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１　

は
じ
め
に

「
女
が
た
」（『
三
越
』
一
九
一
三
〔
大
正
二
〕
年
一
〇
月
）
は
、
公
衆
劇
団
旗
揚

公
演
の
た
め
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
鷗
外
唯
一
の
現
代
喜
劇
で
あ
る
。
一
〇
月
一

日
か
ら
二
〇
日
ま
で
、
帝
国
劇
場
に
て
上
演
さ
れ
た
。
公
演
四
演
目
の
う
ち
の

い
わ
ば
「
大
喜
利
」
と
し
て
最
後
に
置
か
れ
る
こ
と
、
か
つ
、
新
派
の
名
女
形

河
合
武
雄
が
主
役
の
蓮
田
を
演
じ
る
こ
と
を
前
提
に
、
執
筆
さ
れ
た
と
見
な
さ

れ
る
。
そ
の
梗
概
は
、
と
あ
る
温
泉
宿
の
一
室
を
舞
台
に
、
常
連
客
の
好
色
な

富
豪
を
懲
ら
し
め
る
た
め
、
興
業
帰
り
の
新
派
俳
優
た
ち
と
宿
の
主
人
が
共
謀

し
、
女
形
俳
優
蓮
田
が
娘
に
扮
し
て
接
近
す
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
一
幕
物
で
あ

る
。従

来
、
演
劇
史
に
お
い
て
は
全
否
定
を
以
て
遇
さ
れ⑴
、
鷗
外
研
究
か
ら
の
論

考
も
存
在
し
な
か
っ
た
本
作
に
つ
い
て
、
稿
者
は
す
で
に
二
論
文
を
発
表
し
て

き
た
。

ま
ず
、「「
女
が
た
」
の
周
辺
―
鷗
外
と
大
正
期
演
劇
界
」（『
文
学
』
八
―

二
、

二
〇
〇
七
・
三
）
に
お
い
て
は
、
そ
の
成
立
背
景
と
周
辺
状
況
の
精
査
に
よ
っ
て
、

松
居
松
葉
や
小
山
内
薫
を
は
じ
め
と
す
る
演
劇
人
の
国
内
外
で
の
動
向
、
松
竹

の
東
京
進
出
に
よ
っ
て
激
変
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
劇
界
の
状
況
、
お
よ
び
、

そ
こ
で
の
鷗
外
の
関
与
の
様
相
を
ト
レ
ー
ス
し
た
。
す
な
わ
ち
、
翻
訳
劇
普
及

お
よ
び
大
正
期
新
派
劇
へ
の
協
力
の
二
方
面
に
お
よ
ぶ
、
演
劇
活
動
家
と
し
て

の
鷗
外
の
相
貌
を
明
ら
か
に
し
た
。

次
い
で
、「
ふ
た
り
の
女
形
―
森
鷗
外
「
女
が
た
」
と
三
島
由
紀
夫
「
女
方
」

―
」（『
鷗
外
』
九
一
、
二
〇
一
二
・
七
）
で
は
、
と
も
に
実
在
の
女
形
俳
優
に
か

か
わ
り
、
表
題
も
同
じ⑵
と
言
っ
て
よ
い
二
作
品
を
と
り
あ
げ
、
比
較
検
討
を

行
っ
た
。
三
島
の
「
女
方
」
は
一
九
五
七
〔
昭
和
三
二
〕
年
一
月
に
発
表
さ
れ

た
短
編
で
、
六
世
中
村
歌
右
衛
門
と
三
島
自
身
と
の
交
際
に
依
拠
し
た
モ
デ
ル

小
説
で
あ
る
。
成
立
時
期
も
ジ
ャ
ン
ル
も
異
な
る
も
の
の
、
女
形
俳
優
廃
止
論

議
高
潮
期
に
発
表
さ
れ
て
い
る
点
、
女
形
俳
優
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア

リ
テ
ィ
、
お
よ
び
そ
の
芸
と
魅
力
に
力
点
を
置
い
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
、
二

作
品
は
共
通
性
を
そ
な
え
る
。
こ
の
共
通
性
に
着
眼
し
た
分
析
に
よ
っ
て
二
作

家
の
立
場
と
差
異
を
明
確
に
し
、
ま
た
、
鷗
外
の
文
体
に
影
響
を
受
け
た
と
公

言
す
る
三
島
由
紀
夫
が
、
鷗
外
へ
の
敬
愛
を
こ
め
て
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
推

定
し
た
。

こ
れ
ら
を
承
け
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
、「
女
が
た
」
に
お
け
る
セ
ク
シ
ュ

ア
リ
テ
ィ
の
表
象
体
系
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
あ
ら
か
じ
め
見
通
し
を
述
べ

れ
ば
、「
女
形
俳
優
と
富
豪
の
同
衾
」
と
い
う
結
構
を
そ
な
え
る
本
作
は
、
一

森
鷗
外
「
女
が
た
」
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
　

藤
　
　
木
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九
一
〇
年
代
の
性
科
学
言
説
と
同
期
し
つ
つ
、「
正
し
く
」
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ

ム
＝
強
制
異
性
愛
体
制
の
表
象
体
系
を
構
成
す
る
。
し
か
し
一
方
で
、
そ
の
表

象
の
体
系
に
は
揺
ら
ぎ
と
綻
び
が
お
そ
ら
く
は
意
図
的
に
施
さ
れ
て
あ
る
。
前

述
の
如
き
結
構
が
い
わ
ゆ
る
「
陰
間
」
の
表
象
に
際
ど
い
近
接
を
見
せ
る
こ
と

は
、
そ
の
目
立
っ
た
徴
候
と
見
な
さ
れ
よ
う
。
加
え
て
本
作
の
射
程
は
、
性
労

働
の
問
題
系
に
ま
で
及
ぶ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
上
演
さ
れ
た
戯
曲
で
あ

る
「
女
が
た
」
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
表
象
は
、
俳
優
の
実
存
が
介
在
す
る
こ

と
で
、
い
っ
そ
う
生
々
し
く
可
視
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、

本
論
の
前
提
と
し
て
言
挙
げ
し
て
お
き
た
い
。
以
下
で
は
、
こ
の
「
大
喜
利
」、

言
い
換
え
れ
ば
「
通
俗
的
な
ド
タ
バ
タ
喜
劇⑶
」
に
、
ひ
そ
か
に
仕
掛
け
ら
れ
た

問
題
提
起
の
外
延
を
追
う
。

２　

鷗
外
と
「
性
欲
」

鷗
外
森
林
太
郎
は
、「
性
欲
」
と
い
う
言
葉
を
最
も
早
く
使
用
し
、
そ
の
概

念
を
普
及
さ
せ
た
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る⑷
。
一
八
九
六
〔
明
治
二
九
〕
年
の
「
月

草
叙⑸
」
で
は
、
冒
頭
で
一
九
世
紀
末
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
傾
向
す
な
わ
ち
自
然
主

義
文
学
を
論
じ
る
が
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
と
し
て
の
「
性
欲
」
に
言
及

し
た
箇
所
を
見
よ
う
。
な
お
、
引
用
文
中
の
「
詩
」
は
、「
文
学
」
全
般
の
意

で
用
い
ら
れ
て
い
る
（
傍
線
原
文
）。

人
間
の
動
物
的
な
側
を
誇
張
し
て
、
性
欲
す
な
は
ち
劣
等
な
色
気
を
行

為
の
唯
一
の
原
働
力
に
し
た
や
う
な
人
物
を
写
す
の
は
、
い
は
ゆ
る
病
理

を
詩
の
種
子
に
使
ふ
の
だ
。
か
う
い
ふ
類
の
詩
の
出
て
来
た
の
は
、
伊
太

利
の
マ
ン
テ
ガ
ツ
ツ
ア
、
独
逸
の
ク
ラ
フ
ト
、
エ
エ
ビ
ン
グ
な
ど
の
医
学

上
の
論
説
が
詩
の
境
に
は
い
つ
た
か
ら
だ
。
た
と
ひ
又
病
理
に
ま
で
は
な

ら
ぬ
、
ま
だ
生
理
の
中
に
立
ち
留
つ
て
居
る
種
子
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は

男
女
の
間
が
ら
を
糞
と
蜜
の
混
合
物
と
看
做
し
て
居
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

ド
イ
ツ
留
学
帰
国
直
後
か
ら
の
鷗
外
が
、
評
論
お
よ
び
論
争
活
動
に
よ
っ
て
、

あ
る
い
は
講
演
や
講
義
に
よ
っ
て
、
日
本
の
審
美
学
、
言
い
換
え
る
な
ら
、
芸

術
批
評
に
お
け
る
批
評
性
の
指
標
を
め
ぐ
る
議
論
の
、
牽
引
者
の
ひ
と
り
で

あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
柄
に
属
す
る
。
引
用
部
は
、
日
本
の
自
然
主
義
文
学

勃
興
に
先
立
つ
こ
と
一
〇
年
前
の
こ
の
時
期
に
、
鷗
外
が
い
か
な
る
自
然
主
義

文
学
観
を
抱
い
て
い
た
か
を
明
瞭
に
示
し
て
意
義
深
い
。
た
だ
し
、
本
論
の
関

心
に
基
づ
い
て
む
し
ろ
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
①
「
性
欲
」
が
「
劣
等
な

色
気
」
と
換
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
「
性
欲
」
の
発
動
を
、
そ
の
段
階
に
応

じ
て
「
生
理
」
と
「
病
理
」
と
に
分
節
し
て
い
る
こ
と
、
③
自
然
主
義
文
学
に

お
け
る
「
性
欲
」
の
主
題
化
は
、「
医
学
」
と
り
わ
け
性
科
学
の
影
響
下
に
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
三
点
で
あ
る
。

こ
の
後
、
一
九
〇
二
〔
明
治
三
五
〕
年
一
一
月
か
ら
翌
年
一
一
月
に
か
け
て
、

鷗
外
は
自
ら
も
そ
の
主
宰
者
の
一
人
で
あ
る
と
こ
ろ
の
医
学
雑
誌
『
公
衆
医

事
』
に
「
性
欲
雑
説
」
を
連
載
す
る⑹
。
生
方
智
子
は
「
鷗
外
は
、
文
学
の
領
域

の
み
な
ら
ず
医
学
・
衛
生
学
の
領
域
に
お
い
て
、
こ
の
語
を
普
及
さ
せ
た
」
と

述
べ
る⑺
。
つ
ま
り
、「
月
草
叙
」
を
「
文
学
の
領
域
」、「
性
欲
雑
説
」
を
「
医
学
・

衛
生
学
の
領
域
」
に
振
り
分
け
て
、
如
上
の
見
解
を
示
し
て
い
る⑻
。「
性
欲
」

概
念
の
流
布
・
流
通
状
況
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
妥
当
だ
が
、
し
か
し
、「
月

草
叙
」
執
筆
段
階
で
の
鷗
外
が
、
す
で
に
文
学
と
医
学
と
の
「
境
」
に
お
い
て

「
性
欲
」
な
る
語
彙
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

生
方
の
述
べ
る
如
く
、「「
性
欲
」
と
い
う
言
葉
は
、
当
初
か
ら
様
々
な
ジ
ャ
ン

ル
の
言
説
が
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
た⑼
」。
た
だ
し
、
そ
の
「
当
初
」

と
は
、
一
八
九
六
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
の
幅
に
で
は
な
く
、
一
八
九
六
年

一
一
月
に
定
め
得
る
。
ま
た
、
こ
の
時
の
鷗
外
の
議
論
の
射
程
は
、
西
洋
諸
国
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お
よ
び
日
本
に
お
け
る
、
文
学
、
美
術
、
審
美
学
、
倫
理
学
、
哲
学
等
々
の
多

ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る⑽
。

加
え
て
、「
性
欲
」
と
い
う
言
葉
そ
れ
自
体
が
招
き
寄
せ
る
問
題
系
に
つ
い

て
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
言
葉
は
、
お
の
ず
と
そ
の
主
体
の
欲
望
の
あ

り
よ
う
を
あ
ぶ
り
出
す
。
あ
る
個
体
が
、
何
に
、
ど
の
よ
う
な
、
ど
の
程
度
の

欲
望
を
抱
く
か
。
性
欲
の
主
体
は
、
そ
の
欲
動
を
契
機
と
し
て
自
ら
を
主
体
化

す
る
。
と
同
時
に
、「
性
欲
」
は
、
そ
の
主
体
が
属
す
る
文
化
的
社
会
的
コ
ン

テ
ク
ス
ト
に
従
っ
て
、「
倫
理
」
や
「
病
理
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
お
い
て
分
節

さ
れ
る
。
以
上
の
事
柄
を
め
ぐ
っ
て
、「
月
草
叙
」
執
筆
当
時
の
鷗
外
が
充
分

に
意
識
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。

「
性
欲
」
の
語
が
広
く
一
般
に
流
通
す
る
契
機
が
、
田
山
花
袋
「
蒲
団
」（
一

九
〇
七
〔
明
治
四
〇
〕
年
）
の
出
現
つ
ま
り
は
日
本
の
自
然
主
義
文
学
の
興
隆
と

同
伴
す
る
こ
と
、
同
時
期
（
一
九
〇
八
年
）
に
発
生
し
た
「
出
歯
亀
事
件
」
お

よ
び
「
塩
原
事
件
（
煤
煙
事
件
）」
に
よ
っ
て
、「
自
然
主
義
」
と
「
性
欲
」
が

同
義
語
と
し
て
流
布
し
た
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
自
己
を
主
体
化

す
る
「
装
置
」
と
し
て
の
「
性
欲
」
が
一
般
化
さ
れ
、
す
な
わ
ち
「
性
欲
」
の

主
体
は
、「
倫
理
」
や
「
病
理
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
照
ら
し
て
、
自
己
を
不
断

に
管
理
し
、
規
律
化
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る⑾
。
と
と
も
に
、
規
範
か
ら
逸
脱

す
る
「
性
欲
」
の
あ
り
よ
う
が
、「
異
常
性
欲
」「
変
態
性
欲
」
と
し
て
排
斥
さ

れ
る
事
態
が
こ
こ
に
出
来
す
る
こ
と
に
な
る
。「
性
欲
」
概
念
の
流
布
は
、
個

人
の
主
体
化
の
装
置
と
し
て
発
動
す
る
の
み
な
ら
ず
、
性
行
動
や
性
現
象
を
正

常
な
い
し
は
異
常
の
い
ず
れ
か
に
分
節
す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
構
と
し
て
も
機
能
し

た
。
留
意
す
べ
き
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
「
性
」
概
念
が
セ
ッ

ク
ス
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
の
双
方
に
跨
っ
て
い
た
、
あ
る
い
は
、
セ
ッ
ク
ス
と

ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
を
混
同
し
て
い
た
事
実
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
基
づ
い
て
、
チ
ェ
ッ
ク
機
構
と
し
て
の
「
性

欲
」
概
念
は
、
文
学
と
近
接
す
る
領
域
で
あ
る
と
こ
ろ
の
演
劇
に
も
向
け
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
男
優
が
女
役
を
演
じ
る
女
形
俳
優
の
廃
止
論
議
が
、
明
治

改
元
以
降
三
度
目
の
高
潮
期
を
迎
え
た
こ
と
、「
明
治
四
十
年
代
以
降
、
女
形

の
存
在
は
演
劇
の
枠
を
超
え
て
、
社
会
の
病
理
（「
病
的
な
社
会
の
産
物
」）
と

し
て
性
科
学
の
対
象
と
な⑿
」
っ
た
こ
と
の
必
然
は
こ
こ
に
存
す
る
。
女
形
俳
優

を
「
病
理
」
と
見
な
す
言
説
群
、
具
体
的
に
は
「
変
成
女
子
」「
変
態
芸
術
」「
変

態
」「
変
態
性
欲
」
な
ど
の
名
指
し
は
、
女
形
俳
優
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
行
為

を
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
混
同
し
た
が
ゆ
え
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
鷗

外
「
女
が
た
」
は
、
こ
れ
ら
と
は
一
線
を
画
す
。
女
形
俳
優
が
「
男
性
」
で
あ

る
こ
と
を
殊
更
に
顕
示
し
、
そ
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
行
為
す
な
わ
ち
「
芸
」
や

身
体
加
工
技
術
に
焦
点
化
す
る
。
近
代
的
か
つ
科
学
的
な
俳
優
観
と
演
技
観
に

依
拠
し
つ
つ
、
性
志
向
の
問
題
系
を
退
け
る
態
度
は
、
お
の
ず
と
当
時
の
女
形

廃
止
言
説
へ
の
対
抗
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、

拙
論
「
ふ
た
り
の
女
形
」
に
お
い
て
詳
述
し
た
。

鷗
外
の
「
性
」
概
念
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
明
確
に
分

別
し
て
い
る
点
で
、
同
時
代
人
の
認
識
か
ら
の
卓
越
性
を
そ
な
え
る
。「
性
欲
」

と
「
病
理
」
と
の
関
連
づ
け
は
、
同
時
代
人
よ
り
一
〇
年
以
上
先
ん
じ
て
い
た

こ
と
も
先
に
確
認
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
い
わ
ば
先
取
り
さ
れ
た

近
代
性
の
獲
得
を
可
能
に
し
た
要
因
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て
、
ふ
た
た
び
「
月
草

叙
」
の
引
用
部
を
見
て
お
き
た
い
。
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
「
人
間

の
動
物
的
な
側
を
誇
張
し
て
、
性
欲
す
な
は
ち
劣
等
な
色
気
を
行
為
の
唯
一
の

原
働
力
に
し
た
や
う
な
人
物
を
写
す
」
文
学
、
こ
う
し
た
文
学
を
形
成
し
た

「
種
子
」
は
「
病
理
」
と
さ
れ
、「
伊
太
利
の
マ
ン
テ
ガ
ツ
ツ
ア
、
独
逸
の
ク
ラ

フ
ト
、
エ
エ
ビ
ン
グ
な
ど
の
医
学
上
の
論
説
」
が
関
連
言
説
と
さ
れ
て
い
る
。



― ―77

ポ
ー
ル
・
マ
ン
テ
ガ
ッ
ツ
ァ
（
一
八
三
一
〜
一
九
一
〇
）
お
よ
び
ク
ラ
フ
ト
・
エ

ビ
ン
グ
（
一
八
四
〇
〜
一
九
〇
二
）
は
い
ず
れ
も
い
わ
ゆ
る
性
的
倒
錯
を
論
じ
た

性
科
学
者
で
あ
る
。
同
時
代
の
日
本
人
に
は
ア
ク
セ
ス
の
困
難
で
あ
っ
た
彼
ら

の
著
作
を
、
留
学
中
の
鷗
外
が
い
ち
は
や
く
受
容
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、

指
摘
し
て
お
く⒀
。
す
な
わ
ち
鷗
外
は
、
一
般
の
日
本
人
よ
り
二
〇
年
早
く
、「
病

理
と
し
て
の
性
欲
」
の
問
題
を
詳
ら
か
に
考
察
し
得
る
立
場
に
あ
っ
た
。
こ
の

点
に
つ
い
て
い
ま
は
確
認
に
止
め
る
。
別
稿
に
お
い
て
展
開
し
た
い
。

３　

揺
ら
ぐ
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
女
が
た
」
の
特
徴
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
行
為

の
技
術
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
女
形
俳
優
と
「
変
態
」
と
を
切
断
す
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
こ
の
特
徴
と
は
す
な
わ
ち
、
ヘ
テ
ロ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ブ
の
立
場
を
と
る

こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
性
を
め
ぐ
る
正
常
／
異
常
の
基
準

を
前
提
と
し
、
つ
ま
り
は
ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
の
機
構
と
連
繋
し
て
い
る
。
そ

の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
表
象
を
芝
居
の
展
開
に
従
っ
て
確
認
し
よ
う
。

宿
の
常
連
で
あ
る
富
豪
・
古
川
は
、
逗
留
の
「
そ
の
晩
に
女
中
に
手
を
出
」

す
と
い
う
「
癖
」
を
も
つ
。
度
々
の
後
始
末
に
、
古
川
の
妻
も
宿
の
主
人
も
翻

弄
さ
れ
、
昨
年
の
逗
留
の
折
に
は
「
じ
や
ん
こ
で
目
つ
か
ち⒁
」、
つ
ま
り
、
痘

痕
面
で
両
目
の
大
き
さ
が
極
端
に
違
う
女
中
を
側
付
き
に
し
た
。
古
川
は
そ
の

女
中
に
も
手
を
出
し
た
。
妻
は
古
川
が
懲
り
る
よ
う
「
ひ
ど
い
目
」
に
あ
わ
せ

て
よ
い
と
言
い
寄
越
し
て
い
る
。
そ
こ
で
主
人
が
思
い
つ
い
た
の
が
、
女
形
俳

優
蓮
田
を
扮
装
さ
せ
て
、
古
川
に
近
づ
け
る
と
い
う
計
画
で
あ
っ
た
。

以
上
、「
女
が
た
」
に
お
い
て
は
、
女
装
し
た
男
が
接
近
す
る
こ
と
が
、
好

色
な
富
豪
へ
の
い
わ
ば
懲
罰
な
い
し
は
揶
揄
嘲
笑
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
古

川
と
い
う
男
性
の
対
手
と
し
て
、
十
人
並
の
容
姿
の
女
／
「
じ
や
ん
こ
で
目
つ

か
ち
」
の
女
／
／
女
装
し
た
男
、
と
い
う
階
層
が
示
さ
れ
る
。
加
え
て
こ
こ
で

は
っ
き
り
と
分
割
さ
れ
る
の
は
、「
女
」
と
「
男
」
と
の
境
界
で
あ
る
。
ヘ
テ

ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
の
表
象
機
構
は
こ
こ
に
に
お
い
て
完
遂
さ
れ
る
。
し
か
し
一
方

で
、
容
姿
に
関
わ
ら
ず
女
に
な
ら
ば
誰
に
で
も
必
ず
手
を
出
す
古
川
を
、
蓮
田

は
「
無
邪
気
」「
気
に
入
つ
た
」
と
評
し
て
も
い
る
。
宿
の
主
人
の
認
識
は
ヘ

テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
の
体
系
化
を
担
い
、
他
方
、
古
川
の
行
動
と
蓮
田
の
評
は
主

人
の
認
識
を
揺
る
が
せ
る
。

さ
ら
に
、
先
に
示
し
た
「
階
層
」
の
中
に
収
ま
り
き
ら
な
い
存
在
と
し
て
、

女
中
「
お
松
」
の
存
在
お
よ
び
役
柄
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る⒂
。
そ
も
そ
も

蓮
田
た
ち
新
派
役
者
一
行
と
古
川
と
が
居
合
わ
せ
た
の
は
偶
然
で
あ
り
、
そ
れ

以
前
か
ら
の
主
人
の
腹
案
は
、
次
な
る
古
川
の
逗
留
の
折
に
は
接
待
役
に
「
薄

馬
鹿
で
力
持
」
の
お
松
を
付
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
女
に
は
「
捩
じ
伏
せ
ら

れ
さ
う
に
な
つ
た
ら
、
檀
那
を
掴
ま
へ
て
投
げ
出
す
」
よ
う
あ
ら
か
じ
め
言
い

含
め
て
お
か
れ
て
あ
る
。
古
川
と
の
「catastrophe

」
は
、
す
で
に
主
人
の

考
え
の
う
ち
に
あ
り
、「
女
が
た
」
一
篇
の
結
末
も
こ
の
「catastrophe

」
を

も
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
蓮
田
の
役
回
り
が
こ
の
「catastrophe

」
を
遅
延
さ

せ
る
た
め
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
は
、
洋
行
に
よ
っ
て
西
洋
仕
込
み
の
演
劇

論
を
身
に
つ
け
た
と
設
定
さ
れ
る
俳
優
・
小
川
の
台
詞
で
殊
更
に
明
言
さ
れ
て

も
い
る
。
当
初
宿
の
主
人
が
想
定
し
て
い
た
階
層
は
、
十
人
並
の
容
姿
の
女
／

「
じ
や
ん
こ
で
目
つ
か
ち
」
の
女
／
「
薄
馬
鹿
で
力
持
」
の
女
、
で
あ
っ
た
。

娘
に
扮
し
た
蓮
田
を
そ
こ
に
付
置
す
る
と
き
、
彼
は
、「
薄
馬
鹿
で
力
持
」
の

女
の
上
位
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
女
が
た
」
の
展
開
に
従

う
な
ら
ば
、
美
貌
の
女
形
俳
優
の
位
相
は
、「
女
」
の
階
層
を
揺
る
が
せ
る
場

所
に
あ
る
。
お
松
と
の
対
比
に
お
い
て
付
置
さ
れ
る
と
き
、
蓮
田
の
存
在
は
、

ヘ
テ
ロ
セ
ク
シ
ズ
ム
の
機
構
に
、
亀
裂
を
奔
ら
せ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
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加
え
て
、
お
松
が
蓮
田
に
ひ
と
か
た
な
ら
ぬ
好
意
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
は
、

幕
開
け
か
ら
中
盤
に
い
た
る
ま
で
し
ば
し
ば
強
調
さ
れ
て
も
い
る
。
同
輩
俳
優

高
岡
は
「
蓮
田
の
怖
れ
る
の
も
無
理
は
な
い
」、
小
川
は
「
大
い
な
る
恋
愛
」

と
茶
化
し
て
も
い
る
が
、
怪
力
を
備
え
た
女
と
「
本
当
の
女
な
ぞ
は
愜か
な

ひ
つ
こ

は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
評
さ
れ
る
美
貌
の
男
と
の
カ
ッ
プ
リ
ン
グ
が
、
通
常
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
配
置
を
逆
転
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
示
的
で
あ
る
。

次
い
で
、
結
末
に
お
い
て
再
度
強
調
さ
れ
て
い
る
性
の
分
別
配
置
の
揺
ら
ぎ

を
見
よ
う
。
娘
に
扮
し
た
蓮
田
を
奥
の
間
に
連
れ
込
ん
だ
古
川
は
、
乳
房
が
な

く
胸
毛
の
生
え
た
蓮
田
の
肌
に
さ
っ
そ
く
触
れ
て
、
怒
り
も
あ
ら
わ
に
居
間
に

飛
び
出
し
て
く
る
。
古
川
の
怒
り
は
控
え
て
い
た
お
松
に
飛
び
火
す
る
。「
ち

よ
と
見
せ
い
」
と
彼
女
の
胸
を
ま
さ
ぐ
っ
た
古
川
は
、
当
初
か
ら
の
計
画
ど
お

り
お
松
に
投
げ
倒
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
の
古
川
が
お
松
に
向
け
た
台
詞
は
「
わ

し
を
手
籠
め
に
し
を
つ
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
暴
力
で
女
を
犯
す
こ

と
」
と
い
う
含
意
を
も
つ
こ
の
語
彙
は
、
意
図
的
に
選
択
さ
れ
て
い
る
と
見
な

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
に
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
逆
転
が
仕
掛
け
ら
れ
て
あ
る
。

「
あ
の
女
に
は
嬭ち
ち

が
な
い
」
と
い
う
古
川
の
苦
情
に
答
え
て
小
川
は
言
う
。「
嬭

首
な
ら
確
か
に
二
つ
あ
り
ま
す
。
人
並
に
二
つ
あ
り
ま
す
」「〔
嬭
は
〕
小
さ
い

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
男
で
も
梅
が
谷
〔
当
時
相
撲
界
の
黄
金
時
代
を
築
い
た
力

士
の
名
〕
の
や
う
に
嬭
の
大
き
い
の
も
あ
れ
ば
、
又
女
で
も
」。
重
ね
て
「
胸

毛
が
一
面
に
生
え
て
ゐ
る
」
と
苦
言
を
呈
す
古
川
に
、「
な
に
、
パ
リ
イ
の
女

な
ぞ
に
は
立
派
な
八
の
字
髭
の
生
え
た
の
も
あ
り
ま
す
か
ら
」
と
小
川
は
応
じ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
生
物
学
性
の
表
徴
の
個
体
差
を
め
ぐ
る
認
識

が
示
さ
れ
、
自
我
や
社
会
化
さ
れ
た
自
己
主
張
や
公
民
権
意
識
を
そ
な
え
て
い

る
と
お
ぼ
し
き
「
パ
リ
イ
の
女⒃
」
が
「
八
の
字
髭
」
す
な
わ
ち
「
一
人
前
の
男
」

の
比
喩
を
も
っ
て
ジ
ェ
ン
ダ
リ
ン
グ
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
女
装
を
し
、
一
七
歳
を
自
称
し
、
年
長
男
性
と
同
衾
す
る
男
優
を

配
置
す
る
こ
の
芝
居
の
結
構
は
、
一
幕
一
場
の
構
成
で
あ
る
が
た
め
に
同
衾
場

面
こ
そ
観
客
の
眼
前
で
展
開
さ
れ
な
い
も
の
の
、
陰
間
の
表
象
に
際
ど
い
近
接

を
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
確
認
し
て
お
け
ば
陰

間
と
は
、
江
戸
時
代
、
ま
だ
表
舞
台
に
立
つ
前
の
歌
舞
伎
役
者
の
呼
称
で
あ
り
、

転
じ
て
男
色
を
売
っ
た
少
年
を
指
す
。
浮
世
絵
に
描
か
れ
た
彼
ら
に
は
、
し
ば

し
ば
女
性
と
見
ま
が
う
美
装
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
常
識
に
属
す
る
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
「
女
が
た
」
の
結
構
は
、
当
時
の
日
本
に
お
け
る
「
性
欲
」
言
説

が
「
異
常
性
愛
」
に
分
節
し
た
と
こ
ろ
の
男
性
同
性
愛
の
表
象
に
、
い
っ
た
ん

は
限
り
な
く
接
近
し
、
そ
し
て
遠
ざ
か
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ま
た
本
稿
に
お
い
て
も
確
認
し
た
よ
う
に
、

大
喜
利
喜
劇
「
女
が
た
」
の
眼
目
は
、
人
気
役
者
河
合
武
雄
の
「
楽
屋
を
暴
露⒄
」

し
「
観
客
の
見
て
い
る
前
で
の
男
か
ら
女
へ
の
変
身⒅
」
を
示
す
、
言
っ
て
み
れ

ば
フ
ァ
ン
へ
の
サ
ー
ビ
ス
に
あ
っ
た
。
見
せ
場
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
行
為
に

焦
点
化
さ
れ
、
そ
の
点
に
お
い
て
、
女
形
俳
優
の
存
在
を
即
「
変
態
」
と
す
る

同
時
代
言
説
か
ら
の
明
瞭
な
卓
越
性
が
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
企
図
、
お

よ
び
、
た
め
に
ヘ
テ
ロ
ノ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
依
拠
す
る
テ
ク
ス
ト
全
体
の
構
成
を
、

い
ま
仮
に
「
女
が
た
」
の
メ
イ
ン
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
し
か
し
、
そ

の
言
説
や
表
象
の
細
部
の
具
体
相
は
、
メ
イ
ン
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
が
依
拠
す
る
支
配

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
揺
る
が
せ
、
亀
裂
を
奔
ら
せ
、
言
っ
て
み
れ
ば
空
隙
を
生

じ
さ
せ
る
よ
う
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
あ
る
。

森
鷗
外
が
一
般
の
日
本
人
よ
り
お
よ
そ
二
〇
年
早
い
時
点
で
性
的
倒
錯
に
か

か
わ
る
性
科
学
を
摂
取
し
、
い
ち
早
く
「
性
欲
」
を
「
病
理
」
と
結
び
付
け
て

論
じ
た
こ
と
は
２
節
で
確
認
し
た
。
た
だ
し
、「
月
草
叙
」
に
お
い
て
「
病
理
」

と
さ
れ
た
の
は
、
異
性
間
の
い
わ
ば
過
剰
性
愛
で
あ
っ
て
、
同
性
愛
は
問
題
の
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俎
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
た
い
。
明
治
四
〇
年
代
以
降

の
鷗
外
テ
ク
ス
ト
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、
特
に
そ
の
う
ち
の
性
認
定
お
よ

び
性
志
向
の
自
明
性
な
い
し
は
固
定
性
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
リ
ン
グ
へ
の
疑

念
を
、
し
ば
し
ば
露
呈
す
る
。
た
と
え
ば
「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」
に
お
い

て
は
、
男
色
者
の
欲
望
を
肯
定
的
に
描
き
、
す
な
わ
ち
自
ら
を
男
性
と
性
自
認

す
る
個
体
の
欲
望
の
対
象
が
男
性
に
向
け
ら
れ
て
い
た
歴
史
的
過
去
を
示
し
て
、

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
規
範
の
歴
史
性
や
可
変
性
の
問
題
系
に
及
ぶ
。「
青
年
」

で
は
、「
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
」
と
い
う
語
を
用
い
て
異
性
愛
が
自
然
化
さ
れ

て
い
く
過
程
を
描
く
も
の
の
、
男
同
士
の
友
情
を
ホ
モ
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
に
描
い

て
「
同
性
愛
」
が
包
摂
す
る
領
域
の
外
延
を
暗
示
す
る
。「
灰
燼
」
に
は
、
誕

生
時
に
「
女
」
と
し
て
性
認
定
さ
れ
、
第
二
次
性
徴
期
を
迎
え
て
「
男
」
と
再

判
定
さ
れ
た
人
物
を
登
場
さ
せ
、「
外
か
ら
そ
れ
〔
性
別
再
判
定
〕
を
促
し
た

動
機
」
と
し
て
の
当
該
人
物
の
性
行
動
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般

に
お
け
る
「
性
欲
」
概
念
の
流
布
と
と
も
に
強
制
異
性
愛
体
制
が
定
着
し
た
時

期
に
あ
っ
て
、
鷗
外
の
テ
ク
ス
ト
群
は
規
範
に
従
い
つ
つ
、
そ
の
自
明
性
を
揺

る
が
す⒆
。「
女
が
た
」
も
ま
た
、
こ
う
し
た
特
徴
を
そ
な
え
る
テ
ク
ス
ト
の
系

譜
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
鷗
外
の
作
品
史
に
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

４　

鷗
外
と
性
労
働
の
問
題
系

翻
っ
て
、
ふ
た
た
び
「
女
が
た
」
の
前
提
に
立
ち
戻
り
た
い
。
す
な
わ
ち
本

節
で
は
、
古
川
の
「
癖
」
と
し
て
、
さ
り
げ
な
く
言
及
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て

考
え
る
。

古
川
の
「
癖
」
と
は
、
彼
の
接
待
に
当
た
る
女
中
と
そ
の
晩
の
う
ち
に
必
ず

性
的
関
係
を
結
ぶ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
温
泉
旅
館

の
従
業
員
の
職
務
は
、
宿
泊
客
が
滞
在
中
に
寛
い
だ
時
間
を
過
ご
す
た
め
の
ホ

ス
ピ
タ
リ
テ
ィ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
応
接
は
、
客
の
起
床
か
ら
就
寝

ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
に
と
も
な
う
要
望
へ
の
ケ
ア
の
万
端
に
わ
た
る
。
つ

ま
り
旅
館
の
従
業
員
と
は
、
ケ
ア
労
働
の
従
事
者
が
一
般
に
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、
客
に
対
し
て
非
常
に
細
や
か
な
配
慮
を
も
っ
て
接
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ

る
、
感
情
労
働
の
重
労
働
者
で
も
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

ケ
ア
労
働
お
よ
び
感
情
労
働
は
、
そ
の
「
労
働
」
の
範
囲
を
規
矩
す
る
こ
と

の
困
難
な
職
業
で
あ
る
。
労
働
者
の
任
務
は
、「
客
を
満
足
さ
せ
る
」
と
い
う

非
常
に
曖
昧
な
指
標
に
基
づ
き
、
個
別
の
客
の
応
接
に
と
も
な
う
一
回
性
の
労

働
の
日
々
の
積
み
重
ね
の
な
か
に
存
在
す
る
。
旅
館
の
従
業
員
は
、
客
の
前
で

は
必
ず
劣
位
の
存
在
と
し
て
あ
る
。
客
の
要
求
に
「
否
」
と
答
え
る
こ
と
を
あ

ら
か
じ
め
禁
じ
ら
れ
た
存
在
と
し
て
あ
る
。
こ
こ
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
変
数
が
投

入
さ
れ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
客
が
男
性
で
従
業
員
が
女
性
で
あ
る
場
合
、
そ
の

従
業
員
は
、
労
働
者
か
つ
女
性
と
い
う
、
二
重
の
劣
位
の
存
在
と
し
て
客
の
前

に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。「（
旅
館
の
）
女
中
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
過
重

労
働
を
要
求
さ
れ
る
労
働
者
の
謂
い
で
あ
る
。「
女
中
」、
す
な
わ
ち
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
化
さ
れ
た
感
情
労
働
の
従
事
者
が
、
し
ば
し
ば
性
労
働
を
も
強
要
さ
れ
る

所
以
が
こ
こ
に
出
来
す
る
。

古
川
の
「
癖
」
が
発
動
さ
れ
る
現
場
を
確
認
し
よ
う
。
夜
に
な
っ
て
か
ら
宿

に
到
着
し
、
ほ
ど
な
く
就
寝
す
る
と
い
う
古
川
は
、「
い
つ
も
な
が
ら
え
ら
い

お
世
話
に
な
り
ま
す
な
」
と
ま
ず
は
主
人
を
始
め
と
す
る
従
業
員
ら
を
ね
ぎ
ら

い
、「
そ
こ
で
お
世
話
序つ
い
でに
又
面
倒
な
事
を
頼
み
ま
す
が
な
」
と
言
葉
を
継
ぐ
。

さ
ら
に
畳
み
重
ね
て
「
わ
し
も
丈
夫
な
や
う
に
は
見
え
て
ゐ
て
も
、
何
分
年
が

年
だ
か
ら
い
つ
ど
ん
な
事
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
で
。
ど
う
ぞ
女
中
を
一
人

こ
つ
ち
に
寝
さ
せ
て
置
い
て
下
さ
れ
い
」
と
要
求
を
持
ち
出
す
。
蓮
田
扮
す
る

「
お
蓮
」
と
居
間
に
二
人
き
り
に
な
る
と
、「
年
を
取
る
と
い
く
地
が
な
く
な
る
。
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一
日
汽
車
に
乗
つ
て
ゐ
た
だ
け
で
脚
が
だ
る
う
て
な
ら
ぬ
」
と
独
り
ご
ち
（
る

ふ
り
を
し
）、「
あ
つ
ち
で
横
に
な
る
か
ら
、
少
し
脚
を
敲
い
て
下
さ
い
」
と
「
お

蓮
」
を
寝
所
に
連
れ
込
む
。
老
齢
で
あ
る
こ
と
を
担
保
と
し
、
ケ
ア
労
働
の
要

求
を
装
っ
て
、
女
中
へ
の
強
姦
に
及
ぶ
、
一
連
の
古
川
の
言
辞
は
実
に
な
め
ら

か
で
あ
る
。
世
知
に
長
け
た
好
色
老
人
の
形
象
を
活
写
す
る
、
脚
本
家
と
し
て

の
鷗
外
の
手
腕
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
鷗
外
の
運

筆
は
、
女
中
が
性
労
働
を
強
い
ら
れ
る
過
程
と
機
構
と
に
、
ま
た
、
そ
の
過
程

と
機
構
に
お
け
る
男
性
お
よ
び
社
会
構
造
の
責
任
と
に
、
彼
が
充
分
に
意
識
的

で
あ
る
こ
と
を
証
左
し
て
い
る
。

振
り
返
れ
ば
鷗
外
は
、
彼
の
最
初
の
小
説
で
あ
る
「
舞
姫
」
に
お
い
て
、
ド

イ
ツ
社
会
を
舞
台
に
、
自
ら
の
身
体
の
み
を
資
本
と
し
て
世
を
渡
る
下
層
女
性

を
描
い
た
。
そ
の
職
業
は
踊
り
子
、
彼
女
た
ち
の
身
体
が
娼
婦
と
の
臨
界
に
置

か
れ
て
い
た
こ
と
は
銘
記
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
そ
め
ち
が
へ
」
は
、
特
定

の
パ
ト
ロ
ン
の
扶
助
な
し
に
、
芸
を
磨
き
抜
い
て
花
柳
界
を
生
き
る
芸
妓
を
主

人
公
と
す
る
。「
兼
吉
」
と
い
う
ジ
ェ
ン
ダ
ー
越
境
的
な
源
氏
名
を
持
つ
ヒ
ロ

イ
ン
は
、
職
能
人
と
し
て
、
ま
た
、
フ
リ
ー
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
、
放
縦
な

性
生
活
を
謳
歌
し
て
い
る
。「
花
子
」
は
彫
刻
家
ロ
ダ
ン
の
裸
体
モ
デ
ル
を
引

き
受
け
る
女
優
を
描
き
、
舞
台
上
で
日
々
自
ら
の
身
体
を
曝
す
女
性
に
向
け
ら

れ
る
視
線
の
質
の
種
々
相
を
暗
示
す
る
。「
身
上
話
」
は
旅
館
の
女
中
を
主
人

公
に
、
客
と
の
交
情
を
き
っ
か
け
に
妾
と
な
っ
て
、
男
の
都
合
に
よ
っ
て
捨
て

ら
れ
た
女
の
境
涯
を
扱
う
。
芸
妓
・
娼
妓
を
点
綴
し
た
作
品
と
し
て
は
、
さ
ら

に
「
電
車
の
窓
」「
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
」「
青
年
」「
吃
逆
」「
余
興
」「
百

物
語
」
な
ど
を
列
挙
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、「
雁
」
こ
そ
は
、
妾
と
し
て

生
き
る
女
性
の
人
生
を
そ
の
構
造
的
背
景
と
と
も
に
主
題
化
し
た
作
品
で
あ
っ

た
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
作
品
群
の
量
と
質
と
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
境
界
を

生
き
る
女
性
た
ち
が
し
ば
し
ば
直
面
す
る
「
性
の
商
品
化
」
の
問
題
へ
の
、
鷗

外
の
一
貫
し
た
関
心
と
観
察
と
の
所
在
を
明
示
し
て
い
る
。
以
上
の
事
実
を
踏

ま
え
る
な
ら
ば
、「
女
が
た
」
に
お
け
る
女
中
が
、
物
語
の
前
提
と
し
て
あ
る

い
は
動
因
と
し
て
さ
り
げ
な
く
置
か
れ
つ
つ
、
し
か
し
、
感
情
労
働
の
従
事
者

が
性
労
働
を
も
強
要
さ
れ
る
実
情
を
鋭
く
描
き
出
す
た
め
の
装
置
と
も
な
っ
て

い
る
こ
と
が
改
め
て
認
識
さ
れ
得
る
と
言
え
よ
う
。

５　

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
喜
劇
「
女
が
た
」
の
前
提
な
い
し
は
外
延
を
微

細
に
見
て
き
た
。
こ
の
た
び
の
作
業
に
よ
っ
て
明
ら
か
と
な
っ
た
今
後
の
課
題

を
掲
げ
て
、
ま
と
め
に
か
え
た
い
。

一
点
目
は
、
鷗
外
の
「
性
欲
」
観
の
形
成
に
関
与
し
た
と
お
ぼ
し
き
、
西
欧

最
先
端
性
科
学
の
摂
取
体
験
の
精
査
。
別
言
す
れ
ば
、
鷗
外
の
留
学
当
時
の
ド

イ
ツ
に
お
け
る
性
科
学
言
説
の
流
布
状
況
を
、
他
国
の
成
果
の
翻
訳
出
版
物
の

刊
行
実
態
を
も
視
野
に
い
れ
て
調
査
す
る
こ
と
の
必
要
性
。
さ
ら
に
は
、
帰
国

後
の
彼
が
衛
生
学
の
領
域
で
発
信
し
た
性
を
め
ぐ
る
言
説
を
、
内
容
と
流
通
の

両
面
か
ら
調
査
す
る
こ
と
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
の
知
見
が
鷗
外
の
文
学
に
出
現

す
る
と
き
の
具
体
的
な
様
相
と
の
連
関
の
考
察
で
あ
る
。

二
点
目
に
は
、
明
治
四
〇
年
代
以
降
の
強
制
異
性
愛
体
制
下
に
お
け
る
支
配

的
言
説
の
文
脈
の
も
と
で
、
鷗
外
作
品
の
言
説
や
表
象
が
い
か
な
る
同
伴
な
い

し
は
離
反
を
見
せ
る
か
、
個
別
の
作
品
に
即
し
た
、
よ
り
詳
細
な
分
析
と
検
討

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

三
点
目
、
性
の
商
品
化
を
め
ぐ
る
鷗
外
の
言
説
を
、
関
連
作
品
群
か
ら
抽
出

す
る
と
と
も
に
、
本
稿
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
廃
娼
論⒇
を
め
ぐ
る
彼
の
発
言
を
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も
収
集
し
て
、
そ
の
見
識
を
総
合
的
に
捉
え
る
べ
き
こ
と
。

い
ず
れ
も
調
査
対
象
は
膨
大
で
多
岐
に
わ
た
る
が
、
以
上
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
鷗
外
の
新
た
な
相
貌
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
を
確
信
す
る
。

他
日
を
期
す
次
第
で
あ
る
。

注
⑴　

秋
庭
太
郎
『
日
本
新
劇
史
』
下
巻
（
理
想
社
、
一
九
五
六
・
一
一
）、
永
平
和
雄
「
森

鷗
外
の
戯
曲
」（『
近
代
戯
曲
の
世
界
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
・
三
）
な
ど
。

演
劇
研
究
か
ら
の
肯
定
的
評
価
は
、
西
村
博
子
「
森
鷗
外
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
」

（『
蚕
娘
の
繊
糸
Ⅰ
―
日
本
近
代
劇
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇

二
・
三
、
初
出
「
試
論　

鷗
外
の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー
」『
演
劇
学
』
一
四
、
一
九

七
三
）
を
あ
げ
得
る
の
み
で
あ
る
。

⑵　

本
稿
で
は
慣
用
化
し
た
「
女
形
」
の
表
記
を
用
い
る
が
、
道
化
方
、
親
仁
方
な
ど

と
同
様
に
「
女
方
」
が
本
来
的
で
あ
る
。
鷗
外
は
膾
炙
し
た
「
女
形
」
と
本
来
の
「
女

方
」
と
の
双
方
に
配
慮
し
た
表
記
を
採
用
し
、
三
島
は
本
来
的
表
記
を
採
っ
た
と
見

な
さ
れ
る
。

⑶　

永
平
和
雄
前
掲
。

⑷　

斎
藤
光
は
、「〈
性
〉
と
し
て
の
「
性
」
の
出
現
・
普
及
過
程
に
つ
い
て
の
研
究
」

（『
京
都
精
華
大
学
紀
要
』
八
、
一
九
九
五
・
三
）
に
お
い
て
、「「
性
欲
」
の
初
出
は
、

森
鷗
外
の
『
月
草
』
の
「
叙
」
と
思
わ
れ
る
」
と
し
、「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究

の
現
状
と
課
題
」（『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
社
会
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
・
二
）

で
も
こ
れ
を
踏
襲
し
て
「
明
治
二
九
年
末
に
、
森
鷗
外
が
文
学
の
領
域
で
、
現
在
の

意
味
の
「
性
欲
」
を
使
用
し
」
た
と
述
べ
て
い
る
。
近
年
の
斎
藤
が
「「
性
欲
」
記
号
・

概
念
の
誕
生
に
関
す
る
新
た
な
知
見
」（『
京
都
精
華
大
学
紀
要
』
三
六
、
二
〇
一
〇
・

三
）
で
自
ら
総
括
す
る
よ
う
に
、「「
性
欲
」
記
号
・
概
念
の
森
鷗
外
鋳
造
説
は
、
あ

る
程
度
通
説
化
も
し
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
」。

　
　

な
お
、
こ
こ
で
斎
藤
は
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
資
料
と
し
て
、
鷗
外
に
先
立
つ
一

八
八
八
年
段
階
で
の
「
性
慾
」
の
用
例
を
報
告
し
て
も
い
る
が
、
暫
定
的
結
論
と
し

て
そ
れ
ら
を
「
孤
立
的
な
事
例
」
で
あ
っ
た
と
し
、
文
学
・
医
学
・
一
般
社
会
へ
の

「
性
欲
」
概
念
の
普
及
に
お
け
る
鷗
外
の
重
要
性
を
改
め
て
説
い
て
い
る
。

　
　

ま
た
、
斎
藤
が
同
論
文
中
で
示
し
て
い
る
「
性
欲
」
の
定
義
は
、「
個
体
を
性
行

動
に
向
か
わ
せ
る
、
あ
る
い
は
、
性
現
象
を
生
じ
せ
し
め
る
、
個
体
内
在
的
な
衝
動
・

力
」
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

⑸　

署
名
鷗
外
漁
史
。
単
行
本
『
月
草
』（
春
陽
堂
、
一
八
九
六
・
一
二
）
の
序
文
で

あ
り
、
単
行
本
収
録
本
文
表
題
は
「
叙
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
行
全
集
表
記
に
従

う
。

⑹　

署
名
挟
書
生
録
。『
公
衆
医
事
』
六
―

九
（
一
九
〇
二
・
一
一
・
六
）〜
七
―

六
（
一

九
〇
三
・
一
一
・
一
五
）
に
連
載
の
後
、
単
行
本
『
衛
生
新
篇
』
第
五
版
（
一
九
一

四
〔
大
正
三
〕・
九
）
に
収
録
。
同
書
は
軍
医
学
校
の
衛
生
学
教
科
書
で
あ
る
。
詳

細
は
『
鷗
外
全
集
』
三
一
巻
お
よ
び
三
二
巻
「
後
記
」
を
参
照
。

⑺　

生
方
智
子
「『
ヰ
タ
・
セ
ク
ス
ア
リ
ス
』　

男
色
の
問
題
系
」（『
精
神
分
析
以
前　

無
意
識
の
日
本
近
代
文
学
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
九
・
一
一
。
初
出
、『
日
本
文
学
』

四
七
―

一
〇
、
一
九
九
八
・
一
〇
）

⑻　

斎
藤
光
前
掲
「
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
研
究
の
現
状
と
課
題
」
に
依
拠
し
て
い
る
と

見
な
さ
れ
る
。

⑼　

生
方
智
子
前
掲

⑽　
「
月
草
叙
」
執
筆
は
「
明
治
二
十
九
年
十
一
月
」
で
あ
る
こ
と
が
本
文
末
尾
に
記

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
月
草
』
が
扱
う
問
題
領
域
に
つ
い
て
は
「
月
草
叙
」「
月
草

目
次
」「
月
草
索
引
」（
以
上
『
鷗
外
全
集
』
二
三
巻
所
収
）
を
参
照
。

⑾　

小
田
亮
『
性
』（
三
省
堂
、
一
九
九
六
・
一
）、
川
村
邦
光
『
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
近
代
』（
講
談
社
、
一
九
九
六
・
九
）
を
参
照
。

⑿　

光
石
亜
由
美
「
女
形
・
自
然
主
義
・
性
欲
学
―《
視
覚
》
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
め
ぐ
っ

て
の
一
考
察
―
」（『
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
』
二
〇
、
二
〇
〇
三
・
三
）

⒀　

鷗
外
は
、
マ
ン
テ
ガ
ッ
ツ
ァ
『
愛
の
生
理
学
』
を
ド
イ
ツ
語
訳
に
よ
っ
て
摂
取
し
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て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
邦
訳
は
一
九
〇
八
〔
明
治
四
一
〕
年
。
発
禁
処
分
に
な
っ

た
と
お
ぼ
し
い
。

⒁　

現
代
仮
名
遣
い
で
は
「
目
っ
か
ち
」。「
片
方
の
目
が
見
え
な
い
こ
と
」
と
い
う
意

も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
両
目
の
大
き
さ
に
か
な
り
の
差
が
あ
る
こ
と
」（
デ
ジ
タ

ル
大
辞
泉
、
お
よ
び
、
大
辞
林
第
三
版
）
と
解
釈
す
る
。

⒂　

加
え
て
お
松
の
役
柄
は
、「
大
喜
利
」
に
ふ
さ
わ
し
い
滑
稽
味
を
随
所
で
発
揮
し

て
秀
逸
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
も
本
作
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
大
塚
美
保
氏
の
ご
発
言
か
ら
示
唆
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
に

か
え
た
い
。

⒃　

鷗
外
が
留
学
中
か
ら
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
関
心
を
寄
せ
、
帰
国
後
も
一
貫
し
て
日
本

を
含
む
世
界
各
国
の
女
性
の
動
向
に
ア
ン
テ
ナ
を
め
ぐ
ら
せ
、
海
外
の
出
版
物
か
ら

情
報
を
収
集
し
て
「
椋
鳥
通
信
」
等
に
引
用
摘
記
し
、
ま
た
創
作
に
お
け
る
女
性
造

型
に
も
反
映
さ
せ
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
、
詳
細
は
、
金
子
幸
代
『
鷗
外
と
女
性
』

（
大
東
出
版
社
、
一
九
九
二
・
一
一
）、『
鷗
外
女
性
論
集
』（
不
二
出
版
、
二
〇
〇
六
・

四
）、『
鷗
外
と
近
代
劇
』（
大
東
出
版
社
、
二
〇
一
一
・
四
）
を
参
照
。

⒄　

生
田
長
江
「『
マ
ク
ベ
ス
』
と
『
エ
レ
ク
ト
ラ
』
と
」（『
演
藝
倶
楽
部
』
一
九
一
三
・

一
一
）

⒅　

西
村
博
子
前
掲

⒆　

生
方
智
子
前
掲
、
お
よ
び
、
黒
岩
裕
市
「
“hom

osexual

”
の
導
入
と
そ
の
変
容

―
森
鷗
外
『
青
年
』」（『
論
叢
ク
ィ
ア
』
一
、
二
〇
〇
八
・
九
）
を
参
照
。
ま
た
、

関
連
文
献
と
し
て
、
太
田
翼
「『
灰
燼
』
に
お
け
る
男
色
的
要
素
」（『
明
治
大
学
大

学
院
文
学
研
究
論
集
』
二
一
、
二
〇
〇
四
・
九
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
強
制
異
性
愛

体
制
下
に
お
い
て
異
性
装
す
な
わ
ち
「
女
装
・
男
装
ネ
タ
は
明
治
期
の
新
聞
読
者
の

関
心
事
、
好
奇
心
を
刺
激
す
る
話
題
だ
っ
た
」
事
実
に
つ
い
て
は
、
三
橋
順
子
『
女

装
と
日
本
人
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
八
・
九
）
を
参
照
。

⒇　

中
村
三
春
は
、「〔
鷗
外
は
〕
基
本
的
に
環
境
と
し
て
の
娼
妓
を
外
面
的
に
描
く
に

と
ど
ま
り
、
売マ

マ
買
春
の
本
質
を
凝
視
す
る
こ
と
も
、
ま
た
買
う
側
の
男
性
及
び
社
会

に
お
け
る
性
の
問
題
を
深
く
突
き
詰
め
る
こ
と
も
な
か
っ
た
」
と
い
う
見
解
を
示
し

て
い
る
（「
矛
盾
に
満
ち
た
公
娼
論
議
―
森
鷗
外
の
廃
娼
論
」『
買
売
春
と
日
本
文
学
』

東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
二
・
二
）。
本
稿
第
４
節
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
疑
義
を
端

緒
と
し
て
い
る
。

付
記

＊
本
論
で
言
及
お
よ
び
引
用
し
た
鷗
外
著
作
は
、
す
べ
て
現
行
の
『
鷗
外
全
集
』（
岩

波
書
店
、
一
九
七
二
）
に
基
づ
く
。
引
用
に
際
し
、
漢
字
は
通
用
字
を
使
用
し
、
仮

名
遣
い
は
全
集
収
録
本
文
に
従
っ
た
。

＊
た
だ
し
、「
女
が
た
」
に
つ
い
て
は
、『
鷗
外
近
代
小
説
集　

第
六
巻
』（
岩
波
書
店
、

二
〇
一
二
・
一
〇
。
注
釈
・
解
題
担
当
大
塚
美
保
）
を
も
参
照
し
た
。

＊
「
女
が
た
」
本
文
は
総
ル
ビ
で
あ
る
が
、
引
用
の
際
に
は
難
読
語
を
除
い
て
こ
れ
を

省
略
し
た
。

＊
引
用
参
照
文
献
の
書
誌
を
含
め
て
年
号
表
記
に
は
基
本
的
に
西
暦
を
用
い
、
時
代
性

を
明
確
に
す
る
意
図
か
ら
和
暦
を
併
用
し
た
。

＊
引
用
文
中
亀
甲
括
弧
内
の
記
述
は
藤
木
に
よ
る
補
記
を
意
味
す
る
。

＊
成
稿
に
際
し
、
清
野
佳
奈
絵
氏
（
イ
タ
リ
ア
文
化
会
館
図
書
室
）、
町
田
佳
世
氏
（
ド

イ
ツ
文
化
セ
ン
タ
ー
図
書
館
）
の
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
に
か
え
た
い
。


