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本
論
文
は
「
万
葉
集
の
恋
と
語
り
の
文
芸
史
」
と
題
し
、
『
万
葉
集
』
の
恋
歌
と
そ
の
歌
に
ま
つ
わ
る

語
り
の
形
成
を
、
文
芸
史
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

『
万
葉
集
』
の
恋
に
ま
つ
わ
る
作
品
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
『
万
葉
集
』
に
大
量
に
存
在
す
る
恋
歌
の
中

で
も
、
男
女
の
愛
の
悲
劇
に
ま
つ
わ
る
歌
と
物
語
り
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
と
、
そ
れ
ら
が
い
か
に

し
て
作
品
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
と
い
う
問
題
意
識
に
よ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
本
論
で
は

〈
古
物
語
り
〉
か
ら
〈
今
物
語
り
〉
へ
と
い
う
語
り
の
系
譜
を
想
定
し
、
そ
の
史
的
展
開
と
、
個
々
の
作

品
に
あ
ら
わ
れ
る
特
徴
的
な
語
彙
を
手
が
か
り
と
し
て
、
古
代
に
お
け
る
男
女
の
愛
の
獲
得
の
歴
史
を
論

じ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
文
芸
史
」
と
呼
ぶ
の
は
、
「
文
芸
学
」
（
具
体
的
な
作
品
を
体
系
的
に
追
求
す

る
学
的
方
法
）
に
依
拠
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
一
つ
の
作
品
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
の
形
成
の
歴
史
と
、
同
時

に
そ
の
テ
キ
ス
ト
に
内
在
す
る
〈
表
現
〉
の
形
成
の
歴
史
を
追
究
す
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
方
法

は
、
一
、
神
々
の
愛
の
歌
と
物
語
り
が
人
の
世
へ
移
行
す
る
際
に
生
じ
た
愛
の
悲
劇
の
歴
史
に
視
点
を
向

け
、
そ
れ
を
文
芸
史
の
方
法
に
よ
っ
て
追
求
す
る
こ
と
、
二
、
人
間
を
主
人
公
と
し
て
展
開
す
る
、
男
女

の
愛
の
成
就
や
挫
折
の
物
語
り
の
歴
史
に
見
出
さ
れ
る
特
殊
な
用
語
に
注
目
し
、
文
芸
史
の
方
法
か
ら
追

求
す
る
こ
と
に
あ
る
。
殊
の
ほ
か
、
本
論
で
扱
う
中
心
的
課
題
は
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
人
間
の
愛
の
獲

得
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
考
察
の
た
め
に
、
本
論
で
は
第
一
部
に
「
詞
か
ら
歌
へ
」
と
し
て
、
真
間
の
手

児
名
な
ど
の
伝
説
の
女
性
の
悲
劇
の
死
や
、
自
ら
の
意
志
で
愛
を
貫
こ
う
と
し
た
但
馬
皇
女
の
歌
、
罪
を

得
て
も
な
お
采
女
を
係
念
す
る
安
貴
王
の
愛
へ
の
執
着
な
ど
を
通
じ
て
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
男
女
の

愛
を
一
つ
の
歴
史
（
文
芸
史
）
と
し
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
本
論
で
は
〈
古
物
語
り
〉
と
〈
今

物
語
り
〉
と
い
う
視
点
か
ら
、
各
作
品
の
性
格
分
類
を
行
う
。
〈
古
物
語
り
〉
と
は
、
真
間
手
児
名
な
ど

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
語
り
継
が
れ
て
き
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
伝
説
歌
と
呼
ば
れ
る
も
の
、

ま
た
軽
兄
妹
の
恋
物
語
り
や
、
記
紀
万
葉
に
伝
え
ら
れ
る
磐
姫
皇
后
の
歌
や
物
語
り
な
ど
、
『
万
葉
集
』

の
成
立
す
る
遙
か
以
前
か
ら
伝
え
ら
れ
、
あ
る
型
を
持
ち
な
が
ら
恋
歌
や
恋
物
語
り
の
基
盤
を
形
成
し
て

き
た
歌
と
物
語
り
を
指
す
。
〈
今
物
語
り
〉
と
は
、
〈
古
物
語
り
〉
の
型
を
継
承
し
な
が
ら
、
近
い
世
の

実
在
の
人
物
を
主
人
公
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
作
品
に
現
実
性
や
迫
真
性
を
持
つ
こ
と
を
特
徴
と
す
る
歌

と
物
語
り
を
指
す
。
『
万
葉
集
』
の
多
く
の
恋
物
語
り
は
〈
今
物
語
り
〉
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
、
初
期
万
葉
に
お
い
て
は
〈
古
物
語
り
〉
か
ら
〈
今
物
語
り
〉
へ
の
過
渡
的
状
況
を
見
て
取
る

こ
と
が
で
き
る
作
品
が
存
す
る
。
第
一
部
で
は
、
〈
古
物
語
り
〉
の
再
生
と
継
承
の
方
法
に
は
じ
ま
り
、

〈
古
物
語
り
〉
か
ら
〈
今
物
語
り
〉
へ
の
展
開
、
さ
ら
に
〈
今
物
語
り
〉
の
成
立
を
、
人
間
の
愛
の
獲
得

と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
る
。
第
二
部
は
「
由
縁
有
る
歌
の
形
成
」
と
し
て
、
巻
十
六
の
〈
由
縁
〉
を
持
つ

作
品
を
中
心
に
、
物
語
り
に
用
い
ら
れ
る
仏
典
語
な
ど
の
特
殊
な
用
語
に
注
目
し
な
が
ら
、
男
女
の
愛
が

い
か
に
し
て
特
殊
な
用
語
と
呼
応
し
つ
つ
、
物
語
り
と
し
て
形
成
さ
れ
た
の
か
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
作
品
も
第
一
部
と
同
じ
く
〈
古
物
語
り
〉
か
ら
〈
今
物
語
り
〉
へ
と
い
う
系
譜
の

中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
性
格
分
類
は
歌
に
ま
つ
わ
る
〈
由
縁
〉
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
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い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
〈
由
縁
〉
の
語
は
、
巻
十
六
の
目
録
及
び
標
題
に
み
え
る
語
で
あ
り
、
本
来

的
に
は
巻
十
六
の
諸
作
品
を
の
み
指
す
言
葉
で
あ
る
が
、
本
論
に
お
け
る
〈
由
縁
〉
が
示
す
範
囲
は
、
題

詞
や
左
注
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
歌
の
状
況
、
作
歌
契
機
、
そ
の
歌
が
伝
え
ら
れ
た
由
緒
（
故
事
）
な
ど
、
物

語
り
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
歌
に
ま
つ
わ
る
語
り
を
指
す
。
そ
し
て
こ
の
〈
由
縁
〉
は
、
〈
古
物
語
り
〉

と
〈
今
物
語
り
〉
と
い
う
概
念
を
『
万
葉
集
』
の
用
語
に
即
し
て
具
体
的
に
示
す
言
葉
で
あ
る
と
考
え
る
。

本
論
の
主
眼
は
、
い
わ
ば
文
芸
史
を
経
糸
と
し
、
仏
典
語
な
ど
の
特
殊
な
用
語
を
緯
糸
と
し
、
古
代
の
男

女
の
恋
歌
と
語
り
の
文
芸
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
以
下
、
各
章
の
概
要
を
示
す
。 

《
第
一
部
》
「
詞
か
ら
歌
へ
」 

 

第
一
章
「
真
間
手
児
名
伝
説
歌
の
形
成

―
『
過
』
と
『
詠
』
の
方
法
を
通
し
て

―
」
は
、
真
間
手

児
名
の
伝
説
歌
に
つ
い
て
、
山
部
赤
人
歌
（
巻
三
・
四
三
一
―
三
二
）
と
高
橋
虫
麻
呂
歌
（
巻
九
・
一
八
〇
七
―

〇
八
）
の
題
詞
の
違
い
に
注
目
し
、
そ
の
作
歌
手
法
の
違
い
を
論
じ
た
。
赤
人
は
、
「
墓
を
過
る
」
と
い

う
方
法
で
、
旅
の
途
次
に
立
ち
寄
っ
た
手
児
名
の
「
墓
」
に
寄
せ
て
、
娘
子
の
悲
劇
を
追
想
し
な
が
ら
も
、

自
ら
の
感
懐
を
詠
む
こ
と
を
主
題
と
し
て
い
た
。
一
方
の
虫
麻
呂
歌
は
、
題
詞
に
「
詠
」
と
あ
り
、
そ
れ

は
『
文
選
』
に
み
ら
れ
る
「
詠
史
」
の
方
法
に
よ
り
導
か
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
「
詠
史
」
は
中

国
詩
に
お
い
て
過
去
の
人
物
の
人
生
や
歴
史
を
詩
に
託
す
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
伝
説
上
の
人
物
も
含

ま
れ
る
。
虫
麻
呂
の
手
児
名
の
歌
が
「
詠
」
で
あ
る
の
は
、
娘
子
の
容
姿
や
人
生
を
詳
細
に
描
写
す
る
と

い
う
「
詠
物
」
の
方
法
に
重
な
り
な
が
ら
、
伝
説
の
人
物
で
あ
る
娘
子
の
人
生
を
現
実
に
存
在
し
た
歴
史

と
し
て
描
く
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
は
娘
子
の
存
在
と
そ
の
悲
劇
の
歴

史
的
証
拠
で
あ
る
「
墓
」
を
起
点
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
か
ら
、
虫
麻
呂
歌
は
「
詠
物
」
の
方
法
よ
り
も

む
し
ろ
「
詠
史
」
の
方
法
を
強
く
意
識
し
た
、
悲
劇
の
娘
子
の
歴
史
語
り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
今
に
生

き
る
者
の
評
価
を
抱
え
込
み
な
が
ら
再
生
さ
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
〈
古
物
語
り
〉
を
今
へ
と
立
ち
上
が
ら

せ
る
方
法
で
あ
っ
た
。 

 

第
二
章
「
大
津
皇
子
伝
と
大
伯
皇
女
の
相
聞
歌

―
〈
内
乱
〉
を
め
ぐ
る
〈
今
物
語
り
〉
の
形
成

―
」

は
、
上
代
文
献
に
お
け
る
〈
大
津
皇
子
伝
〉
の
存
在
を
検
討
し
、
そ
の
中
に
お
け
る
姉
大
伯
皇
女
の
相
聞

歌
二
首
も
、
〈
大
津
皇
子
伝
〉
へ
参
画
し
た
重
要
な
作
品
で
あ
る
こ
と
を
位
置
付
け
、
〈
今
物
語
り
〉
と

し
て
の
〈
大
津
皇
子
伝
〉
の
形
成
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
津
皇
子
に
関
す
る
文
献
は
『
日
本
書
紀
』

『
懐
風
藻
』
『
万
葉
集
』
に
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
文
献
か
ら
読
み
取
れ
る
〈
大
津
皇
子
伝
〉
は
、
重
な
り

合
い
な
が
ら
も
異
な
る
物
語
り
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
大
伯
皇
女
は
唯
一
の
肉
親
と
し
て

の
姉
と
い
う
立
場
で
こ
の
〈
大
津
皇
子
伝
〉
に
参
画
し
て
い
る
。
そ
の
姉
と
弟
と
い
う
関
係
を
、
題
詞
「
竊
」

の
字
か
ら
近
親
相
姦
と
し
て
理
解
す
る
説
が
あ
る
が
、
こ
の
「
竊
下
」
の
語
は
、
軽
太
子
の
〈
古
物
語
り
〉

に
お
け
る
〈
密
通
〉
か
ら
〈
内
乱
〉
へ
と
い
う
型
の
〈
内
乱
〉
へ
向
か
う
こ
と
を
暗
示
す
る
語
と
し
て
理

解
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
姉
弟
の
密
通
を
直
接
的
に
み
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。
皇
女
の
二
首

の
歌
は
、
「
竊
下
」
の
暗
示
す
る
〈
内
乱
〉
へ
の
予
感
に
対
す
る
恐
れ
の
心
情
が
底
流
し
て
お
り
、
大
伯

皇
女
の
相
聞
歌
二
首
は
、
弟
の
運
命
を
思
う
姉
の
不
安
や
予
感
が
読
み
取
れ
、
そ
の
予
感
を
も
っ
て
以
後

に
続
く
〈
大
津
皇
子
伝
〉
に
参
画
し
た
歌
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

第
三
章
「
朝
川
を
渡
る
女

―
但
馬
皇
女
を
め
ぐ
る
恋
物
語
り
の
形
成

―
」
は
、
但
馬
皇
女
相
聞
歌

三
首
（
巻
二
・
一
一
四
―
一
六
）
が
〈
古
物
語
り
〉
か
ら
〈
今
物
語
り
〉
へ
と
展
開
す
る
過
渡
的
状
況
を
示
す

作
品
と
し
て
取
り
上
げ
、
但
馬
皇
女
の
恋
物
語
り
の
形
成
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
但
馬
皇
女
の
三
首

は
多
く
の
類
句
・
類
想
歌
を
持
ち
な
が
ら
〈
類
型
〉
の
中
に
成
立
し
て
い
る
状
況
が
う
か
が
え
、
そ
の
多

く
が
巻
二
・
相
聞
部
の
冒
頭
に
載
る
磐
姫
皇
后
の
歌
と
、
そ
の
或
本
歌
と
し
て
載
る
軽
太
郎
女
の
歌
を
〈
引
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用
〉
す
る
態
度
に
み
ら
れ
る
。
但
馬
皇
女
の
恋
物
語
り
は
、
一
人
の
男
性
を
激
し
く
思
う
が
ゆ
え
に
悲
劇

の
恋
へ
と
向
か
う
と
い
う
道
筋
が
、
〈
古
物
語
り
〉
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
一
一
六
番
歌
の
「
朝
川
渡
る
」
に
お
い
て
は
、
唯
一
こ
の
〈
類
型
〉
〈
引
用
〉
に
基
づ
く
〈
古
物

語
り
〉
の
型
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
皇
女
が
「
朝
川
渡
る
」
と
う
た
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該

作
品
は
但
馬
皇
女
の
個
人
的
経
験
（
今
を
起
源
と
す
る
話
）
へ
と
収
斂
さ
れ
る
こ
と
で
〈
今
物
語
り
〉
と
し

て
の
性
格
を
持
ち
得
た
の
で
あ
る
。
男
が
女
の
も
と
か
ら
帰
る
夜
明
け
の
時
間
に
、
女
が
夜
明
け
の
川
を

渡
る
と
い
う
の
は
、
世
間
の
時
間
に
逆
行
す
る
異
常
な
行
動
で
あ
り
、
こ
の
世
間
の
時
間
を
逸
脱
す
る
皇

女
の
行
動
か
ら
は
、
二
度
と
日
常
へ
回
帰
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
但
馬
皇
女

の
恋
の
悲
劇
へ
の
予
感
は
、
ま
さ
に
男
と
女
の
時
間
を
異
に
す
る
異
常
な
「
朝
川
渡
る
」
と
い
う
表
現
に

お
い
て
決
定
さ
れ
て
行
く
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
三
首
の
作
品
が
皇
女
の
恋
の
根
源
で
あ
る
と
い
う
理
解

か
ら
、
そ
の
死
を
も
含
み
込
ん
で
皇
女
の
〈
今
物
語
り
〉
が
形
成
さ
れ
、
『
万
葉
集
』
に
伝
え
ら
れ
る
に

至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

第
四
章
「
『
係
念
』
の
恋

―
安
貴
王
作
歌
と
左
注
の
位
置
付
け

―
」
は
、
安
貴
王
が
八
上
采
女
を

娶
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
勅
断
に
よ
っ
て
不
敬
の
罪
を
得
て
、
別
離
さ
せ
ら
れ
た
時
に
王
が
詠
ん
だ
と
い
う

歌
（
巻
四
・
五
三
四
―
三
五
）
の
左
注
に
み
え
る
仏
典
語
「
係
念
」
が
、
安
貴
王
の
恋
の
様
相
を
よ
り
具
体
的

に
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
。
当
該
の
「
係
念
」
の
第
一
の
理
解
は
〈
仏
へ
の
専
心
〉
か
ら
〈
采

女
へ
の
専
心
〉
へ
と
い
う
、
罪
な
る
専
心
へ
と
向
か
う
こ
と
で
あ
り
、
第
二
は
「
係
念
」
す
る
こ
と
に
よ

る
〈
色
欲
へ
の
迷
い
の
戒
め
〉
か
ら
〈
采
女
へ
の
迷
い
〉
へ
と
向
か
う
こ
と
で
、
王
の
罪
の
深
さ
と
采
女

へ
の
愛
情
の
深
さ
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
常
軌
を
逸
し
た
愛
情
こ
そ
が
、
当
該
の

「
係
念
」
の
語
に
よ
り
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
安
貴
王
歌
も
、
采
女
へ
向
け
た
「
一
心
係
念
」
の
愛
情

と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
該
作
品
は
、
男
女
の
恋
を
戒
め
る
仏
教
と

の
対
立
に
お
い
て
こ
そ
見
出
さ
れ
た
、
男
女
の
愛
情
を
真
の
価
値
と
す
る
人
間
の
姿
を
描
き
出
し
た
〈
今

物
語
り
〉
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

第
五
章
「
嫉
妬
と
怨
情

―
古
代
日
中
文
学
の
愛
情
詩
と
主
題
の
形
成

―
」
は
、
古
代
中
国
の
愛
情

詩
に
お
け
る
〈
棄
婦
〉
か
ら
〈
怨
情
〉
へ
と
い
う
主
題
の
展
開
と
、
古
代
日
本
の
〈
嫉
妬
〉
を
め
ぐ
る
歌

と
物
語
り
を
比
較
研
究
の
方
法
に
よ
っ
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
代
日
本
の
男
女
の
関
係
は
、
妻
問

い
婚
に
み
る
よ
う
に
恋
人
関
係
と
夫
婦
関
係
が
曖
昧
で
あ
り
、
古
代
中
国
の
よ
う
に
夫
婦
関
係
を
前
提
と

し
て
成
立
す
る
愛
情
詩
と
は
そ
の
事
情
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
確
に
制
度
化
さ
れ
た
夫
婦

関
係
の
中
で
成
立
す
る
中
国
愛
情
詩
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
日
本
の
男
女
の
恋
の
在
り

方
や
特
徴
が
浮
き
彫
り
に
な
る
場
合
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
論
は
そ
の
一
端
と
し
て
、
主
題
論
を

軸
と
し
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

《
第
二
部
》
「
由
縁
有
る
歌
と
語
り
の
形
成
」 

 

第
一
章
「
桜
児
・
縵
児
を
め
ぐ
る
歌
と
語
り
」
は
、
桜
児
（
三
七
八
六
―
八
七
）
と
縵
児
（
三
七
八
八
―
九

〇
）
の
作
品
に
お
け
る
彼
女
た
ち
の
死
の
理
由
と
、
彼
女
た
ち
の
悲
劇
の
死
を
悼
む
男
た
ち
の
歌
の
成
立

に
つ
い
て
論
じ
た
。
当
該
二
作
品
は
、
複
数
の
男
性
か
ら
求
婚
さ
れ
て
死
を
選
ぶ
女
性
の
物
語
り
で
あ
り
、

そ
れ
は
神
の
妻
の
時
代
か
ら
人
間
の
時
代
へ
と
移
行
す
る
段
階
に
あ
ら
わ
れ
た
悲
劇
の
〈
古
物
語
り
〉
で

あ
っ
た
。
『
万
葉
集
』
に
あ
ら
わ
れ
る
恋
や
結
婚
は
、Ⅰ

社
会
や
世
間
の
習
慣
を
守
り
、
親
族
か
ら
認
知

さ
れ
て
結
婚
へ
と
進
む
の
を
一
般
と
し
て
、Ⅱ

親
か
ら
も
世
間
か
ら
も
認
知
さ
れ
ず
、
一
人
の
女
と
し
て

ひ
そ
か
な
結
婚
（
自
由
婚
）
へ
と
進
む
も
の
、
と
い
う
二
つ
の
系
統
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。Ⅰ

の
系
統

は
、
親
や
共
同
体
の
社
会
的
制
約
や
慣
習
に
則
っ
て
結
婚
し
、
社
会
的
に
生
き
る
こ
と
を
望
む
女
性
で
あ
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り
、Ⅱ

の
系
統
は
、
個
人
の
意
思
で
行
動
し
、
自
由
な
恋
愛
や
結
婚
を
求
め
、
社
会
か
ら
は
逸
脱
し
、
社

会
へ
の
回
帰
が
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
る
女
性
で
あ
る
が
、
こ
のⅡ

の
系
統
の
女
性
は
、
結
果
的
に
不
幸

な
運
命
が
待
っ
て
い
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
桜
児
・
縵
児
はⅠ

の
系
統
に
属
す
る
女
性
た
ち

で
あ
り
、
複
数
の
男
か
ら
求
婚
さ
れ
、
男
た
ち
が
死
闘
を
繰
り
広
げ
る
と
い
う
事
態
に
陥
っ
た
こ
と
は
、

彼
女
た
ち
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
が
、
彼
女
た
ち
の
意
に
反
し
て
、
世
間
か
ら
は
男
や
世
間
を
惑

わ
す
淫
ら
な
女
と
い
う
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
彼
女
た
ち
は
、
結
果
的
に
彼
女
た
ち
の
属
す
る
社

会
が
求
め
る
秩
序
を
乱
し
た
こ
と
に
な
り
、
自
ら
が
望
む
生
き
方
と
現
実
と
の
落
差
に
激
し
く
絶
望
し
、

Ⅱ

の
系
統
に
属
す
る
女
性
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懼
れ
に
よ
っ
て
、
自
ら
死
を
選
ん
だ
の
だ
と

い
え
る
。
彼
女
た
ち
の
死
は
、
美
し
い
女
性
は
本
来
神
の
側
に
属
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
人
間
の

側
に
属
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
悲
劇
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
桜
児
・
縵
児
は
、
桜
と
縵
の
美
し
さ
に

よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
は
桜
と
縵
が
な
ぜ
儚
く
美
し
い
の
か
の
理
由
を
語
る
起
源
譚
と
し
て
、

こ
の
悲
劇
の
物
語
り
が
生
成
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
当
該
作
品
は
、
こ
の
二
重
の
〈
由
縁
〉
を
持

つ
歌
と
し
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

第
二
章
「
小
泊
瀬
山
を
め
ぐ
る
歌
と
語
り

―
そ
の
流
伝
的
性
格
の
形
成
に
つ
い
て

―
」
は
、
『
常

陸
国
風
土
記
』
（
新
治
郡
）
と
巻
十
六
・
三
八
〇
六
番
歌
と
に
み
ら
れ
る
「
小
泊
瀬
山
の
石
城
」
の
歌
を
め

ぐ
っ
て
、
類
似
す
る
歌
で
あ
り
な
が
ら
異
な
る
物
語
り
を
持
っ
て
成
立
す
る
歌
と
、
そ
の
歌
の
流
伝
的
性

格
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
『
常
陸
国
風
土
記
』
の
歌
は
、
葦
穂
山
の
古
老
伝
承
の
中
の
「
俗
」
の
歌
と
し

て
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
伝
承
に
は
油
置
売
命
と
い
う
山
賊
に
関
わ
っ
て
、
今
も
社
の
中
に
「
石
屋
」

が
あ
る
と
い
う
。
こ
の
油
置
売
命
は
山
賊
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
朝
廷
の
討
伐
の
対

象
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
彼
女
の
拠
点
と
し
た
「
石
屋
」
を
通
行
す
る
人
々
の
間
で
、
彼
女
の
荒
ぶ

る
魂
を
鎮
め
る
た
め
の
歌
と
し
て
う
た
わ
れ
た
の
が
、
当
該
の
歌
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
「
石
屋
」
を
通
る
際
に
は
、
油
置
売
命
の
魂
を
鎮
め
、
通
路
を
無
事
に
通
過
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
手

向
け
の
歌
と
し
て
、
村
人
や
旅
人
の
間
に
広
ま
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
古
老
伝
承
は
な
ぜ

こ
の
場
所
で
こ
の
歌
を
う
た
う
の
か
と
い
う
〈
由
縁
〉
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

歌
の
「
石
城
」
は
こ
の
「
石
屋
」
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
選
び
取
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
「
小
泊
瀬

山
の
石
城
」
と
は
、
世
間
か
ら
逃
避
す
る
男
女
が
隠
れ
る
場
所
と
し
て
流
伝
し
て
い
た
成
語
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
一
方
、
巻
十
六
の
歌
は
男
と
の
恋
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
女
の
決
意
の
歌
で
あ
り
、
「
小
泊

瀬
山
の
石
城
」
に
共
に
隠
る
こ
と
は
、
男
と
の
か
け
お
ち
や
情
死
を
も
辞
さ
な
い
女
の
強
い
覚
悟
に
発
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
小
泊
瀬
山
の
石
城
」
は
避
難
所
、
あ
る
い
は
墓
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
理

解
は
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
歌
表
現
に
お
け
る
比
喩
で
あ
り
、
危
険
な
恋
に
落
ち
た
男
女
が
ゆ

く
場
所
と
い
う
、
隠
語
と
も
い
う
べ
き
成
語
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
小
泊
瀬
山
の
石
城
」
と

は
、
そ
う
し
た
歌
の
流
伝
性
の
中
に
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
巻
十
六
の
歌
は
、
「
竊
」
な
る
恋
の
〈
古
物

語
り
〉
の
型
を
持
ち
な
が
ら
、
男
と
の
恋
を
成
就
さ
せ
よ
う
と
決
意
し
た
女
の
〈
由
縁
〉
あ
る
歌
と
し
て

形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
「
小
泊
瀬
山
の
石
城
」
は
そ
の
象
徴
的
な
恋
歌
の
成
語
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

る
の
で
あ
る
。 

 

第
三
章
「
怨
恨
歌
の
形
成

―
〈
棄
婦
〉
と
い
う
主
題
を
め
ぐ
っ
て

―
」
は
、
巻
十
六
の
棄
て
ら
れ

る
女
の
物
語
り
と
怨
恨
の
歌
二
首
（
三
八
〇
九
・
三
八
一
〇
）
を
め
ぐ
っ
て
、
中
国
詩
の
〈
棄
婦
〉
と
〈
怨
恨
〉

と
い
う
主
題
を
通
し
て
作
品
の
成
立
を
考
察
し
た
。
〈
怨
恨
〉
と
い
う
主
題
は
、
『
玉
台
新
詠
』
の
怨
詩

や
閨
怨
詩
に
多
く
み
ら
れ
、
そ
こ
に
は
待
つ
女
の
嘆
き
を
詠
む
と
い
う
型
が
存
在
し
た
。
女
が
男
を
待
つ

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
胸
中
に
男
が
も
う
訪
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
や
疑
念
と
、
必
ず
尋
ね
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て
く
る
に
違
い
な
い
と
い
う
期
待
が
あ
り
、
そ
の
葛
藤
の
中
で
歌
の
表
現
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

不
安
と
期
待
の
中
で
揺
れ
動
く
繊
細
な
女
心
の
表
白
で
あ
り
、
閨
で
男
を
待
ち
続
け
る
折
の
閨
情
が
哀
切

の
情
と
し
て
理
解
さ
れ
、
主
題
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
万
葉
集
』
の
坂
上
郎
女
の
「
怨

恨
の
歌
」
（
巻
四
・
六
一
九
―
二
〇
）
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
『
玉
台
新
詠
』
の
「
怨
」
「
閨
怨
」
に

等
し
い
閨
の
嘆
き
と
し
て
の
〈
怨
恨
〉
と
い
う
主
題
が
獲
得
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
〈
怨
恨
〉
と
い
う

主
題
は
、
中
国
六
朝
の
愛
情
詩
に
お
い
て
は
〈
棄
婦
〉
の
悲
し
み
を
抱
え
込
ん
で
成
立
し
て
い
る
状
況
が

認
め
ら
れ
、
〈
棄
婦
〉
を
内
実
と
す
る
〈
怨
恨
〉
と
い
う
主
題
は
、
夫
に
棄
て
ら
れ
た
こ
と
が
明
確
に
な

り
、
棄
て
ら
れ
た
こ
と
へ
の
自
覚
と
、
夫
の
不
実
を
非
難
す
る
内
容
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
そ
し
て
、
待
つ

こ
と
へ
の
希
望
が
絶
た
れ
た
時
に
、
夫
へ
の
非
難
の
言
葉
は
夫
の
不
実
に
対
す
る
憤
り
へ
と
向
か
っ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
哀
切
の
情
を
内
実
と
す
る
〈
怨
恨
〉
と
は
異
な
る
、
希
望
の
絶
た
れ
た
怨
み
の

情
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
当
該
二
作
品
の
娘
子
の
怨
恨
の
歌
は
、
中
国
詩
の
〈
棄
婦
〉
に
重
な
り
な
が

ら
、
棄
て
ら
れ
た
女
の
怨
み
の
情
の
中
に
展
開
し
た
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
待
つ
女
の
哀
切
の
情
に
よ

る
〈
怨
恨
〉
か
ら
逸
脱
し
た
、
〈
棄
婦
〉
と
い
う
新
た
な
主
題
の
獲
得
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

棄
婦
詩
の
多
く
が
夫
婦
の
関
係
を
前
提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
当
該
作
品
の
男

女
の
関
係
も
ま
た
夫
婦
の
関
係
に
お
け
る
怨
み
の
情
の
中
に
成
立
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
こ
れ

ら
の
作
品
の
〈
由
縁
〉
の
理
由
が
存
在
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
万
葉
集
』
の
恋
を
主
体
と
す
る
曖
昧

な
男
女
の
関
係
か
ら
、
夫
婦
と
い
う
関
係
の
中
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
、
〈
棄
婦
〉
と
い
う
主
題
に
よ
っ

て
夫
婦
の
愛
情
の
在
り
方
を
語
る
〈
由
縁
〉
の
歌
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
夫
婦
の
悲
劇
を
〈
今
物
語
り
〉

と
し
て
伝
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

第
四
章
「
『
係
恋
』
を
め
ぐ
る
恋
物
語
り
の
形
成
」
で
は
、
「
夫
の
君
に
恋
ひ
た
る
歌
」
と
い
う
同
じ

題
詞
を
持
つ
巻
十
六
の
二
作
品
（
Ａ
三
八
一
一
―
一
三
・
Ｂ
三
八
五
七
）
の
左
注
に
用
い
ら
れ
た
仏
典
語
「
係

恋
」
か
ら
作
品
の
形
成
を
論
じ
た
。
「
係
恋
」
の
語
は
、Ⅰ

思
慕
、Ⅱ

愛
着
、Ⅲ

執
着
の
三
つ
の
意
味
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
、
当
該
二
作
品
の
場
合
はⅡ

の
愛
着
に
そ
の
意
味
が
求
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
仏
典

語Ⅱ

の
例
は
〈
否
定
さ
れ
る
べ
き
愛
着
〉
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
当
該
二
作
品
に
お
い
て
は
〈
肯
定
さ

れ
る
べ
き
愛
着
〉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
当
該
二
作
品
の
題
詞
が
「
夫
の
君
に
恋
ひ
た
る
歌
」

で
あ
る
よ
う
に
、
愛
着
で
あ
る
男
女
の
恋
を
積
極
的
に
歌
の
主
題
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
男
女
の
恋
物

語
り
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
仏
典
語
「
係
恋
」
と
は
対
立
す
る
用
法
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
用
法
の

対
立
が
起
き
る
理
由
は
、
天
平
期
の
知
識
人
た
ち
の
仏
教
理
解
が
示
す
よ
う
に
、
仏
教
へ
の
信
仰
と
し
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
仏
教
を
充
分
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
世
俗
的
生
き
方
の
価
値
を
見
出
し
、
そ
れ

を
肯
定
す
る
と
い
う
態
度
と
等
し
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
当
該
二
作
品
が
あ
え
てⅡ

の
愛
着
の
意
味
で
「
係

恋
」
の
語
を
用
い
た
の
は
、
仏
教
に
お
け
る
〈
否
定
さ
れ
る
べ
き
愛
着
〉
を
、
男
女
の
愛
情
の
肯
定
の
中

で
描
こ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
仏
典
で
も
限
定
的
な
言
葉
で
あ
る
「
係
恋
」
の
語

が
選
択
さ
れ
た
理
由
は
、
そ
の
意
味
の
二
律
背
反
性
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
該
作
品
の
理
解
し

た
仏
教
思
想
と
そ
の
対
立
と
い
う
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
二

作
品
は
、
愛
着
の
戒
め
を
鏡
と
し
て
、
男
女
の
よ
り
激
し
い
愛
情
を
映
し
出
し
た
の
だ
い
え
る
。
『
万
葉

集
』
の
恋
物
語
り
は
、
仏
教
思
想
と
の
葛
藤
に
よ
っ
て
、
男
女
の
真
の
愛
情
に
価
値
を
見
出
す
段
階
へ
と

歩
み
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
当
該
二
作
品
は
、
そ
の
新
た
な
男
女
の
愛
情
の
在
り
方
を
示
す
た
め
の

〈
今
物
語
り
〉
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

第
五
章
「
愚
な
る
娘
子
と
歌
物
語
り
の
形
成

―
『
児
部
女
王
の
嗤
へ
る
歌
』
を
め
ぐ
っ
て

―
」
は
、

「
児
部
女
王
の
嗤
へ
る
歌
」
（
三
八
二
一
）
と
そ
の
左
注
を
め
ぐ
っ
て
、
女
王
が
娘
子
を
「
愚
」
と
し
て
「
嗤
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咲
」
す
る
こ
と
の
意
味
と
、
仏
典
語
「
愚
（
人
）
」
「
嗤
笑
」
の
語
例
か
ら
当
該
作
品
の
成
立
を
考
察
し

た
。
当
該
左
注
に
は
、
娘
子
が
二
人
の
男
に
「
誂
へ
」
ら
れ
た
と
あ
り
、
こ
の
物
語
り
は
二
男
一
女
型
の

妻
争
い
を
背
景
に
持
ち
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
が
、こ
の
娘
子
が
一
方
の
男
を
選
択
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

従
来
の
話
型
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
も
、
娘
子
の
選
択
は
児
部
女
王
に
よ
っ
て
「
愚
」
で

あ
る
と
し
て
「
嗤
咲
」
さ
れ
る
。
こ
の
「
嗤
咲
」
は
漢
語
の
「
嗤
笑
」
と
同
義
で
あ
り
、
「
嗤
咲
」
は
仏

典
語
に
多
く
見
ら
れ
る
。
仏
典
語
に
お
け
る
「
嗤
笑
」
は
、
世
間
の
常
識
か
ら
外
れ
た
、
道
理
を
わ
き
ま

え
な
い
愚
か
し
い
行
為
に
向
け
ら
れ
る
笑
い
で
あ
り
、
当
該
の
児
部
女
王
も
、
彼
女
の
常
識
か
ら
は
考
え

ら
れ
な
い
選
択
を
し
た
娘
子
を
「
愚
」
で
あ
る
と
し
て
「
嗤
咲
」
し
た
の
で
あ
る
。
仏
典
に
お
い
て
、
こ

の
「
愚
」
と
「
嗤
笑
」
は
一
対
の
関
係
に
あ
り
、
殊
に
『
百
喩
経
』
に
は
、
「
愚
」
で
あ
る
者
の
例
話
を

「
喩
」
と
し
て
「
嗤
笑
」
す
る
話
を
多
く
載
せ
る
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』
巻
十
六
の
能
登
国
の
歌
（
三
八

七
八
）
の
左
注
に
、
「
愚
人
」
と
「
喩
」
が
結
び
つ
い
た
例
話
が
載
る
。
当
該
作
品
（
愚
・
嗤
笑
）
と
能
登

国
の
歌
の
左
注
（
愚
・
喩
）
、
そ
し
て
『
百
喩
経
』
の
在
り
方
を
総
合
す
る
と
、
《
愚
―
嗤
笑
―
喩
》
の
連

関
性
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
該
作
品
の
児
部
女
王
に
「
愚
」
と
し
て
「
嗤
咲
」

さ
れ
る
娘
子
の
物
語
り
も
、
あ
る
「
喩
」
を
抱
え
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
女
性
の
結
婚

に
ま
つ
わ
る
教
訓
的
例
話
と
し
て
の
「
喩
」
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
二
人
の
男
に
求
め
ら
れ
た
時
に
は

条
件
の
良
い
男
性
を
選
ば
な
い
と
、
世
間
か
ら
「
愚
」
な
る
女
性
と
し
て
「
嗤
咲
」
さ
れ
る
の
だ
と
い
う

戒
め
の
話
と
し
て
も
存
在
し
、
当
時
も
て
は
や
さ
れ
た
嗤
笑
歌
の
一
つ
と
し
て
読
み
解
く
こ
と
も
可
能
と

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
喩
」
の
在
り
方
は
、
そ
の
ま
ま
当
該
歌
の
〈
由
縁
〉
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
の
娘
子
の
「
愚
」
な
る
選
択
は
、
結
婚
に
対
す
る
価
値
観
に
多
様
性
の
存
在
す

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
外
的
条
件
に
基
づ
か
な
い
、
真
の
愛
情
に
価
値
を
見
出
す
女
性
の
登

場
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
の
娘
子
が
自
ら
の
意
志
で
「
下
姓
媿
士
」
を
選
択
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

女
性
が
自
ら
の
意
志
で
、
自
ら
の
価
値
観
に
よ
っ
て
人
生
を
選
択
す
る
と
い
う
生
き
方
を
獲
得
し
て
い
る

と
い
う
〈
由
縁
〉
と
し
て
も
、
成
立
し
て
い
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

以
上
の
論
考
を
と
お
し
て
み
た
時
に
、
『
万
葉
集
』
に
あ
ら
わ
れ
る
男
女
の
恋
と
語
り
は
、
恋
の
中
に

真
実
の
愛
情
を
発
見
し
、
そ
れ
こ
そ
を
人
間
と
し
て
生
き
る
価
値
と
し
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
そ
の
愛
の

獲
得
の
た
め
に
起
こ
る
事
件
や
苦
悩
、
あ
る
い
は
葛
藤
や
挫
折
こ
そ
が
、
『
万
葉
集
』
が
掬
い
取
ろ
う
と

し
た
人
間
の
心
の
歴
史
で
あ
る
と
い
え
る
。 


