
「
琵
琶
伝』

に
見
る
鏡
花
の
恋
愛
至
上
主
義

ーーー婚姻制度に対する問題提起
|||

はじめに

二
年
前
に
『
琵
琶
伝』
を
扱
い
「
夢・
幻
想」
の
観
点
か
ら
鵬
鵡
の
登
場
に

よ
る
効
果
を
考
察
し 、
『
琵
琶
伝』
は
「

観
念
小
説一」
で
は
な
く
「
幻
想
小
説

一」
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
よ
う
と
試
み
た 。
今
回
は
そ
の
逆
で
『
琵
琶
伝』
は

「
幻
想
小
説」
で
は
な
い
と
い
う
論
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
う 。
「
大
衆
と
国

家」
や
「
家
族
と
親
族」
な
ど
の
観
点
か
ら 、
社
会
の
状
況 、
婚
姻
制
度
や
鏡

花
の
恋
愛・
結
婚
観
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
『
琵
琶
伝』
に
お
け

る
主
題
と
は一
体
何
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
い 。

『
琵
琶
伝
』

の
解
釈
と
そ
の
変
遷

『
琵
琶
伝』
は
尾
崎
紅
葉
の
『
や
ま
と
昭
君』一一
を
先
行
作
品
と
し
で
か
か

れ
た
小
説
で
あ
る 。
そ
の
他 、
中
国
の
『
琵
琶
行』
凶

『
琵
琶
記』
五
も
先
行
作

品
で
あ
り 、
王
昭
君
の
故
事六
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る 。
『
琵
琶
伝』
の
発

表
後 、
こ
の
作
品
が
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
解
釈
さ
れ
て
き
た
か 、
そ
の

田

中

裕

理

変
遷
を
最
初
に
見
て
い
く
こ
と
と
す
る 。

一
八
九
五(
明
治
二
十
八)
年
五
月
に
発
表
さ
れ
た
『
夜
行
巡
査』
が
鏡
花
の

文
壇
出
世
作
で
あ
る 。
発
表
当
時
は
日
清
戦
争
の
影
響
で
近
代
東
京
は
初
め
て

資
本
制
の
下
で
の
都
会
的
貧
困
を
経
験
し
て
い
た
と
い
う

社
会
背
景
が
あ
り 、

社
会
と
人
間の
暗
黒
面
を
え
ぐ
り
だ
す
新
思
想
を
叫
ぶ
作
家
出
現 、
と
い
う
形

で
鏡
花
は
文
壇
に
迎
え
ら
れ
た 。
し
か
し
「

観
念
小
説
の
作
家」
と
し
て
文
壇

に
認
知
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は 、
鏡
花
に
とっ
て
は
不
本
意
な
こ
と七
だっ
た

よ
う
で
あ
る 。

『
琵
琶
伝』
は一
八
九
六
年
の
発
表
当
時
は
あ
ま
り
良
い
評
価
を
得
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る 。
「
青
年
文八」
で
は
奇
怪
な
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

に
将
来
を
期
待
す
る
と
い
っ
た
趣
旨
の
評
価
が
書
か
れ
た
も
の
の 、
一
方
「
帝

国
文
学九」
で
は
奇
怪
す
ぎ
て
ほ
ら
吹
き
の
幽
霊
話
の
よ
う
で
あ
る
た
め 、
出

来
そ
こ
な
い
の
作
で
あ
る
と
の
酷
評
を
受
け
て
い
る 。
こ
れ
は
こ
の
作
品
が 、

妻
が
夫
の
咽
喉
を
食
い
破
る
と
い
う
奇
怪
す
ぎ
る
話
で
あ
る
た
め
に
読
者
が
つ

い
て
い
け
ず 、
評
価
が
悪
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る 。

そ
の
後一
九
九
O
年
頃
ま
で
の
先
行
研
究
な
ど
で
は
『
琵
琶
伝』
か
ら
反
戦

小
説
と
し
て
の
要
素
を
読
み
と
り
「

観
念
小
説」
と
し
て
解
釈
を
進
め
て
い
る

論
文
が
多
く
見
ら
れ
る 。
事
実
『
海
域
発
電』
と
『
琵
琶
伝』
は
反
軍
反
戦
的
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な
内
容
と
み
な
さ
れ 、
鏡
花
没
後一
九
四
O(
昭
和
十
五)
年
か
ら一
九
四
二(
昭

和
十
七)
年
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
た
岩
波
書
庖
版「
鏡
花
全
集」
に
は
収
録
さ
れ

な
か
っ
た 。
『
琵
琶
伝』
は
結
婚
制
度
に
つ
い
て
読
者
の
胸
に
鋭
く
因
習
打
破
の

叫
び
を
投
げ
か
け
た
観
念
小
説
で
あ
る 、
と
の
論
を
展
開
す
る
研
究
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
る 。

現
在
で
は
「
幻
想
小
説」
と
し
て
作
品
を
読
み
解
く
論
文
が
多
く 、
そ
れ
が

一
般
的
で
あ
る
よ
う
で
あ
る 。
脇
氏
は 、
幻
想
的
な
文
体
が
内
容
を
追
い
越
し

何
か
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
が
「
鏡
花
世
界」
で
あ
る
と
述べ
て
い
る 。
一
O

上
記
の
先
行
研
究
の
変
遷
な
ど
を
ふ
ま
え
て
み
て
も 、
現
在
『
琵
琶
伝』
は

幻
想
小
説
で
あ
る
と
の
見
方
が一
般
的
で
あ
る 。
し
か
し
こ
の
作
品
に
も
他
の

観
念
小
説
の
作
品
と
同
じ
よ
う
に 、
当
時
の
社
会
に
対
す
る
鏡
花
の
見
解
が
含

ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る 。
次
の
章
か
ら
は 、
鏡
花
の
独
特
の
作
風
で
あ
る
幻

想・
怪
奇
小
説
の
手
法
を
とっ
て
い
る
た
め
に一
読
で
は
分
か
り
に
く
く
なっ

て
い
る
作
品
の
根
底
に
あ
る
主
張
と
は一
体
何
だっ
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い 。

反
戦
的
な
風
刺
小
説
と
し
て
の
一

側
面

『
海
城
発
電
二』
と
『
琵
琶
伝』
は
反
軍
反
戦
的
な
内
容
と
み
な
さ
れ 、
鏡

花
没
後
の一
九
四
O(
昭
和
十
五)
年
か
ら一
九
四
二(
昭
和
十
七)
年
に
か
け
て

刊
行
さ
れ
た
岩
波
書
盾
版
「
鏡
花
全
集」
に
は
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う

経

緯
が
あ
る 。
こ
の
章
で
は 、
『
琵
琶
伝』
の
ど
の
あ
た
り
が
反
軍・
反
戦
的
で
あ

る
の
か 、
ま
た
鏡
花
は
反
軍・
反
戦
を
訴
え
た
か
っ
た
の
か
ど
う
か
を
考
え
た

い 。
作
中
に
は
戦
争
に
関
連
の
あ
る
描
写
が
い
く
つ
も
出
て
く
る 。
以
下
に
戦

争
に
関
連
の
あ
る
描
写
を
い
く
つ
か
引
用
し 、
考
察
を
し
て
い
く
こ
と
と
す
る 。

謙
三
郎
も
ま
た
我
国
徴
兵
の
令
に
因
り
て 、
予
備
兵
の
籍
に
あ
り
し
か

ば 、一
週
日
以
前
既
に一
度
聯
隊
に
入
営
せ
し
が 、
其
月
其
日
の
翌
日
は 、

旅
団
戦
地
に
発
す
る
と
て 、
親
戚
父
兄
の
心
を
察
し 、
一
日
の
出
営
を
許

さ
れ
た
る(
中
略)
永
き
離
別
を
惜
ま
む
た
め 、
朝
来
こ
〉
に
来
り
居
り 、(
中

略)
帰
営
の
時
刻
迫
り
た
れ
ば

日
清
戦
争
時
多
く
の一
般
人
が
招
集
さ ，れ
た 。
謙
三
郎
も
そ
の一
人
で
あ
り 、

翌
日
か
ら
戦
地へ
向
か
う
こ
と
に
なっ
て
い
た 。
生
き
て
帰
れ
な
い
だ
ろ
う
と

い
う
思
い
も
こ
こ
か
ら
読
み
と
れ
る 。

「(
略)
お
前 、
軍
に
行
く
と
い
ふ
人
に
他
に
願
が
あ
る
も
の
か
ね 。」「
は 、

脱
営
で
も
何
で
も
お
し 。
(
中
略)」
「
何 、
私
の
身
は
何
う
な
ら
う
と 、
名

誉
も
何
も
構
ひ
ま
せ
ん
が 、
其
で
は 、
其
で
は 、
国
民
た
る
義
務
が
欠
け

ま
す
か
ら 。」
(
中
略)
叔
母
「
何
が
欠
け
よ
う
と
も
構
は
な
い
よ 。
何
が
何

で
も
可
い
ん
だ
か
ら 、
こ
れ
唯
た一
目 、
後
生
だ 。
頼
む 。
逢
っ
て
行
っ

て
や
っ
て
お
く
れ 。」
(
中
略)
謙
「
可
う
ご
ざ
い
ま
す 。
何
と
で
も
い
た
し

て
舵
と
逢
っ
て
参
り
ま
せ
う 。」
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こ
こ
に
は
戦
地
に
行
く
側
と
残
さ
れ
る
側
の
感
覚
の
違
い
が
表
れ
て
い
る 。

謙
三
郎
は
お
通
に
会
う
事
を
叔
母
に
懇
願
さ
れ 、
国
民
と
し
て
の
社
会へ
の
義

務
か 、
愛
を
貫
い
て
脱
営
す
る
か
で
ゆ
れ
る 。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
叔
母
も

な
か
な
か
勝
手
な
事
を
言っ
て
い
る
と
思
う
の
だ
が 、
戦
地へ
行っ
て
も
脱
営

を
し
て
も 、
ど
ち
ら
を
選
ん
で
も
ど
の
み
ち
死
ぬ
の
だ
か
ら
と
い
う
考
え
か
ら

だ
ろ
う
か 。



脱
営
を
な
すっ
た
ツ
て 。
も
う 、
お
前
も
知
っ
て
る
通
り 、
今
朝
ツ
か
ら

何
の
位 、
お
し
らベ
が
来
た
か
知
れ
ない
も
の 、
お
つ
か
ま
り
な
さ
り
ゃ
其

ツ
切
き
り
ぢ
ゃ
あ
無
い
か 。

脱
営
を
選
び
お
通
に
会
い
に
来
た
謙
三
郎
に
会
わ
せ
て
ほ
し
い
と 、
見
張
り

役
伝
内
に
頼
む
際
の
お
通
の
言
葉
で
あ
る 。
脱
営
す
れ
ば
厳
し
い
処
分
が
あ
る

こ
と
は
皆
周
知
の
事
実 。
そ
れ
で
も
命
を
賭
し
て
逢
い
に
行
く
謙
三
郎
の
姿
を

描
い
て
い
る
が 、
こ
れ
は
戦
時
中
の
制
度へ
の
抗
議
と
も
と
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か 。銃

剣一
閃
し 、
閣
を
切
っ
て 、
「

許
せ
!」

と
い
ふ
声
も
ろ
と
も 、
咽
喉

に
白
刃
を
刺
さ
れ
し
ま与 、
伝
内
はハ
タ
と
僅
れ
ぬ 。

先
行
作
品
で
あ
る『
や
ま
と
昭
君』
に
出
て
く
る
武
器
は
刀
だ
が 、『
琵
琶
伝』

で
出
る
武
器
は
すべ
て
銃
で
あ
る 。
こ
の
場
面
で
は
銃
剣
を
使
用
し
て
お
り 、

作
中
で
は
銃
で
何
人
も
人
が
死
ん
で
い
る 。
こ
の
場
面
で
謙
三
郎
は
「
愛」
を

言
い
訳
に
伝
内
を
殺
す
が 、
「
大
義
名
分」
の
た
め
に
行
う
戦
争
と
構
図
が
重
な

っ
て
見
え
る 。

武
歩
忽
ち
正
下
に
起
り
て 、
一
中
隊
の
兵
員
あ
り 。
樺
色コ
の
囚
徒
の

服
来
た
る一
個
の
縄
付一一一
を
挟
み
て
限
界
近
く
な
り
け
る
に
ぞ 、
お
通
は

心
か
ら
見
る
と
も
な
し
に 、
ふ
と
其
囚
徒
を
見
る
や
否
や 、
座
右
の
良
人

を
流
目
に
か
け
っ 。
嘗
て
「
何
う
す
る
か
見
ろ」
と
良
人
が
い
ひ
し 、
そ

れ
は 、
す
な
は
ち
こ
れ
な
り
よ 。
お
通
は
十
字
架
を一
目
み
て
し
だ
に 、

な
ほ
且
つ
震
ひ
を
の
与
け
る
先
の
状
に
は
引
変
え
て 、
見
る
/
\
囚
徒
が

面
縛
さ
れ 、
射
手
の
第一 、
第
二
弾 、
第
三
射
撃
の
響
と与
も
に 、
囚
徒

が
固
く
喰
ひ
し
ぼ
れ
る
唇
を
洩
る
鮮
血
の 、
細
く 、
長
く
其
胸
聞
に
垂
れ

た
る
ま
で(
中
略)
銃
殺
全
く
執
行
さ
れ
て 、
硝
畑
の
香
の
失
せ
た
る
ま
で

上
記
は
謙
三
郎
処
刑
の
日
の
回
想
シ
l

ン
で
あ
る 。
囚
人
の
服
を
着
せ
ら
れ

て
縛
ら
れ 、
パ
ン
パ
ン
パ
ン
と
三
発
撃
た
れ
て
処
刑
さ
れ
る
様
子
が
描
か
れ
て

い
る 。
銃
殺
後
の
謙
三
郎
の
血
の
滴
る
様
子
が
目
に
見
え
る
よ
う
で 、
と
て
も

痛
ま
し
い 。
先
行
作
品
の
『
や
ま
と
昭
君』
で
は
妻
だ
け
が
万
で
切
り

殺
さ
れ

る
が 、
対
す
る
『
琵
琶
伝』
で
は
戦
争
に
関
わ
る
描
写
が
多
く 、
恋
人
も
殺
さ

れ
る 。
こ
の
残
虐
な
処
刑
を
お
通
に
見
せ
て
い
る
こ
の
シ
l

ン
は
日
中
戦
争
時

の
旅
順
虐
殺
事
件一
四

の
風
刺
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た 。

幻
想
小
説
と
解
釈
さ
れ
る
『
琵
琶
伝』
に
お
い
て 、
こ
の
謙
三
郎
の
処
刑
場

面
は
と
て
も
残
虐
で
現
実
的
で
あ
る 。
お
通
が
咽
喉
を
喰
い
破っ
て
死
ぬ
幻
想

的
な
結
末
に
比べ 、
謙
三
郎
の
死
に
方
は
戦
時
中
の
社
会
を
反
映
し
た
現
実
性

が
感
じ
ら
れ
る 。
縛
ら
れ
て
銃
殺
さ
れ
て
血
を
流
す
凄
惨
な
描
写
は
日
清
戦
争

時
の
旅
順
虐
殺
事
件
を
連
想
さ
せ
る
こ
の
処
刑
場
面
に
は 、
反
戦
の
意
も
こ
め

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か 。

『
琵
琶
伝』
に
は
反
軍・
反
戦
の
風
刺
の
「

観
念
小
説」
と
し
て
の一
側
面

は
確
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る 。
し
か
し
物
語
の
奇
怪
さ
に
の
ま
れ
て
し
ま
い 、

少
々
軍
事
的
な
要
素
が
目
に
つ
き
に
く
く
なっ
て
い
る
印
象
を
受
け
る 。『
琵
琶

伝』
の
執
筆
が
ち
ょ
う
ど
日
清
戦
争
直
後
で
あっ
た
た
め 、
鏡
花
の
戦
争
に
対

す
る
思
い
が
作
品
に
組
み
込
ま
れ
て
は
い
る
だ
ろ
う
が 、
こ
れ
だ
け
で
は
鏡
花

が
『
琵
琶
伝』
で
反
戦
を
訴
え
た
か
っ
た
の
だ
と
は
言
い
切
れ
な
い 。
時
期
的

な
も
の
も
あ
い
まっ
て 、
反
戦
的
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
い
う一

側
面
を
持

っ
た
作
品
で
は
あ
る
が 、
主
題
は
もっ
と
他
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
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キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
連
性

鏡
花
は
十
二
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
の
四
年
間 、
故
郷
の
金
沢
で
ミ
ッ
シ
ョ
ン

ス
ク
ー

ル
に
通っ
て
い
る 。
学
校
の
名
は「
真
愛
学
校」 、「
北
陸
英
和
学
校一五」

の
前
身
で
あ
る 。
こ
の
学
校
と
鏡
花
の
生
家
は
と
て
も
近
く
子
供
の
足
で
も
十

分
は
か
か
ら
な
い
距
離二ハ
で
あっ
た 。
な
ぜ
真
愛
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か 。
同
つ
目
は
鏡
花
の
家の
向
か
い
に
真
愛
学
校
校
長一
七

が
開
く
キ
リ

ス
ト

教
の
講
義
所
が
あっ
た
こ
と 、
二
つ
目
は
校
長
の
妹
で
外
国
人
教
師
の
ミ

ス・
ポ
l
ト

ル一八
と
の
出
会
い 、
大
き
な
要
因
は
こ
の
二
つ
で
あ
る 。
真
愛
学

校
は
布
教
の一
手
段
と
し
て 、
英
文
と
漢
文
の
教
科
を
習
得
さ
せ
る
目
的
で
設

立
さ
れ
た
私
立
学
校
で 、
現
在
の
金
沢
大
学
に
当
た
る
四
高
受
験
の
た
め
に
入

学
す
る
生
徒
も
多
か
っ
た 。
四
高
受
験
を
目
指
し
た
鏡
花
は
学
校
を
中
退
す
る

が 、
洗
礼
の一
歩
前
ま
で
き
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と
村
松
氏
は
指
摘
し
て
い

る一九 。
こ
の
学
校
で
鏡
花
は
キ
リ
ス
ト

教
精
神
を
学
び 、
学
校
の
名
の
由
来
と

も
なっ
た
「

真
実
の
愛
に
生
き
る
心」
と
い
う
精
神
は 、
『
名
媛
記一 -O』
『一
之

巻て一』
i

『
誓
之
巻』
『
町
双
六一
て』

『
海
城
発
電』
『
外
科
室
二一』

な
ど
様
々

な
作
品
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る 。

で
は
こ
こ
か
ら
は
『
琵
琶
伝』
本
文
中
か
ら
キ
リ
ス
ト

教
と
関
連
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
描
写
を
抜
き
出
し
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る 。

こ
〉
ぞ
陸
軍
の
所
轄
に
属
す
る
埋
葬
地
の
辺
な
り
け
る 。
銃
殺
さ
れ
し

謙
三
郎
も
ま
た
葬
ら
れ
て
此
処
に
あ
り 。

彼
夜 、
(
中
略)
意
中
の
人
は
捕

縛
さ
れ
つ 。
(
中
略)
小
高
き
正
に
上
り
し
ほ
ど
に 、
不
図
足
下
に
平
地
あ

り
て
公
房一
円
十
町
余 、
其一
端
に
は
新
し
き
十
字
架
あ
り
て
建
て
る
を

見
た
り 。

嘗
て
「
何
う
す
る
か
見
ろ」
と
良
人
が
い
ひ
し 、
そ
れ
は 、
す
な
は
ち

こ
れ
な
り
よ 。
お
通
は
十
字
架
を一
目
み
て
し
だ
に 、
な
ほ
且
つ
震
ひ
を

の
〉
け
る
先
の
状
に
は
引
変
え
て 、
見
る
/
\
囚
徒
が
面
縛一
凶
さ
れ 、(
略)

脱
営
し
た
謙
三
郎
は
銃
殺
さ
れ 、
そ
の
後
陸
軍
墓
地一
五
に
埋
葬
さ
れ
た 。
こ

こ
ま
で
は
よ
い
の
だ
が 、
問
題
は
な
ぜ
墓
に
十
字
架
が
た
つ
て
い
る
か
で
あ
る 。

日
清
戦
争
時
の
陸
軍
墓
地
は
火
葬
し
て
埋
葬
す
る
こ
と
に
なっ
て
い
た
は
ず
だ

が 、
十
字
架
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
土
葬
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る 。
た
と
え

火
葬
に
なっ
た
の
が
都
市
の
主
要
な
陸
軍
墓
地
だ
け
で 、
『
琵
琶
伝』
の
舞
台
の

地
の
陸
軍
墓
地
が
土
葬
で
あっ
た
と
し
て
も 、
国
の
管
轄
に
あ
る
陸
軍
墓
地
に

西
洋
の
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト

教
の
十
字
架
が
た
つ
て
い
る
こ
と
に
は
少
々
違

和
感
を
感
じ
る 。
普
通
な
ら
石
の
墓
石
か
木
の
墓
標
が
順
当
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う 。

「
幻
想
小
説」
と
し
て
の
奇
怪
さ
や
怖
さ
を
増
長
さ
せ
た
い
の
な
ら
ば
日
本
式

の
方
が
効
果
は
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。
そ
れ
な
の
に
鏡
花
は
な
ぜ
謙
三

郎
の
墓
に
十
字
架
を
た
て
る
描
写
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か 。
思
い
つ
く
理
由
は

以
下
の
通
り
で
あ
る 。
同
つ
目
は
陸
軍
墓
地
の
は
墓
標
は
日
本
式
の
も
の
で
な

く
て
も
よ
く
自
由
で
あっ
た
か
ら 。
二
つ
目
は
日
清
戦
争
か
ら
陸
軍
墓
地
で
は

土
葬
か
ら
火
葬
に
なっ
た
こ
と
を
鏡
花
は
知
ら
な
か
っ
た
か
ら 。
三
つ
目
は 、

キ
リ
ス
ト

教
の
教
え
を
学
ん
で
い
る
鏡
花
だ
か
ら
こ
そ 、
謙
三
郎
の
墓
の
描
写

を
す
る
に
あ
た
り 、
救
済
や
罪
か
ら
の
解
放
の
意
味
を
込
め
る
た
め
に 、
あ
え

て
墓
標
や
墓
石
で
は
な
く
十
字
架
を
作
中
に
と
り
い
れ
た
か
ら 、
で
あ
る 。
理

由
は
お
そ
ら
く
三
つ
目
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る 。
鏡
花
は
故
郷
の
金
沢
で
十

二
歳
か
ら
十
五
歳
ま
で
の
四
年
間
を
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ク
ー

ル
で
学
ん
で
お
り 、

そ
の
学
窓
生
活
が
人
間
形
成
や
文
学
思
想
に
影
響
を
与
え
て
い
る 。
鏡
花
は
作
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中
に
キ
リ
ス
ト

教
の
思
想
が
見
ら
れ
る
小
説
を
い
く
つ
も
書
い
て
い
る一
六
こ

と
か
ら 、
こ
の
作
品
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
と
と
ら
え
て
よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か 。

お
通
は
十
字
架
を一
目
み
て
し
だ
に 、
な
ほ
且
つ
震
ひ
を
の
〉
け
る
先

の
状
に
は
引
変
え
て 、
見
る
/
\
囚
徒
が
面
縛
さ
れ 、
射
手
の
第一 、
第

二
弾 、
第
三
射
撃
の
響
と〉
も
に 、
囚
徒
が
固
く
喰
ひ
し
ぼ
れ
る
唇
を
洩

る
鮮
血
の 、
細
く 、
長
く
其
胸
聞
に
垂
れ
た
る
ま
で 、
(
中
略)
銃
殺
全
く

執
行
さ
れ
て 、
硝
畑
の
香
の
失
せ
た
る
ま
で(
略)

上
記
の
謙
三
郎
処
刑
の
場
面
に
出
て
く
る
十
字
架
は
①
の
苦
難
や
死・
罪
か

ら
の
解
放
と
し
て
の
意
味
に
該
当
す
る
だ
ろ
う 。
こ
れ
か
ら
死
ぬ
こ
と
を
比
喰

的
に
読
者
に
伝
え
る
た
め
だ
け
に
十
字
架
を
登
場
さ
せ
た
の
で
は
な
く 、
死
を

もっ
て
謙
三
郎
の
魂
は
殺
人
と
い
う
こ
の
世
の
罪
や
決
し
て
成
就
す
る
こ
と
の

な
い
恋
の
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ 、
天
国
で
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か 。
こ
の
キ
リ
ス
ト

教
的
救
済
と
い
う
点
に
関
し
て 、
若
桑
み

ど
り
氏
は
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る三七 。

私
は
ま
た
「
外
科
室」
の
末
尾
の一
句
を
極
め
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

的

な
も
の
と
受
け
取
る 。
「
語
を
寄
す 、
天
下
の
宗
教
家 、
渠
等
二
人
は
罪
悪

あ
り
て 、
天
に
行
く
こ
と
を
得
ざ
るべ
き
か 。」
こ
れ
が
外
科
室
の
末
尾
の

語
句
で
あ
る 。
こ
の
世
で
は
夫
あ
る
者
を
恋
す
る 、
夫
あ
る
身
で
人
を
恋

す
る
は
「
罪」
で
あ
ろ
う
が 、
死
ん
で
ま
こ
と
を
つ
ら
ぬ
く
二
人
の
愛
を 、

「
神」
は
よ
し
と
す
る
で
あ
ろ
う 。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

に
とっ
て 、
神
が

何
を
罰
し 、
何
を
許
す
か
は 、
こ
の
世
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
あ
て
は
ま
ら
な
い 。

「
神
よ 、
い
と
自
ら
を
い
や
し
め
る
罪
人
と 、
心
お
ご
れ
る
善
人
と 、
い

ず
れ
が
天
に
迎
え
ら
る
る
や
?」
と
叫
ん
だ
の
は 、
魂
の
救
済
に
つ
い
て

思
い
悩
み 、
宗
教
改
革
に
心
惹
か
れ
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
で
あっ
た 。
カ

ソ
リ
ッ
ク
は 、
こ
の
世
の
提
に
し
た
が
え
ば
天
国
に
行
く
の
で
あっ
た
が 、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

は 、
た
だ
神
を
愛
す
る
心
ふ
か
く 、
信
ず
る
こ
と
の
熱

き
も
の
の
み
が 、
救
済
さ
れ
う
る
の
で
あ
る 。
そ
の
場
合 、
心
が
まっ
す

ぐ
で 、
雑
念
な
く 、
ひ
た
む
き
な
も
の
が 、
た
と
え
人
を
殺
す
ほ
ど
の
こ

の
世
の
罪
を
犯
し
て
も 、
な
お 、
い
っ
そ
う

神
に
近
い
の
で
あ
る 。

上
記
の
論
文
の
引
用
箇
所
は『
外
科
室』
に
関
す
る
指
摘
だ
が 、
こ
れ
は『
琵

琶
伝』
に
も
あ
て
は
ま
る 。
夫
の
近
藤
重
隆
や
社
会・
世
間
的
に
み
れ
ば 、
「
夫

あ
る
者
を
恋
す
る」
謙
三
郎
と
「
夫
あ
る
身
で
人
を
恋
す
る」
お
通 、
こ
の
二

人
の
行
為
は
「
罪」
で
あ
る
が 、
謙
三
郎
は
脱
営
し
三
原
伝
内
を
殺
す
と
い
う

「
こ
の
世
の
罪」
を
犯
し
て
で
も 、
ま
こ
と
の
愛
を
つ
ら
ぬ
い
た 。
こ
れ
は
お

通
も
同
じ
で 、
物
語
の
最
後
で
夫
で
あ
る
近
藤
重
隆
の
咽
喉
を
喰
い
破っ
て
殺

害
し 、
ま
こ
と
の
愛
を
つ
ら
ぬ
い
た
の
で
あ
る 。
若
桑
氏
の
言
葉
を
借
り
れ
ば 、

彼
ら
は
「
生
と
愛
に
お
け
る
新
し
き(
新
の)モ
ラ
ル
を
追
求
し 、
こ
れ
が
俗
世

間の
律
法
と
醐
離
を
生
じ
た
が
ゆ
え」
に
死
を
選
択
し 、
『「
法
律」
に
打
ち
克

つ
「
愛」
の
勝
利』
を
手
に
入
れ
た
の
だ
ろ
う 。
現
世
で
は
許
さ
れ
な
い
愛
も 、

天
国
で
救
済
さ
れ
る 、
そ
ん
な
意
図
を
持
ち 、
こ
の
「
十
字
架」
と
い
う
モ
チ

ー
フ
を
鏡
花
は
作
中
に
と
り
い
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る 。

上
記
の
こ
と
か
ら 、
鏡
花
が
四
年
間
を
過
ご
し
た
真
愛
学
校
で
学
ん
だ
「

真

実
の
愛
に
生
き
る
心」
と
い
う
キ
リ
ス
ト

教
精
神
が 、
そ
の
後
の
鏡
花
文
学
に

多
大
な
影
響
を
与
え
て
お
り 、

鏡
花
文
学
の
思
想
の
根
底
に
息
づ
い
て
い
る
こ

と
が
分
か
る 。
作
中
に
ほ
と
ん
ど
顕
著
に
キ
リ
ス
ト

教
に
関
連
す
る
描
写
は
出

ny
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て
こ
な
い
が 、
鏡
花
の
学
生
時
代
や
文
壇
と
キ
リ
ス
ト

教
と
の
関
連 、
鏡
花
の

他
の
作
品
に
キ
リ
ス
ト

教
的
思
想
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら 、
こ
の
『
琵
琶

伝』
も
他
の
作
品
同
様
キ
リ
ス
ト

教
的
精
神(
キ
リ
ス
ト

教
的
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム

一
八)
に
基
づ
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

四

作
中
か
ら
読
み
と
れ
る
婚
姻
批
判

『
琵
琶
伝』
は
結
婚
の
儀
式
で
あ
る
床
杯
の
場
面
か
ら
始
ま
り 、
当
人
の
意

向
を
全
く
無
視
し
た
結
婚
と
そ
れ
に
伴っ
て
起
き
た
悲
劇
が
描
か
れ
る 。
こ
こ

か
ら
は
「
結
婚」
に
焦
点
を
あ
て 、
前
述
の
各
項
目
の
内
容
も
ふ
ま
え
つ
つ 、

鏡
花
が
作
品
に
込
め
た
思
い
や
主
張
を
考
え
て
い
き
た
い 。
ま
ず 、
作
中
で「
結

婚」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か 、
登
場
人
物
た
ち
当
人
に
とっ
て

ど
う
か
を
見
て
い
く 。

御
身
と
近
藤
重
隆
殿
と
は
許
嫁
に
有
之
候(
中
略)一
旦
親
戚
の
儀
を
約

束
い
た
し
候へ
ば 、
義
理
堅
か
り
し
重
隆
殿
の
先
人
に
対
し
面
白
な
く 、

今
さ
ら
変
替
相
成
ら
ず
候
あ
は
れ
犠
牲
と
な
り
て
拙
者
の
名
の
た
め
に
彼

の
人
に
身
を
任
せ
申
さ
るべ
く

強
情
を
はっ
て
結
婚
を
承
諾
し
な
い
お
通
を
結
婚
さ
せ
る
た
め 、
自
ら
死
を

選
ん
だ
父
清
川
通
知
の
手
紙
の
文
で
あ
る 。
一
度
結
婚
の
約
束
を
取
り
き
め
た

ら
名
誉
や
面
目
の
為
に
も
う
後
戻
り
は
で
き
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る 。

「
通 、
吾
は
良
人
だ
ぞ 。」
「
唯 、
貴
下
の
妻
で
ご
ざ
い
ま
す 。」
「
吾
の

い
ふ
こ
と
に
は 、
汝 、
舵
と
従
ふ
で
あ
ら
う
な 。」
「
否 、
お
従
は
せ
な
さ

ら
な
け
れ
ば
不
可
ま
せ
ん 。」
「
ふ
む 。
し
か
し
通 、
吾
を
良
人
と
し
た
以

上
は 、
汝 、
妻
た
る
節
操
は
守
ら
う
な 。」
「
い
〉
え 、
出
来
さへ
す
れ
ば

破
り
ま
す 。」
「
何
だ
!」
「
は
い 、
私
に 、
私
に 、
節
操
を
守
ら
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
と
調
ふ 、
そ
ん
な 、
義
理
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
ら 、
出
来
さへ
す

れ
ば
破
り
ま
す
!」

恐
気
も
な
く
言
放
て
る 、
片
頬
に
微
笑
を
含
み
た
り 。

(
中
略)
「

応 、
陀
と
節
操
を
守
ら
せ
る
ぞ 。」

仕
方
な
く
結
婚
を
し
て
近
藤
の
妻
と
なっ
た
こ
と
を
素
直
に
述べ
た
お
通
は 、

はっ
き
り
と
こ
の
結
婚
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る 。
夫
で
あ
る
近
藤
重
隆

は 、
妻
の
お
通
に
「
妻
た
る
節
操」
を
求
め
た 。
こ
れ
は
現
代
の
よ
う
な
倫
理

的
道
徳
的
な
次
元
の
話
で
は
な
く 、
当
時
は
「
姦
通
罪」
と
い
う

刑
法
で
定
め

ら
れ
て
お
り 、
女
性
は
自
分
の
意
思
に
関
係
な
く
「
婚
姻」
を
さ
せ
ら
れ
て
法

に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る 。
一
八
九
八(
明
治
三
十一)
年
に 、
明

治
初
期
か
ら
編
纂
を
意
図
さ
れ
て
き
た
民
法
が
施
行
さ
れ
た 。
「
家
制
度」
が
制

定
さ
れ 、
あ
わ
せ
て
戸
籍
法
も
改
正
さ
れ
て「
家」
が
編
成
の
単
位
に
なっ
た 。

結
婚
で
夫
の
家
に
入
る
妻
は
夫
の
姓
を
名
乗
る
こ
と 。
(
以
前
は
夫
婦
別
姓)
夫

と
同
居
す
る
こ
と 。
妻
の
財
産
は
夫
が
管
理
す
る
こ
と 。
結
婚
に
は
戸
主(
親)

の
同
意
を
得
る
こ
と 。
配
偶
者
の
あ
る
も
の
の
重
婚
を
禁
止 。
妻
の
姦
通
は
離

婚
の
理
由
に
な
る
が 、
夫
の
姦
通
は
相
手
の
夫
か
ら
提
訴
さ
れ
て
有
罪
に
なっ

た
場
合
の
み
離
婚
理
由
と
な
る
こ
と 。
上
記
の
よ
う
に 、
法
的
な
婚
姻
に
は
男

女
の
不
平
等
が
あっ
た 。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
女
性
達
は
本
人
の
意
思
に
関
係
な
く
結
婚
相
手
を
決
め

ら
れ 、
さ
ら
に
自
由
を
法
に
よ
っ
て
縛
ら
れ
て
い
た 。
そ
ん
な
女
性
の
自
由
を

奪
う

社
会
の
規
則
に
対
し
て
鏡
花
は
意
義
を申
し
立
て
た
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か 。
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女
の
身
に
も
な
っ
て
御
覧 、
知
彼
田
舎へ
推
込
ま
れ
て 、
一
年
越
外
出

も
出
来
ず 、
折
が
あ
っ
た
ら
お
前
に
逢
ひ
た
い一
心
で 、
細
々
命
を
繋
い

で
居
る
も
の
の 、
顔
も
見
せ
な
い
で
い
か
れ
ち
ゃ
あ 、
其
こ
そ
彼
女
は
死

ん
で
し
ま
ふ
よ 。

こ
れ
は
叔
母
が
謙
三
郎
を
説
得
す
る
際
に
言っ
た一
言
で
あ
る 。
お
通
の
例

は
極
端
だ
が 、
意
に
沿
わ
な
い
事
を
強
い
ら
れ
る
女
性
の
立
場
に
たっ
て
ほ
し

い
と
い
う

鏡
花
の
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 。

宣
し
こ
そ 、
近
藤
は 、
執
着
の
極 、
婦
人
を
し
て
我
に
節
操
を
つ
く
さ

し
め
む
か 、
終
生
空
闘
を
護
ら
し
め 、
お
の
れ一
分
時
も
其
傍
に
あ
ら
ず

し
て 、
な
ほ
よ
く
節
操
を
保
た
し
む
る
に
あ
ら
ざ
る
よ
り
は 、
我
に
貞
な

り
と
は
い
ふ
こ
と
を
得
ず
と
な
し 、
は
じ
め
よ
り
お
貞
の
我
を
嫌
ふ
こ
と 、

陀
摘
も
たゾ
な
ら
ざ
る
を
知
り
な
が
ら 、
恰
も
彼
に
魅
入
り
た
ら
む
如
く 、

進
退
隙
な
く
附
絡
ひ
て 、
遂
に
お
通
と
謙
三
郎
と
が
既
に
成
立
せ
る
恋
を

破
り
て 、
お
の
れ
犠
牲
を
得
た
り
し
に
も
か
〉
は
ら
ず 、
従
兄
妹
同
士
が

恋
愛
の
い
か
に
強
き
か
を
知
れ
る
よ
り 、

嫉
妬
の
余 、
好
淫
の
念
を
節
し 、

当
初
婚
姻
の
夜
よ
り
し
て 、
会
を
と
も
に
せ
ざ
る
の
み
な
ら
ず 、
一
度
も

来
り
て
其
妻
を
見
し
こ
と
あ
ら
ざ
る

近
藤
は
お
通
を
嫁
に
し
た
い
が
た
め
に
お
通
と
謙
三
郎
の
中
を
引
き
裂
い
て

結
婚
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
が 、
二
人
の
思
い
の
強
さ
に
嫉
妬
を
し
て
初
夜
を

迎
え
る
こ
と
な
く
お
通
を
離
れ
に
閉
じ
込
め
た 。
謙
三
郎
と
思
い
を
遂
げ
る
こ

と
は
二
人
に
とっ
て
は
愛
を
貫
く
尊
い
行
為
だ
が 、
近
藤
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は

不
貞
に
あ
た
る 。
そ
の
後
の
謙
三
郎
の
処
刑
に
よっ
て 、
女
性
の
姦
通
罪
以
前

に
お
通
は
心
で
自
由
に
恋
人
を
想
う
事
す
ら
奪
わ
れ
て
し
まっ
た
の
で
あ
る 。

愛
を
貫
こ
う
と
す
る
お
通 、
妻
を
家
に
縛
り
付
け
る
夫
近
藤 、
反
社
会
的
な

行
為
を
し
て
も
恋
人
に
会
い
に
行
く
謙
三
郎 、
婚
姻
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
自

害
し
た
父
清
川
通
知 、
無
理
や
り
な
婚
姻
を
不
偶
に
思
う
母 、
引
き
裂
か
れ
た

恋
人
た
ち
の
た
め
に
身
を
捨
て
た
伝
内
な
ど 、
こ
の
結
婚
を
巡っ
て
登
場
人
物

一
人
ひ
と
り
を
見
て
も
様々
な
ド
ラ
マ
が
展
開
さ
れ
て
い
る 。
し
か
し
こ
こ
で

着
目
し
た
い
の
は 、
こ
の
結
婚
で
幸
せ
に
なっ
た
人
が一
人
も
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る 。
鏡
花
は
お
そ
ち
く 、
こ
の
よ
う
な
当
人
の
気
持
ち
の
伴
わ
な
い

結
婚
が
普
通
の
こ
と
と
し
て
ま
か
り
通っ
て
し
ま
う

社
会
の
「
体
制」
に
対
し

て 、
強
い
問
題
意
識
を
抱
い
て
い
た
の
だ
ろ
う 。

五

鏡
花
の
結
婚
観

ー，ょっ“

一
八
九
五(
明
治
二
十
八)
年
五
月 、
鏡
花
は
『
愛
と
婚
姻』
と
い
う
随
筆
を

雑
誌
「
太
陽」
に
発
表
し
て
い
る 。
『
琵
琶
伝』
発
表
が一
八
九
六(
明
治
二
十

九)
年一
月
な
の
で 、
『
愛
と
婚
姻』
は
『
琵
琶
伝』
執
筆
の
たっ
た
半
年
ほ
ど

前
に
書
か
れ
た
随
筆
で
あ
る 。
鏡
花
は『
愛
と
婚
姻』
に
あ
る
思
想
の
も
と『
琵

琶
伝』
を
執
筆
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
察
さ
れ
る 。
ま
た 、
二
年
後
に
書
か

れ
た
『
醜
婦
を
阿
す』
か
ら
も
鏡
花
の
結
婚
観
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の

で 、
こ
ち
ら
も
合
わ
せ
て
見
て
い
き
た
い 。

ま
ず
『
愛
と
婚
姻』
で
あ
る
が 、
こ
れ
は一
八
九
五(
明
治
二
十
八)
年
五
月

に
雑
誌
「
太
陽」
に
掲
載
さ
れ
た 。
こ
の
時
鏡
花
は
わ
ず
か
二
十
二
歳
で
あっ

た
が 、
と
て
も
激
し
い
論
調
の
婚
姻
制
度
批
判
の
文
章
を
書
い
て
い
る 。



媒
酌
人
先
づ
い
ふ
め
で
た
し
と 、
男
姑
ま
た
い
ふ
め
で
た
し
と 、
親
類

等
皆
い
ふ
め
で
た
し
と 、
知
己
朋
友
皆
い
ふ
め
で
た
し
と 、
渠
等
は
欣
々

然
と
し
て
新
夫
婦
の
婚
姻
を
祝
す 、
婚
礼
果
し
て
め
で
た
き
か 。

完
全
な
る
愛
は
「
無
我」
の
ま
た
の
名
な
り 。
故
に
愛
の
た
め
に
せ
む

か 、
他
に
与
え
ら
る〉
も
の
は 、
難
と
いへ
ど
も 、
苦
と
いへ
ど
も 、
喜

ん
で 、
甘
じ
て 、
こ
れ
を
享
く 。
(
中
略)
情
死 、
駆
落 、
勘
当
等 、
こ
れ

皆
愛
の
分
弁
た
り 。

一
旦
結
婚
し
た
る
婦
人
は 、
こ
れ
婦
人
と
い
ふ
も
の
に
あ
ら
ず
し
て 、

寧
ろ
妻
と
いへ
る一
種
女
性
の
人
間
な
り 。
吾
人
は
渠
を
愛
す
る
こ
と
は

能
は
ざ
る
に
あ
ら
ず 、
社
会
こ
れ
を
許
さ
ざ
る
な
り 。
愛
す
る
こ
と
を
得

ざ
らし
む
る
な
り 。
要
す
る
に
社
会
の
婚
姻
は 、
愛
を
束
縛
し
て 、
圧
制

し
て 、
自
由
を
剥
奪
せ
む
が
た
め
に
造
ら
れ
た
る 、
残
酷 、
酷
絶
の
刑
法

な
り
と
す 。

妻
な
く 、
夫
な
く 、
一
般
の
男
女
は
皆
たゾ
男
女
な
り
と
仮
定
せ
よ 。

愛
に
対
す
る
道
徳
の
罪
人
は
那
辺
に
か
出
来
ら
む 。
(
中
略)
婚
姻
は 、

蓋
し
愛
を
拷
問
し
て
我
に
従
は
し
め
む
と
す
る 、
卑
怯
な
る
手
段
の
み 。

再
言
す 、
吾
人
人
類
が
因
り
て
も
て
声
明
を
存
すべ
き
愛
な
る
も
の
は 、

更
に
婚
姻
に
よ
り
て
得
ら
るべ
き
も
の
に
あ
ら 、さ
る
こ
と
を 。

こ
の
随
筆
で
鏡
花
が
問
題
提
起
し
て
い
る
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る 。
一
点

目
は
本
人
の
意
思
を
欠
い
た
婚
礼
の
理
不
尽
さ
の
指
摘 、
二
点
目
は
真
の
愛
を

喪
失
し
た
社
会
制
度の
暗
黒
さへ
の
警
告
で
あ
る 。
村
松
友
視
氏
は
『
愛
と
婚

姻』
に
つ
い
て 、
「『
愛
と
婚
姻』
は
鏡
花
の
エ
ッ
セ
イ
の
出
発
点
で
あ
る
と
同

時
に 、
鏡
花
文
学
の
核
と
も
い
うべ
き
意
識
を
語
る
点
で
重
要
な
位
置
を
占
め

て」
お
り 、
「
愛
の
至
上
と
そ
れ
を
束
縛
す
る
社
会
秩
序へ
の
反
発
と
い
う

構
図

は
社
会
の
原
理
を
別
別
す
る
鋭
利
な
切
り
口」
に
なっ
て
い
る 、
と
の
解
説
を

し
て
い
る一
九 。

鏡
花
は
こ
の
随
筆
に
お
い
て
恋
愛
至
上
と
反
秩
序
を
叫
ん
で
い

る
の
で
あ
る 。

『
醜
婦
を
阿
す』
は「
文
芸
倶
楽
部」
に一
八
九
七(
明
治
三
十)
年
八
月一 -一O
に

掲
載
さ
れ
た 。
こ
の
随
筆
で
は
偽
善
的
秩
序
の
否
定
と
女
性
美
に
つ
い
て
述べ

ら
れ
て
い
る 。

希
く
ば 、
満
天
下
の
妙
齢
女
子 、
卿
等
務
め
て
美
人
た
れ 。
其
意
の
美

を
い
ふ
に
あ
ら
ず 、
肉
と
皮
と
の
美
な
ら
む
こ
と
を 、
熱
心
に 、
忠
実
に 、

汲
々
と
し
て
努
め
て
時
の
な
ほ
足
ら
ざ
る
を
憾
と
せ
よ 。
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偽
善
的
な
世
の
中
の
秩
序へ
の
否
定
と 、
女
性
美
に
つ
い
て
の
鏡
花
の
考
え

が
書
か
れ
た
短
い
随
筆
で
あ
る 。
村
松
友
視
氏
は
『
醜
婦
を
阿
す』
に
つ
い
て 、

「
良
妻
賢
母
風
の
偽
善
的
秩
序
を
否
定
し
つ
つ
語
ら
れ
る
女
性
美の
志
向」
は

「『
愛
と
婚
姻』
の
論
旨
と
結
び
つ
い
て
恋
愛
至
上
と
反
秩
序
を
補
強」
し
て
い

る 、
と
述べ
て
い
る一一一 。

『
愛
と
婚
姻』
と
『
醜
婦
を
阿
す』
の
二
つ
の
随
筆
に
お
い
て
恋
愛
至
上
と

社
会
に
対
す
る
反
秩
序
を
唱
え
て
い
る
こ
と
か
ら 、
鏡
花
が
「
恋
愛
は
何
よ
り

も
尊
い
も
の
で
あ
る」
と
考
え
て
い
る
恋
愛
至
上
主
義
者
で
あっ
た
こ
と
が
分

か
る 。
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引
き
継
が
れ
る
「
恋
愛
至
上
主
義」

の
主
題

一
八
九
六(
明
治
二
十
九)
年一
月 、
「
国
民
之
友」
に
『
琵
琶
伝』
を
発
表
し

た
鏡
花
は 、
同
年
二
月
に
「
文
芸
倶
楽
部」
に
『
化
銀
杏』
と
い
う
作
品
を
発

表
し
て
い
る 。
こ
の
『
化
銀
杏』
の
主
題
は
「
既
婚
女
性
を
束
縛
す
る
封
建
的

社
会
道
徳へ
の
抗
議三て」
で
あ
り 、
『
琵
琶
伝』
と
類
似
し
て
い
る
点
が
見
ら

れ
る 。
「
結
婚牛
は
「
恋」
に
対
し
て
俗
な
る
も
の 、
体
制
の
悪
の
象
徴
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る 。
鏡
花
の
敵
対
す
る
人
の
心
の
ま
こ
と
に
反
す
る
「
体
制」
は

「
国
家」
だ
け
で
は
な
く 、
「
結
婚」
「
夫
婦」
と
い
う

俗
な
関
係
も
含
ま
れ
て

お
り 、
『
化
銀
杏』
は
愛
な
く
無
理
強
い
に
結
婚
さ
せ
ら
れ
た
女
の
抵
抗
の
物
語

で
あ
る 、
と
若
桑
氏
は
述べ
て
い
るで=一一 。
『
化
銀
杏』
に
お
い
て
鏡
花
の
女
性

論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
以
下
に
引
用
す
る三四 。
こ
こ
か
ら
『
琵
琶
伝』

と
同
じ
主
張
が
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る 。

世
の
中
は
何
と
い
ふ
無
理
な
も
の
だ
ら
う 。
た
だ
お
さ
か
づ
き一
王
を
し

た
ば
か
り
で 、
夫
だ
の 、
妻
だ
の
っ
て 、
妙
な
も
の
が
で
き
あ
が
っ
て
さ 。

女
の
身
体
は
ま
る
で
男
の
も
の
に
な
っ
て 、
何
を
い
は
れ
で
も
は
い
は
い

っ
て
従
は
な
い
と 、
イ
ヤ
ふ
て
く
さ
れ
だ
の
女
の
道
を
知
ら
な
い
の
と 、

世
間
で
い
ろ
ん
な
こ
と
を
い
ふ
よ 。
(
中
略)

婦
人
は
い
つ
も
下
手
に
つ
い
て 、
無
理
も
御
道
理
に
し
て
通
さ
ね
ば
な

ら
な
い
と
い
ふ 、
毛
ん
な
勘
定
に
合
は
な
い
こ
と
ツ
ち
ゃ
あ 、
あ
る
も
ん

ぢ
ゃ
な
い 。
(
中
略)

一
体
操
を
守
れ
だ
の 、
良
人
に
従へ
だ
の
と
い
ふ 、
提
か
な
ん
か
知
ら

な
い
が 、
さ
う
い
っ
た
や
う
な
こ
と
を
き
め
た
の
は 、
誰
だ
と
ま
あ
お
思

ひ
だ
え 。
一
遍
婚
礼
を
す
れ
ば
庇
者
だ
の 、
離
縁
さ
れ
る
の
は
女
の
恥
だ

の
ツ
て 、
人
の
身
体
を
自
由
に
さ
せ
な
い
で 、
死
ぬ
よ
り
つ
ら
い
思
ひ
を

し
て
も 、
一
生
い
や
な
者
の
そ
ば
に
つ
い
て
な
く
ッ
ち
ゃ
あ
な
ら
な
い
と

い
ふ
の
は 、
ど
う
い
ふ
理
屈
だ
ら
う 。

『
琵
琶
伝』
と
『
化
銀
杏』
は 、
ど
ち
ら
も
人
の
心
の
ま
こ
と
に
反
す
る「体

制」
で
あ
る
社
会
の
し
く
み・
結
婚
制
度
に
対
す
る
抗
議
を
主
題
と
し
て
い
る 。

鏡
花
は
「
夫
婦」
「
結
婚」
と
い
う
も
の
の
嘘
臭
さ 、
現
行
の
制
度
と
人
の
心
の

道
徳
性
の
矛
盾
に
問
題
を
強
く
感
じ
て
い
た
の
だ
ろ
う 。『

化
銀
杏』
と
比べ『
琵

琶
伝』
の
方
が
話
の
長
さ
も
短
く
よ
り
幻
想
的
で
不
可
思
議
な
世
界
観
を
もっ

て
い
る
が 、
時
期
を
同
じ
く
し
て
執
筆
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
作
品
は 、
構
造
や

雰
囲
気
は
違っ
て
い
る
も
の
の 、
物
語
の
根
底
に
あ
る
主
張
は
同
じ
で
あ
る 。

一
八
九
五(
明
治
二
十
八)
年
五
月
の
随
筆『
愛
と
婚
姻』 、
一
八
九
五(
明
治
二

十
八)
年
五
月
『
外
科
室』 、
そ
し
て一
八
九
六(
明
治
二
十
九)
年一
月
の
『
琵
琶

伝』 、
一
八
九
六(
明
治
二
十
九)
年
二
月
『
化
銀
杏』
と 、
『
愛
と
婚
姻』
で
述

べ
た
思
想
に
基
づ
き
次
々
と
観
念
小
説
が
書
か
れ
て
い
る 。
たっ
た一
年
間
と

い
う
短
い
聞
に 、
手
を
変
え
品
を
変
え
婚
姻
制
度
と
い
う
同
じ
テ
!

マ
を
何
度

も
扱っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら 、
関
心
の
高
か
っ
た
主
題
で
あっ
た
こ
と
は

ま
ず
間
違
い
な
い
だ
ろ
う 。

鏡
花
は
女
性
を
拘
束
す
る
婚
姻
制
度
や
社
会
に
対

し
て
異
議
を
唱
え
た
か
っ
た
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る 。

『
琵
琶
伝』
は 、
一
読
し
た
だ
け
で
は
「
幻
想・
怪
奇
小
説」
で
あ
る 。
ま

た 、
鏡
花
作
品
の
読
解
に
お
い
て 、
社
会
的
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
読
み
取
ろ
う
と
す

るべ
き
で
は
な
い
と
い
う
論
も
あ
る 。
伊
藤
正
も
「
泉
鏡
花
と
い
う
作
家の
小

説
は 、
そ
の
設
定
や
そ
の
筋
を
確
か
め
て
読
むべ
き
で
は
な
く 、
歌
舞
伎や
文

qu
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楽
の
よ
う
に 、
そ
の
場
面
の一
つ一
つ
を
味
い
楽
し
むべ
き
も
の
と
思
う 。」
と

の
見
解
を
示
し
て
い
る 。

だ
が 、
私
は
そ
の
考
え
に
異
を
唱
え
た
い 。
異
空
間の
中
で
物
語
が
進
行
し

て
い
く
の
が 、
鏡
花
世
界
の
特
徴
で
あ
る 。
初
期
の
頃
の
作
品
は「
観
念
小
説」

と
称
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
幻
想
的
で
な
い
設
定
で
物
語
が
進
行

し
て
い
る
も
の
の 、
次
第
に
鏡
花
独
自
の
世
界
観
の
中
で
「
愛」
が
描
か
れ
る

よ
う
に
な
る 。
現
実
の
世
界
で
は
法
や
社
会
の
制
度
が
邪
魔
を
し
て
遂
げ
ら
れ

な
い
「

真
実
の
愛」
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
と
し
て 、
「
異
界」
に
物
語

の
舞
台
を
徐
々
に
移
す
よ
う
に
なっ
た
の
で
あ
ろ
う 。

『
琵
琶
伝』
は
そ
の
よ
う

な
創
作
の
流
れ
の
中
で
は 、
ち
ょ
う
ど
過
渡
期
に
あ
た
る
作
品
で
あ
る 。
現
実

的
で
な
い
描
写
は
作
品
の
最
後
の
部
分
の
み
で
あ
り 、
そ
の
箇
所
も
幻
想
な
の

か
は
た
ま
た
現
実
な
の
か
グ
レ
l

ゾ
l

ン
と
いっ
た
と
こ
ろ
で
境
界
は
非
常
に

暖
昧
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い 。
今
日
の
『
琵
琶
伝』
の
解
釈
で
こ
の
作
品
を「
幻

想
小
説」
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
数
行
で
あ
る
が 、
最
愛

の
恋
人
を
失っ
た
こ
と
で
精
神
を
病
ん
で
し
まっ
た
狂
人
の
所
業
で
あ
る
と
い

え
ば 、
医
学
的
に
納
得
で
き
な
い
こ
と
も
な
い 。
咽
喉
を
喰
い
破
る
お
通
の
姿

は
ま
る
で
ホ
ラ
ー

だ
が 、
鏡
花
は
ホ
ラ
ー

を
書
き
た
か
っ
た
わ
け
で
は
も
ち
ろ

ん
な
い
で
あ
ろ
う 。
そ
れ
よ
り
も
『
琵
琶
伝』
は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
以
外
の
箇

所
は
非
常
に
現
実
的
で
あ
り 、

風
刺
的
で
あ
り 、

鏡
花
の
主
張
に
満
ち
て
い
る

点
に
注
目
し
た
い 。

読
者
は一
読
し
た
だ
け
で
は
物
語
の
終
わ
り
方
の
不
思
議
さ
か
ら
「
幻
想
小

説」
で
あ
る
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
い
そ
う
だ
が 、
感
覚
的
に
捉
え
て
解
釈
を

そ
れ
で
終
え
て
し
まっ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か 。
「
幻
想」
は
物
語
を
構
成
す
る
上

で
の
形
式・
手
法
で
あ
り 、
「
幻
想・
怪
奇」
の
そ
の
奥
に
鏡
花
の
伝
え
た
かっ

た
「
テ
l

マ」
が
隠
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

『
琵
琶
伝』
は 、
た
だ
単
に
師
で
あ
る
尾
崎
紅
葉
の
『
や
ま
と
昭
君』
を
ア

レ
ン
ジ
し
た
だ
け
で
は
な
い 。
当
人
の
気
持
ち
の
伴
わ
な
い
結
婚
が
普
通
の
こ

と
と
し
て
ま
か
り
通っ
て
し
ま
う
現
行
の
婚
姻
制
度へ
の
抗
議 、
女
性
を
縛
り

つ
け
る
封
建
的
社
会へ
の
問
題
提
起
を
し
て
い
る
「
観
念
小
説」
で
あ
り 、
キ

リ
ス
ト

教
の
教
え
に
よっ
て
鏡
花
の
中
に
生
ま
れ
た
恋
愛
至
上
主
義
の
考
え
が

根
底
に
あ
る
作
品
な
の
で
あ
る 。

おわりに

『
琵
琶
伝』
は
「
幻
想
小
説」
と
言
う
よ
り
も
「

観
念
小
説」
と
し
て
の
色

が
濃
い
の
で
は
な
い
か 、
と
い
う
の
が
今
回
の
私
の
主
張
で
あ
る 。
『
琵
琶
伝』

は
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
以
外
の
箇
所
は
非
常
に
現
実
的
で
あ
り 、

風
刺
的
で
あ
り 、

鏡
花
の
主
張
に
満
ち
て
い
る 。

鏡
花
が
真
愛
学
校
で
学
ん
だ
「

真
実
の
愛
に
生
き
る
心」
と
い
う
キ
リ
ス
ト

教
精
神
は
鏡
花
文
学
の
思
想
の
根
底
に
息
づ
い
て
い
る 。
こ
の
考
え
方
が
も
と

に
なっ
て 、
真
実
の
愛
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
は
何
よ
り
も
す
ば
ら
し
い
ど
い
う
恋

愛
至
上
主
義
に
至
っ
た
の
で
あ
る 。
当
時
の
結
婚
制
度
は
男
女
不
平
等
な
も
の

で
あ
り 、

鏡
花
が
婚
姻
制
度
に
対
し
て
批
判
的
で
あっ
た 。

『
琵
琶
伝』
に
は
社
会
に
対
す
る
鏡
花
の
様々
な
考
え
が
書
か
れ
て
い
る 。

当
人
の
気
持
ち
の
伴
わ
な
い
結
婚
が
普
通
の
こ
と
と
し
て
ま
か
り
通っ
て
し
ま

う
現
行
の
婚
姻
制
度へ
の
抗
議
や
女
性
を
縛
り
つ
け
る
封
建
的
社
会へ
の
問
題

提
起
を
し
て
い
る
「

観
念
小
説」
で
あ
り 、
キ
リ
ス
ト

教
の
教
え
に
よっ
て
鏡

花
の
中
に
生
ま
れ
た
恋
愛
至
上
主
義
の
考
え
が
根
底
に
あ
る
作
品
な
の
で
あ
る

と一言守え
る
だ
ろ
う 。
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よ
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年
一

月
ま
で
の
連
作。

初
出

入
新
小
説」、
一

九
一

七(
大
正
六)
年

ョ
一

初
出
一
「
文
芸
倶
楽
部」、
一

八
九
五(
明
治
二
八)
年
六
月

一
四

両
手
を
後
ろ
手
に
縛
っ
て
顔
を
前
方
に
差
し
出
す
こ
と。

一
五
日
本
葬
送
文
化
学
会
に
よ
る
と、
日
本
で
最
初
の
陸
軍
基
地
が
建
設
さ
れ
た
の
は
一

八
七

一
(
明
治
四)
年
四
月
一

O
日、

大
阪
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
が
最
初。

敷
地
は
八
四
九
七
坪、

当
時
は
土
葬
で
座
棺
を
使
っ
て
い
た
の
で
一

人
一

坪
と
し
て
八
O
O
O
人
以
上
の
ス
ペ
ー
ス

を
確
保
し
て
い
た。

墓
地
内
に
は
招
魂
社
も
設
置
さ
れ、

死
体
の
埋
葬
と
霊
の
埋
葬
と
い
う

両
面
か
ら
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る。

陸
軍
墓
地
が
建
設
さ
れ
る
前
の
戊
辰
戦
争

の
頃
な
ど
は
そ
の
場
そ
の
場
で
埋
葬
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る。

埋
葬
法
は
時
代
と
と
も
に
変

わ
り、
一

八
九
四
年
の
日
清
戦
争
時
は
火
葬
し
て
埋
葬
す
る
規
則
が
出
来
た。
一

九
O
四
年

の
日
露
戦
争
時
に
は
戦
場
掃
除
お
よ
び
戦
死
者
埋
葬
規
則
が
制
定
さ
れ、

味
方
は
火
葬
し
敵

は
土
葬
し
た。

一
六
村
松
定
孝
『
泉
鏡
花
研
究
く
増
補
版
〉
』
(
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー、
一

九
九
二・
一

0・
二
五)

の
「
鏡
花
と
キ
リ
ス
ト
教」

に
記
述
あ
り。

『
名
媛
記
』
『
一

之
巻』

1
『
誓
之
巻』
『
町
双
六
』
『
海
域
発
電』

な
ど。

七
若
桑
み
ど
り
「
鏡
花
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
」
(
『
群
像
日
本
の
作
家
五
泉
鏡
花
』、

小

学
館、
一

九
九
二・
7
一

O)

-
八
村
松
定
孝
「
鏡
花
と
キ
リ
ス
ト
教」
(
『
泉
鏡
花
研
究
増
補
版』

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー、

一

九
九
二・
一

0・
二
五)
よ
り。

既
成
の
モ
ラ
ル
を
越
え
よ
う
と
と
い
う
戦
い
を
自
ら
の
作
品

で
試
み
る
に
至
っ
た
理
由
は、

ほ
と
ん
ど
悲
願
と
も
い
う
べ
き
も
の。

そ
れ
が
鏡
花
に
観
念

小
説
を
構
想
さ
せ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
正
体
で
あ
り、

こ
れ
を
村
松
氏
は
「
キ
リ
ス
ト

教
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

と
名
付
け
た。

九

松
村
友
視
編
『
作
家
の
随
想
三

泉
鏡
花』
(
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー、
一

九
九
六・
九・
二

五)
巻
末
の
解
説
よ
り。

一一
O

松
村
友
視
編
『
作
家
の
随
想
三

泉
鏡
花
』
(
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー、
一

九
九
六・
九・
二

五)
収
録
『
醜
婦
を
町
す
』

本
文
よ
り
引
用。

J一

注
コ
二

に
同
じ。

一

手
塚
昌
行
「
鏡
花
文
学
の
変
容」
(
『
論
集

泉
鏡
花
』、

有
精
堂、
一

九
八
七)

一一
一
若
桑
み
ど
り
「
鏡
花
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ」
(
『
群
像
日
本
の
作
家
五
泉
鏡
花
』、

小

学
館、
一

九
九
二・
一
・
一

O)

一一
四
『
化
銀
杏』

の
十
の
段
よ
り
引
用。

す
べ
て
一

連
の
お
貞
の
セ
リ
フ。

一一
五
婚
礼
の
夜、

新
夫
婦
が
寝
所
で
杯
を
取
り
交
わ
す
床
杯
の
儀
式
の
こ
と。
『
琵
琶
伝
』

に

も
床
杯
の
描
写
が
あ
る。

氏U円ノ臼
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