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ま
ち
子

ム
ス
リ
ム
の
女
性
が
着
用
す
る
ス
カ
ー
フ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ア

ブ
ラ
ハ
ム
の
時
代
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
今
日
の
よ
う
な
論

争
の
的
と
な
っ
た
の
は
、
一
九
八
九
年
に
パ
リ
郊
外
の
リ
セ
の
生
徒
が

学
校
で
の
ス
カ
ー
フ
着
用
を
求
め
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。
そ
れ

以
降
、今
日
に
い
た
る
ま
で
、各
国
の
様
相
は
異
な
る
も
の
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
で
当
該
論
争
を
経
験
し
て
い
な
い
国
は
な
い
と
ヨ
プ
ケ
は
言
う

（
三
頁
）。
当
然
の
ご
と
く
、
ス
カ
ー
フ
着
用
を
論
じ
た
文
献
は
あ
ま
た

を
数
え
る
が
、
本
稿
で
は
、
特
定
の
一
国
で
は
な
く
、
複
数
の
国
で
の

論
争
を
対
象
と
す
る
二
冊
を
取
り
上
げ
る
。
両
著
作
と
も
、
い
わ
ゆ
る

西
欧
の
国
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
四
年
刊
行
の
コ
ル
ト
ベ
ー

フ
と
ユ
ル
ダ
ク
ル
の
共
著
に
は
ト
ル
コ
が
加
わ
る
。ヨ
プ
ケ
の
著
作
は
、

二
〇
一
五
年
に
和
訳
が
出
版
さ
れ
た
が
、
英
文
原
著
は
二
〇
〇
九
年
に

出
版
さ
れ
て
い
る１

）
。

両
著
作
の
紹
介
に
入
る
前
に
用
語
に
関
す
る
前
提
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。

ム
ス
リ
ム
女
性
が
着
用
す
る
衣
服
の
名
称
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
日
本

で
も
ま
た
そ
の
他
の
諸
国
で
も
混
乱
し
て
い
る
。
一
般
的
に
「
ス
カ
ー

フ
」
や
「
ヴ
ェ
ー
ル
」
と
呼
ば
れ
る
頭
部
（
毛
髪
）
を
覆
う
布
で
さ
え

も
呼
び
方
は
多
様
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
訳
者
と
著
者
の

用
法
に
従
っ
て
「
ス
カ
ー
フ
」
あ
る
い
は
「
ヴ
ェ
ー
ル
」
と
す
る
。

頭
部
以
外
の
身
体
を
覆
う
衣
服
に
つ
い
て
は
そ
の
種
類
も
多
く
更
に

複
雑
に
な
る
が
、
両
著
書
の
本
文
中
で
用
い
ら
れ
る
用
語
を
そ
の
ま
ま

用
い
る
。
衣
服
の
種
類
に
よ
る
正
確
な
呼
び
名
は
、
ヨ
プ
ケ
の
著
作
に

八
種
類
が
挿
絵
入
り
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
よ
り
正
確
を
期
す
た

め
に
は
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
欲
し
い
。

さ
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
二
冊
が
検
証
の
対
象
と
し
た
諸
国
は
重

複
し
て
お
り
、
ま
た
、
問
題
の
関
心
も
、
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
を

原
則
と
す
る
国
家
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
受
容
を
め
ぐ

る
模
索
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
分
析
の
手
法
は
異
な
る
。

ヨ
プ
ケ
は
、
国
家
と
宗
教
の
関
係
と
い
う
制
度
構
築
に
注
目
す
る
。

対
象
と
す
る
の
は
「
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
」
で
あ
り
、
本
質
的
に
リ
ベ
ラ

― ―67



ル
と
は
言
い
難
い
宗
教
全
般
と
の
社
会
的
な
折
り
合
い
の
付
け
方
を
、

ヴ
ェ
ー
ル
論
争
を
通
し
て
見
出
そ
う
と
す
る
。
彼
は
、
ヴ
ェ
ー
ル
論
争

を
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
へ
の
根
本
的
な
挑
戦
で
あ
り
、
脅
威
で
あ
る
と
捉
え

る
。
脅
威
と
は
、
国
家
や
社
会
は
ヴ
ェ
ー
ル
論
争
（
異
文
化
）
を
通
し

て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
信
教
の
自
由
）
の
内
在
的
整
合
性
を
模
索
す
る
が
、

結
局
は
、「
自
由
の
た
め
に
自
由
が
制
限
さ
れ
る
」（
三
六
頁
）
こ
と
に

な
り
、
自
身
が
よ
っ
て
立
つ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
原
則
の
一
部
を
曲
げ
ざ
る

を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
す
。
リ
ベ
ラ
ル
な
国
家
と
は
、
法
が
介

入
す
べ
き
領
域
に
対
し
て
常
に
限
定
的
で
あ
り
、「
魂
へ
の
配
慮
」に
は

立
ち
入
ら
ず
所
有
権
の
外
形
的
保
護
と
い
う
ロ
ッ
ク
的
な
国
家
概
念
に

よ
っ
て
、「
国
家
の
中
立
性
」を
保
と
う
と
す
る
と
言
う
。
し
た
が
っ
て

ヨ
プ
ケ
は
、
西
欧
諸
国
に
お
け
る
組
織
と
し
て
の
宗
教
と
国
家
の
関
係

の
歴
史
上
の
変
化
と
憲
法
裁
判
所
判
例
を
重
視
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国

家
ご
と
の
特
性
へ
の
洞
察
を
展
開
し
て
い
く
。

一
方
の
コ
ル
ト
ベ
ー
フ
と
ユ
ル
ダ
ク
ル
の
共
著
で
あ
る
『
ヘ
ッ
ド
ス

カ
ー
フ
論
争２

）
』は
、
二
人
の
女
性
研
究
者
に
よ
る
共
著
で
あ
る
。
ス
カ
ー

フ
問
題
に
関
す
る
論
争
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
な
あ
り
方
を
四
カ
国
に
つ

い
て
紹
介
、
分
析
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
場
は
大
西
洋
で
隔
て
ら
れ
た

カ
ナ
ダ
と
ド
イ
ツ
で
あ
り
、
出
身
は
オ
ラ
ン
ダ
と
ト
ル
コ
と
い
う
二
人

は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
帰
属
意
識
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
構
築
さ
れ
て

い
く
か
と
い
う
個
人
と
国
家
の
関
係
に
注
目
す
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で

い
う
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
」
と
は
、
必
ず
し
も
国
家
に
限
定
さ
れ
ず
、
時
と

し
て
は
「
民
族
」
と
理
解
す
る
の
が
よ
り
適
切
な
場
合
も
あ
る
。
著
者

た
ち
は
、「
ス
カ
ー
フ
」は
頭
部
ま
た
は
首
ま
で
覆
う
一
枚
の
布
に
す
ぎ

な
い
も
の
の
、
何
時
、
ど
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
場
で
着
用
す
る
（
さ
れ

る
）
べ
き
か
の
論
争
は
、
ス
カ
ー
フ
に
政
治
的
意
味
を
認
め
る
論
争
と

な
り
、
最
終
的
に
は
、
そ
れ
を
着
用
す
る
女
性
の
帰
属
（n

a
tio
n
a
l

 
b
elo
n
g
in
g

）
を
巡
る
論
争
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
。

共
に
ス
カ
ー
フ
論
争
を
題
材
に
し
た
二
冊
を
比
べ
れ
ば
、
コ
ル
ト

ベ
ー
フ
と
ユ
ル
ダ
ク
ル
は
、
ム
ス
リ
ム
女
性
た
ち
の
世
俗
国
家
へ
の
向

き
合
い
方
を
多
面
的
に
論
じ
、
ヨ
プ
ケ
は
、
リ
ベ
ラ
ル
社
会
に
お
け
る

宗
教
の
位
置
づ
け
を
正
面
か
ら
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ヨ
プ
ケ
自
身

が
序
文
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
真
骨
頂
た
る
宗
教

的
対
立
の
抑
制
と
い
う
点
に
注
目
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
答
え

を
見
出
す
た
め
の
問
題
設
定
は
、
①
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
は
な
ぜ
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
論
争
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
、
②
論
争
は
な
ぜ
各
国
で

多
様
な
様
相
を
呈
す
る
の
か
、
の
二
点
で
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、

イ
ギ
リ
ス
の
三
か
国
で
の
「
ヴ
ェ
ー
ル
論
争
」
を
通
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
の
外
在
的
お
よ
び
内
在
的
整
合
性
を
探
求
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
。伊

藤
ら
の
翻
訳
に
よ
る『
ヴ
ェ
ー
ル
論
争
』の
構
成
は
、
第
一
章

西

欧
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
、
第
二
章

共
和
国
フ
ラ
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ン
ス
に
お
け
る
生
徒
の
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
、
第
三
章

キ
リ
ス
ト
教
的

｜
西
洋
的
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
師
の
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
、
第
四
章

多

文
化
主
義
国
家
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
過
激
な
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
、
第
五

章

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
ム
ス
リ
ム
の
統
合
、
で
あ
る
。
第
一
章
で
問
題

の
所
在
と
し
て
の
、
米
、
加
、
蘭
を
含
む
今
日
の
西
洋
社
会
に
お
け
る

ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
論
争
を
概
観
し
た
う
え
で
、「
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
の
意

味
」
と
い
う
小
見
出
し
の
節
で
、
コ
ー
ラ
ン
に
従
え
ば
単
な
る
「
社
会

的
な
慣
習
」に
過
ぎ
な
か
っ
た
ス
カ
ー
フ
が
、い
か
に
政
治
的
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
き
た
か
を
、
イ
ス
ラ
ム
教
と
キ

リ
ス
ト
教
の
両
方
の
観
点
か
ら
の
多
く
の
論
者
に
言
及
し
な
が
ら
解
説

す
る
。
当
然
そ
こ
に
は
、
女
性
の
隷
属
や
世
俗
化
概
念
に
照
ら
し
た
議

論
も
幅
広
く
紹
介
さ
れ
る
。
続
く
第
二
、
三
、
四
章
で
は
、
第
一
章
で

提
示
さ
れ
た
問
題
意
識
（
先
述
①
②
）
に
沿
っ
た
具
体
的
な
検
証
が
行

わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
章
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
裁
判
事
例
や
政
府
、
自

治
体
の
対
応
な
ど
は
、
後
述
す
る
『
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
論
争
』
で
も
紹

介
さ
れ
分
析
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
第
五
章
に
お
い
て
、
第
一
章
で
提

起
さ
れ
た
問
題
や
具
体
的
な
検
証
事
例
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
今
日

の
社
会
で
の
文
脈
に
お
い
て
（
再
）
解
釈
す
る
。
さ
ら
に
最
後
に
、
二

〇
頁
に
渡
る
丁
寧
な
訳
者
解
題
が
付
さ
れ
る
。
こ
の
解
題
は
、
そ
の
十

倍
の
分
量
の
本
体
部
分
の
凝
縮
さ
れ
た
エ
ッ
セ
ン
ス
と
も
言
え
る
内
容

で
あ
る
。

ヨ
プ
ケ
が
取
り
上
げ
た
三
か
国
で
の
争
点
化
の
鍵
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異

な
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
当
然
、
政
教
分
離
を
意
味
す
る
ラ
イ

シ
テ
（la
ıcite

）
の
理
解
と
実
践
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
公
法

上
の
団
体
扱
い
を
受
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
に
あ
る
と
す
る
。
イ
ギ

リ
ス
は
、
多
文
化
主
義
を
国
家
と
し
て
標
榜
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う

か
、
他
の
二
国
と
や
や
趣
を
異
に
し
て
、
ヴ
ェ
ー
ル
問
題
は
教
育
と
司

法
と
い
う
限
定
的
領
域
内
に
と
ど
め
置
か
れ
、
社
会
か
ら
の
分
断
か
参

加
か
を
問
題
と
す
る
論
争
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
三
か
国
を
総
括
す

る
と
同
時
に
、
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
問
題
へ
の
答
え
は
、
①
啓
蒙
主
義

の
時
代
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
生
ま
れ
た
「
リ
ベ
ラ
ル
」
な
価
値
規
範
が
こ

の
地
域
で
は
血
肉
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
②
国
家
と
宗
教
の
関

係
の
在
り
方
が
多
様
で
あ
る
か
ら
、
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
の

中
で
、
ム
ス
リ
ム
女
性
が
着
用
し
て
い
る
ス
カ
ー
フ
は
、
そ
れ
を
目
に

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
対
し
て
彼
ら
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
問

い
か
け
る
鏡
に
な
る
と
い
う
。
ヨ
プ
ケ
自
身
は
、「
本
書
の
中
心
は
、
イ

ス
ラ
ム
の
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
鏡
と
し
て
機
能

し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
（
二
〇
六
頁
）」
と
明
記
し
て
い
る
。
注

意
す
べ
き
は
、
彼
の
言
う
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
と
は
他
者
を
否
定

や
排
除
す
る
こ
と
で
創
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
自
身
の
過
去
と
の
対
話

に
よ
っ
て
生
成
す
る
の
で
あ
り
、
集
団
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
て
、
他

集
団
と
の
境
界
設
定
の
よ
う
な
空
間
的
要
素
は
必
要
と
は
さ
れ
ず
、
自
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集
団
自
体
の
過
去
と
の
対
話
と
い
う
時
間
的
要
因
の
み
が
機
能
す
る
と

言
う
。

さ
ら
に
ヨ
プ
ケ
は
二
一
世
紀
の
国
民
国
家
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。
即

ち
、
今
日
で
は
社
会
の
多
様
性
は
当
然
と
な
り
、
一
九
世
紀
の
一
律
性

に
依
拠
し
た
国
民
形
成
と
は
大
き
く
異
な
り
、
多
元
的
で
個
人
主
義
化

さ
れ
た
社
会
に
お
け
る
国
民
形
成
は
、
自
国
中
心
主
義
を
極
度
に
困
難

に
し
、
さ
ら
に
ど
の
国
家
も
似
た
よ
う
な
一
般
的
か
つ
抽
象
的
な
定
義

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
。
そ
う
し
た
理
解
に
た
て
ば
、
ヘ
ッ
ド

ス
カ
ー
フ
関
連
法
規
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
移
民
の
国
民
化
が
重
視

さ
れ
始
め
た
と
い
う
事
実
を
反
映
し
て
お
り
（
二
〇
七
〜
八
頁
）
市
民

統
合
政
策
の
補
完
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
の
も
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
加
盟
条
件
に
は
、
民
族
文
化
的

制
限
は
お
ろ
か
宗
教
に
言
及
す
る
一
切
の
文
言
も
な
い
こ
と
と
同
一
線

上
に
あ
る
と
す
る
。

信
教
の
自
由
」
や
「
多
様
性
の
保
護
」
な
ど
の
啓
蒙
主
義
や
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
に
則
し
て
進
展
し
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
に
お
い
て
は
、
イ

ス
ラ
ム
教
も
そ
の
信
徒
も
キ
リ
ス
ト
教
や
そ
の
信
徒
と
同
様
の
制
度
的

保
護
を
受
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
の
国
家
主
義
的
傾
向
を

や
や
例
外
と
し
て
、
実
際
に
保
護
下
に
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
国
家
の
立
場

に
立
て
ば
、
一
見
頑
迷
な
世
俗
主
義
（
ラ
イ
シ
テ
）
に
よ
る
差
別
主
義

の
様
相
を
見
せ
る
フ
ラ
ン
ス
は
、
共
和
国
市
民
の
統
合
の
た
め
の
明
確

で
平
等
な
柱
を
立
て
て
厳
格
に
実
践
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
市
民
統
合

と
い
う
観
点
に
た
て
ば
、
最
も
成
功
し
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
プ
ケ
自
身
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム

の
教
義
が
奉
じ
る
も
の
と
、
普
通
の
ム
ス
リ
ム
が
考
え
た
り
信
じ
た
り

し
て
い
る
も
の
と
を
、
注
意
深
く
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
一

一
頁
）
に
も
拘
わ
ら
ず
、
原
著
執
筆
の
時
期
か
ら
ほ
ぼ
十
年
を
経
過
し

て
、
記
憶
に
残
る
テ
ロ
事
件
を
多
く
経
験
し
た
今
日
で
は
、
宗
教
に
よ

る
市
民
の
分
断
の
み
が
進
行
し
、
ム
ス
リ
ム
の
着
衣
を
め
ぐ
る
論
争
は

一
段
と
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
お
り３

）
、
国
家
は
統
合
の
有
効
な
手
だ
て
を

見
い
出
せ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
憂
慮
さ
れ
る
状
況
に
あ
る
。

次
に
、
コ
ル
ト
ベ
ー
フ
と
ユ
ル
ダ
ク
ル
の
共
著
『
ヘ
ッ
ド
ス
カ
ー
フ

論
争
』
は
、
対
象
と
し
て
い
る
四
か
国
で
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
語
り
は
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
移
住
に
ま
つ
わ
る
差
異
の
表
象
と
し
て
の
ス
カ
ー
フ

を
巡
っ
て
、再
確
認
さ
れ
た
り
変
容
し
た
り
す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
国
に
お
け
る
世
俗
主
義
の
制
度
化
と
宗
教
の
自
由
の
保
護
の

度
合
い
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
語
り
の
生
成
に
お
け
る
国
家
の
役
割
の
度

合
い
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
同
時
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
語
り
は
グ
ロ
ー

バ
ル
な
文
脈
の
中
で
形
成
さ
れ
て
い
く
、
と
結
論
付
け
る
。

本
書
は
六
章
か
ら
構
成
さ
れ
、
１

国
家
（
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
の
中
で

心
地
よ
く
、
２

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ス
カ
ー
フ
の
拒
絶
、
３

ト
ル

コ
に
お
け
る
ス
カ
ー
フ
の
新
た
な
発
明
、
４

オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
ス
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カ
ー
フ
へ
の
寛
容
、
５

ド
イ
ツ
に
お
け
る
ス
カ
ー
フ
を
巡
る
交
渉
、

６

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
叙
述
の
語
り
直
し
、
と
い
う
順
を
と
る４

）
。
第
２
章

か
ら
第
５
章
の
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の

ス
カ
ー
フ
へ
の
対
応
の
特
徴
を
表
す
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

第
一
章
は
、
本
書
の
目
的
、
問
題
意
識
、
分
析
の
手
段
を
説
明
す
る
。

著
者
た
ち
は
ス
カ
ー
フ
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ヨ
プ
ケ
に
倣
い
つ
つ

も
、
著
作
の
独
自
性
を
、
ス
カ
ー
フ
論
争
は
原
因
で
は
な
く
「
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
帰
属
意
識
」
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
置
く
。
分
析
は
社

会
学
的
で
あ
り
、
批
判
的
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
、
ポ
ス
ト
植
民
地
主
義
の
視

点
に
立
つ
、
と
す
る
。

第
二
章
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
帰
属
を
め
ぐ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
語

り
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
共
和
主
義
、
ラ
イ
シ
テ
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等

で
あ
る
。
本
章
の
タ
イ
ト
ル
が
「
ス
カ
ー
フ
の
拒
絶
」
と
さ
れ
て
い
る

理
由
は
、
ヨ
プ
ケ
の
著
書
が
解
説
し
た
通
り
、「
市
民
統
合
と
し
て
は
最

も
成
功
し
た
国
」で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
ラ
イ
シ
テla

ıcite
」は
、

一
九
〇
五
年
に
定
め
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
政
教
分
離
法
」
の
中
核
を
な

す
用
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
単
に
教
会
と
国
家
の
分
離
を
意
味

す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
か
な
る
宗
教
か
ら
も
自
由
で
あ
る
と
と
も
に

個
人
の
宗
教
的
実
践
へ
の
平
等
な
制
度
上
の
支
援
を
享
受
す
る
権
利
を

も
意
味
し
て
い
る
（
一
七
頁
）
の
も
、
ヨ
プ
ケ
の
著
作
で
も
見
た
通
り

で
あ
る
。

一
九
八
九
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
啓
発
さ
れ
た
ス
カ
ー
フ
論
争
は
、
こ
の

国
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
叙
述
の
再
確
認
の
き
っ
か
け
と
な
り
、
多

様
性
や
社
会
的
結
束
も
説
か
れ
た
も
の
の
、
宗
教
的
標
章
の
禁
止
の
み

が
採
り
上
げ
ら
れ
た
二
〇
〇
四
年
法
「
こ
れ
見
よ
が
し
の
宗
教
シ
ン
ボ

ル
の
着
用
の
禁
止
」
の
立
法
化
と
な
っ
た
。
同
法
は
論
争
の
始
ま
り
に

す
ぎ
ず
、
ス
カ
ー
フ
よ
り
も
広
範
囲
な
身
体
を
覆
う
着
衣
が
論
争
の
対

象
と
な
る
に
つ
れ
て
、
国
内
の
論
調
は
統
制
の
強
化
へ
と
変
化
し
て
い

く
。
議
論
の
焦
点
は
、
教
育
の
場
に
お
け
る
共
和
主
義
か
ら
生
活
の
場

に
お
け
る
ラ
イ
シ
テ
の
厳
守
へ
、
そ
し
て
、
女
性
の
身
体
性
を
隠
す
着

衣
は
抑
圧
的
で
あ
り
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
共
和
主
義
と
相
い
れ
な
い
と

さ
れ
て
二
〇
一
一
年
に
「
ブ
ル
カ
禁
止
法
」
の
成
立
に
至
る
。

ム
ス
リ
ム
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
積
極
的
な
論
争
へ
の
参
加
さ
え
、
結
局

は
ス
カ
ー
フ
禁
止
に
賛
成
す
る
意
見
が
主
流
で
あ
っ
た
し
、
ス
カ
ー
フ

着
用
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
矛
盾
し
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
「
抵
抗

す
る
女
性
た
ち
」
も
い
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
国
家
的
論
法
へ
ム
ス
リ
ム

を
組
み
込
む
経
路
は
狭
く
、
結
果
と
し
て
ム
ス
リ
ム
が
社
会
か
ら
排
除

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
三
章
は
ト
ル
コ
を
検
証
す
る
。
こ
の
国
は
大
半
の
国
民
が
イ
ス
ラ

ム
教
徒
で
あ
る
が
憲
法
第
二
条
に
「
ト
ル
コ
は
世
俗
国
家
で
あ
る
」
と

い
う
文
言
を
持
つ
。
ト
ル
コ
の
世
俗
主
義
は
フ
ラ
ン
ス
に
準
じ
た
理
解

で
あ
り
、
公
的
空
間
に
お
け
る
宗
教
の
不
在
を
大
原
則
と
し
、
一
九
二
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三
年
の
ト
ル
コ
共
和
国
成
立
以
来
、
公
的
領
域
で
の
宗
教
性
は
国
家
に

よ
り
厳
し
く
管
理
さ
れ
て
き
た
。
結
果
的
に
、
国
民
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
は
長
き
に
わ
た
っ
て
、
世
俗
派
と
親
宗
教
派
に
二
分
さ
れ
て
い
る

と
言
う
。
そ
の
一
方
で
、
厳
格
な
宗
教
と
政
治
の
分
離
を
主
張
す
る
世

俗
主
義
は
ト
ル
コ
の
外
で
起
こ
っ
た
啓
蒙
主
義
の
考
え
方
で
あ
り
、
そ

れ
故
に
、
共
和
国
建
国
以
来
の
国
家
的
な
語
り
で
あ
り
な
が
ら
、
人
々

の
間
で
は
後
退
し
つ
つ
あ
る
（
八
〇
頁
）
と
の
指
摘
は
、
近
代
化
過
程

の
考
察
と
し
て
示
唆
に
富
む
。

ス
カ
ー
フ
論
争
は
、
大
学
で
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
た
女
子
学
生
の
処

遇
を
巡
っ
て
一
九
六
〇
年
代
か
ら
見
ら
れ
た
も
の
の
、
政
権
党
の
意
向

に
よ
り
強
化
さ
れ
た
り
緩
和
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。
た
だ
し
、
こ
の
間

の
政
権
党
は
、
常
に
世
俗
派
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
二
〇
〇
二
年
に
ス
カ
ー
フ
問
題
を
争
点
と
し
た
公
正
発

展
党
（
Ａ
Ｋ
Ｐ
）
が
選
挙
に
勝
利
し
て
、
ト
ル
コ
に
親
宗
教
の
単
独
政

府
が
成
立
し
た
。
Ａ
Ｋ
Ｐ
は
、
ス
カ
ー
フ
着
用
の
女
性
も
公
的
サ
ー
ビ

ス
と
し
て
高
等
教
育
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
と
し
、
憲
法
裁
判
所
の
違

憲
判
決
に
も
拘
わ
ら
ず
、
二
〇
一
三
年
の
「
民
主
化
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
に

よ
り
公
的
領
域
に
お
け
る
ス
カ
ー
フ
着
用
禁
止
を
取
り
消
し
た
。

Ａ
Ｋ
Ｐ
政
権
は
、
宗
教
の
自
由
、
人
権
な
ど
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
イ

ス
ラ
ー
ム
を
共
存
さ
せ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
用
語
で
ス
カ
ー
フ
の
再
定
義
を

可
能
に
し
、
着
用
を
解
放
し
た
が
、
そ
こ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
が
は
い

る
こ
と
は
な
い
、
と
著
者
た
ち
は
断
じ
る
。
ス
カ
ー
フ
着
用
の
女
性
を

政
治
的
ア
ク
タ
ー
と
捉
え
る
視
点
は
な
く
、
性
差
は
生
来
の
も
の
で
あ

り
、
女
性
の
役
割
は
育
児
と
家
事
と
さ
れ
、
こ
う
し
た
視
点
は
世
俗
派

で
も
同
様
で
あ
る
と
言
う
。

一
方
で
著
者
た
ち
は
、
二
〇
一
三
年
に
起
こ
っ
た
、
ゲ
ジ
公
園
開
発

を
き
っ
か
け
と
し
た
抗
議
運
動
は
、
多
く
の
少
数
派
の
人
々
が
団
結
し

た
新
た
な
動
き
を
予
見
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
社
会
の
変
化
に
希
望
を

の
ぞ
か
せ
て
い
る
が
、
そ
の
後
の
ト
ル
コ
は
、
専
制
政
治
の
傾
向
と
社

会
の
分
断
が
一
層
高
ま
り
、
危
惧
さ
れ
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

第
四
章
は
オ
ラ
ン
ダ
の
語
り
を
紹
介
す
る
。
人
口
千
六
百
万
人
強
の

こ
の
国
は
、
多
文
化
共
生
の
成
功
例
と
し
て
の
「
列
柱
型
社
会
」
と
し

て
知
ら
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
価
値
と
は
、

寛
容
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
、
リ
ベ
ラ
ル
の
三
要
素
で
あ
る
が
、
な
か

で
も
「
寛
容
」
は
こ
の
国
に
お
け
る
歴
史
的
言
説
で
あ
り
社
会
通
念
と

な
っ
て
い
て
国
家
の
中
立
性
を
表
す
概
念
で
あ
る
と
い
う
。
一
六
世
紀

の
新
教
と
旧
教
の
緊
張
関
係
以
来
の
歴
史
と
と
も
に
練
り
上
げ
ら
れ
て

き
た
オ
ラ
ン
ダ
型
の
「
寛
容
」
は
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。「
寛
容
」
と
は
道

徳
的
信
念
で
は
全
く
な
く
、
違
い
に
対
処
す
る
た
め
の
実
利
的
ア
プ

ロ
ー
チ
で
あ
り
、
リ
ベ
ラ
ル
さ
と
順
応
性
に
根
付
い
た
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
そ
れ
は
他
者
へ
の
無
関
心
と
対
で
あ
り
、「
寛
容
」が
現
状
に

そ
ぐ
わ
な
く
な
れ
ば
、
道
徳
上
の
信
念
で
は
な
い
が
故
に
、「
寛
容
」の
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対
象
で
あ
っ
た
他
者
が
一
転
し
て
排
除
の
対
象
に
も
な
る
、
と
著
者
た

ち
は
指
摘
し
て
い
る（
一
〇
三
頁
）。
ス
カ
ー
フ
着
用
の
よ
う
な
個
人
の

空
間
と
宗
教
上
の
実
践
の
交
差
領
域
に
属
す
る
争
点
は
、
諮
問
機
関
で

の
議
論
を
通
し
た
非
公
式
の
規
律
形
成
で
対
応
さ
れ
る
。結
論
と
し
て
、

ス
カ
ー
フ
着
用
者
へ
の
不
快
感
の
存
在
は
否
定
は
で
き
な
い
も
の
の
、

「
寛
容
」
通
念
の
た
め
か
、
社
会
的
緊
張
は
高
い
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
統

一
性
は
低
く
、帰
属
の
在
り
方
へ
の
理
解
は
広
範
囲
で
あ
っ
て
、ス
カ
ー

フ
は
風
車
と
同
様
の
オ
ラ
ン
ダ
風
物
誌
と
な
っ
た
、
と
記
す
。

第
五
章
の
ド
イ
ツ
で
は
、
ス
カ
ー
フ
論
争
へ
の
接
近
は
、
今
日
の
ド

イ
ツ
社
会
で
論
争
が
継
続
し
て
い
る
国
民
の
「
均
質
性
」
と
「
多
様
性
」

の
理
解
へ
の
入
り
口
で
あ
る
と
説
く
。
ス
カ
ー
フ
論
争
の
始
ま
り
は
、

二
〇
〇
三
年
に
、
ア
フ
ガ
ン
難
民
出
身
の
公
立
学
校
の
教
員
が
、
授
業

中
も
ス
カ
ー
フ
を
着
用
し
た
い
と
申
し
出
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
は
、

ド
イ
ツ
国
内
で
の
ス
カ
ー
フ
を
巡
る
憲
法
裁
判
の
初
め
て
の
ケ
ー
ス
と

な
り
、「
国
家
の
中
立
性
」と
い
う
以
後
の
ス
カ
ー
フ
論
争
の
基
準
を
設

定
し
た（
一
五
六
頁
）。
ド
イ
ツ
は
連
邦
制
を
と
る
た
め
に
宗
教
的
装
着

物
の
規
制
は
州
に
よ
っ
て
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
宗
教
的
実
践
に
関
す

る
規
律
は
、
信
教
の
自
由
の
原
理
に
よ
り
「
国
家
の
中
立
性
」
の
観
点

か
ら
議
論
さ
れ
る
。
即
ち
、
国
の
あ
ら
ゆ
る
制
度
は
、
宗
教
的
背
景
と

は
一
切
関
わ
り
な
く
市
民
が
全
て
平
等
で
あ
る
た
め
の
中
立
性
を
確
保

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
と
の
類
似
性
の
高
い
理
解
に

よ
っ
て
、
特
定
の
宗
教
を
保
護
す
る
よ
う
な
宗
教
的
標
章
は
、
ド
イ
ツ

国
内
の
学
校
な
ど
の
公
的
領
域
か
ら
姿
を
消
し
て
い
る
（
一
四
七
頁
）。

そ
の
一
方
で
、
キ
リ
ス
ト
教
団
体
は
公
法
上
の
「
社
団
」
と
し
て
制

度
的
な
保
障
に
よ
る
当
局
と
の
協
力
的
な
活
動
が
認
め
ら
れ
て
い
る

が
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
は
そ
れ
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
ス
カ
ー

フ
論
争
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
結
び
つ
い
て
、
宗
教
に
対
す
る
州
の
中

立
性
の
理
解
が
異
な
る
状
況
も
起
こ
る
。
で
は
、
多
様
性
と
国
民
統
合

の
着
地
点
は
ど
こ
か
。
国
家
の
中
立
性
で
あ
れ
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
で
あ

れ
、
今
日
で
は
だ
れ
も
が
「
ド
イ
ツ
人
ら
し
さ
」
を
多
様
に
論
じ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
多
様
性
が
実
態
化
し
て
、「
ド
イ
ツ
人
ら
し
さ
」の
理
解

は
大
き
く
変
容
し
つ
つ
あ
り
、
ム
ス
リ
ム
で
あ
り
ド
イ
ツ
人
で
も
あ
る

こ
と
に
矛
盾
は
な
い
と
の
理
解
が
広
ま
っ
て
い
る
、
と
著
者
た
ち
は
言

う
。
が
、
そ
の
一
方
で
、
ス
カ
ー
フ
を
着
用
す
る
ム
ス
リ
ム
女
性
に
対

す
る
社
会
的
固
定
観
念
を
変
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
も
例
を
あ

げ
て
指
摘
し
て
い
る
。

第
六
章
は
全
体
の
ま
と
め
で
あ
り
、
本
書
で
紹
介
さ
れ
た
分
析
手
法

を
再
度
確
認
す
る
。
そ
の
上
で
、
ス
カ
ー
フ
論
争
を
、
論
争
の
奥
に
あ

る
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
帰
属
」
を
問
い
直
す
機
会
と
し
て
一
般
に
流
布
す

る
語
り
を
分
析
す
る
と
い
う
手
法
は
他
の
国
に
も
応
用
で
き
る
と
し

て
、
英
、
加
、
米
の
英
語
国
を
取
り
上
げ
て
簡
略
に
争
点
を
整
理
し
て

い
る
。
ス
カ
ー
フ
を
巡
る
論
争
の
分
析
視
覚
の
多
様
性
は
各
国
が
イ
ス
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ラ
ー
ム
と
遭
遇
す
る
と
き
の
様
々
な
葛
藤
の
表
現
で
あ
り
、
聴
き
な
れ

た
普
遍
的
な
用
語
で
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
各
国
そ
れ
ぞ
れ
の
特
異
性
は

継
続
し
て
い
る
と
し
て
本
書
は
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
本

書
で
取
り
上
げ
た
四
カ
国
で
の
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
語
りn

a
tio
n
a
l n
a
r-

ra
tiv
es

」
の
分
析
の
資
料
と
な
っ
た
各
国
の
主
要
新
聞
デ
ー
タ
の
説
明

がA
p
p
en
d
ix

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

本
稿
の
二
冊
は
、
ム
ス
リ
ム
女
性
が
着
用
す
る
ス
カ
ー
フ
に
象
徴
さ

れ
る
と
こ
ろ
の
、
宗
教
に
起
因
す
る
異
文
化
と
の
共
存
が
テ
ー
マ
と

な
っ
て
い
る
。
テ
ー
マ
へ
の
接
近
は
、
国
家
制
度
か
ら
の
考
察
と
市
民

社
会
の
論
争
の
分
析
で
あ
り
相
互
補
完
的
で
あ
る
。
併
読
す
る
こ
と
で

世
俗
化
が
進
行
す
る
社
会
の
模
索
を
よ
り
重
層
的
に
理
解
す
る
一
助
と

な
る
。

付
記：

T
h
e H

ead
scarf D

ebates

の
読
書
会
を
平
成
二
八
年
二
月
二

三
日
に
東
洋
大
学
で
開
催
し
た
。
参
加
者
の
鈴
木
規
子
さ
ん
（
東
洋
大

学
准
教
授
）、
滝
本
順
子
さ
ん
（
津
田
塾
大
学
非
常
勤
講
師
）、
佐
藤
洋

さ
ん
（
東
洋
大
学
社
社
会
学
研
究
科
博
士
課
程
）
に
感
謝
す
る
。

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
課
題
番
号

15K
03321

「
Ｅ
Ｕ
統
合
に
お
け
る
「
世
俗
主
義
」
の
再
評
価
」
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

注（
１
）C
h
ristia

n Jo
p
p
k
e,
V
eil:

M
irror of Id

en
tity

,
C
a
m
b
rid
-

g
e:
P
o
lity P

ress,
2009.

（
２
）
原
著
の
翻
訳
は
出
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
便
宜
的
に『
ヘ
ッ

ド
ス
カ
ー
フ
論
争
』
と
い
う
筆
者
の
訳
語
を
当
て
る
。

（
３
）
二
〇
一
六
年
夏
の
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
在
住
の
ム
ス
リ
ム
デ
ザ

イ
ナ
ー
に
よ
る
ブ
ル
キ
ニb

u
rk
in
is

の
着
用
を
め
ぐ
る
フ
ラ
ン
ス

で
の
論
争
を
想
起
せ
よ
。

（
４
）
章
立
て
和
訳
は
、
全
て
筆
者
に
よ
る
。
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