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性原理を超越する同性間の共感

女
の
挽
歌
・
男
の
挽
歌

（１）

西
郷
信
綱
が
、
歴
史
社
会
の
「
発
展
」
に
し
た
が
っ
て
「
女
の
挽
歌
か

ら
男
の
挽
歌
へ
」
と
移
行
す
る
挽
歌
史
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
人
麻
呂

挽
歌
を
位
置
づ
け
て
か
ら
、
す
で
に
半
世
紀
が
経
っ
た
。
西
郷
に
よ
れ
ば
、

女
の
挽
歌
は
「
劇
的
に
狂
う
原
始
の
突
女
な
る
も
の
に
達
す
る
」
世
界
的

広
が
り
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
後
社
会
に
階
級
分
化
が
起
こ
り
母
権
が
後

退
す
る
な
か
で
葬
送
儀
礼
も
変
質
し
、
故
人
の
業
績
を
た
た
え
な
が
ら
悲

し
み
を
表
現
す
る
と
い
う
叙
事
的
な
性
格
を
も
っ
た
課
が
、
男
性
に
よ
っ

て
語
ら
れ
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
た
。
古
代
日
本
に
お
い
て
も
、
女
の
挽

歌
は
「
古
い
突
女
の
伝
統
を
負
」
い
つ
つ
「
ほ
ぼ
初
期
万
葉
の
こ
ろ
ま
で

そ
の
約
束
を
守
り
な
が
ら
一
つ
の
芸
術
的
完
成
期
を
迎
え
た
」
も
の
で
あ

り
、
女
性
に
担
わ
れ
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
大
御
葬
歌
、
天
智
・
天
武
挽
歌

群
な
ど
が
こ
れ
に
属
す
。
母
権
制
か
ら
父
権
制
へ
と
い
う
世
界
的
な
歴
史

社
会
の
「
発
展
」
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
系
統
と
は
異
な
る
諌
を
基
盤
と

し
て
、
人
麻
呂
挽
歌
が
男
の
挽
歌
と
し
て
成
立
し
た
の
だ
と
い
う
の
が
西

郷
説
で
あ
っ
た
。

歴
史
社
会
の
「
発
展
」
に
よ
っ
て
文
学
を
説
明
で
き
る
の
か
と
い
う
研

性
原
理
を
超
越
す
る
同
性
間
の
共
感
遠
藤
耕
太
郎

ジ
エ
ン
ダ
ー
特
集
・
〈
型
〉
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
ー
古
代
文
学
の
普
遍
と
固
有
Ｉ

１
人
麻
呂
挽
歌
の
生
成
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

究
方
法
の
本
質
に
か
か
わ
る
議
論
を
お
く
と
し
て
も
、
か
っ
て
母
権
制
が

社
会
を
覆
っ
て
い
た
と
い
う
考
え
方
は
、
現
在
の
文
化
人
類
学
的
な
知
見

か
ら
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
西
郷
の
用
い
た
原
始
的
な
葬

送
儀
礼
に
お
け
る
言
語
表
現
資
料
が
時
代
的
制
約
の
な
か
で
不
十
分
で
あ

る
な
ど
、
西
郷
説
は
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
し
か
し
、
人
麻

呂
挽
歌
以
前
か
ら
死
の
文
学
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
西
郷
の
「
文

学
史
で
は
、
む
し
ろ
、
喪
歌
が
ど
ん
な
道
筋
を
た
ど
っ
て
い
わ
ゆ
る
挽
歌

詩
に
生
長
し
て
き
た
か
が
、
一
ば
ん
問
題
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
」
と
い

う
考
え
そ
の
も
の
は
今
な
お
有
効
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
西
郷

ジ
エ
ン
ダ
ー

が
そ
の
道
筋
を
、
死
の
文
学
は
性
原
理
に
規
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
前
提

の
も
と
に
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
村

落
社
会
に
お
け
る
挽
歌
の
あ
り
方
を
具
体
的
に
モ
デ
ル
化
し
つ
つ
、
死
の

ジ
エ
ン
ダ
ー

文
学
が
性
原
理
と
い
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
人

麻
呂
挽
歌
の
生
成
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

ジ
エ
ン
ダ
ー

性
原
理
に
規
制
さ
れ
る
死
の
文
学

西
郷
に
よ
る
女
の
挽
歌
の
想
定
は
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
大
御
葬
歌
、
影

姫
の
悲
歌
、
斉
明
の
哀
歌
、
天
智
・
天
武
挽
歌
群
な
ど
が
女
性
に
よ
っ
て

儀
礼
と
芸
能

-２３-
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担
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
ア
メ
ノ
ワ
カ
ヒ
コ
の
喪
屋
で
の
突
泣
か
ら
推

測
さ
れ
る
よ
う
な
突
き
女
の
伝
統
に
連
な
る
。
そ
の
よ
う
な
古
代
日
本
の

死
の
歌
を
、
世
界
史
的
に
存
在
し
た
（
は
ず
の
）
女
に
よ
る
死
の
歌
と
接

続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
女
に
よ
る
死
の
歌
は
古
代

ギ
リ
シ
ャ
社
会
研
究
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
民
族
誌
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア

（２）

の
文
学
史
研
究
な
ど
の
当
時
の
多
様
な
文
献
資
料
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
の
資
料
は
例
え
ば
、
「
ギ
リ
シ
ャ
で
も
哀
歌
は
、
そ
の

原
始
的
な
、
前
芸
術
的
な
形
で
は
、
女
た
ち
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
」
（
ト

ム
ソ
ン
・
池
田
薫
訳
『
ギ
リ
シ
ャ
古
代
社
会
研
究
』
）
と
い
っ
た
レ
ベ
ル

の
概
説
で
あ
り
、
死
の
歌
の
具
体
的
表
現
は
ほ
ぼ
わ
か
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
死
の
歌
を
担
う
の
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
点
に
よ
っ
て
の
み
、
両
者
は

接
続
さ
れ
て
い
る
。

現
在
、
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
、
民
族
の
葬
送
儀
礼
が
調
査
さ
れ
、
そ
の
言

語
表
現
に
注
目
し
た
資
料
が
出
て
き
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
筆
者
の
調
査

（３）

し
た
中
国
少
数
民
族
イ
族
の
葬
送
儀
礼
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
村
落
社
会
に

あ
り
え
た
葬
送
儀
礼
の
言
語
表
現
を
想
定
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
た
い
。

（４）

紙
数
の
制
約
上
、
詳
細
は
別
稿
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
と
し
て
、
ご
く

ジ
エ
ン
ダ
ー

お
お
ま
か
言
え
ば
、
イ
族
の
葬
儀
は
性
原
理
の
対
立
・
克
服
を
通
し
て
、

死
者
へ
の
哀
惜
を
表
現
し
つ
つ
死
者
を
死
者
の
世
界
へ
所
属
せ
し
め
る
儀

礼
で
あ
る
。

数
日
に
わ
た
る
蹟
儀
礼
は
中
庭
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
明
瞭
な

ジ
エ
ン
ダ
ー

性
原
理
に
基
づ
く
空
間
が
現
出
し
て
い
る
。
遺
体
を
中
心
と
し
て
竹
蒔
で

覆
っ
た
喪
屋
が
女
の
空
間
、
そ
の
周
縁
部
の
喪
庭
が
男
の
空
間
で
あ
る
。

訪
れ
た
親
族
女
性
は
喪
屋
空
間
で
昼
夜
を
問
わ
ず
突
き
歌
を
歌
い
、
そ
の

周
囲
の
喪
庭
空
間
で
は
、
男
た
ち
と
ビ
モ
と
呼
ば
れ
る
男
性
呪
的
宗
教
者

こ
の
よ
う
に
、
女
た
ち
は
死
を
受
け
入
れ
ず
、
突
然
の
死
に
驚
き
（
［
突

き
歌
１
］
４
．
Ⅳ
）
、
死
者
を
非
難
し
（
［
突
き
歌
１
］
８
）
、
生
者
の
術

な
さ
（
［
突
き
歌
１
］
釦
～
銘
）
や
悲
し
み
（
［
突
き
歌
２
］
釦
・
４
）
を

表
現
す
る
。

次
に
、
ビ
モ
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
る
葬
歌
（
モ
フ
ァ
）
の
一
部
を
以
下

に
掲
載
す
る
。

が
葬
歌
な
ど
を
歌
う
。

ま
ず
女
性
に
よ
る
突
き
歌
の
一
部
を
以
下
に
掲
載
す
る
。

（
４
）
ア
ポ
バ
カ
が
こ
う
な
る
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
。
…

（
８
）
父
も
母
も
悪
い
心
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
ア
モ
：
．
（
Ⅳ
）
災

い
が
天
か
ら
降
り
て
く
る
と
は
全
く
思
わ
な
か
っ
た
…
（
釦
）
今
日

に
な
っ
て
、
娘
は
ど
う
や
っ
て
親
戚
を
接
待
す
れ
ば
い
い
の
か
わ
か

ら
な
い
。
（
瓠
）
ア
モ
よ
、
ア
モ
。
（
塊
）
あ
な
た
の
娘
は
、
も
と
も

と
物
の
道
理
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。
（
羽
）
こ
れ
か
ら
ど
う
や
っ

て
物
事
を
処
理
し
て
い
け
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
い
。
［
突
き
歌

（５）
１］（

訂
）
ア
モ
よ
、
ア
ダ
。
（
邪
）
父
さ
ん
の
娘
は
、
（
羽
）
思
い
乱
れ

て
い
る
。
（
釦
）
父
さ
ん
が
病
魔
に
取
り
つ
か
れ
た
時
の
こ
と
を
思

い
出
す
と
、
娘
は
心
が
辛
い
。
ア
ダ
。
（
胡
）
ア
モ
よ
、
ア
ダ
。

（
㈹
）
ア
モ
、
父
さ
ん
の
娘
。
（
似
）
こ
れ
か
ら
娘
に
と
っ
て
は
、
一

日
が
十
日
の
よ
う
に
長
く
辛
い
。
一
年
が
十
年
の
よ
う
に
長
く
辛
い
。

［突き歌２］）
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葬
歌
は
こ
の
世
か
ら
死
者
の
世
界
ま
で
の
地
名
を
列
挙
し
、
ま
た
死
者

の
属
す
る
氏
族
の
歴
史
を
死
者
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者

の
魂
を
こ
の
世
か
ら
死
者
の
世
界
へ
と
移
行
さ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
蹟
に
際
し
て
は
、
死
者
の
死
を
認
め
ず
悲
し
み
を
表
現

す
る
と
い
う
原
理
に
基
づ
く
女
性
に
よ
る
突
き
歌
と
、
死
者
を
死
者
の
世

界
に
所
属
せ
し
め
よ
う
と
す
る
原
理
に
基
づ
く
男
性
に
よ
る
葬
歌
と
が
、

ジ
エ
ン
ダ
ー

そ
れ
ぞ
れ
の
性
原
理
空
間
で
同
時
進
行
的
に
歌
わ
れ
る
。
前
者
の
原
理
を

女
性
原
理
、
後
者
を
男
性
原
理
と
称
し
て
お
く
。

ジ
エ
ン
ダ
ー

数
日
間
に
わ
た
る
蹟
の
後
、
性
原
理
空
間
を
隔
離
し
て
い
た
喪
屋
が
解

体
さ
れ
、
男
性
原
理
と
女
性
原
理
は
緊
張
の
う
ち
に
出
会
う
。
男
性
の
呪

的
宗
教
者
ビ
モ
に
よ
る
葬
歌
の
後
、
男
性
に
担
が
れ
た
遺
体
が
火
葬
場
に

向
け
て
出
発
す
る
。
女
性
は
そ
れ
に
追
い
す
が
る
の
だ
が
途
中
ま
で
し
か

行
く
こ
と
を
許
さ
れ
ず
、
男
性
の
み
が
火
葬
場
ま
で
遺
体
を
送
り
届
け
る

（
１
）
め
で
た
く
逝
っ
た
く
天
寿
を
全
う
し
た
〉
人
は
、
（
２
）
家
を

旅
立
ち
、
（
３
）
ヴ
ヂ
〈
衛
城
〉
ル
ク
に
着
く
。
（
４
）
ウ
ヂ
ル
ク
を

旅
立
ち
、
（
５
）
ウ
ヂ
の
峠
に
着
く
。
（
６
）
ヴ
ヂ
の
峠
を
旅
立
ち
、

（
７
）
ツ
ィ
テ
ィ
プ
に
着
く
。
．
：
：
．
（
Ⅲ
）
リ
ム
モ
グ
で
（
皿
）
死

者
と
生
者
は
別
れ
る
。
（
Ⅲ
）
死
者
は
前
へ
進
む
。
（
Ⅲ
）
生
者
の

魂
は
帰
っ
て
く
る
。
…
…
（
川
）
左
手
で
門
を
遮
り
、
（
洲
）
右
手

で
門
を
開
け
る
。
（
捌
）
真
ん
中
が
死
者
の
世
界
の
門
だ
。
（
川
）
頭

を
上
げ
て
前
へ
向
か
う
。
（
川
）
前
へ
向
か
う
の
は
賢
明
な
こ
と
だ
。

（
肥
）
あ
な
た
の
父
が
あ
な
た
を
迎
え
る
。
（
川
）
あ
な
た
の
母
が
あ

な
た
を
迎
え
る
。
（
川
）
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
。
（
脳
）
こ
れ
で
終

わ
り
だ
。
（
川
）
こ
れ
以
上
は
送
ら
な
い
。
［
モ
フ
ァ
］

こ
と
に
な
る
。
数
日
に
わ
た
る
箔
の
間
、
拮
抗
し
て
い
た
男
性
原
理
と
女

性
原
理
ｌ
こ
れ
は
遺
族
の
心
の
葛
藤
で
も
あ
る
Ｉ
は
、
火
葬
場
（
死

者
の
世
界
）
へ
の
出
発
の
瞬
間
に
緊
張
と
と
も
に
出
会
い
、
男
性
原
理
が

女
性
原
理
を
圧
倒
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
終
結
す
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
死

者
は
男
性
原
理
に
よ
っ
て
死
者
の
世
界
に
所
属
せ
し
め
ら
れ
、
社
会
が
秩

序
を
回
復
し
た
こ
と
が
演
じ
ら
れ
る
ｌ
遺
族
に
と
っ
て
は
死
の
悲
し
み

か
ら
の
脱
却
が
暗
示
さ
れ
る
’
の
で
あ
る
。

ジ
エ
ン
ダ
ー

死
の
文
学
は
性
原
理
に
規
制
さ
れ
て
い
る
と
い
う
西
郷
の
前
提
は
、
こ

の
よ
う
に
イ
族
の
葬
儀
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ

し
、
女
性
原
理
に
基
づ
く
表
現
が
歴
史
社
会
の
「
発
展
」
に
よ
っ
て
男
性

原
理
に
基
づ
く
表
現
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
村
落

ジ
エ
ン
ダ
ー

社
会
の
葬
儀
に
お
い
て
は
両
性
の
性
原
理
に
基
づ
く
表
現
が
必
要
と
さ
れ

ジ
エ
ン
ダ
-

て
い
た
の
で
あ
る
。
一
方
の
性
原
理
に
基
づ
く
表
現
、
例
え
ば
女
性
原
理

に
基
づ
く
突
き
歌
の
み
で
は
、
社
会
的
秩
序
や
遺
族
の
心
情
は
回
復
さ
れ

な
い
の
で
あ
り
、
女
性
原
理
と
男
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
表
現
の
葛
藤
と

そ
の
克
服
に
こ
そ
、
葬
儀
に
お
け
る
死
の
文
学
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ

ジ
エ
ン
ダ
ー

る
。
こ
の
よ
う
な
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
死
の
文
学
が
人
麻
呂
以
前
の
日

本
列
島
に
も
行
わ
れ
て
い
た
と
仮
定
し
て
、
以
下
、
そ
こ
か
ら
人
麻
呂
挽

歌
が
ど
の
よ
う
に
生
成
し
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

人
麻
呂
挽
歌
の
表
現ジ

エ
ン
ダ
ー

人
麻
呂
挽
歌
の
表
現
は
、
性
原
理
に
よ
る
規
制
を
超
越
し
た
地
平
に
あ
る
。

こ
こ
で
は
そ
れ
を
具
体
的
に
、
イ
族
の
女
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
突
き
歌
の

表
現
、
男
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
葬
歌
の
表
現
が
、
ど
の
よ
う
に
人
麻
呂
挽

歌
に
現
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
か
ら
示
し
て
お
く
。

-２５-
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死
者
を
非
難
す
る
表
現
は
、
「
い
か
さ
ま
に
思
ほ
し
め
せ
か
つ
れ
も
な
き

真
弓
の
岡
に
宮
柱
太
敷
き
い
ま
し
み
あ
ら
か
を
高
知
り
ま
し
て
」
（
２
１

一
六
七
・
日
並
皇
子
挽
歌
）
や
「
な
に
し
か
も
我
が
大
君
の
立
た
せ
ば
玉

藻
の
も
こ
ろ
臥
や
せ
ば
川
藻
の
ご
と
く
な
ぴ
か
ひ
の
宜
し
き
君
が
朝
宮
を

忘
れ
た
ま
ふ
や
夕
宮
を
背
き
た
ま
ふ
や
」
（
２
１
一
九
六
・
明
日
香
皇
女

挽
歌
）
に
、
ま
た
③
生
者
の
術
な
さ
は
「
そ
こ
故
に
皇
子
の
宮
人
行
く
へ

知らずも」（２１一六七・日並皇子磧宮挽歌）、「召Ｊい斑口習釧

ｉす
べ
知
れ
や
」
（
２
１
一
九
六
・
明
日
香
皇
女
挽
歌
）
、
「
梓
弓
音
に
聞
き

だ
過
ぎ
ぬ
に
思
ひ
も
い
ま
だ
尽
き
ね
ば
」
（
２
１
一
九
九
・
高
市
皇
子
挽

歌
）
、
「
楽
浪
の
志
賀
津
の
子
ら
が
罷
道
の
川
瀬
の
道
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
」

（
２
１
二
一
八
・
吉
備
津
采
女
挽
歌
）
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
人
麻
呂
挽
歌
に
は
、
男
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
イ
族
の
葬
歌
の

様
式
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
葬
歌
に
は
、
こ
の
世
か
ら
死
者
の
世
界
ま
で

の
地
名
を
列
挙
す
る
様
式
が
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
人
麻
呂
挽
歌
に

死
者
が
死
者
の
世
界
へ
移
行
す
る
地
名
（
場
所
）
が
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と

（６）

は
、
居
駒
永
幸
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
楽
浪
の
志
賀
津
の
子
ら
が
罷

ど
多
用
さ
れ
、
ま
た
④
生
者
の
悲
し
み
も
「
そ
こ
故
に
慰
め
か
ね
て
」

！

（
２
１
一
九
四
・
泊
瀬
部
皇
女
忍
坂
部
皇
子
献
上
挽
歌
）
、
「
嘆
き
も
い
ま

然
の
死
に
驚
く
表
現
は
、
「
夢
に
だ
に
見
ざ
り
し
も
の
を
お
ほ
ほ
し
く
宮

出
も
す
る
か
佐
日
の
隈
廻
を
」
（
２
１
一
七
五
・
舎
人
働
傷
歌
）
に
、
②

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
女
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
イ
族
の
突
き
歌
に
は
、

死
を
受
け
入
れ
ず
、
①
突
然
の
死
に
驚
き
、
②
死
者
を
非
難
し
、
③
生
者

の
術
な
さ
や
④
生
者
の
悲
し
み
を
表
現
す
る
と
い
う
様
式
が
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
様
式
は
人
麻
呂
挽
歌
に
も
指
摘
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
①
突

て
言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
知
ら
に
」
（
２
１
二
○
七
・
泣
血
哀
働
歌
）
な

恋
ふ
れ
ど
も
逢
ふ
因
を
無
み
大
鳥
の
羽
易
の
山
に
わ
が
恋
ふ
る
妹
は
い
ま

す
と
人
の
言
へ
ば
…
」
（
２
１
二
一
○
・
泣
血
哀
働
歌
）
な
ど
に
は
、
死

者
が
死
者
の
世
界
に
移
行
す
る
境
界
の
地
名
（
場
所
）
が
詠
み
込
ま
れ
て

い
る
。
居
駒
は
、
こ
れ
ら
は
大
御
葬
歌
な
ど
の
葬
歌
の
表
現
を
継
承
し
た

も
の
で
、
「
死
者
を
追
い
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
死
者
が
他
界
に
去
っ
た
こ

と
を
う
た
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
死
者
を
鎮
魂
す
る
歌
」
で
あ
り
、
「
万

葉
挽
歌
は
死
の
嘆
き
を
観
念
化
し
た
り
抽
象
化
し
た
り
し
て
表
現
す
る
哀

傷
挽
歌
へ
の
道
を
志
向
す
る
一
方
で
、
死
者
儀
礼
に
お
け
る
葬
歌
の
表
現

を
抜
き
が
た
く
抱
え
込
ん
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。（７）

こ
の
抱
え
込
み
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
工
藤
隆
は
中
国
少
数
民
族
ハ
ニ

族
や
ヌ
ー
族
の
葬
歌
（
地
名
を
列
挙
す
る
こ
と
で
死
者
を
死
者
の
世
界
に

所
属
さ
せ
る
歌
。
イ
族
の
そ
れ
と
共
通
す
る
。
）
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
「
浅

小
竹
原
腰
な
づ
む
空
は
行
か
ず
足
よ
行
く
な
」
と
い
う
大
御
葬
歌
の
表
現

は
、
ヌ
ー
族
葬
歌
の
「
私
の
足
は
折
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
私
は
送
っ

て
行
け
ま
せ
ん
。
ど
う
か
一
人
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
」
の
よ
う
に
、
本
来

は
死
霊
を
恐
れ
忌
避
す
る
別
れ
の
口
実
の
表
現
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
「
そ

の
后
ま
た
御
子
等
、
そ
の
小
竹
の
苅
杙
に
、
足
腓
り
破
れ
ど
も
、
そ
の
痛

き
を
忘
れ
て
追
ひ
た
ま
ひ
き
」
と
い
う
地
の
文
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
亡
き
夫
や
父
を
哀
惜
す
る
歌
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
の
だ
と
述

べ
て
い
る
。
工
藤
は
こ
の
解
釈
の
変
化
を
、
〈
古
代
の
古
代
〉
の
表
現
（
死

者
を
忌
避
す
る
表
現
）
が
、
律
令
後
の
〈
古
代
の
近
代
〉
の
表
現
（
死
者

道
の
川
瀬
の
道
を
見
れ
ば
さ
ぶ
し
も
」
（
２
１
二
一
八
・
吉
備
津
采
女
挽

歌
）
、
「
敷
拷
の
袖
か
へ
し
君
玉
垂
の
越
野
過
ぎ
ゆ
く
ま
た
も
逢
は
め
や
も
」

（
２
１
一
九
五
・
河
島
皇
子
挽
歌
）
、
「
か
ぎ
ろ
ひ
の
燃
ゆ
る
荒
野
に
白
拷

の
天
領
巾
隠
り
烏
じ
も
の
朝
立
ち
い
ま
し
て
入
日
な
す
隠
り
に
し
か
ば
：
．
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ジエンダー
性原理を超越する同性間の共感

を
哀
惜
す
る
表
現
）
に
取
り
込
ま
れ
た
結
果
生
じ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

（８）

ま
た
岡
部
隆
志
は
、
泣
血
哀
働
歌
の
地
名
が
、
死
者
か
ら
離
れ
て
い
く

葬
歌
の
表
現
と
は
異
な
り
、
逆
に
死
者
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
形
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
薄
葬
令
に
よ
っ
て
死
が
合
理
化
さ
れ
、

葬
送
儀
礼
か
ら
死
者
の
匂
い
が
消
し
去
ら
れ
た
（
身
体
性
が
回
収
さ
れ
た
）

状
況
で
死
を
悲
し
む
歌
を
歌
う
た
め
に
、
人
麻
呂
は
死
者
と
の
距
離
を
縮

め
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
葬
歌
と
は
逆
の
形
で
地
名
が
歌
わ
れ
る

の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

居
駒
が
、
「
死
者
を
鎮
魂
す
る
歌
」
が
「
死
の
嘆
き
を
観
念
化
し
た
り

抽
象
化
し
た
り
」
し
た
「
哀
傷
挽
歌
」
に
抱
え
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
す
る
、

そ
の
抱
え
込
み
の
あ
り
よ
う
が
、
「
死
霊
を
恐
れ
忌
避
す
る
別
れ
の
口
実
」

が
〈
古
代
の
近
代
〉
に
お
い
て
死
者
を
「
哀
惜
す
る
歌
」
に
読
み
換
え
ら

れ
（
工
藤
）
、
あ
る
い
は
「
死
者
か
ら
離
れ
て
い
く
葬
歌
」
が
律
令
制
下

で
死
が
合
理
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
死
を
悲
し
む
歌
」
へ
逆
転
さ
れ

て
ゆ
く
過
程
と
し
て
分
析
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

ジ
エ
ン
ダ
ー

こ
の
抱
…
込
み
の
あ
り
よ
う
を
、
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
死
の
文
学
の
飛

躍
と
し
て
捉
え
て
み
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
論
見
で
あ
る
の
だ
が
、
と
り

あ
え
ず
こ
こ
で
確
認
で
き
る
の
は
、
人
麻
呂
挽
歌
は
、
死
の
悲
し
み
を
男
女

ジ
エ
ン
ダ
ー

の
性
原
理
の
対
立
と
克
服
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
回
復
す
る
と
い
う
村
落

ジ
エ
ン
ダ
ー

の
葬
送
儀
礼
の
あ
り
方
に
則
っ
た
表
現
と
は
異
な
る
地
平
、
つ
ま
り
性
原
理

に
規
制
さ
れ
た
表
現
を
超
越
し
た
地
平
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ジ
エ
ン
ダ
ー

性
原
理
を
超
越
す
る
同
性
間
の
共
感

ジ
エ
ン
ダ
ー

と
こ
ろ
で
、
イ
族
で
も
そ
う
だ
が
、
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
突
き
歌
や

葬
歌
は
、
共
同
体
の
葬
送
儀
礼
で
の
み
歌
う
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ
の
空
間

以
外
で
歌
う
こ
と
は
、
極
度
に
忌
避
さ
れ
て
い
る
。
（９）

イ
族
に
隣
接
し
て
暮
ら
す
少
数
民
族
モ
ソ
人
の
葬
儀
も
イ
族
と
同
じ
よ

ジ
エ
ン
ダ
ー

う
に
男
女
の
性
原
理
の
対
立
と
克
服
の
演
技
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。

葬
送
の
歌
や
突
き
歌
を
葬
儀
以
外
の
空
間
で
歌
う
こ
と
は
タ
ブ
ー
な
の
で

あ
る
が
、
彼
ら
に
は
そ
う
い
う
死
の
歌
と
は
異
な
る
別
の
死
の
歌
が
あ
る
。

同
性
間
の
歌
掛
け
の
場
で
歌
わ
れ
る
死
者
を
偲
ぶ
歌
で
あ
る
。

ま
ず
、
モ
ソ
人
の
同
性
間
の
歌
掛
け
に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
・
モ
ソ
人
の
歌
掛
け
に
は
大
き
く
見
れ
ば
男
女
問
で
の
歌
掛
け
と
、

同
性
間
で
の
歌
掛
け
と
が
あ
る
。
男
女
問
で
の
歌
掛
け
は
、
互
い
に
悪
口

歌
を
掛
け
合
う
こ
と
を
中
心
と
し
、
同
性
間
で
の
歌
掛
け
で
は
、
そ
の
場

に
不
在
の
異
性
や
亡
く
な
っ
た
母
な
ど
を
偲
ぶ
歌
が
歌
わ
れ
る
。

男
女
問
で
の
歌
掛
け
は
、
例
え
ば
、

の
よ
う
に
、
相
手
を
既
し
自
己
を
自
慢
す
る
歌
が
続
き
、
最
終
的
に
は
男

女
は
別
々
の
存
在
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
き
つ
く
。
モ
ソ
社
会
は
妻

問
い
社
会
で
あ
り
、
男
女
の
別
れ
が
頻
繁
に
起
こ
る
が
、
男
女
間
の
歌
掛

け
は
そ
う
い
う
局
面
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
同
性
間
の
歌
掛
け
で
は
、

（
男
）
木
に
未
練
は
な
い
が
、
そ
の
葉
に
は
未
練
が
残
る
、
ち
ょ
っ

と
木
の
下
で
涼
ん
だ
だ
け
だ
。
（
あ
な
た
と
は
遊
び
）
［
ジ
ャ
シ
・
ス

（旧）

ガ肥］
（
女
）
わ
た
し
は
と
て
も
若
い
の
に
、
木
に
実
が
な
る
の
は
早
か
っ
た
。

（
あ
な
た
の
せ
い
で
も
う
子
持
ち
）
［
ジ
ャ
シ
・
ス
ガ
Ⅳ
］
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の
よ
う
に
、
不
在
の
恋
人
（
ア
ド
ゥ
）
を
偲
ぶ
歌
が
歌
わ
れ
、
仲
間
内
で

ジ
エ
ン
ダ
ー

そ
の
気
持
ち
に
共
感
し
て
い
く
。
男
女
間
の
歌
掛
け
が
性
原
理
の
対
立
に

則
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
（
妻
問
い
）
を
維
持
す
る
の
に
対
し
て
、

ジ
エ
ン
ダ
ー

同
性
間
の
歌
掛
け
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
性
原
理
に
則
っ
て
の
対
立
が

成
り
立
た
な
い
ゆ
え
、
似
た
よ
う
な
不
安
や
悲
し
み
を
、
同
性
間
で
共
感

し
あ
っ
て
慰
め
合
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
同
性
間
の
歌
掛
け
に
お
い
て
、
死
者
を
偲
ぶ
歌
が
歌
わ
れ
る
。

女
性
間
の
歌
掛
け
（
［
リ
ジ
ャ
ズ
別
・
師
］
）
に
お
い
て
も
、
男
性
間
の

（
女
）
私
を
育
て
た
母
が
こ
の
世
に
い
た
こ
ろ
は
、
ま
る
で
美
し
い

花
が
門
の
前
に
咲
い
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
［
リ
ジ
ャ
ズ
別
］

（
女
）
母
が
い
な
い
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
、
こ
れ
か
ら
は
人
生

が
自
分
の
母
だ
。
［
リ
ジ
ャ
ズ
印
］

（
男
）
母
さ
ん
の
い
な
い
こ
の
私
だ
が
、
誰
も
苦
し
い
生
活
は
送
っ

て
い
な
い
。
［
ダ
シ
・
ル
ゾ
別
］

（
男
）
ど
う
か
母
さ
ん
が
い
な
い
と
言
わ
な
い
で
く
れ
、
私
た
ち
は

同
年
齢
（
の
友
達
）
で
は
な
い
か
。
［
ダ
シ
・
ル
ゾ
妬
］

（
女
）
夕
べ
夢
で
ア
ド
ゥ
を
見
た
、
今
朝
起
き
る
と
（
ア
ド
ゥ
は
）

い
な
い
。
（
ア
ド
ゥ
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
が
、
ア
ド
ゥ
は
通
い
に

来ない。）［リジャズ断］

（
女
）
夕
べ
夢
で
ア
ド
ゥ
を
見
た
、
今
朝
（
自
分
が
）
杉
林
に
寝
て

い
る
（
の
に
気
づ
い
た
）
。
（
夢
で
ア
ド
ゥ
を
見
た
が
、
目
が
覚
め
た

ら
遠
く
の
野
外
に
寝
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
。
）
［
リ
ジ
ャ
ズ
剛
］

村
落
社
会
に
は
二
様
の
死
の
歌
が
存
在
し
た
。
葬
儀
は
、
特
定
の
死
者

の
死
を
悲
し
み
つ
つ
死
者
を
遠
ざ
け
る
空
間
で
あ
り
、
そ
れ
は
男
女
の

ジ
エ
ン
ダ
ー

性
原
理
の
対
立
と
克
服
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、
世
界
の
半

ジ
エ
ン
ダ
ー

分
し
か
覆
え
な
い
同
性
間
の
歌
掛
け
に
お
い
て
は
、
性
原
理
を
超
越
し
た

普
遍
的
な
死
の
悲
し
み
が
歌
わ
れ
て
い
た
。

ジ
エ
ン
ダ
ー

人
麻
呂
が
性
原
理
を
超
越
し
た
新
た
な
挽
歌
を
創
作
し
た
の
は
、
大
化

薄
葬
令
が
制
定
さ
れ
、
そ
の
一
方
で
蹟
宮
儀
礼
が
確
立
す
る
な
ど
、
死
の

儀
礼
、
そ
し
て
死
の
認
識
が
大
き
く
変
質
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
死
が
変
質
す
る
な
か
で
、
人
麻
呂
は
、
死
者
を
遠
ざ
け
る

男
性
原
理
の
表
現
と
、
死
を
悲
し
む
女
性
原
理
の
表
現
を
と
も
に
取
り
込

ジ
エ
ン
ダ
-

ん
で
、
性
原
理
を
超
越
し
た
新
た
な
挽
歌
を
創
作
し
た
の
だ
が
、
大
事
な

歌
掛
け
（
［
ダ
シ
・
ル
ゾ
別
・
妬
］
）
に
お
い
て
も
、
亡
く
な
っ
た
母
を
悲

し
む
歌
に
対
し
て
、
同
性
の
友
達
が
共
感
し
、
慰
め
て
い
る
。
同
性
間
の

歌
掛
け
空
間
で
死
者
を
偲
ぶ
歌
が
可
能
に
な
る
の
は
、
こ
の
空
間
が

ジ
エ
ン
ダ
！

●

●

●

●

性
原
理
に
則
っ
て
秩
序
を
維
持
す
べ
き
男
女
間
の
歌
掛
け
空
間
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
同
性
間
の
歌
掛
け
空
間
は
、
そ
も
そ
も
世
界
の
半
分
し
か

覆
え
な
い
か
ら
、
な
ん
ら
問
題
を
解
決
し
な
い
。
単
に
同
性
間
で
共
感
し

慰
め
合
う
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
死
者
を
偲
ぶ
歌
は
、
葬

儀
の
空
間
に
縛
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
中
で
の
共

感
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
特
定
の
死
者
か
ら
解
放
さ
れ
た
普

遍
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
同
性
間
の
歌
掛
け
空
間
に
お
い
て
こ
そ
、

ジ
エ
ン
ダ
ー

性
原
理
を
超
越
し
た
普
遍
的
な
死
の
悲
し
み
が
歌
わ
れ
え
た
の
で
あ
っ

た。

同
性
間
の
共
感
に
立
脚
す
る
人
麻
呂
挽
歌

-２８-



ジエンダー
性原理を超越する同性間の共感

の
は
、
そ
れ
が
葬
儀
の
延
長
線
上
で
、
つ
ま
り
儀
礼
の
言
葉
と
し
て
、
一

方
の
原
理
が
他
方
の
原
理
を
抱
え
込
む
か
た
ち
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
。

律
令
国
家
の
成
立
に
よ
っ
て
、
村
落
社
会
の
死
の
儀
礼
と
と
も
に
形
成
さ

れ
て
い
た
男
性
原
理
の
表
現
も
女
性
原
理
の
表
現
も
と
も
に
宙
に
浮
い
た
の

だ
ろ
う
。
葬
儀
は
、
新
た
な
律
令
的
な
死
の
認
識
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
、
男
性
に
よ
る
諌
や
発
哀
の
言
葉
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
状
況
下
で
い
か
に
死
を
歌
う
か
。
人
麻
呂
は
宙
に
浮
い
て
い
る

男
性
原
理
と
女
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
表
現
の
型
を
用
い
つ
つ
、
特
定
の

死
者
か
ら
解
放
さ
れ
た
普
遍
的
な
死
の
悲
し
み
を
表
現
す
る
死
の
歌
を
創

り
出
し
た
。
そ
れ
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
人
麻
呂
挽
歌
が
儀
礼
的
に
死

を
克
服
す
る
歌
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
世
界
の
半
分
し
か
覆
え
な
い
同
性

間
の
歌
掛
け
に
根
ざ
し
た
死
者
を
偲
ぶ
歌
の
延
長
線
上
に
あ
っ
た
か
ら
で

ジ
エ
ン
ダ
ー

は
な
か
ろ
う
か
。
同
性
間
の
共
感
が
性
原
理
に
規
制
さ
れ
た
死
の
歌
を
、

普
遍
的
な
悲
し
み
の
表
現
へ
と
飛
躍
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

注
（
１
）
西
郷
信
綱
『
増
補
詩
の
発
生
」
（
未
来
社
．
一
九
六
四
）
に
よ
っ

た
が
、
「
柿
本
人
麿
」
の
初
出
は
一
九
五
八
年
で
あ
る
。

（
２
）
ト
ム
ソ
ン
・
池
田
薫
訳
『
ギ
リ
シ
ャ
古
代
社
会
研
究
』
、
マ
リ
ノ

ウスキー・泉他訳『未開人の性生活」、函・富．ｇＱｚ・穴．ｇ呂三烏

導
ｎ
Ｑ
ｇ
這
尋
具
自
尽
ミ
ミ
愚
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。

イ

（
３
）
中
国
雲
南
省
寧
演
舞
族
自
治
県
新
営
盤
郷
毛
家
村
の
ア
ス
家
で
執

り
行
わ
れ
た
葬
儀
。
一
九
九
九
年
八
月
八
日
か
ら
十
二
日
に
か
け
て
、

喪
主
で
あ
る
ア
ス
Ⅱ
ウ
リ
の
母
（
ア
ス
Ⅱ
ガ
ガ
、
八
月
六
日
逝
去
、

七
十
歳
）
が
亡
く
な
り
蹟
を
行
な
っ
て
い
る
問
に
、
父
（
ア
ス
Ⅱ
ウ

ガ
、
八
月
九
日
逝
去
、
七
十
二
歳
）
が
亡
く
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

二
人
の
蹟
か
ら
火
葬
に
至
る
一
連
の
儀
礼
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い

たもの。

（
４
）
遠
藤
『
古
代
の
歌
ｌ
ア
ジ
ア
の
歌
世
界
と
古
代
日
本
文
学
」
（
瑞

木
書
房
・
二
○
○
九
）

（
５
）
注
（
４
）
書
所
収
の
遠
藤
作
成
の
資
料
名
。
以
下
の
［
突
き
歌

２
］
［
モ
フ
ァ
］
も
同
じ
。

（
６
）
居
駒
永
幸
『
古
代
の
歌
と
叙
事
文
芸
史
」
（
笠
間
書
院
・
二
○
○
三
）

（
７
）
工
藤
隆
『
中
国
少
数
民
族
と
日
本
文
化
ｌ
古
代
文
学
の
古
層
を
探

る
』
（
勉
誠
出
版
・
二
○
○
二
）
、
『
古
事
記
の
起
源
新
し
い
古
代

像
を
も
と
め
て
』
（
中
公
新
書
・
二
○
○
六
）

（
８
）
岡
部
隆
志
『
言
葉
の
重
力
』
（
洋
々
社
．
一
九
九
九
）

（
９
）
モ
ソ
人
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
軍
ソ
人
母
系
社
会
の
歌
世
界
調
査

記
録
』
（
大
修
館
書
店
・
二
○
○
三
）
を
参
照
願
い
た
い
。

（
岨
）
注
（
９
）
書
所
収
の
遠
藤
作
成
の
資
料
名
。
以
下
の
［
リ
ジ
ャ
ズ
］

［
ダ
シ
・
ル
ゾ
］
も
同
じ
。

-２９-


