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る
い
は
格
調
高
く
と
い
う
意
識
は
、
男
性
か
ら

女
性
に
対
す
る
評
価
、
あ
る
い
は
女
性
か
ら
男

性
に
対
す
る
評
価
の
一
つ
と
し
て
も
重
要
に

な
っ
て
い
っ
た
。

　

さ
て
、
文
学
で
あ
れ
ば
な
ん
で
も
手
本
（
古

筆
）
と
な
っ
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
く
、
時
代
と
と
も
に
変
遷
し
て
い
く
。

能
書
の
家
の
十
一
世
紀
の
秘
伝
書
に
「
能
書
は

物
語
を
書
く
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う
一
項
が

あ
っ
た
が
、
平
安
末
期
に
は
能
書
に
よ
る
物
語

作
品
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
随
筆
は
ど

う
か
と
い
う
と
、
こ
れ
ま
た
平
安
末
期
か
ら
鎌

倉
時
代
に
な
っ
て
よ
う
や
く
遺
品
が
残
る
。
ま

た
、
自
筆
で
は
な
い
が
日
記
文
学
で
は
、
鎌
倉

時
代
の
藤
原
定
家
に
よ
る
『
土
佐
日
記
』
の
写

本
（
図
2
）
が
現
存
す
る
。
こ
の
一
部
に
著
者

の
紀
貫
之
の
自
筆
本
の
臨
書
が
あ
り
、
鎌
倉
初

期
ま
で
貫
之
の
書
が
伝
存
し
て
い
た
こ
と
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
今
日
、
外
来
語
を
表
現
す
る
の

に
重
宝
し
て
い
る
片
仮
名
が
あ
る
が
、
こ
れ
は

漢
字
の
字
画
の
一
部
分
だ
け
を
活
用
し
た
も
の

で
、
役
所
や
南
都
六
宗
の
寺
院
の

学
僧
に
よ
っ
て
、
漢
文
を
訓
読

す
る
た
め
の
仮
名
（
振
り
仮
名
・

送
り
仮
名
）
と
し
て
考
案
さ
れ
た

の
が
始
ま
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
当
初
は
漢
籍
を
読
む
た
め
の

補
助
的
な
文
字
に
す
ぎ
な
か
っ

た
。
そ
の
後
、
平
安
中
期
以
降
は

漢
籍
を
離
れ
て
の
使
用
も
し
だ

い
に
増
加
し
、
平
安
末
期
に
は
ほ

ぼ
現
在
の
形
と
な
っ
た
。
鎌
倉
時

代
に
な
る
と
、
片
仮
名
だ
け
で

『
方
丈
記
』
を
写
し
た
本
も
よ
う

や
く
出
現
し
、
こ
の
頃
に
独
立
し

た
仮
名
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
も
注

目
し
て
お
き
た
い
。

え
ば
、こ
の『
枕
草
子
』一
五
二
段（
図
1
）の「
手

よ
く
書
き
、
歌
よ
く
よ
み
て
、
も
の
の
を
り
ご

と
に
も
ま
づ
取
り
出
で
ら
る
る
、
う
ら
や
ま

し
」（
筆
跡
が
巧
み
で
、和
歌
が
上
手
に
詠
め
て
、

何
か
あ
る
た
び
に
最
初
に
選
ば
れ
る
の
は
う
ら

や
ま
し
い
）
な
ど
、『
枕
草
子
』
に
は
筆
跡
に

関
わ
る
言
及
が
多
数
散
見
す
る
。
宮
廷
貴
族
に

と
っ
て
は
、
漢
学
の
素
養
、
音
楽
、
和
歌
な
ど

と
と
も
に
、
書
が
巧
み
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し

い
姿
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
文

字
に
対
す
る
、
美
し
く
、
早
く
、
優
美
に
、
あ

　

新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
、
日
本
の
文
字
文
化
の
豊
か
さ
を
理
解
す
る
こ
と
が
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
最
終
回
で
は
、『
枕
草
子
』
な
ど
の
随
筆
文
学

を
取
り
上
げ
、「
書
」
と
し
て
の
美
的
要
素
と
い
う
点
か
ら
解
説
し
ま
す
。

　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ

く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る

雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
。」
と
い
う
書
き

だ
し
で
知
ら
れ
る
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
は
、

兼
好
法
師
の『
徒
然
草
』、そ
し
て
鴨
長
明
の『
方

丈
記
』
と
と
も
に
、
日
本
を
代
表
す
る
随
筆
と

し
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
書
き
だ
し
を
読
む
た
び

に
、「
山
ぎ
は（
わ
）」

の
解
釈
で
あ
る
山
に
接
し
て

い
る
空
と
、「
山
の
端は

」
の
山
と
空
が
接
し
て

見
え
る
境
、
い
わ
ゆ
る
山
側
の
稜
線
の
違
い
を

し
っ
か
り
覚
え
さ
せ
ら
れ
た
学
生
時
代
の
記
憶

が
よ
み
が
え
っ
て
く
る
。

　

春
は
な
ん
と
い
っ
て
も
曙
で
あ
る
。
よ
う
や

く
空
が
白
々
と
し
て
い
き
、
し
だ
い
に
山
際
が

明
る
く
な
っ
て
、
薄
い
紫
色
に
染
ま
っ
た
雲
が

た
な
び
い
て
い
る
の
が
良
い
、
と
い
う
。
続
け

て
、
夏
は
夜
、
秋
は
夕
暮
れ
、
そ
し
て
冬
は
つ

と
め
て
（
早
朝
）
が
良
い
、
と
そ
れ
ぞ
れ
の
季

節
の
素
晴
ら
し
さ
を
、
清
少
納
言
の
感
覚
で
伝

え
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
、
宮
廷
貴
族
の
感
覚
を

代
表
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
中
国
で
は
、
詩
と
書
と
画
に
優
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
「
詩
書
画
三
絶
」
は
、
文
人

に
あ
っ
て
理
想
の
姿
で
あ
っ
た
。「
琴
棋
書
画
」

も
、
中
国
に
お
い
て
高
級
官
僚
で
文
化
人
で
あ

る
士し

大た
い
ふ夫
の
身
に
つ
け
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

そ
の
い
ず
れ
に
も
、
書
が
必
須
の
も
の
と
し
て

加
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
な
ら
で
は
の

精
神
や
考
え
方
を
も
っ
て
中
国
の
学
問
を
吸
収
、

消
化
す
る
こ
と
を
「
和
魂
漢
才
」
と
い
う
が
、

書
の
世
界
で
も
こ
の
考
え
は
当
て
は
ま
っ
て
い

る
。「
三
跡
」
に
代
表
さ
れ
る
和
様
の
書
や
漢

字
の
草
書
体
か
ら
生
ま
れ
た
「
仮
名
」
も
好
例

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
中
期

こ
ろ
ま
で
の
主
と
し
て
歌
集
を
書
写
し
た
筆
跡

を
、
今
日
で
は
「
古
筆
」
と
よ
ん
で
い
る
。
こ

れ
ら
は
身
の
回
り
に
お
い
て
鑑
賞
す
る
調
度
用

の
豪
華
な
手
本
の
こ
と
で
、
儀
式
や
行
事
な
ど

に
際
し
て
の
贈
り
物
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
男
性
で
あ
っ
て
も
、
女
性
で
あ
っ
て

も
手
習
い
、
す
な
わ
ち
書
道
を
大
切
な
教
養
の

一
つ
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
と
密
接
に
繋
が

り
が
あ
り
、
書
に
は
言
語
と
し
て
の
役
割
の
ほ

か
に
美
的
な
要
素
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い

た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
書
に
対
す
る
宮
廷
貴
族
の
姿
勢
が
多
く

の
文
学
作
品
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と

連    
載

筆
跡
で
読
む
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学
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図
2　
『
定
家
本 

土
佐
日
記
』
藤
原
定
家
に
よ
る
紀
貫
之
自
筆
本
の
臨
書

（
国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
）

図
１　
『
枕
草
子
』
一
五
二
段

（
部
分
・
国
立
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
よ
り
）


