）
満
薗
勇
『
日
本
型
大
衆
消
費
社
会
へ
の
胎
動
戦
前
期
日
本
の
通
信
販
売
と
月
賦
販
売
｜
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二

O
一
同
年
、
六

一
会
一
頁
で
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
消
費
を
め
ぐ
る
規
範
と
実
態
が
、
「
通
俗
道
徳
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
と
「
モ
ダ
ニ
テ
ィ
・
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

の
せ
め
ぎ
合
い
と
し
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
幻
）
因
子
一
口
氏
「
生
活
維
新
」
『
斯
民
』
第
．
問
編
問
号
、
一
九
」
九
年
、
一

O

会
三
頁
c

（
辺
）
因
子
一
民
「
生
活
維
新
と
愛
国
者
」
「
斯
民
』
第
一
同
編
一
一
号
、
一
九
一
九
年
、
一
四
良
。

（
お
）
山
県
治
郎
「
欧
州
を
観
察
し
益
我
国
民
生
活
改
善
の
急
を
想
ふ
」
『
生
活
改
善
』
第
一
号
、
一
九
一
一
一
年
、
一
二
頁
、
お
よ
び
、
同
「
社

会
改
造
の
第
一
歩
」
『
斯
民
』
第
一
六
編
三
口
ゲ
、
一
九
一
一
一
年
、
四
九
頁
。

（
担
）
森
本
厚
古
「
経
済
生
活
の
「
新
日
本
標
準
」
」
『
中
央
公
論
』
第
三
六
年
二
号
、
一
九
一
一
一
年
、
二
六
頁
。

（
お
）
久
井
英
輔
「
戦
前
の
生
活
改
善
運
動
に
お
け
る
「
知
識
」
と
「
実
行
」
｜
生
活
改
善
同
盟
会
／
中
央
会
の
性
格
と
そ
の
変
容
に
関
す
る

一
考
察
」
『
け
本
社
会
教
育
学
会
紀
要
』
第
四
二
号
、
二

O
O
Lハ
年
）
、
同
「
「
中
流
階
級
」
「
知
識
階
級
」
へ
の
ま
な
ざ
し
と
そ
の
変

容
大
正
後
期
・
昭
和
初
期
の
文
化
生
活
運
動
が
意
味
す
る
も
の
｜
」
『
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
第
三
部
』
第
六
O

巻
、
二

O
一
一
年
、
同
「
「
世
帯
の
会
」
に
よ
る
生
活
改
善
運
動
！
大
正
期
の
商
工
行
政
を
背
景
と
し
た
社
会
教
育
事
業
の
動
向
！
」
『
広

島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要
第
三
部
』
第
六
二
巻
、
二

O
二
二
年
。

（
部
）
竹
田
・
加
藤
、
前
掲
、
大
橋
・
夫
馬
、
前
掲
。
な
お
、
生
活
改
菩
同
盟
会
の
提
示
し
た
生
活
モ
デ
ル
は
、
新
中
間
層
上
層
を
対
象
と
す

る
傾
向
が
強
か
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
『
主
婦
之
友
』
に
も
あ
る
程
度
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
同
照
会
の
提
示
し
た
生
活
改
善
項
目

-38 



の
必
ず
し
も
全
て
が
新
中
間
層
上
層
の
生
活
を
前
提
と
し
た
体
系
だ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
結
果
、
む
し
ろ
よ
り
広
い
階
層
に
も

部
分
的
に
受
け
入
れ
可
能
な
性
質
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
川
清
「
生
活
改
善
言
説
の
特
徴
と
そ
の
変
谷

ー
生
活
改
善
同
盟
会
の
改
善
事
項
を
中
心
に
｜
L

『
社
会
科
学
」
第
四
二
巻
一
号
、
二

O
二
年
、
七
八
｜
九
O
頁。

（
訂
）
『
生
活
改
善
』
第
一
号
、
一
九
一
一
一
年
、
四
六
頁
。

（
認
）
『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
二
三
年
七
月
一
五

H
朝
刊
、
八
頁
。

（
却
）
秋
山
桂
「
雑
誌
『
女
性
』
に
お
け
る
生
活
改
善
一
言
説
｜
婦
人
公
論
と
比
較
し
て
」
『
近
代
文
学
研
究
と
資
料
（
第
二
次
）
』
第
七
集
、

二
O
二
二
年
、
八
八
｜
九
四
頁
。

（
却
）
岡
、
前
掲
、
九
五
｜
一

O
六
頁
。

（
担
）
木
村
、
前
掲
、
五
O

五
七
頁
。

（
沼
）
岡
、
前
掲
、
九
八
一

O
二
頁
。

（
お
）
『
婦
人
公
論
』
の
大
衆
化
路
線
に
つ
い
て
の
概
説
と
し
て
は
、
松
田
ふ
み
子
編
『
婦
人
公
論
の
五
十
年
』
中
央
公
論
社
、
一
九
六
五
年
、

九
七
1

一O
O頁。

（
担
）
嶋
中
雄
作
「
僕
の
頁
」
『
婦
人
公
論
』
第
一
一
一
巻
一

O
号
、
一
九
二
七
年
、
二
八
一
頁
。

（
お
）
永
嶺
重
敏
『
モ
ダ
ン
都
市
の
読
書
空
間
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
l
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
二

O
O
四
年
、
二
二
二
頁
。

（
お
）
佐
藤
卓
己
『
キ
ン
グ
の
時
代
！
国
民
大
衆
雑
誌
の
公
共
性
｜
』
岩
波
書
店
、
二

O
O
二
年
、
二
六
頁
。

（
釘
）
主
婦
を
対
象
と
し
た
実
用
的
な
雑
誌
が
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
大
衆
化
の
初
期
段
階
を
牽
引
す
る
現
象
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
ア
メ
リ
カ

や
イ
ギ
リ
ス
で
も
見
ら
れ
た
。
口
出
目
。
ロ
ー
ζ
。
c
F
F
ミ
b
h
a
N
3
2
＼
ミ
志
向
ミ
ミ

3
5～
cミ
h
N
ミ
ミ
え
内
ミ
刊
誌
同
町
可
町
内
ミ
円
b
h
p
H
h
H
N
S
W

同
ミ
唱
え
’
h
s
w
Jさ
え
ぬ
誌
に

HF司
仇
ミ
ミ
民
向
、
同
せ
2
3
h
h
u
g
F

～～認。ー～足。・〉－
σ山
口
可
．

ω
g
g
d
E〈
巾
門
回
一
々
。
同

Z
2
ξ
J円
R
r
T
H
・2
P
昌
宏
司
及

び
、
木
村
、
前
掲
、
二
回
｜
二
五
頁
。

（
お
）
こ
の
点
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
論
考
は
多
く
あ
る
が
、
主
な
も
の
と
し
て
、
有
山
輝
雄
「
一
九
二
、
三

0
年
代
の
メ
デ
ィ
ア
普
及
状
態

給
料
生
活
者
、
労
働
者
を
中
心
に
」
『
出
版
研
究
』
第
一
五
号
、
一
九
八
五
年
、
高
橋
準
「
新
中
間
層
の
再
生
産
戦
略
一
九
一

0

年
代
、
二

0
年
代
日
本
に
お
け
る
そ
の
「
自
己
と
の
関
係
」
」
『
社
会
学
評
論
』
第
四
三
巻
四
号
、
一
九
九
三
年
、
永
嶺
、
前
掲
、

一一

O
三
二
岡
三
頁
な
ど
。
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（
却
）
無
論
、
旧
中
間
層
や
中
農
層
が
「
中
流
」
の
語
の
意
味
に
含
ま
れ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
え
る
の
で
、
あ
く
ま
で
こ
こ
で
の

分
析
は
近
似
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
限
界
は
あ
る
。
ま
た
、
新
中
間
層
に
よ
り
特
化
し
た
語
と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
「
知

識
階
級
」
「
読
書
階
級
」
と
い
う
語
を
分
析
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
対
象
事
例
と
し
た
雑
誌
に
こ
れ
ら
の
語

を
冠
し
た
記
事
名
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
分
析
か
ら
は
外
し
た
。

（
刊
）
馬
場
孤
蝶
「
中
流
階
級
の
悩
み
」
『
婦
人
公
論
』
第
同
巻
一
号
、
一
九
一
九
年
、
一
七
一
八
一
良
。

（
但
）
大
橋
広
「
家
庭
簡
易
生
活
の
必
要
」
「
婦
人
公
論
』
第
一
巻
一

O
号
、
一
九
一
六
年
、
八
四
頁
。

（
必
）
加
藤
時
次
郎
「
現
時
流
行
の
簡
易
生
活
を
排
し
て
肉
食
主
義
を
勧
む
」
「
婦
人
公
論
』
第
一
－
一
巻
八
号
、
一
九
一
八
年
、
二
員
。

（
羽
）
山
口
と
し
子
「
中
産
階
級
救
助
λ

畑
」
『
婦
人
公
論
」
第
六
巻
八
号
、
一
九

A

二
年
。

（
叫
）
嘉
悦
孝
子
「
物
価
騰
貨
に
書
す
る
中
流
主
婦
の
覚
悟
」
『
主
婦
之
友
』
第
一
巻
七
号
、
一
九
一
七
年
。

（
匂
）
徳
永
寿
美
子
「
減
ほ
さ
れ
て
ゐ
る
中
流
階
級
の
主
婦
」
『
婦
人
公
論
』
第
四
巻
一

O
号
、
一
九
一
九
年
、
六
一
頁
。

（
必
）
徳
永
、
前
掲
、
五
八
頁
。

（
幻
）
石
川
武
美
が
『
主
婦
之
友
」
の
社
会
階
層
的
位
置
づ
け
を
説
明
す
る
際
に
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
婦
人
雑
誌

h
a
A
S
w
h－
sm－H
Sミ
ミ
（
一
八
八
三
年
1
）
で
あ
る
（
主
婦
の
友
社
編
『
主
婦
之
友
社
の
五
十
年
」
一
九
六
七
年
、
七
二
八
頁
）

0
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こ
の
雑
誌

R
G凡
な

h
u
h－
な
え
な
ミ
ミ
ミ
一
引
用
者
注
］
の
編
集
方
針
は
中
流
家
庭
の
一
人
の
主
婦
を
目
標
に
し
て
い
た
そ
う
だ
。
同

じ
中
流
で
も
、
こ
の
雑
誌
の
目
標
は
中
流
の
下
で
あ
る
。
［
・
：
］
日
本
で
も
同
じ
だ
が
、
中
流
の
下
の
家
庭
ほ
ど
生
活
の
苦
し
い
も
の

は
な
い
。
子
供
の
二
、
三
人
と
い
う
家
庭
ほ
ど
知
識
を
必
要
と
す
る
主
婦
は
な
い
。
生
活
に
余
裕
が
な
い
だ
け
に
、
全
て
に
一
生
懸
命

だ
。
こ
の
階
級
に
子
放
せ
ぬ
雑
誌
が
作
れ
た
ら
百
万
力
だ
。

『
主
婦
之
友
』
も
は
じ
め
か
ら
中
流
家
庭
の
ド
の
主
婦
を
目
標
と
し
て
編
集
し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
な
に
よ
り
も
わ
か
り
よ
い
記

事
を
書
く
こ
と
が
、
先
決
の
問
題
で
あ
っ
た
。
［
：
］
む
ず
か
し
い
理
屈
に
興
味
は
な
い
し
、
読
み
返
さ
ぬ
と
意
味
の
分
か
ら
ぬ
よ
う

な
記
事
は
、
ご
め
ん
こ
う
む
り
た
い
人
た
ち
だ
。

必
）
木
村
、
前
掲
、
五
八
五
九
頁
。



（
却
）
『
主
婦
之
友
』
の
実
用
記
事
数
の
割
合
が
一
九
三
六
年
に
大
き
く
落
ち
込
ん
で
い
る
の
は
、
他
誌
と
の
激
し
い
附
録
競
争
の
影
響
で
、
こ

の
時
期
に
実
用
記
事
の
か
な
り
の
部
分
が
附
録
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
叩
）
た
だ
し
、
「
婦
人
公
論
』
は
一
旦
「
実
用
派
」
へ
の
近
接
を
一
不
し
な
が
ら
も
、
日
中
戦
争
開
戦
以
降
は
時
局
関
連
の
論
説
・
記
事
が
増
大

し
、
そ
の
あ
お
り
を
受
け
て
生
活
実
用
記
事
は
大
き
く
減
少
し
て
い
る
（
一
九
四
一
年
で
三
・
九
%
）
。
し
か
し
、
出
版
業
界
に
も
極
端

の
緊
張
を
も
た
ら
し
た
戦
時
経
済
の
性
質
を
考
え
れ
ば
、
「
教
養
派
」
婦
人
雑
誌
の
変
化
が
本
質
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
判
断
す
る

の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。

（
日
）
湯
原
一
花
一
「
日
常
生
活
に
対
す
る
態
度
を
根
本
的
に
改
め
よ
」
『
婦
人
公
論
』
第
三
巻
一
一
号
、
一
九
一
八
年
。

（
臼
）
片
岡
伸
「
現
代
の
意
義
「
人
間
ら
し
い
生
活
」
の
要
求
」
『
婦
人
公
論
』
第
四
巻
一

O
号
、
一
九
一
九
年
、
吉
田
絃
二
郎
「
愛
を

中
心
と
す
る
生
活
」
『
婦
人
公
論
』
第
五
巻
同
号
、
一
九
二

O
年。

（
臼
）
た
だ
し
、
一
九
三
O
年
中
に
こ
れ
ら
の
相
談
欄
の
形
式
は
一
旦
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
『
主
婦
之
友
』
に
お
け
る
諸
種
の
相
談
欄
が
復
活
す

る
の
は
一
九
三
九
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

（
日
）
前
田
愛
「
大
正
後
期
通
俗
小
説
の
展
開
婦
人
雑
誌
の
読
者
層
」
前
田
『
近
代
読
者
の
成
立
』
岩
波
書
店
、
二

O
O
一
年
（
論
文

初
出
一
一
九
六
八
年
）
、
二
三
六
｜
二
二
九
頁
。

（
日
）
な
お
表
3
、
表
4
で
は
一
不
さ
な
か
っ
た
が
、
主
婦
之
友
社
は
日
中
戦
争
開
戦
以
降
、
戦
時
色
を
反
映
し
た
実
用
的
な
展
覧
会
、
講
習
会

を
よ
り
頻
繁
に
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
特
に
一
九
四
O
年
か
ら
一
九
四
四
年
ま
で
は
、
ほ
ぼ
毎
月
の
よ
う
に
料
理
・
衣
類
関
連
の

講
習
会
が
主
婦
之
友
社
内
に
て
開
催
さ
れ
て
い
た
。

（
国
）
一
九
一
一
一
一
年
に
開
始
さ
れ
た
愛
読
者
訪
問
旅
行
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
五
味
測
典
嗣
「
『
婦
人
公
論
』
の
メ
デ
ィ
ア
戦
略
〈
円
本
〉

以
後
の
出
版
流
通
の
観
点
か
ら
｜
」
「
大
妻
女
子
大
学
紀
要
文
系
』
第
三
九
号
、
二

O
O七
年
参
照
。

（
町
）
前
問
、
前
掲
、
二
二
七
頁
。

（
国
）
「
編
輯
者
の
こ
と
ば
」
『
婦
人
公
論
』
第
一
一
一
一
巻
六
号
、
一
九
一
一
一
一
年
、
五

O
八
頁
。

（
回
）
「
婦
人
公
論
グ
ル
ー
プ
結
成
へ
」
「
婦
人
公
論
』
第
一
六
巻
八
号
、
一
九
一
一
一
一
年
、
広
告
。

（
ω）
『
婦
人
公
論
』
の
読
者
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
康
子
が
そ
の
動
向
を
概
括
し
て
い
る
。
伊
藤
康
子
三
婦
人
公
論
』
読
者
グ
ル

l

プ
の
軌
跡
｜
一
九
三
0
年
代
名
古
屋
を
中
心
に
｜
」
『
中
京
女
子
大
学
紀
要
』
第
一
一
一
一
一
号
、
一
九
八
九
年
、
二
｜
四
頁
。

一一41



（
臼
）
「
婦
人
公
論
』
第
一
九
巻
五
号
（
一
九
三
四
年
）
に
は
、
太
田
宇
之
助
の
著
し
た
小
論
「
支
那
の
モ
ダ
l
ン
化
新
生
活
運
動
に
つ
い

て
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
同
誌
編
集
部
に
よ
る
「
新
生
活
運
動
」
の
提
唱
に
国
民
党
政
府
の
運
動
が
何
ら
か
の
思
想
的
影
響
を
与

え
た
可
能
性
が
あ
る
。

（
臼
）
「
新
生
活
座
談
会
」
『
婦
人
公
論
」
第
一
九
巻
九
号
、
一
九
三
同
年
。

（
臼
）
婦
人
公
論
編
輯
部
編
『
新
生
活
運
動
に
つ
い
て
』
中
央
公
論
社
、
一
九
三
四
年
。
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
は
、
「
婦
人
公
論
二
十
年
の
編
輯

体
験
よ
り
本
社
嶋
中
社
長
が
、
折
り
に
ふ
れ
、
所
に
処
し
て
述
べ
た
と
こ
ろ
」
を
、
編
集
部
の
記
者
・
八
重
樫
呆
が
補
記
し
た
も
の
、

と
さ
れ
て
い
る
。
同
書
、
二
三
頁
。

（
臼
）
同
書
、
五
三
五
同
頁
。

（
臼
）
同
書
、
五
五
支
。

（
船
）
同
書
、
五
し
ハ
頁

3

（mw
）
「
「
主
婦
の
会
」
の
創
設
を
提
唱
」
「
、
五
婦
之
友
』
第
六
巻
一
一
号
、
一
九
二
－
一
年
、
同
六
頁
。

（
侃
）
山
内
神
斧
「
静
岡
で
開
催
し
た
手
芸
展
覧
会
と
講
習
会
と
講
演
会
」
「
主
婦
之
友
』
第
八
巻
七
号
、
一
九
二
四
年
。

（
ω）
木
村
、
前
掲
、
九
八
頁
。

（
叩
）
国
際
比
較
の
視
点
で
見
る
と
、
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
は
、
近
代
以
降
長
ら
く
「
知
識
と
い
う
良
心
」
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
た
「
中

流
階
級
（
E
E門
出
町
己
虫
色
」
の
理
念
が
一
九
六
0
年
代
以
降
そ
の
基
盤
を
喪
失
し
て
い
く
過
程
が
、
パ

l
パ
ラ
・
エ

1
レ
ン
ラ
イ
ク
に
よ
っ

て
描
か
れ
て
い
る
（
何
可

g
E門
戸

F
Fミ
ミ
町
長
3
h・
口
町
内
宮
ミ
ミ
ト
$
ミ
忌
？
5．
九
九
守

Q
S∞－
z
g弓

J
円

2rhgHUmg
∞coz－

呂
志
・
川
中
江
桂
子
訳
『
「
中
流
」
と
い
う
階
級
』
品
文
社
、

J

九
九
五
年
）
。
こ
の
よ
う
な
他
の
先
進
諸
国
と
比
較
し
て
、
日
本
の
新
中

間
層
が
社
会
に
お
け
る
主
導
的
・
中
核
的
存
在
と
し
て
の
〈
中
流
〉
を
引
き
受
け
る
存
在
と
し
て
歴
史
的
に
見
て
も
安
定
し
て
い
な
か
っ

た
の
は
、
日
本
の
都
市
新
中
間
層
と
他
の
都
市
諸
階
層
と
の
境
界
が
階
層
文
化
や
キ
ャ
リ
ア
ル

1
ト
の
点
か
ら
見
て
開
放
的
で
あ
り
、

そ
の
境
目
が
媛
昧
化
し
や
す
か
っ
た
こ
と
も
（
園
田
、
前
掲
、
一
一
一
一
耳
、
竹
内
洋
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
社
会
的
表
徴
」
井
上
俊
他

編
「
日
本
文
化
の
社
会
学
（
岩
波
講
座
現
代
社
会
学
一
一
三
）
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
、
二
二
二
｜
一
三
七
頁
）
、
関
わ
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

（
九
）
本
稿
で
は
詳
述
で
き
な
か
っ
た
が
、

42ー

「
婦
人
之
友
』
誌
の
読
者
が
戦
前
か
ら
積
極
的
に
「
友
の
会
」
を
組
織
し
、
消
費
組
合
運
動
や
東
北



地
方
で
の
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
運
動
を
展
開
し
た
こ
と
に
注
目
す
る
研
究
は
多
く
見
ら
れ
る
。
同
誌
の
友
の
会
の
活
動
の
推
移
を
概
観
し
た

も
の
と
し
て
は
、
全
国
友
の
会
中
央
部
「
全
国
友
の
会
創
立
六
O
周
年
記
念
友
の
会
の
志
と
そ
の
歩
み
』
婦
人
之
友
社
、
一
九
九
O
年。

ま
た
、
特
に
戦
前
の
活
動
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
、
斉
藤
道
子
『
羽
仁
も
と
子
｜
生
涯
と
思
想
』
ド
メ
ス
出
版
、

一
九
八
八
年
、
一
六
川
二
同
七
頁
、
野
本
京
子
「
東
北
農
村
生
活
合
理
化
運
動
史

l
戦
前
期
『
婦
人
之
友
』
友
の
会
の
実
践
｜
」
「
東

京
外
国
語
大
学
論
集
』
第
七
三
万
、
二

O
O
五
年
、
同
「
東
北
農
村
生
活
合
理
化
運
動
の
展
開
農
村
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
の
軌
跡
」
『
東

京
外
国
語
大
学
論
集
』
第
七
五
号
、
二

O
O
七
年
、
牛
木
純
江
「
セ
ツ
ル
メ
ン
ト
に
お
け
る
人
間
形
成
東
北
農
村
生
活
合
理
化
運

動
に
注
目
し
て
」
木
村
一
冗
編
『
近
代
日
本
の
人
間
形
成
と
学
校
そ
の
系
譜
を
た
ど
る
｜
』
ク
レ
ス
出
版
、
二

O
二
二
年
、
森
田

登
代
子
「
『
婦
人
之
友
』
と
友
の
会
活
動
キ
リ
ス
ト
教
〈
的
〉
文
化
活
動
の
一
形
態
｜
」
上
村
敏
文
・
笠
谷
和
比
古
編
「
日
本
の
近

代
化
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
』
教
文
館
、
二

O
一
一
一
一
年
、
二
三
O

二
三
九
貞
な
ど
。

（
刀
）
高
橋
一
止
樹
「
「
社
会
的
表
象
と
し
て
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
」
の
登
場
戦
前
俸
給
生
活
者
の
組
合
運
動
を
ど
う
見
る
か
」
『
大
原
社
会

問
題
研
究
所
雑
誌
』
第
五
一
一
号
、
二

O
O
一
年
、
二

O

二
一
頁
。

（
η
）
こ
れ
に
関
連
し
て
、
「
中
流
階
級
」
「
知
識
階
級
」
と
い
う
主
体
を
中
心
と
し
て
展
開
さ
れ
た
森
本
厚
吉
の
生
活
改
善
の
理
念
が
、
昭
和

初
期
に
「
無
産
階
級
」
を
主
体
と
す
る
も
の
へ
と
変
容
し
て
い
っ
た
過
程
に
つ
い
て
は
、
久
井
、
前
掲
「
「
中
流
階
級
」
「
知
識
階
級
」

へ
の
ま
な
ざ
し
と
そ
の
変
容
」
で
す
で
に
論
じ
た
。

（
刊
）
戦
時
期
の

H
本
に
お
い
て
は
、
総
力
戦
を
支
え
る
国
民
の
主
体
的
な
参
加
を
国
家
が
強
く
求
め
る
一
方
で
、
反
対
給
付
と
し
て
の
同
民

生
活
の
保
護
・
福
利
厚
生
が
唱
え
ら
れ
、
ま
た
配
給
や
隣
組
活
動
な
ど
が
階
層
聞
の
生
活
水
準
を
縮
小
さ
せ
る
効
果
を
果
た
し
た
が
、

他
方
で
、
戦
時
動
員
と
軍
需
生
産
へ
の
資
源
配
分
集
中
を
進
め
る
ほ
ど
生
活
水
準
の
低
下
と
福
利
厚
生
の
空
疎
化
を
坐
む
と
い
う
矛
盾

も
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
。
大
門
正
克
「
問
題
の
所
在
と
本
書
の
視
点
・
課
題
」
大
門
編
『
新
生
活
運
動
と
日
本
の
戦
後
敗
戦
か

ら
一
九
七
0
年
代
』

H
本
経
済
評
論
社
、
二

O
二
一
年
、
一

O
｜
一
一
頁
。
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