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「
女
敵
」
と
い
う
熟
語
は
、
い
っ
、
庄
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
姶
め
た
の
か
、
そ
れ
以
袖
に
こ
れ
が
一
般
的
公
認
の
語
な
の
か
否
か
に
っ
い
て
も
私
は
佃
る
所
が
な
い
。
表

題
に
「
い
わ
ゆ
る
」
と
附
し
た
の
も
、
あ
る
い
は
浅
学
の
故
か
ら
出
た
独
断
で
は
な
い
か
と
内
心
恐
れ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
私
と
し
て
は
こ
の
語
が
「
枡
目
博
士
の
定

義
さ
れ
た
「
女
敵
」
あ
る
い
は
「
女
房
敵
」
の
意
」
に
代
り
う
・
る
と
考
え
た
と
こ
ろ
か
ら
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
往
っ
て
こ
こ
に
言
う
「
女
敵
」
は
表
面
的
字
義
で
の
女
の
作
っ
た
敵
、
女
の
敵
の
意
味
で
な
く
、
特
定
の
形
式
内
容
を
指
す
語
な
の
で
あ
る
。

　
博
士
が
「
女
敵
」
又
は
「
女
司
政
」
（
以
下
「
女
敵
」
と
い
う
）
と
言
お
れ
る
の
は
、
平
安
末
期
の
歌
風
を
目
安
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
同
じ
方
法
で
立
て
ら
れ
た

「
宮
廷
ぶ
り
」
・
「
貴
族
ぶ
り
」
・
「
武
官
ぶ
り
」
・
「
寺
家
ぶ
り
」
・
「
国
ぶ
り
」
等
に
対
す
る
一
つ
の
脱
胎
と
し
て
の
「
女
房
ぶ
り
」
を
な
す
歌
・
の
事
で
あ
る
ｏ

　
は
っ
き
り
と
規
定
は
し
て
お
ら
れ
た
い
が
、
博
士
が
平
安
末
期
の
歌
風
と
言
わ
れ
る
の
は
、
当
時
の
勅
撰
集
を
中
心
と
す
る
そ
れ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら

の
「
ぶ
り
」
は
平
安
末
の
勅
撰
集
に
み
ら
れ
る
特
徴
的
表
現
様
式
を
制
作
者
の
防
府
の
面
か
ら
把
み
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
腸
き
出
さ
れ
た
概
念
な
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
そ
の
中
「
女
房
ぶ
り
」
を
な
す
敵
に
つ
い
て
考
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
博
士
の
い
わ
れ
る
「
女
房
ぶ
り
」
の
メ
ル
ク
て
Ｉ
ル
と
な
る
の
は
句
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
博
士
は
私
の
読
み
得
た
僅
か
な
著
作
の
紀
聞
だ
け
で
も
ず
い
ぶ
ん
多
く
の
言
葉
か
費
し
て
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
切
干
独
特
の
論
述
形
式
を

も
っ
て
な
さ
れ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
理
解
し
易
く
い
わ
ゆ
る
定
頷
的
に
は
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
の
で
、
取
散
史
ず
博
士
が
随
時
、
随
所
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
言
葉
の
中
、

重
賜
と
思
え
る
も
の
の
い
く
っ
か
を
挙
げ
て
み
る
と
、

Ｉ
、
「
す
べ
て
恋
愛
式
発
想
法
に
よ
っ
て
居
る
。
」

２
、
「
類
型
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
。
」
「
奇
抜
で
あ
っ
て
一
実
竹
川
的
な
平
凡
を
兼
ね
て
い
る
。
」

３
、
［
感
傷
誇
張
の
小
説
化
の
傾
向
を
も
っ
て
ゐ
る
。
］

４
、
内
‥
容
か
ら
み
て
一
つ
の
荒
誕
が
あ
る
。
」
「
意
味
の
訳
ら
ぬ
も
の
が
多
い
。
」
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思
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せ
ぶ
り
の
作
り
方
を
す
る
。
」
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６
、
「
男
に
答
へ
る
の
に
ど
う
い
ふ
風
に
答
へ
る
か
と
い
ふ
そ
の
技
巧
が
、
最
大
事
の
も
の
に
な
っ
て
ゐ
る
。
」

等
で
あ
る
。
な
お
詳
細
に
訓
べ
れ
ば
、
も
っ
と
多
く
の
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
違
い
な
い
が
、
以
上
を
も
っ
て
概
略
す
べ
て
を
代
衷
さ
せ
う
る
も
の
と
考
え
る
ｏ

　
博
士
は
こ
う
し
た
発
想
、
手
法
を
「
女
房
ぶ
り
」
と
言
い
、
こ
う
し
た
発
順
司
手
法
に
よ
る
敵
を
「
女
敵
」
・
「
女
房
敵
」
と
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
概
念

を
た
よ
り
に
敵
の
発
生
の
問
題
に
ま
で
遡
及
さ
れ
、
そ
こ
に
片
歌
↓
旋
頭
歌
↓
短
歌
の
歴
史
を
描
か
れ
る
の
だ
が
、
こ
。
れ
は
短
歌
の
発
生
を
原
始
的
祭
式
に
お
け
る
女
達
の

中
に
抽
え
た
注
目
す
べ
き
方
法
で
あ
る
。

　
博
士
は
早
く
か
ら
柳
田
国
男
氏
・
中
山
太
郎
氏
等
と
な
ら
ん
で
女
性
の
歴
史
の
特
異
性
を
民
俗
学
的
見
地
か
ら
鋭
く
追
求
さ
れ
た
方
で
あ
っ
た
。
「
女
歌
」
の
概
念
も
・
こ

う
し
か
博
士
の
立
場
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
来
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
事
に
よ
っ
て
古
代
歌
謡
、
わ
け
て
も
短
歌
の
発
生
と
そ
の
歴
史
を
、
そ
れ
が
発
生
し
得
た
現
実
の

具
体
的
場
の
中
で
リ
ア
ル
に
抽
え
得
る
契
機
が
与
え
ら
・
れ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
博
士
が
御
物
身
で
規
定
さ
れ
た
「
女
歌
」
の
概
念
を
適
用
（
こ
う
し
た
言
葉
は
博
士
の
論
述
形
式
に
は
全
く
不
適
当
な
の
だ
が
）
し
て
描
か
れ
た
「
女
敵
」
の
発

生
と
展
問
の
姿
は
、
お
れ
わ
れ
を
十
分
納
得
さ
せ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

　
例
え
ば
、
博
士
は
折
々
の
祭
の
場
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
ま
れ
び
と
」
で
あ
る
神
と
土
地
の
精
霊
で
あ
る
神
女
と
の
掛
合
い
に
「
女
歌
」
の
起
源
を
み
ら
れ
る
の
だ
が
、

こ
の
坦
八
代
女
の
方
に
だ
け
加
担
の
よ
う
な
特
殊
な
様
式
か
な
ぜ
生
ま
れ
る
の
か
に
つ
い
て
実
に
奇
妙
な
論
を
立
で
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
か
べ
私
に
は
そ
う
思
え
る
。
）

如
き
は
モ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
大
体
博
士
の
言
わ
れ
る
折
々
の
祭
の
場
の
神
と
神
女
は
直
ち
に
天
皇
と
皇
后
、
あ
る
い
は
采
女
の
関
係
に
な
り
得
る
よ
う
な
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
が
、
根
本
的
誤
り
は

こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
二
者
に
は
豊
饒
を
招
く
男
君
と
女
君
と
い
う
農
耕
社
会
の
祭
式
に
必
要
な
原
始
的
機
能
が
共
通
し
て
考
え
ら
れ
る
に
違
い
な
い
の
だ
が

同
時
に
両
者
は
よ
り
本
質
的
に
は
む
し
ろ
敵
射
的
性
格
を
特
っ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
神
（
男
）
は
巫
女
で
あ
り
、
同
時
に
神
で
も
あ
る
女
遠
の
従
者
・
息
子
・
恋
人
・
夫
と
し
て
生
長
し
て
来
た
面
皮
を
持
っ
て
い
て
、
粉
々
の
祭
（
博
士
の
言

お
れ
る
の
が
ど
ん
な
歴
史
的
段
階
で
の
折
々
か
は
っ
き
り
し
な
い
所
に
問
題
が
あ
る
の
だ
が
、
常
に
事
物
の
起
源
に
遡
及
し
て
考
え
ら
れ
る
博
士
ら
し
く
原
始
共
回
体
的
村

々
の
意
味
に
解
し
て
み
る
と
）
の
神
は
少
く
と
も
父
権
限
下
の
夫
、
階
級
社
会
の
王
権
の
投
影
と
し
て
の
神
で
は
な
か
ろ
う
事
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　
形
は
似
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
「
発
想
上
誇
張
を
も
っ
た
・
・
…
現
実
の
生
活
よ
り
訓
子
を
一
際
高
く
敵
ふ
」
敵
（
女
敵
）
の
発
生
を
、
上
下
関
係
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
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た
こ
う
し
た
散
文
的
な
神
と
巫
女
の
儀
礼
的
応
答
の
中
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
原
始
的
歌
に
お
け
る
誇
張
表
現
や
現
実
生
活
よ
り
調
子
を
高
く
歌
う
旅
次
は
、
博
士
の
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
巫
女
と
し
て
の
任
務
よ
り
」
も
っ
と
人
間
の
深
い
所
と
（
例

え
ば
身
体
的
律
動
を
伴
い
そ
う
な
ま
で
０
）
か
か
お
り
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
生
れ
得
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
あ
た
か
も
触
角
が
指
物
を
探
り
当
て
る
の
に
も
に
て
、
短
歌
の
岩
出
と
、
そ
の
歴
史
の
方
角
を
示
さ
れ
た
博
士
で
あ
っ
た
が
、
博
士
の
手
に
よ
っ
て
そ
れ
が
真
実
リ
ア
ル

な
亦
・
と
し
て
椙
か
れ
る
に
到
っ
て
い
な
い
と
思
う
。

　
し
か
し
な
お
愧
士
の
ぬ
ｏ
中
に
は
何
と
示
唆
に
富
む
言
葉
の
多
い
事
か
。
そ
れ
は
私
の
よ
う
な
貧
弱
な
頭
脳
で
は
十
分
に
処
理
出
来
る
も
の
で
は
な
い
が
、
と
も
か
く
博

士
の
規
定
さ
れ
穴
［
女
歌
］
の
概
念
に
依
り
な
が
ら
「
女
歌
」
の
発
生
の
場
と
そ
の
歴
史
を
焉
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
詫
―
　
折
目
付
大
著
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日
本
文
学
史
ノ
ー
ト
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・
Ｐ
一
一
一
で
は
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天
子
の
歌
、
大
匝
階
級
の
歌
・
武
家
順
縁
、
女
房
の
階
級
、
惘
惘
と
私
は
大
体
こ
の
五
通
り
に
分
け
て
い
る
が
・
と
と
い
っ
て

　
　
　
　
お
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れ
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ぶ
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か
つ
て
小
林
秀
雄
は
「
女
流
作
家
」
と
囲
す
る
一
文
に
お
い
て
、

　
　
た
し
か
に
大
邦
と
い
ふ
も
の
は
、
掲
と
女
と
別
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
文
学
で
も
ほ
ん
と
う
の
文
学
と
言
へ
る
も
の
は
男
の
手
に
成
っ
た
も
の
で
も
女
の
手
に
成
っ

　
た
も
の
で
も
な
い
と
思
ふ
（
中
略
）
作
家
た
る
以
上
掲
で
あ
っ
て
も
女
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。

と
書
い
た
。
こ
の
論
理
は
、
彼
の
「
私
小
説
論
」
と
一
貫
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
「
ほ
ん
と
う
の
文
学
を
っ
く
る
作
家
の
あ
り
よ
う
を
「
掲
で
あ
っ
て
も
女
で

あ
っ
て
も
な
ら
な
い
」
と
い
う
表
現
を
も
っ
て
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　
こ
れ
は
現
代
文
学
、
ジ
ヤ
ヱ
ル
の
面
か
ら
言
え
ば
小
説
に
っ
い
て
の
言
で
あ
っ
た
。

　
近
代
社
会
は
自
己
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら
極
度
に
孤
立
化
さ
せ
ら
れ
る
の
を
特
徴
と
す
る
社
会
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
の
作
家
が
「
ほ
ん
と
う
の
文
学
」
を
っ
く
ろ
う

と
す
る
な
ら
ば
、
自
己
の
属
す
る
性
と
か
、
階
級
と
か
、
経
験
と
か
の
厚
い
壁
を
打
破
っ
て
普
遍
に
到
達
す
る
独
自
な
文
学
方
法
が
威
し
く
要
請
さ
れ
る
。
「
掲
で
も
あ
っ

て
も
女
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
と
言
う
の
も
そ
こ
か
ら
出
て
来
る
語
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
文
学
の
発
生
に
つ
い
て
こ
れ
を
考
え
る
な
ら
、
そ
の
剔
出
か
ら
言
っ
て
む
し
ろ
性
の
生
存
様
式
と
も
言
う
べ
き
も
の
と
別
れ
難
い
関
係
を
も

っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
モ
れ
は
や
が
て
普
遍
的
様
式
に
達
す
る
の
だ
が
、
発
生
は
地
方
的
、
特
殊
的
場
と
か
性
の
機
能
の
中
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
文
学
は
（
そ
し
て
他
の
諸
芸
術
も
）
、
末
岡
社
会
に
お
け
る
人
間
集
団
の
環
境
へ
の
反
応
と
情
緒
と
活
動
の
具
体
的
表
現
の
場
で
あ
る
祭
式
の
中
に
発
生
し
た
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
包
芽
で
あ
り
、
原
型
で
あ
っ
て
こ
れ
に
新
し
い
内
容
が
盛
ら
れ
た
時
、
つ
ま
り
そ
の
原
型
の
も
っ
地
方
性
、
辺
境
性
か
ら
解
放
さ
れ
る
時
は
じ
め
て
文

学
と
な
り
得
る
も
の
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
原
型
は
あ
る
時
代
、
あ
る
大
に
よ
っ
て
Ｉ
例
え
ば
ど
ん
な
天
才
に
よ
っ
て
で
も
Ｉ
突
如
と
し
て
造
り

出
さ
れ
て
来
る
も
の
で
は
な
い
。
突
然
あ
る
ジ
ヤ
ｗ
ル
が
表
わ
れ
て
来
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
そ
れ
が
文
学
と
な
れ
る
条
件
の
揃
う
ま
で
祭
式
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
か

ら
に
罰
ぎ
な
い
。

　
人
類
の
も
っ
と
も
早
い
段
階
で
は
、
個
人
は
集
団
の
Ｉ
ほ
と
し
て
で
な
け
れ
ば
生
存
し
得
な
か
っ
た
。

　
も
ち
・
ろ
ん
そ
こ
に
は
生
活
手
段
の
生
産
が
集
団
そ
の
も
の
の
再
生
産
を
意
味
す
る
社
会
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
様
な
社
会
で
は
当
然
の
事
と
し
て
食
物
を
得
る
事
と
子
供
を

作
る
こ
と
が
も
っ
と
も
重
要
な
仕
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
季
節
を
調
節
す
る
臓
術
的
祭
式
が
共
同
体
の
重
要
な
仕
事
と
し
て
行
わ
れ
た
の
も
こ
の
事
に
よ
っ
て
ま
ず
食



物
と
子
供
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
（
本
来
魔
術
は
、
生
産
手
段
が
幼
稚
で
、
生
産
諸
カ
の
低
い
、
従
っ
て
外
界
の
客
観
的
法
則
性
が
急
派
に
上
り
得

な
い
段
階
で
の
人
間
集
団
が
、
現
実
を
支
配
す
る
と
い
う
幻
想
を
っ
く
り
出
す
事
に
よ
っ
て
実
際
に
現
実
を
支
配
す
る
幻
の
技
術
な
の
で
あ
る
。
）

　
そ
し
て
こ
の
場
合
問
題
な
の
は
「
生
殖
に
つ
い
て
女
性
の
持
つ
役
割
が
男
性
の
そ
れ
よ
り
も
明
瞭
で
あ
り
、
困
難
で
も
あ
っ
た
為
に
、
そ
れ
を
助
け
る
為
に
発
明
さ
れ
た

魔
術
は
最
初
か
ら
女
性
的
刻
印
を
帯
び
て
い
た
」
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
文
学
、
直
接
に
は
歌
が
こ
の
中
で
形
づ
く
ら
れ
て
来
る
と
湾
え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　
原
初
的
女
達
の
魔
術
は
、
生
殖
、
生
産
つ
ま
り
「
母
」
の
機
能
を
増
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
だ
。
そ
れ
は
太
陰
魔
術
以
来
の
こ
と
で
あ
り
、
女
達
が
初
期
農
業
の
担
い
手
と

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
的
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
彼
女
達
の
斎
い
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
山
母
・
地
処
女
・
穀
物
母
・
穀
物
処
女
で
あ
り
、
叉
出
産
の
女
神
で
も
あ
っ

た
し
太
陽
の
妻
の
名
前
を
持
つ
天
照
大
神
を
は
じ
め
大
気
津
比
売
、
豊
宇
気
比
売
命
、
宇
治
御
魂
神
等
の
女
神
や
叉
、
国
家
宗
教
の
神
と
な
れ
ず
民
間
に
栄
え
た
田
の
神
や

山
の
神
等
も
亦
そ
う
し
た
種
類
の
神
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
女
性
の
暖
術
が
生
命
の
生
成
に
関
す
る
も
の
だ
と
い
う
事
に
っ
い
て
は
多
少
の
疑
問
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
す
な
わ
ち
『
ゲ
ル
フ
と
Ｉ
ヤ
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
戦
場
に
出
て
指
導
的
役
割
を
演
ず
る
巫
女
軍
や
、
半
島
遠
征
軍
ｏ
先
頭
に
立
っ
た
班
長
帯
日
売
命
の
役
割
が
生
命
の

生
成
に
開
す
る
も
の
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

　
し
か
し
こ
れ
は
女
の
魔
術
が
軍
事
に
ま
で
及
び
得
た
と
見
ら
れ
は
す
る
が
幟
術
が
軍
事
の
も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
来
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
・
ｏ

　
こ
の
場
合
、
季
節
の
生
と
死
、
生
命
の
脱
穀
と
い
う
原
始
的
共
同
体
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
き
な
危
機
を
克
服
す
る
為
に
生
ま
れ
た
魔
術
が
、
共
同
体
自
身
０
奈
・
化
発
展

に
よ
っ
て
本
来
的
領
域
を
拡
太
し
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
は
い
さ
さ
か
金
談
に
わ
た
っ
た
が
、
次
の
諭
を
導
き
出
す
た
め
に
、
こ
こ
で
女
達
の
祭
式
が
「
母
」
の
機
能
を
増
進
さ
せ
る
事
に
あ
る
の
を
確
認
し
て
置
く
必
要
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
女
達
の
祭
式
は
季
節
の
藻
生
・
結
婚
・
死
の
時
期
に
行
わ
れ
る
。
（
言
う
ま
で
も
な
い
が
こ
う
し
た
社
会
で
０
鋸
生
・
結
婚
・
死
は
同
時
に
人
間
の
そ
れ
で
も
あ
る
。
）
春

秋
二
度
の
祭
は
こ
う
し
た
古
い
時
代
の
祭
の
面
影
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
食
物
と
子
供
を
ふ
や
す
事
が
第
一
義
で
あ
っ
た
社
会
に
と
っ
て
季
節
の
行
合
う
こ
の
時

期
は
、
も
っ
と
も
危
険
を
孕
ん
で
い
る
時
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
そ
れ
を
突
破
す
る
為
の
祭
が
営
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
（
延
喜
式
神
祗
の
剖
等
を
見
る
と
二
月
の
祈
年
祭
を
は

じ
為
と
す
る
年
間
恒
例
の
祭
と
更
に
臨
時
祭
等
、
極
め
て
多
く
の
祭
の
あ
っ
た
事
実
を
知
る
事
が
出
来
る
。
し
か
し
こ
れ
は
「
お
供
え
物
は
圭
た
ち
を
勤
か
し
、
お
供
え
物

は
神
々
を
勤
か
す
」
様
に
な
っ
て
以
後
、
つ
ま
り
現
実
の
王
位
が
投
影
し
て
神
の
観
念
を
っ
く
り
上
げ
て
以
後
の
祭
の
記
録
で
あ
っ
て
こ
こ
で
は
問
題
に
し
得
な
い
。
）

　
　
　
　
　
　
　
古
代
文
学
史
の
一
問
題
　
　
　
　
（
古
庄
）
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ま
ず
季
節
の
済
生
す
る
㈲
を
み
よ
う
。
こ
れ
は
わ
が
国
の
よ
う
に
水
田
耕
作
の
農
耕
社
会
で
は
稲
と
水
と
が
聖
な
る
結
婚
を
す
る
、
つ
ま
り
円
植
０
時
期
で
あ
る
。
田
植

行
事
の
日
は
本
来
女
達
が
そ
の
斎
く
田
の
神
を
ま
っ
る
祭
式
の
日
で
あ
り
、
田
の
神
と
早
乙
女
達
と
の
寂
な
る
結
婚
式
の
日
で
も
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
女
達
の
祭
は
後
代
の
宗
教
祭
式
に
比
し
て
よ
り
多
く
脳
数
的
で
あ
る
。
第
Ｔ
」
こ
で
は
神
は
人
間
の
形
を
な
し
て
は
い
な
い
。
女
達
の
偕
く
神
は
稲
や
蛇
や
そ

の
荊
諸
々
の
精
宣
の
形
で
現
わ
れ
る
。
と
い
う
よ
り
そ
の
実
態
が
す
な
わ
ち
神
な
の
だ
。
田
植
行
事
に
お
い
て
早
乙
女
達
と
結
婚
す
る
田
の
神
は
蛇
神
と
も
考
え
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
女
達
と
神
で
あ
る
蛇
と
の
融
即
・
交
歓
が
中
心
ど
な
る
祭
は
、
従
っ
て
著
し
く
狂
燥
的
・
酒
宴
的
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
神
と
人
と
は
合
体
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
て
来
る
と
田
植
行
事
は
村
々
の
妓
女
式
で
は
な
い
か
と
い
う
感
が
す
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ

こ
は
原
初
的
形
態
の
歌
垣
（
後
世
の
そ
れ
の
よ
う
に
男
性
と
女
性
の
交
歓
と
し
て
寂
わ
れ
る
の
で
な
く
、
女
達
と
蛇
に
仮
装
し
た
男
性
と
の
掛
け
合
い
と
し
Ｉ
て
衷
わ
れ
る
だ

ろ
う
と
こ
ろ
の
）
が
行
わ
れ
た
場
所
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
後
代
の
歌
畑
。
が
山
で
な
さ
れ
て
い
る
の
に
こ
れ
は
む
し
ろ
水
辺
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
も
問
題
は
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
考
え

て
み
る
余
地
か
お
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
）

　
神
が
人
卵
形
を
な
侈
ぬ
精
恍
で
あ
る
た
め
に
こ
れ
に
近
づ
く
の
に
一
種
独
特
の
狂
燥
的
祭
式
と
な
る
の
が
女
遠
の
祭
式
の
特
徴
で
あ
る
が
、
そ
の
最
た
る
も
の
は
、
記
紀

に
み
ら
れ
る
大
字
受
兄
分
の
舞
踏
で
あ
る
。
大
岩
戸
の
段
は
季
節
の
葬
聡
の
姿
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
す
る
と
あ
の
狂
燥
、
恍
惚
の
舞
踏
は
原
始
的
挽
歌
の
形

式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
も
や
は
り
女
達
の
聖
な
る
祭
の
姿
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
祭
式
は
個
人
の
生
命
の
危
機
に
際
し
て
も
拡
大
し
て
行
わ
れ
た

に
違
い
な
か
ろ
う
。
大
石
日
子
の
葬
儀
で
銀
（
ぬ
帽
）
を
哭
女
に
仕
立
て
た
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
流
れ
は
民
間
特
に
地
方
に
お
い
て
葬
儀
の
口
に
「
単

な
る
弔
問
客
、
血
筋
の
繋
が
り
も
烈
く
、
叉
愛
情
も
無
い
人
ま
で
が
、
一
応
は
声
を
立
て
て
泣
い
て
拝
ん
で
か
ら
、
身
う
ち
の
者
に
挨
拶
を
す
る
作
法
」
と
な
っ
て
「
っ
い

此
頃
ま
で
行
わ
れ
て
帰
化
」
事
、
そ
れ
も
そ
の
作
法
が
女
に
よ
っ
て
保
た
れ
て
い
る
事
に
っ
な
が
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
儒
文
学
的
形
式
の
挽
歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
こ
こ
で
は
多
少
そ
の
担
当
者
の
粋
が
広
く
な
っ
て
い
る
が
、
血
縁
共
同
体
中
の
女
遠
の
祭
式
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
本
来
は
近
親
の
女
達
に
よ
っ

て
泣
か
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
だ
。

　
倭
建
分
の
葬
儀
に
う
化
わ
れ
化
と
さ
れ
和
犬
御
邪
欲
は
す
で
に
作
品
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
ブ
ク
た
い
手
が
后
、
御
子
た
ち
で
あ
る
の
は
見
巡
せ
な
い
。

こ
う
し
た
系
譜
は
貴
族
社
会
に
於
い
て
ど
の
辺
ま
で
だ
ど
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
゛
問
題
は
そ
う
易
し
く
は
な
い
と
思
う
が
、
少
く
と
も
初
期
万
菓
に
み
ら
れ
る
女
の
挽
恍
ま

で
に
は
汗
疹
を
賜
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
古
い
節
穴
の
制
約
が
貴
族
社
会
と
言
え
ど
も
生
き
て
い
る
可
能
性
が
十
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
・
で
あ
る
。



四
九

ｌ

&
l
s
s
&
a
s
s
s
a
I
I
.
I
‐
i
“
|
=
■
　
　
1
　
“
s
“
“
~
s
I
I
I
I
I
I
I
　
l
j

　
I
　
　
I
I
I
I
S
I
I
　
　
Ｉ
　
　
Ｉ
♂
－
Ｉ
　
～
　
ｊ
ｉ
ｒ
ｓ
　
％
－
ｊ
Ｉ

　
ａ
ｌ
ｌ
“
1
“
=
1
＝
~
9
l
a
l
“
J
j
“
l
s
l
‐
‐
.
＝
S
‐
I
S
“
s
l
.
1
‐
‐
‐
a
I

I
I
I
.
I
I
“
I
I
1
1
1
“
s
s
'
l
s
1
1
1
1

　
例
え
ば
天
智
天
皇
崩
御
時
の
ヽ
太
后
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
達
の
挽
歌
を
現
代
風
に
個
人
的
哀
悼
の
歌
と
の
み
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
見
る
為
に
は
な
ぜ
女
達
だ
け

が
挽
歌
を
作
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
か
な
り
大
き
な
障
害
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
個
人
的
感
懐
が
后
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
婦
人
、
夫
人
と
し
て
の
儀
式
的
歌
と
重
な
り
得
な
い
も
の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
れ
ら
の
歌
の
表
現

や
発
想
に
は
多
分
に
儀
式
次
の
痕
跡
が
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
（
大
尉
の
出
現
は
こ
う
し
た
挽
歌
を
変
質
さ
せ
た
。
従
っ
て
こ
れ
以
前
と
以
後
の
も
の
と
は
区
別
し
て
考

え
ね
ば
な
ら
な
か
ろ
う
。
）

　
以
上
考
察
し
て
来
た
季
節
の
生
と
死
に
か
か
お
る
女
達
の
緩
衝
的
祭
式
ｉ
そ
れ
は
更
に
病
気
と
か
出
産
と
か
、
そ
の
他
生
命
の
世
新
を
必
要
・
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
危
機
の

場
に
拡
大
さ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
Ｉ
－
－
の
物
真
似
踊
の
中
か
ら
分
離
し
て
行
っ
た
も
の
が
「
女
歌
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
女
達
が
歌
う
べ
き
も
の
だ
・
と
言

う
意
味
に
お
い
て
、
叉
女
遠
の
様
式
を
持
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
ま
さ
に
「
女
歌
」
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
だ
。
今
少
し
説
明
す
れ
ば
、
「
女
歌
」
は
女
達
の
祭
式
で
の

物
真
似
踊
を
助
け
る
掛
声
の
部
分
か
ら
生
ま
れ
て
来
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
従
っ
て
も
っ
と
も
原
始
的
形
で
は
動
作
の
時
々
に
囃
を
入
れ
る
だ
け
で
も
こ
と
足
り
る
わ
け
で

あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
掛
声
と
掛
声
と
の
間
の
あ
き
方
が
そ
れ
ぞ
れ
の
物
真
似
踊
り
の
動
作
の
形
や
質
に
よ
っ
て
異
っ
て
来
る
ぱ
ず
で
あ
る
し
、
当
然
そ
れ
か
ら
嶺
騏
し

て
来
る
う
た
の
質
を
規
定
せ
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
か
ら
す
れ
ば
「
女
歌
」
が
短
歌
の
原
型
と
な
り
得
る
の
は
、
「
女
歌
」
を
支
え
た
動
作
の
質
と
か
形

よ
り
本
質
的
に
は
物
真
似
踊
の
基
礎
に
な
っ
た
実
際
的
労
働
の
質
と
か
形
と
か
と
の
間
の
関
係
で
抽
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
見
わ
れ
る
。
「
短
歌
様
式
は
、
叛
に
「
女
歌

」
に
於
い
て
発
達
し
た
も
の
と
見
る
事
は
正
し
い
と
田
詣
」
と
い
う
言
葉
を
こ
う
し
た
視
点
か
ら
証
明
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
ｏ

　
い
さ
さ
か
形
式
の
面
に
傾
き
す
ぎ
た
が
、
同
時
に
こ
う
し
た
形
式
の
自
出
が
内
容
を
規
定
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
動
作
を
助
け
る
掛
声
の
言
語
化
さ

れ
た
も
の
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
枡
目
博
士
が
「
発
想
上
誇
張
を
も
っ
た
・
：
：
現
実
の
生
活
よ
り
調
子
を
一
際
高
く
歌
ふ
」
と
い
う
点
に
「
女
歌
」
の
特
徴
の
一
つ
を

挙
げ
ら
れ
た
の
も
こ
こ
で
全
く
正
し
く
理
解
出
来
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
掛
声
が
あ
る
作
業
に
っ
い
て
の
作
業
員
の
呼
気
か
ら
生
ま
れ
、
や
が
て
発
展
的
に
快
的
な
リ
ズ

ム
を
与
え
る
事
に
よ
っ
て
作
業
員
の
労
働
を
主
観
的
に
軽
減
さ
せ
る
役
割
を
机
っ
た
悌
に
、
そ
れ
は
よ
り
発
展
的
に
言
語
に
よ
っ
て
Ｉ
１
見
切
っ
た
誇
張
表
現
や
奇
抜
な
そ

れ
を
も
っ
て
そ
の
作
業
の
苛
酷
さ
を
克
服
し
、
叉
言
葉
の
威
力
で
対
象
を
圧
倒
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
魔
術
祭
式
に
お
い
て
女
達
は
神
に
自
分
達
の
骨
頂
の
実
現
を
強

訴
し
、
命
令
し
、
遂
に
は
幻
の
中
に
そ
の
実
現
さ
れ
た
姿
を
み
、
そ
れ
に
恍
惚
の
押
さ
え
上
げ
る
。
こ
こ
に
は
椙
問
歌
、
挽
歌
、
恋
歌
へ
分
離
し
て
い
く
脊
索
が
全
く
未
分

化
の
形
で
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
1
‐
口
博
士
が
平
安
末
期
の
歌
風
の
中
に
発
見
し
た
「
女
房
ぶ
り
」
は
、
こ
う
し
た
原
初
的
「
女
歌
」
の
痕
跡
で
あ
る
。

注
Ｉ
『
ギ
リ
シ
ヤ
古
代
社
会
研
究
』
上
　
匹
．
い
ム
い
い
ソ
四
「
矛
一
章
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」
同
書
下
矛
十
四
章
「
詩
の
芸
術
」
に
詳
し
い

古
代
文
学
史
の
一
問
題

（
古
庄
）



　
　
　
　
　
　
　
別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

注
２
『
ギ
リ
シ
ヤ
古
代
社
会
研
究
で
エ
　
　
″

矛
　
八
　
輯

　
　
「
矛
一
章
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
」

注
３
　
タ
キ
ト
ウ
ス
著
四
1
4
1
八
八
共
訳
（
刀
江
書
院
刊
ご
孝
一
郎
八
「
癩
大
の
地
位
」
九
「
ゲ
ル
マ
ー
ュ
ヤ
の
神
々
」

注
４
『
日
本
神
話
の
研
究
』
孝
三
巻
　
孝
十
一
章
「
ハ
岐
大
蛇
退
治
の
神
話
」

註
５
『
日
本
神
話
の
研
究
』
孝
三
巻
　
孝
九
章
「
天
岩
戸
龍
り
の
神
話
」

註
６
『
古
事
記
』
神
代
巻
『
日
本
書
紀
』
巻
の
二

注
ワ
燈
…
：
『
古
大
言
ど
鴎
呻
…
：
『
日
本
書
記
』

註
３
「
俤
泣
史
跡
ご
柳
田
国
男
集
所
収
　
筑
岸
書
房
版
（
現
代
日
本
文
学
全
集
）

注
９
　
　
　
　
″

註
1
0
『
古
事
記
』
巾
巻

註
Ｈ
　
枡
目
信
夫
全
集

註
□
　
　
　
″

Ｖ
Ｉ
一
Ｐ

Ｖ
皿
一
Ｐ

400
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五
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

　
以
上
考
察
し
て
来
た
揉
に
短
歌
は
文
学
と
し
て
成
熟
す
る
の
は
万
葉
集
ま
で
待
た
な
け
れ
は
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
構
造
は
古
い
原
始
共
同
体
の
女
達
の
物
真
似
緩
衝

の
中
に
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
た
短
歌
よ
り
構
造
に
お
い
て
後
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
先
に
成
熟
し
た
の
は
記
紀
歌
謡
で
あ
る
。
（
記
紀
歌
謡
の
中
に
も
新
旧
幾
段
階
か
の
歌
謡
が
見

ら
れ
る
と
思
う
が
、
私
が
こ
こ
で
い
う
の
は
そ
の
主
流
を
な
す
長
歌
形
式
の
歌
謡
で
あ
る
。
）
こ
れ
ら
の
歌
謡
は
短
歌
と
は
全
く
異
っ
た
基
盤
に
発
生
し
た
。
す
な
わ
ち
英
雄

達
に
よ
っ
て
原
始
社
会
の
停
滞
性
が
打
破
ら
れ
、
生
命
諸
カ
が
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
た
一
時
期
－
古
墳
時
代
－
の
所
産
で
あ
る
。
前
述
の
如
き
原
始
農
耕
作
業
を
媒
介

と
し
た
女
の
祭
式
か
ら
生
ま
れ
る
種
類
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
で
は
そ
う
し
た
記
紀
の
長
歌
形
式
は
ど
う
し
て
、
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
は
か
な
り
自
出
を
異
に
し
て
い
る
と
思
れ
る
の
で
一
概
に
言
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
が
、
そ
の
中
に
女
の
祭
式
歌
か
ら
、
表

面
上
あ
ま
り
変
化
な
く
英
雄
遠
の
形
式
と
も
い
う
べ
き
長
歌
形
式
へ
の
コ
ー
ス
を
辿
っ
た
Ｉ
群
が
あ
る
こ
と
だ
け
は
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
を
取
り
上
・

げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
歌
か
ら
そ
れ
へ
の
移
行
禍
福
を
な
が
め
て
見
た
い
と
思
う
。



こ
の
御
酒
は
　
　
　
我
が
御
酒
な
ら
ず

酒
の
司
　
　
　
　
　
　
常
世
に
い
ま
す

石
立
た
す
　
　
　
　
少
名
御
神
の

神
寿
ぎ
　
　
　
　
　
　
寿
き
狂
ほ
し

豊
寿
き
　
　
　
　
　
　
寿
き
廻
し

献
り
来
し
　
御
酒
で
　
　
残
さ
ず
飲
せ
　
さ
さ

こ

の

モ

の

歌

ひ

鱒

ひ

御
酒
を

鼓つ
　
つ

つ
　
つ

こ

の

御

酒

の

醸

み

け

む

人

は

臼

に

立

て

て

醸

み

け

れ

か

醸

み

け

れ

か

御

酒

の

あ

ももや
に
転
楽
し
　
さ
さ

（
「
古
事
記
」
）

　
こ
れ
は
店
長
毎
日
売
命
が
角
鹿
か
ら
掃
ら
れ
る
皇
太
子
の
為
に
待
ち
酒
を
醸
み
猷
っ
た
時
の
歌
、
及
び
そ
れ
に
応
え
て
武
内
宿
弧
、
皇
太
子
の
代
り
と
し
て
歌
わ
れ
た
歌

と
し
て
古
事
記
（
中
巻
）
叉
多
少
の
異
勧
が
あ
っ
て
日
本
書
紀
心
神
功
皇
后
紀
）
に
見
え
て
い
る
歌
謡
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
古
事
記
が
こ
れ
を
「
酒
楽
の
歌
」
と
し
て
い
る
様
に
叉
、
琴
歌
滸
に
「
正
月
十
六
日
節
酒
坐
敬
二
」
の
前
言
を
も
っ
て
牧
め
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
一
冊
明
ら
か

に
も
な
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
仮
託
さ
れ
て
い
る
も
の
に
司
ｙ
・
な
い
。

　
こ
の
歌
謡
は
本
来
的
意
味
に
お
け
る
サ
カ
ホ
ガ
ヒ
す
な
わ
ち
醸
酒
の
行
事
歌
の
一
片
で
あ
っ
て
、
日
本
書
紀
そ
の
他
に
見
ら
れ
る
類
を
同
じ
く
す
る
歌
謡
と
共
に
考
え
ね

ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

　
一
片
で
あ
る
と
言
っ
た
の
は
醸
酒
の
行
事
と
は
、
こ
の
歌
謡
に
み
ら
れ
る
様
に
削
み
上
っ
た
酒
を
飲
む
行
事
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
に
行
わ
れ
た
は
ず
の
醸
む
行
事
と
の

全
過
程
を
一
貫
し
て
い
る
の
が
本
来
的
姿
で
あ
り
、
従
っ
て
行
小
歌
は
こ
れ
以
外
に
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
や
が
て
サ
カ
ホ
ガ
ヒ
は
、
第
二
義
的
酒
宴
の
意

に
転
化
さ
れ
る
に
っ
れ
て
こ
れ
が
分
離
し
て
い
く
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ま
ず
原
初
的
形
に
復
元
し
、
そ
の
後
に
変
化
の
仕
方
を
跡
づ
け
て
み
た
い
と
思
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
醸
酒
行
事
の
前
半
、
す
な
わ
ち
醸
む
行
事
そ
の
も
の
の
歌
を
見
る
事
は
出
来
な
い
が
、
さ
き
に
上
げ
た
歌
謡
か
ら
大
体
推
察
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。
高
野
博

　
　
　
　
　
　
　
古
代
文
学
史
の
一
問
題
　
　
　
　
（
古
庄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一

‘
‐
一
－
－
－
－
ｊ
　
ン
ー
　
ー
　
　
　
　
ｊ
ｒ
ｊ
ｓ
ｌ
♂
ｉ

－



別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要

矛
　
八
　
輯

五
二

士
は
こ
の
歌
謡
に
つ
い
て
「
後
人
が
奇
習
を
学
び
知
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
「
奇
習
」
は
案
外
わ
れ
わ
れ
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
懸
河
の
行
事
、
つ
ま
り
サ
カ
ホ
ガ
ヒ
は
原
初
的
に
は
女
達
の
右
の
で
あ
っ
た
。
（
従
っ
て
こ
の
歌
謡
に
つ
い
て
記
紀
が
回
漕
の
主
に
息
長
茶
目
売
を
も
っ
て
し
て
い
る
の

は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
）
そ
の
事
は
他
ｏ
も
の
に
よ
っ
て
証
明
す
る
よ
り
も
こ
の
歌
謡
そ
の
も
の
が
開
白
に
物
語
っ
て
い
る
と
田
宮
ノ
。

　
す
な
わ
ち
常
世
に
い
ま
す
石
立
た
す
少
名
御
神
が
漕
の
生
成
力
を
持
っ
て
い
て
こ
の
河
を
っ
く
り
も
た
ら
し
た
と
い
う
発
想
の
基
礎
に
「
母
」
の
祭
式
が
透
い
て
み
え
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
常
世
に
い
ま
す
」
「
石
立
た
す
」
の
二
つ
の
修
飾
語
を
も
っ
少
名
御
神
は
古
事
記
に
よ
れ
ば
大
国
主
神
が
出
雲
の
御
大
之
御
前
に
坐
す
時
、
天
之
羅
摩
船
に
の
っ
て
海

の
か
な
た
よ
り
現
れ
、
大
穴
本
題
（
大
国
主
神
）
と
共
に
田
作
り
を
し
て
後
、
忽
然
と
常
世
に
去
っ
た
神
と
な
っ
て
お
り
、
女
徳
実
録
そ
の
他
に
よ
れ
ば
石
に
懸
り
っ
き
、

石
に
お
の
れ
を
現
わ
す
漂
着
神
で
も
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
三
輪
山
の
大
物
圭
が
こ
の
少
名
御
神
と
同
じ
く
河
の
生
威
力
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
事
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
大
物
主
は
蛇
神
で
あ
っ

た
。
こ
の
蛇
体
の
神
が
活
王
伏
見
売
勢
や
夜
陀
良
比
売
に
通
っ
か
事
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
神
婚
説
話
の
示
す
通
り
こ
の
蛇
神
は
ふ
る
い
母
系
割
下
の
神
で
あ
る
し
、

活
王
位
見
売
等
も
亦
こ
の
蛇
神
に
よ
っ
て
孕
む
杖
代
ら
し
い
様
子
が
、
そ
の
独
特
の
名
前
や
説
話
の
様
子
の
中
か
ら
う
か
が
え
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
程
遠
呂
智
は
既
に
退
治

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
蛇
は
ま
だ
豊
饒
を
も
た
ら
す
神
な
の
で
あ
る
し
、
こ
の
段
階
で
は
女
性
が
杖
代
で
あ
り
、
同
時
に
蛇
神
の
母
で
も
あ
っ

た
。
（
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
上
で
）

　
こ
う
し
た
蛇
神
で
あ
る
大
物
主
は
少
名
御
神
の
異
休
で
あ
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら
れ
る
神
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
両
神
と
も
時
あ
っ
て
常
世
か
ら
豊
饒
を
は
こ
び
来
る
神
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
原
始
人
の
思
惟
の
上
で
は
蛇
神
で
も
あ
り
、
石
立
た
す
神
、
懸
石
神
で
も

あ
り
得
る
も
の
な
の
だ
。

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
神
を
迎
え
て
行
わ
れ
る
醸
酒
の
行
事
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
想
像
す
る
に
雛
く
な
い
。
そ
れ
は
神
人
同
形
の
方
法
で
神
に
近
づ
く
後
代
の
神

へ
の
近
づ
き
方
と
著
し
く
従
っ
て
い
る
豊
浪
を
招
く
為
の
魔
術
祭
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
枡
目
博
士
は
こ
の
サ
カ
ホ
ガ
ヒ
の
歌
に
つ
い
て



　
　
常
世
の
神
が
来
て
、
ほ
が
ひ
す
る
も
の
と
信
じ
、
そ
の
核
子
を
学
ん
で
若
者
が
刀
を
握
り
廻
し
、
又
は
或
腫
の
神
人
が
酒
甕
の
廻
り
を
踊
り
ま
は
り
し
た
も
の
と
言
へ

　
る
と
思
ふ
ｏ

と
い
わ
れ
た
の
は
仏
具
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
足
り
な
い
も
の
が
あ
る
。
醸
酒
の
生
か
女
達
で
あ
る
こ
と
と
、
こ
の
ま
ま
で
は
矛
盾
す
る
か
ら
だ
。
博
士
の
諭
で
は
少
名

御
神
の
投
影
と
し
て
の
若
者
の
群
は
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
醸
酒
の
生
へ
の
詮
索
が
な
か
っ
た
。
私
は
こ
の
歌
謡
の
基
礎
に
少
名
御
神
の
投
影
で
あ
る
若
者
の
群
と
、
そ

れ
に
斎
く
「
母
」
の
投
影
で
あ
る
若
い
女
達
の
群
に
よ
る
醸
酒
の
祭
式
が
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
核
に
思
う
。
少
名
御
神
は
こ
う
し
た
若
者
の
群
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
の
核
に

思
わ
れ
る
し
、
醸
酒
の
主
・
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
店
長
帯
比
売
命
は
本
来
複
数
の
「
母
」
遠
の
？
‐
Ｉ
ダ
ー
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
か
く
「
母
」
と
「
息
子
」
の

祭
式
の
面
影
を
ひ
ど
く
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
仮
託
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
こ
の
言
言
が
記
紀
に
お
い
て
店
長
帚
比
立
命
と
皇
太
子
、
あ
る
い
は
そ
の
柿
前
者
と
し

て
の
武
自
惚
側
が
対
し
て
い
る
の
も
興
味
が
深
い
。

　
延
喜
式
肢
祚
大
官
祭
に
み
ら
れ
る
穆
実
公
と
酒
遺
児
が
ト
さ
れ
亘
悦
令
崖
解
造
酒
司
の
順
に

　
　
正
一
人
　
掌
醸
酒
　
醵
（
中
略
）
副
詞
　
川
女
司
共
和
汀

と
あ
り
、
所
司
の
項
に

　
　
恂
酒
一
人
　
掌
酒
之
事
（
中
略
）
醸
酒
事
与
現
官
共
鋼
他
言

と
あ
る
事
も
既
に
原
始
的
意
味
内
界
を
持
つ
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
し
か
も
な
お
原
始
的
酸
酒
の
記
憶
が
こ
う
い
う
形
で
表
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
の
考
察
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
サ
カ
ホ
ガ
ヒ
は
本
来
魔
術
的
女
の
祭
式
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
・
も
う
一
炭
酸
酒
の
行
し
の
歌
を
考
え
て
み
る
と
、
神
楽
歌
の
「
酒

殿
歌
」
や
「
細
波
」
が
ど
こ
で
っ
く
ら
れ
、
ど
う
い
う
コ
ー
ス
で
神
楽
歌
に
入
れ
ら
れ
た
か
を
も
っ
と
考
え
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
危
険
だ
と
凪
う
が
、
少
く
と
も
こ
う
し
た

歌
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
鼓
に
あ
わ
せ
て
歌
い
つ
つ
醸
み
、
舞
い
つ
つ
隨
む
醸
酒
の
行
事
の
歌
に
考
え
ら
れ
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
も
し
こ
れ
ら
を
基
準
に
し
て
い
い
な
ら
、
こ
れ
ら
の
歌
が
性
的
で
あ
る
の
は
、
こ
う
し
た
古
い
祭
式
に
必
要
な
機
能
な
の
で
あ
る
し
、
「
細
波
」
の
歌
の
も
っ
繰
返
し
文

句
は
客
観
的
に
は
作
業
の
訓
子
を
揃
え
る
機
能
で
あ
り
、
主
観
的
に
は
「
内
容
に
睨
ひ
を
ば
利
か
せ
る
」
睨
歌
又
は
寿
歌
の
エ
ツ
セ
い
ス
で
あ
っ
た
部
分
に
違
い
な
か
ろ

う
。
そ
し
て
こ
れ
は
短
歌
形
式
へ
の
可
能
性
を
十
分
孕
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
し
、
「
酒
殿
歌
」
で
は
そ
れ
が
行
わ
れ
て
い
る
と
具
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

古
代
文
学
史
の
一
問
題

（
古
庄
）

１

１

五
三

｜
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別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
要
　
　
　
　
矛
　
八
　
輯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

　
以
上
は
あ
く
ま
で
も
原
初
的
形
態
に
お
け
る
サ
カ
ホ
ガ
ヒ
に
っ
い
て
で
あ
っ
た
。
し
か
し
記
紀
に
取
人
れ
ら
れ
た
姿
は
か
な
ら
ず
し
も
原
初
的
な
そ
れ
で
は
な
い
。
ま
ず

こ
こ
で
は
サ
カ
ホ
ガ
ヒ
の
義
が
か
な
り
二
義
的
な
そ
れ
に
解
さ
れ
て
い
る
小
で
あ
る
。
細
胞
の
ど
こ
に
も
酒
を
醸
む
行
事
の
歌
、
例
え
ば
神
楽
歌
の
「
細
波
」
や
「
酒
殿
歌
」

の
如
き
類
は
兄
か
け
ら
れ
は
し
な
い
。
こ
れ
と
相
呼
応
す
る
様
に
サ
カ
ホ
ガ
ヒ
の
主
で
あ
っ
た
女
達
が
そ
の
座
を
下
り
て
男
の
英
雄
達
に
そ
れ
を
譲
っ
て
い
る
し
、
一
面
醸

酒
が
女
達
低
か
り
で
な
さ
れ
る
と
い
う
原
則
も
破
れ
か
け
て
い
る
。
掃
化
人
須
々
許
辺
の
醸
ん
だ
酒
に
僣
美
の
声
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
応
神
天
皇
の
半
も
見
え
て
い
る
し
、

吉
野
の
国
主
も
亦
醸
酒
し
て
猷
っ
て
い
る
の
を
兄
る
事
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
二
義
的
意
味
の
サ
カ
ボ
ガ
ヒ
の
拡
大
が
み
ら
れ
る
記
紀
で
は
女
達
は
英
雄
に
仕
え
る
附
属
的
役
割
し
か
負
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
店
で
皇
后
や
采
女
等
が

か
な
ら
ず
酒
を
猷
っ
て
い
る
形
は
か
つ
て
そ
の
座
の
主
が
女
で
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
の
意
味
は
全
く
異
っ
て
来
て
い
て
八
予
予
神
の
歌
に
な
る
と
女

は
「
吾
は
も
よ
、
女
に
し
あ
れ
ば
」
と
さ
え
言
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
頓
訪
辺
見
売
の
語
は
一
方
英
雄
で
あ
る
八
千
矛
神
と
０
対
応
関
係
の
中
で
聞
か
ね
ば

正
当
で
は
な
い
。
本
来
記
紀
歌
謡
は
民
謡
で
は
な
い
。
特
に
長
歌
形
式
の
歌
謡
は
食
う
事
で
一
杯
な
原
始
共
同
体
を
突
破
し
て
一
定
の
支
配
者
屏
が
直
接
生
産
か
ら
退
け
る

段
階
に
は
じ
め
て
可
能
な
形
式
な
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
女
の
祭
式
に
お
い
て
原
始
的
農
耕
作
業
を
円
滑
な
ら
し
め
る
為
に
与
え
た
リ
ズ
ム
、
主
観
的
に
言
え
ば
こ
の
悌
な
仕
事
を
言
葉
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
寿

歌
や
睨
歌
が
宿
命
的
に
短
詩
形
と
結
び
っ
く
の
に
反
し
、
著
し
く
叙
小
筒
表
現
を
も
ち
、
そ
れ
ぐ
一
条
の
展
開
を
不
完
全
に
し
ろ
持
っ
て
い
る
。
そ
の
も
っ
と
も
成
熟
し

た
姿
が
八
千
矛
神
の
歌
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
既
に
見
事
に
ま
と
ま
っ
た
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
英
雄
を
座
の
主
に
し
た
酒
宴
で
こ
れ
が
舞
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

狸
っ
て
一
座
の
人
々
は
女
達
の
祭
式
の
歌
舞
と
異
っ
て
掛
声
を
入
れ
る
か
手
拍
子
を
打
つ
事
は
あ
っ
て
も
歌
舞
は
し
な
い
。
そ
の
歌
舞
の
兄
子
と
な
り
賄
手
に
な
る
の
で
あ

　
い
さ
さ
か
一
般
論
に
な
り
過
ぎ
た
が
、
こ
う
し
た
申
で
酒
楽
の
歌
謡
を
考
え
て
み
よ
う
ｏ

　
前
に
分
析
し
て
み
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
本
来
原
始
的
酒
楽
の
様
相
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
し

　
コ
ノ
ミ
キ
ハ
　
禾
ガ
ミ
キ
ナ
ラ
ズ
　
倭
ナ
ル
　
オ
ホ
モ
ノ
主
ノ
　
カ
　
ミ
シ
ミ
キ
ナ
リ
（
春
目
礼
御
撰
歌
）
　
（
改
訂
『
日
本
歌
話
史
』
所
収
）

あ
る
い
は

　
新
栄
の
神
の
御
酒
を
　
　
　
飲
げ
ど

　
言
ひ
け
ば
か
も
よ
　
　
　
　
　
我
が
酔
ひ
に
け
り
　
　
　
　
（
常
陸
風
土
記
）



と
比
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
同
二
発
想
で
は
あ
る
が
既
に
一
歩
違
っ
た
世
界
へ
ふ
み
入
れ
て
い
る
の
が
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
詩
形
が
少
し
長
く
な
っ
て

い
る
と
だ
肌
片
る
の
は
あ
ま
り
に
皮
相
的
で
あ
る
ｏ
そ
れ
が
漸
屏
的
表
現
こ
座
を
背
景
と
し
て
の
勧
消
散
、
鹿
沼
散
の
結
構
を
も
っ
て
再
構
成
さ
れ
て
い
る
事
を
見
落
し

て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
れ
は
女
達
の
狂
噪
的
踊
り
の
歌
詞
で
は
な
く
英
雄
遠
の
座
で
歌
わ
れ
舞
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
消
楽
の
散
は
以
上
の
様
な
過
程
を
経
て
英
雄
遠
の
散
の
一
環
と
な
っ
た
様
に
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
民
衆
の
中
に
は
こ
う
し
た
消
楽
の
語
義
の
分
裂
、
す
な
わ
ち
消
を
・
醸
む

行
事
と
そ
の
消
を
共
同
体
奄
ほ
が
飲
む
行
事
の
分
離
が
行
わ
れ
ず
に
あ
っ
た
に
相
違
な
い
の
だ
が
、
英
雄
の
世
界
か
ら
・
は
ま
ず
前
者
が
脱
落
し
、
後
背
が
特
娩
肥
大
才
る
の

で
あ
る
。

　
　
注
―
、
高
野
辰
之
著
『
日
本
歌
謡
史
』
Ｐ
3
2

　
　
注
２
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
皇
太
后
と
な
っ
て
い
る
・

　
　
詫
３
、
『
女
徳
実
録
』
斎
衡
三
年
十
二
月
の
条
。

　
　
注
４
、
『
紀
伊
名
勝
図
会
』
又
、
松
村
武
雄
氏
は
そ
の
著
『
日
本
神
話
の
研
究
』
Ｖ
３
・
Ｐ
3
9
1
に
お
い
て
「
延
喜
式
谷
十
に
宿
那
彦
神
像
石
神
社
が
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
ろ
市
宇
は
こ
の
笥
が
神
像
石

　
　
　
　
　
信
仰
の
一
対
策
た
る
こ
と
を
明
示
し
て
ゐ
る
」
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
江
５
、
『
吉
紀
』
崇
神
人
皇
紀
に
「
こ
の
酒
は
我
が
酒
な
ら
ず
や
ま
と
な
す
大
物
主
の
醍
み
し
酒
幾
久
幾
久
」
と
あ
る
。
又
、
谷
目
礼
個
搦
歌
（
「
ｎ
‥
水
面
‐
漏
出
昌
司
貿
」
に
て
ノ
ミ
キ
ハ

　
　
　
　
　
禾
ガ
ミ
キ
ナ
ラ
ズ
　
倭
ナ
ル
　
オ
ホ
モ
ノ
主
ノ
カ
ミ
シ
ミ
キ
ナ
リ
」
と
あ
る
。

　
　
注
６
、
『
古
事
記
』
中
指

　
　
江
７
、
『
古
事
記
』
中
谷

　
　
江
ｏ
‥
、
記
紀
に
よ
る
と
、
大
物
主
命
と
少
名
彦
神
は
共
に
大
国
主
命
（
大
己
貴
介
）
と
国
造
り
の
為
に
海
の
か
な
た
か
ら
現
わ
れ
た
神
で
あ
る
こ
と
、
『
日
本
書
紀
』
一
書
及
び
「
川
竹
本
紀
」

　
　
　
　
　
に
よ
れ
ば
そ
の
出
現
し
た
場
所
ま
で
同
じ
で
あ
る
。
し
か
も
共
に
酒
の
成
生
力
の
持
主
で
あ
る
点
か
ら
し
て
同
一
神
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
江
９
、
枡
目
信
夫
全
集
Ｖ
Ｉ
・
Ｐ
羽
～
4
9

　
　
江
1
0
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
版
）
『
古
代
歌
謡
集
』
解
題
で
土
橋
寞
氏
は
「
酒
楽
歌
」
「
宇
岐
歌
」
を
民
謡
の
酒
宴
歌
と
比
べ
て
見
る
と
詩
形
か
少
し
長
く
な
っ
て
い
ろ
外
殆
ど

　
　
　
　
　
同
じ
で
酒
宴
の
儀
礼
歌
は
宮
廷
の
も
民
間
の
も
、
大
体
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
Ｊ
Ｐ
1
2
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
こ
こ
で
い
さ
さ
か
唐
突
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、

　
　
過
去
の
短
歌
文
学
の
上
で
、
女
性
の
し
た
為
時
を
考
え
る
こ
と
は
、
結
局
日
本
文
学
体
に
に
対
し
て
賀
ｏ
女
性
の
し
た
為
事
を
考
え
る
の
と
同
じ
事
に
な
る
。
そ
れ
程

　
ｙ
％
ｆ
ｍ
％
女
流
文
学
に
・
大
き
な
領
域
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
い
引

　
　
　
　
　
　
　
　
古
代
文
学
史
の
一
問
題
　
　
　
　
（
古
庄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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別
　
府
　
大
　
学
　
紀
　
斐
　
　
　
　
矛
　
八
　
輯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
と
言
わ
れ
る
枡
目
博
士
の
言
葉
を
再
び
私
な
り
に
理
解
し
て
み
よ
う
。

　
こ
の
場
合
博
士
は
、
物
語
・
日
記
な
ど
の
散
文
の
領
域
を
昔
は
そ
う
い
う
散
文
傾
を
文
学
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
だ
」
と
し
て
文
学
か
ら
除
外
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
判
断
は
必
ず
し
も
妥
当
だ
と
は
言
わ
れ
な
い
が
、
短
歌
が
佐
ｏ
い
ず
れ
の
ジ
ヤ
ヱ
ル
よ
り
も
女
に
血
縁
深
い
も
の
で
あ
っ
た
事
は
確
か
で
あ
る
。
な
ぜ
歌
の
中

で
も
長
歌
で
な
く
短
歌
と
血
縁
が
深
い
の
か
、
こ
の
事
は
岫
に
考
え
て
来
た
原
始
社
会
０
女
達
と
分
ち
難
い
関
係
を
も
っ
て
発
生
し
た
短
歌
の
囲
史
と
切
り
放
し
て
は
考
え

ら
れ
な
い
。

　
し
か
し
文
学
の
原
型
を
生
ん
だ
と
い
う
爪
味
で
は
訓
や
物
語
も
初
旅
惣
に
は
女
遠
の
祭
式
が
そ
の
母
胎
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
当
烈
女
達
と
血
縁
深
い
け
ず
で
あ

る
ｏ
に
も
か
か
わ
ら
ず
澗
や
物
語
に
は
平
安
の
女
房
達
や
廃
長
期
の
阿
国
の
如
く
極
め
て
限
ら
れ
た
条
件
下
の
作
者
（
又
は
俳
優
）
し
か
出
ず
、
短
歌
の
持
つ
広
屈
な
地
域

と
厚
い
冊
の
作
者
に
比
す
べ
く
も
な
い
の
は
問
題
か
お
り
そ
う
で
あ
る
。

　
一
言
に
し
て
言
え
ば
組
歌
が
原
始
性
、
未
加
工
性
と
阻
合
せ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
半
で
あ
ろ
う
。
短
歌
が
悦
次
や
寿
歌
か
ら
誰
れ
て
文
学
化
さ
れ
得
る
の
は
、
亮
御

的
祭
式
の
規
制
が
少
し
で
も
ゆ
る
め
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
暖
御
心
一
祭
式
を
支
え
て
い
る
共
面
体
の
生
爪
諸
刃
が
多
少
で
も
上
る
事
に
よ
っ
て
（
そ
れ
は
共
同
体
の

崩
壊
に
っ
な
が
る
Ｊ
神
岡
な
睨
歌
や
寿
歌
が
世
俗
化
さ
れ
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
正
確
に
は
古
代
田
家
の
成
立
後
、
男
性
貴
族
達
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
識
的
文

学
作
品
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
う
し
た
土
台
の
上
に
再
加
工
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
だ
。

　
抒
情
詩
と
し
て
の
短
歌
は
万
葉
以
往
長
い
時
代
に
わ
た
っ
て
再
生
産
さ
れ
っ
ゞ
け
現
代
に
ま
で
到
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
階
級
社
会
の
出
現
以
後
解
体
の
一
六
を
鉄
る
社
会

の
中
で
、
特
に
モ
の
解
体
に
さ
ら
さ
れ
た
階
級
の
自
己
表
現
の
手
段
に
滴
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
女
性
と
組
歌
の
旧
任
の
深
さ
は
そ
う
し
た
所
か
ら
来
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
原
始
的
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
む
し
ろ
解
体
さ

れ
な
い
、
乃
至
は
そ
の
ぼ
合
の
少
な
い
時
点
に
生
き
て
い
る
為
に
ゴ
行
使
を
換
え
て
言
え
ば
女
性
が
ま
だ
慨
御
に
近
い
所
で
生
き
て
い
る
為
に
、
短
歌
と
女
性
の
閲
任
が
破

ら
れ
ず
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
当
然
の
事
だ
が
、
こ
の
関
係
が
も
っ
と
も
け
ざ
や
か
に
現
わ
れ
た
の
は
古
代
社
会
の
作
品
に
っ
い
て
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
の
一
般
的
権
勢
と
し
て
は
、
原
始
共
同
体
の
女
達
の
も
の
と
し
て
発
生
し
た
短
歌
は
、
そ
の
自
出
の
偏
狭
性
を
漸
次
克
服
し
て
剪
知
的
な
も
の
と
し
て
、
女
達
の

中
に
で
な
く
、
む
し
ろ
古
代
社
会
の
男
性
貴
族
の
中
に
問
花
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
古
い
共
同
体
の
膜
性
の
下
に
た
っ
た
わ
が
国
古
代
社
会
の
底
部
に
絹
込
ま

れ
て
生
き
た
女
達
は
、
そ
れ
が
崩
壊
さ
れ
な
い
限
恂
「
女
歌
」
か
ら
は
脱
却
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
平
安
の
和
泉
式
部
な
ど
は
と
も
か
く
そ
れ
の
出
来
た
は
じ
め
て
の
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。



　
大
和
朝
廷
及
び
そ
れ
と
連
立
す
る
強
豪
貴
族
の
祭
式
が
合
理
的
同
家
宗
教
に
な
っ
て
い
く
過
程
に
お
い
て
他
の
氏
族
祭
式
の
多
く
は
脱
落
す
る
か
、
田
家
宗
教
の
末
端
に

組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
が
、
万
葉
の
歌
の
源
泉
は
こ
う
し
た
脱
落
し
た
氏
族
祭
式
の
中
に
お
っ
た
槌
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
形
式
を
自
己
天
辺
の
具
と
し
、
格
式
か

ら
出
た
歌
に
文
学
的
加
工
を
施
し
た
の
は
古
代
貴
族
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
万
葉
集
は
祭
式
と
間
れ
雑
く
む
す
ば
れ
た
歌
が
そ
の
状
態
を
脱
し
て
意
識
的
に
文
学
化
さ
れ
は
じ

め
た
時
代
、
そ
れ
故
に
両
者
が
い
ま
だ
句
気
な
く
混
在
し
得
た
稀
有
な
時
代
の
も
の
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
に
は
極
め
て
侵
年
ほ
に
わ
た
る
作
品
が
敗
め
ら
れ

て
い
て
一
律
に
論
ず
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
概
括
的
に
次
の
悌
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
す
な
わ
ち
、
一
方
の
極
に
古
墳
時
代
を
経
て
（
こ
の
時
代
に
久
米
代
な
ど
を
け
じ
め
と
す
る
『
紀
代
傾
け
っ
く
ら
汪
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
』
古
代
国
宝
頑
固
の
剖
詐
言
で
あ

り
、
先
進
外
米
文
化
ｏ
享
受
者
、
そ
こ
か
ら
文
字
と
い
う
表
現
の
武
器
の
持
主
と
な
フ
こ
男
性
貴
族
の
若
々
し
い
抒
情
歌
を
殷
き
、
そ
の
対
極
に
、
い
ま
だ
古
い
氏
族
ｏ
祭

－

－
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式
と
手
の
切
れ
な
い
地
点
で
の
女
性
貴
族
の
歌
と
、
こ
れ
に
似
た
条
件
下
に
あ
る
民
陽
の
そ

れ
を
置
い
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
作
品
の
高
下
を
言
う
為
の
も
の
で
ぱ
な

い
ｏ
事
実
女
性
貴
族
の
歌
や
、
民
衆
の
賎
に
優
れ
た
歌
が
い
く
ら
で
も
あ
る
。
噛
、
こ
れ
ら

は
言
該
せ
ず
し
て
優
れ
た
歌
が
っ
く
れ
る
時
点
に
い
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
以
ヒ
円
筒
を

簡
単
に
図
示
す
れ
ば
上
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
図
で
は
示
し
得
な
い
が
、
万
葉
巣
０
歌
の
母
胎
と
な
っ
た
「
女
装
」
は
地
域
個
に
み

て
非
常
に
拡
範
囲
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
初
期
藻
揖
文
化
の
発
生
し
た
地
域
に
は
ど
こ
で

も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
に
漢
し
記
紀
歌
謡
は
古
維
持
代
言
冷
遇
に
も
た
ら

し
得
た
先
裁
地
大
和
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
古
代
徒
波
の
決
定

的
勝
者
と
し
て
の
大
和
朝
廷
の
政
消
費
図
に
よ
っ
て
再
薬
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
歌
わ
れ
、
旦
舞
わ
れ
た
発
生
の
場
が
故
意
に
又
は
伺
気
な
く
に
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
）
東

歌
に
一
首
と
し
て
長
歌
、
又
は
長
歌
の
破
片
を
含
ん
で
い
な
い
の
は
、
そ
う
・
し
た
所
か
ら
理

解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
こ
は
大
和
順
延
に
統
一
さ
れ
る
以
前
に
、
地
方
的
英
雄
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別
　
府
　
大
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要
　
矛
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八
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八

に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
た
先
遠
地
帯
と
従
っ
て
そ
う
し
た
英
雄
の
出
現
が
な
く
直
に
大
和
朝
廷
に
隷
属
さ
せ
ら
れ
た
後
辺
地
帯
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
地
域
は
後
進
地
域

で
あ
る
が
為
に
古
い
女
達
の
文
化
の
生
き
得
た
所
で
あ
る
し
、
従
っ
て
「
女
歌
」
が
保
た
れ
再
生
産
さ
れ
た
所
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
貴
族
社
会
に
お
い
て
古
い
其
同
体
か
ら

受
け
つ
い
で
来
た
女
達
の
職
分
が
、
新
し
い
体
制
の
下
に
員
敷
か
れ
、
内
容
を
変
え
な
が
ら
も
続
い
た
為
に
、
そ
こ
が
叉
一
つ
の
「
女
達
」
の
源
泉
で
あ
っ
た
の
と
対
応
し

て
い
る
ｏ

　
祈
日
切
上
が
挙
げ
ら
れ
た
「
女
歌
」
の
メ
ル
ク
’
Ｉ
ル
は
考
え
て
見
る
と
、
そ
の
ま
ま
民
謡
の
そ
れ
に
な
り
う
る
の
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
後
者
は
前
者
に
比
し
て
あ
く
ま
で
も
残
存
形
態
で
あ
り
、
従
っ
て
藻
教
的
、
儀
礼
的
脊
索
の
色
が
濃
い
と
い
弓
差
異
の
一
面
を
捨
象
し
て
両
者
を
同
一
員
す
る
こ
と
は
開

示
い
で
あ
ろ
う
・
が
。

　
万
葉
以
後
こ
う
し
た
流
れ
が
貴
族
文
学
の
衰
弱
で
こ
れ
と
関
係
を
階
っ
て
一
方
は
民
謡
の
中
に
、
今
一
実
は
女
の
祭
式
の
神
仙
性
を
再
組
成
し
た
形
言
僕
け
緋
い
だ
と
旭

わ
れ
る
遊
行
女
婦
と
い
っ
た
類
の
伝
承
者
の
中
に
生
き
っ
づ
け
る
単
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
註
Ｉ
　
折
目
付
完
全
化
　
Ｖ
Ｈ
・
Ｐ
Ｉ

　
　
註
３
　
　
尚
貴
が
文
字
文
化
に
浴
せ
ず
、
専
ら
往
地
的
文
化
の
担
い
手
で
あ
っ
た
こ
と
ヽ
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