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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
／
口
承
研
究
と
女
性

昔
話
研
究
と
女
性
―
ド
イ
ツ
―

間 

宮
　
史 

子
　

　

こ
の
報
告
で
は
主
に
、
ド
イ
ツ
の
昔
話
と
昔
話
研
究
に
お
け
る
女
性
に

つ
い
て
扱
う
。
そ
の
際
、「
女
性
」
の
み
に
焦
点
を
絞
る
の
で
は
な
く
、
昔

話
や
昔
話
研
究
を
「
男
性
／
女
性
」
と
い
う
性
別
の
観
点
か
ら
み
る
意
義

を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
。ド
イ
ツ
を
は
じ
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
場
合
を
報
告
す
る
こ
と
で
、「
口
承
研
究
と
女
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
を

考
え
る
手
が
か
り
の
ひ
と
つ
を
示
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
俗
学
に
お
け
る
女
性
研
究

　

ド
イ
ツ
民
俗
学
に
お
い
て
、
女
性
研
究
と
い
う
テ
ー
マ
は
一
九
七
〇
年

代
以
降
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
女
性
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
、
そ

れ
ま
で
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
女
性
の
生
活
の
し
か
た
を
見
い
だ
す
こ
と
、

男
性
の
視
点
が
支
配
的
で
あ
る
学
問
の
状
況
を
批
判
す
る
こ
と
、
こ
れ
ら

が
原
動
力
と
な
り
、
ド
イ
ツ
民
俗
学
会
内
に
女
性
研
究
委
員
会
が
設
立
さ

れ
た
の
は
一
九
八
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
を
通
し

て
、
女
性
研
究
は
さ
ら
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
へ
発
展
し
て
い
く
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
研
究
で
は
、
女
性
は
切
り
離
さ
れ
孤
立
し
た
他
者
と
し
て
で
は
な
く
、

男
性
と
の
関
係
で
と
ら
え
な
お
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
女
性

研
究
の
発
展
と
あ
い
ま
っ
て
、
口
承
文
芸
研
究
に
お
け
る
女
性
研
究
、
つ

ま
り
、
口
承
文
芸
に
お
け
る
女
性
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
や
女
性
像
が
研
究

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
や
は
り
七
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
か
ら
の

こ
と
で
あ
る
（
１
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
女
性
の
語
り
手
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
普
及

　

ハ
ン
ス
＝
イ
ェ
ル
ク
・
ウ
タ
ー
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拡
が
っ
た
メ
ル
ヒ
ェ

ン
の
流
行
に
と
っ
て
、
特
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
、
ペ
ロ
ー

の
『
過
ぎ
し
昔
の
物
語
な
ら
び
に
教
訓
』
が
あ
」
る
と
し
、
そ
の
表
題
紙

に
描
か
れ
た
、
乳
母
と
そ
の
「
が
ち
ょ
う
お
ば
さ
ん
の
話
」
に
耳
を
傾
け

る
三
人
の
子
ど
も
の
絵
に
触
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
こ
こ
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
語
る
こ
と
は
乳
母
な
ど
の
使
用
人
の
す
る
こ
と
で
」、「
注

意
深
く
耳
を
傾
け
る
子
ど
も
た
ち
に
囲
ま
れ
た
ひ
と
り
の
女
性
の
語
り

手
、
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
場
面
が
、
そ
れ
に
続
く
時
代
に
お
い
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
好
ま
れ
る
絵
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
発
展
し
」、「
女
性
の
語
り
手
は

後
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
一
般
義
務
教
育
と
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ

た
識
字
教
育
の
導
入
に
よ
っ
て
、
読
み
聞
か
せ
を
す
る
女
性
に
と
っ
て
か

わ
ら
れ
」
た
、
と
述
べ
て
い
る
（
２
）。

　
「
女
性
の
語
り
手
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
拡
が
る
の
に
は
、

グ
リ
ム
童
話
も
一
役
買
っ
た
。
グ
リ
ム
兄
弟
が
昔
話
を
聞
き
書
き
し
た
当

初
の
語
り
手
が
、
都
市
の
上
流
市
民
階
級
の
若
い
女
性
た
ち
で
あ
っ
た
こ

と
は
知
ら
れ
て
い
る
。『
グ
リ
ム
童
話
集
』初
版
第
一
巻
の
刊
行（
一
八
一
二
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年
）
後
、
グ
リ
ム
兄
弟
は
ド
ロ
テ
ー
ア
・
フ
ィ
ー
マ
ン
と
い
う
当
時
五
十

代
後
半
の
女
性
に
出
会
い
、
四
十
話
以
上
を
聞
き
書
き
し
た
。
初
版
第
二

巻
（
一
八
一
五
年
）
に
は
、
そ
の
フ
ィ
ー
マ
ン
夫
人
の
語
っ
た
十
五
話
を

お
さ
め
、
序
文
で
彼
女
に
つ
い
て
名
前
を
あ
げ
て
言
及
し
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
、
多
少
の
変
更
を
伴
っ
て
、
第
二
版
（
一
八
一
九
年
）
以
降
の

序
文
に
も
保
た
れ
て
い
る
。

（
前
略
）
カ
ッ
セ
ル
近
郊
の
ニ
ー
ダ
ー
ツ
ヴ
ェ
ー
ル
ン
村
で
、
ひ
と
り

の
お
百
姓
の
お
か
み
さ
ん
を
知
っ
た
こ
と
で
し
た
。
こ
の
人
が
、
第

二
巻
の
ほ
と
ん
ど
の
美
し
い
メ
ル
ヒ
ェ
ン
を
語
っ
て
く
れ
た
の
で
す
。

フ
ィ
ー
マ
ン
お
ば
さ
ん
は
、
ま
だ
か
く
し
ゃ
く
と
し
て
い
て
、
五
十
歳

を
そ
う
多
く
は
こ
え
て
い
な
い
人
で
し
た
。
そ
の
顔
だ
ち
に
は
、
な
ん

と
な
く
し
っ
か
り
し
た
、
も
の
わ
か
り
の
い
い
、
楽
し
い
感
じ
が
あ

り
、
大
き
な
目
は
、
明
る
く
、
す
る
ど
く
光
っ
て
い
ま
し
た
。（
中
略
）

フ
ィ
ー
マ
ン
お
ば
さ
ん
の
語
り
か
た
は
ゆ
っ
く
り
し
て
い
て
、
た
し
か

で
、
と
て
も
生
き
い
き
し
て
い
て
、
自
分
自
身
で
、
そ
れ
に
よ
ろ
こ
び

を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
し
た
。
は
じ
め
は
ま
っ
た
く
自
由
に
語
る
の
で

す
が
、
も
う
一
度
と
せ
が
ま
れ
る
と
、
も
う
一
度
ゆ
っ
く
り
語
っ
て
く

れ
る
の
で
、
す
こ
し
な
れ
る
と
、
書
き
と
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。（
中

略
）
フ
ィ
ー
マ
ン
お
ば
さ
ん
が
、
お
話
を
正
確
に
語
り
、
話
を
ま
ち
が

え
な
い
よ
う
に
と
強
く
心
が
け
て
い
る
の
を
一
度
き
く
べ
き
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。
彼
女
は
、
く
り
か
え
し
て
語
る
と
き
に
も
、
話
の
な
か
の
な

に
か
を
か
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
け
っ
し
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ

し
て
、
な
に
か
ま
ち
が
い
に
気
づ
く
と
、
話
の
さ
い
ち
ゅ
う
で
も
、
す

ぐ
に
自
分
で
な
お
し
ま
し
た
（
３
）。

　

こ
こ
に
は
、
グ
リ
ム
が
語
り
手
と
し
て
フ
ィ
ー
マ
ン
夫
人
の
な
に
を
評

価
し
て
い
た
か
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。
リ
ン
ダ
・
デ
ー
ク
は
、
グ
リ
ム
に

よ
る
フ
ィ
ー
マ
ン
夫
人
の
こ
の
描
写
が
、
子
ど
も
の
「
語
り
婆
」
に
ふ
さ

わ
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
そ
れ
が
後

に
続
く
昔
話
集
の
お
手
本
と
な
り
、「
女
性
の
語
り
手
」
の
イ
メ
ー
ジ
が

定
着
し
て
い
く
の
に
寄
与
し
た
と
し
て
い
る
（
４
）。

　

デ
ー
ク
は
、
伝
統
的
な
語
り
の
二
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
、
女
性
が
子
ど

も
に
聞
か
せ
る
語
り
と
、
年
寄
り
の
農
民
が
そ
の
土
地
の
人
々
に
聞
か
せ

る
語
り
を
あ
げ
て
い
る
。
前
者
は
都
市
の
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
あ
る
い

は
娯
楽
の
素
材
と
な
り
、
い
わ
ば
伝
統
的
な
口
承
話
で
あ
る
後
者
は
、
教

養
層
に
は
興
味
を
も
た
れ
な
く
な
っ
て
農
村
に
そ
の
伝
承
基
盤
を
見
つ
け

る
が
、
そ
の
両
者
が
融
合
す
る
の
が
『
グ
リ
ム
童
話
集
』
で
あ
る
と
い
う
。

グ
リ
ム
に
高
く
評
価
さ
れ
、「
お
百
姓
の
お
か
み
さ
ん
」
と
さ
れ
た
フ
ィ
ー

マ
ン
夫
人
が
、
実
は
仕
立
て
屋
の
夫
人
で
フ
ラ
ン
ス
系
移
民
の
子
孫
で

あ
っ
た
こ
と
は
、
ハ
イ
ン
ツ
・
レ
レ
ケ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

が
、『
グ
リ
ム
童
話
集
』
第
二
版
序
文
の
フ
ィ
ー
マ
ン
夫
人
に
つ
い
て
の

言
及
は
、
語
り
手
と
そ
の
話
が
特
徴
づ
け
ら
れ
た
最
初
と
見
な
さ
れ
る
と

い
う
（
５
）。
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昔
話
と
昔
話
研
究
に
お
け
る
女
性

　
『
昔
話
百
科
事
典
』
に
「
女
性
（Frau

）」
と
そ
れ
に
関
連
す
る
項
目
が

掲
載
さ
れ
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
今
か
ら
二
十
年
前
の
一
九
八
七
年
で
あ
る
。

「
女
性
（
６
）」

を
執
筆
し
た
エ
ル
フ
リ
ー
デ
・
モ
ー
ザ
ー
＝
ラ
ー
ト
は
、
ま
ず

「
こ
の
テ
ー
マ
へ
の
関
心
は
比
較
的
新
し
」
く
、
民
俗
学
的
な
口
承
文
芸

研
究
で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
口
承
文
芸
に
お
け
る
女
性
像
に
つ
い
て
の
ま

と
ま
っ
た
研
究
は
ま
だ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
女
性
研
究
者
の

増
加
に
伴
っ
て
女
性
の
テ
ー
マ
が
増
え
た
こ
と
、
女
性
に
よ
っ
て
準
備
・

計
画
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
研
究
大
会
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
触
れ
、
そ
の

成
果
の
一
例
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
メ
ル
ヒ
ェ
ン
協
会
の
『
昔
話
に
お
け

る
女
性
』
を
あ
げ
て
い
る
。

　

昔
話
を
始
め
と
す
る
口
承
文
芸
に
登
場
す
る
女
性
の
タ
イ
プ
に
つ
い

て
、
モ
ー
ザ
ー
＝
ラ
ー
ト
は
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
記
述
し
て
い
る
。

・
肯
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
女
性
の
役
割
―
①
受
け
身
の
美
女
、
②
罪
な

く
誹
謗
／
迫
害
さ
れ
る
女
性
、
③
積
極
的
な
女
主
人
公
、
④
賢
い
女
性
、

⑤
母
性
、
⑥
家
庭
的
で
あ
る
こ
と

・
女
性
の
否
定
的
な
特
徴
―
①
女
性
蔑
視
の
起
源
、②
意
地
悪
、③
支
配
欲
、

④
虚
栄
心
、
好
奇
心
、
冗
舌
、
⑤
好
色

　

多
様
な
女
性
像
が
認
め
ら
れ
る
が
、
と
り
わ
け
、
女
性
の
特
性
や
行
動

様
式
が
男
性
的
な
社
会
秩
序
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
役
割
分
担
と
一
致
す

る
と
き
、
そ
れ
は
必
ず
肯
定
的
に
強
調
さ
れ
る
と
い
う
。
女
性
の
美
し
さ

は
、
男
性
の
願
望
に
添
っ
て
い
る
し
、
女
性
が
賢
さ
や
積
極
性
を
発
揮
す

る
場
合
、そ
れ
は
男
性
に
有
利
な
結
果
と
な
る
。
女
性
の
貞
節
、適
応
能
力
、

忍
耐
、
献
身
、
家
事
能
力
は
明
ら
か
に
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
価
値
や
規
範
は
、
百
五
十
年
程
前
ま
で
は
女
性
自
身
に
も
疑
問
視
さ

れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、語
り
手
、調
査
者
、再
話
者
や
編
集
者
の
性
別
が
、

女
性
像
と
い
う
も
の
を
ど
の
程
度
ま
で
変
え
て
き
た
の
か
と
い
う
検
討
は

始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

グ
リ
ム
童
話
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
昔
話
に
お
け
る
女
性
像
の
研
究
は
、

一
九
八
〇
年
代
以
降
目
だ
つ
よ
う
に
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
か
ら
研
究

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
７
）。

ま
た
、
女
性
像
を
テ
ー
マ
に
し
た
昔
話
集
も
編

集
さ
れ
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
「
女
話
（Frauenm

ärchen （
８
））」

と
い
う
術
語
は
、
デ
ー
ク
に
よ
る
と
、

紡
ぎ
部
屋
で
女
た
ち
が
語
る
話
を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
と
し
て
一
九
三
五
年

に
初
出
し
た
。
い
つ
の
時
代
で
も
、
語
り
は
女
性
の
す
る
こ
と
と
特
徴
づ

け
ら
れ
て
き
た
。
女
性
は
、
家
庭
に
お
け
る
そ
の
役
割
に
ふ
さ
わ
し
く
、

子
ど
も
や
娘
や
女
の
仕
事
仲
間
を
話
で
も
っ
て
諭
す
素
質
を
も
っ
て
い
る

と
い
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
集
は
し
か
し
、
女
性
の
語
り
手
に
劣
ら
ず
、

多
く
の
男
性
の
語
り
手
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。
男
性
の
語
り
手
は
、

男
女
入
り
混
じ
っ
た
聴
衆
に
、
あ
る
い
は
、
も
っ
ぱ
ら
仕
事
の
場
や
余
暇

に
大
人
の
男
性
に
対
し
て
語
る
。
伝
統
的
な
昔
話
伝
承
地
域
で
の
調
査
報

告
に
よ
れ
ば
、
語
り
は
男
性
の
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

女
話
の
概
念
は
、
特
徴
的
な
女
性
の
語
り
手
の
役
割
と
は
な
に
か
、
ま
た
、

女
性
が
女
性
の
聞
き
手
に
特
化
し
た
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
も
つ
の
か
、
と
い

う
二
つ
の
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
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女
性
の
語
り
手
の
役
割
に
つ
い
て
。
古
代
よ
り
女
性
は
生
来
の
語
り
手

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
乳
母
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
（
＝
た
わ
い
の
な
い

作
り
話
）」「
老
婆
の
作
り
話
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
、女
話
は
、

家
庭
生
活
の
な
か
で
乳
母
や
お
手
伝
い
が
子
ど
も
の
楽
し
み
や
し
つ
け
に

用
い
た
も
の
で
、
単
純
で
、
ば
か
げ
て
い
て
、
た
わ
い
の
な
い
も
の
と
み

な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
十
七
～
十
九
世
紀
に
ど
う
変
遷
す
る
か
に
つ

い
て
は
、
前
項
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
女
性
の
語
り
手
」
の
イ
メ
ー

ジ
の
普
及
）
と
重
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
。
デ
ー
ク
は
、
現

代
の
、
本
か
ら
話
を
覚
え
て
語
る
語
り
手
に
つ
い
て
も
触
れ
、
ド
イ
ツ
や

フ
ラ
ン
ス
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
「
現
代
の
語
り
手
」
は
、
女
性
が
優
勢

で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
語
り
手
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー

を
み
る
と
、
女
性
が
昔
話
や
お
化
け
の
話
を
好
ん
で
語
る
の
に
対
し
、
男

性
は
小
話
や
実
生
活
に
根
ざ
し
た
体
験
話
を
好
ん
で
語
る
と
し
て
い
る
。

　

女
性
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
つ
い
て
。
女
性
が
女
性
に
語
る
話
に
つ
い
て

は
、
い
く
つ
か
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
と
す
る
。
女
話
と
し
て
あ
げ
ら
れ

て
い
る
の
は
、
伝
統
的
な
地
方
社
会
に
お
け
る
、
ａ
女
主
人
公
が
活
躍
す

る
魔
法
昔
話
お
よ
び
現
実
的
昔
話
、
ｂ
若
い
女
性
の
教
育
の
た
め
に
適
し

た
笑
話
、
そ
し
て
、
地
方
の
み
な
ら
ず
、
近
代
的
な
都
市
社
会
で
も
認
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
ｃ
自
伝
的
な
話
、
で
あ
る
。
過
去
百
年
間
に
出

版
さ
れ
た
昔
話
集
に
お
い
て
、
女
主
人
公
が
活
躍
す
る
話
の
占
め
る
割
合

が
、
男
主
人
公
が
活
躍
す
る
話
よ
り
も
増
え
て
い
る
こ
と
は
、
昔
話
が
よ

り
い
っ
そ
う
女
性
指
向
の
ジ
ャ
ン
ル
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
い

う
。
一
方
、
伝
承
の
語
り
手
の
場
合
、
女
主
人
公
の
話
の
方
が
多
く
な
る

傾
向
は
み
ら
れ
な
い
と
述
べ
て
、
三
人
の
女
性
の
語
り
手
の
例
を
あ
げ
て

い
る
。彼
女
た
ち
は
、い
ず
れ
も
身
近
な
男
性
か
ら
話
を
聞
い
た
。そ
し
て
、

男
性
の
語
り
手
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
お
い
て
も
、
女
主
人
公
と
男
主
人
公

の
話
の
割
合
は
、
や
は
り
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
デ
ー
ク

は
、女
話
は
「
定
ま
ら
な
い
、時
や
場
所
に
限
定
さ
れ
て
変
わ
り
う
る
概
念
」

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

昔
話
と
昔
話
研
究
に
お
け
る
男
性

　
「
男
性
（M

ann （
９
））」

と
そ
れ
に
関
す
る
項
目
が
載
っ
た
『
昔
話
百
科
事
典
』

が
出
版
さ
れ
る
の
は
、「
女
性
」
に
関
す
る
項
目
の
十
年
後
、
一
九
九
七

年
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
に
女
性
の
役
割
や
女
性
像
が
研
究
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
後
、
八
〇
年
代
、
九
〇
年
代
に
男
ら
し
さ
や
男
性
主
人
公
の

観
点
が
扱
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
項
目
の
執
筆
者
ク
ラ
ウ
ス
・
ロ
ー

ト
は
、
話
の
ジ
ャ
ン
ル
と
語
り
手
の
性
別
の
間
に
は
関
連
が
み
ら
れ
る
と

す
る
。
愉
快
な
話
や
ほ
ら
話
に
登
場
す
る
の
は
男
性
で
、
そ
の
よ
う
な
話

は
男
性
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
笑
話
を
語
る
の
は
、
も
っ
ぱ

ら
男
性
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
性
別
に
よ
る
話
の
ジ
ャ
ン
ル

の
分
類
は
、
決
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

　

口
承
文
芸
に
お
け
る
男
性
の
役
割
と
男
性
像
の
項
で
は
、
男
性
主
人
公

の
評
価
は
、
語
り
手
や
語
り
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
み
な
ら
ず
、
文
化
的
観

点
に
も
左
右
さ
れ
る
と
述
べ
る
。
口
承
文
芸
の
多
く
の
ジ
ャ
ン
ル
で
、
主

人
公
の
大
半
が
男
性
で
あ
る
こ
と
は
、
男
性
の
役
割
と
タ
イ
プ
が
多
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
男
性
の
性
格
は
、
そ
れ
が
肯
定
的
で
あ
れ
否
定
的
で
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あ
れ
、
女
性
よ
り
極
端
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
男
性
の
役
割
を
い
く

つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
肯
定
的
／
両
面

的
／
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
役
割
に
分
け
て
記
述
し
て
い
る
。
語
り
手

あ
る
い
は
聞
き
手
と
し
て
の
男
性
に
つ
い
て
は
、
女
性
が
家
庭
内
で
語
る

こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、
男
性
は
公
共
の
場
所
で
語
る
こ
と
が
多
く
、
男

性
と
女
性
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
は
異
な
っ
て
お
り
、
昔
話
の
場
合
、
語
り
手

の
性
別
と
昔
話
の
タ
イ
プ
に
は
明
ら
か
な
一
致
が
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

レ
パ
ー
ト
リ
ー
だ
け
で
な
く
、
日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
仕
方
や
、

語
り
方
に
も
性
別
に
よ
る
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
従
来
、
調
査

者
や
研
究
者
、
再
話
者
や
編
集
者
や
出
版
者
が
ほ
ぼ
例
外
な
く
男
性
で

あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
口
承
文
芸
の
伝
承
に
い
か
に
影
響
し
た
か
と
い

う
検
討
が
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
。

　

ラ
イ
ナ
ー
・
ヴ
ェ
ー
ゼ
に
よ
る
と
、「
男
話
（M

ännerm
ärchen

）
（（
（

）」
は

「
女
話
」
に
対
す
る
概
念
で
、
男
性
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
男
性
の
た
め
に

語
ら
れ
る
話
の
こ
と
を
意
味
す
る
。「
女
話
」
と
同
様
、
時
や
場
所
に
よ
っ

て
変
わ
り
う
る
概
念
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ー
ゼ
は
、
昔
話
が
男
性
と
女
性
の
ど

ち
ら
に
よ
り
語
ら
れ
て
き
た
か
と
問
う
な
ら
ば
、
社
会
的
、
文
化
的
、
経

済
的
な
観
点
が
疎
か
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
語
り
は

女
性
の
仕
事
と
さ
れ
て
い
た
事
実
を
顧
慮
せ
ず
に
、
二
十
世
紀
初
め
か
ら

最
近
に
至
る
ま
で
多
く
の
研
究
者
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
十
九
世
紀
ま
で

は
男
性
の
語
り
手
が
支
配
的
だ
と
い
う
考
え
を
前
提
に
し
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
ま
た
、
男
性
の
語
り
手
は
社
会
の
下
層
の
出
で
あ
る
と
い
っ
た
従

来
の
通
説
は
相
対
化
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
。
限
ら
れ
た
範
囲
の
語
り
手

か
ら
話
を
聞
く
と
い
う
調
査
者
側
の
事
情
は
資
料
集
に
反
映
す
る
の
で
、

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
め
の
昔
話
テ
ク
ス
ト
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
、
自

然
な
語
り
の
状
況
で
記
録
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
十
九
世
紀
以
降
、
男

性
の
語
り
手
が
減
少
し
た
の
は
、
都
市
化
や
技
術
化
で
伝
統
的
な
語
り
の

場
が
消
失
し
、
特
に
男
性
の
語
り
の
場
に
そ
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と

に
よ
る
。
さ
ら
に
、二
十
世
紀
後
半
に
欧
米
で
お
こ
っ
た「
現
代
の
語
り
手
」

と
し
て
の
男
性
は
、
女
性
に
比
し
て
目
だ
た
な
い
と
い
う
。

　

昔
話
の
内
容
と
話
型
に
つ
い
て
は
、
同
話
型
の
話
に
お
い
て
語
り
手
の

性
別
で
違
い
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
、
男
性
あ
る
い
は
女
性
に
特
徴
的

な
サ
ブ
タ
イ
プ
が
存
在
す
る
例
を
あ
げ
て
い
る
。
男
主
人
公
の
活
躍
す
る

昔
話
は
、
女
主
人
公
の
昔
話
よ
り
多
く
存
在
し
、
男
性
の
語
り
手
に
よ
り

多
く
語
ら
れ
る
。
男
性
の
語
り
方
に
つ
い
て
は
、
未
知
の
こ
と
が
多
い
。

伝
承
の
語
り
手
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
分
析
す
る
と
、
男
性
と
女
性
の
語
り

手
の
違
い
は
、
そ
の
テ
ー
マ
に
よ
り
も
表
現
の
し
か
た
に
あ
る
と
い
う
。

「
口
承
研
究
と
女
性
」
の
こ
れ
か
ら

　

ド
イ
ツ
の
昔
話
と
昔
話
研
究
に
お
け
る
女
性
に
つ
い
て
全
体
像
を
伝
え

る
の
は
、
も
と
よ
り
私
の
手
に
余
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
研
究
の
流
れ
に

沿
っ
て
大
ま
か
に
報
告
し
た
に
過
ぎ
な
い
。「
女
性
研
究
」
か
ら
発
展
し

た
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
」
で
は
、「
男
性
」
と
「
女
性
」
は
補
完
概
念
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
一
九
九
七
年
開
催
の
第
三
十
一
回
ド
イ
ツ
民
俗
学

会
の
大
会
記
録
『
男
性
的
、
女
性
的
）
（（
（

』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に

は
「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク　

男
性
的
、女
性
的
、人
間
的
」
や
「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
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レ
ク
ト
（
＝gender+dialect

）」
と
い
っ
た
タ
イ
ト
ル
が
見
え
る
。
口
承

研
究
の
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
ヴ
ィ
ン
カ
ー
＝
ピ
ー
フ
ォ
な
ど
が
指
摘
す

る
よ
う
に
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
、
ポ
ス
ト
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
研
究
指
向
で

あ
る
。

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
に
も
指
摘
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
こ
の
テ
ー
マ
に

は
、
複
数
の
レ
ベ
ル
が
存
在
す
る
。
話
の
内
部
の
問
題
、
話
の
伝
承
経
路

や
語
る
話
と
の
関
係
と
い
っ
た
語
り
手
の
問
題
、
語
り
の
場
や
聞
き
手
と

い
っ
た
語
り
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
問
題
、
そ
し
て
、
口
承
を
と
り
扱
う
調

査
者
や
編
集
者
、
研
究
者
や
再
話
者
や
出
版
者
の
問
題
。
日
本
の
口
承
研

究
に
お
け
る
女
性
あ
る
い
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら

調
査
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
非
常
に
多
い
。

付
記  

本
稿
は
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
第
五
三
回
例
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
口
承
研
究
と
女
性
」
に
お
い
て
報
告
し
た
も
の
を
も
と
に
加
筆
修
正

し
た
も
の
で
あ
る
。
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