
﹃
大
和
物
語
﹄
一
五
五
段
考

︱
︱
男
の
視
点
／
女
の
視
点
︱
︱

石

田

莉

奈

一
、
は
じ
め
に

﹃
大
和
物
語
﹄
一
五
五
段
は
、
男
が
女
を
盗
む
話
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
は
﹁
愛
に
生
き
、
愛
に
死
ぬ
男
女(１

)

﹂
の
物
語
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

男
の
愛
情
は
そ
の
行
動
と
心
情
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、
物
語
終
盤
に
お
い
て
も
、
女
へ
の
愛
情
ゆ
え
に
男
が
死
ん
で
い
く
様
子
が
描
か
れ
る
。
し

か
し
、
こ
の
男
の
愛
情
に
対
し
て
、
女
の
愛
情
は
具
体
的
に
は
﹁
安
積
山
﹂
の
歌
に
よ
っ
て
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
。
本
文
中
に
あ
ら
わ
れ
る

女
の
心
情
表
現
は
、﹁
か
ぎ
り
な
く
わ
び
し
か
り
け
り
﹂、﹁
い
と
は
づ
か
し
と
思
ひ
け
り
﹂
の
二
か
所
の
み
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
男
に
対
す
る

愛
情
が
読
み
取
れ
る
部
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
男
に
対
す
る
思
い
が
描
か
れ
な
い
文
脈
の
中
で
、
突
然
、
女
は
男
へ
の
愛
を

詠
む
。
こ
の
文
脈
と
歌
と
の
ち
ぐ
は
ぐ
さ
を
払
拭
す
る
た
め
、
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、
全
て
の
事
柄
に
﹁
愛
情
ゆ
え
に
﹂
と
い
う
、
も
っ
と

も
ら
し
い
理
由
を
設
け
て
は
、
二
人
は
愛
し
合
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
幻
想
を
作
り
上
げ
て
い
る(

２
)

。
し
か
し
そ
れ
で
は
、
女
の
心
情
に
全
く
無

頓
着
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
の
よ
う
な
研
究
状
況
の
中
で
、
女
の
視
点
か
ら
本
段
を
読
み
、
女
の
心
情
に
着
目
す
る
こ
と
は
、
立
石
和
弘
氏
に
よ
っ
て
既
に
な
さ
れ
て

お
り
、
本
段
を
拉
致
監
禁
の
物
語
と
捉
え
直
す
考
察
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
立
石
氏
は
、
女
は
愛
情
ゆ
え
に
死
ん
だ
の
で
は
な
い
と
さ
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れ
、
新
た
な
解
釈
の
提
示
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
結
局
は
、﹁
安
積
山
﹂
の
歌
に
﹁
男
へ
の
愛
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど
、

女
は
追
い
詰
め
ら
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
解
釈
を
施
し
、
女
が
愛
情
を
詠
ん
で
い
る
こ
と
は
否
定
し
て
い
な
い(３

)

。
も
ち
ろ
ん
他
の
先
行
研
究
を
通

覧
し
て
み
て
も
、﹁
安
積
山
﹂
の
歌
に
女
の
愛
情
を
読
み
取
る
こ
と
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、﹁
和
歌
﹂
以
外
の
状
況
か
ら
考
え
る
と
、

は
な
は
だ
疑
問
で
あ
る
。
女
は
本
当
に
男
を
愛
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
本
当
に
愛
を
詠
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
女
の
行
動
か
ら
読

み
取
れ
る
心
情
に
は
、
ま
だ
考
察
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
本
論
文
は
、
ま
ず
女
の
視
点
か
ら
そ
の
行
動
や
状
況
を
更
に
細
か
く
読
み
直

す
こ
と
に
よ
り
、
女
の
心
情
の
動
き
を
辿
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、﹁
安
積
山
﹂
の
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
を
再
考
し
、
本
段
に
新
た
な
解
釈
を
加
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
引
用
す
る
本
文
は
全
て
、
高
橋
正
治
校
注
・
訳
︿
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹀﹃
大
和
物
語
﹄︵
小
学
館
、
平
成
六
年
一
二
月
︶
に
よ

る
。

二
、
和
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景

ま
ず
は
和
歌
が
詠
ま
れ
た
背
景
に
つ
い
て
、
物
語
の
展
開
を
追
い
な
が
ら
考
察
し
た
い
。
女
の
行
動
・
状
況
と
し
て
は
、
盗
ま
れ
て
庵
に
据

え
ら
れ
る
、
妊
娠
し
て
三
日
四
日
放
置
さ
れ
る
、
山
の
井
に
行
き
、
歌
を
詠
ん
で
自
殺
す
る
、
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
女
が
歌
を
詠

む
と
こ
ろ
ま
で
に
注
目
し
て
、
そ
こ
に
至
る
経
緯
を
﹁
盗
ま
れ
る
﹂﹁
妊
娠
す
る
﹂
﹁
山
の
井
に
行
く
﹂
の
三
点
か
ら
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す

る
。①

盗
ま
れ
る
女

本
段
に
お
い
て
、
女
は
﹁
抱
か
れ
﹂
て
盗
ま
れ
る
。
小
谷
雅
司
氏
は
、
物
語
文
学
に
登
場
す
る
﹁
抱
か
れ
る
﹂
女
に
つ
い
て
﹁
﹁
抱
か
れ
る
﹂
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こ
と
に
よ
っ
て
、
女
は
自
分
の
意
思
を
打
ち
消
さ
れ
、
自
分
の
足
を
な
く
し
、
主
体
性
を
奪
わ
れ
、
男
に
な
さ
れ
る
が
ま
ま
の
受
動
的
な
存
在

と
し
て
描
か
れ
て
い
る(４

)

﹂
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
段
の
女
も
、
男
に
﹁
抱
か
れ
る
﹂
女
で
あ
り
、
主
体
性
を
奪
わ
れ
る
女
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
、
庵
に
据
え
ら
れ
た
後
の
描
写
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

安
積
の
郡
、
安
積
山
と
い
ふ
所
に
庵
を
つ
く
り
て
、
こ
の
女
を
す
ゑ
て
、
里
に
出
て
物
な
ど
は
も
と
め
て
来
つ
つ
食
は
せ
て
、
年
月
を
経

て
あ
り
へ
け
り
。
こ
の
男
い
ぬ
れ
ば
、
た
だ
ひ
と
り
物
も
食
は
で
山
中
に
ゐ
た
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
わ
び
し
か
り
け
り
。

傍
線
部
か
ら
、
男
が
い
な
け
れ
ば
物
を
食
う
こ
と
も
で
き
な
い
女
の
様
子
が
う
か
が
え
る
。
柿
本
奨
氏
は
、
傍
線
部
に
関
し
て
﹁
こ
の
男
が

里
へ
出
か
け
て
し
ま
う
と
、
女
は
た
だ
独
り
何
も
食
う
気
に
な
れ
ず
山
の
中
に
い
た
の
で
、
限
り
無
く
わ
び
し
い
思
い
で
あ
っ
た(５

)

。﹂
と
訳
を
つ

け
て
い
る
が
、
そ
の
訳
は
女
の
心
情
に
即
し
て
お
ら
ず
、
適
切
で
は
な
い
。
女
は
生
活
の
全
て
を
男
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、﹁
わ

び
し
﹂
と
い
う
心
情
は
、
文
脈
か
ら
考
え
て
も
、
男
の
い
な
い
寂
し
さ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
﹁
わ
び
し
﹂
は
逼
迫
し
た
、
貧
困

ゆ
え
の
言
葉
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
男
が
い
な
い
の
で
食
い
物
の
世
話
を
す
る
者
が
お
ら
ず
、
物
が
食
え
な
い
た
め
に
﹁
わ
び
し
﹂
と
い
う
感
情

を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
、
女
は
男
に
依
存
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
し
か
し
そ
の
依
存
は
、
愛
ゆ
え
の
依
存
で
は
な
く
、
生

活
に
根
ざ
し
た
依
存
で
あ
る
。

男
は
﹁
抱
く
﹂
こ
と
で
女
の
身
体
を
奪
い
、
主
体
性
を
奪
い
、
そ
の
生
活
を
奪
う
。
そ
う
し
て
地
位
や
環
境
な
ど
の
様
々
な
も
の
を
奪
う
こ

と
に
よ
り
、
女
を
自
身
の
作
っ
た
庵
に
囲
い
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

②

女
の
妊
娠
︱
内
側
か
ら
の
浸
食
︱

女
の
妊
娠
に
関
し
て
は
、
本
文
中
で
﹁
か
か
る
ほ
ど
に
は
ら
み
に
け
り
﹂
の
一
文
の
み
で
記
さ
れ
、
女
は
死
に
際
し
て
も
、
自
身
の
妊
娠
に
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思
い
及
ぶ
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
女
の
妊
娠
自
体
が
物
語
の
展
開
に
は
深
く
関
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
な
印
象
が
あ
る
。
実
際
、
本
段
の
類
話
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
後
世
の
作
品
、﹃
古
今
著
聞
集
﹄
や
﹃
十
訓
抄
﹄
で
は
女
の
妊
娠
は
省
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、﹃
大
和
物
語
﹄
で
は
あ
え
て
こ

の
よ
う
に
書
か
れ
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り
そ
こ
に
何
ら
か
の
効
果
が
あ
る
と
読
む
べ
き
で
あ
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、﹁
女
の
懐
妊
を
述
べ
る
一
句
が
、
二
人
の
愛
の
成
長
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る(６

)

﹂
な
ど
、
男
女
の
愛
の
証
明
と
し
て

の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
愛
情
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
そ
の
意
思
と
は
関
係
な
く
子
供
は
授
か
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
こ
の
一
文
か
ら
女
の
愛
情
を
読
み
取
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
ま
た
、
小
嶋
菜
温
子
氏
は
本
段
を
﹁
妊
婦
の
自
殺
譚
﹂
と
捉
え
て
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
話
に
お
い
て
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
な
ぜ
女
が
死
ぬ
の
か
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
が
、
本
書
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。
女
が

み
ず
か
ら
の
妊
娠
を
自
覚
し
な
い
で
自
殺
に
走
る
の
は
奇
異
と
も
い
え
る
が
、
高
貴
な
女
が
家
か
ら
隔
離
さ
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
か
ら

す
る
と
無
理
は
な
い
。
母
性
＝
︿
産
む
性
﹀
に
関
す
る
教
育
を
受
け
る
機
会
が
、
女
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
己
の
妊
娠

を
理
解
し
な
い
ま
ま
、
つ
ま
り
︿
産
む
性
﹀
か
ら
疎
外
さ
れ
た
ま
ま
男
を
想
う
女
と
し
て
死
ん
で
い
っ
た(

７
)

。

小
嶋
氏
の
言
う
﹁
母
性
﹂
と
は
、﹁
子
を
産
み
、
す
こ
や
か
に
育
て
あ
げ
、
家
や
共
同
体
に
貢
献
す
る(８

)

﹂
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
教
育
に
よ
っ

て
身
に
つ
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
段
の
女
は
、
盗
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
母
性
﹂
を
学
ぶ
機
会
を
奪
わ
れ
、﹁
母
性
﹂
の
欠
落
し
た
女

と
し
て
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
女
だ
か
ら
、
ど
れ
だ
け
腹
が
膨
ら
も
う
と
、
ど
れ
だ
け
胎
動
が
あ
ろ
う
と
、﹁
妊
娠
﹂
を
理
解
す
る

こ
と
な
ど
で
き
る
は
ず
も
な
い
。

当
時
、
妊
娠
初
期
の
場
合
は
病
で
あ
る
の
か
懐
妊
で
あ
る
の
か
の
判
断
は
つ
き
が
た
く
、
妊
娠
は
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
る
も

の
で
あ
っ
た(９

)

。
さ
ら
に
、
男
し
か
側
に
い
な
い
状
況
で
あ
る
か
ら
、
胎
児
の
存
在
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
状
態
︵
腹
が
膨
ら
む
、
胎
動
が
あ
る
、
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な
ど
︶
で
な
け
れ
ば
、
妊
娠
だ
と
断
定
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
女
は
、
次
第
に
膨
ら
む
腹
と
胎
動
と
を
感
じ
な
が
ら
、
妊
娠
と
い
う
も
の

を
理
解
で
き
ぬ
ま
ま
に
、
子
供
に
そ
の
身
体
を
内
側
か
ら
奪
わ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
胎
内
に
巣
く
う
得
体
の
知
れ
な
い
何
か
が
、

自
身
を
蝕
ん
で
い
く
イ
メ
ー
ジ
に
重
な
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

妊
娠
し
た
女
は
身
体
の
中
に
自
分
と
は
別
の
生
き
物
を
宿
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
身
体
は
も
は
や
自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
女

は
、
男
に
よ
っ
て
家
や
共
同
体
か
ら
盗
ま
れ
、
男
の
作
っ
た
庵
に
据
え
ら
れ
、
そ
の
身
体
を
表
面
的
に
、
外
側
か
ら
奪
わ
れ
て
い
く
。
さ
ら
に
、

妊
娠
に
よ
っ
て
、
女
は
孕
ん
だ
子
供
に
身
体
の
内
側
か
ら
も
浸
食
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
た
、
孕
ん
だ
子
供
は
男
の
血
を
受
け
た
男
の
分

身
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、女
が
外
側
か
ら
も
内
側
か
ら
も
男
に
侵
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③

山
の
井
の
水
︱
鏡
に
よ
る
自
己
認
識
︱

次
に
、
女
が
歌
を
詠
む
直
前
の
描
写
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

こ
の
男
、
物
も
と
め
に
い
で
に
け
る
ま
ま
に
、
三
四
日
来
ざ
り
け
れ
ば
、
待
ち
わ
び
て
立
ち
い
で
て
、
山
の
井
に
い
き
て
影
を
見
れ
ば
、

わ
が
あ
り
し
か
た
ち
に
も
あ
ら
ず
、
あ
や
し
き
や
う
に
な
り
に
け
り
。
鏡
も
な
け
れ
ば
、
顔
の
な
り
た
ら
む
や
う
も
知
ら
で
あ
り
け
る
に
、

に
は
か
に
見
れ
ば
、
い
と
お
そ
ろ
し
げ
な
り
け
る
を
、
い
と
は
づ
か
し
と
思
ひ
け
り
。
さ
て
よ
み
た
り
け
る
。

こ
の
記
述
よ
り
前
に
、﹁
こ
の
男
い
ぬ
れ
ば
、
た
だ
ひ
と
り
も
の
も
食
は
で
山
中
に
ゐ
た
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
わ
び
し
か
り
け
り
﹂
と
い
う
描

写
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
男
が
い
な
け
れ
ば
物
を
食
う
こ
と
も
で
き
な
い
女
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
女
は

三
日
も
四
日
も
物
を
食
べ
て
い
な
い
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
か
な
り
衰
弱
し
た
状
態
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
加
え
て
、
女
は
妊
婦
で
あ
る
。

厳
密
に
い
え
ば
、
男
を
待
ち
わ
び
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
男
の
も
た
ら
す
食
物
を
待
ち
わ
び
て
い
た
と
い
う
方
が
正
し
い
だ
ろ
う
。
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さ
て
、
女
は
山
の
井
に
た
ど
り
着
い
た
。
そ
こ
で
自
身
の
現
在
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
女
は
以
前
、
大
納
言
の
娘
で
あ
っ
て
、
生
粋
の
平

安
貴
族
で
あ
っ
た
か
ら
、
ほ
ぼ
日
常
的
に
鏡
に
映
る
自
己
と
対
峙
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
鏡
と
は
自
己
を
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

道
具
で
あ
り
、
他
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
が
、
自
己
の
目
を
通
し
て
は
っ
き
り
と
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鏡
を
見
て
自
己
の

姿
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
自
己
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
で
あ
り
、
他
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
を
意
識
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
男
に
盗

ま
れ
る
こ
と
で
鏡
を
見
る
機
会
を
失
っ
た
女
は
、
そ
の
よ
う
な
﹁
見
る
﹂﹁
見
ら
れ
る
﹂
と
い
う
感
覚
を
失
く
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

鏡
の
な
い
世
界
で
は
、
他
者
の
反
応
や
態
度
に
よ
っ
て
自
己
の
姿
を
想
像
す
る
し
か
な
い
。
盗
ま
れ
て
以
後
、
女
の
世
界
に
存
在
す
る
他
者

は
男
の
み
で
あ
る
。
例
え
ば
そ
の
男
が
、
女
を
容
貌
の
変
化
に
応
じ
て
邪
険
に
扱
え
ば
、
女
は
男
の
態
度
に
よ
っ
て
自
分
の
姿
を
意
識
し
、
鏡

が
な
く
と
も
自
己
を
顧
み
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
お
そ
ら
く
男
の
態
度
は
当
初
の
ま
ま
、
ず
っ
と
変
わ
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
変
わ
ら
ず
女
を
愛
し
続
け
て
い
た
の
だ
。
鏡
と
し
て
の
他
者
が
変
わ
ら
ぬ
態
度
で
接
し
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
、
女
は
自
身
の
容
貌

が
醜
く
変
化
し
た
こ
と
に
は
気
付
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て
女
は
、
鏡
と
し
て
の
男
が
映
し
出
す
﹁
望
む
べ
き
自
己(

)

﹂
像
の
幻
想
に
囲
わ
れ

10

て
、
狭
い
世
界
で
生
き
て
い
た
の
で
あ
る
。

男
に
盗
ま
れ
る
こ
と
で
鏡
を
失
っ
た
女
は
、
山
の
井
の
水
鏡
に
よ
っ
て
自
身
の
姿
を
確
認
す
る
。
そ
こ
に
映
る
姿
は
、
日
常
的
に
鏡
を
見
て

い
た
頃
の
美
し
い
姿
と
は
全
く
違
っ
て
い
て
、
想
像
し
て
い
た
自
己
像
と
も
か
け
離
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
表
れ
る
﹁
は
づ
か
し
﹂
は
、﹁
社
会
に

お
け
る
自
分
、
他
に
対
す
る
自
己
を
常
に
意
識
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
感
情
で
あ
る(

)

﹂
か
ら
、
女
は
山
の
井
の
水
鏡
に
自
身
の
姿
を
見
る
こ
と

11

に
よ
っ
て
、
他
者
の
目
を
再
び
意
識
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
女
が
﹁
は
づ
か
し
﹂
と
思
っ
た
の
は
、
過
去
の
美
し
い
自
分
と
比

較
し
て
、
現
在
の
自
分
の
容
貌
が
あ
ま
り
に
醜
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
変
化
を
知
ら
ず
に
過
ご
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の

変
化
し
た
容
貌
を
他
者
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
他
者
は
男
で
は
な
く
、
世
間
だ
と
か
社

会
だ
と
か
、
広
い
意
味
で
の
他
者
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
男
は
女
の
醜
い
姿
を
既
に
受
け
入
れ
、
変
わ
ら
ぬ
愛
を
注
い
で
生
活
し
て
い
た
か
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ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
女
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
、﹁
は
づ
か
し
﹂
と
思
う
べ
き
他
者
に
は
な
ら
な
い
。
女
に
と
っ
て
、
自
身
の
醜
い

姿
を
受
け
入
れ
る
男
は
、
真
実
を
映
す
鏡
で
は
な
い
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
男
と
女
の
感
覚
に
ず・
れ・
が
生
じ
る
。
女
は
自
己
の
醜
い
姿
を
受

け
入
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
が
、
男
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
﹁
受
け
入
れ
る
﹂
男
と
﹁
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
﹂
女

と
の
ず・
れ・
は
、
今
後
の
展
開
を
暗
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

ま
た
、
女
は
こ
こ
で
自
己
を
客
観
的
に
見
る
こ
と
で
、
悲
惨
な
状
況
に
あ
る
こ
と
を
よ
う
や
く
理
解
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
陥
っ
た
そ
も

そ
も
の
原
因
は
男
に
あ
る
と
気
付
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
女
は
こ
こ
に
至
る
ま
で
様
々
な
も
の
を
失
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
失
っ
た
こ
と
に

気
付
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
﹁
鏡
﹂
を
取
り
戻
し
、
自
己
の
醜
い
姿
を
認
識
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

以
上
、
女
が
歌
を
詠
む
に
至
る
ま
で
を
三
つ
の
観
点
か
ら
確
認
し
て
き
た
が
、﹁
奪
わ
れ
﹂﹁
囲
わ
れ
﹂﹁
浸
食
さ
れ
﹂
て
い
く
女
の
姿
が
浮
き

彫
り
に
な
り
、
男
に
対
す
る
愛
情
を
示
す
部
分
な
ど
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
女
は
、
悲
惨
な
状
況
に
あ
る
自
分
を
水
鏡
に
よ
っ
て
認

識
し
た
こ
と
か
ら
、
男
に
対
す
る
憎
し
み
を
募
ら
せ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
、
女
の
視
点
か
ら
読
む
﹁
安
積
山
﹂
の
歌

﹁
安
積
山
﹂
の
原
歌
は
、﹃
萬
葉
集
﹄
巻
一
六
、
三
八
〇
七
番
の
、﹁
安
積
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
我
が
思
は
な
く
に
﹂
で
あ
り
、

左
注
に
お
い
て
、
采
女
が
葛
城
王
の
怒
り
を
な
だ
め
る
た
め
に
詠
ん
だ
歌
だ
と
さ
れ
て
い
る(

)

。﹃
大
和
物
語
﹄
で
は
、
下
の
句
の
歌
語
を
わ
ず
か

12

に
変
え
て
、
次
の
よ
う
な
和
歌
と
な
っ
て
い
る
。

あ
さ
か
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
あ
さ
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は
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先
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
歌
は
、﹁
浅
く
思
ふ
﹂
を
女
の
心
、﹁
人
﹂
を
男
と
と
っ
て
、
女
の
男
に
対
す
る
愛
情
を
詠
っ
た
も
の
だ
と
す
る
の

が
定
説
と
な
っ
て
い
る(

)

。
し
か
し
、
近
世
の
注
釈
書
で
は
こ
れ
と
は
違
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。﹃
大
和
物
語
鈔
﹄
の
該
当
部
分
を
次
に
挙
げ

13

る
。

此
女
我
か
ほ
の
お
そ
ろ
し
け
に
成
を
し
ら
て
山
の
井
に
移
る

︵
マ
マ
︶

る
を
見
て
恥
か
し
と
思
ひ
男
里
に
出
て
帰
ら
ぬ
を
我
か
く
な
れ
は
す
て
ゝ
こ

ぬ
也
と
恨
て
古
歌
の
心
を
か
へ
て
捨
る
ほ
と
の
浅
き
心
に
て
遠
く
さ
そ
ひ
く
る
か
と
い
へ
る
心
也 (

)

14

傍
線
部
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
ち
ら
の
解
釈
で
は
、﹁
浅
く
思
ふ
﹂
を
男
の
心
、﹁
人
﹂
を
女
と
と
っ
て
、
女
の
恨
み
を
込
め
た
歌
だ

と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
近
世
に
お
け
る
他
の
注
釈
書
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
解
釈
が
な
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
定
説
と
な
っ
て
い

る
解
釈
は
、
見
当
た
ら
な
い(

)

。
こ
の
よ
う
な
近
世
の
注
釈
に
つ
い
て
、
今
井
源
衛
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

15

し
か
し
、
こ
れ
︵
近
世
の
注
釈

引
用
者
注
︶
で
は
女
の
死
ぬ
動
機
に
自
分
の
姿
を
見
て
絶
望
す
る
点
︵
そ
の
裏
に
は
、
男
の
愛
情
を
い

つ
ま
で
も
得
て
い
た
い
と
い
う
女
心
が
あ
る
︶
が
弱
い
も
の
と
な
り
、
自
分
を
誘
拐
し
て
、
妊
娠
す
る
と
捨
て
て
し
ま
っ
た
薄
情
な
男
に

対
す
る
恨
み
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
、
美
し
く
や
さ
し
い
女
の
像
と
し
て
は
平
俗
を
免
れ
な
い
し
、
そ
の
後
を
追
っ
た
男
の

死
も
哀
切
さ
が
生
き
て
こ
な
い(

)

。
16

女
が
美
し
く
や
さ
し
い
か
は
別
と
し
て
、
女
の
死
が
自
身
の
容
貌
の
変
化
に
絶
望
し
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
見
解
は
、
確
か
に
そ

の
通
り
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
女
の
視
点
で
物
語
を
読
ん
だ
と
き
、
歌
を
詠
む
に
至
る
ま
で
の
女
の
心
情
表
現
に
は
、
男
に
対
す
る
恨

み
し
か
読
み
取
れ
ず
、
男
の
愛
情
を
い
つ
ま
で
も
得
て
い
た
い
と
い
う
女
心
は
、
歌
の
定
説
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
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森
本
茂
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

﹁
浅
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は
﹂
に
つ
い
て
、﹃
鈔
﹄﹃
抄
﹄
な
ど
の
諸
注
は
、
男
が
帰
ら
な
い
の
を
承
け
て
、
男
の
心
が
浅
い
と
み
て
、

男
を
恨
む
歌
と
す
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
万
葉
集
・
三
八
二
九
の
左
注
の
内
容
と
も
合
わ
な
い
し
、
男
が
三
、
四
日
食
物
を
捜
し

に
行
っ
て
帰
ら
な
い
の
を
誤
解
し
て
、
男
に
捨
て
ら
れ
た
と
女
が
判
断
し
た
こ
と
に
な
り
、
あ
ま
り
に
短
絡
的
す
ぎ
る(

)

。
17

確
か
に
本
段
の
和
歌
は
﹃
萬
葉
集
﹄
を
原
歌
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
和
歌
に
伴
う
物
語
が
違
う
の
な
ら
ば
、﹃
萬
葉
集
﹄
の
歌
意
を
受
け
継
ぐ

必
要
は
な
い
。
森
本
氏
の
解
釈
は
、﹃
萬
葉
集
﹄
を
意
識
す
る
あ
ま
り
、﹃
大
和
物
語
﹄
自
体
の
内
容
を
見
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。﹃
大
和
物
語
﹄

の
解
釈
に
お
い
て
は
、
次
に
挙
げ
る
時
枝
誠
記
氏
の
よ
う
に
、﹃
萬
葉
集
﹄
か
ら
離
れ
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

今
、
万
葉
集
の
歌
を
離
れ
て
、
大
和
物
語
の
説
話
自
身
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
女
は
、
男
が
女
の
顔
の
醜
く
な
つ
た
こ
と
を
嫌
つ
て
自
分
を

捨
て
た
も
の
と
考
へ
、
男
の
軽
薄
を
恨
ん
で
思
ひ
死
に
を
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、﹁
あ
さ
く
﹂
は
本
単
元
の
方
法
に
従
つ
て
、
男
に
つ
い
て

そ
の
述
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
正
し
い
こ
と
に
な
る(

)

。
18

や
は
り
歌
を
詠
む
に
至
る
状
況
か
ら
考
え
て
も
、
女
が
男
へ
の
愛
を
込
め
た
歌
を
詠
む
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
。
で
は
、
女
は
何
を
詠
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
物
語
の
展
開
を
冷
静
に
追
っ
て
い
け
ば
、
そ
れ
は
﹁
恨
み
﹂
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
世
の
注
釈
や
時
枝
氏
の
言
う
よ
う
な
、
男

に
捨
て
ら
れ
た
恨
み
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
女
は
男
に
捨
て
ら
れ
た
と
は
思
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
に
挙
げ
る
部
分
か
ら

読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
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あ
さ
か
山
影
さ
へ
見
ゆ
る
山
の
井
の
あ
さ
く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は

と
よ
み
て
、
木
に
書
き
つ
け
て
、
庵
に
来
て
死
に
け
り
。

﹁
木
に
書
き
つ
け
る
﹂
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
歌
を
残
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
誰
か
に
見
せ
よ
う
と
す
る
意
思
が
感
じ
ら
れ
る

部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
﹁
誰
か
﹂
と
は
男
以
外
に
有
り
得
な
い
。
女
は
男
に
歌
を
見
せ
る
た
め
に
木
に
書
き
つ
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

女
に
は
男
が
帰
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
で
き
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

男
に
捨
て
ら
れ
た
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
な
ら
、女
は
な
ぜ
男
を
恨
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、女
自
身
を
こ
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
や
っ

た
こ
と
に
対
す
る
恨
み
な
の
で
あ
る
。
水
鏡
に
映
る
自
己
を
見
る
こ
と
で
、
女
は
自
己
の
状
況
を
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
そ

こ
で
思
い
及
ぶ
の
は
、
醜
い
容
姿
に
変
化
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
貧
し
く
、
不
便
な
庵
で
の
生
活
と
、
そ
れ
を
何
年
も
さ
せ
て
き
た
男
に
対
す
る

恨
み
で
あ
る
。

女
が
﹁
は
づ
か
し
﹂
と
い
う
言
葉
で
比
べ
た
過
去
の
自
分
は
、
何
の
不
自
由
も
な
く
、
裕
福
で
恵
ま
れ
た
生
活
を
し
て
い
る
美
し
い
自
分
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
醜
い
容
姿
を
現
在
の
生
活
、
美
し
い
容
姿
を
過
去
の
生
活
と
置
き
換
え
る
な
ら
ば
、
女
に
と
っ
て
の
幸
福
は
や
は
り
過
去
の

生
活
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
女
が
追
い
求
め
て
い
る
の
は
過
去
の
自
分
で
あ
り
、
現
在
の
自
分
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
女
が
現
在
の
生
活
に
満
足
す
る
た
め
に
は
、
過
去
と
同
等
の
美
し
い
容
姿
や
、
裕
福
な
生
活
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
与
え
ら
れ

な
い
男
な
ど
、
女
に
と
っ
て
幸
福
を
奪
い
去
っ
た
恨
め
し
い
存
在
で
し
か
な
い
。
さ
ら
に
、
一
人
で
は
物
を
食
う
こ
と
の
で
き
な
い
、
妊
婦
で

あ
る
女
を
三
日
も
四
日
も
放
置
す
る
な
ど
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
﹁
恨
み
﹂
の
感
情
に
よ
っ
て
、﹁
あ
さ

く
は
人
を
思
ふ
も
の
か
は
﹂
が
導
き
出
さ
れ
る
。
意
味
と
し
て
は
、﹁
こ
れ
ほ
ど
薄
情
な
気
持
ち
で
人
を
思
う
も
の
だ
ろ
う
か
﹂
と
な
る
だ
ろ
う
。
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四
、
男
の
視
点
か
ら
読
む
﹁
安
積
山
﹂
の
歌

男
の
視
点
か
ら
物
語
を
読
む
と
、
男
は
置
い
て
い
っ
た
女
の
姿
と
、
死
ん
だ
女
の
姿
し
か
見
て
お
ら
ず
、
自
分
の
い
な
い
三
日
四
日
の
間
に

女
に
何
が
起
こ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
女
の
死
ん
だ
理
由
は
和
歌
に
よ
っ
て
し
か
掴
め
ず
、
明
確
に
は
理
解
で
き
な
い
は
ず
な

の
で
あ
る
。
肝
心
の
和
歌
の
意
味
と
言
え
ば
、
男
に
対
す
る
恨
み
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
男
は
死
を
選
ぶ
。
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て

考
え
た
い
。
男
は
自
分
の
い
な
い
間
に
起
こ
っ
た
女
の
感
情
の
動
き
を
知
ら
な
い
の
だ
。
男
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
自
分
が
い
な
け
れ
ば
生
き

て
い
け
な
い
女
、
た
だ
ひ
た
す
ら
に
自
分
の
帰
り
を
待
つ
女
で
あ
る
。
男
に
対
す
る
恨
み
を
抱
い
た
女
の
姿
な
ど
、
想
像
も
で
き
な
い
は
ず
な

の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、﹁
安
積
山
﹂
の
歌
に
、
男
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
都
合
の
い
い
解
釈
が
生
ま
れ
る
。

安
積
山
の
姿
ま
で
映
っ
て
見
え
る
山
の
井
が
浅
い
よ
う
に
、
浅
い
心
で
あ
の
人
を
思
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
ご
ざ

い
ま
せ
ん(

)

。
19

男
の
視
点
か
ら
物
語
を
読
め
ば
、
こ
の
よ
う
に
定
説
通
り
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
男
は
庵
で
女
の
死
を
見
、
山
の
井
で
歌
を
見

る
。
そ
し
て
、
女
の
自
殺
の
原
因
を
勝
手
に
解
釈
し
て
、
女
を
思
っ
て
死
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
女
の
視
点
か
ら
物
語
を
読
み
直
せ
ば
、
こ
れ
は
や
は
り
不
自
然
で
あ
る
。
醜
い
容
姿
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
女
と
、
受
け
入
れ
て

変
わ
ら
ぬ
愛
を
注
ぐ
男
と
の
感
覚
の
ず・
れ・
は
、
和
歌
の
解
釈
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
男
と
女
は
最
期
ま
で
互
い
に
ず・
れ・
た
感
覚
を

持
ち
続
け
、
死
ん
で
い
く
の
だ
。
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五
、
女
は
な
ぜ
庵
に
戻
っ
て
死
ん
だ
の
か

女
は
﹁
庵
に
戻
っ
て
死
ぬ
﹂
こ
と
を
選
ん
だ
。
た
だ
死
ぬ
だ
け
な
ら
、
和
歌
を
詠
ん
だ
山
の
井
で
死
ね
ば
よ
い
。
し
か
し
、
わ
ざ
わ
ざ
庵
に

戻
る
と
い
う
こ
と
は
、
庵
で
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
庵
に
戻
っ
て
死
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
こ

そ
が
、
本
段
の
解
釈
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。

女
が
自
殺
す
る
に
至
っ
た
直
接
的
な
理
由
は
、
自
身
の
容
貌
の
変
化
に
あ
る
。
立
石
氏
は
﹁
女
の
自
死
の
理
由
は
、
男
へ
の
愛
に
根
ざ
し
た

恥
じ
ら
い
で
は
な
く
、
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
崩
壊
に
あ
る(

)

﹂
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
女

20

か
ら
の
男
に
対
す
る
感
情
は
﹁
恨
み
﹂
で
あ
り
、
女
の
死
に
、
男
へ
の
愛
や
恥
じ
ら
い
は
も
ち
ろ
ん
関
係
し
て
い
な
い
。
も
し
、
愛
情
や
恥
じ

ら
い
が
関
係
し
て
い
る
の
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
庵
に
戻
っ
て
愛
す
る
男
に
醜
い
死
に
姿
を
見
せ
た
り
は
し
な
い
。
庵
に
戻
っ
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と

は
、
男
に
確
実
に
自
分
の
死
を
見
せ
る
こ
と
に
繋
が
る
。
で
は
、
な
ぜ
男
に
自
分
の
死
を
見
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
を
女
の
視
点
に
戻
し
て
考
え
よ
う
。
女
は
男
に
和
歌
を
見
せ
る
た
め
に
木
に
書
き
つ
け
、
庵
に
戻
っ
て
自
殺
す
る
。
今
の
生
活
が
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
女
は
、
死
ぬ
し
か
な
い
。
一
人
で
は
生
き
ら
れ
な
い
女
に
と
っ
て
、
死
ぬ
こ
と
こ
そ
が
男
か
ら
逃
れ
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
か

ら
だ
。
そ
し
て
、
自
身
を
蝕
ん
で
い
く
男
の
分
身
と
も
言
う
べ
き
子
供
や
、
醜
く
変
化
し
て
し
ま
っ
た
自
身
の
容
貌
な
ど
、
そ
の
全
て
を
無
に

返
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
男
は
女
の
書
き
つ
け
た
和
歌
を
読
み
、
女
の
死
の
理
由
を
勝
手
に
解
釈
し
、
女
を
思
っ
て
死
ん
で
い
く
。
つ
ま
り
、

男
の
死
に
は
、
確
実
に
女
へ
の
愛
情
が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
男
を
死
に
追
い
や
る
た
め
に
は
、
女
の
死
が
必
要
不
可
欠
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
女
が
庵
で
死
ぬ
こ
と
は
、
男
に
自
分
の
死
を
見
せ
、
男
を
確
実
に
死
に
追
い
や
る
た
め
の
手
段
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
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六
、
お
わ
り
に

以
上
、
女
の
行
動
や
状
況
を
細
か
く
読
み
直
す
こ
と
に
よ
り
、
男
に
不
条
理
に
﹁
奪
わ
れ
﹂、
身
体
的
に
﹁
囲
わ
れ
﹂、
子
供
に
よ
っ
て
﹁
浸

食
さ
れ
﹂
る
女
の
姿
を
確
認
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
、
男
に
よ
っ
て
何
も
か
も
奪
わ
れ
て
い
く
女
の
姿
が
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
山
の
井
の

水
鏡
に
よ
っ
て
、
女
は
、
失
っ
た
他
者
へ
の
意
識
や
自
己
を
認
識
す
る
感
覚
を
取
り
戻
し
、
自
身
の
悲
惨
な
状
況
を
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
在
の
生
活
の
一
切
が
男
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
気
付
き
、﹁
恨
み
﹂
の
思
い
を
募
ら

せ
て
い
く
の
で
あ
る
。

女
が
詠
ん
だ
歌
の
根
底
に
は
、
自
分
を
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
醜
く
し
た
男
に
対
す
る
﹁
恨
み
﹂
が
あ
る
。
手
習
歌
と
し
て
有
名
な
﹁
安
積
山
﹂

の
歌
意
と
は
正
反
対
で
あ
る
が
、
同
じ
和
歌
で
も
そ
れ
に
伴
う
物
語
が
違
え
ば
、
自
ず
と
歌
意
も
変
化
す
る
。
ま
た
、
そ
の
違
い
に
こ
そ
本
段

の
面
白
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

女
が
己
の
現
在
の
容
貌
を
見
た
と
き
、
も
し
男
と
共
に
生
き
る
道
を
選
ぶ
の
な
ら
ば
、
女
は
現
在
の
自
分
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
女
が
選
ん
だ
の
は
﹁
死
﹂
で
あ
る
。
女
は
結
局
、
現
在
の
自
分
を
受
け
入
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
よ
う
に
﹁
受

け
入
れ
ら
れ
な
い
﹂
女
と
﹁
受
け
入
れ
る
﹂
男
と
の
ず・
れ・
は
、
本
段
の
和
歌
の
解
釈
に
お
い
て
も
食
い
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
女
は
﹁
恨
み
﹂

を
込
め
て
﹁
安
積
山
﹂
の
歌
を
詠
み
、
男
は
そ
の
歌
に
﹁
愛
情
﹂
を
感
じ
て
し
ま
う
。
こ
の
ず・
れ・
は
、
結
局
最
期
ま
で
修
復
さ
れ
ず
に
存
在
し

続
け
る
こ
と
と
な
る
。

男
は
確
か
に
女
を
愛
し
て
い
た
。
醜
い
姿
に
変
わ
っ
て
も
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
て
愛
し
続
け
た
。
一
方
、
女
は
男
が
帰
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
男
が
自
分
を
愛
し
て
い
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
女
は
男
に
愛
情
を
抱
く
こ
と
は
な
く
、

む
し
ろ
、
男
へ
の
思
い
は
自
分
を
こ
の
よ
う
に
醜
く
し
た
こ
と
に
対
す
る
﹁
恨
み
﹂
な
の
で
あ
っ
た
。
女
は
最
期
ま
で
男
の
愛
を
受
け
入
れ
る
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こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
の
醜
い
姿
に
絶
望
し
て
死
ん
で
い
っ
た
。
こ
れ
は
自
分
を
愛
し
て
い
た
男
に
対
す
る
復
讐
で
あ
る
。
女
は
庵
に
戻
っ
て

男
に
自
分
の
死
を
確
実
に
見
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
を
死
に
追
い
や
っ
た
の
で
あ
る
。

注
︵

︶
柿
本
奨
﹃
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
﹄︵
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
六
年
二
月
︶

1
︵

︶
﹁
山
の
井
に
映
っ
た
自
分
の
姿
を
見
て
、﹁
い
と
は
づ
か
し
﹂
と
思
っ
た
の
は
、
男
へ
の
愛
情
が
あ
っ
て
の
こ
と
﹂︵
森
本
茂
﹃
大
和
物
語
全
釈
﹄
大

2
学
堂
書
店
、
平
成
五
年
一
二
月
︶
な
ど
、
本
段
に
お
い
て
女
の
愛
を
読
み
取
る
こ
と
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。

︵

︶
立
石
和
弘
﹃
男
が
女
を
盗
む
話
﹄︵
中
央
公
論
新
社
、
平
成
二
〇
年
九
月
︶

3
︵

︶
小
谷
雅
司
﹁
男
が
女
を
盗
む
物
語
︱
身
体
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
通
過
儀
礼
︱
﹂︵﹃
国
語
国
文
学
研
究
四
六
﹄
熊
本
大
学
、
平
成
二
三
年
二
月
︶

4
︵

︶
注
１
に
同
じ
。

5
︵

︶
今
井
源
衛
﹃
大
和
物
語
評
釈

下
巻
﹄︵
笠
間
書
院
、
平
成
一
一
年
三
月
︶

6
︵

︶
小
嶋
菜
温
子
﹁
平
安
前
期
物
語
の
︿
家
﹀
と
性
・
身
体
︱
﹃
竹
取
物
語
﹄﹃
伊
勢
物
語
﹄
か
ら
﹃
平
中
物
語
﹄﹃
大
和
物
語
﹄
ま
で
﹂
︵﹃
源
氏
物
語
の

7
性
と
生
誕
︱
王
朝
文
化
史
論
︱
﹄
立
教
大
学
出
版
会
、
平
成
一
六
年
三
月
︶

︵

︶
注
７
に
同
じ
。

8
︵

︶
﹁
懐
妊
は
ま
ず
身
体
の
変
調
と
捉
え
ら
れ
る
。
妊
娠
初
期
の
場
合
、
そ
れ
が
病
で
あ
る
の
か
懐
妊
で
あ
る
の
か
、
な
か
な
か
判
断
が
つ
き
が
た
く
、

9
し
た
が
っ
て
、
公
家
貴
族
の
家
で
は
医
師
が
招
か
れ
て
妊
娠
初
期
に
か
か
わ
っ
て
い
る
例
が
多
い
。︽
中
略
︾
判
断
の
む
つ
か
し
か
っ
た
懐
妊
も
時
間
の

経
過
に
よ
っ
て
次
第
に
明
ら
か
な
も
の
と
な
る
が
、﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
に
﹁
択
食
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
悪
阻
は
、
懐
妊
を
決
定
づ
け
る
大
き
な
徴
候
と
古

く
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
。﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄
巻
一
に
は
、
悪
阻
を
﹁
心
地
例
な
ら
ず
覚
え
て
、
物
も
食
は
ず
、
し
ば
し
ば
風
邪
な
ど
﹂
と
思
っ
て
い

た
と
あ
り
、
初
め
て
の
妊
娠
の
場
合
、
風
邪
と
の
区
別
は
つ
き
が
た
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。﹂︵
新
村
拓
﹃
出
産
と
生
殖
観
の
歴
史
﹄
法
政
大
学
出
版

局
、
平
成
八
年
一
月
︶

︵

︶
立
石
和
弘
﹁
鏡
の
な
か
の
光
源
氏
︱
光
源
氏
の
自
己
像
と
鏡
像
と
し
て
の
夕
霧
︱
﹂︵
三
田
村
雅
子
ほ
か
編
﹃
源
氏
研
究

第
二
号
﹄
翰
林
書
房
、
平

10
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成
九
年
四
月
︶
に
お
い
て
、
本
段
の
女
は
﹁
望
む
べ
き
自
己
と
望
ま
ざ
る
自
己
と
の
齟
齬
に
揺
れ
﹂
る
存
在
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
立

石
氏
は
、
鏡
を
め
ぐ
る
発
想
の
物
語
受
容
に
関
し
て
、﹁
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
像
が
、
決
し
て
自
ら
が
思
い
描
く
自
己
像
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

我
が
姿
と
し
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
主
体
の
、
引
き
裂
か
れ
苦
悩
す
る
精
神
の
内
奥
に
転
換
し
主
題
化
す
る
﹂
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

︵

︶
中
川
正
美
﹁
平
安
仮
名
文
の
﹁
は
づ
か
し
﹂
付
﹁
や
さ
し
﹂﹁
つ
つ
ま
し
﹂﹂︵﹃
梅
花
女
子
大
学
文
化
表
現
学
部
紀
要
四
﹄
平
成
一
九
年
︶

11
︵

︶
小
島
憲
之
ほ
か
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
九

萬
葉
集
④
﹄︵
小
学
館
、
平
成
八
年
八
月
︶

12
︵

︶
﹁
安
積
山
の
形
ま
で
も
く
っ
き
り
と
映
っ
て
見
え
る
こ
の
清
ら
か
な
山
の
泉
は
浅
い
が
、
そ
の
よ
う
に
浅
く
私
は
あ
の
人
を
思
っ
て
い
る
の
で
は
あ

13
り
ま
せ
ぬ
。﹂︵
柿
本
奨
﹃
大
和
物
語
の
注
釈
と
研
究
﹄
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
五
六
年
二
月
︶
な
ど
、
定
説
で
あ
る
。

︵

︶
雨
海
博
洋
﹃
大
和
物
語
諸
注
集
成
﹄︵
桜
楓
社
、
昭
和
五
八
年
五
月
︶
よ
り
、
該
当
部
分
を
抜
粋
。

14
︵

︶
雨
海
博
洋
﹃
大
和
物
語
諸
注
集
成
﹄︵
桜
楓
社
、
昭
和
五
八
年
五
月
︶
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
注
釈
書
で
、
該
当
部
分
に
言
及
し
て
い
る
も
の
︵﹃
大
和

15
物
語
鈔
﹄﹃
大
和
物
語
拾
穂
抄
﹄﹃
大
和
物
語
直
解
﹄﹃
大
和
物
語
虚
静
抄
﹄﹃
大
和
物
語
錦
繡
抄
﹄︶
は
全
て
恨
み
の
歌
と
解
釈
し
て
い
る
。

︵

︶
注
６
に
同
じ
。

16
︵

︶
森
本
茂
﹃
大
和
物
語
全
釈
﹄︵
大
学
堂
書
店
、
平
成
五
年
一
二
月
︶

17
︵

︶
時
枝
誠
記
﹃
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法

増
訂
版
﹄︵
至
文
堂
、
昭
和
三
五
年
二
月
︶

18
︵

︶
高
橋
正
治
ほ
か
校
注
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
二

竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語

平
中
物
語
﹄︵
小
学
館
、
平
成
六
年
一
二
月
︶

19
︵

︶
立
石
和
弘
﹁
女
性
拉
致
の
話
型
組
成
﹂︵﹃
國
文
學

解
釈
と
教
材
の
研
究

第
五
〇
巻
四
号
﹄
學
燈
社
、
平
成
一
七
年
四
月
︶

20参
考
文
献

・
阿
部
俊
子
・
今
井
源
衛
ほ
か
校
注
﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
九

竹
取
物
語

伊
勢
物
語

大
和
物
語
﹄︵
岩
波
書
店
、
昭
和
三
二
年
一
〇
月
︶

・
舟
田
明
子
﹁
大
和
物
語
の
歌
説
話
性
と
安
積
山
伝
説
︱
娘
ぬ
す
み
譚
を
中
心
に
﹂︵﹃
二
松
舎
大
学
人
文
論
叢
五
一
﹄
平
成
五
年
一
〇
月
︶

・
林
田
孝
和
﹁﹁
盗
む
﹂／
嫁
盗
み
譚
﹂︵
宮
崎
莊
平
編
﹃
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
九

葵
﹄
国
文
学
﹁
解
釈
と
鑑
賞
﹂
別
冊
、
至
文
堂
、
平
成
一
二
年

三
月
︶

・
植
田
敦
子
﹁
教
材
研
究
﹃
大
和
物
語
﹄﹁
安
積
山
﹂
に
つ
い
て
﹂︵﹃
研
究
紀
要
五
二
﹄
お
茶
の
水
女
子
大
学
、
平
成
一
八
年
︶
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・
天
海
博
洋
・
岡
山
美
樹
﹃
大
和
物
語
︵
下
︶﹄︵
講
談
社
、
平
成
一
八
年
三
月
︶

︵
博
士
前
期
課
程
一
年
︶

─ 98 ─


