
一

｢

と
り
か
へ｣

に
至
る
経
緯
、
人
物
を
形
容
す
る
特
徴
的
な
語
彙

男
女
の
性
の
交
錯
を
描
い
た『

と
り
か
へ
ば
や
物
語』
は
、
中
世
王
朝
文
学

の
中
で
も
、
男
女
取
り
替
え
と
い
う
特
異
な
趣
向
を
持
つ
作
品
と
位
置
付
け
ら

れ
、
新
し
い
境
地
が
開
拓
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一

方
で
、
平
安
物
語
の
流
れ
を
汲
み
、
先
行
す
る
物
語
の
表
現
に
依
拠
し
つ
つ
、

作
品
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
物
語
に
は
、
主
要
登
場
人
物
を

造
型
す
る
語
レ
ベ
ル
の
表
現
に
、
先
行
物
語
と
重
な
る
使
用
傾
向
が
見
い
だ
せ

る
。
そ
れ
は
、『

源
氏
物
語』

な
ど
で
確
立
し
た
登
場
人
物
の
性
格
づ
け
や
生

き
方
の
姿
勢
を
描
こ
う
と
す
る
伝
統
に
の
っ
と
り
な
が
ら
、
男
ら
し
さ
、
女
ら

し
さ
の
表
現
を
生
か
し
て
、
男
女
の
交
換
と
い
う
特
異
な
テ
ー
マ
を
活
写
す
る

た
め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

本
稿
で
は
、
作
品
を
分
析
し
て
い
く
切
り
口
と
し
て
、
人
物
を
形
容
す
る
語

彙
を
抽
出
し
て
、
物
語
展
開
に
お
け
る
様
相
と
、
登
場
人
物
相
互
の
関
係
を
眺

め
て
い
く
こ
と
に
し
た
。

主
要
人
物
と
し
て
扱
う
対
象
は
、｢

女
君｣

(

本
来
の
性)

、｢

男
君｣

(

本
来

の
性)

、
そ
し
て｢

宰
相
中
将｣

｢

四
の
君｣

、｢

吉
野
の
姉
宮｣

｢

吉
野
の
中
の

君｣
｢

宇
治
の
若
君｣

｢

女
東
宮｣

の
八
人
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
昇
進

や
以
後
の
変
化
に
か
か
わ
ら
ず
、
便
宜
上
、
こ
の
呼
称
で
統
一
す
る
。

こ
の
物
語
の
主
軸
の
一
つ
は
、
主
人
公
で
あ
る
き
ょ
う
だ
い
の
性
の
交
換

で
あ
る
。
本
格
的
に
性
の

｢

と
り
か
へ｣

の
問
題
が
浮
上
す
る
の
は
、
彼
ら

が
成
人
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
性
の｢

と
り
か

へ｣

の
下
地
は
、
幼
少
時
か
ら
描
か
れ
て
い
る
。
時
間
の
経
過
に
し
た
が
っ

て
、
そ
の
成
長
を
確
認
し
た
い
。
な
お
、
考
察
に
あ
た
っ
て
は
、
論
を
進
め
る

都
合
上
、
引
用
本
文
に
以
下
、
主
に
女
君
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
を
有
す
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る
語
に
は

を
、
主
に
男
君
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
を
有
す
る
語

に
は

を
付
し
た
。

A

君
た
ち
の
御
容
貌
の
い
づ
れ
も
す
ぐ
れ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
た
だ
同

じ
も
の
と
の
み
見
え
て
取
り
も
違
へ
つ
べ
う
も
の
し
た
ま
ふ
を
、
同
じ

所
な
ら
ま
し
か
ば
不
用
な
ら
ま
し
を
、
所
々
に
て
生
ひ
出
で
た
ま
ふ

ぞ
、
い
と
よ
か
り
け
る
。

大
方
は
た
だ
同
じ
も
の
と
見
ゆ
る
御
容
貌
の
、
若
君
は
あ
て
に

か
を
り
気
高
く
、
な
ま
め
か
し
き
方
添
ひ
て
見
え
た
ま
ひ
、
姫
君

は
は
な
ば
な
と
ほ
こ
り
か
に
、
見
て
も
飽
く
世
な
く
、
あ
た
り
に
も

こ
ぼ
れ
散
る
愛
敬
な
ど
ぞ
今
よ
り
似
る
も
の
な
く
も
の
し
た
ま
ひ
け

る
。

＊
引
用
は
、
石
埜
敬
子
氏
校
注
の
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
39『

と

り
か
へ
ば
や
物
語』

(

小
学
館
、
二
〇
〇
二
年)

に
よ
る
。

こ
の
時
点
で
は
、
男
君
が｢

若
君｣

、
女
君
が｢
姫
君｣

と
さ
れ
、
二
人
の

将
来
は
暗
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
生
ま
れ
て
間
も
な
く
は
顔
立
ち
が
瓜
二

つ
だ
っ
た
こ
と
も
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
男
君
に｢
あ
て
な
り｣

｢

か
を

る｣
｢

気
高
し｣

｢

な
ま
め
か
し｣

が
見
ら
れ
、
女
君
に
は｢
は
な
ば
な
と｣

｢

愛
敬｣

が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
顔
の
造
作
を
超
え
た
個
性
の
相
違
、
周
囲
に

与
え
る
印
象
の
違
い
は
既
に
確
立
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
描
く
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
は
、
次
第
に
生
活
態
度
や
ふ
る
ま
い
に
も
表
れ
て

く
る
よ
う
に
な
り
、
男
君
が｢

姫
君｣

、
女
君
が｢

若
君｣

と
呼
ば
れ
る
事
態

に
発
展
す
る
。
次
の
Ｂ
Ｃ
は
、
い
ず
れ
も
父
左
大
臣(

当
時
は
大
納
言)

の
視

点
に
よ
る
。
な
お
、
一
般
的
に
男
性
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
を
有
す
る
語

に

線
を
付
し
、
一
般
的
に
女
性
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
を
有
す
る

語
に

線
を
付
し
た
。

B

男
君(｢

姫
君｣

と
し
て
登
場)

…
御
髪
は
丈
に
七
八
寸
ば
か
り
余
り
た
れ
ば
、
花
薄
の
穂
に
出
で
た
る

秋
の
気
色
お
ぼ
え
て
、
裾
つ
き
の
な
よ
な
よ
と
な
び
き
か
か
り
つ
つ
、

物
語
に
扇
を
広
げ
た
る
な
ど
こ
ち
た
く
言
ひ
た
る
ほ
ど
に
は
あ
ら
で
、

こ
れ
こ
そ
な
つ
か
し
か
り
け
れ
、
い
に
し
へ
の
か
ぐ
や
姫
も
気
近
く

め
で
た
き
方
は
か
く
し
も
や
あ
ら
ざ
り
け
ん
と
見
た
ま
ふ
に
つ
け
て

は
、(

中
略)

十
二
に
お
は
す
れ
ど
、
か
た
な
り
に
遅
れ
た
る
と
こ
ろ

も
な
く
、
人
柄
の
そ
び
や
か
に
て
な
ま
め
か
し
き
さ
ま
ぞ
限
り
な

き
や
。
桜
の
御
衣
の
な
よ
よ
か
な
る
六
つ
ば
か
り
に
、
葡
萄
染
め
の
織

物
の
袿
、
あ
は
ひ
に
ぎ
は
は
し
か
ら
ぬ
を
着
な
し
た
ま
へ
る
、
人
柄
に

も
て
は
や
さ
れ
て
、
袖
口
、
裾
の
褄
ま
で
を
か
し
げ
な
り
。

C

女
君(｢

若
君｣

と
し
て
登
場)

西
の
対
に
渡
り
た
ま
ふ
に
、
横
笛
の
声
す
ご
く
吹
き
澄
ま
し
た
な

り
。
空
に
響
き
の
ぼ
り
て
聞
こ
ゆ
る
に
、
わ
が
心
地
も
そ
ぞ
ろ
は
し

く
、
め
づ
ら
か
な
り
、
こ
れ
も
さ
な
な
り
と
聞
き
た
ま
ふ
に
、
ま
た
心

地
も
か
き
乱
る
や
う
な
れ
ど
、
さ
り
げ
な
く
も
て
な
し
て
若
君
の
御
方

を
の
ぞ
き
た
ま
へ
ば
、
う
ち
か
し
こ
ま
り
て
笛
は
さ
し
置
き
つ
。
桜
、

山
吹
な
ど
、
こ
れ
は
色
々
な
る
に
、
萌
葱
の
織
物
の
狩
衣
、
葡
萄
染
め

の
織
物
の
指
貫
着
て
、
顔
は
い
と
ふ
く
ら
か
に
色
あ
は
ひ
い
み
じ
う

き
よ
ら
に
て
、
ま
み
ら
う
ら
う
じ
う
、
い
づ
こ
と
な
く
あ
ざ
や
か
に

に
ほ
ひ
満
ち
て
、
愛
敬
は
指
貫
の
裾
ま
で
こ
ぼ
れ
落
ち
た
る
や
う
な

り
。
見
ま
ほ
し
く
目
も
驚
か
る
る
を
、
う
ち
見
る
に
は
、
落
つ
る
涙
も

も
の
嘆
か
し
さ
も
忘
ら
れ
て
う
ち
笑
ま
る
る
御
さ
ま
を
、
あ
な
い
み

じ
、
こ
れ
も
も
と
の
女
に
て
か
し
づ
き
た
て
た
ら
ん
に
い
か
ば
か
り
め

で
た
く
う
つ
く
し
か
ら
ん
、
と
胸
つ
ぶ
れ
て
、
御
髪
も
、
こ
れ
は
長

(��)



さ
こ
そ
劣
り
た
れ
、
裾
な
ど
は
扇
を
広
げ
た
ら
ん
や
う
に
て
、
丈
に
少

し
は
づ
れ
た
る
ほ
ど
に
こ
ぼ
れ
か
か
れ
る
様
体
、
頭
つ
き
な
ど
、
見
る

ご
と
に
笑
ま
れ
な
が
ら
ぞ
、
心
の
う
ち
は
く
ら
さ
る
る
や
。

こ
の
時
点
に
な
る
と
、
男
君
は｢

姫
君｣

、
女
君
は｢

若
君｣

と
呼
ば
れ
、
男

君
は
女
子
の
よ
う
に
、
女
君
は
男
子
の
よ
う
に
生
活
し
て
い
る
こ
と
が
書
か
れ

る
。
各
人
の
好
み
や
性
格
に
合
っ
た
生
活
は
、
本
来
の
性
と
は
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。そ
れ
で
も
、彼
ら
の
異
常
な
生
活
の
奥
に
、顔
立
ち
や
雰
囲
気
で
は
な

く
、
体
格
の
方
は
隠
す
べ
く
も
な
い
も
の
と
し
て
、
本
来
の
性
を
匂
わ
せ
て
い

る
。
二
人
の
個
性
は
、
こ
の
成
長
段
階
に
あ
っ
て
は
、
傍
線
・
波
線
の
よ
う
に
、

確
立
し
つ
つ
も
混
同
し
て
お
り
、
未
分
化
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
が
、｢

と
り

か
へ｣

を
可
能
に
し
た
要
因
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
男
君
の
あ
て
か
を
る

気
高
し
な
ま
め
か
し
、
女
君
の
に
ほ
ひ
・
愛
敬
・
う
つ
く
し
な
ど
、

長
じ
て
も
変
化
し
な
い
、
個
性
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。

二
人
は
世
評
の
高
い
き
ょ
う
だ
い
と
な
る
が
、
世
の
人
は
、
男
君
と
女
君
を

取
り
違
え
、
誤
認
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
状
況
は
父
左
大
臣
に
よ
っ
て
是
正
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
そ
の
ま
ま
、
女
君
の｢

元
服｣

、
男
君
の｢
裳
着｣

に
至
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
女
君
の｢

御
才(

漢
才
、
男
性
必
修
の
も
の)

、
容
貌
す

ぐ
れ
た
ま
へ
る｣

を｢

内
、
春
宮｣

が
聞
い
て
、
童
殿
上
も
し
て
い
な
い
か
ら

と
、
叙
爵
さ
せ
、
元
服
を
促
し
た
。
そ
こ
で
、
男
君
の
御
裳
着
、
女
君
の
御
元

服
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
家
庭
内
の
異
常
な
事
態
が
、
そ
の
ま
ま
社
会
的
に
移

行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
き
ょ
う
だ
い
の｢

と
り
か
へ｣

が
行
な
わ
れ
た
の
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
性
格
や
個
性
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
女
君
は
非
常
に
男
性
的
資
質
を

持
ち
、
逆
に
男
君
は
女
性
的
資
質
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

で
も
男
君
の｢

な
ま
め
か
し｣

や
女
君
の｢

愛
敬｣

な
ど
、
お
互
い
を
特
徴
づ

け
な
が
ら
、
両
者
を
書
き
分
け
よ
う
と
意
図
し
た
と
考
え
ら
れ
、
き
ょ
う
だ
い

は
個
々
の
人
格
を
与
え
ら
れ
る
。

こ
の
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
有
す
る
語
彙
を
抽
出
し
、
表
現
の
方
法

を
解
明
し
て
い
き
た
い
。
さ
ら
に
は
こ
の
作
業
を
他
の
作
中
人
物
に
も
及
ぼ

し
、
彼
ら
に
関
し
て
も
彼
ら
を
特
徴
づ
け
る
語
彙
が
あ
る
か
、
そ
の
連
関
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
に
、
樋
口
育
代
氏｢『

と
り
か
へ
ば
や』

男
装
の
姫
君
の｢

は
な
ば
な
と｣

に
つ
い
て｣

(『

甲
南
国
文』

49

二
〇
〇
三

年
三
月)

が
、
一
つ
の
道
筋
を
示
し
て
く
れ
る
。
氏
は
、｢

美
的
語
彙｣

を
考

察
の
対
象
に
し
、
特
に｢

は
な
ば
な
と｣

に
着
目
、
先
行
作
品
も
視
野
に
入
れ

て
、｢

は
な
ば
な
と｣

が
女
君
を
特
徴
づ
け
る
語
と
し
た
。
ま
た
、
美
的
語
彙

の
使
用
に
時
間
の
経
過
や
物
語
の
展
開
は
影
響
せ
ず
、
き
ょ
う
だ
い
二
人
の
美

質
は
一
貫
し
て
書
き
分
け
ら
れ
、
そ
の
使
用
回
数
の
多
さ
か
ら
主
人
公
は
女
君

と
い
え
る
と
し
て
い
る
。

氏
の
論
旨
に
さ
ほ
ど
異
論
は
な
い
が
、
登
場
人
物
と
語
彙
と
の
密
接
な
関
係

は
、
き
ょ
う
だ
い
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ま
た
、
形
容
も
美
的
資
質
だ
け
で
は
な
い

だ
ろ
う
。
多
角
的
に
と
ら
え
る
た
め
に
も
、
欠
点
を
表
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
も
無
視
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
考
察
の
対
象
を
他
の
言
葉
、
他
の
人

物
に
広
げ
、
主
要
な
作
中
人
物
と
彼
ら
を
形
容
す
る
語
彙
と
そ
の
特
徴
の
関
連

を
調
べ
、
さ
ら
に
は
作
者
が
目
指
し
た
作
品
世
界
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

女
君
の
形
容
語
彙
を
調
べ
て
い
く
と
、
男
君
を
は
じ
め
と
し
て
作
中
人
物
の

人
間
関
係
や
物
語
の
展
開
と
無
縁
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
特
に
あ
る
傾

向
を
有
す
る
か
と
思
わ
れ
る
そ
れ
ら
の
語
彙
を
表
に
し
た
。
表
1
で
あ
る
。
男

装
時
代
、
本
来
の
女
性
姿
を
二
期
に
、
一
貫
し
た
性
質
、
と
四
つ
に
分
け
た
。

男
君
に
つ
い
て
は
、
表
2
と
し
た
。
ま
た
、
両
人
を
よ
く
照
ら
し
だ
す
人
物
と

し
て
、
宰
相
中
将
以
下
の
六
人
に
つ
い
て
、
表
3
に
ま
と
め
た
。
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は
な
ば
な
と(

11)

う
つ
く
し(
７)

う
つ
く
し
さ(
２)

う
つ
く
し
げ
な
り(
１)

う
つ
く
し
げ
さ(
０)

に
ほ
ひ(

９)

に
ほ
ふ(

２)

に
ほ
ひ
や
か
な
り(

４)

に
ほ
は
し(

１)

愛
敬(

８)

愛
敬
づ
く(

５)

な
つ
か
し(

23)

な
つ
か
し
さ(

１)

な
つ
か
し
げ
な
り(

４)

け
な
つ
か
し(

１)

は
な
や
か
な
り(

５)

た
を
た
を
と(

３)

さ
さ
や
か
な
り(

２)

い
は
け
な
し(

２)

雄
々
し(

３)

び
び
し(

３)

あ
ざ
や
か
な
り(

２)

け
ざ
や
か
な
り(

１)

ま
め
な
り(

２)

ま
め
や
か
な
り(

８)

の
ど
や
か
な
り(

６)

す
く
よ
か
な
り(

10)

な
よ
び
か
な
り(

２)

か
を
り(

１)

あ
て(

１)

あ
て
は
か
な
り(

１)

き
よ
ら(

１)

き
よ
ら
な
り(

２)

ら
う
た
げ
な
り(

１)

ら
う
た
し(

１)

異
装
の
時
代

は
な
ば
な
と(

４)

う
つ
く
し(

２)

う
つ
く
し
さ(

０)

う
つ
く
し
げ
な
り(

４)
う
つ
く
し
げ
さ(

０)
に
ほ
ひ(

４)
に
ほ
ふ(
１)

に
ほ
ひ
や
か
な
り(

３)

愛
敬(

０)

愛
敬
づ
く(

４)

な
つ
か
し(

３)

な
つ
か
し
さ(

０)

な
つ
か
し
げ
な
り(

１)

は
な
や
か
な
り(

１)

あ
ざ
や
か
な
り(

１)

わ
ら
ら
か
な
り(

１)

な
よ
よ
か
な
り(

１)

な
よ
な
よ
と(

２)

た
を
や
か
な
り(

１)

ら
う
た
げ
な
り(

１)

宇
治
時
代
本
来
の
姿は

な
ば
な
と(

０)

う
つ
く
し(

３)

う
つ
く
し
さ(

０)

う
つ
く
し
げ
な
り(

２)

う
つ
く
し
げ
さ(

１)

に
ほ
ひ(

１)

に
ほ
ふ(

０)

に
ほ
ひ
や
か
な
り(

０)

愛
敬(

１)

愛
敬
づ
く(

５)

な
つ
か
し(

２)
な
つ
か
し
さ(

０)
な
つ
か
し
げ
な
り(

０)

の
ど
や
か
な
り(

１)

き
よ
ら(

１)

気
高
し(

１)

今
尚
侍
／
中
宮
時
代

は
な
ば
な
と(

15)

う
つ
く
し(

12)

う
つ
く
し
さ(

２)

う
つ
く
し
げ
な
り(

７)

う
つ
く
し
げ
さ(

１)

に
ほ
ひ(

14)

に
ほ
ふ(

３)

に
ほ
ひ
や
か
な
り(

７)

愛
敬(

９)

愛
敬
づ
く(

14)

な
つ
か
し(

28)

な
つ
か
し
さ(

１)

な
つ
か
し
げ
な
り(

５)

は
な
や
か
な
り(

６)

一
貫
し
た
性
質

表
1

女
君
の
生
涯
と
そ
れ
を
特
徴
づ
け
る
と
考
え
ら
れ
る
代
表
的
な
語
彙
の
一
覧

な
ま
め
か
し(

４)

な
ま
め
く(

２)

あ
て(

５)

か
を
り(

２)

か
を
る(

１)

気
高
し(

２)

き
よ
ら
な
り(

０)

に
ほ
ひ(

１)

に
ほ
ふ(

２)

愛
敬
づ
く(

２)

な
つ
か
し(

２)

そ
び
や
か
な
り(

１)

そ
び
ゆ(

１)

ら
う
た
し(

１)

け
ざ
や
か
な
り(

１)

た
を
た
を
と(

２)

な
よ
な
よ
と(

１)

な
よ
よ
か
な
り(

１)
異
装
の
時
代

な
ま
め
か
し(

０)

な
ま
め
く(

５)

な
ま
め
き
ざ
ま(

１)

あ
て(

３)

か
を
り(

１)

か
を
る(

１)

気
高
し(

２)

き
よ
ら
な
り(

９)

に
ほ
ひ(

１)

な
つ
か
し(

１)

あ
ざ
や
か
な
り(

１)

も
の
あ
ざ
や
か
な
り(

１)

あ
ざ
あ
ざ
と(

１)

す
く
よ
か
な
り(

４)

び
び
し(

１)

ま
め
ま
め
し(

１)

な
よ
な
よ
と(

１)

な
よ
よ
か
な
り(

１)

本
来
の
姿

な
ま
め
か
し(

４)

な
ま
め
く(

７)

な
ま
め
き
ざ
ま(

１)

あ
て(

８)

か
を
り(

３)

か
を
る(

２)

気
高
し(

４)

き
よ
ら
な
り(

９)

そ
び
や
か
な
り(

１)

そ
び
ゆ(

１)

一
貫
し
た
性
質

表
2

男
君
の
生
涯
と
そ
れ
を
特
徴
づ
け
る
と
考
え
ら
れ
る
代
表
的
な
語
彙
の
一
覧



こ
れ
ら
の
表
を
も
と
に
、
人
物
と
語
彙
と
の
関
係
、
物
語
の
進
行
と
の
絡
ま

り
を
考
慮
し
な
が
ら
、
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
は
、
女
君
、
男
君

と
に
分
け
て
、
そ
の
中
で
、
他
の
主
要
人
物
も
触
れ
て
い
く
か
た
ち
を
と
る
。

二

女
君
を
特
徴
づ
け
る
語
彙
か
ら

樋
口
氏
は
、
前
掲
論
文
で
、｢

は
な
ば
な
と｣

を
考
察
し
、
こ
の
物
語
の
主

人
公
は
女
君
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。
作
中
に
お
け
る
女
君
の
描
写
は
最

多
で
、
き
ょ
う
だ
い
が
本
来
の
性
に
戻
る
ま
で
、
女
君
を
中
心
に
展
開
し
て
い

く
と
言
っ
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
物
語
の
展
開
に
呼
応
し
て
、
登

場
人
物
を
形
容
す
る
語
彙
は
変
化
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
使
用
語
彙
そ
の
も
の

の
変
化
、
個
々
の
語
彙
の
使
用
数
の
増
減
な
ど
で
、
も
っ
と
も
顕
著
な
の
は
女

君
で
あ
る
。
女
君
に
つ
い
て

�

女
君
の
男
装
時
代

�

女
君
、
本
来
の
姿
に
戻
っ
て

�

女
君
の
一
貫
し
た
性
質

の
順
序
で
、
よ
り
詳
細
に
考
察
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

語
彙
の
使
用
状
況
の
変
化
か
ら
作
品
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
が
、
使
用
さ
れ
る

語
彙
の
中
に
は
、
い
う
ま
で
も
な
く�

〜�

に
お
い
て
重
複
す
る
も
の
が
存
在

す
る
。
ま
た
、
他
の
人
物
と
重
複
す
る
語
彙
も
あ
る
。
重
複
す
る
語
彙
も
そ
う

で
な
い
も
の
も
含
め
、
女
君
の
人
物
造
型
を
多
角
的
に
認
識
で
き
る
と
考
え
、

右
の
構
成
を
と
っ
た
。

た
だ
し
、
論
の
展
開
上
、
男
君
や
、
そ
の
他
の
人
物
に
つ
い
て
言
及
せ
ね
ば

な
ら
な
い
場
面
が
多
く
な
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
き
た
い
。

(��)

女

東

宮

宇
治
の
若
君

吉
野
の
姉
宮

吉
野
の
中
の
君

四

の

君

宰
相
中
将

人
物

お
ほ
ど
か
な
り(

１)

ら
う
た
さ(

１)

小
さ
し(

１)

あ
て(

２)

い
は
け
な
し(

３)

に
ほ
ひ
や
か
な
り(

１)

な
つ
か
し(
１)

う
つ
く
し(

４)

う
つ
く
し
げ
な
り(

２)

御
う
つ
く
し
さ(

１)

愛
敬
づ
く(

１)

な
ま
め
か
し(

４)

な
ま
め
く(

１)

あ
て(

６)

気
高
し(

４)

愛
敬
づ
く(

４)
は
な
ば
な
と(

１)

な
つ
か
し(

１)

う
つ
く
し(

１)
う
つ
く
し
げ
な
り(

４)

ら
う
た
し(

１)

ら
う
た
げ
な
り(

１)

こ
め
く(

１)

こ
め
か
し(
２)

な
ま
め
か
し(

２)

な
ま
め
く(

２)

か
を
り(

２)
あ
て(
７)

あ
て
は
か
な
り(

１)

ら
う
た
げ
な
り(
８)

ら
う
た
さ(

１)

な
よ
な
よ
と(

２)

こ
め
く(

３)

こ
め
か
し(

３)

た
を
た
を
と(

１)

な
ま
め
く(

５)

な
ま
め
か
し(

３)

あ
て(

２)

す
く
よ
か
な
り(

２)

雄
々
し(

１)

い
は
け
な
し(

１)

ま
め
な
り(

２)

ま
め
や
か
な
り(

１)

ま
め
だ
つ(

２)

各
人
を
特
徴
づ
け
る
代
表
的
な
語
彙

表
3

き
ょ
う
だ
い
を
と
り
ま
く
主
要
人
物
と
各
人
を
特
徴
づ
け
る
代
表
的
な
語
彙
の
一
覧

※
（

）
内
は
合
計



�

女
君
の
男
装
時
代

本
作
品
の
最
大
の
特
徴
は｢

異
装
の
き
ょ
う
だ
い｣

で
あ
り
、
こ
と
に
男
装

の
女
君
が
も
っ
と
も
活
躍
す
る
た
め
、
女
君
の
描
写
は
こ
の
時
期
の
も
の
が
最

多
で
あ
る
。
男
性
と
し
て
社
会
に
出
る
ま
で
の
こ
と
は
、
前
節
で
踏
ま
え
た
と

お
り
で
、
彼
女
の
性
格
や
能
力
に
本
来
は
男
性
に
あ
る
べ
き
資
質
が
見
ら
れ
た

こ
と
が
確
認
で
き
た
。

男
装
時
代
の
女
君
は
、
男
性
と
し
て
官
人
と
し
て
生
活
し
て
い
る
た
め
、

｢

雄
々
し｣

｢

び
び
し｣
な
ど
、
一
般
的
に
男
性
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
の

多
い
語
彙
に
よ
る
表
現
で
描
写
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、｢

す
く
よ
か
な
り｣

｢

ま
め

や
か
な
り｣

｢

の
ど
や
か
な
り｣
な
ど
も
見
出
だ
せ
る
が
、
こ
れ
ら
は
男
性
の

形
容
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
男
装
時
代
の
描
写
に
男
性
的
形
容
が
用
い
ら

れ
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
が
、
女
君
の
場
合
、
独
自
の
意
味
付
け
が
あ
る
。

二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
し
て
ま
ず
考
察
を
進
め
た
い
。

①｢

雄
々
し｣

｢

び
び
し｣

｢

雄
々
し｣

と
い
う
語
は
全
四
例
あ
り
、
女
君
に
三
例
、
宰
相
中
将
に
一
例

で
あ
る
。
最
初
の
用
例
は
宰
相
中
将
に
対
し
て
の
も
の
で
、
五
節
で
の
女
君
と

宰
相
中
将
の
様
子
と
、
彼
の
魅
力
が
描
か
れ
る
。

ア
宰
相
は
い
と
そ
そ
ろ
か
に
を
を
し
く
あ
ざ
や
か
な
る
さ
ま
し
て
、

な
ま
め
か
し
う
よ
し
あ
り
色
め
き
た
る
気
色
、
い
と
を
か
し
う
見
ゆ
。

(
巻
第
一)

宰
相
中
将
は
体
格
、
性
格
な
ど
、
男
性
ら
し
い
男
性
と
し
て
造
型
さ
れ
、

｢

そ
そ
ろ
か
に｣

と
背
が
す
ら
り
と
高
く
、
男
っ
ぽ
く(

を
を
し
く)

、
き
っ
ぱ

り
と
し
て
い
る(

あ
ざ
や
か
な
る)

。
彼
に
対
す
る
形
容
語
彙
が
、
男
性
性
を

表
現
す
る
語
彙
の
一
典
型
で
あ
る
。
宰
相
中
将
は
き
ょ
う
だ
い
の
性
的
な
面
を

照
射
す
る
人
物
で
、
彼
が
配
さ
れ
て
こ
そ
、
き
ょ
う
だ
い
の
異
常
さ
が
理
解
で

き
る
の
で
あ
る
。

女
君
に
対
す
る｢

雄
々
し｣

は
三
例
で
、
最
初
に
女
君
を｢

雄
々
し｣

と
す

る
の
は
四
の
君
で
あ
る
。
宰
相
中
将
と
の
密
通
の
後
、
四
の
君
は
、
夫
で
あ
る

女
君
を
以
下
の
よ
う
に
評
す
る
。

イ
…
い
さ
さ
か
を
を
し
く
荒
々
し
き
け
は
ひ
も
な
く
た
だ
う
ち
語
ら
ひ
て

・
・

過
ぐ
し
つ
る
は
、
つ
ゆ
に
て
も
心
置
く
ふ
し
交
じ
り
て
も
お
ぼ
え
ざ
り

つ
る
を
、

(

巻
第
一)

彼
女
が
夫
を｢｢

雄
々
し｣

く
な
い
人｣

と
感
じ
る
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

イ
で
は
、
女
君
と
四
の
君
の
夫
婦
生
活
が
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も

そ
も
、
二
人
の
結
婚
は｢

た
だ
う
ち
語
ら
ひ
て
過
ぐ
し
つ
る｣

こ
と
で
実
現
し

た
の
だ
が
、
四
の
君
は
宰
相
中
将
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
男
性
と
い
う
も
の
を

知
っ
た
。
夫
を
こ
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
は
自
然
で
は
な
い
か
。

次
の
用
例
は
、
宰
相
中
将
に
よ
っ
て
強
制
的
に
異
装
を
解
か
れ
て
後
の
も

の
。
秘
密
を
知
ら
れ
た
女
君
が
宰
相
中
将
に
身
を
任
せ
き
っ
て
い
る
様
子
は
、

男
装
で
身
を
固
め
た
平
素
の
そ
れ
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ウ
明
く
る
も
知
ら
ず
、
も
ろ
と
も
に
起
き
居
つ
つ
見
る
に
、
近
づ
く
べ
く

も
あ
ら
ず
あ
ざ
や
か
に
も
て
な
し
す
く
よ
か
な
る
こ
そ
雄
々
し
か
り
け・

れ
、
乱
れ
た
ち
て
う
ち
靡
き
解
け
た
る
も
て
な
し
は
、
す
べ
て
た
を
た

・を
と
な
つ
か
し
う
、
あ
は
れ
げ
に
、
心
苦
し
う
ら
う
た
き
さ
ま
ぞ
限

り
な
き
や
。

(

巻
第
二)

｢

雄
々
し｣

と
は
さ
れ
る
も
の
の
、
男
装
の
時
代
を
過
去
形
で
書
か
れ
て
い
る

こ
と
は
注
目
し
た
い
。
宰
相
中
将
に
と
っ
て
、
す
で
に
男
姿
の
女
君
は
過
去
の

も
の
で
あ
る
。
目
の
前
の
女
君
を
見
て
、
普
段
の
様
子
、
つ
ま
り
男
装
の
姿
を

思
い
起
こ
し
て｢

雄
々
し｣

と
な
る
の
で
あ
る
。

女
君
が｢

雄
々
し｣

と
さ
れ
る
最
後
の
用
例
は
、
き
ょ
う
だ
い
の
惜
別
の
場

(��)



面
で
、
次
は
男
君
の
視
点
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
男
君
は
相
対
し
て
い
る
女
君

を
見
て
、
普
段
、
威
儀
を
正
し
て
い
た
女
君
を｢

雄
々
し｣

と
思
う
の
で
あ

る
。エ

…
大
将
の
は
な
ば
な
と
に
ほ
ひ
限
り
な
き
容
貌
の
、
い
た
く
面
痩

せ
た
る
し
も
い
と
ど
う
つ
く
し
う
ら
う
た
げ
な
る
に
、
お
ほ
や
け
し

く
も
て
す
く
よ
け
た
る
ほ
ど
こ
そ
雄
々
し
く
も
見
え
け
れ
、
か
や
う
に

・
・

思
ひ
し
め
り
屈
じ
た
ま
へ
る
は
た
を
た
を
と
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
く

見
ゆ
る
を
、
…
(

巻
第
三)

こ
こ
で
も｢

雄
々
し｣
と
い
う
印
象
は
過
去
の
も
の
で
、
女
君
の
持
つ
女
性
美

と
も
い
う
べ
き｢

ら
う
た
げ
な
る｣

｢

た
を
た
を
と｣

な
ど
の
ほ
う
に
筆
が
割

か
れ
て
い
る
。
女
君
と｢

雄
々
し｣
と
い
う
言
葉
は
、
基
本
的
に
結
び
つ
か
な

い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
を
凌
ぐ
女
性
的
な
要
素
が
際
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

｢

雄
々
し｣

と
い
う
語
で
も
、
宰
相
中
将
に
あ
っ
て
は
魅
力
だ
が
、
女
君
に

あ
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
さ
ら
に
物
語
の
展
開
に
よ
っ
て
女
君
が
女
性
化
し

て
い
く
に
つ
れ
、
用
例
エ
の
よ
う
に
、
女
性
的
な
資
質
が
表
面
化
す
る
の
で
あ

る
。｢

び
び
し｣

と
い
う
語
は
、
物
語
の
後
半
に
な
っ
て
使
わ
れ
る
語
彙
で
、
女

君
に
三
例
、
男
君
に
一
例
見
ら
れ
る
。
父
左
大
臣
に
よ
る
視
点
の
も
の
が
二
例

で
あ
る
。

女
君
を
最
初
に｢

び
び
し｣

と
す
る
の
は
、
失
踪
し
た
彼
女
の
探
索
か
ら
帰

京
し
た
男
君
と
対
面
す
る
場
面
で
あ
る
。
父
左
大
臣
は
、
男
君
は
、
女
君
の
よ

う
な
華
や
か
な
性
質
を
持
た
な
い
た
め
、
男
姿
と
な
っ
て
も
見
劣
り
す
る
だ
ろ

う
と
懸
念
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で｢

大
将｣

と
さ
れ
る
の
は
、
女
君
で
あ

る
。オ

…
幼
か
り
し
と
き
よ
り
交
じ
ら
ひ
つ
き
た
ま
ひ
に
し
大
将
こ
そ
び
び
し

か
り
し
か
、
あ
え
か
に
人
に
も
見
え
ず
籠
り
た
ま
ひ
て
し
人
と
は
思
ふ

・
・

に
、
か
た
く
な
し
く
お
は
す
ら
ん
と
、
…

(

巻
第
三)

こ
こ
で
も
、
女
君
を
あ
く
ま
で
過
去
形
で
形
容
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
て

お
き
た
い
。

女
君
が｢

び
び
し｣

と
さ
れ
る
の
は
今
尚
侍
と
な
り
、
帝
と
契
る
場
面
で
あ

る
。カ

男
の
御
様
に
て
び
び
し
く
も
て
す
く
よ
け
た
り
し
だ
に
、
中
納
言
に
取

・

り
籠
め
ら
れ
て
は
え
逃
れ
や
り
た
ま
は
ざ
り
し
を
、
ま
し
て
世
の
常
の

女
び
、
情
な
く
は
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
と
思
す
に
は
、
…

(

巻
第
四)

男
装
の
時
分
に
さ
え
宰
相
中
将
の
腕
力
に
負
け
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
ま
し

て
女
姿
と
な
っ
て
男
女
の
情
を
解
さ
ぬ
よ
う
に
は
思
わ
れ
た
く
な
い
と
考
え

て
、
と
あ
る
。｢

中
納
言｣

と
は
宰
相
中
将
を
指
す
。

こ
こ
で
、
男
君
に
対
し
て
の｢

び
び
し｣

も
見
て
お
き
た
い
。
男
君
が｢

び

び
し｣

と
さ
れ
る
の
は
、
き
ょ
う
だ
い
の｢

と
り
か
へ｣

が
実
現
し
、
も
と
の

男
性
と
し
て
帰
京
し
、
き
ょ
う
だ
い
が
父
左
大
臣
に
対
面
す
る
と
き
で
あ
る
。

キ
い
み
じ
く
う
つ
く
し
げ
に

な
つ
か
し
う

は
な
や
か
な
る
女
の
、

髪
は
つ
や
つ
や
ゆ
ら
ゆ
ら
と
か
か
り
て
い
と
い
み
じ
く
め
で
た
く
て
、

な
よ
よ
か
な
る
さ
ま
に
て
居
た
ま
へ
る
も
夢
の
や
う
に
、
え
も
言
は
ず

き
よ
ら
な
る
男
に
て
あ
り
つ
き
、
び
び
し
く
て
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
も
現

と
も
お
ぼ
え
ず
、
…

(

巻
第
三)

女
君
の
用
例
で
は
過
去
形
で
あ
っ
た
も
の
が
男
君
に
お
い
て
は
現
実
的
な
も

の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
書
き
分
け
方
が
な
さ
れ
る
の
も
、
異
装
を
超
え
た
二

人
の
本
来
の
性
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

｢
雄
々
し｣

｢

び
び
し｣

と
も
、
女
君
に
お
い
て
は
現
実
的
な
魅
力
と
は
な

り
え
な
い
。
男
の
格
好
を
し
て
い
る
女
君
と
相
対
し
て
、｢

雄
々
し｣

｢

び
び
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し｣

と
感
じ
る
人
は
な
い
。
本
物
の
男
性
に
触
れ
た
う
え
で
男
装
の
頃
の
女
君

の
印
象
を
語
る
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
男
君
に
は
現
実
的
な
美
点

と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
語
は
、
本
来
は
男
性
を
形
容
す
る
傾
向
を
有
す
る
語
だ
が
、
こ

の
作
品
で
は
、
き
ょ
う
だ
い
を
書
き
分
け
る
語
で
あ
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
女
君
に
と
っ
て
は
、
男
性
と
し
て
何
不
足
な
い
よ
う
に
見
え
る
中
で
、
数

少
な
い
不
足
要
素
と
し
て
、
男
君
に
は
、
美
質
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
衣

装
や
ふ
る
ま
い
で
補
い
き
れ
な
い
資
質
、
二
人
の
性
差
が
描
か
れ
て
い
る
。

②｢

す
く
よ
か
な
り｣

｢
ま
め
や
か
な
り｣

｢

の
ど
や
か
な
り｣

こ
れ
ら
の
語
に
も
、
独
自
の
意
味
付
与
の
あ
と
が
見
出
さ
れ
る
。

｢

す
く
よ
か
な
り｣

は
十
七
例
用
い
ら
れ
、
女
君
に
関
す
る
も
の
が
十
例
、

男
君
に
四
例
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
官
人
と
し
て
男
社
会
に
身
を
置
い
て
い
る

た
め
、
女
君
に
お
け
る｢

す
く
よ
か
な
り｣
は
、
常
に
男
性
と
の
関
わ
り
の
中

で
用
い
ら
れ
る
。
女
君
が
男
と
し
て
男
性
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い
る
か

が
理
解
で
き
る
か
と
思
う
。

女
君
の
平
素
の
様
子
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
女
君
は
、
男
性
が
も
つ
好
色

心
を
持
た
ず
、
人
を
遠
ざ
け
が
ち
な
性
格
で
あ
る
と
。
そ
の
理
由
は
、
宰
相
中

将
に
は
思
い
至
ら
な
い
。
普
段
か
ら
沈
み
が
ち
な
女
君
を
い
ぶ
か
し
む
宰
相
中

将
に
対
し
て
、
そ
っ
け
な
く
ふ
る
ま
う
の
が
、
男
装
の
女
君
の
常
で
あ
る
。

ク
う
ち
出
づ
る
ご
と
に
は
、
人
の
御
身
の
世
づ
か
ざ
り
け
る
こ
と
の
み
知

ら
る
る
に
、
胸
う
ち
つ
ぶ
る
れ
ば
、
い
た
く
も
あ
ひ
し
ら
は
ず
、
言
少

な
な
る
ほ
ど
に
心
恥
づ
か
し
う
の
み
も
て
な
し
た
る
を
、
妬
く
恨
め
し

と
涙
を
も
つ
つ
ま
ず
思
ひ
焦
ら
れ
た
る
気
色
の
心
苦
し
さ
を
見
る
ご
と

に
も
、(

中
略)

た
だ
情
け
な
く
も
て
す
く
よ
か
な
る
さ
ま
に
て
ぞ
た
ち

別
れ
け
る
。

(

巻
第
一)

男
君(

尚
侍)

へ
の
思
い
を
果
た
せ
ず
に
涙
な
が
ら
に
愚
痴
を
言
う
宰
相
中
将

に
対
し
て
、
言
葉
少
な
に
、
そ
っ
け
な
く(｢

す
く
よ
か｣)

に
応
対
す
る
。
そ

れ
は
、
巻
二
に
な
っ
て
、
女
君
が
宰
相
中
将
に
契
ら
れ
、
宰
相
中
将
は
女
君
に

執
着
す
る
が
、
秘
密
を
知
ら
れ
た
女
君
は
関
係
に
悩
み
、
宰
相
中
将
を
避
け
る

時
に
も
使
用
さ
れ
、｢

す
く
よ
か
に
言
ひ
出
で
た
り｣

と
、
対
面
を
断
っ
て
い

る
。も

と
も
と
人
を
遠
ざ
け
る
傾
向
の
あ
っ
た
女
君
だ
が
、
宰
相
中
将
と
の
一
件

で
、
男
性
に
嫌
気
が
さ
し
、
帝
に
対
し
て
も
慇
懃
に
ふ
る
ま
っ
て
、
尚
侍(

男

君)

に
は
一
般
的
な
結
婚
の
意
志
が
な
い
旨
を
奏
上
す
る
。
そ
の
と
き
も
、

ケ
気
近
く
馴
ら
し
て
は
宰
相
に
懲
り
に
た
れ
ば
、
ま
め
や
か
に
か
し
こ
ま

り
て
、
い
か
に
も
世
の
常
の
有
様
を
思
ひ
離
れ
た
る
さ
ま
を
す
く
よ
か

に
奏
し
て
さ
ぶ
ら
ふ
が
、
…

(

巻
第
二)

以
上
の
よ
う
に
、
男
姿
で｢

す
く
よ
か
な
り｣

と
さ
れ
る
と
き
、
女
君
の
態

度
は
毅
然
と
し
た
、
他
人
を
近
づ
け
な
い
よ
う
な
も
の
と
さ
れ
る
。
秘
密
を
知

る
人
が
あ
っ
て
は
、
ま
す
ま
す
頑
な
に
な
る
。
男
装
の
頃
の
女
君
は
、
並
ぶ
も

の
の
な
い
君
達
だ
が
、
男
性
に
警
戒
を
解
く
こ
と
が
な
く
、｢

世
づ
か
ぬ｣

と

い
う
苦
悩
の
た
め
に
憂
悶
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。
男
性
に
対
す
る
警
戒
心
と
、

秘
密
を
持
つ
身
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が｢

す
く
よ
か
な
り｣

に
よ
っ
て
表
現
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
。｢

す
く
よ
か
な
り｣

は
主
に
男
装
の
頃
に
見
ら
れ
る
が
、

本
来
の
姿
を
獲
得
し
て
後
、
過
去
の
印
象
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
前
項

の｢

雄
々
し｣

｢

び
び
し｣

と
も
共
通
す
る
。

互
い
に
異
装
を
解
い
て
か
ら
の
き
ょ
う
だ
い
の
対
面
で
、
女
姿
と
な
っ
た
女

君
は
、
宰
相
中
将
と
の
不
本
意
な
関
係
を
男
君
に
打
ち
明
け
、
父
左
大
臣
に
は

知
ら
れ
た
く
な
い
と
語
る
。
か
つ
て
の
よ
う
な
毅
然
と
し
た
様
子
は
な
い
。

コ
｢

殿
に
、
か
く
て
こ
そ
あ
り
け
れ
と
聞
こ
し
め
さ
れ
じ
。
た
だ
世
づ
か
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ざ
り
け
る
身
を
も
て
わ
づ
ら
ひ
た
り
け
る
さ
ま
を｣

と
、
う
ち
恥
ぢ
ら

ひ
た
ま
へ
る
も
、
年
ご
ろ
い
と
す
く
よ
か
な
り
し
人
の
御
も
て
な
し
と

・

も
見
え
ず
。

(

巻
第
三)

こ
こ
で
頭
注
を
参
照
し
た
い
。｢

恥
ぢ
ら
ひ｣

は
か
つ
て
の
男
君
の
特
性
で

あ
る
。
右
の
男
君
と
同
様
に
、
宰
相
中
将
も
男
装
時
代
の
女
君
に
は
、｢

す
く

よ
か
に
お
し
放
ち
て
見
る
め
で
た
さ｣

(

二
七
三
㌻)

と
い
う
魅
力
に
あ
ふ
れ

て
い
た
と
、
女
性
に
も
ど
っ
た
女
君
の
魅
力
と
の
違
い
を
見
て
い
た
。
同
じ
語

で
、
異
装
の
時
と
も
と
の
性
に
も
ど
っ
た
時
の
差
異
が
鮮
や
か
に
描
か
れ
る
。

さ
て
、
き
ょ
う
だ
い
の
と
り
か
へ
が
行
わ
れ
、
女
君
は
男
性
と
な
っ
て
自
分

の
代
わ
り
に
生
き
る
男
君
に
い
ろ
い
ろ
と
教
え
こ
む
。
二
人
の
琴
笛
が
か
な
で

る
音
色
も
、
筆
跡
な
ど
も
、
全
く
遜
色
な
く
、
さ
ら
に
、
異
装
の
頃
、
男
君
は

女
の
、
女
君
は
男
の
口
調
を
真
似
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
、
元
に
戻
る

の
に
支
障
は
な
か
っ
た
の
だ
と
語
り
手
は
言
う(｢

御
声
け
は
ひ
な
ん
、
も
と

こ
れ
は
男
の
女
ま
ね
び
た
ま
ひ
し
な
れ
ば
、
女
の
す
く
よ
か
に
使
ひ
馴
ら
し
た

ま
へ
り
し
な
れ
ば
、
も
と
よ
く
通
へ
る
御
け
は
ひ
い
づ
く
か
は
違
は
ん｣)

。

こ
う
し
て
、異
装
の
頃
の
女
君
に
見
え
た｢

す
く
よ
か
な
り｣

は
、異
装
解
除

後
、次
の
よ
う
に
男
君
へ
と
移
行
し
、物
語
の
主
体
も
徐
々
に
男
君
へ
と
移
る
。

サ
御
前
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
と
ば
か
り
御
覧
ず
れ
ば
、
久
し
か
り
つ
る

月
ご
ろ
の
ほ
ど
に
い
と
ど
こ
よ
な
く
な
り
ま
さ
り
に
け
る
心
地
し
て
、

か
を
り
あ
て
な
る
と
こ
ろ
さ
へ
添
ひ
に
け
り
。
あ
は
れ
、
か
か
る
人

の
や
が
て
様
を
変
へ
て
ま
し
よ
、
い
み
じ
き
世
の
憂
へ
に
こ
そ
あ
ら
め
、

と
う
ち
ま
も
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
涙
を
さ
へ
落
と
さ
せ
た
ま
ひ
け
り
。

雲
の
上
も
闇
に
く
れ
た
る
心
地
し
て
光
も
見
え
ず
た
ど
り
あ
ひ
つ
る

と
の
た
ま
は
す
。
う
ち
か
し
こ
ま
り
て
、

月
の
す
む
雲
の
上
の
み
恋
し
く
て
谷
に
は
影
も
隠
し
や
ら
れ
ず

と
奏
し
た
ま
へ
る
さ
ま
、
さ
は
言
へ
ど
、
い
と
す
く
よ
か
に
、
も
の
あ

ざ
や
か
な
る
と
こ
ろ
さ
へ
添
ひ
に
け
り
と
、
目
も
あ
や
に
御
覧
ぜ
ら
る
。

(

巻
第
三)

今
大
将
と
な
っ
て
参
内
し
た
男
君
を
見
て
、
サ
の
よ
う
に
、
帝
は
、
大
将
の
様

子
に｢

か
を
り｣

｢

あ
て
な
る｣

が
加
わ
り
、
さ
ら
に
凛
々
し
さ
が
備
わ
っ
た

と
感
じ
る
。
女
君
は
、
態
度
や
ふ
る
ま
い
が｢

す
く
よ
か
な
り｣

と
さ
れ
た

が
、
男
君
は
、
人
柄
や
性
質
が｢

す
く
よ
か
な
り｣

と
さ
れ
る
。

さ
て
、
男
君
が
女
君
と
入
れ
替
わ
っ
て
帰
京
し
て
か
ら
、
宰
相
中
将
は
男
君

｢

大
将｣

に
接
触
し
よ
う
と
し
た
。

シ
内
裏
な
ど
へ
も
、
大
将
か
な
ら
ず
参
り
た
ま
ふ
ら
ん
と
お
ぼ
ゆ
る
日
は

我
も
参
り
つ
つ
、
さ
り
げ
な
く
て
目
を
つ
け
き
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、
か

れ
も
さ
す
が
に
見
合
は
せ
た
ま
へ
ば
、
う
ち
ま
め
だ
ち
つ
つ
い
と
す
く

よ
か
に
も
て
な
し
て
、
お
の
づ
か
ら
馴
ら
さ
る
べ
く
も
な
き
ぞ
い
み
じ

う
心
や
ま
し
か
り
け
る
。

(

巻
第
四)

男
君
が
宰
相
中
将
を
避
け
る
と
き
に
は
、｢

す
く
よ
か
に｣

そ
っ
け
な
く
ふ
る

ま
う
こ
と
で
、
宰
相
中
将
に
付
け
入
る
余
地
を
与
え
な
い
。

｢

す
く
よ
か
な
り｣

と
い
う
語
は
、
男
君
と
女
君
と
も
に
対
男
性
に
用
い
ら

れ
る
が
、
女
君
の｢

す
く
よ
か
な
り｣

に
は
、
必
要
以
上
に
不
特
定
に
男
性
を

遠
ざ
け
る
向
き
が
あ
っ
た
。
男
社
会
に
身
を
置
い
て
い
た
女
君
は
、
人
を
突
き

放
す
こ
と
で
防
衛
し
て
い
た
。
一
方
、
男
君
に
お
い
て
は
長
所
、
美
点
と
し
て

用
い
ら
れ
、
男
君
が
避
け
る
の
は
、
女
君
の
秘
密
を
知
る
宰
相
中
将
の
み
で
、

微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
表
現
と
な
る
。

男
装
時
代
の
女
君
の
態
度
を
表
現
し
た
も
の
に
、
男
性
的
な
語
が
多
い
こ
と

は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。
女
君
自
身
の
意
識
が
常
に
女
性
で
あ
っ
た
と
、
作

中
、
何
度
も
書
か
れ
て
い
る
。
本
来
男
性
を
表
す｢

ま
め
や
か
な
り｣

や
、
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｢

の
ど
や
か
な
り｣

の
二
つ
に
も
、
実
は
女
性
性
の
表
わ
れ
と
感
じ
ら
れ
る
。

男
性
の
外
見
と
女
性
の
意
識
と
い
う
分
裂
を
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の

で
、
さ
ら
に
吟
味
し
た
い
。

｢
ま
め｣

を
語
幹
と
す
る
語
は
、
本
来
は
男
性
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
傾
向

が
あ
り
、
真
面
目
さ
、
身
持
ち
の
堅
さ
を
強
調
す
る
。
私
が
言
及
し
た
い
の
は

｢

ま
め
や
か
な
り｣
で
あ
る
。｢

ま
め
ま
め
し｣

は
男
君
に
の
み
、｢

ま
め
だ
つ｣

は
宰
相
中
将
に
の
み
用
い
ら
れ
る
が
、｢

ま
め
や
か
な
り｣

は
女
君
に
最
も
多

く
、
全
九
例
の
う
ち
、
八
例
が
女
君
に
、
一
例
が
宰
相
中
将
に
使
用
さ
れ
る
。

出
仕
し
た
当
初
の
女
君
は
、
我
が
身
の
異
常
を
思
い
知
り
な
が
ら
も
、
身
を

隠
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
女
君
は
我
が
身
を｢

よ
か
ら
ぬ
身｣

｢

世
づ
か
ぬ｣

と
も
意
識
し
、
無
論
一
般
男
性
の
よ
う
に
女
性
に
関
心
を
示
す
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
を
、｢

い
と
ま
め
や
か
に
も
て
を
さ
め
た
る
を
、
さ
う
ざ
う
し
く
口
惜
し

と
思
ふ
人
多
か
り｣

(

巻
第
一)

と
、｢
ま
め
や
か
に｣

と
表
現
し
、
女
性
た
ち

は
寂
し
く
残
念
に
思
う
。

宰
相
中
将
が
四
の
君
に
密
通
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
垣
間
見
の
と
き
に
、

宰
相
中
将
は
、

ス
ゆ
き
か
か
づ
ら
ふ
所
も
な
く
い
と
あ
ま
り
世
づ
か
ぬ
ま
で
ま
め
や
か
な

る
を
、
何
事
の
心
尽
く
し
な
る
に
か
、
と
聞
く
に
、
い
よ
い
よ
過
ぐ
し

が
た
く
な
り
ま
さ
り
て
、
押
し
開
け
て
、
つ
つ
ま
ず
歩
み
入
り
た
ま
ふ

を
、

(
巻
第
一)

夫
た
る
女
君
に
対
し
て｢

ま
め
や
か
な
り｣

と
、
ほ
か
に
通
う
女
も
な
く
常
識

は
ず
れ
に
真
面
目
な
人
柄
と
思
う
。

さ
て
、
密
通
の
末
、
四
の
君
は
懐
妊
す
る
が
、
真
相
を
知
ら
な
い
父
右
大
臣

は
狂
喜
す
る
。
女
君
が
他
の
女
性
に
目
も
や
ら
ず
、
四
の
君
一
筋
な
の
を
、

｢

ま
め
や
か
な
る
さ
ま
の
、
あ
り
が
た
く
、
世
の
例
に
も
引
き
出
で
つ
べ
き
ぞ

か
し｣
(

巻
第
一)

と
思
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、
ケ
の
用
例
に
も｢

ま
め
や
か
に｣

が
見
ら
れ
た
。
女
性
関
係
で
は
な

く
、
帝
と
の
謁
見
に
お
い
て
で
あ
る
。
宰
相
中
将
と
の
関
係
で
苦
悩
す
る
女
君

は
、
女
性
だ
け
で
な
く
、
男
性
に
対
し
て
も
身
構
え
て
い
る
。｢

ま
め
や
か
な

り｣

と
さ
れ
る
と
き
、
真
面
目
さ
と
同
時
に
、
多
く
女
性
を
近
づ
け
な
い
様
子

が
書
か
れ
る
。
女
君
は
、
男
性
と
し
て
の
行
動
と
意
識
と
の
間
に
乖
離
が
あ

る
。
男
装
の
頃
の
女
君
に
と
っ
て
、
最
優
先
事
項
は
、
我
が
身
の
秘
密
を
守
る

こ
と
で
あ
り
、
身
持
ち
が
堅
い
と
か
生
真
面
目
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
他
者
の

介
入
を
許
さ
な
い
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

｢

の
ど
や
か
な
り｣

が
人
物
の
形
容
に
使
わ
れ
る
も
の
は
七
例
あ
り
、
六
例

が
女
君
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
五
例
が
男
装
時
代
に
、
女
性
と
の
関
係
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
前
項
の｢

ま
め
や
か
な
り｣

も
主
に
対
女
性
で
、
女
性
に
無
関

心
で
あ
る
と
い
う
姿
勢
が
描
か
れ
て
い
た
。｢

の
ど
や
か
な
り｣

は
実
際
に
女

性
と
接
近
し
た
場
面
で
見
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

女
君
は
、
麗
景
殿
の
女
と
親
し
く
歌
を
交
わ
す
も
の
の
、｢

の
ど
や
か
に
立

ち
た
ま
へ
る｣

(

巻
第
一)

と
実
事
に
至
ら
ず
に
立
ち
去
る
。
麗
景
殿
の
女
は

女
君
の
魅
力
に
感
じ
入
る
が
、
そ
の
態
度
を
図
り
か
ね
、
腑
に
落
ち
な
い
思
い

を
抱
く
の
で
あ
る
。

四
の
君
は
宰
相
中
将
と
の
密
通
後
、
徐
々
に
宰
相
中
将
に
な
び
い
て
い
く
。

女
君
と
四
の
君
と
の
結
婚
生
活
は
中
身
の
な
い
も
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
結
婚

を
実
現
さ
せ
ら
れ
る
相
手
と
し
て
、
四
の
君
は
女
君
と
娶
わ
せ
ら
れ
た
。
四
の

君
は
女
君
の
態
度
は
立
派
だ
と
思
う
が
、
体
裁
を
繕
う
た
め
に
過
ぎ
な
い
と
、

無
意
識
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
宰
相
中
将
を
知
り
、
次
の
よ
う

に
、
彼
の
態
度
こ
そ
愛
情
が
深
い
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ

る
。
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セ
中
納
言
の
、
い
と
め
で
た
く
す
ぐ
れ
な
が
ら
、
よ
そ
よ
そ
に
て
人
目
ば

か
り
情
け
あ
る
さ
ま
に
の
ど
や
か
に
さ
ま
よ
き
目
移
し
に
は
、
か
う
い

と
い
み
じ
く
死
ぬ
ば
か
り
思
ひ
焦
ら
る
る
人
を
心
ざ
し
あ
る
に
こ
そ
と

思
ひ
な
が
ら
、
…

(

巻
第
一)

四
の
君
の
懐
妊
は
、
女
君
に
は
裏
切
り
と
し
か
映
ら
ず
、
厭
世
観
を
強
め
、

女
君
は
吉
野
の
宮
を
訪
れ
た
。
そ
の
折
に
、
宮
の
娘
た
ち
と
親
し
く
な
り
、
姉

宮
の
も
と
に
し
の
び
込
む
。
そ
の
時
も｢

い
と
の
ど
や
か
に
な
つ
か
し
う
こ

し
ら
へ
慰
む
れ
ど｣

(
巻
第
一)

と
あ
り
、
添
い
寝
す
る
だ
け
の
と
こ
ろ
が
、

｢

の
ど
や
か
に｣

と
記
さ
れ
る
。

吉
野
か
ら
帰
京
し
た
女
君
は
右
大
臣
邸
を
訪
れ
、
妻
四
の
君
と
対
面
す
る

が
、
お
互
い
に
気
ま
ず
い
思
い
を
す
る
。
娘
夫
婦
の
様
子
を
う
か
が
う
右
大
臣

は
、
女
君
を
高
く
評
価
し
な
が
ら
も
、
不
信
感
が
拭
え
な
い
。

ソ
姫
君
を
も
、｢

な
ど
か
く
て
は
臥
し
た
ま
へ
る｣

と
せ
め
て
起
こ
し
据
ゑ

て
、
よ
ろ
づ
に
つ
く
ろ
ひ
据
ゑ
た
ま
ふ
も
か
た
は
ら
い
た
く
苦
し
き
に
、

入
り
た
ま
ふ
音
す
れ
ば
、
も
の
の
後
ろ
に
立
ち
隠
れ
て
の
ぞ
き
た
ま
へ

ば
、
日
ご
ろ
の
ほ
ど
に
容
貌
は
い
ま
す
こ
し
に
ほ
ひ
ま
さ
り
に
け
る

心
地
し
て
、
は
な
ば
な
と

愛
敬
は
あ
た
り
に
も
こ
ぼ
る
る
や
う
に

て
、
い
と
の
ど
や
か
に
つ
い
居
て
、

(

巻
第
一)

｢

の
ど
や
か
な
り｣

と
さ
れ
る
と
き
、
端
的
に
言
え
ば
実
事
が
な
い
の
で
あ

る
。
女
性
と
の
交
流
に
お
い
て
、
女
君
の
態
度
も
ふ
る
ま
い
も
、
男
性
の
そ
れ

に
違
い
な
い
の
だ
が
、
最
後
の
一
歩
手
前
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
い
た
し
か
た

な
い
こ
と
な
の
だ
が
、
相
手
の
女
性
は
、
自
分
の
男
性
に
対
す
る
認
識
と
、
女

君
の
行
動
に
違
和
感
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

四
の
君
は
、
非
常
に
子
供
っ
ぽ
い
性
格
か
ら
、
そ
ん
な
女
君
の
妻
に
ふ
さ
わ

し
い
と
言
わ
れ
結
婚
し
た
。
し
か
し
、
宰
相
中
将
を
知
っ
た
四
の
君
は
、
夫
と

し
て
の
女
君
の
態
度
を｢

よ
そ
よ
そ
に
て
人
目
ば
か
り
情
け
あ
る
さ
ま｣

と
す

る(

用
例
セ)

。
女
君
の
態
度
が
表
面
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
一
番
、

直
感
的
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
は
四
の
君
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
お
そ
ら
く
、

女
と
し
て
愛
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
感
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
四
の
君
が
、
宰
相

中
将
の
態
度
に
動
か
さ
れ
た
の
は
、
自
然
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
の
言

葉
を
見
て
み
る
と
、
単
に｢

男｣

と
し
て
の
女
君
に
と
ど
ま
ら
ず
、｢

夫｣

と

し
て
の
在
り
か
た
が
見
え
て
く
る
。
女
君
と
四
の
君
の
夫
婦
生
活
が
い
か
に
不

幸
な
も
の
で
あ
る
か
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。｢

夫｣

と
し
て
の

女
君
の
、
男
装
時
代
の
一
側
面
で
あ
る
。

｢

す
く
よ
か
な
り｣

｢

ま
め
や
か
な
り｣

｢

の
ど
や
か
な
り｣

に
つ
い
て
、
そ

の
表
現
傾
向
を
見
て
き
た
。
こ
れ
ら
に
は
、
女
君
の
男
性
観
と
そ
の
行
動
と
、

世
間
一
般
の
男
性
観
と
の
ず
れ
が
垣
間
見
え
る
思
い
が
す
る
。
こ
の
物
語
独
自

の
意
味
付
け
と
は
、
こ
こ
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。
女
君
の
場
合
は
、
中
身
を
伴

わ
な
い
、
外
面
的
な
も
の
で
、
男
君
を
は
じ
め
、
他
の
男
性
の
場
合
に
は
内
面

か
ら
感
じ
ら
れ
る
資
質
と
し
て
、
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。

四
の
君
の
懐
妊
に
直
面
し
て
、
夫
と
し
て
の
自
分
と
、
世
間
的
な
男
女
の
こ

と
と
の
隔
た
り
を
実
感
し
、
女
君
自
身
は
、｢

大
方
の
世
の
お
ぼ
え
は
塵
つ
く

べ
う
も
あ
ら
ぬ
身
を
、
世
に
と
り
て
は
痴
れ
が
ま
し
う
見
思
ふ
人
あ
ら
ん
、
い

み
じ
き
こ
と
な
り
か
し｣

と
思
い
、
結
婚
を
悔
や
む
。
そ
し
て
、
自
分
の
結
婚

生
活
を
不
審
に
思
う
男
性
の
存
在
を
意
識
し
、
出
離
を
思
う
よ
う
に
な
る
。
ま

た
、
四
の
君
に
対
し
て
は
、

タ

｢

…
世
づ
か
ぬ
身
の
有
様
を
い
か
に
思
し
な
る
ぞ
な
ど
、
い
と
ほ
し
う

こ
そ
嘆
か
れ
は
べ
る
に
、
心
も
知
ら
ず
、
殿
の
ひ
と
へ
に
思
し
咎
め
さ

せ
た
ま
は
ん
こ
そ
い
と
苦
し
け
れ
。
い
か
が
お
は
し
果
て
た
ま
ふ
べ
き
。

い
さ
や
、
こ
れ
よ
り
過
ぎ
た
る
ら
ん
心
ざ
し
の
行
方
も
知
り
は
べ
ら
ざ

(��)



り
け
り
や
。
人
に
は
た
だ
分
く
る
方
な
く
御
あ
た
り
離
れ
ぬ
ば
か
り
を

類
な
き
こ
と
に
思
ひ
は
べ
り
け
る
痴
れ
痴
れ
し
さ
も
、
み
づ
か
ら
こ
そ

く
や
し
く
も
恥
づ
か
し
く
も
か
へ
す
が
へ
す
思
ひ
た
ま
へ
ら
る
れ｣

と
、

い
と
の
ど
や
か
に
い
み
じ
う
恥
づ
か
し
げ
に
て
、
忍
び
が
た
き
ふ
し
ぶ

し
ば
か
り
を
う
ち
ほ
の
め
か
し
て
、

(

巻
第
一)

と
告
げ
る
。
あ
く
ま
で
も
夫
と
し
て
男
性
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。

以
上
、｢

男
性
的｣
と
分
類
さ
れ
る
語
が
、
男
女
両
者
に
つ
か
わ
れ
る
こ
と

で
、
そ
の
差
が
見
え
て
く
る
。
女
君
が
、
ど
ん
な
に｢

男
性
ら
し
く｣

ふ
る

ま
っ
て
も
、
相
手
の
女
性
は
満
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
慎
重
す
ぎ
る
態
度
を
訝

し
む
。
女
君
を
こ
の
上
な
い
人
柄
の
人
と
思
い
な
が
ら
も
、
男
性
的
魅
力
に
欠

け
る
と
感
じ
る
の
だ
ろ
う
。
女
君
に
男
性
と
し
て
の
限
界
が
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
体
格
が
男
性
の
割
に
小
柄
で
あ
る
と
い
う
描
写
も
あ
り
、
才
能

や
人
格
で
は
補
い
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

な
語
彙
か
ら
表
面
化
す
る
。
そ
れ
は
、
肉
体
的
か
つ
性
的
な
面
に
見
ら
れ
る
。

女
君
が
元
服
し
出
仕
し
た
の
は
、
そ
の｢

男
性
的｣
性
格
や
才
覚
に
よ
る
も
の

で
、
女
君
ひ
と
り
で
で
き
る
こ
と
は
、
そ
の｢

男
性
性｣
が
大
き
な
役
割
を
果

し
た
。
し
か
し
、
女
君
が
対
人
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
時
、
肉
体
的
な
問
題

は
、
ど
う
し
て
も
解
決
で
き
な
い
。
男
装
時
代
の
人
間
関
係
に
お
い
て
、
宰
相

中
将
と
四
の
君
が
、
こ
と
さ
ら
比
重
を
置
か
れ
る
の
も
、
こ
の
二
人
こ
そ
、
肉

体
的
な
面
だ
け
で
な
く
性
格
や
魅
力
も｢

一
般
的｣

な
男
女
で
あ
り
、
女
君
を

反
射
す
る
人
た
ち
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
人
た
ち
の
視
点
が

多
く
書
か
れ
、
女
君
は
立
体
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

�

女
君
、
本
来
の
姿
に
戻
っ
て

女
君
が
本
来
の
姿
を
獲
得
し
て
か
ら
は
、｢

た
を
た
を
と｣

｢

な
よ
な
よ
と｣

｢

な
よ
よ
か
な
り｣

｢

ら
う
た
し｣

｢

ら
う
た
げ
な
り｣

な
ど
、
一
般
的
な
女
性

の
属
性
と
な
る
表
現
が
頻
出
し
、
男
性
的
な
も
の
の
内
側
に
あ
る
女
性
的
性
質

と
い
う
書
か
れ
か
た
は
減
る
。
い
わ
ゆ
る
男
性
的
表
現
は
過
去
の
も
の
と
し
て

語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
実
際
に
、
宰
相
中
将
や
男
君
な
ど
気
の
置
け
な
い
関

係
の
、
秘
密
を
共
有
す
る
人
の
視
点
か
ら
は
、
男
装
で
あ
っ
て
も
女
性
的
資
質

が
感
じ
取
ら
れ
る
と
い
っ
た
描
写
が
多
い
。
女
君
自
身
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う

ち
に
、
男
ぶ
る
こ
と
を
や
め
、
心
情
が
ふ
る
ま
い
に
も
表
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
男
装
か
ら
女
姿
へ
と
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
見
て
い
こ
う
。

次
の
チ
は
、
宰
相
中
将
と
思
い
あ
っ
て
い
た
こ
ろ
の
様
子
で
、
視
点
は
宰
相

中
将
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
の
性
質
で
あ
る
網
掛
け
の
表
現
に
加
え
て
、

波
線
の
よ
う
に
、
女
性
ら
し
い
美
質
が
言
葉
を
重
ね
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
す

で
に
記
し
た
ウ
を
別
の
角
度
か
ら
見
て
い
く
。

チ
乱
れ
た
ち
て
う
ち
靡
き
解
け
た
る
も
て
な
し
は
、
す
べ
て
た
を
た
を
と

な
つ
か
し
う
、
あ
は
れ
げ
に
、
心
苦
し
う
ら
う
た
き
さ
ま
ぞ
限
り
な
き

や
。(

中
略)

ひ
き
か
へ
心
苦
し
う
に
ほ
ひ
や
か
に
う
ち
靡
き
戯
れ
も

す
る
に
、
け
な
つ
か
し
う
や
は
ら
か
に
解
け
た
る
も
て
な
し
は
た
言

は
ん
方
な
く
、
…

(

巻
第
二)

ま
た
、
出
産
の
た
め
に
宇
治
に
向
か
う
き
ょ
う
だ
い
の
別
れ
の
と
き
、
互
い
に

相
手
の
中
に
自
分
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
を
見
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

ツ
督
の
君
は
、
大
将
の
は
な
ば
な
と
に
ほ
ひ
限
り
な
き
容
貌
の
、
い

た
く
面
痩
せ
た
る
し
も
い
と
ど
う
つ
く
し
う
ら
う
た
げ
な
る
に
、
お

ほ
や
け
し
く
も
て
す
く
よ
け
た
る
ほ
ど
こ
そ
雄
々
し
く
も
見
え
け
れ
、

か
や
う
に
思
ひ
し
め
り
屈
じ
た
ま
へ
る
は
た
を
た
を
と
あ
は
れ
に
な
つ
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か
し
く
見
ゆ
る
を
、
世
づ
か
ざ
り
け
る
身
ど
も
か
な
、
我
ぞ
か
く
て
あ

る
べ
き
か
し
と
、

(

巻
第
三)

ツ
は
男
君
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
、
チ
と
同
じ
よ
う
に
、｢

ら
う
た
し
／
ら
う

た
げ｣
、｢
た
を
た
を
と
…
な
つ
か
し｣

と
、
男
装
し
て
い
て
も
、
女
性
ら
し
い

形
容
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
異
装
を
解
い
て
女
姿
に
な
っ
て
か
ら
の
宇
治
で
の
生
活
の
様
子
で
あ

る
。テ

い
と
あ
り
つ
き
女
様
に
な
り
果
て
て
、
は
な
ば
な
と

う
つ
く
し
く

に
ほ
ひ
や
か
な
る
見
ど
こ
ろ
い
ま
す
こ
し
ま
さ
り
て
、
顔
い
た
く
思
ひ

乱
れ
屈
じ
し
め
り
て
、
ひ
と
へ
に
う
ち
頼
み
て
身
に
添
ひ
た
る
ほ
ど
の
、

今
は
わ
が
身
か
く
て
あ
る
べ
き
ぞ
か
し
と
思
ひ
知
り
な
よ
な
よ
と
も
て

な
し
た
る
は
、
あ
り
し
人
と
も
お
ぼ
え
ず
ら
う
た
げ
に
た
を
や
か
な
る

を
、

(

巻
第
三)

女
姿
が
、｢

あ
り
し
人
と
も
お
ぼ
え
ず｣
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
男
装
時
代

と
の
隔
た
り
が
あ
る
。
女
姿
と
な
っ
て
か
ら
は
、
男
装
時
代
の
印
象
は
見
事
に

払
拭
さ
れ
る
。
女
君
を｢

な
よ
な
よ｣

｢

ら
う
た
げ｣

｢
た
を
や
か｣

と
す
る
視

点
は
す
べ
て
男
性
の
も
の
で
あ
る
。

若
君
を
出
産
す
る
が
、
そ
の
く
だ
り
を
宰
相
中
将
の
視
点
で
次
の
よ
う
に
描

く
。
飾
ら
な
い
率
直
な
人
柄
が
描
か
れ
、
大
変
な
状
況
に
あ
っ
て
女
性
的
な
部

分
が
表
面
化
し
て
い
る
。

ト
人
柄
の
、
容
貌
を
は
じ
め
い
と
に
ほ
ひ
多
く
愛
敬
づ
き
、
な
か
な

か
い
と
見
ま
ほ
し
き
に
、
も
て
な
し
有
様
は
れ
ば
れ
し
く
馴
ら
ひ
た
ま

ひ
に
し
か
ば
、
い
と
あ
え
か
に
埋
も
れ
い
ぶ
せ
く
は
な
く
、
わ
ら
ら
か

に
を
か
し
く
、
い
と
馴
れ
た
る
心
つ
き
て
、
も
の
を
思
ひ
嘆
き
て
も
ひ

と
へ
に
思
ひ
沈
み
て
は
あ
ら
ず
、
泣
く
べ
き
折
は
う
ち
泣
き
、
を
か
し

く
言
ひ
た
は
ぶ
る
る
折
は
う
ち
笑
ひ
、
言
は
ん
方
な
く
に
く
か
ら
ず
愛

敬
づ
き
た
ま
へ
る
人
の
、
ま
こ
と
に
も
の
心
細
く
苦
し
き
ま
ま
に
、
い

と
た
ゆ
げ
に
な
よ
な
よ
と
心
苦
し
げ
な
る
を
…

(

巻
第
三)

苦
悩
に
沈
み
き
る
わ
け
で
は
な
く
、｢

に
ほ
ひ｣

多
い
美
し
さ
、｢

愛
敬｣

に
あ
ふ

れ
た
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
ふ
る
ま
い
の
中
に
、
女
性
ら
し
い｢

な
よ
な
よ
と｣

が

加
わ
る
。

男
君
ら
の
助
け
も
あ
っ
て
無
事
に
帰
京
し
、
次
は
、
父
左
大
臣
と
の
対
面
の

様
子
で
あ
る
。
男
姿
と
な
っ
た
男
君
と
、
女
姿
と
な
っ
た
女
君
を
見
た
左
大
臣

は
、
感
無
量
の
思
い
で
あ
る
。
や
は
り｢

な
よ
よ
か
な
る｣

と
あ
る
。

ナ
い
み
じ
く
う
つ
く
し
げ
に
な
つ
か
し
う
は
な
や
か
な
る
女
の
、
髪

は
つ
や
つ
や
ゆ
ら
ゆ
ら
と
か
か
り
て
い
と
い
み
じ
く
め
で
た
く
て
、
な

よ
よ
か
な
る
さ
ま
に
て
居
た
ま
へ
る
も
夢
の
や
う
に
、

(

巻
第
三)

女
君
の
生
来
の
魅
力
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
表
現
は
、

異
装
解
除
後
の
女
君
の
女
性
性
を
強
調
す
る
た
め
だ
け
で
な
く
、
生
来
の
魅
力

も
増
し
て
い
る
。
外
見
と
内
面
の
乖
離
が
解
消
さ
れ
、
他
人
の
目
を
さ
ほ
ど
気

に
し
な
く
な
っ
た
た
め
か
。
こ
こ
に
反
映
さ
れ
る
の
は
、
女
君
の
外
見
と
内
面

の
合
致
で
あ
る
。
ま
た
視
点
と
な
る
人
物
に
男
性
が
多
い
こ
と
も
指
摘
し
て
お

く
。
男
装
時
代
、
女
君
は
男
と
し
て
男
性
と
、
夫
と
し
て
女
性
と
も
関
わ
っ
た

が
、
女
姿
と
な
っ
て
か
ら
は
男
性
と
の
関
わ
り
が
多
く
な
り
、
女
君
の
女
性
的

な
部
分
を
感
じ
取
る
の
は
主
に
男
性
に
な
っ
て
い
る
。
四
の
君
が
、
女
君
を

｢

雄
々
し｣

く
な
い
人
と
感
じ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
直
接
的
に
女
君
の
女

性
性
に
反
応
す
る
の
が
男
性
な
の
は
興
味
ぶ
か
い
。

男
装
時
代
の
女
君
は
、
そ
の｢

行
動｣

が
男
性
的
な
語
で
表
現
さ
れ
た
。
女

君
が
男
と
は
い
か
に
ふ
る
ま
う
か
を
考
え
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
形
で

描
か
れ
る
。
一
方
、
女
姿
と
な
っ
て
か
ら
は
、
た
た
ず
ま
い
や
、
在
り
か
た
の
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よ
う
な
も
の
が
強
調
さ
れ
る
。
外
面
か
ら
内
面
へ
移
行
し
た
感
が
あ
る
。
さ
ら

に
言
え
ば
、
表
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
も
の
が
、
中
身
を
伴
な
っ

た
、
内
面
か
ら
湧
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
、
人
物
を
充
足
さ
せ

て
い
る
。
本
来
の
姿
に
戻
っ
て
以
後
、
女
君
は
物
語
を
引
っ
ぱ
る
こ
と
は
な
く

な
っ
て
い
く
。

�

女
君
の
一
貫
し
た
性
質

表
1
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
女
君
に
は
、
男
装
・
女
装
に
左
右
さ
れ
な

い
語
が
あ
る
。
幼
い
時
分
、
異
装
の
時
代
、
今
尚
侍
と
な
っ
て
も
受
け
継
が
れ

て
い
く
も
の
で
、
特
定
の
人
物
で
な
く
多
く
の
視
点
が
観
取
で
き
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
こ
そ
女
君
の
本
質
で
、
く
り
か
え
し
語
ら
れ
る｢

愛
敬｣

｢

な
つ
か

し｣
｢

に
ほ
ひ｣

｢

う
つ
く
し｣

な
ど
で
あ
る
。
男
装
の
頃
は
、
男
姿
の
奥
に
あ

る
隠
せ
な
い
も
の
と
し
て
、
女
姿
と
な
っ
て
か
ら
は
中
核
と
し
て
描
か
れ
る
。

樋
口
育
代
氏
は｢

は
な
ば
な
と｣

が
女
君
の
特
徴
の
最
た
る
も
の
と
指
摘
さ
れ

た
。
そ
れ
は
用
例
の
多
さ
か
ら
賛
同
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
実
は
、
時
間
の
経

過
と
と
も
に
減
少
し
、
今
尚
侍
と
な
っ
て
か
ら
は
一
例
も
見
出
せ
な
い
。
女
君

の
描
写
が
激
減
し
た
た
め
と
は
言
い
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。

｢

愛
敬｣

｢

愛
敬
づ
く｣

が
計
二
十
三
例
、｢

な
つ
か
し｣
が
二
十
八
例
、

｢

に
ほ
ふ｣

｢

に
ほ
ひ
や
か
な
り｣

な
ど｢

に
ほ
ふ｣

か
ら
派
生
し
た
語
が
計
二

十
四
例
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、｢

う
つ
く
し｣

を
は
じ
め
、
派
生
語｢
う
つ

く
し
さ｣
｢

う
つ
く
し
げ
な
り｣

｢

う
つ
く
し
げ
さ｣

は
計
二
十
二
例
と
な
っ
て

い
る
。
以
上
の
よ
う
な
語
は
、
誕
生
時
、
成
長
過
程
に
も
見
ら
れ
た
。
男
姿
で

あ
っ
て
も
、
男
性
的
美
質
と
同
居
す
る
か
た
ち
で
描
か
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
こ

れ
が
女
君
の
魅
力
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
C
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。
狩
衣
指
貫
の
男
姿
に
、｢

に
ほ
ひ
満
ち
て
、
愛
敬
は
指
貫
の

裾
ま
で
こ
ぼ
れ
落
ち
た
る
や
う
な
り｣

と
あ
っ
た
。
男
装
し
、
男
子
の
教
養

を
身
に
付
け
て
い
き
な
が
ら
も
、
損
な
わ
れ
な
か
っ
た
魅
力
と
し
て
、
女
君
の

形
容
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
反
実
仮
想
形
で
、｢

こ
れ
も
も
と
の
女

に
て
か
し
づ
き
た
て
た
ら
ん
に
い
か
ば
か
り
め
で
た
く
う
つ
く
し
か
ら
ん｣

と
も
あ
っ
た
。

実
情
を
知
る
父
左
大
臣
の
よ
う
な
近
親
者
だ
け
で
な
く
、
麗
景
殿
の
女
の
よ

う
に
何
も
知
ら
な
い
人
と
の
交
流
に
お
い
て
も
、
女
君
の
様
子
は｢

近
ま
さ
り

は
た
な
つ
か
し
う
い
み
じ
く
愛
敬
づ
き
た
る
を｣

と
表
現
さ
れ
た
。
先
入

観
の
な
い
視
点
か
ら
で
も
、
純
粋
に
感
じ
取
ら
れ
る
女
君
の
雰
囲
気
が
、
女
君

が
本
来
も
つ
性
質
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
吉
野
を
訪
れ
た
女
君
は
吉
野
の
姉
宮
と

親
し
む
様
子
が
描
か
れ
、｢

な
つ
か
し｣

が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
姉
宮
と
の
添

い
寝
の
み
に
終
わ
っ
た
夜
の
後
朝
に
も
、
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

ニ
姫
君
は
、
あ
い
な
く
、
人
の
け
は
ひ
の
な
つ
か
し
う
あ
は
れ
な
り
つ

る
に
そ
こ
は
か
と
な
く
う
ち
語
ら
は
れ
つ
る
を
、
…

(

巻
第
一)

ま
た
、吉
野
か
ら
帰
京
し
て
右
大
臣
邸
を
訪
れ
た
折
、舅
で
あ
る
右
大
臣
の

視
点
で｢

日
ご
ろ
の
ほ
ど
に
容
貌
は
い
ま
す
こ
し
に
ほ
ひ
ま
さ
り
に
け
る
心
地

し
て
、
は
な
ば
な
と
愛
敬
は
あ
た
り
に
も
こ
ぼ
る
る
や
う
に
て｣

と
あ
っ
た

(

用
例
ソ)

。
ま
た
、
前
項
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
女
姿
と
な
る
ま
で
の
経
過
で

は
、
女
性
的
美
質
の
表
現
と
思
わ
れ
る
語
と
と
も
に
、
何
度
も
語
ら
れ
て
い

る
。次

に
、
今
尚
侍
と
な
っ
て
、
帝
の
垣
間
見
に
よ
る
女
君
の
様
子
で
あ
る
。
女

君
は
、
男
姿
で
あ
っ
た
と
き
は
違
和
感
と
厭
世
観
に
苦
し
ん
だ
が
、
そ
れ
が
解

消
し
て
か
ら
は
、
彼
女
の
持
つ
魅
力
は
表
面
に
出
て
、

ヌ
督
の
君
は
少
し
ひ
き
下
が
り
て
、
薄
色
ど
も
八
つ
ば
か
り
、
上
織
物
な

め
り
、
す
こ
し
お
ぼ
え
た
る
袷
の
衣
、
袖
口
な
が
や
か
に
引
き
出
で
て
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口
覆
ひ
し
て
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
う
う
つ
く
し
の
人
や
と

ふ
と
見
え
て
、
愛
敬
は
あ
た
り
に
も
に
ほ
ひ
散
り
て
、
た
だ
大
将

の
御
顔
ふ
た
つ
に
う
つ
し
た
る
や
う
な
れ
ど
、(

中
略)

う
ち
か
た
ぶ
き

た
る
に
こ
ぼ
れ
か
か
る
髪
の
艶
、
下
が
り
端
、
目
も
あ
や
な
る
ほ
ど
よ

り
は
、
裾
の
上
に
う
ち
や
ら
れ
た
る
ほ
ど
い
と
長
く
は
あ
ら
ぬ
に
や
と

推
し
量
ら
れ
て
、
丈
ば
か
り
に
や
あ
ら
ん
と
見
ゆ
れ
ど
、
癖
と
お
ぼ
ゆ

る
ほ
ど
の
短
さ
に
は
あ
ら
ず
、
袿
の
裾
に
八
尺
あ
ま
り
た
ら
ん
髪
よ
り

も
う
つ
く
し
げ
に
ぞ
見
ゆ
る
。

(

巻
第
四)

髪
が
比
較
的
短
い
こ
と
さ
え
欠
点
と
は
な
ら
な
い
ほ
ど
、
視
点
人
物
で
あ
る
帝

を
魅
了
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
る
く
華
や
か
な
魅
力
を
表
す｢

は
な
ば
な
と｣

は
、
男

装
時
代
の
女
君
を
象
徴
す
る
語
で
あ
っ
て
も
、
女
君
の
描
写
に
最
終
的
に
は
見

ら
れ
な
く
な
り
、
女
君
の
本
質
的
な
魅
力
を
占
め
る
の
は
、｢

愛
敬｣

｢

に
ほ

ふ｣
｢

な
つ
か
し｣

と
す
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
。
時
間
の
経
過
や
、
女
君

の
置
か
れ
た
身
分
、
状
況
、
さ
ら
に
は
男
女
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
視
点
か
ら
感
じ

取
れ
る
魅
力
が
、
女
君
の
人
柄
の
大
き
な
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
女
の
魅

力
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
人
を
ひ
き
つ
け
て
や
ま
な
い
親
し
み
や
す
さ
や
、
生

き
生
き
と
し
た
輝
く
よ
う
な
美
し
さ
、
上
品
な
柔
ら
か
さ
で
は
な
い
の
か
。

と
こ
ろ
で
、
表
3
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
女
君
の
美
質
、｢
愛
敬｣

｢

は
な

ば
な
と｣

｢

な
つ
か
し｣

｢

う
つ
く
し(

げ)｣

は
吉
野
の
中
の
君
に
継
承
さ
れ
、

ま
た
、｢

に
ほ
ふ｣

｢

う
つ
く
し｣

と
そ
の
派
生
語
な
ど
は
、
女
君
の
実
子
で
あ

る
宇
治
の
若
君
に
見
え
て
く
る
。
吉
野
の
中
の
君
は
、
物
語
の
決
着
時
に
、

｢

女
君｣

｢

四
の
君｣

を
失
っ
た
宰
相
中
将
と
結
婚
し
て
い
る
。
女
君
の
美
質
を

受
け
継
い
だ
吉
野
の
中
の
君
は
、
ま
た
、
四
の
君
の
美
質｢

ら
う
た
し｣

｢

ら

う
た
げ｣

｢

こ
め
く｣

｢

こ
め
か
し｣

な
ど
も
受
け
継
い
で
、
女
君
や
四
の
君
を

失
っ
た
宰
相
中
将
の
心
の
穴
を
埋
め
る
よ
う
に
、
造
型
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

付
く
。

さ
て
、
こ
こ
で
女
君
の
ま
と
め
と
し
た
い
。
女
君
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み

る
と
、
自
己
の
解
放
と
い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
ぶ
。
意
志
の
人
で
あ
る
と
も
言

え
る
。
女
君
は
、
置
か
れ
た
状
況
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
次
の
段
階
へ
と
自
分

を
解
放
し
う
る
能
力
を
付
与
さ
れ
、
開
拓
す
る
精
神
力
も
持
つ
女
性
で
あ
る
。

抑
圧
さ
れ
た
自
己
を
解
放
し
て
い
く
、
そ
の
段
階
が
彼
女
の
生
涯
の
よ
う
に
思

え
る
。
女
と
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
男
と
し
て
生
き
、
最
終
的
に
は
女
と
し
て
最

高
の
も
の
を
手
に
入
れ
る
。
そ
れ
で
も
新
た
な
苦
悩
に
頭
を
も
た
げ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
が
。

女
性
が
受
動
的
に
生
き
る
し
か
な
い
時
代
に
あ
っ
て
、
能
動
的
に
生
き
る
た

め
に
は
男
の
姿
を
す
る
以
外
に
な
か
っ
た
の
だ
。
自
分
を
生
か
し
た
い
、
持
っ

て
い
る
能
力
を
活
か
し
て
生
き
た
い
と
い
う
意
志
が
女
君
の
姿
か
ら
伝
わ
っ
て

く
る
。
自
己
実
現
と
い
っ
て
も
い
い
。
き
ょ
う
だ
い
の
異
装
に
関
し
て
、
父
左

大
臣
が
何
ら
軌
道
修
正
を
試
み
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
手
伝
っ
た
だ
ろ
う
。

父
左
大
臣
が
無
責
任
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
、

彼
は
、
き
ょ
う
だ
い
の
個
性
を
尊
重
し
た
の
で
あ
る
。
才
気
活
発
な
娘
と
引
っ

込
み
思
案
な
息
子
を
持
ち
、
そ
の
姿
に
頭
の
痛
い
思
い
を
し
な
が
ら
も
、
無
理

に
枠
に
は
め
込
も
う
と
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
先
行
作
品
に
お
い
て
支
配
的

な
父
親
像
が
一
般
的
で
あ
り
、
子
の
運
命
を
左
右
し
よ
う
と
し
た
父
親
も
描
か

れ
た
。
こ
の
物
語
の
父
左
大
臣
は
、
一
見
す
る
と
無
力
だ
が
、
我
が
子
の
個
性

を
大
切
に
し
、
愛
し
て
い
た
。
子
供
の
人
生
に
介
入
し
て
変
え
よ
う
と
は
し
な

か
っ
た
。
成
人
後
の
女
君
の
苦
悩
と
孤
独
は
、
は
る
か
に
深
い
も
の
が
あ
っ
た

が
。
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と
こ
ろ
で
、
石
埜
敬
子
氏
は
、
女
君
の
自
意
識
を
一
貫
し
て
女
性
の
も
の
と

し
て
い
る
が
、
一
概
に
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
異
装
し
て
男
性
と

し
て
の
生
活
を
選
ん
だ
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
女
君
の
自
意
識
の
大
部
分
が

女
性
で
あ
る
面
は
確
か
だ
が
、
宰
相
中
将
と
密
通
し
た
妻
四
の
君
へ
の
感
慨
な

ど
は
、｢
夫｣
と
し
て
の
自
分
へ
の
背
信
行
為
と
し
か
と
ら
え
ず
、
四
の
君
に

対
し
、
女
性
同
士
の
同
情
や
憐
憫
な
ど
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
妻
を
寝
取
っ

た
宰
相
中
将
に
対
す
る
思
い
も
男
性
の
意
識
と
考
え
ら
れ
る
。
女
君
は｢

夫｣

と
し
て
の
自
分
に
疑
問
を
持
た
な
か
っ
た
。
男
性
と
し
て
の
意
識
や
自
負
が
多

分
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
妊
娠
を
契
機
に
女
性
と

し
て
の
意
識
が
凌
駕
し
て
い
っ
た
。
両
性
を
併
せ
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼

女
の
異
装
時
代
は
陰
影
に
富
ん
だ
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

自
分
が
ど
の
よ
う
に
生
き
た
い
か
、
女
君
の
人
生
は
そ
の
意
識
に
支
え
ら
れ

て
い
る
。
自
意
識
の
芽
生
え
が
彼
女
の
原
点
な
の
で
あ
る
。
願
望
を
実
現
す
る

能
力
と
手
段
を
も
と
に
、
不
要
な
も
の
、
重
荷
に
感
じ
る
も
の
を
切
り
捨
て
る

力
も
与
え
ら
れ
た
。
協
力
者
な
く
し
て
無
理
だ
っ
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
彼
女

自
身
の
意
志
、
実
行
力
が
原
動
力
で
あ
る
。
望
ん
だ
姿
へ
と
自
分
を
解
放
す
る

力
と
積
極
性
が
、
彼
女
の
魅
力
で
あ
り
、
両
性
を
行
き
来
で
き
る
人
格
を
成
し

た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
作
品
の
魅
力
で
も
あ
る
。

三

男
君
を
特
徴
づ
け
る
語
彙
か
ら

こ
の
人
は
異
装
期
間
の
描
写
は
女
君
に
比
べ
て
少
な
い
。
最
初
に
引
用
し
た

Ａ
、
Ｂ
の
用
例
に
見
ら
れ
た
程
度
で
あ
る
。
引
っ
込
み
思
案
な
性
格
ゆ
え
に
、

女
東
宮
の
傍
に
仕
え
る
と
い
う
特
殊
な
形
で
、
尚
侍
と
な
っ
た
。
ま
た
、
女
君

は
社
会
経
験
か
ら
他
人
と
自
分
を
比
較
し
、
我
が
身
の
つ
た
な
さ
に
泣
か
さ
れ

た
が
、
男
君
は
自
分
を
相
対
化
す
る
こ
と
も
、
苦
悩
す
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な

い
た
め
、
内
面
の
描
写
も
な
い
。
ま
た
、
視
点
と
な
る
人
物
か
ら
は
女
君
の
面

影
を
背
後
に
し
て
の
描
写
が
多
く
、
当
初
、
女
君
の
二
次
的
な
人
物
と
し
て
造

型
さ
れ
る
が
、
本
来
の
性
で
あ
る
男
姿
と
戻
っ
て
か
ら
物
語
を
動
か
し
て
い

く
。幼

い
こ
ろ
か
ら
見
ら
れ
た
性
質
に
、

で
囲
っ
た
よ
う
に｢

あ
て｣

｢

か
を
る｣

｢

な
ま
め
く｣

｢

な
ま
め
か
し｣

が
あ
る
。
生
ま
れ
て
間
も
な
い
頃
、

幼
少
の
頃
の
様
子
は
既
に
触
れ
た
の
で
割
愛
す
る
。

そ
の
後
、
新
年
の
装
い
が
次
の
よ
う
に
描
か
れ
、
父
左
大
臣
は
感
無
量
の
思

い
で
見
て
い
る
。

ネ
中
納
言
の
顔
の
に
ほ
ひ
を
う
つ
し
取
り
た
ら
ん
ほ
ど
に
見
分
き
が
た

き
ま
で
通
ひ
た
ま
へ
れ
ど
、
こ
れ
は
、
い
ま
す
こ
し
あ
て
に
か
を
り

な
ま
め
き
た
る
と
こ
ろ
や
こ
よ
な
く
を
か
し
か
ら
ん
、

(

巻
第
一)

男
君
を
見
る
人
は
女
君
と
比
較
し
、
女
君
の
姿
に｢

あ
て｣

｢

か
を
る｣

｢

な

ま
め
く｣

が
加
わ
っ
て
い
る
と
感
じ
る
。
幼
少
期
に
お
い
て
は
個
性
と
語
彙
に

錯
綜
し
た
形
跡
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

異
装
の
頃
、
宰
相
中
将
に
侵
入
さ
れ
た
と
き
の
様
子
で
、
女
君
の
面
影
も
な

い
わ
け
で
は
な
い
が
、
第
三
者
が
感
じ
取
る
魅
力
が
、
女
君
の
も
の
と
は
明
ら

か
に
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

ノ
御
髪
は
糸
を
縒
り
か
け
た
る
や
う
に
ゆ
る
る
か
に
こ
ち
た
う
て
、
あ
な

が
ち
に
て
も
見
つ
る
御
顔
は
、
た
だ
中
納
言
の
、
少
し
あ
て
に
か
を
り

す
み
た
る
気
色
添
ひ
て
、
心
に
く
く
な
ま
め
き
ま
さ
れ
り
。(

中
略)

大
方
は
い
み
じ
う
た
を
た
を
と
あ
て
に

な
ま
め
か
し
う
あ
え
か
な

る
気
色
な
が
ら
、
…

(

巻
第
二)

女
性
と
し
て
見
て
い
る
せ
い
で
も
あ
る
が
、
女
君
の
魅
力
に
加
わ
る
彼
独
自
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の
魅
力
は
、
用
例
ネ
の
記
述
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
失
踪
し
た
女
君
探
索
の
た

め
、
男
姿
と
な
っ
た
男
君
は
宇
治
を
訪
う
。
両
者
と
も
確
証
は
な
い
が
、
相
手

を
認
識
し
感
づ
い
て
い
る
。
男
姿
と
な
っ
て
か
ら
は｢

な
ま
め
く｣

｢

な
ま
め

か
し｣
に
加
え
、｢

き
よ
ら
な
り(

け
う
ら
な
り)｣

と
い
う
最
高
の
美
を
表
す

表
現
が
見
ら
れ
、
外
見
的
な
美
が
強
調
さ
れ
る
。
次
の
二
例
は
女
君
の
視
点
に

よ
る
。

ハ
言
ふ
か
ぎ
り
な
く
け
う
ら
に

な
ま
め
き
た
る
男
の
い
み
じ
く

あ
て
な
る
が
さ
し
出
で
た
る
に
、
い
と
あ
や
し
く
お
ぼ
え
な
く
と
う
ち

ま
も
ら
る
れ
ど
、
世
に
出
で
交
じ
ら
ひ
こ
と
ご
と
し
き
人
の
見
知
ら
ぬ

や
う
は
な
き
に
、
さ
ら
に
あ
り
し
に
は
あ
ら
ず
、
な
ほ
な
ほ
下
れ
る
際

と
は
見
え
ず
、
わ
が
あ
り
し
世
の
鏡
の
影
に
て
…

(

巻
第
三)

女
君
は
男
姿
と
な
っ
た
男
君
を
見
、
自
分
の
男
装
時
代
を
鏡
で
見
る
よ
う
に
思

う
。
乳
母
の
は
か
ら
い
で
、
き
ょ
う
だ
い
の
再
会
が
実
現
し
、
異
装
を
解
い
た

お
互
い
の
姿
に
感
激
し
た
場
面
で
は
、

ヒ
え
も
言
は
ず
き
よ
ら
に
な
ま
め
き
た
る
男
に
て
お
は
す
る
も
…

(

巻
第
三)

と
、｢

き
よ
ら｣

｢

な
ま
め
く｣

と
同
様
の
表
現
で
あ
る
。

帝
の
お
召
し
に
よ
り
、
今
大
将
と
な
っ
た
男
君
の
参
内
の
様
子
は
次
の
よ
う

に
描
か
れ
て
い
て
、
帝
の
視
点
か
ら
男
君
の
印
象
が
語
ら
れ
て
い
る
。

フ
御
前
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
と
ば
か
り
御
覧
ず
れ
ば
、
久
し
か
り
つ
る

月
ご
ろ
の
ほ
ど
に
い
と
ど
こ
よ
な
く
な
り
ま
さ
り
に
け
る
心
地
し
て
、

か
を
り
あ
て
な
る
と
こ
ろ
さ
へ
添
ひ
に
け
り
。

(

巻
第
三)

｢

か
を
る｣

｢

あ
て
な
り｣

は
女
君
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
、
男
君
に
特
有
の

魅
力
だ
ろ
う
。
か
つ
て
の
女
大
将
に
な
か
っ
た
性
質
が
備
わ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
、
二
人
の｢

と
り
か
へ｣

が
、
読
者
に
理
解
で
き
る
。

男
君
は
四
の
君
に
消
息
の
後
、
契
る
。

ヘ
近
き
け
は
ひ
な
ど
の
、
男
な
が
ら
乱
れ
う
ち
語
ら
ふ
な
ど
は
、
た
を
た

を
と
な
よ
び
か
に
な
つ
か
し
か
り
し
を
、
こ
れ
も
同
じ
な
つ
か
し

・

さ
な
ま
め
き
ざ
ま
な
れ
ど
、
さ
す
が
に
ま
こ
と
の
男
は
ま
た
様
こ
と

な
る
こ
と
に
や
、
あ
や
し
と
の
み
思
す
に
、
…

(

巻
第
三)

四
の
君
は
以
前
と
違
う｢

大
将｣

に
困
惑
す
る
。
そ
の
時
に
登
場
人
物
を
形
容

す
る
語
は
読
者
に
納
得
で
き
る
。｢

な
つ
か
し｣

は
女
君
の
描
写
に
多
用
さ
れ

た
。
そ
れ
が
四
の
君
を
視
点
と
し
た
と
き
、｢

な
つ
か
し
か
り
し｣

と
過
去
形

に
な
っ
て
い
る
。｢

と
り
か
へ｣

を
知
ら
な
い
四
の
君
の
困
惑
が
描
か
れ
て
い

る
。｢

大
将｣

が
帰
京
し
た
と
知
っ
た
宰
相
中
将
も
、
宇
治
か
ら
帰
京
し
、
参
内

す
る
。

ホ
も
て
か
し
づ
か
れ
た
ま
ふ
さ
ま
、
げ
に
か
く
て
馴
ら
ひ
け
ん
人
の
、

う
ち
忍
び
隠
ろ
へ
て
は
あ
い
な
く
思
し
な
り
け
ん
こ
と
わ
り
な
り
、
と

お
ぼ
ゆ
る
に
、
い
と
い
み
じ
く
あ
ざ
あ
ざ
と
き
よ
ら
に
に
ほ
ひ
、

か
を
り
な
ま
め
き
た
る
と
こ
ろ
さ
へ
添
ひ
に
け
り
と
見
ゆ
る
に
、

(

巻
第
三)

帝
、
宰
相
中
将
と
も
、
以
前
か
ら
魅
力
的
で
あ
っ
た｢

大
将｣

に
、
新
た
な

魅
力
が
加
わ
っ
た
と
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
男
君
に
特
有
の
も
の
で
あ
る

｢

か
を
る｣

や｢

な
ま
め
く｣

｢

あ
て｣

な
ど
で
あ
る
。

帝
が
今
尚
侍(

女
君)

を
垣
間
見
る
場
面
は
既
に
触
れ
た(

用
例
ヌ)

。
こ

こ
で
も
男
君
の
魅
力
が
描
か
れ
る
。
真
相
を
知
ら
な
い
人
は
、｢

大
将｣

の
変

化
を｢

ね
び
も
て
ゆ
く
ま
ま
に｣

と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

マ
か
れ
は
、
ね
び
も
て
ゆ
く
ま
ま
に
、
け
だ
か
く

な
ま
め
か
し
く
よ
し

め
け
る
さ
ま
ぞ
似
る
も
の
な
く
な
り
ま
さ
り
た
ま
ふ
め
る
、
…
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(

巻
第
四)

次
の
用
例
も
帝
の
視
点
に
よ
る
が
、｢

ね
び
と
と
の
ひ｣

と
あ
る
。
今
尚
侍

を
垣
間
見
、
恋
慕
が
つ
の
る
帝
は
、
今
大
将(

男
君)

に
そ
の
思
い
を
訴
え

る
。ミ

こ
こ
ぞ
と
お
ぼ
ゆ
る
と
こ
ろ
な
く
ね
び
と
と
の
ひ
、
あ
ざ
や
か
に

き
よ
ら
に
め
で
た
き
容
貌
有
様
を
御
覧
ず
る
に
、
…

(

巻
第
四)

視
点
と
な
る
人
物
は
、
か
つ
て
の
女｢

大
将｣

に
不
足
し
て
い
た
よ
う
に
感

じ
ら
れ
た
も
の
が
備
わ
っ
た
と
思
い
、｢

ね
び
も
て
ゆ
く
ま
ま
に｣
｢

ね
び
と
と

の
ひ｣

な
ど
と
納
得
す
る
の
で
あ
る
。
形
容
に
用
い
ら
れ
る
語
彙
の
傾
向
、
異

装
解
除
後
の
男
君
の
行
動
を
考
え
る
と
、
理
想
的
男
性
の
美
質
を
備
え
た
人
物

造
型
に
、
あ
る
程
度
の
っ
と
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

男
君
の
造
型
に
深
く
関
わ
る｢
な
ま
め
く｣
｢

な
ま
め
か
し｣

と
い
う
語
が

ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
た
の
か
、
先
行
研
究
が
答
え
を
出
し
て
く
れ
て
い
る
。
梅

野
き
み
子
氏
は
、｢

光
源
氏
の｢

な
ま
め
く｣

｢
な
ま
め
か
し｣

美
―
―｢

き
よ

ら｣

美
と
対
照
的
に
―
―｣

(『

平
安
文
学
論
集』

1992
・
10)

で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

｢

な
ま
め
か
し｣

美
は
、
も
っ
と
日
常
的
で
、
自
然
の
さ
り
げ
な
い
振

舞
い
や
声
遣
い
の
中
に
見
出
さ
れ
る
美
で
あ
る
。
し
か
し『
な
ま
め
か

し』

は
、｢

最
高
の
理
想
像｣

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
光
源
氏
を
称
え
る

形
容
語
と
し
て
最
も
頻
出
し
て
い
る
の
で
、｢

き
よ
ら｣

美
と
は
異
な
る

角
度
か
ら
で
は
あ
る
が
、『

源
氏
物
語』

に
お
い
て
、
主
人
公
の
卓
越
性

を
賦
与
す
る
た
め
の
一
美
的
語
彙
と
認
め
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
そ
う
し

た
、
主
人
公
を
美
化
す
る
王
朝
的
美
的
語
彙
は
、
以
後
の
文
学
作
品
に
多

大
な
影
響
を
与
え
、
主
人
公
の
優
美
さ
を
述
べ
る
と
き
に
は
不
可
欠
な
表

現
と
し
て
定
着
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
物
語
の
男
君
の
造
型
が
、
理
想
的
男
性
像
を
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
だ

ろ
う
が
、『

源
氏
物
語』

の
世
界
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
概
念
的
に
、｢

な
ま
め

く｣
｢

な
ま
め
か
し｣

と
い
う
語
を
理
解
し
て
い
き
た
い
。

小
島
俊
夫
氏
は｢

〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
の
意
味｣

(『

日
本
語
と
日

本
文
学』

第
31
号

2000
・
8)

で
、
古
典
文
学
に
お
け
る｢

な
ま
め
く｣

｢

な

ま
め
か
し｣

の
用
法
に
つ
い
て
考
察
し
、
二
つ
の
結
論
を
得
て
い
る
。

一
、〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
が
教
養
・
風
格
に
無
縁
の
人
物
・
事
物

の
描
写
に
用
い
ら
れ
、
好
尚
美
中
の
最
高
を
示
す
人
物
の
描
写
に
必
ず

し
も
用
い
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
同
席
す
る
副
次
的
人
物
の
描
写
に
用
い
ら

れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
の
意
味
に
は
、

風
格
美
・
精
神
美
と
認
め
る
べ
き
蓋
然
性
は
な
い
。

二
、
或
る
一
つ
の
言
語
表
現
の
〈
場
〉
に
お
い
て
、
或
る
登
場
人
物
が
他
の

登
場
人
物
に
官
能
的
魅
力
を
感
ぜ
し
め
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
、
そ
の
人
物
が
〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
と
描
写
さ
れ
、
時
に

性
的
官
能
を
も
っ
て
人
が
人
に
近
づ
く
場
合
に
も
、
こ
の
単
語
が
用
い

ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、〈
な
ま
め
く
・
な
ま
め
か
し
〉
の
意
味
は
、
人
を

魅
す
る
官
能
美
と
認
め
ら
れ
る
蓋
然
性
を
有
す
る
。
自
然
界
の
美
、
日

常
身
辺
の
美
に
お
い
て
も
、
こ
の
単
語
が
官
能
美
と
し
て
用
い
ら
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

男
君
の
性
質
や
生
き
か
た
は
、
小
島
氏
の
論
文
の
論
旨
に
あ
て
は
ま
る
だ
ろ

う
。｢

な
ま
め
か
し｣

を
精
神
美
と
解
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
の
物
語
の
男
君

に
精
神
美
は
見
出
せ
ず
、
男
姿
と
な
っ
て
か
ら
は
、
一
般
的
男
性
同
様
、
官
能

を
好
む
傾
向
が
強
い
。
女
君
は
性
的
な
面
に
潔
癖
で
、
四
の
君
と
の
破
局
を
招

い
た
が
、
男
君
は
お
お
ら
か
に
多
く
の
女
性
と
情
を
交
わ
し
、
か
つ
て
女
君
が

心
を
通
わ
せ
た
だ
け
の
女
性
た
ち
と
実
際
に
関
係
を
築
く
こ
と
に
な
る
。
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女
君
の
魅
力
の
本
質
が｢

愛
敬｣

｢

な
つ
か
し｣

｢

に
ほ
ふ｣

｢

う
つ
く
し｣

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
男
君
は｢

な
ま
め
く｣

｢

な
ま
め
か
し｣

｢
き
よ
ら
な
り｣

が
く
り
返
さ
れ
る
。
よ
く
似
た
顔
立
ち
で
、
外
見
の
美
し
さ

は
両
者
に
共
通
す
る
が
、
男
君
は
、
よ
り
官
能
的
な
、
肉
体
的
な
魅
力
に
溢
れ

た
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
視
点
と
な
る
人
物
が
女
君
に
対
し
て
男
性
と

し
て
不
足
に
感
じ
て
い
た
部
分
を
す
べ
て
備
え
た
男
性
的
人
物
と
し
て
男
君
は

造
型
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
ま
た
、
表
3
を
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。
男
君
の｢

な
ま

め
く｣

｢

な
ま
め
か
し｣

｢
あ
て｣

｢

気
高
し｣

な
ど
の
美
質
は
、
実
は
妻
と
な

る
吉
野
の
姉
宮
、
四
の
君
に
特
徴
的
な
語
で
あ
る
。
物
語
と
し
て
、
ペ
ア
を
組

む
時
に
、
男
君
と
何
か
似
た
美
質
の
持
ち
主
を
と
り
合
わ
せ
た
よ
う
で
あ
る
。

物
語
を
す
っ
き
り
混
乱
さ
せ
な
い
書
き
方
と
も
言
え
よ
う
。

四

む
す
び

男
君
に
内
面
描
写
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
苦
悩
が
少
な
い
と
か
、
男
性
の
論

理
で
生
き
て
い
け
る
人
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
女
君
は
女
性
・
男
性
の

自
意
識
の
両
面
か
ら
社
会
を
見
、
そ
こ
に
生
き
る
自
己
を
見
つ
め
、
一
般
常
識

や
社
会
規
範
か
ら
逸
脱
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
。
男
君
は
内
向
的

で
引
っ
込
み
思
案
で
あ
る
と
か
、
消
極
的
で
あ
る
と
か
い
う
面
は
あ
っ
て
も
、

特
に
自
分
の
中
に
女
性
を
意
識
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
異
装

の
時
代
、
男
君
の
存
在
感
は
稀
薄
で
、
そ
の
個
性
は
女
君
に
相
対
化
さ
れ
て
し

ま
う
。
尚
侍
と
し
て
宮
中
に
上
が
り
、
ほ
ど
な
く
女
東
宮
と
睦
ぶ
仲
と
な
っ
た

彼
は
、
性
格
的
に
人
前
に
出
る
こ
と
を
た
め
ら
う
傾
向
は
あ
っ
て
も
、
は
た
し

て
自
分
は
女
性
と
し
て
生
き
る
べ
き
だ
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
の
か
。
自
我
に

目
覚
め
て
か
ら
、
こ
の
人
の
意
識
は
常
に
男
性
で
あ
り
、
も
と
も
と
女
性
的
な

心
情
は
薄
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
強
烈
な
個
性
の
持
主
で
は
な
く
、
自
意
識

と
い
う
点
で
、
男
君
の
感
覚
は
女
君
の
比
で
は
な
い
。
異
装
を
解
い
て
か
ら
何

の
葛
藤
も
な
く
男
性
論
理
で
生
き
て
い
け
る
人
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
、

恥
ず
か
し
が
り
や
で
あ
る
以
上
に
、
こ
の
人
の
自
意
識
に
女
性
と
し
て
生
き
る

気
持
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
。

異
装
の
頃
、
男
君
は
女
君
に
相
対
化
さ
れ
た
、
い
わ
ば
副
次
的
な
人
物
で
あ

り
、
だ
れ
し
も
女
君
を
通
し
て
男
君
を
見
る
と
い
う
様
相
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
男
姿
と
な
っ
て
か
ら
の
男
君
が
物
語
の
中
心
と
な
っ
た
よ
う
に
、
四
の
君

や
吉
野
の
姉
宮
ら
と
の
人
間
関
係
を
幸
福
な
も
の
に
し
た
の
は
、
男
君
自
身
で

あ
る
。
男
君
は
、
異
装
解
除
後
、
男
性
で
あ
る
自
分
に
何
ら
違
和
を
感
じ
な
い

人
と
描
か
れ
る
が
、
こ
の
人
の
存
在
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
も
の
は
大
き
い
。
四

の
君
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
た
ち
の
安
定
し
た
幸
福
、
左
大
臣
家
の
繁
栄
、
す

べ
て
男
君
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

女
君
の
苦
悩
は
同
情
す
る
に
余
り
あ
る
が
、
彼
女
の
苦
し
み
は
自
分
の
在
り

か
た
に
終
始
す
る
と
も
い
え
る
。
自
ら
を
恃
む
と
こ
ろ
の
大
き
い
人
で
、
常
に

自
分
の
背
お
っ
た
負
の
要
素
を
捨
て
て
い
き
、
さ
ら
に
良
い
も
の
、
貴
い
も
の

を
手
に
す
る
の
で
あ
る
。
彼
女
の
不
在
は
、
吉
野
の
中
の
君
な
ど
、
新
た
な
人

物
を
得
て
、
同
時
に
負
の
要
素
も
解
消
さ
れ
て
い
く
。

き
ょ
う
だ
い
の｢

と
り
か
へ｣

に
よ
っ
て
、
女
君
は
社
会
に
出
て
翻
弄
さ
れ

る
が
、
彼
女
も
ま
た
他
人
の
人
生
を
乱
し
て
い
く
。
女
性
の
生
涯
と
幸
不
幸
が

こ
の
作
品
の
特
色
で
は
な
い
か
。

こ
の
物
語
を
く
り
か
え
し
読
み
、
私
は
、
徐
々
に
女
君
以
外
の
女
性
た
ち
に

も
心
が
近
づ
く
思
い
が
し
た
。
主
人
公
の
女
君
は
魅
力
的
な
人
物
だ
が
、
他
の

女
性
が
劣
る
と
す
る
の
は
余
り
に
も
早
計
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
四
の
君
は
、
思
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慮
の
浅
い
、
さ
ら
に
無
意
識
的
に
好
色
な
人
と
し
て
こ
と
さ
ら
低
く
扱
わ
れ
る

が
、
こ
の
人
の
不
幸
は
女
君
よ
り
深
い
も
の
が
あ
る
。
女
君
は
あ
く
ま
で
自
己

に
忠
実
な
人
で
あ
り
、
彼
女
の
生
き
様
は
勇
敢
だ
と
感
じ
る
け
れ
ど
、
こ
の
時

代
の
ご
く
一
般
的
な
、｢

女
性
ら
し
い｣

女
性
が
四
の
君
で
あ
る
。
普
通
に
考

え
れ
ば
、
彼
女
等
の
ほ
う
が
、
女
君
よ
り
も
は
る
か
に
現
実
的
で
あ
る
。
女
君

の
人
生
を
支
え
た
の
は
、
彼
女
の
自
意
識
と
左
大
臣
家
の
家
族
だ
け
で
は
な

い
。
他
の
女
性
た
ち
の
存
在
に
よ
っ
て
も
、
女
君
は
自
分
の
道
を
進
ん
で
い
く

こ
と
が
で
き
の
で
あ
る
。

『

と
り
か
へ
ば
や
物
語』
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
座
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
、
女
君
は
異
装
し
て
ま
で
社
会
規
範
に
挑
ん
だ
女
性
と
し
て
評
価
さ

れ
る
が
、
そ
の
反
対
側
に
女
君
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
た
人
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
最
た
る
人
が
四
の
君
で
、
四
の
君
を
男
性
論
理
の
社

会
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
女
と
し
て
し
か
評
価
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
こ
の
物

語
は
小
さ
く
な
る
。
ま
た
、
中
宮
に
の
ぼ
っ
た
女
君
を
、
結
局
は
男
性
社
会
に

取
り
込
ま
れ
た
女
と
評
価
し
て
は
、
本
作
の
世
界
は
小
さ
く
な
る
一
方
で
あ

る
。
女
君
を
は
じ
め
、
女
性
た
ち
の
多
様
な
生
涯
を
描
く
こ
と
が
、
こ
の
作
品

の
到
達
し
た
所
で
あ
ろ
う
。

主
人
公
の
女
君
が
な
ぜ
、
読
者
の
心
を
捉
え
る
か
。
男
性
を
凌
ぐ
こ
と
の
で

き
る
才
覚
の
あ
る
女
性
だ
か
ら
か
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
自
己
を
認
識

し
、
最
大
限
生
か
し
た
い
と
思
い
、
苦
悩
し
な
が
ら
も
行
動
し
て
い
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
良
家
の
子
女
と
し
て
苦
労
せ
ず
生
き
て
い
く
こ
と
も
で
き
た
が
、
み

ず
か
ら
社
会
に
適
応
す
る
た
め
に
、
孤
独
に
耐
え
傷
つ
き
な
が
ら
生
き
て
い
っ

た
。
女
君
が
、
常
に
よ
り
良
い
も
の
を
手
に
す
る
運
命
に
あ
っ
た
と
述
べ
た
。

し
か
し
彼
女
は
、
良
い
も
の
が
転
が
り
込
ん
で
く
る
の
を
待
っ
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
現
状
を
打
破
す
る
た
め
に
自
分
か
ら
働
き
か
け
た
。
そ
の
た
め
に
自

分
を
も
他
人
を
も
傷
つ
け
る
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
孤
独
も
傷
も
引
き
受
け

た
。
女
君
は
自
分
の
た
め
に
生
き
、
他
人
の
た
め
に
自
分
の
幸
福
を
あ
き
ら
め

る
こ
と
が
な
い
。
い
や
、
徐
々
に
そ
の
よ
う
に
成
長
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

当
初
、
女
君
は
男
君
を
守
る
こ
と
、
左
大
臣
家
を
守
る
こ
と
を
考
え
て
い
た
の

で
は
な
い
か
。
し
か
し
男
君
は
、
決
断
す
べ
き
時
に
は
毅
然
と
し
た
態
度
を
取

れ
る
人
な
の
だ
。
ま
た
、｢

男
性
論
理
で
生
き
ら
れ
る｣

と
い
う
そ
の
性
質
も
、

そ
れ
は
や
は
り
、
女
君
に
は
な
い
図
太
さ
、
た
く
ま
し
さ
な
の
で
は
な
い
か
。

男
君
を
、
女
君
の
役
割
を
代
行
し
た
人
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
男
君

に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
、
自
分
の
代
わ
り
に｢

男｣

を
生
き
て
く
れ
て
い
た

女
君
が
精
神
的
危
機
を
迎
え
、
堪
え
切
れ
な
く
な
る
ま
で
、
彼
は
守
ら
れ
て
い

た
。
お
互
い
の
偽
り
と
自
己
を
認
識
し
、
真
の
か
た
ち
を
求
め
始
め
た
と
き
か

ら
、
ふ
た
り
の
き
ょ
う
だ
い
は
本
当
の
意
味
で
分
化
し
自
立
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

独
り
よ
が
り
な
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
で
も
、
こ
の
物
語
の
女
君
は

大
変
魅
力
的
で
あ
る
。
賢
く
、
凛
々
し
く
、
清
々
し
く
、
美
し
い
。
彼
女
は
生

き
て
い
く
中
で
、
男
性
と
も
女
性
と
も
、
例
外
的
な
関
わ
り
方
を
し
た
。
も
と

よ
り
美
し
い
人
で
あ
る
が
、
外
見
と
内
面
が
一
致
し
た
と
き
、
匂
い
立
つ
よ
う

な
美
し
さ
を
も
っ
た
女
性
と
し
て
描
か
れ
た
。
自
分
を
偽
る
こ
と
が
な
く
な
っ

て
初
め
て
、
彼
女
の
心
に
平
安
が
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

付
記

本
稿
は
平
成
十
八
年
度
大
学
院
共
同
研
究
費
に
よ
る
成
果
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一
部
で

あ
る
。
指
導
し
て
下
さ
っ
た
加
藤
静
子
先
生
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
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す
。
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