
与
謝
野
晶
子
の
「
み
だ
れ
髪
」
（
明
弘
・
８
）
に
は
官
能
的
な
表
現
あ
る

い
は
性
愛
表
現
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
お
そ
ら
く
一

般
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
歌
が
連
想
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
（
数
字
は
『
み

だ
れ
髪
」
初
版
の
歌
番
号
）
。

い
ず
れ
も
「
乳
」
「
乳
ぶ
さ
」
と
い
っ
た
言
葉
が
性
を
象
徴
す
る
も
の
と

み
だ
れ
ご
こ
ち
ま
ど
ひ
ご
こ
ち
ぞ
頻
な
る
百
合
ふ
む

神
に
乳
お
ほ
ひ
あ
へ
ず

乳
ぶ
さ
お
さ
へ
神
秘
の
と
ば
り
そ
と
け
り
ぬ
こ
こ
な

る
花
の
紅
ぞ
濃
き

春
み
じ
か
し
何
に
不
滅
の
命
ぞ
と
ち
か
ら
あ
る
乳
を

手
に
さ
ぐ
ら
せ
ぬ

『
み
だ
れ
髪
」
の
性
愛
表
現

■■■■■■

ｌ
与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
』
を
読
む
Ｉ

「
み
だ
れ
髪
」
の
性
愛
表
現
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し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
当
時
と
し
て
は
非
常
に
強
烈
な
印
象
を
残
し
た
こ

と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
現
代
歌
人
の
河
野
裕
子
は
、
こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い

て
、
「
女
性
が
、
自
ら
の
身
体
を
、
し
か
も
首
か
ら
下
の
部
分
を
か
く
も
大

（
１
）

胆
に
表
現
し
た
こ
と
は
、
か
つ
て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

確
か
に
古
典
和
歌
に
は
「
乳
房
」
は
、
「
母
」
と
し
て
子
に
乳
を
や
る
と
い

う
表
現
が
わ
ず
か
に
あ
る
の
み
で
、
女
性
性
を
表
す
も
の
と
し
て
は
歌
わ
れ

て
い
な
い
。
そ
れ
を
官
能
的
な
も
の
と
し
て
表
し
た
の
は
晶
子
が
初
め
て
だ

っ
た
。し

か
し
、
一
方
で
、
河
野
が
「
与
謝
野
晶
子
が
歌
っ
た
の
は
、
乳
房
に
象

徴
さ
れ
た
、
女
性
の
官
能
と
感
性
の
解
放
で
あ
っ
て
、
人
間
の
肉
体
を
歌
っ

た
も
の
で
は
な
い
。
乳
房
だ
か
ら
肉
体
な
の
で
は
な
い
。
真
の
意
味
で
の
人

間
の
肉
体
の
発
見
、
と
い
う
問
題
は
晶
子
の
歌
か
ら
は
欠
落
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
」
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
歌
に

は
象
徴
性
な
い
し
観
念
性
が
勝
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

（
ウ
』
）

そ
れ
で
は
、
次
の
有
名
な
歌
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

田
口
道
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「
や
は
肌
」
の
下
に
流
れ
て
い
る
の
は
、
「
君
」
を
思
う
熱
い
気
持
ち
で

あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
ほ
て
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
私
の
「
や
は
肌
に
」
触
れ
、

そ
の
あ
つ
い
ほ
て
り
を
感
じ
て
ほ
し
い
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取
れ

（
３
）

る
。
俵
万
智
は
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
語
訳
み
だ
れ
髪
」
に
お
い
て
「
燃
え
る

肌
を
抱
く
こ
と
も
な
く
」
と
し
た
が
、
そ
れ
に
比
べ
て
、
晶
子
の
歌
は
表
面

的
な
字
句
ほ
ど
露
骨
な
表
現
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
歌
に
関

し
て
「
道
を
説
く
君
」
は
誰
か
、
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
「
君
」
は
、
や

は
り
道
徳
家
な
ど
で
は
な
い
。
「
私
」
に
熱
き
ほ
て
り
を
感
じ
さ
せ
る
の
は
、

「
私
」
の
恋
す
る
人
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
道
」
は
普
通
、

仏
道
を
指
し
、
そ
こ
か
ら
、
「
君
」
は
、
晶
子
の
堺
で
の
文
学
仲
間
で
あ
っ

た
河
野
鉄
南
や
僧
籍
を
持
つ
鉄
幹
だ
と
論
じ
ら
れ
た
り
す
る
が
、
モ
デ
ル
論

議
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。
い
わ
ば
、
精
進
を
志
す
若
い
僧
に
恋
す
る
少

女
の
思
い
を
、
挑
発
の
言
葉
を
交
え
つ
つ
う
ち
あ
け
た
歌
と
い
う
ふ
う
に
解

釈
し
た
ら
い
い
の
で
あ
る
。
特
定
の
僧
で
は
な
く
、
ま
た
恋
す
る
少
女
も
晶

子
自
身
で
は
な
く
、
空
想
の
歌
、
虚
構
の
世
界
で
作
ら
れ
た
歌
だ
と
考
え
ら

（
４
）

れ
る
。
木
股
知
史
は
、
「
藤
村
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
で
、
島
崎
藤
村
の

『
若
菜
集
』
に
つ
い
て
論
じ
、
そ
の
中
で
「
僧
侶
と
女
人
」
と
言
う
枠
組
み

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
『
若
菜
集
」
は
当
時
の
晶
子
の
愛
読
害
で
あ
り
、

「
み
だ
れ
髪
」
は
こ
こ
か
ら
多
く
の
も
の
を
汲
み
取
っ
て
い
る
。
「
僧
侶
と
女

人
」
、
「
若
き
僧
と
少
女
の
恋
」
と
い
う
世
界
も
そ
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。

や
は
肌
の
あ
つ
き
血
汐
に
ふ
れ
も
見
で
さ
び
し
か
ら

ず
や
道
を
説
く
君

26

「
や
は
肌
の
」
の
歌
も
そ
う
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
世
界
の
一
つ
と
し
て
理

解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
歌
は
表
面
的
な
字
句
か
ら
喚
起
さ
れ
る
ほ

ど
、
官
能
的
で
情
熱
的
な
わ
け
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
点
で
い
う
な
ら
ば
、
晶
子
が
遊
女
あ

る
い
は
旅
の
宿
の
女
に
擬
し
て
、
一
夜
の
共
寝
を
、
訴
え
る
歌
が
い
く
つ
か

あ
る
。こ

う
し
た
歌
に
も
官
能
的
な
性
愛
表
現
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
ら
の
歌
が
遊
女
あ
る
い
は
旅
の
宿
の
女
と
い
う
設
定
で
作
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
、
空
想
的
、
観
念
的
な
色
彩
を
濃
く
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し

血
ぞ
も
ゆ
る
か
さ
む
ひ
と
夜
の
夢
の
や
ど
春
を
行
く

人
神
お
と
し
め
な

夕
ふ
る
は
な
さ
け
の
雨
よ
旅
の
君
ち
か
道
と
は
で
宿

と
り
た
ま
へ

う
な
じ
手
に
ひ
く
き
さ
さ
や
き
藤
の
朝
を
よ
し
な
や

こ
の
子
行
く
は
旅
の
君

お
も
は
ず
や
夢
ね
が
は
ず
や
若
人
よ
も
ゆ
る
く
ち
び

る
君
に
映
ら
ず
や

歌
に
名
は
相
問
は
ざ
り
き
さ
い
へ
一
夜
ゑ
に
し
の
ほ

か
の
一
夜
と
お
ぼ
す
な

わ
か
き
子
が
胸
の
小
琴
の
音
を
知
る
や
旅
ね
の
君
よ

た
ま
く
ら
か
さ
む

222 219 149 145324 4
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「
み
だ
れ
髪
」
に
は
、
与
謝
野
鉄
幹
と
の
恋
愛
に
よ
る
実
際
の
男
女
の
交

渉
を
描
い
た
歌
が
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
。
虚
実
絢
い
混
ざ
っ
て
い
る
面
も

あ
る
が
、
実
体
験
に
根
差
し
た
歌
と
し
て
以
下
の
歌
が
あ
る
。

川
の
歌
が
「
君
さ
ら
ば
粟
田
の
春
の
ふ
た
夜
妻
ま
た
の
世
ま
で
は
忘
れ
居

給
へ
」
と
い
う
原
作
が
改
変
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
と
お
り

で
あ
る
。
伝
記
的
に
は
鉄
幹
と
晶
子
は
明
治
三
四
年
一
月
に
京
都
に
二
人
で

過
ご
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
「
ふ
た
夜
妻
」
と
い
う
二
晩
だ
け

の
妻
と
い
う
言
い
方
は
、
実
体
験
を
そ
の
ま
ま
に
歌
っ
た
も
の
だ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
が
歌
集
で
は
「
巫
山
」
と
い
う
中
国
の
伝
説
上
の
山
に
置
き

か
し
、
「
み
だ
れ
髪
」
の
性
愛
表
現
は
こ
れ
で
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。

神
に
そ
む
き
ふ
た
た
び
こ
こ
に
君
と
見
ぬ
別
れ
の
別

れ
さ
い
へ
乱
れ
じ

君
さ
ら
ば
巫
山
の
春
の
ひ
と
夜
妻
ま
た
の
世
ま
で
は

忘
れ
ゐ
た
ま
へ

京
の
山
こ
ぞ
め
し
ら
梅
人
ふ
た
り
お
な
じ
夢
見
し
春

と
知
り
た
ま
へ

き
の
ふ
を
ば
千
と
せ
の
前
の
世
と
も
思
ひ
御
手
な
ほ

肩
に
有
り
と
も
思
ふ

｜
’

「
み
だ
れ
髪
」
の
性
愛
表
現

220 214326 242

換
え
ら
れ
、
実
体
験
は
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
体
験
が
、
晶
子
に
夜
を
共
に
す
る
男
女
の
交
わ
り
の
歌

を
作
ら
せ
た
。

紫
に
も
み
う
ら
に
ほ
ふ
み
だ
れ
筐
を
か
く
し
わ
づ
ら

ふ
宵
の
春
の
神

水
に
ね
し
嵯
峨
の
大
堰
の
ひ
と
夜
神
組
蚊
帳
の
裾
の

歌
ひ
め
た
ま
へ

春
の
国
恋
の
御
国
の
あ
さ
ぼ
ら
け
し
る
き
は
髪
か
梅

花
の
あ
ぶ
ら

今
は
ゆ
か
む
さ
ら
ば
と
云
ひ
し
夜
の
神
の
御
裾
さ
は

り
て
わ
が
髪
ぬ
れ
ぬ

細
き
わ
が
う
な
じ
に
あ
ま
る
御
手
の
べ
て
さ
さ
へ
た

ま
へ
な
帰
る
夜
の
神

ゆ
る
さ
れ
し
朝
よ
そ
ほ
ひ
の
し
ば
ら
く
を
君
に
歌
へ

な
山
の
鴬

ふ
し
ま
せ
と
そ
の
間
さ
が
り
し
春
の
宵
衣
桁
に
か
け

し
御
袖
か
づ
き
ぬ

み
だ
れ
髪
を
京
の
島
田
に
か
へ
し
朝
ふ
し
て
ゐ
ま
せ

の
君
ゆ
り
お
こ
す

ふ
り
か
へ
り
許
し
た
ま
へ
の
袖
だ
た
み
闇
く
る
風
に

春
と
き
め
き
い

春
寒
の
ふ
た
日
を
京
の
山
ご
も
り
梅
に
ふ
さ
は
い
わ

1656 55 54 17 15 14 8144
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旧
の
歌
は
、
恋
人
と
は
じ
め
て
一
夜
を
過
ご
し
た
喜
び
の
気
持
ち
を
告
げ

た
歌
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
含
め
全
体
と
し
て
喜
び
に
溢
れ
て
い
る
歌
が
多
い
と

い
っ
て
い
い
。
一
方
、
肥
、
Ⅳ
の
歌
の
よ
う
に
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恋

人
を
引
き
留
め
よ
う
と
す
る
歌
も
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
側
の
歌
は
、
い
わ
ば
こ
れ
か
ら
一
緒
に
床
に
入
ろ
う
と
す
る

場
面
の
歌
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
袖
だ
た
み
」
は
、
着
物
の
略
式
の

畳
み
方
の
こ
と
だ
が
、
こ
れ
か
ら
床
に
入
る
前
、
落
ち
着
か
な
い
女
性
が
、

（
５
）

今
し
ば
し
時
間
を
下
さ
い
と
、
「
袖
だ
た
み
」
を
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
闇
く
る
風
」
と
い
う
表
現
で
、
凡
河
内
躬
恒
の
「
春
の
夜
の
闇
は
あ
や
な

し
梅
の
花
色
こ
そ
み
え
ね
香
や
は
か
く
る
る
」
を
踏
ま
え
つ
つ
官
能
的
な
感

じ
を
出
し
て
い
る
。
こ
の
歌
は
初
版
の
み
で
、
後
、
削
除
さ
れ
た
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
情
景
が
露
骨
だ
と
思
わ
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
系
譜
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
歌
よ
り

も
性
愛
表
現
が
は
っ
き
り
出
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

が
髪
の
乱
れ

そ
の
歌
を
諭
し
ま
す
声
に
さ
め
し
朝
な
で
よ
の
櫛
の
人

は
づ
か
し
き

室
の
神
に
御
肩
か
け
つ
つ
ひ
れ
ふ
し
ぬ
え
ん
じ
な
れ

ば
の
宵
の
一
襲

む
ろ

と
き
髪
に
室
む
つ
ま
じ
の
百
合
の
か
を
り
消
え
を
あ

と
貴
一
い
る

や
ぶ
む
夜
の
淡
紅
色
よ

393 379 34122

「
と
き
髪
」
は
、
髻
を
解
い
た
こ
と
を
指
す
。
篭
を
解
く
と
い
う
行
為
は
、

「
髪
五
尺
と
き
な
ば
水
に
や
は
ら
か
き
少
女
ど
こ
ろ
は
秘
め
て
放
た
じ
」
を

は
じ
め
、
晶
子
の
歌
に
多
く
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
で
は
「
室
む
つ
ま

じ
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
む
つ
ま
じ
」
の
相
手
、
恋

人
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
恋
人
と
一
緒
に
い
て
、
髪
を
解
い

た
場
面
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
佐
竹
篝
彦
の
評
釈
で
は
、
こ
の
「
解
き
髪
」
は
、
「
洗
髪
の

後
」
と
な
っ
て
い
る
。
氏
の
評
釈
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
歌
は
も
う
少
し
な
ま
め
か
し
い
歌
と
し
て
読
む
こ
と
が
可

能
で
は
な
い
か
。
「
室
」
は
、
単
な
る
自
分
の
部
屋
で
は
な
く
、
家
の
奥
ま

っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
、
寝
室
の
こ
と
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
。
ま
た
、

「
む
つ
ま
じ
」
の
意
味
は
、
や
は
り
男
女
の
仲
が
親
密
で
あ
る
と
い
う
意
味

で
い
い
の
で
は
な
い
か
。
「
む
つ
ま
じ
」
に
は
、
心
ひ
か
れ
、
愛
着
を
感
じ

初
夏
の
宵
、
髪
を
洗
っ
て
解
き
髪
の
ま
ま
爽
や
か
な
気
分
で
自
分
の

部
屋
に
入
る
と
、
床
の
間
に
活
け
て
あ
る
百
合
の
馥
郁
た
る
香
り
が
、

ま
だ
燈
を
つ
け
て
ゐ
な
い
室
内
に
漂
っ
て
い
る
。
そ
の
高
い
香
り
は
、

自
分
の
こ
の
洗
ひ
髪
に
如
何
に
も
ふ
さ
は
し
い
。
床
の
間
に
目
を
や
る

と
、
淡
紅
色
の
百
合
の
花
が
う
す
暗
が
り
の
中
に
、
今
に
も
消
え
そ
う

に
灰
か
に
見
え
る
。
私
は
、
し
ば
ら
く
は
燈
も
つ
け
な
い
で
、
そ
こ
に

（
６
）

た
た
ず
ん
で
そ
の
香
り
を
楽
し
ん
で
ゐ
た
。

一
一
一



『
邪
宗
門
」
と
い
う
作
品
の
中
の
感
覚
性
、
官
能
性
を
代
表
す
る
よ
う
な

場
面
だ
が
、
百
合
は
そ
の
重
要
な
道
具
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
晶
子
の
歌
は
、
百
合
の
芳
香
の
官
能
的
な
雰
囲
気
の
中
で
の
男

女
の
睦
み
合
い
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
逸
見
久
美
は
、
「
睦
ま
じ
い

（
７
）

語
ら
い
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
が
、
も
っ
と
親
密
な
場
面
で
あ
ろ
う
。

逸
見
の
歌
意
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

る
さ
ま
、
慕
わ
し
い
な
ど
の
意
味
も
あ
る
が
、
佐
竹
氏
の
訳
の
よ
う
に
百
合

の
香
り
が
洗
い
髪
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
ま
た
、
必
ず
し

も
「
洗
い
髪
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

「
百
合
の
か
を
り
」
に
関
し
て
言
え
ば
、
ま
ず
そ
の
芳
香
の
強
さ
が
イ
メ

ー
ジ
さ
れ
る
。
「
み
だ
れ
髪
」
の
刊
行
さ
れ
た
一
九
○
○
年
代
は
じ
め
、
ョ

－
ロ
ッ
パ
世
紀
末
文
芸
や
絵
画
に
お
け
る
百
合
に
呼
応
し
て
、
「
み
だ
れ
髪
」

や
『
海
潮
音
』
、
『
邪
宗
門
」
な
ど
に
百
合
の
花
が
描
か
れ
て
い
る
。
漱
石
の

「
そ
れ
か
ら
」
の
百
合
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
白
秋
の
詩
の
一
節
を
紹
介
し

た
い
。

く
れ
が
た

薄
暮
の
潤
み
に
ご
れ
る
室
の
内
、

甘
く
も
腐
る
百
合
の
蜜
、
は
た
、
霊
ぼ
か
し

色
赤
き
い
ん
く
の
罎
の
か
た
ち
し
て

ひ
そ
か
に
点
る
豆
ら
ん
ぷ
息
づ
み
曇
る

（
「
蜜
の
室
」
「
邪
宗
門
」
明
姐
）

「
み
だ
れ
髪
」
の
性
愛
表
現

逸
見
は
、
「
消
え
を
あ
や
ぶ
む
夜
の
淡
紅
色
よ
」
の
部
分
を
「
夜
の
灯
が

今
に
も
消
え
そ
う
に
な
っ
て
夜
が
明
け
る
の
を
危
倶
し
て
い
る
さ
ま
」
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
「
淡
紅
色
」
は
百
合
の
花
の
色
で
あ
り
、
女
性
の
紅
潮

し
た
肌
の
色
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
消
え
を
あ
や
ぶ
む
」
の
は
、
明
か
り

が
消
さ
れ
る
こ
と
へ
の
不
安
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
俵
万
智
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
語
訳
で
は
次
の
よ
う
な
歌
に
改
作

さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
消
え
る
の
が
「
香
り
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
「
香
り
」

に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
男
女
の
睦
み
合
い
の
面
が
こ
の
歌
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ

り
、
そ
こ
の
と
こ
ろ
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
記
憶
を
最
も
喚
起
し
や

す
い
感
覚
は
嗅
覚
で
あ
り
、
晶
子
の
改
作
の
歌
は
そ
れ
を
と
ら
え
て
い
る
。

こ
こ
で
、
私
訳
を
提
示
し
て
お
く
。

髪
を
解
い
た
私
と
あ
な
た
が
睦
み
あ
う
部
屋
に
は
百
合
の
香
り
が
満
ち

て
い
る
。
今
、
私
は
、
百
合
の
花
の
淡
紅
色
（
と
と
も
に
私
の
紅
潮
し

た
肌
）
が
夜
の
闇
に
と
け
て
い
く
の
を
危
ぶ
ん
で
い
る
。

髪
ほ
ど
き
睦
む
ベ
ッ
ド
の
百
合
の
香
の
消
え
そ
う
な
夜
、
淡
き
紅
色

結
い
髪
を
と
い
て
寛
い
で
い
る
女
の
髪
に
、
睦
ま
じ
い
語
ら
い
を
し

て
い
る
男
の
甘
い
瞬
き
、
吐
息
が
洩
れ
か
か
る
。
す
ぐ
に
消
え
そ
う
に

な
っ
て
い
る
の
を
女
が
気
遣
っ
て
い
る
淡
紅
色
の
夜
の
灯
よ
・

一
一
一
一



も
は
や
、
実
在
の
男
の
息
で
は
な
く
、
「
百
合
の
花
の
香
り
が
男
の
息
で

あ
っ
た
ら
な
ぁ
」
と
、
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

さ
て
、
次
の
歌
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
朧
化
さ
れ
た
表
現
を
と
り
つ
つ
も
、
晶
子
は
男
女
の
睦

み
合
い
の
さ
ま
を
描
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
は
、
大
胆
な
よ
う
で

露
骨
で
は
な
く
、
美
し
く
飾
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
見
わ
か
り
に
く
い
か

た
ち
で
歌
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
の
歌
は
、
晶
子
自
身
が
恥
ず
か
し
い
と
思
っ
た
の
か
、
あ
る

い
は
、
は
し
た
な
い
と
思
っ
た
の
か
、
後
に
改
作
さ
れ
て
い
る
。
晶
子
が

「
春
短
し
何
に
不
滅
の
い
の
ち
ぞ
と
ち
か
ら
あ
る
乳
を
手
に
さ
ぐ
ら
せ
ぬ
」

の
歌
な
ど
を
、
後
に
、
下
の
句
の
部
分
を
「
ち
か
ら
あ
る
血
を
手
に
さ
ぐ
る

わ
れ
」
と
し
た
り
、
「
ち
か
ら
あ
る
血
を
お
さ
へ
ず
わ
れ
は
」
と
改
作
し
た

こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、
躯
の
歌
も
次
の
よ
う
に
改
作
さ
れ
た
。

こ
の
歌
に
対
し
て
、
俵
万
智
は
次
の
よ
う
に
歌
う
。

く
る
髪
に
香
の
む
つ
み
よ
る
百
合
の
花
男
の
息
の
た

ぐ
ひ
な
ら
ま
し

人
か
へ
さ
ず
暮
れ
む
の
春
の
宵
ご
こ
ち
小
琴
に
も
た

す
乱
れ
乱
れ
髪

29

俵
は
、
人
を
帰
そ
う
と
し
な
い
の
は
「
暮
れ
よ
う
と
す
る
春
の
宵
心
地
」

で
あ
り
、
私
は
そ
の
人
を
待
っ
て
い
る
と
い
う
解
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
解

（
Ｈ
）

釈
の
原
型
は
鉄
幹
の
評
釈
の
中
に
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
歌
は
、
今
こ
こ
に
い
る
恋
人
を
帰
さ
な
い
歌
と
読
め
る
の

で
は
な
い
か
。
恋
人
は
夕
方
に
は
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
晶
子
と
鉄
幹

佐
竹
奪
彦
、
逸
見
久
美
の
訳
は
基
本
的
に
こ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。
佐
竹

の
訳
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

独
居
の
襖
悩
を
極
め
た
作
で
あ
る
が
、
待
つ
人
も
帰
さ
ず
に
暮
れ
て

行
く
春
と
言
ふ
所
に
複
雑
な
聯
想
が
見
え
る
し
、
全
篇
の
修
辞
が
新
し

い
の
で
、
人
を
惹
く
力
が
勝
っ
て
ゐ
る
。

恋
人
は
私
を
残
し
置
い
て
他
出
し
た
ま
ま
、
い
く
ら
待
っ
て
も
帰
っ

て
来
な
い
。
そ
の
う
ち
に
永
い
春
の
日
も
暮
れ
か
か
っ
て
、
あ
た
り
は

薄
暗
く
な
っ
て
き
た
。
干
々
に
乱
れ
る
私
の
心
そ
の
ま
ま
の
乱
れ
髪
を
、

立
て
か
け
た
琴
に
も
た
せ
て
、
物
思
ひ
に
耽
っ
て
ゐ
る
と
、
何
だ
か
こ

の
春
が
私
の
恋
人
を
そ
そ
の
か
し
て
連
れ
出
し
て
、
私
の
所
へ
帰
ら
せ

て
く
れ
な
い
の
で
あ
る
か
の
や
う
に
思
は
れ
、
う
ら
め
し
く
て
な
ら
な

い
○

君
待
ち
て
暮
れ
ゆ
く
春
の
宵
ど
こ
ろ
琴
に
重
な
る
乱
れ
乱
れ
髪 一

四



と
の
関
係
は
あ
る
時
期
ま
で
そ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
事
情

も
投
影
さ
れ
て
、
こ
の
恋
人
は
帰
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
そ
の
恋
人
を

「
私
」
が
引
き
留
め
て
居
る
の
で
あ
る
、
な
お
、
「
宵
心
」
や
「
酔
ご
こ
ち
」

と
い
う
言
葉
は
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
使
わ
れ
る
「
宵
ご
こ
ち
」
と
い
う
言
葉

は
な
い
。
こ
れ
は
「
宵
心
」
と
「
酔
ご
こ
ち
」
の
両
者
を
掛
詞
の
よ
う
に
し

て
使
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
恋
人
を
ひ
き
と
め
て
、
酔
っ
た
よ
う
な

宵
心
地
の
ま
ま
、
乱
れ
に
乱
れ
た
髪
が
琴
に
触
れ
て
音
を
鳴
ら
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
場
面
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
晶
子
の
歌
は
、
性
愛

の
描
写
を
古
典
的
な
修
辞
や
言
葉
に
よ
っ
て
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
色
づ
け
し
て

い
る
た
め
、
そ
れ
が
明
瞭
に
読
み
取
れ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

な
お
、
後
に
晶
子
が
改
作
し
た
か
た
ち
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

の
歌
も
単
に
「
お
も
ひ
み
だ
れ
」
た
感
情
を
黒
髪
の
乱
れ
に
警
え
た
だ
け
の

歌
と
も
思
え
な
く
な
っ
て
く
る
。
性
愛
の
場
面
に
お
け
る
黒
髪
の
乱
れ
に
加

歌
集
の
歌
よ
り
も
お
と
な
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
恋
人
と
一
緒

に
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
有
名
な

く
る
髪
の
千
す
ぢ
の
髪
の
み
だ
れ
髪
か
つ
お
も
ひ
み
だ

れ
お
も
ひ
み
だ
る
る

人
と
あ
る
暮
れ
行
く
春
の
宵
ご
こ
ち
琴
に
こ
ぼ
る
る
乱
れ
髪
か
な

「
み
だ
れ
髪
」
の
性
愛
表
現

260

え
て
、
「
お
も
ひ
み
だ
れ
お
も
ひ
み
だ
る
る
」
と
い
う
強
い
感
情
が
あ
る
。

以
上
、
「
み
だ
れ
髪
」
の
中
で
性
愛
表
現
を
示
し
て
い
る
も
の
を
挙
げ
て

き
た
が
、
こ
う
し
た
表
現
は
歌
集
の
中
で
必
ず
し
も
傍
流
の
位
置
に
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
み
だ
れ
髪
」
の
冒
頭
歌
も
ま
た
こ
う
し
た

系
列
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

夜
の
帳
の
「
帳
」
は
、
と
ば
り
、
つ
ま
り
王
朝
時
代
の
「
几
帳
」
を
思
い

浮
か
べ
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
「
夜
の
帳
に
」
は
比
嶮
表
現
で

あ
る
。
夜
の
カ
ー
テ
ン
に
覆
わ
れ
た
天
上
の
世
界
で
は
、
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
「
さ
さ
め
き
」
は
、
ひ
そ
ひ
そ
話
し
た
り
、
小
声
で
は
な
す
こ
と
、
内

緒
話
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
さ
さ
め
き
」
を
交
わ
す
の
は
、
星
た
ち
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
星
た
ち
と
は
、
恋
人
同
士
の
星
で
あ
り
、
「
さ
さ
め
き
」
は

（
９
）

「
恋
の
睦
言
」
で
あ
る
ｃ
そ
の
よ
う
な
擬
人
法
が
使
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
尽
き
し
」
と
あ
る
の
は
、
そ
ん
な
「
恋
の
睦
言
」
～
「
さ
さ
め
き
」
が
終

わ
っ
た
こ
と
を
指
す
。
「
雲
の
ほ
つ
れ
」
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
耳
ぎ
わ
の

髪
、
頭
髪
の
左
右
の
側
面
の
部
分
が
ほ
つ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
従
来
、

こ
の
「
髪
の
ほ
つ
れ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
「
恋
の
悩
み
」
を
導
き
だ
し
て
理

夜
の
帳
に
さ
さ
め
き
尽
き
し
星
の
今
を
下
界
の
人
の

雲
の
ほ
つ
れ
よ
１

三
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「
調
仙
」
と
い
う
の
は
、
天
上
か
ら
こ
の
世
に
流
さ
れ
て
き
た
仙
人
の
こ

と
で
あ
り
、
「
南
膳
部
州
」
も
「
閻
浮
提
」
も
仏
教
用
語
で
下
界
な
い
し
現

実
世
界
の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
、
星
の
子
で
あ
っ
た
我
が
、
今
で
は
下
界

に
来
て
恋
の
思
い
に
悩
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
と
な
る
。
「
星
の
今
を
」
は

「
さ
さ
や
き
交
わ
し
た
星
が
今
で
は
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
「
星
の
」
の

「
の
」
は
主
格
を
表
す
言
葉
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
今
を
」
は
「
春
を
」

な
ど
と
と
も
に
、
時
を
表
す
言
葉
に
、
助
詞
（
格
助
詞
）
「
を
」
を
つ
け
る

晶
子
独
特
の
用
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
星
が
今
と
い
う
時
間
に
」
、
あ
る

い
は
「
星
が
今
で
は
」
と
訳
し
て
い
る
よ
う
だ
。
鉄
幹
も
同
じ
解
釈
を
取
っ

些
弍
ご
ブ
（
》
○

解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
に
は
別
の
解
釈
が
で
て
お
り
、

一
つ
一
つ
の
言
葉
の
意
味
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
と
し
て
、
全
体
の
意
味

が
つ
か
み
に
く
い
こ
と
は
、
当
時
か
ら
上
田
敏
が
「
冒
頭
の
一
歌
、
解
し
難

か
り
」
と
述
べ
て
い
た
通
り
で
あ
る
。
特
に
「
星
の
今
を
」
と
い
う
部
分
を

め
ぐ
っ
て
、
大
き
な
解
釈
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
上
田
敏
の
解
釈
を

み
て
お
き
た
い
。

定
か
な
ら
ぬ
臆
測
な
が
ら
、
こ
れ
は
作
者
の
大
気
焔
と
見
て
差
支
な

か
る
く
き
か
◎
わ
れ
は
調
仙
な
り
、
さ
き
に
天
界
の
歓
楽
を
つ
く
し
、

一
夜
」
の
帳
の
う
た
げ
に
飽
き
て
、
暫
ら
く
身
を
南
膳
部
州
に
下
し
た

れ
ば
、
今
、
閻
浮
提
の
夢
安
か
ら
で
、
恋
の
悩
に
煩
ふ
な
り
と
い
ふ
な

（
旧
）

る
べ
し
。

以
上
の
よ
う
に
、
上
田
敏
と
鉄
幹
は
冒
頭
歌
に
時
間
的
な
関
係
を
読
み
取

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
言
わ
ば
、
恋
の
悩
み
な
ど
知
ら
な
か
っ
た
幸
福

な
時
間
が
、
今
で
は
物
思
い
に
悩
む
時
間
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
告
げ
る
象

徴
的
な
歌
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
に
し
た
が

っ
て
歌
の
意
味
を
捉
え
る
な
ら
ば
「
か
つ
て
は
天
上
界
の
星
の
子
と
し
て
、

夜
の
帳
の
中
で
歓
楽
の
限
り
を
尽
く
し
た
自
分
が
、
今
で
は
下
界
の
人
間
の

身
と
な
り
、
遂
げ
が
た
い
恋
の
思
い
に
悩
ん
で
い
る
よ
」
と
い
っ
た
意
味
に

な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
訳
が
、
従
来
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
き

た
。
こ
う
し
た
解
釈
の
系
譜
で
一
番
ま
と
ま
っ
て
い
る
も
の
は
、
佐
竹
篝
彦

（
吃
）

の
訳
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
語
訳
」
の
俵
万
智
は
こ
れ
と
は
異
な
る
解
釈
を

と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
鉄
幹
の
解
釈
に
は
背
景
が
あ
っ
て
、
鉄
幹
自
身
は

次
の
よ
う
な
歌
を
作
っ
て
い
る
。

星
の
子
の
ふ
た
り
別
れ
て
千
と
せ
へ
て
た
ま
た
ま
逢

（
皿
）

へ
る
今
日
に
や
あ
ら
ぬ

天
上
の
夜
の
帳
の
歓
語
が
蜜
の
如
く
あ
ま
く
、
円
満
で
あ
っ
た
に
引

替
へ
て
、
下
界
に
降
さ
れ
た
星
の
子
の
我
は
、
今
を
恋
の
得
が
た
き

に
痩
せ
て
、
色
な
き
髪
の
如
何
に
乱
れ
多
き
か
を
見
給
へ
。

’
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円
満
な
恋
を
遂
げ
る
星
た
ち
と
、
恋
に
苦
し
む
下
界
の
人
と
い
う
対
比
で

あ
る
。
こ
の
平
出
修
の
解
釈
は
下
界
の
苦
し
い
恋
を
し
て
い
る
の
が
「
我
」

で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
同
じ
空
間
的
把
握
で
あ
る
。

妻
子
あ
る
鉄
幹
に
恋
し
て
、
得
意
と
不
安
の
交
錯
す
る
様
子
は
、
当
時
の

こ
こ
で
は
、
星
と
下
界
の
我
と
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
恋
の
さ
さ
や
き
を

交
わ
す
「
星
」
た
ち
と
、
下
界
で
恋
ゆ
え
に
悩
む
「
我
」
と
の
対
比
で
あ
る
。

「
星
の
今
を
」
は
、
「
星
が
さ
さ
や
き
交
わ
し
て
い
る
今
と
い
う
時
間
に
」
と

い
う
意
味
に
な
る
。
や
は
り
「
を
」
は
格
助
詞
「
に
」
と
同
じ
働
き
で
、
時

を
示
す
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
な
時
間
的
な
推
移
で
は
な
く
、
空
間
的
に

と
ら
え
て
い
る
。
同
じ
時
間
、
同
じ
瞬
間
で
あ
る
。
こ
れ
と
よ
く
似
た
解
釈

と
し
て
、
「
黒
瞳
子
」
と
署
名
し
た
平
出
修
の
も
の
が
あ
る
。

と
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

み
お
ろ

か
く
天
上
の
恋
は
ま
こ
と
に
円
満
で
あ
る
が
下
界
を
耐
下
せ
ば
、
あ

は
れ
人
の
世
の
脆
い
は
か
な
い
恋
の
運
命
に
、
も
だ
え
の
夢
は
な
や
ま

し
う
、
髪
の
ほ
つ
れ
の
し
る
く
も
認
め
ら
る
、
と
の
光
景
を
「
下
界
の

人
の
髪
の
ほ
つ
れ
よ
」
と
云
っ
た
の
で
、
〈
中
略
〉

要
之
天
上
の
恋
は
円
満
な
り
、
下
界
の
恋
は
煩
悶
な
り
と
謡
う
た
、

（
咽
）

余
程
雄
大
の
構
想
で
あ
っ
て
、

星
た
ち
が
恋
の
さ
さ
や
き
交
わ
す
今
下
界
の
我
は
心
乱
れ
る

「
み
だ
れ
髪
」
の
性
愛
表
現

晶
子
の
書
簡
に
も
描
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
「
我
」
の
位
置
を
天
上
界
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
星
と
下
界
の
人
と
い
う
空
間
的
な
対
比
の
中
に
も
、
「
我
」
の
位
置

を
天
上
界
に
お
く
か
、
下
界
に
お
く
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
理
解
が
異
な
っ
て

〃
て
、
ブ
（
》
Ｏ

と
こ
ろ
で
、
後
に
晶
子
は
こ
の
歌
を
二
度
改
作
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
新
潮
文
庫
「
み
だ
れ
髪
」
の
「
鑑
賞
」
で
松
平
盟
子
は
次
の

よ
う
な
歌
意
を
提
示
し
て
い
る
。

恋
に
お
ぼ
れ
る
二
人
は
、
二
人
だ
け
の
世
界
に
浸
っ
て
、
い
つ
尽
き
る

と
も
な
く
睦
言
を
さ
さ
め
き
交
わ
し
て
い
る
・
そ
れ
も
途
切
れ
た
と
き
、

ふ
と
気
づ
く
の
だ
。
あ
あ
、
私
た
ち
と
違
っ
て
、
下
界
の
人
た
ち
は
世

間
の
し
が
ら
み
に
ま
み
れ
、
ま
ま
な
ら
ぬ
恋
心
に
身
を
や
つ
し
て
い
る

（
喝
）

ん
だ
わ
Ｉ
。

私
世
の
道
人
の
道
に
一
日
は
つ
よ
く
一
日
は
よ
は
く
毎
日
も
だ
え
も

だ
え
居
る
の
に
候
も
う
何
も
お
も
ふ
ま
じ
と
今
は
二
三
日
お
も
ひ

（
Ｍ
）

さ
れ
ど
ま
た
よ
は
く
な
る
べ
く
ま
こ
と
わ
れ
く
る
し
く
候

夜
の
帳
に
さ
さ
め
き
あ
ま
き
星
も
あ
ら
む
下
界
の
人

ぞ
髪
の
ほ
つ
る
る

（
大
４
．
３
）
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解
釈
と
し
て
は
、
俵
、
平
出
修
と
同
じ
立
場
で
あ
る
。
ま
た
、
天
上
界
と

下
界
と
の
対
比
が
よ
り
明
瞭
な
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
晶
子
の
改
作
や
平

出
修
ら
の
理
解
を
踏
ま
え
て
訳
す
な
ら
ば
、
「
天
上
界
の
夜
の
帳
の
中
で
星

た
ち
も
歓
楽
の
限
り
を
尽
く
し
、
満
ち
足
り
た
平
安
な
眠
り
の
静
寂
が
お
と

ず
れ
て
い
る
今
（
と
い
う
時
間
に
）
、
下
界
の
人
は
遂
げ
が
た
い
恋
の
思
い

に
悩
ん
で
い
る
」
と
い
っ
た
意
味
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
作
者
も
そ
の
解
釈

に
与
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
が
正
解
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
、
従
来
の
解
釈
を
み
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
解
釈
の
揺
れ
が
あ
る
こ

と
自
体
に
、
す
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
佐
々
木
幸
綱
の
よ
う

（
い
）

に
「
意
味
的
暖
昧
性
」
を
は
ら
ん
だ
歌
が
晶
子
の
歌
だ
と
い
う
理
解
も
あ

る
が
、
こ
う
し
た
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
る
別
の
解
釈
も
あ
り
え
る
の
で
は

な
い
か
。

ま
ず
、
俵
の
訳
で
は
「
さ
さ
や
き
交
わ
す
今
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
原
典

は
「
さ
さ
め
き
尽
き
し
」
で
あ
る
、
さ
さ
い
な
違
い
の
よ
う
だ
が
、
「
し
」

は
過
去
の
助
動
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
ま
さ
に
星
た
ち
の
さ
さ
め
き

が
終
わ
っ
た
「
今
」
を
捉
え
た
瞬
間
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
逸
見
久

（
〃
）

美
は
、
「
を
」
を
格
助
詞
で
は
な
く
、
「
間
投
助
詞
」
と
し
て
い
る
が
、
「
今
」

と
い
う
瞬
間
を
と
ら
え
た
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
ろ
う
。
「
今
こ
の
と
き
」
、
と
い
う
詠
嘆
で
あ
る
。

ま
た
、
俵
の
訳
は
「
下
界
の
我
は
心
乱
れ
る
」
と
あ
り
、
上
田
敏
、
鉄
幹

夜
の
帳
に
さ
さ
め
き
あ
ま
き
星
も
居
ん
下
界
の
人
は

物
を
こ
そ
思
へ
（
大
８
．
９
）

を
は
じ
め
、
佐
竹
篝
彦
、
逸
見
久
美
も
含
め
て
、
遂
げ
が
た
い
恋
の
思
い
に

悩
ん
で
い
る
と
い
う
解
釈
が
主
流
で
あ
る
が
、
必
ず
し
も
「
恋
の
思
い
に
悩

ん
で
い
る
」
と
訳
す
必
要
は
な
い
し
、
そ
も
そ
も
「
髪
の
ほ
つ
れ
」
と
い
う

言
葉
が
表
す
の
は
、
「
恋
の
悩
み
」
で
は
な
い
。

「
髪
の
ほ
つ
れ
」
は
、
「
み
だ
れ
髪
」
と
い
う
題
名
に
も
あ
る
よ
う
に
、

「
こ
の
恋
ゆ
え
に
乱
れ
て
い
る
」
表
現
と
し
て
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
は
っ
き
り
言
え
ば
、
そ
れ
は
男
女
の
睦
み
合
い
の
後
の
姿
で
あ
る
。

遂
げ
が
た
い
思
い
に
悩
ん
で
い
る
と
い
う
よ
り
、
「
恋
に
狂
う
」
「
恋
ゆ
え
に

乱
れ
た
」
「
今
」
を
捉
え
た
歌
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
江

戸
の
端
唄
に
「
ぴ
ん
の
ほ
つ
れ
は
ま
く
ら
の
と
が
よ
、
つ
と
め
す
る
身
は
ぜ

ひ
も
な
し
」
と
、
遊
女
が
間
夫
に
弁
解
し
た
一
節
が
あ
る
が
、
「
髪
の
ほ
つ

（
旧
亘
胞
）

れ
」
と
い
う
言
葉
は
な
ま
め
か
し
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
わ
れ
て
い
る
。
ち
な

み
に
「
み
だ
れ
髪
」
と
い
う
言
葉
だ
が
、
江
戸
時
代
の
歌
謡
集
で
あ
る
「
松

の
葉
」
に
「
其
様
ゆ
ゑ
に
ぞ
み
だ
れ
髪
、
解
き
し
下
紐
か
ず
重
な
り
て
、
無

理
に
実
か
ら
い
と
し
ゆ
て
な
ら
ぬ
ゆ
へ
、
や
や
と
も
す
れ
ば
閨
の
う
ち
よ
り
、

手
を
扣
い
て
は
水
く
れ
よ
、
夜
は
何
時
ぞ
、
帰
ら
に
や
な
ら
ぬ
」
な
ど
と
歌

わ
れ
て
い
る
な
ど
、
単
な
る
「
物
思
い
」
の
み
を
表
す
言
葉
で
は
な
い
。

「
み
だ
れ
髪
」
と
い
う
歌
集
の
タ
イ
ト
ル
そ
の
も
の
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味

を
は
ら
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
「
夜
の
帳
に
」

の
歌
の
意
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

天
上
界
の
夜
の
帳
の
中
で
の
星
た
ち
の
さ
さ
や
き
が
尽
き
た
ち
ょ
う

ど
今
、
下
界
の
私
も
ま
た
睦
み
合
い
が
終
わ
り
、
髪
が
乱
れ
て
い
た
。
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そ
し
て
、
こ
こ
で
「
天
上
界
の
夜
の
帳
の
星
た
ち
の
さ
さ
や
き
」
の
尽
き

た
時
と
は
、
夜
が
終
わ
っ
て
朝
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。
い
わ
ば
、
今
ま
で

「
星
た
ち
の
さ
さ
や
き
」
と
シ
ン
ク
ロ
す
る
か
の
よ
う
に
、
恋
人
と
睦
み
合

っ
て
い
て
、
「
星
た
ち
の
さ
さ
や
き
」
が
尽
き
た
今
（
明
け
方
）
、
自
分
の
髪

（
鋤
）

が
ほ
つ
れ
、
乱
れ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
歌
集
の
冒
頭
で
あ
る
こ
の
歌
も
、
先
に
み
て
き
た
歌
と

同
様
、
恋
ゆ
え
に
狂
い
、
睦
み
合
う
自
分
た
ち
を
う
た
っ
た
歌
と
読
む
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
み
だ
れ

髪
」
と
い
う
歌
集
は
冒
頭
か
ら
、
「
恋
ゆ
え
に
悩
ん
で
い
る
」
と
い
う
陰
気

な
歌
集
に
な
っ
て
し
ま
う
。

実
際
、
こ
の
歌
に
関
し
て
、
早
く
か
ら
「
心
の
花
」
同
人
が
そ
の
よ
う
に

読
み
、
批
判
し
て
い
た
。
明
治
三
四
年
九
月
一
日
に
発
行
さ
れ
た
「
こ
、
ろ

の
は
な
」
の
「
歌
集
総
ま
く
り
」
は
同
人
た
ち
に
よ
る
批
評
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
次
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
る
。

か
な
り
悪
意
の
あ
る
批
評
だ
が
、
「
乱
れ
髪
」
や
「
髪
の
ほ
つ
れ
」
を
情

悪
口
僕
は
乱
れ
髪
と
い
ふ
標
題
か
ら
が
嫌
だ
、
髪
の
ほ
つ
れ
毛
と
か

い
へ
ば
も
う
い
や
ア
な
感
じ
が
し
て
な
ら
ぬ
、
そ
れ
に
ほ
つ
れ
位
に
止

ま
ら
な
い
と
い
へ
ば
最
早
治
療
の
出
来
な
い
気
狂
の
様
に
思
は
れ
る
、

し
か
し
気
狂
な
ら
ま
だ
し
も
だ
。
こ
れ
は
偽
気
狂
だ
、
気
狂
を
装
ふ
て

居
る
の
だ
、
あ
、
嫌
だ
ノ
ー
。

「
み
だ
れ
髪
」
の
性
愛
表
現

交
と
関
係
す
る
も
の
と
読
ん
で
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
「
夜
の

帳
に
」
の
歌
を
引
用
し
た
あ
と
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
詩
は
、
一
夜
を
過
ご
し
た
男
女
の
姿
を
う
た
っ

た
も
の
で
あ
り
、
「
心
の
花
」
同
人
が
、
晶
子
の
歌
も
そ
の
よ
う
な
歌
で
あ

る
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
解
に
対
し
て
、
鉄
幹
が
示
し
た
解
釈
は
前
述
の
通
り
で
あ
る

彦
星
子
全
体
鳳
晶
子
と
申
さ
る
、
御
仁
は
、
何
う
い
ふ
御
仁
で
御
座

る
か
、
小
生
一
向
聞
い
た
こ
と
も
な
け
れ
ど
、
よ
ほ
ど
卑
狼
の
人
と
見

え
ま
す
な
、
併
し
哀
れ
む
べ
き
は
未
だ
卑
狼
も
極
め
て
浅
薄
な
こ
と
で

御
座
る
て
、
支
那
の
詩
に

マ
マ

●
昨
夜
同
君
喜
事
従
、
芙
蓉
帳
媛
語
従
容
、
貼
胸
交
○
情
備
好
、
溌

雨
僚
雲
興
韓
濃
一
枕
鳳
鴬
聲
細
々
、
半
窓
花
月
影
重
々
、
暁
来
窺

視
鴛
鴦
枕
、
無
数
飛
紅
撲
総
絨
、
（
其
二

マ
マ

●
衾
翻
紅
涙
效
禍
膠
、
乍
抱
郎
○
分
外
蓋
、
月
正
圓
時
花
正
好
、
雲

初
散
虚
雨
初
収
、
一
團
恩
愛
従
天
降
、
萬
種
情
懐
得
自
絲
、
寄
語

今
宵
中
夕
夜
、
不
須
歌
枕
看
牽
牛
、
（
其
二
）

た
し
か
か
う
あ
っ
た
か
と
思
ふ
、
同
じ
醜
態
で
も
か
う
い
か
ね
ば
ダ
メ

だ
、
字
句
は
兎
に
角
詠
主
の
意
を
察
す
る
に
、
前
に
挙
げ
た
詩
の
其
二

の
方
に
似
て
居
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
、
否
全
く
其
心
持
で
は
あ
ら
う
け
れ

ど
、
不
須
歌
枕
看
牽
牛
と
モ
ヂ
ッ
た
虚
の
具
合
は
中
々
鳳
晶
な
ど
の
及

ぶ
所
で
な
い
、

一
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「
文
壇
照
魔
鏡
」
事
件
が
起
き
た
の
は
こ
の
年
の
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。

加
え
て
、
林
滝
野
が
実
家
に
帰
り
、
晶
子
が
鉄
幹
の
も
と
に
身
を
寄
せ
て
ま

も
な
い
時
期
の
事
で
あ
る
。
鉄
幹
が
、
そ
の
よ
う
な
時
期
に
あ
っ
て
、
「
み

だ
れ
髪
」
に
対
す
る
「
偽
気
狂
」
や
「
卑
狼
の
人
」
な
ど
と
い
っ
た
評
を
か

わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
。
上
田
敏
の
評
が
掲
載

さ
れ
た
の
も
「
明
星
」
の
同
じ
号
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
あ
え
て
一
心
の
花
」

の
批
評
か
ら
晶
子
を
守
る
方
向
に
導
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
「
政
治
性
」
を
剥
ぎ
取
っ
た
と
き
、
歌
集
の
冒
頭
歌
を
は
じ

め
と
し
て
「
み
だ
れ
髪
」
に
は
、
美
し
く
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
飾
ら
れ
つ
つ
、

男
女
の
具
体
的
な
性
愛
の
場
面
を
描
い
た
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
み
え
て
く
る
。

（
副
）

が
、
そ
の
後
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
だ
ろ
う
。

注
（
１
）
河
野
裕
子
ヨ
み
だ
れ
髪
」
の
読
み
に
く
さ
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
教

材
の
研
究
」
第
“
巻
第
４
号
一
九
九
九
・
三
）
。
ま
た
、
馬
場
あ
き
子

の
一
鑑
賞
与
謝
野
晶
子
の
秀
歌
」
（
短
歌
新
聞
社
、
一
九
八
四
・
二
に

も
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

今
の
高
名
な
評
家
が
、
之
を
晦
渋
な
解
せ
ぬ
歌
だ
と
か
、
甚
し
き
は

卑
狼
な
歌
だ
と
か
云
は
る
、
の
は
諸
君
が
何
か
の
思
ひ
ち
が
ひ
か
、
或

は
作
者
を
啓
発
す
る
一
時
の
悪
虐
で
あ
ら
う
。

た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
和
歌
史
の
中
で
、
女
の
コ
ケ
テ
ィ
シ
ュ
な

姿
態
や
、
物
思
い
や
、
生
の
す
が
た
は
、
黒
髪
の
乱
れ
や
、
玉
藻
な

す
廃
き
の
し
な
や
か
さ
な
ど
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
の
が
つ
れ
で

あ
っ
た
。
「
拷
綱
の
白
き
腕
、
沫
雪
の
若
や
る
胸
」
と
い
う
表
現
は

あ
っ
た
が
、
乳
房
を
う
た
う
と
い
う
習
慣
は
な
か
っ
た
。
下
紐
を
解

く
、
結
ぶ
は
重
要
な
恋
の
題
材
で
あ
っ
た
が
、
乳
房
は
性
の
意
識
と

と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
は
、
乳
人
、
乳
母
と
い
う
名

詞
が
公
称
さ
れ
、
職
能
的
地
位
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
も
わ
か
る

よ
う
に
、
育
む
力
を
よ
り
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

（
２
）
拙
稿
「
与
謝
野
晶
子
『
み
だ
れ
髪
」
を
読
む
１
１
「
道
を
説
く
君
」
と

は
誰
か
Ｉ
」
（
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
「
山
手
国
文
論
孜
」
第
二
○

号
一
九
九
九
・
三
）
参
照
。

（
３
）
俵
万
智
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
語
訳
み
だ
れ
髪
」
（
河
出
書
房
新
社
、
一

九
九
八
・
七
）
。
以
下
俵
の
引
用
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
４
）
木
股
知
史
「
藤
村
の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
」
（
日
本
文
学
協
会
編
「
日
本

文
学
講
座
皿
詩
歌
Ⅱ
近
代
編
」
一
九
八
八
・
八
）
。

（
５
）
佐
竹
箒
彦
は
「
や
る
せ
な
い
官
能
の
瘤
き
と
で
も
い
ふ
も
の
を
大
胆
に

表
現
し
て
ゐ
る
」
（
『
全
釈
み
だ
れ
髪
研
究
」
友
朋
堂
、
一
九
五
七
・
二
）

と
評
し
て
い
る
。

（
６
）
前
掲
、
佐
竹
篝
彦
『
全
釈
み
だ
れ
髪
研
究
」
。
以
下
、
佐
竹
の
引
用
は

こ
れ
に
よ
る
。

（
７
）
逸
見
久
美
「
新
み
だ
れ
髪
全
釈
」
（
八
木
書
店
、
一
九
九
六
・
六
）
。

（
８
）
「
鉄
幹
歌
話
」
（
「
明
星
」
第
略
号
、
明
弘
・
９
．
５
）
。

二

○



（
９
）
掲
出
の
歌
の
「
さ
さ
め
き
」
と
同
じ
意
味
の
「
さ
さ
め
ご
と
」
の
用
例

と
し
て
、
「
う
ら
や
ま
し
今
宵
は
あ
は
む
七
夕
の
さ
さ
め
ど
と
せ
む
積
る

こ
と
の
は
」
（
為
忠
集
）
、
「
蚊
を
や
く
や
褒
似
が
閨
の
私
語
」
（
其
角
・
虚

栗
）
な
ど
が
あ
る
。

（
皿
）
上
田
敏
「
み
だ
れ
髪
を
読
む
」
（
「
明
星
」
明
弘
・
皿
）
。

（
Ⅱ
）
「
明
星
」
（
明
調
．
９
．
５
）
。

（
吃
）
佐
竹
の
歌
意
を
提
示
し
て
お
く
。

か
つ
て
は
天
上
の
星
の
世
界
に
あ
っ
て
、
夜
と
も
な
れ
ば
、
寝
室

の
帳
の
中
で
恋
人
と
睦
言
の
限
り
を
尽
く
し
た
星
の
子
の
自
分
も
、

今
や
下
界
に
人
間
の
子
と
生
ま
れ
て
、
遂
げ
難
い
恋
の
物
思
ひ
に
、

夜
毎
眠
り
も
や
ら
ず
轆
韓
反
側
し
て
、
い
た
づ
ら
に
髪
の
毛
の
ほ
つ

れ
る
こ
と
で
あ
る
よ
。

（
Ｂ
）
黒
瞳
子
「
新
派
和
歌
評
論
」
（
鳴
皐
書
院
、
明
弘
・
皿
）
。

（
且
）
河
井
酔
茗
宛
（
明
弘
・
４
・
翠
）
。

（
旧
）
新
潮
社
、
二
○
○
○
年
一
月
一
日
。

（
肥
）
「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
兜
現
代
短
歌
」
（
角
川
書
店
、
一
九
八
三
・
八
）
。

（
Ⅳ
）
注
７
に
同
じ
。

（
坦
小
唄
で
は
「
び
ん
の
ほ
つ
れ
は
枕
の
と
が
よ
そ
れ
を
お
前
に
う

た
ぐ
ら
れ
つ
と
め
ぢ
ゃ
苦
界
ぢ
ゃ
許
さ
ん
せ
」
と
あ
り
、
都
々
逸

で
は
「
び
ん
の
ほ
つ
れ
は
枕
の
と
が
よ
顔
の
や
つ
れ
は
ぬ
し
の
と

が
」
と
あ
る
（
池
田
彌
三
郎
「
も
の
言
う
枕
」
「
わ
が
師
、
わ
が
学
」
一

九
六
七
年
）
。

新
間
進
一
は
「
初
句
・
末
句
は
「
翠
帳
紅
閨
」
の
漢
語
や
「
髪
の
ほ
つ

れ
は
ま
く
ら
の
と
が
よ
」
な
ど
の
俗
曲
の
詞
を
想
は
せ
、
共
に
な
ま
め
か

「
み
だ
れ
髪
」
の
性
愛
表
現

し
い
気
分
が
あ
る
」
（
「
短
歌
シ
リ
ー
ズ
人
と
作
品
与
謝
野
晶
子
」

（
桜
楓
社
、
一
九
八
一
・
一
二
）
と
指
摘
し
つ
つ
も
、
上
田
敏
、
鉄
幹
、

佐
竹
篝
彦
と
同
じ
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
佐
竹
も
「
近
世
以
降
の

端
唄
、
俗
謡
の
類
に
頻
出
す
る
」
こ
と
は
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
荻
野
恭
茂
も
「
髪
の
ほ
つ
れ
」
を
、
「
恋
の
襖
悩
を
端
的
で
な

ま
め
か
し
い
姿
態
描
写
で
象
徴
」
し
た
も
の
と
し
て
い
る
二
和
歌
文
学

大
系
妬
東
西
南
北
／
み
だ
れ
髪
」
明
治
書
院
、
二
○
○
○
・
六
）
が
、

や
は
り
「
恋
の
襖
悩
」
と
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
岨
）
高
橋
鐵
は
、
「
み
だ
れ
髪
」
の
歌
の
中
か
ら
本
稿
で
も
紹
介
し
た
い
く

つ
か
を
紹
介
し
つ
つ
、
「
〃
や
や
こ
し
い
〃
日
本
髪
が
か
も
し
だ
す
性
愛

の
雰
囲
気
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
「
髪
の
ほ
つ
れ
は
枕

の
と
が
よ
・
そ
れ
を
お
前
に
疑
わ
れ
…
エ
、
苦
界
じ
ゃ
え
、
ゆ
る
し
や
ん

せ
」
と
い
う
歌
詞
を
引
用
し
て
い
る
二
近
世
近
代
１
５
０
年
性
風
俗
図

史
」
上
久
保
書
店
、
一
九
六
八
・
一
○
）
。

（
釦
）
な
お
、
本
稿
の
解
釈
に
近
い
も
の
と
し
て
、
春
日
井
健
が
初
読
に
読
み

取
っ
た
と
い
う
解
釈
が
あ
る
。

夜
の
帳
で
歓
語
、
睦
語
を
か
わ
し
あ
っ
て
、
性
愛
の
か
ぎ
り
を
尽

く
し
た
放
心
の
今
、
こ
こ
に
い
る
の
は
髪
を
ほ
つ
れ
さ
せ
た
女
、
こ

れ
が
わ
た
し
だ
と
、
ま
だ
夢
う
つ
つ
の
な
か
で
、
そ
の
髪
の
ほ
つ
れ

を
感
じ
て
い
る
（
「
短
歌
朝
日
」
三
二
号
二
○
○
二
年
九
・
一
○

月
号
）
。

（
釦
）
注
８
に
同
じ
。

（
た
ぐ
ち
．
み
ち
あ
き
神
戸
山
手
女
子
短
期
大
学
助
教
授
）

一
一
一


