
江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
女
性
の
姿
を
目
に
す
る
時
、
そ
の
芸
術
的
な

髪
の
結
い
様
に
は
驚
嘆
さ
せ
ら
れ
る
。
二
百
七
、
八
十
種
に
及
ぶ
と
い

わ
れ
る
多
彩
な
日
本
髪
、
そ
の
一
っ
―
つ
に
女
性
の
髪
へ
の
思
い
が
込

め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
て
つ
も
な
く
奥
の
深
い
世
界
で
あ
る
。

日
本
髪
の
世
界
は
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
、
そ
し
て
発
展
し
て
い
っ
た
の

か
。
そ
の
発
展
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
っ
た
「
女
髪
結
」
は
、
社
会
に

ど
ん
な
影
響
を
与
え
た
の
か
、
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
探
っ
て
い
こ

う
と
思
う
。

ま
ず
、
第
一
章
で
、
結
髪
文
化
の
形
成
•
発
展
の
過
程
を
追
い
、
ま

た
結
髪
に
対
す
る
意
識
を
見
て
い
き
、
女
髪
結
が
登
場
す
る
ま
で
の
結

髪
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
続
い
て
第
二
章
で
は
、
女
髪
結
を
視

角
的
に
説
明
し
、
明
治
時
代
に
至
る
ま
で
の
女
髪
結
に
つ
い
て
様
々
な

点
か
ら
考
察
す
る
。

は
じ
め
に

「
女
髪
結
L_ 

考

平
安
時
代
の
絵
巻
に
登
場
す
る
宮
廷
女
性
の
、
豊
か
で
長
い
緑
な
す

黒
髪
は
、
女
性
美
の
象
徴
と
し
て
長
ら
く
世
の
女
性
達
の
憧
れ
で
あ
っ

た
。
庶
民
女
性
は
生
活
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
程
度
に
髪
を
伸
ば
し
て

暮
ら
し
て
い
た
。
農
業
に
従
事
す
る
女
性
は
、
農
作
業
の
際
邪
魔
に
な

る
の
で
袴
の
腰
に
垂
髪
の
先
を
挟
ん
だ
り
、
物
売
の
女
性
の
中
に
は
布

吊
で
髪
を
包
ん
だ
り
す
る
者
も
あ
っ
た
が
、
家
庭
内
に
お
い
て
は
垂
髪

姿
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
長
い
垂
髪
へ
の
憧
れ
は
、
な
か
な
か
薄
れ

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

し
か
し
、
戦
国
、
安
土
・
桃
山
そ
し
て
江
戸
時
代
と
い
う
社
会
情
勢

の
変
化
の
中
で
、
垂
髪
を
至
上
と
す
る
意
識
に
も
変
化
が
見
え
始
め
る
。

『
洛
中
洛
外
図
』
な
ど
で
当
時
の
女
性
達
の
姿
を
見
み
る
と
、
旧
来
の

結
髪
時
代
の
到
来

第
一
章

近
世
女
性
と
結
髪

由

水

ゆ

つ

子

-1-
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〈
図
イ
〉

図ロ

玉
結
び
ー
前
髪
を
と
っ
て
結
び
、
残
り
の
髪
を
背
に
垂
ら
し
、
そ

の
末
端
を
折
り
返
し
て
輪
に
し
て
結
ぶ
。
菱
川
師
宣
の

『
見
返
り
美
人
図
』
が
こ
の
髪
型
で
あ
る
。
〈
図
口
〉

図イ

垂
髪
姿
や
、
戦
国
時
代
の
余
波
を
感
じ
さ
せ
る
被
り
物
を
し
て
い
る
女

性
達
に
混
じ
っ
て
、
実
に
開
放
的
な
髪
型
を
し
て
い
る
女
性
達
が
目
に

つ
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

か

む

ろ

禿
髪
ー
肩
に
か
か
る
程
度
の
長
さ
で
バ
ッ
サ
リ
と
髪
を
切
っ
た
状

態
。
も
と
は
児
童
の
髪
型
で
あ
っ
た
が
、
遊
女
等
を
中
心

に
流
行
し
た
。

二 ノ‘

-
_
|
 

,----... .•一

曲ふ
9. ・ • 

1ー

．．
 
I
＇

，

．

卜

’

［竺i

下
げ
髪
ー
垂
髪
の
延
長
上
に
あ
る
髪
型
だ
が
、

い
位
置
で
結
ぶ
垂
髪
と
は
違
い
、

ー
ル
の
よ
う
に
高
い
位
置
で
結
ぶ
。

で
あ
る
。ーエ］へ！図
ll 0 

I i 

--
図二

唐
輪
扁
ー
下
げ
髪
を
応
用
し
た
髪
型
。
後
頭
部
で
結
ん
だ
髪
を
輪

に
し
、
余
り
毛
を
そ
れ
に
ぐ
る
ぐ
る
と
巻
き
つ
け
る
。
遊

女
や
歌
舞
伎
役
者
に
も
て
は
や
さ
れ
、
庶
民
の
間
で
も
流

行
し
た
。
兵
庫
儲
と
よ
ば
れ
た
。
〈
図
二
〉

図ハ

旧
来
の
毛
先
に
近

現
代
で
い
う
ポ
ニ
ー
テ

よ
り
活
動
的
な
髪
型

-2-



が
挙
げ
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
単
純
で
、
風
俗
両
を
見
る
と

t
先
が
乱
れ

て
い
た
り
し
て
、
無
造
作
で
野
生
味
の
感
じ
ら
れ
る
髪
耶
で
あ
っ
た
。

ま
げ

だ
が
こ
れ
ら
の
髪
型
は
、
後

ilt多
様
化
す
る
脈
の
原
利
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
禿
髪
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
両
頬
に
か
か
る
髪
は
、
邪
魔
に
な
る

の
で
結
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
前
髪
・
賢
と
し
て
整
え
ら
れ
て

い
っ
た
。
背
に
か
か
ら
ぬ
よ
う
に
上
へ
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
髪
を
固
定

も
と
ゆ
い

す
る
た
め
に
、
元
結
な
ど
様
々
な
結
髪
道
具
が
発
達
し
て
い
っ
た
。
高

い
位
置
で
結
い
上
げ
た
時
に
、
後
頭
部
に
で
き
る
髪
の
た
る
み
が
後
に

魅
（
上
方
で
は
た
ぼ
と
い
っ
た
）
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
。

始
め
は
生
活
し
て
い
く
上
で
便
利
な
よ
う
に
工
夫
が
な
さ
れ
た
結
髪

に
、
次
第
に
お
し
ゃ
れ
心
が
加
え
ら
れ
、
複
雑
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
寛
永
期
（
一
六
二
四

S
一
六
三
四
）
以
降
、
浪

人
の
天
下
を
狙
っ
由
井
正
雪
•
藤
枝
又
十
郎
な
ど
の
一
件
が
あ
っ
て
か

か

つ

き

ら
は
、
そ
れ
に
対
処
す
る
た
め
覆
面
・
手
拭
・
被
衣
な
ど
の
被
り
物
の

禁
令
が
厳
し
く
な
り
、
素
面
を
見
せ
る
風
習
が
拡
大
さ
れ
た
の
で
、
一

段
と
儲
に
結
う
傾
向
が
強
ま
っ
た
。

そ
し
て
様
々
な
流
行
を
経
て
、
髪
を
前
髪
・
署
・
魅
を
そ
れ
ぞ
れ
に

分
け
て
形
作
り
、
そ
れ
ら
の
毛
を
合
わ
せ
て
欝
に
す
る
方
法
が
、
一
般

に
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
泰
平
の
世
の
中
で
、
経
済
的
に
裕

福
な
基
盤
を
も
つ
町
人
達
を
中
心
に
風
俗
が
華
美
に
は
し
り
、
現
世
的

で
人
情
味
あ
ふ
れ
る
町
人
文
化
が
そ
れ
ま
で
の
厳
格
な
武
家
文
化
を
圧

倒
し
た
、
元
禄
期
（
一
六
八
八
＼
一
七

0
―
二
）
の
こ
と
で
あ
る
。
元
禄

八
（
了
ハ
JLfi)
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
女
重
宝
記
』
を
見
る
と
、

う
へ
／
＼
は
下
髪
、
町
風
は
京
も
田
舎
も
嶋
田
、
か
う
が
い
ま

げ
の
色
。
上
ら
う
の
下
女
も
お
し
な
べ
て
結
髪
に
七
八
十
年
此

方
に
及
ぺ
り
。

と
、
当
時
の
状
況
を
述
べ
て
い
る
。
遊
女
か
ら
起
こ
っ
た
と
さ
れ
る
島

・ビ9---9: 
図ホ

”!

―--

田
儲
〈
図
ホ
〉
が
、
庶
民
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
「
う
え
／
＼
」
す
な
わ
ち
上
流
階
級
の
髪
型
に
執
着
し
て
い

な
い
庶
民
の
姿
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
「
か
う
が
い
ま

こ
う
が
い

げ
」
（
罪
儲
〈
図
へ
〉
、
下
げ
髪
を
頭
上
に
巻
き
上
げ
て
罪
で
と
め
た

髪
型
。
拌
を
ぬ
げ
ば
下
げ
髪
と
な
る
）
は
、
御
殿
勤
め
の
女
官
か
ら
流

行
し
始
め
た
髪
型
な
の
で
、
上
流
階
級
へ
の
憧
れ
は
消
え
た
わ
け
で
は

な
い
と
い
え
る
。

し
か
し
「
上
ら
う
も
下
女
も
お
し
な
べ
て
」
結
髪
を
し
て
い
た
、
と

い
う
状
況
か
ら
は
、
髪
の
飾
り
も
ほ
と
ん
ど
な
い
端
正
か
つ
優
雅
な
平

-3-



自
賢
は
女
性
の
嗜
み

‘

,

i・

ろ
う
か
。
日
常
生
活
に
不
便
な
垂
髪
よ
り
も
、
活
動
的
で
見
た
目
に
も

き
れ
い
な
結
髪
へ
と
、
庶
民
の
関
心
は
、
主
に
遊
女
や
歌
舞
伎
役
者
と

ぁ

い
う
、
庶
民
に
な
じ
み
深
い
層
が
作
り
出
し
た
、
胴
郷
っ
ぽ
く
き
ら
び

や
か
な
女
性
美
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
は
、

美
的
感
覚
に
お
け
る
重
大
な
転
換
期
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

か
く
し
て
結
髪
は
浸
透
・
定
着
し
、
後
に
は
髪
型
を
見
た
だ
け
で
、

そ
の
人
の
年
齢
・
職
業
・
身
分
・
未
婚
既
婚
な
ど
が
判
断
で
き
る
ほ
ど

に
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。

貞
享
四
（
一
六
八
七
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
奥
田
松
柏
軒
著
『
女
用
訓

蒙
図
彙
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

ビ言[I 
せ

繋

図ヘ

も
は
や
見
る
影
も
な
い
の
で
は
な
か

” 
. --．．乏

図 1

第
一
化
粧
の
た
し
な
み
は
早
朝
の
事
也
。
人
い
ま
だ
し
づ
ま
り

鶏
の
鳴
比
お
き
て
く
ち
す
ヽ
ぎ
顔
あ
ら
ひ
髪
ゆ
う
事
、
貞
女
の
作

④
 

法
に
て
聖
人
の
礼
記
に
を
し
へ
給
へ
り
。

江
戸
時
代
の
女
性
の
嗜
み
の
基
本
は
、
早
起
き
し
て
身
繕
い
を
す
る

こ
と
で
あ
っ
た
。
女
性
は
、
人
に
寝
起
き
の
顔
、
寝
乱
れ
た
髪
を
見
せ

る
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

寝
乱
れ
髪
を
人
に
見
せ
な
い
よ
う
に
髪
を
結
う
、
す
な
わ
ち
、
「
自

賢
」
（
自
身
の
手
に
よ
る
結
髪
）
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
女
子
用
の
往
来
物
を
見
て
い
る
と
、
寝
て
い
る
夫
の

隣
で
、
既
に
布
団
を
片
付
け
鏡
を
見
な
が
ら
髪
を
結
っ
て
い
る
妻
の
姿

が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
〈
図
l
〉
。
ま
さ
に
望
ま
し
い
妻
の
姿

で
あ
る
。
ま
た
、
髪
を
結
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
娘
の
姿
も
見
ら
れ
る
が

〈図
2
.
3
〉
、
い
ず
れ
も
良
家
の
子
女
が
姉
妹
で
結
い
合
っ
て
い
る

か
、
下
女
に
結
わ
せ
て
い
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
娘
の
う
ち
は
、
結
い
合

-4-
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図2

匂
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う
な
ど
し
て
練
習
を
重
ね
、
や
が
て
は
自
饗
を
す
る
よ
う
に
な
る
の
で

あ
る
。
髪
を
自
分
で
結
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
性
に
と
っ
て
一
人
前

と
認
め
ら
れ
る
資
格
で
あ
っ
た
。
桃
花
園
三
千
麿
の
『
罪
花
漫
筆
」
に

江
戸
町
泉
屋
勘
吉
が
抱
遊
女
の
証
文
と
て
、
古
き
書
物
の
中
に
、

一
、
此
女
、
髪
結
物
書
候
事
は
、
親
々
よ
り
教
置
候
間
御
世
話
相

懸
不
申
蜘
゜

と
あ
る
の
を
見
る
と
、
そ
れ
は
遊
女
も
同
じ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

自
署
は
、
女
性
と
し
て
当
然
の
嗜
み
で
あ
り
、
ご
く
一
般
的
な
風
習
で

あ
っ
た
の
だ
。

と
こ
ろ
で
、
江
戸
時
代
も
半
ば
ま
で
は
、
一
般
の
女
性
は
、
き
れ
い

に
結
い
あ
げ
た
儲
を
毎
夜
解
い
て
、
真
葛
と
い
う
髪
杭
用
の
油
を
塗
っ

て
髪
を
杭
い
て
就
寝
し
、
翌
朝
新
た
に
結
う
、
と
い
う
暮
ら
し
を
し
て

い
た
。
日
々
手
入
れ
を
し
て
髪
を
清
潔
に
保
つ
意
味
も
あ
る
が
、
実
質

的
に
は
、
儲
を
長
期
間
維
持
す
る
の
が
不
可
能
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

嗜
み
と
は
い
え
、
髪
の
た
め
に
費
や
す
時
間
は
、
忙
し
く
立
ち
働
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
低
い
身
分
の
女
性
達
に
と
っ
て
は
、
か
な
り
の
負
担

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

き

ゃ

ら

し
か
し
、
「
伽
羅
の
油
」
と
呼
ば
れ
た
餐
付
け
油
の
普
及
が
、
女
性

の
結
髪
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
こ
の
油
は
、
弘
化
四
(
-
八

⑦
 

四
七
）
年
刊
行
の
岩
瀬
百
樹
編
『
歴
世
女
装
考
』
に
よ
れ
ば
、
寛
永
年

げ

は

い

中
（

一
六
二
四

S
一
六
四
三
）
「
下
輩
（
武
家
に
仕
え
る
下
級
奉
公
人
）
」

か
ら
起
り
、
初
め
は
男
の
髭
に
用
い
た
の
を
髪
に
付
け
る
よ
う
に
な
り
、

明
暦
期
（

一
六
五
五

S
一
六
五
七
）
に
至
っ
て
か
ら
は
遊
女
が
用
い
る

よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
一
般
女
性
の
間
に
普
及
す
る
の
は
、
享
保

期
(
-
七
一
六
ー
―
七
三
五
）
以
降
で
あ
っ
た
。

こ
の
油
は
、
香
料
を
配
合
し
た
整
髪
用
油
で
、
真
葛
の
よ
う
な
髪
を
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杭
く
た
め
の
油
で
は
な
く
髪
を
固
め
る
た
め
の
油
で
あ
っ
ナ
こ
の
油

を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
髪
型
が
崩
れ
に
く
く
な
っ
た
の
で
、
夜
の

う
ち
に
髪
を
結
っ
て
就
寝
す
る
下
女
も
現
れ
出
し
た
。
朝
早
く
起
き
て

髪
を
結
う
と
い
う
風
習
・
嗜
み
に
、
必
然
性
が
な
く
な
っ
た
こ
と
の
あ

ら
わ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
男
性
に
は
よ
く
思
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
神
沢
貞
幹
は
そ
の
著
書
『
翁
草
』
の
中
で
、

余
が
少
き
時
（
享
保
初
期
を
さ
す
、
筆
者
注
、
以
下
同
じ
）
迄
は
、

女
の
髪
に
伽
羅
油
を
付
る
事
な
し
。
さ
ね
か
づ
ら
に
て
夜
々
髪
を

杭
き
流
し
、
翌
は
疾
く
起
て
髪
を
結
ふ
に
、
さ
ね
か
ず
ら
水
油
に

て
結
上
る
。
斯
く
日
毎
に
髪
の
手
入
れ
を
す
る
故
、
聯
も
臭
気
な

＜
奇
麗
な
り
し
。
今
（
安
永
期
か
）
に
て
は
男
子
よ
り
も
女
の
髪

は
日
を
累
て
（
日
数
を
置
い
て
）
束
ね
持
ゆ
ゑ
、
た
し
な
む
と
は

す
れ
ど
、
自
ら
臭
気
有
て
き
た
な
し
。

と
、
伽
羅
の
油
で
固
め
て
何
日
か
持
た
せ
た
女
性
の
髪
を
不
潔
で
あ
る

⑩、

と
嘆
い
て
い
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、
貞
幹
は

夫
に
近
比
は
、
女
髪
結
と
云
も
の
出
来
て
、
も
ろ
／
＼
の
女
、
大

方
是
に
結
せ
け
る
ま
ヽ
に
、
弥
々
風
俗
も
い
や
し
げ
に
な
り
て
む

さ
し
。

当
時
の
風
俗
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
し
て
「
女
髪
結
」
を
非
難

し
て
い
る
。
貞
幹
が
暮
ら
す
京
都
で
は
、
安
永
期
(
-
七
七
二
＼
一
七

八
0
)
に
は
一
般
の
女
性
に
「
女
髪
結
」
が
普
及
し
て
い
た
ら
し
い
。

伽
羅
の
油
に
よ
っ
て
髪
の
手
入
れ
を
軽
減
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
女
性

達
は
、
今
度
は
自
賢
の
手
間
を
も
省
い
た
の
で
あ
る
。

朝
は
早
く
起
き
て
人
に
寝
乱
れ
髪
を
見
せ
な
い
よ
う
に
髪
を
結
う
、

こ
の
こ
と
が
一
般
的
風
習
で
な
く
な
る
条
件
が
現
れ
た
時
点
か
ら
、
そ

れ
が
嗜
み
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
変
化
の
兆
し
が
見
え
始
め
る
。
そ
し

て
男
性
達
の
、
ひ
い
て
は
幕
府
の
目
に
あ
ま
る
ほ
ど
、
嗜
み
の
崩
壊
は

進
ん
で
い
く
の
で
あ
っ
た
。

自
饗
と
い
う
嗜
み
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
崩
れ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
江
戸
時
代
に
お
け
る
流
行

に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
前
掲
の
桃
花
園
一
．
一
千
麿
『
邦
花
漫

筆
』
に
は
、

世
の
流
行
と
い
へ
る
も
の
は
、
其
時
節
の
折
に
ふ
れ
て
、
ふ
と
し

た
る
事
は
、
人
の
心
に
附
よ
り
し
て
、
諸
人
の
多
く
集
ま
る
芝
居
、

ま
た
は
廓
な
ど
の
繁
華
な
る
か
た
よ
り
、
は
や
り
は
じ
ま
る
も
の

な
り
。

と
い
う
記
述
が
あ
り
、
流
行
の
発
信
地
を
人
の
多
く
集
ま
る
場
所
で
あ

る
芝
居
小
屋
・
遊
廓
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
随
筆
な
ど
で

よ
く
見
ら
れ
、
役
者
や
遊
女
が
庶
民
に
与
え
る
影
響
の
大
き
さ
を
物
語
っ

て
い
る
。

女
性
の
思
い
・
男
性
の
憂
い

-6-



歌
舞
伎
の
女
形
や
遊
女
は
、
女
性
の
魅
力
を
全
身
で
表
す
こ
と
を
使

命
と
す
る
商
売
で
あ
る
。
そ
の
美
し
さ
は
、
世
の
男
性
の
み
な
ら
ず
女

性
を
も
魅
了
し
た
に
違
い
な
い
。
女
形
や
遊
女
の
美
し
さ
に
憧
れ
、
近

づ
こ
う
と
す
る
女
性
達
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
当
然
の
現
象
と
い
え
る

だ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
ん
な
女
性
達
に
対
す
る
男
性
の
目
は
、
概
し
て
冷
た
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
『
歴
世
女
装
考
』
で
は
、

そ
も
／
＼
髪
の
油
い
で
き
し
の
ち
髪
の
ゆ
ひ
ぶ
り
書
見
あ
ま
た
あ

げ

ぢ

ょ

う

い

ん

り

れ
ど
、
大
か
た
は
戯
場
あ
る
ひ
は
淫
用
の
風
を
い
や
し
き
市
婦
等

も
て
は
や
し

が
推
称
て
流
行
せ
た
る
な
り
。

と
、
彼
女
達
を
「
い
や
し
き
市
婦
」
と
扱
き
下
ろ
し
て
い
る
。

女
子
用
の
教
訓
書
に
も
、
彼
女
達
を
戒
め
る
文
章
が
度
々
見
ら
れ
る
。

ま

す

女
の
一
生
を
描
い
た
西
川
祐
信
の
『
絵
本
十
寸
鏡
』
（
延
享
五
(
-
七

四
八
）
年
刊
）
に
は
、

髪
の
ゆ
ひ
様
き
れ
い
な
る
を
上
と
す
。
い
か
に
今
様
な
れ
ば
と
て

け
し
か
ら
ぬ
事
好
み
や
ふ
べ
か
ら
ず
。
其
身
の
程
々
に
て
武
家
商

家
そ
れ
／
＼
に
し
ほ
ら
し
く
あ
る
べ
し
。

と
あ
る
〈
図
4
〉
。
「
け
し
か
ら
ぬ
事
」
と
は
女
形
や
遊
女
の
髪
型
を

真
似
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
庶
民
女
性
は
庶
民
女
性
ら
し
く
と
い
う
こ
と

だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
よ
う
な
こ
L
え
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、

当
時
「
け
し
か
ら
ぬ
事
」
を
好
ん
で
し
て
い
る
女
性
が
多
か
っ
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る
。
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そ
し
て
、
天
保
十
二
(
-
八
四
一
）
年
に
大
坂
で
出
版
さ
れ
た
女
子

用
の
教
訓
書
『
女
諸
證
綾
錦
』
に
は
、
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
っ
た
。

け

は

い

〇
化
粧
仕
様
心
得
の
事

こ
と

〈
前
略
〉
近
来
は
追
々
に
異
や
う
な
る
髪
の
結
や
う
流
行
な
ど
に

お

く

れ

に

ょ

任
せ
我
後
じ
と
是
に
し
た
が
ひ
、
其
い
や
し
き
も
い
と
は
ざ
る
女

ぎ

ゆ

う

じ

ょ

義
ま
ヽ
多
し
。
其
上
遊
所
の
風
ぞ
く
を
見
習
ひ
て
甚
だ
見
苦
し
き

図4
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事
あ
り
。
然
と
い
へ
ど
も
遊
所
と
て
悉
く
賤
し
き
に
あ
ら
ず
。
其

宜
し
き
は
見
習
ひ
賤
し
き
は
見
習
ふ
べ
か
ら
ず
。
元
来
髪
は
黒
き

を
本
と
し
〈
後
略
〉

「
遊
所
」
（
遊
廓
）
を
め
ぐ
る
男
性
の
本
音
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
遊

廓
に
も
「
宜
し
き
」
と
こ
ろ
は
あ
る
の
で
、
そ
れ
な
ら
見
習
っ
て
も
良

い
と
い
う
。
し
か
し
「
宜
し
き
」
と
こ
ろ
は
何
な
の
か
、
具
体
的
に
は

述
べ
て
い
な
い
。
他
の
教
訓
書
に
も
遊
女
の
風
俗
を
真
似
る
の
は
感
心

し
な
い
が
参
考
に
す
る
の
は
構
わ
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
曖
昧
な
記
述

が
あ
っ
た
り
、
と
に
か
く
遊
廓
を
全
面
的
に
は
否
定
し
な
い
態
度
が
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
遊
廓
を
認
め
て
い
た
社
会
を
反
映
し
た

態
度
と
い
え
よ
う
。
江
戸
時
代
は
、
買
春
行
為
を
幕
府
や
藩
が
公
認
す

る
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
治
安
維
持
、
風
紀
取
り
締
ま
り
に
加
え

て
、
冥
加
金
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
な
ど
の
理
由
が
あ
っ

m。

そ
の
結
果
、
流
行
の
発
信
地
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、

男
性
の
嘆
き
を
よ
そ
に
女
性
は
流
行
を
追
い
続
け
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
自
署
を
嗜
み
と
す
る
意
識
を
変
化
さ
せ
る
流
行
も
、
ど
う

や
ら
流
行
の
発
信
地
で
あ
る
芝
居
小
屋
・
遊
廓
か
ら
起
こ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
『
百
百
囀
』
の
記
述
が
文
献
に
あ
ら
わ
れ
る
最
も
早
い
事
例
で

あ
る
。

去
ぬ
る
い
ぬ
ど
し
（
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
）
よ
り
芝
居
小
屋

の
裏
新
道
に
中
村
富
十
郎
の
饗
付
け
し
た
る
仙
吉
と
rtJす
も
の
住

み
、
仙
吉
の
娘
に
松
と
い
ふ
も
の
あ
り
し
が
、
〈

111略
〉
こ
の
松

は
顔
立
ち
の
醜
き
に
あ
わ
ず
手
業
は
器
用
に
て
女
の
髪
結
ふ
こ
と

わ
け
て
得
手
な
り
け
る
よ
り
、
始
め
は
誰
か
に
頼
ま
れ
髪
を
結
遣

り
た
り
。
去
年
の
夏
ご
ろ
か
ら
は
富
十
郎
の
紋
所
矢
車
の
印
つ
き

た
り
幅
五
寸
の
長
さ
二
尺
ば
か
り
な
る
看
板
を
路
地
口
に
出
し

⑫
。

『
御
女
中
方
の
髪
結
ひ
申
候
』
と
か
き
し
る
し
た
り

大
坂
・
堺
町
で
の
出
来
事
で
あ
る
が
、
芝
居
小
屋
周
辺
で
起
こ
っ
て
い

る
。
他
の
随
筆
に
も
女
の
髪
を
結
う
こ
と
を
渡
世
と
す
る
「
女
髪
結
」

に
つ
い
て
の
記
述
が
見
ら
れ
、
大
体
に
お
い
て
江
戸
よ
り
上
方
で
の
成

立
が
早
い
と
し
て
い
る
。
喜
多
村
約
庭
の
『
嬉
遊
笑
覧
』
を
見
る
と
、

江
戸
に
女
髪
結
で
き
し
は
天
明
の
末
、
寛
政
の
初
め
ご
ろ
よ
り
な

る
べ
し
。
売
色
た
ぐ
ひ
の
者
ど
も
の
結
せ
し
こ
と
な
り
し
が
、
や

う
や
う
行
は
れ
て
今
は
い
づ
く
の
は
し
ば
し
ま
で
も
あ
ら
ぬ
所
な

＜
被
手
な
る
者
は
結
は
す
る
こ
と
と
な
れ
し
は
、
上
方
よ
り
移
れ

る
悪
風
な
り
。

と
あ
り
、
「
女
髪
結
」
が
上
方
よ
り
ま
ず
江
戸
の
「
売
色
た
ぐ
ひ
の
者

ど
も
」
す
な
は
ち
遊
女
の
世
界
に
移
っ
て
、
一
般
の
女
性
に
も
普
及
し

て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

江
戸
時
代
の
ほ
と
ん
ど
の
流
行
と
同
じ
く
、
「
女
髪
結
」
も
芝
居
小

屋
・
遊
廓
と
い
っ
た
「
繁
華
な
る
か
た
」
（
『
邦
花
漫
筆
』
）
か
ら
起
こ
っ

た
と
い
え
よ
う
。
や
が
て
「
女
髪
結
」
は
一
般
の
女
性
に
普
及
し
て
い

く
が
、
嗜
み
の
崩
壊
に
つ
な
が
る
こ
の
流
行
は
、
男
性
に
と
っ
て
好
ま

し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

-8-



女
髪
結
の
す
が
た

第
二
章

女
髪
結
を
め
ぐ
る
社
会

視
覚
的
に
、
女
髪
結
を
と
ら
え
た
い
。
彼
女
達
の
姿
を
求
め
て
、
浮

世
絵
を
調
べ
て
み
た
が
、
な
か
な
か
見
当
た
ら
な
い
。
そ
の
理
由
を
、

始
め
は
、
幕
府
の
弾
圧
を
受
け
た
彼
女
達
を
絵
に
す
る
の
は
憚
ら
れ
て

い
た
か
ら
か
、
と
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
浮
世
絵
を
見
て
い
る
う
ち
に
、

そ
れ
以
上
に
大
き
な
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
き
た
。

女
髪
結
を
描
く
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
女
髪
結
と
結
っ
て

も
ら
っ
て
い
る
女
性
の
二
人
を
描
く
こ
と
に
な
る
。
が
、
浮
世
絵
の
美

人
画
を
見
る
と
、
画
面
の
中
に
一
人
の
女
性
を
描
い
て
い
る
場
合
が
比

較
的
多
い
。
画
面
に
二
人
の
女
性
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
す
る
こ
と
は
、

技
術
を
要
す
る
事
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
女
髪
結
の
立
ち
姿
を

描
い
た
絵
は
な
い
か
と
探
し
て
み
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
自
ら
結
髪
し
て
い
る
女
性
の
浮
世
絵
は
と
い
う
と
、
こ
れ
は

よ
く
目
に
す
る
。
遊
女
は
実
際
に
は
髪
結
に
結
わ
せ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
の
に
、
絵
に
は
自
饗
の
姿
が
圧
倒
的
に
多
い
。
な
ぜ
か
は
、
彼
女
達

を
見
て
い
る
と
わ
か
っ
て
く
る
。
自
分
で
髪
を
結
っ
て
い
る
時
は
、
両

手
が
ふ
さ
が
っ
て
い
る
の
で
、
自
然
、
無
防
備
な
状
態
に
な
る
。
さ
ら

に
、
着
物
を
き
ち
ん
と
着
る
前
な
の
で
、
襟
元
が
は
だ
け
た
状
態

〈図

’̂ ＇ 

ヽ`‘‘‘
 •. 

、
~

‘
§̀ 図6 図 5

5
〉
も
し
く
は
諸
肌
脱
い
だ
状
態

〈図
6
〉
に
な
っ
て
い
る
。
実
に
胴

郷
っ
ぽ
く
妖
艶
で
危
な
っ
か
し
い
姿
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
浮
世
絵
の

船
材
と
し
て
は
、
女
性
の
自
饗
姿
は
申
し
分
な
い
場
面
と
い
え
よ
う
。
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そ
れ
に
比
べ
る
と
、
女
髪
結
と
結
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
女
性
と
い
う

の
は
、
少
々
色
気
が
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
、
浮
世
絵
師
に
と
っ
て
は

好
題
材
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
え
る
の
だ
。

し
か
し
、
少
な
い
な
が
ら
も
女
髪
結
は
描
き
留
め
ら
れ
て
い
た
よ
う

で
、
私
の
調
べ
た
限
り
で
は
次
の
七
点
が
あ
る
。

画
発
句
集
『
橋
の
屑
』
坤
の
巻

⑬
 

人
倫
の
う
ち
「
女
髪
結
」

延
享
元
（
一
七
七
四
）
年

喜
多
川
歌
麿

⑭
 

『
婦
人
手
業
拾
ニ
エ
』
の
う
ち
「
髪
結
い
」

寛
政
十
二
(
-
八

0
0
)
年
大
判
錦
絵

喜
多
川
歌
麿

『
実
競
色
乃
美
名
家
見
』
の
う
ち⑮

 

「
女
髪
結
お
さ
ん
車
力
茂
兵
術
」

寛
政
十
二
(
-
八

0
0
)
年
大
判
錦
絵

歌
川
豊
国

『
絵
本
時
世
粧
』
巻
の
上
よ
り
「
女
か
ミ
ゆ
ひ
」

享
和
二
(
-
八

0
二
）
年

淡
斎
英
泉

『
浮
世
四
拾
八
手
』
の
う
ち

「
ひ
ゐ
き
を
た
の
し
み
に
み
る
毛
」

文
政
五
(
-
八
二
二
）
年
頃
大
判
錦
絵

e
 

d
 

c
 

b
 

a
 

る
。
出
版
さ
れ
た
の
は
、
前
述
の
大
坂
堺
町
の
娘
松
が
女
髪
結
を
始
め

た
寛
保
二
（
一
七
四
二
）
年
の
二
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
新
職
業
の
女

髪
結
が
延
享
頃
に
は
大
坂
に
お
い
て
か
な
り
普
及
し
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
興
味
深
い
。
さ
て
、
そ
の
女
髪
結
の
姿
で
あ
る
が
、
服
装
に
は
さ

a
 

g
 

f
 

角
摺
り
物

図a

歌
川
国
芳

⑰
 

『
美
人
結
髪
図
』

弘
化
頃
（
一
八
四
四

S
四
七
）

豊
原
国
周

「
葉
う
た
虎
之
蜘
」

文
久
頃
(
-
八
六

一
ー
六
三
）
大
判
錦
絵

で
は
、
彼
女
達
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

こ
の
絵
を
収
め
て
い
る
『
橋
の
屑
』
は
、
大
坂
で
出
版
さ
れ
て
い
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し
て
特
徴
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
前
帯
は
女
髪
結
特
有
の
姿
で
は
な
く
、

江
戸
時
代
前
期
か
ら
続
い
て
い
る
風
習
で
あ
る
。
髪
型
は
痒
盤
で
、
左

に
差
し
た
小
さ
い
方
の
櫛
は
お
そ
ら
く
飾
り
で
は
な
く
、
作
業
が
し
や

す
い
よ
う
に
客
の
髪
を
杭
く
た
め
の
櫛
を
仮
に
差
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
女
髪
結
り
し
い
特
徴
は
、
こ
の
櫛
の
み
で
あ
る
。

髪
を
結
わ
せ
て
い
る
女
性
に
つ
い
て
、
花
咲
一
男
氏
は
「
よ
い
衆
の

⑲
 

御
寮
人
で
も
あ
ろ
う
か
」
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
大
雑
把
な
描
か
れ
方

な
の
で
詳
し
く
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る

と
、
当
時
の
女
髪
結
は
裕
福
な
家
の
女
性
の
お
し
ゃ
れ
心
を
満
た
す
た

め
に
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
女
髪
結
の
服
装
に
さ
し
て
特
徴
が
な

い
の
は
、
女
髪
結
と
結
わ
せ
て
い
る
女
性
と
の
関
係
が
近
く
、
近
所
付

き
合
い
の
域
を
出
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
が
、

果
た
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

女
髪
結
を
視
覚
的
に
説
明
す
る
際
に
よ
く
使
用
さ
れ
る
有
名
な
絵

で
あ
る
。
寛
政
後
期
、
浮
世
絵
に
対
す
る
禁
令
、
制
限
の
影
響
に
よ
り
、

日
常
生
活
に
題
材
を
求
め
た
作
品
が
多
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

歌
麿
は
そ
う
い
っ
た
制
限
の
中
で
も
以
前
と
変
わ
ら
ず
女
性
美
を
追
求

し
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
る
絵
で
あ
る
。
無
駄
な
飾
り
を
省
い
て
夏
の

さ
わ
や
か
さ
を
う
ま
く
表
現
し
て
い
る
。
女
髪
結
の
風
俗
を
見
て
み
る

ば

い

た

す

き

と
、
髪
は
貝
儲
の
結
い
、
涼
し
げ
な
単
衣
に
欅
を
か
け
て
お
り
、
実
に

活
動
的
な
印
象
を
受
け
る
。
拌
に
髪
を
巻
き
つ
け
て
作
る
貝
寵
は
、
忙

し
く
働
く
女
髪
結
に
適
し
た
簡
素
で
か
つ
粋
な
髪
型
で
あ
る
。
柄
の
長

b
 

い
櫛
は
、
細
く
分
け
た
客
の
髪
を
整
え
る
た
め
に
使
う
の
で
あ
ろ
う
が
、

ま
る
で
替
の
よ
う
に
髪
に
差
し
て
い
る
様
は
、
そ
の
櫛
を
女
髪
結
の
ト

レ
ー
ド
マ
ー
ク
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
面
白
い
。

結
わ
せ
て
い
る
女
性
も
女
髪
結
と
同
様
、
単
衣
姿
で
あ
り
高
い
身
分

に
は
見
え
な
い
。
江
戸
の
下
町
の
髪
結
い
風
景
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ

う
。
『
所
以
者
何
』
に
、

〈
前
略
〉
女
の
髪
結
出
申
候
て
、
上
下
甚
勝
手
と
成
申
候
。
尤
瀬

婦
（
な
ま
け
女
）
出
来
申
候
様
に
御
坐
候
へ
ど
も
、
せ
わ
し
き
く

ら
し
の
も
の
は
自
饗
に
て
時
を
移
申
候
処
、
其
手
早
く
日
数
を
持

申
候
。
凡
月
に
弐
度
位
結
び
申
候
へ
ば
済
申
候
。

と
あ
り
、
「
せ
わ
し
き
く
ら
し
の
も
の
」
に
と
っ
て
の
女
髪
結
の
便
利

さ
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
絵
の
結
わ
せ
て
い
る
女
性
は
お
そ
ら
く
そ

う
い
う
理
由
で
女
髪
結
を
頼
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。

C

『
実
競
色
乃
美
名
家
見
』
は
、
浄
瑠
璃
の
主
人
公
を
描
い
た
作
品

が
多
い
揃
い
浮
世
絵
な
の
で
、
こ
の
二
人
も
浄
瑠
璃
の
主
人
公
で
あ
る 図b
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様
々
な
身
分
・
職
業
の
女
性
達
の
風
俗
が
描
か
れ
た
『
絵
本
時
世

粧
』
の
中
に
、
女
髪
結
の
姿
も
あ
っ
た
。

b
と
同
じ
く
下
町
の
女
髪
結

で
あ
ろ
う
。

b
は
初
々
し
い
娘
だ
が
、
こ
ち
ら
は
眉
を
落
と
し
た
年
増
、

同
じ
夏
の
風
景
と
は
い
え
醸
し
出
す
雰
囲
気
は
ま
る
で
違
う
。
洗
い
髪

を
油
も
使
わ
ず
に
頭
頂
へ
巻
き
上
げ
て
5

汗
で
止
め
た
無
造
作
な
髪
型

（
し
の
び
ず
き
、
と
思
わ
れ
る
）
、
だ
ら
し
な
く
は
だ
け
た
襟
元
、
け
だ

る
さ
の
み
え
る
表
情
。
一
仕
事
終
え
て
休
憩
中
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ

う
か
。
柄
の
あ
る
小
さ
な
櫛
（
あ
る
い
は
櫛
の
歯
を
掃
除
す
る
刷
毛
、

櫛
払
か
）
を
髪
に
差
し
、
欅
を
肩
に
か
け
、
前
亜
（
前
掛
）
を
腰
に
巻

d
 

図c

可
能
性
が
高
い
の
だ
が
、
調
査
不
足
の
た
め
に
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
女
髪
結
お
さ
ん
」
の
人
物
像
を
述
べ
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
風
俗
を
見
る
限
り
b
と
は
違
う
タ
イ
プ
で
あ
る
よ
う

だ
。
髪
型
は
貝
儲
だ
が

b
よ
り
剃
郷
っ
ぽ
い
印
象
を
受
け
る
し
、
美
服

で
あ
る
。
半
年
に
一
回
ず
つ
楼
主
か
ら
仕
着
せ
（
着
物
の
支
給
）
を
貰
っ

噸゚

た
と
い
う
遊
廓
に
詰
め
て
い
た
女
髪
結
で
あ
ろ
う
カ

e
 

世
の
有
様
』
所
収
の
、
天
保
十
五
（
一
八
四
四
）
年
七
月
、
大
坂
の
北

組
惣
年
寄
か
ら
の
「
覚
」
に
、

一
、
婦
人
前
垂
を
掛
往
来
い
た
し
候
者
、
不
宜
風
俗
に
て
、
殊
に

御
制
禁
の
髪
結
に
風
鉢
紛
敷
、
労
如
何
に
付
向
後
相
止
候
lJJ

⑰
 

致
候
。

と
あ
り
、
前
垂
は
女
髪
結
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
女
大
学
』
の
番
付
で
屯
ま
し
く
な
い
女
厨
の

一
人
に
「
何
の
為
だ
ち
り
め
ん
の
前
か
け
す
る
女
房
」
が
学
げ
ら
れ

る
な
ど
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
性
も
認
め
ら
れ
た
の
か
、
か
な
り
流
行
し
た

よ
う
で
あ
る
。

d
は
、
典
咽
的
な
女
髪
結
の
姿
と
い
え
よ
う
。

文
化
・
文
政
期
(
-
八

0
四
＼

一
八
几
）

は
風
俗
の
作
令
が 図d

く
と
い
う
、
す
ぐ
に
で
も
仕
事
に
と
り
か
か
れ
る
恰
好
で
あ
る
。
『
浮
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え
る
と
、
豪
商
の
子
女
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
。
仮
に
そ
う
で
あ
る
と

す
る
と
、

e
は
、
市
中
の
女
髪
結
の
盛
況
ぶ
り
や
風
俗
の
華
美
が
窺
い

知
れ
る
貴
重
な
史
料
と
い
え
よ
う
。

髪
型
は
、
女
髪
結
が
勝
山
儲
、
結
わ
せ
て
い
る
女
性
は
島
田
儲
で
あ

ろ
う
。
髪
飾
り
も
賑
や
か
で
あ
り
、
結
わ
せ
て
い
る
女
性
が
持
っ
て
い

る
布
は
「
寵
か
け
」
で
、
女
髪
結
が
元
結
で
縛
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
巻

く
も
の
だ
が
、
こ
の
頃
か
ら
流
行
し
た
。

天
保
の
改
革
の
影
響
か
、
謡
の
位
置
が
低
く
、
髪
飾
り
も
簡
素
な

f
 

腐
ふ
品
拾4ヽ

;％

r

“
 

v.

｀
 

か
ア
ルら
y

ゎふ
‘
i44

 

、
1
2
i
`

｀

図e

進
ん
だ
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
を
反
映
し
た
、
日
に
も
鮮
や
か
な

賑
々
し
い
絵
で
あ
る
。
七
点
の
う
ち
、
こ
の
絵
の
女
髪
結
が
最
も
派
手

な
風
俗
で
あ
る
。
腕
の
立
つ
女
髪
結
と
豪
鹿
の
子
女
か
、
あ
る
い
は
遊

女
か
、
結
わ
せ
て
い
る
女
性
に
つ
い
て
の
判
断
は
難
し
い
。
時
代
を
考

も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

鏡
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
い
る
女
性
が
割
旧

f
で
あ
ろ
う
か
、

る。
こ
の
作
品
は
、
浮
世
絵
版
画
の
よ
う
に
市
販
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

正
月
の
配
り
も
の
に
使
わ
れ
た
摺
り
物
で
あ
る
。
今
年
初
め
て
結
っ
て

も
ら
っ
た
髪
型
は
、
満
足
の
い
く
出
来
ば
え
は
ど
う
か
、

着
飾
っ
た
女

性
は
合
わ
せ
鏡
で
確
認
し
て
い
る
。
ど
ん
な
会
話
を
し
て
い
る
の
だ
ろ

゜
．つ

d
と
f
の
女
髪
結
と
で
は
、

f
の
方
が
裕
福
そ
う
で
あ
る
が
、
欅
．

前
垂
は
共
通
し
て
い
る
。
半
纏
を
着
て
い
る
の
は
寒
い
季
節
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
。

髪
咽
は
、

f
も

e
と
同
様
、
女
髪
結
が
巾
中
の
者
か
遊
廓
の
者
か
、
判
断
し
が 図 f

女
粘
が
島
川
く
ず
し
、

判
断
し
か
ね
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藷

r
r

t
 “、

せ
る
午
後
の
ひ
と
と
き
な
の
だ
ろ
う
。
女
髪
結
は
こ
こ
で
も
、
欅
•
前

垂
姿
で
あ
る
。

以
上
、
七
点
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
気
づ
い
た
点
を
ま
と
め
て
み

る。(
-
）
髪
に
差
し
た
作
業
用
の
櫛
．
欅
・
前
垂
は
遊
廓
、
市
中
い
ず
れ
の

女
髪
結
に
も
共
通
し
て
お
り
、
外
見
上
の
特
徴
と
し
て
定
着
、
周

囲
の
者
（
絵
師
を
含
め
て
）
に
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

g
 

こ‘°
t
し

図g

右
下
に
描
か
れ
て
い
る
禿
（
遊
女
の
雑
用
を
す
る
幼
女
）

か
げ
で
、
こ
の
絵
が
遊
廓
に
取
材
し
て
描
か
れ
た
も
の
だ
と
わ
か
る
。

遊
女
は
髪
を
結
わ
せ
な
が
ら
手
紙
を
読
ん
で
い
る
。
ゆ
っ
く
り
と
過
ご

の
お

（
二
）
下
町
に
住
む
い
わ
ゆ
る
下
層
都
市
民
の
女
髪
結
、
遊
廓
勤
め
の
女

髪
結
が
確
認
で
き
た
。
市
中
の
腕
の
良
い
高
給
取
り
の
女
髪
結
も

存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
遊
廓
の
そ
れ
と
区
別
す
る
の
は
難
し

ヽ

•
O

し

（
三
）
年
増
の
女
髪
結
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
髪
結
い
は
熟
練
を

要
す
る
仕
事
と
い
う
こ
と
か
。

各
時
代
の
特
徴
を
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
並
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、

七
点
ほ
ど
で
は
詳
し
い
こ
と
は
見
え
て
こ
な
い
。
今
回
気
付
い
た
点
を

も
と
に
、
今
後
も
女
髪
結
の
姿
を
追
っ
て
い
き
、
よ
り
詳
し
く
彼
女
た

ち
を
知
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

支
配
者
の
対
応
と
浮
世
の
あ
り
さ
ま

十
八
世
紀
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
、
女
髪
結
が
庶
民
の
生
活
に
普

及
し
て
い
く
中
、
幕
府
や
藩
は
女
髪
結
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
反
応
を

示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
庶
民
へ
の
影
響
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
こ
こ

で
は
『
市
中
取
締
類
知
』
と
「
浮
世
の
有
様
』
を
中
心
に
見
て
い
く
。

寛
政
七
（

一
七
九
五
）
年
十
月
三
日
、
幕
府
か
ら
江
戸
市
中
へ
次
の

よ
う
な
口
達
が
あ
っ
た
。

前
々
よ
り
女
髪
結
と
申
、
女
之
髪
を
結
渡
世
に
致
し
候
者
は
無
之
、

代
錢
を
出
し
結
せ
候
女
も
無
之
処
、
近
頃
専
ら
女
髪
結
所
々
に
有

之
、
遊
女
な
ら
び
に
歌
舞
伎
役
者
女
形
風
に
結
立
、
右
に
准
し
衣
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服
等
迄
花
美
に
取
締
り
、
風
俗
を
猥
し
如
何
に
候
。
右
為
結
候
女

の
父
母
夫
等
何
と
相
心
得
罷
在
候
哉
。
女
共
方
万
事
自
身
相
応
の

身
嗜
を
可
致
儀
貴
賤
共
可
心
掛
事
に
候
。
以
来
軽
き
も
の
の
妻
娘

共
自
身
髪
を
結
ひ
、
女
髪
結
二
ゆ
わ
せ
不
申
候
様
追
々
可
心
掛
候
。

是
迄
女
髪
結
渡
世
致
し
候
者
家
業
を
替
え
、
仕
立
も
の
洗
濯
其
外

女
之
手
業
に
渡
世
を
替
候
様
、
是
又
追
々
可
心
掛
條
。

寛
政
の
改
革
の
一
環
と
し
て
、
女
髪
結
の
禁
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
女
髪
結
に
結
わ
せ
て
い
る
女
性
の
「
父
母
夫
」
に
注
意
を
促

し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
自
養
と
い
う
嗜
み
の
崩
壊
に
、
幕
府
は

懸
念
を
抱
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
幕
府
の
目
が
「
軽
き
も
の
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
見

逃
せ
な
い
。
下
層
民
が
華
美
に
は
し
る
こ
と
へ
の
警
告
、
と
い
う
こ
と

か
。
女
髪
結
も
「
仕
立
も
の
洗
濯
其
外
女
の
手
業
」
と
い
う
店
借
の
零

細
な
生
業
へ
の
転
業
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
限
り
、
下
層
民
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
幕
府
の
態
度
は
、

右
の
御
口
達
を
町
々
へ
申
渡
候
様
に
と
の
御
沙
汰
に
候
事
は
、
女

髪
結
忽
に
相
止
候
て
は
不
結
習
女
共
も
差
当
り
困
り
可
申
、
女
髪

結
渡
世
致
し
候
者
も
今
日
よ
り
暮
方
に
差
支
可
申
間
、
追
々
渡
世

を
替
候
心
掛
致
し
候
様
に
と
の
御
儀
は
全
御
慈
悲
に
て
、
外
渡
世

に
移
り
候
様
心
掛
候
様
に
と
の
御
事
に
有
之
間
、
此
段
を
相
弁
候

様
委
敷
教
聞
せ
可
申
加
。

と
い
う
よ
う
に
、
比
較
的
穏
や
か
で
あ
り
、
処
罰
を
明
示
し
た
わ
け
で

も
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
女
髪
結
は
ま
す
ま
す
普
及
し
、
歌
麿
が
『
婦

人
手
業
拾
ニ
エ
』
の
題
材
に
選
ぶ
ほ
ど
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
文

化
・
文
政
の
文
化
爛
熟
期
を
迎
え
る
と
、
女
髪
結
は
さ
ら
に
繁
盛
し
、

こ
れ
を
う
け
て
文
化
期
に
は
、

女
髪
結
の
儀
に
付
て
は
〈
中
略
〉
不
埓
至
極
の
事
に
候
。
〈
中
略
〉
此

上
無
油
断
精
々
申
諭
、
不
相
用
も
の
は
召
連
可
訴
出
、
奉
行
所
よ

り
も
役
人
相
廻
し
見
掛
次
第
召
捕
厳
重
の
可
及
沙
汰
条
、
心
得
違

無
之
様
能
々
可
申
叫

と
、
幕
府
は
厳
し
い
態
度
を
み
せ
る
よ
う
に
な
る
。

天
保
期
末
に
は
つ
い
に
、
女
髪
結
禁
止
を
徹
底
す
べ
く
、
幕
府
は
本

格
的
に
動
き
出
し
た
。
時
の
老
中
水
野
忠
邦
に
よ
る
天
保
の
改
革
で
あ

る。
天
保
十
一
(
-
八
四

0
)
年
、
町
の
露
路
口
に
「
女
髪
結
入
る
べ
か

ら
ず
」
と
い
う
制
札
を
立
て
さ
せ
、
天
保
十
三
年
十
月
に
は
具
体
的
な

処
分
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
内
容
は
、

一
、
髪
を
結
渡
世
同
様
い
た
し
候
女

重
敲
同
等
之
嘗
を
以
百
日
過
怠
牢
舎
。

一
、
右
親
夫
等

申
渡
背
之
廉
に
て
過
料
三
貫
文
同
等
之
嘗
を
以
三
十
日
手
鎖
。

一
、
右
家
主

右
同
断
過
料
―
―
一
貫
文
。
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一
、
髪
為
結
候
女

是
は
髪
を
結
渡
世
に
い
た
し
候
も
の
よ
り
品
軽
き
方
に
付
―
―
―

十
日
手
鎖
。

一
、
右
親
夫
等

⑰
。

申
渡
背
之
廉
を
以
過
料
三
貫
文

と
い
う
も
の
で
、
女
髪
結
と
結
わ
せ
た
者
だ
け
で
な
く
、
そ
の
親
夫
や

家
主
に
も
罰
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
嗜
み
の
崩
壊
に
は
、
親
の
教
育

や
夫
の
注
意
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
右
の
罰
則
以
外
で
処
分
さ
れ
た
場
合
も
あ
っ
た

よ
う
だ
。
『
浮
世
の
有
様
』
で
は
、
改
革
後
の
江
戸
の
女
髪
結
に
つ
い

て、

女
髪
結
は
厳
敷
御
法
度
被
仰
出
候
え
、
共
後
内
々
に
て
為
結
候
者

も
有
之
、
見
付
次
第
為
結
候
者
結
ひ
候
者
両
人
共
坊
じ
に
被
仰
付

候
。
此
節
所
々
に
て
女
の
坊
主
出
来
巾
候
。

と
伝
え
て
お
り
、
結
わ
せ
た
者
も
ろ
と
も
「
坊
主
」
に
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

IDIは
さ
ぞ
異
様
な
光
景
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
処

分
を
恐
れ
、
一
時
は
自
賢
を
練
習
す
る
者
や
ド
女
に
結
わ
せ
る
者
も
現

⑳
 

そ
の
甲
斐
あ
っ
て
女
髪
結
は
「
一
旦
相
止
」
む
こ
と
と
な
っ

⑳
、

れ
続
け

た。
で
は
、
上
方
に
お
い
て
火
保
の
改
革
は
廊
民
に
ど
の
よ
う
な
影
孵
を

仔
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
女
髪
結
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
以
都
に
お

い
て
は
火
保

i
:．． 
（
一
八
四
．． 

）年：―．
Jl、
大
坂
で
は

Ir年
四
JJ
に
初

め
て
、
女
髪
結
禁
止
が
命
じ
ら
れ
て
い
る
。
『
浮
世
の
有
様
』
の
作
者

は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、

江
戸
は
御
膝
元
な
る
ゆ
へ
、
昨
年
米
厳
敷
御
取
/
あ
り
し
が
、
京

掻
は
緩
か
な
り
し
ゅ
へ
、
一
統
に
う
か
／
＼
く
ら
し
ぬ
る
様
子
な

り
し
に
、
京
都
右
の
如
き
事
（
風
俗
取
締
令
が
度
々

111さ
れ
た
）

な
れ
ど
も
、
大
坂
は
尚
緩
な
り
し
ゅ
へ
、
大
坂
を
御
取
/
有
て
は
、

諸
大
名
の
融
通
に
差
支
ぬ
る
故
、
江
戸
・
求
都
な
と
の
如
く
に
取

/
給
へ
る
事
は
付
る
ま
じ
な
と
ヽ
、
狼
狽
者
共
身
勝
手
に
利
屈
を

つ
し
付
て
い
へ
る
者
な
ど
も
あ
り
ぬ
る
や
う
す
な
り
し
が
、
火
ド

よ
り
の
仰
出
さ
れ
し
事
、
何
し
に
さ
や
う
な
る
こ
と
打
べ
き
や
と

心
お
か
し
く
息
ひ
し
に
、
此
度
当
十
六

H
に
至
り
て
、
厳
敷
仰
渡

御
触
等
付
し
に
ぞ
、
狼
狽
者
も
定
て
夢
の
悟
た
る
事
な
ら
ん
と
思

は
る
。

風
俗
も
作
災
で
あ
っ

と
述
べ
て
い
る
。
紅
．
）
か
ら
離
れ
て
い
る
た
め
、

た
t
j
j
に
は
、
改
革
令
は
一
段
と
厳
し
く
感
じ
ら
れ
た
に
迩
い
な
い
。

江
1
の
jj針
に
従
い
、

K
j
j
で
も
矢
継
11と
に
触
が

111さ
れ
た
。

女
髪
結
と
結
わ
せ
た
者
が
町
払
に
な
る
（
天
保
十
．．
 

一
（
一
八
四
二
）

年
四
月
人
坂
）
、
女
髪
結
に
銭
卜
貰
文
・
結
わ
せ
た
者
に
銭
五
貫
文

の
過
料
が
仰
付
ら
れ
る
（
天
保

iplf年：．
Jl

し
凩
坂
）
、
女
髪
粘

PLfi

人
、
結
わ
せ
た
者
rlei
．．
 

卜
人
什
し
捕
ら
れ
る
（
火
保
卜
几
年
．
―
Jj

兵

⑪
。

州
）
な
ど
、
処
分
を
う
け
た
女
性
逹
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る

wー
時
は
rIl
姓
の
令
移
も
搭
府
・
藩
の

11に
あ
ま
る
ほ
ど
だ
っ
た
よ
う
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熊
二
郎

元
五
郎

惣
左
衛
門

で
、
衣
服
等
に
関
し
て
再
三
注
意
を
与
え
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、

禁
止
さ
れ
た
項
目
の
―
つ
に
「
女
子
髪
結
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
（
天
保
十
三
年
四
月
二
十
四
日
の
御
触
並
び
に
口
達
7
。
農
村

に
も
女
髪
結
が
い
た
よ
う
だ
。
都
市
の
女
性
も
農
村
の
女
性
も
髪
へ
の

思
い
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
嘉
永
―
―
-
（
一
八
五

0
)
年
の
こ

と
で
あ
る
が
、
農
村
の
女
髪
結
に
つ
い
て
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
の

で
挙
げ
て
お
こ
う
。

乍
恐
書
附
を
以
御
願
奉
申
上
候

（
河
州
交
野
郡
甲
斐
田
村
）

百
姓

女
房

一
、
女
房
い
く
儀
、
〈
中
略
〉
兎
角
身
持
不
行
姓
之
者
に
て
、
農
業
不

仕
、
夫
・
子
供
へ
打
仕
か
せ
、
只
娘
・
女
子
共
之
髪
結
杯
を
仕
、
酒
肴

を
催
候
儀
、
左
候
え
ば
、
色
之
事
共
出
来
仕
候
に
付
て
は
、
不
宜
挨
拶

等
請
候
義
度
々
有
之
候
。
既
に
此
度
有
間
敷
世
話
等
増
長
致
、
其
上
不

埓
之
儀
も
有
之
候
に
付
、
他
村
へ
事
仰
山
に
相
聞
申
候
。
〈
中
略
〉
御

上
様
御
賢
慮
を
以
相
止
り
候
様
、
厳
重
に
被
為
仰
付
被
成
下
候
は
ヽ
、

広
太
之
御
慈
悲
難
有
仕
合
に
奉
存
候
、
以
上
。

嘉
永
三
戌
年八

月

七
兵
衛

い
く

⑬
 

御
役
所
様

村
の
庄
屋
達
が
百
姓
七
兵
衛
の
女
房
い
く
の
不
行
跡
の
叱
責
を
役
所

に
願
い
出
て
い
る
の
だ
が
、
女
髪
結
い
く
を
中
心
に
ど
ん
な
事
が
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
た
の
か
興
味
深
い
。
農
村
の
女
髪
結
の
問
題
点
は
、
農

業
を
怠
る
こ
と
が
ま
ず
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
「
色
之
事
」
が
ら

み
の
「
不
宜
」
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
女
髪
結
の
家
が
遊
興
場

の
よ
う
に
な
り
、
村
の
風
紀
を
乱
し
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、
他
の
農
村

で
も
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

天
保
の
改
革
に
よ
り
、
女
髪
結
と
彼
女
達
に
か
か
わ
る
者
達
は
悉
く

弾
圧
さ
れ
た
が
、
例
外
も
あ
っ
た
。

天
保
士
―
-
（
一
八
四
二
）
年
四
月
十
六
日
の
口
達
に
、

一
、
近
来
女
髪
結
渡
世
の
者
多
、
自
然
と
女
の
嗜
を
失
ひ
所
業
惰

••••••••• 

弱
に
押
移
、
風
儀
不
宜
候
間
、
傾
城
町
遊
女
等
は
格
別
、
市

中
の
者
共
女
髪
結
に
結
せ
候
酌
゜

と
あ
り
、
こ
れ
を
禁
じ
て
い
る
の
だ
が
、
「
傾
城
町
遊
女
等
」
は
女
髪

結
に
髪
を
結
わ
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
遊
廓
勤
め
の
女
髪
結

だ
け
は
弾
圧
の
対
象
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
遊
女

と
市
中
の
女
性
の
間
に
一
線
を
画
そ
う
と
す
る
男
性
の
、
支
配
者
の
意

図
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
意
図
が
さ
ら
に
強
く
感
じ
ら
れ
る
口
達
が
、

同
年
十
月
二
士
二
日
に
あ
っ
た
。

〈
前
略
〉
傾
城
町
遊
女
な
ら
び
に
三
ケ
所
旅
宿
屋
食
盛
女
の
髪
を

ど
じ
ま
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結
候
者
は
、
早
々
右
ケ
所
へ
引
移
可
申
候
。
他
町
よ
り
働
き
に
入

込
候
義
は
、
取
締
に
拘
候
に
付
、
堅
不
相
成
候
。
尤
兼
て
右
場
所

に
居
付
候
女
髪
結
共
儀
、
此
後
他
丁
よ
り
同
職
の
者
引
移
来
候
共
、

決
て
差
障
申
間
敷
候
。
〈
後
晰
〉

遊
女
の
髪
を
結
う
女
髪
結
に
は
遊
女
町
で
暮
ら
し
て
い
る
者
と
他
町

か
ら
働
き
に
来
て
い
る
者
が
い
た
が
、
全
て
の
者
を
遊
女
町
の
中
へ
取

り
込
も
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
他
町
か
ら
来
る
者
の
中
に
は
市
中
の
女

性
の
髪
を
も
結
っ
て
い
る
者
が
い
た
の
だ
ろ
う
。

二
つ
の
口
達
は
い
ず
れ
も
大
坂
で
の
も
の
だ
が
、
幕
府
や
他
藩
も
同

じ
よ
う
な
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

水
野
忠
邦
失
脚
後
、
市
中
は
明
る
さ
を
取
り
戻
し
、
弘
化
二
(
-
八

四
五
）
年
秋
頃
か
ら
は
女
髪
結
が
再
び
活
動
を
開
始
し
た
。
幕
府
は
し

か
し
、
生
活
に
困
窮
し
て
い
る
者
が
細
々
と
髪
結
賃
を
稼
い
で
い
る
場

合
を
除
い
て
、
女
髪
結
の
弾
圧
を
続
け
た
。

嘉
永
六
(
-
八
五
三
）
年
三
月
十
五
日
、
斎
藤
月
本
『
武
江
年
表
』

に
よ
れ
ば
、

本
所
に
て
夜
鷹
四
十
余
人
召
捕
ら
れ
入
牢
、
是
の
時
市
中
の
女
髪

結
も
召
捕
へ
ら
れ
し
と
い
ふ
。

私
娼
で
あ
る
夜
鷹
と
と
も
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
の
が
気
に
か
か
る
。

天
保
十
二
（
一
八
四
一
）
年
十
一
月
に
は
売
春
行
為
を
し
て
い
た
と
さ

⑯‘ 

れ
る
女
浄
瑠
璃
の
者
と
同
様
に
処
罰
を
警
告
さ
れ
た
り

（

浄

力

）

⑰

餓
鬼
道
の
髪
結
浮
瑠
璃
茶
屋
女

と
い
う
句
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
下
層
都
市
民
の
女
性
は
生
業
以
外
に
売

春
行
為
を
し
て
い
た
場
合
も
多
か
っ
た
と
聞
く
が
、
女
髪
結
は
ど
う
だ
っ

た
の
か
。
売
春
行
為
を
し
て
い
た
者
も
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
私

娼
の
髪
を
結
っ
た
り
す
る
な
ど
、
私
娼
と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
い
た

者
も
い
た
だ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
、
詳
し
く
わ
か
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
寛
政
か
ら
嘉
永
に
か
け
て
、
女
髪
結
や
彼
女
達
に
関

わ
る
者
達
と
支
配
者
の
動
き
を
見
て
き
た
が
、
弾
圧
に
め
げ
ず
、
女
髪

結
は
増
え
続
け
ー
l

—
嘉
永
六
(
-
八
五
―
―
-
）
年
、
江
戸
市
中
に
千
四
百

人
余
い
た
ら
し
い
|
|
女
性
の
生
活
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
と

な
っ
て
い
っ
た
。
自
饗
を
嗜
み
と
す
る
意
識
は
か
な
り
薄
れ
て
き
た
よ

女
髪
結
の
地
位

明
治
時
代
に
な
る
と
、
女
髪
結
は
新
職
業
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ

た
。
月
に
何
度
か
女
髪
結
に
結
っ
て
も
ら
い
、
崩
さ
な
い
よ
う
に
し
て

過
ご
し
、
時
が
経
て
ば
ま
た
結
っ
て
も
ら
う
、
と
い
う
現
代
に
も
続
く

ス
タ
イ
ル
が
や
っ
と
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
女
髪
結
は
堂
々
と
看
板

を
あ
げ
て
、
髪
を
結
い
始
め
た
。

そ
の
後
、
女
性
の
結
髪
界
に
新
た
な
波
が
押
し
寄
せ
る
。
女
髪
結
の

結
っ
日
本
髪
に
対
し
て
、
洋
風
の
「
束
髪
」
を
奨
励
す
る
動
き
が
起
こ
っ

た
の
だ
。

う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
う
し
て
日
本
髪
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
生
活
を
非
難
し
た
束
髪
推
進

派
の
運
動
は
た
ち
ま
ち
広
が
っ
て
い
く
。
婦
人
束
髪
会
の
組
織
は
着
々

と
進
み
、
十
月
の
大
阪
で
の
結
成
後
、
全
国
主
要
都
市
も
こ
れ
に
従
い
、

明
治
十
九
(
-
八
八
六
）
年
十
二
月
に
は
旧
習
を
重
ん
じ
る
京
都
で
も
、

束
髪
を
奨
励
し
な
い
ま
で
も
従
来
の
日
本
髪
を
否
定
し
始
め
る
よ
う
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
に
惑
い
な
が
ら
も
、
女
髪
結
は
時
代
に
遅
れ

ま
い
と
新
し
い
工
夫
を
凝
ら
し
て
、
女
優
雷
・
夜
会
巻
き
な
ど
和
洋
が

れ
る
。 明

治
十
八
(
-
八
八
五
）
年
七
月
、
ド
ク
ト
ル
渡
辺
鼎
と
石
川
映
作

⑱
 

両
氏
が
「
婦
人
束
髪
会
を
起
す
の
主
旨
」
を
発
表
し
、
日
本
髪
を
「
不

便
窮
屈
」
「
不
潔
汚
稿
」
「
不
経
済
」
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
ま
た
、

我
が
国
の
女
子
の
習
慣
と
し
て
、
ま
ず
「
髪
結
さ
ん
」
を
家
へ
呼

ん
で
髪
を
結
っ
て
も
ら
い
、
こ
の
た
め
に
費
す
時
間
が
実
に
た
い

へ
ん
で
、
も
し
、
髪
結
さ
ん
の
都
合
が
悪
く
て
来
ら
れ
な
か
っ
た

ら
外
出
を
や
め
、
つ
い
に
用
が
足
せ
な
い
。
約
束
を
破
っ
て
何
ら

顧
み
な
い
。
ま
た
外
出
の
用
が
で
き
て
も
老
女
の
ほ
か
は
、
た
い

て
い
髪
が
乱
れ
て
い
る
か
ら
と
、
こ
れ
を
断
り
、
容
易
に
外
に
出

る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
〈
中
略
〉
こ
れ
は
ま
こ
と
に
女
子
の

交
際
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
文
化
の
進
歩
を
害
す
る
も
の
で
あ

る。

と
、
当
時
の
女
性
の
日
常
生
活
を
描
写
し
て
い
る
。
「
髪
結
さ
ん
」
に

結
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
「
習
慣
」
と
し
て
定
着
し
て
い
る
の
が
窺
い
知

調
和
し
た
髪
型
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

結
髪
の
洋
風
化
と
い
う
困
難
も
あ
っ
た
が
、
女
髪
結
と
い
う
職
業
は

完
全
に
社
会
に
根
付
い
て
い
っ
た
。
明
治
四
十
四
(
-
九
―
-
）
年
に
、

東
京
市
の
女
髪
結
は
三
万
人
で
、
そ
の
う
ち
鑑
札
を
受
け
府
市
税
を
納

漁

め
て
い
る
者
が
二
九
四

0
余
人
で
あ
っ
た
ら
し
し

で
は
、
女
髪
結
は
周
囲
か
ら
ど
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

⑩
。

か
。
『
女
の
年
輪
・
神
山
ト
ミ
小
伝
』
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う

ト
ミ
は
明
治
二
十
八
(
-
八
九
五
）
年
、
茨
城
県
の
農
村
に
生
ま
れ

た
。
彼
女
は
人
の
髪
を
結
う
の
が
好
き
で
、
髪
結
に
な
る
の
が
夢
だ
っ

た
が
当
時
は
、
「
髪
結
い
や
風
呂
屋
な
ん
て
も
の
は
『
人
の
垢
取
り
の

商
売
だ
』
っ
て
軽
蔑
さ
れ
、
よ
そ
へ
行
っ
て
も
裏
口
か
ら
で
な
け
れ
ば

出
入
り
さ
せ
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
」
と
い
い
、
ま
た
「
髪
結
い
さ
ん

で
働
い
て
い
る
娘
達
は
、
田
舎
か
ら
年
季
奉
公
で
来
て
い
る
連
中
」
で

あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

随
分
蔑
ん
だ
見
方
を
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
方
が
一
般
的
だ
っ
た
と

は
言
え
な
い
が
、
多
少
な
り
と
も
人
々
の
意
識
の
中
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
新
職
業
と
し
て
認
め
ら
れ
「
髪
結
さ
ん
」
と
親

し
み
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
「
お
師
匠
さ
ん
」
と
尊
敬
を
込
め
て
呼
ば

れ
て
い
た
女
髪
結
だ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
暗
い
側
面
も
合
わ
せ
持
っ

て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
暗
い
影
は
、
過
去
の
度
重
な
る

弾
圧
の
影
響
と
、
女
髪
結
の
ほ
と
ん
ど
が
下
層
都
市
民
で
あ
っ
た
こ
と

の
蔑
み
の
意
識
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
、
人
々
の
心
に
潜
ん
で
い
た
の
で
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「
女
髪
結
」
を
知
る
た
め
に
、
女
髪
結
が
登
場
す
る
ま
で
の
女
性
の

髪
と
髪
に
対
す
る
意
識
、
女
髪
結
の
外
見
上
の
特
徴
、
女
髪
結
が
弾
圧

か
ら
解
放
さ
れ
る
ま
で
の
変
遷
を
探
っ
て
き
た
が
、
私
が
最
も
疑
問
に

思
っ
て
い
た
の
は
、
女
髪
結
は
な
ぜ
弾
圧
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
、
女
髪
結
に

関
し
て
の
史
料
を
集
め
、
検
討
し
て
い
く
う
ち
に
様
々
な
答
え
が
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
。

（
一
）
自
饗
を
嗜
み
と
す
る
意
識
を
崩
壊
さ
せ
る
か
ら
。

（
二
）
市
中
の
女
性
が
遊
女
の
よ
う
に
胴
郷
め
く
か
ら
。

（
三
）
髪
を
美
し
く
結
う
と
、
衣
服
等
も
華
美
に
は
し
り
、
奢
移
を
助
長

す
る
か
ら
。

（
四
）
売
春
行
為
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
？

（
五
）
本
来
の
仕
事
を
怠
っ
て
ま
で
、
女
髪
結
渡
世
を
し
て
い
た
か
ら
。

こ
こ
で
は
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、

（
六
）
男
の
髪
結
の
よ
う
に
町
に
縛
ら
れ
て
い
る
存
在
で
は
な
か
っ
た
の

で
、
風
紀
を
乱
し
た
り
、
技
術
が
高
い
女
髪
結
や
行
動
範
囲
の
広

い
女
髪
結
に
富
が
集
中
す
る
な
ど
の
問
題
が
あ
っ
た
か
ら
。

な
ど
が
考
え
ら
れ
、
女
髪
結
が
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
弾
圧
さ
れ
得
る
存

む
す
び

あ
ろ
う
。

在
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
何
よ
り
、
女
髪
結
に
幕
府
が
形
成
し
維
持
し
て
き
た
社
会
を

変
え
て
い
く
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
、
幕
府
は
危
険
を
感

じ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
結
髪
界
に
お
い
て
、
女
髪
結
は
、
自

饗
と
い
う
嗜
み
か
ら
女
性
を
解
放
し
、
市
中
の
者
の
髪
を
遊
女
の
よ
う

に
結
う
な
ど
、
幕
府
が
定
め
た
枠
か
ら
女
性
が
自
由
に
な
れ
る
機
会
を

与
え
た
と
い
え
る
。
そ
れ
は
男
性
上
位
社
会
に
生
き
る
女
性
達
に
と
っ

て
貴
重
な
楽
し
み
で
あ
っ
た
が
、
男
性
、
幕
府
に
と
っ
て
は
許
し
が
た

い
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
厳
し
い
弾
圧
を
強
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注
①
遠
藤
武
「
女
性
と
結
髪
」
（
『
講
座
日
本
風
俗
史
」
第
十
二
巻
、
雄
山
閣

出
版
、
一
九
五
九
年
）

②
大
原
梨
恵
子
＇
『
黒
髪
の
文
化
史
』
（
築
地
書
房
、
一
九
八
八
年
）

③
前
掲
「
女
性
と
結
髪
」
参
照
。

④
奥
田
松
柏
軒
『
女
用
訓
蒙
図
彙
』
（
田
中
ち
た
子
他
編
『
家
政
学
文
献

集
成
続
編
江
戸
期
』
、
渡
辺
書
店
、
一
九
七
0
年）

⑤
太
田
南
畝
問
•
田
宮
橘
庵
答
『
所
以
者
何
』
（
『
続
日
本
随
筆
大
成
』
八
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
0
年
）
に
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

二
十
三
頁
参
照
。

⑥
桃
花
園
三
千
麿
「
葬
花
漫
筆
」
巻
ノ
上
（
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期

三
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
四
年
）

自
序
に
年
月
の
記
載
な
く
、
奥
付
も
な
い
。
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⑦
山
東
京
山
著
・
岩
瀬
百
樹
「
歴
世
女
装
考
」
（
「
日
本
随
筆
大
成
』
第
一

期
六
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
五
年
）

⑧
安
国
良
一
「
近
世
京
都
の
庶
民
女
性
」
（
『
日
本
女
性
生
活
史
』
―
―
―
近

世
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

0
年）

⑨
津
村
宗
庵
『
諏
海
』
（
『
日
本
生
活
史
料
集
成
』
八
、
三
一
書
房
、
一
九

六
九
年
）

⑩
神
沢
貞
幹
『
翁
草
」
巻
百
十
四
「
京
大
坂
の
風
俗
」
（
『
日
本
随
筆
大

成
』
第
三
期
二
十
二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
八
年
）

⑪
『
産
む
性
・
遊
ぶ
性
・
女
と
い
う
性
」
（
大
阪
人
権
歴
史
資
料
館
、
一

九
九
三
年
）

⑫
坂
口
茂
樹
『
日
本
の
理
髪
風
俗
」
（
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
二
年
）

⑬
花
咲
一
男
「
江
戸
期
絵
本
に
み
る
化
粧
風
俗

(
4
)
女
髪
結
の
は
じ
め
」

（
『
化
粧
文
化
」
六
、
一
九
八
二
年
）

⑭
『
名
品
揃
物
浮
世
絵
四
歌
麿
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九
二
年
）

⑮
前
掲
『
名
品
揃
物
浮
世
絵
四
歌
麿
』
参
照
。

⑯
『
名
品
揃
物
浮
世
絵
七
国
芳
・
英
泉
』
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
九

一年）

⑰
『
粧
い
の
文
化
史
・
江
戸
の
女
た
ち
の
流
行
通
信
』
（
ポ
ー
ラ
文
化
研

究
所
、
一
九
九
一
年
）

⑱
『
粧
い
の
文
化
史
・
江
戸
の
女
た
ち
の
流
行
通
信
』
（
ポ
ー
ラ
文
化
研

究
所
、
一
九
九
一
年
）

⑲
前
掲
「
江
戸
期
絵
本
に
み
る
化
粧
風
俗

(
4
)
」
参
照
。

⑳
『
所
以
者
何
』
（
『
続
日
本
随
筆
大
成
」
八
）

⑪
前
掲
『
黒
髪
の
文
化
史
』
参
照
。

⑫
『
浮
世
の
有
様
』
（
作
者
不
詳
）
（
『
日
本
庶
民
生
活
史
料
集
成

十

一
九
五
三
年
）

世
相
一
』
、
三
一
書
房
、
一
九
七
0
年）

⑬
『
大
日
本
近
世
史
料
・
市
中
取
締
類
集
』
一
（
東
京
大
学
出
版
会
、

一
九
五
九
年
）

⑭
前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料
・
市
中
取
締
類
集
』
一
参
照
。

⑮
前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料
・
市
中
取
締
類
集
』
一
参
照
。

⑳
竜
居
松
之
助
「
江
戸
時
代
下
」
（
『
総
合
日
本
史
大
系
』
一

0
、
内
外

書
籍
、
一
九
三
九
年
）

⑰
前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料
・
市
中
取
締
類
集
」
一
参
照
。

⑳
前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料
・
市
中
取
締
類
集
』
一
参
照
。

⑳
前
掲
『
大
日
本
近
世
史
料
・
市
中
取
締
類
集
」
一
参
照
。

⑳
作
者
不
詳
。
大
坂
の
医
者
ら
し
い
。

⑪
前
掲
『
浮
世
の
有
様
』
参
照
。

⑫
前
掲
『
浮
世
の
有
様
』
参
照
。

⑬
「
枚
方
市
史
』
七
（
枚
方
市
役
所
、
一
九
六

0
年）

⑭
前
掲
『
浮
世
の
有
様
』
参
照
。
斎
藤
月
苓
著
、
金
子
光
晴
校
訂
『
増
訂

武
江
年
表
』
二
（
平
凡
社
、
一
九
六
八
年
）

⑮
前
掲
『
浮
世
の
有
様
』
参
照
。

⑯
前
掲
『
浮
世
の
有
様
』
参
照
。

⑰
前
掲
『
浮
世
の
有
様
』
参
照
。

⑱
前
掲
『
日
本
の
理
髪
風
俗
』
参
照
。

⑩
江
馬
務
『
日
本
結
髪
全
史
』
（
創
元
社
、

⑩
前
掲
『
日
本
の
理
髪
風
俗
』
参
照
。

（
関
西
大
学
卒
業
生
）
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