
一
、
は
じ
め
に

　

「
か
わ
い
い（
１
）」

に
つ
い
て
、
活
発
に
議
論
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、

二
〇
数
年
が
経
過
し
て
い
る
。
宮
台
真
司
等
に
よ
る
『
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
神
話
解

体
』（
一
九
九
三
年
）
は
、
戦
前
に
「
か
わ
い
い
文
化
」
は
存
在
せ
ず
、「
か
わ
い
い
」

を
戦
後
の
若
者
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
だ
と
主
張
し
た（
２
）。

ま
た
、
増

淵
宗
一
も
、『
か
わ
い
い
症
候
群
』（
一
九
九
四
年
）
で
、
戦
前
の
富
裕
な
「
少
女
」

は
、「
か
わ
い
い
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
か
っ
た
と
述
べ
る（
３
）。「

か
わ
い
い
」
を
戦

後
の
文
化
と
す
る
こ
れ
ら
の
知
見
は
、
後
続
の
研
究
者
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
古
賀
令
子
に
よ
る
『「
か
わ
い
い
」
の
帝
国
』（
青
土
社　

二
〇
〇

九
年
）
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
、「
戦
前
の
「
少
女
文
化
」
と
そ
の
「
清
く
正
し
く
美

し
く
」
と
い
う
理
想
は
消
失
し
、
新
し
い
女
の
子
た
ち
の
（
若
者
）
文
化
に
出
現

し
た
の
は
、「
か
わ
い
さ
」へ
の
志
向
だ
っ
た
」と
述
べ
る（
４
）。

し
か
し
、「
か
わ
い
い
」

に
関
す
る
歴
史
的
な
観
点
に
よ
る
研
究
は
未
だ
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。「
か

わ
い
い
」
と
「
少
女
」
が
、
な
ぜ
繋
が
り
を
持
つ
の
か
、
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
か
わ
い
い
」
と
は
、
大
人
が
つ
く
り
だ
し
た
規
範
的
理
念
で
あ
る
こ
と
を
、
歴

史
的
な
観
点
で
解
明
し
た
の
が
、
渡
部
周
子
に
よ
る
「「
か
わ
い
い
」
の
生
成
」（
二

〇
一
五
年
）
で
あ
る（
５
） 

。『
少
女
の
友
』
の
編
集
者
は
、
創
刊
五
年
面
に
あ
た
る
一
九

一
二
年
に
、「
可
愛
ら
し
い
雑
誌
、
上
品
な
雑
誌
、
を
作
り
た
い
」
と
述
べ（
６
） 

、
読

者
も
ま
た
「
可
愛
ら
し
い
」
存
在
（
容
姿
に
優
れ
、
無
邪
気
、
善
良
）
で
あ
る
べ
き

だ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
渡
部
は
明
ら
か
に
し
た（
７
）。

本
稿
は
、
こ
の
渡
部
の
先

行
研
究
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
研
究
目
的
と
し
て
い
る
。

二
、
考
察
の
方
法

　

本
稿
は
、
渡
部
に
よ
る
「「
か
わ
い
い
」
の
生
成
」（
二
〇
一
五
年
）
と
方
法
の
面

で
、
共
通
し
た
点
と
、
新
た
に
導
入
す
る
点
と
が
あ
る
。

　

ま
ず
共
通
す
る
部
分
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

分
析
時
期
の
中
心
を
、
一
九
一
二
年
と
す
る
。『
少
女
の
友
』（
實
業
之
日
本
社　

一
九
〇
八
年
創
刊　

一
九
五
五
年
終
刊
）
の
編
集
部
は
、
こ
の
年
の
四
月
（
第
五

巻
第
三
号
）
に
他
誌
へ
の
投
稿
を
禁
じ（
８
）、
八
月
に
は
投
稿
作
文
は
「
可
愛
ら
し
く
」

あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
一
九
一
二
年
は
、『
少
女
の
友
』
が
独
自
性

を
打
ち
出
し
た
時
期
な
の
で
あ
る
。

　

考
察
の
中
心
は
、
投
稿
作
文
並
び
に
そ
の
選
評
と
す
る
。
と
り
わ
け
、
選
評
に

注
目
す
る
の
は
、
採
否
の
決
定
権
を
持
つ
編
集
者
の
考
え
を
知
る
こ
と
の
で
き

る
、
数
少
な
い
情
報
源
だ
か
ら
で
あ
る（
９
）。

　

続
け
て
、
発
展
的
な
方
法
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

　

競
合
誌
で
あ
る
『
少
女
世
界
』（
博
文
館　

一
九
〇
六
年
九
月
創
刊　

一
九
三
一

「
か
わ
い
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
　
―
―
『
少
女
の
友
』
と
『
少
女
世
界
』
の
比
較
を
通
し
て
―
―

渡　

部　

周　

子

（
総
合
文
化
学
科
）

W
hat Kind of Thing is Kawaii? :Shojo no Tom

o and Com
parison of Shojo Sekai 

Shuko W
ATANABE

キ
ー
ワ
ー
ド
：「
か
わ
い
い
」　

少
女
雑
誌　

『
少
女
の
友
』　

『
少
女
世
界
』 　Kawaii,  The girls’ m

agazine,  Shojo no Tom
o,  Shojo Sekai
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年
一
〇
月
終
刊
）
を
考
察
に
加
え
る）

（1
（

。
複
数
雑
誌
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
各
誌
の

独
自
性
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。『
少
女
の
友
』
が
掲
げ
た

「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
は
、『
少
女
世
界
』
に
お
け
る
「
愛
ら
し
い
」
と
い
う
理
念
を

参
考
に
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
渡
部
は
「「
か
わ
い
い
」
の
生
成
」（
二
〇
一
五
年
）

で
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。
本
稿
は
『
少
女
世
界
』
の
動
向
に
つ
い
て
比
較
考
察
を
行
う

こ
と
で
、
発
展
を
は
か
る
。

三
、『
少
女
の
友
』に
お
け
る「
可
愛（
ら
し
）い
」

　
三－

一
、『
少
女
の
友
』
の
「
少
女
」
の
理
想

　

そ
も
そ
も
、「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
誌
歌
「
友

ち
ゃ
ん
の
歌
」
を
手
掛
か
り
に
考
え
て
み
よ
う
。
一
九
二
〇
年
に
『
少
女
の
友
』

の
誌
面
に
発
表
さ
れ
、
愛
読
者
大
会
等
で
必
ず
愛
唱
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
な
お
、

渡
部
に
よ
る
「「
か
わ
い
い
」
の
生
成
」（
二
〇
一
五
年
）
で
は
、
一
部
分
の
引
用
に

留
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
詞
は
雑
誌
の
理
想
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
た
め
、
全
文
を
引
用
し
た
い
。

一
、
う
ぐ
ひ
す
が
き
て
春
が
き
て
／
き
れ
い
な
花
が
さ
く
や
う
な
／

　
　

た
の
し
い
話
を
し
て
く
れ
る
／
友
ち
や
ん
は
ほ
ん
と
に
可か

は
い愛

こ
と

二
、
お
伽
の
国
の
姫
さ
ま
の
／
ひ
と
み
の
や
う
に
あ
た
た
か
く
／

　
　

わ
た
し
を
大
事
に
な
ぐ
さ
め
る
／
友
ち
や
ん
は
ほ
ん
と
に
可か

は
い愛

こ
と

三
、
わ
た
し
が
ひ
と
り
室
に
ゐ
て
／
ひ
と
り
ぼ
つ
ち
が
さ
び
し
い
と
／

　
　

思
へ
ば
す
ぐ
に
笑
ひ
だ
す
／
友
ち
や
ん
は
ほ
ん
と
に
可か

は
い愛

こ
と

四
、
春
、
夏
、
秋
、
冬
か
は
り
な
く
／
日
毎
日
毎
に
わ
た
し
ら
と
／

　
　

だ
ん
だ
ん
や
さ
し
く
育
ち
ゆ
く
／
友
ち
や
ん
は
ほ
ん
と
に
可か

は
い愛

こ
と）

（1
（

（
傍
線
引
用
者
）

　

「
友
ち
ゃ
ん
」
と
は
『
少
女
の
友
』
を
擬
人
化
し
た
存
在
で
あ
り
、「
き
れ
い
」

「
た
の
し
い
」「
あ
た
た
か
く
」「
や
さ
し
く
」、
そ
し
て
「
す
ぐ
に
笑
ひ
だ
す
」
存
在

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
友
ち
や
ん
」の
「
た
の
し
い
」と
こ
ろ
は
「
花
が
さ
く
」

よ
う
だ
と
さ
れ
、
そ
の
「
あ
た
た
か
」
な
と
こ
ろ
は
、「
お
伽
の
国
の
姫
さ
ま
の
ひ

と
み
」の
よ
う
だ
と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
友
ち
ゃ
ん
」は
、
自
身
の
優
れ
た
点
を
、「
大

事
に
な
ぐ
さ
め
る
」
と
い
う
他
者
へ
の
愛
護
、
す
な
わ
ち
利
他
的
行
動
の
た
め
に

用
い
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
一
か
ら
四
番
の
ど
の
歌
詞
の
末
尾
も
、「
友
ち
ゃ

ん
は
ほ
ん
と
に
可か
は
い愛
こ
と
」
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。「
可か
は
い愛
こ
と
」
と
い

う
言
葉
に
よ
っ
て
、『
少
女
の
友
』
の
理
想
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

　
三－

二
、『
少
女
の
友
』
の
作
文
観

　

「
少
女
」
が
文
章
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
と
は
、
ど
の
よ

う
な
意
味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
渡
部
は
「「
か
わ
い
い
」
の
生
成
」（
二
〇
一
五

年
）
で
、
読
者
の
作
文
を
複
数
挙
げ
、
こ
の
点
を
考
察
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、

こ
の
研
究
成
果
よ
り
、
中
島
静
江
に
よ
る
「
お
庭
の
茂
み
」
を
示
す
に
留
め
る
。

　

お
庭
の
茂
み
に
釣
っ
た
ハ
ン
モ
ツ
ク
の
上
で
は
、
愛
ち
ゃ
ん
の
可
愛
い
い

び
き
が
聞
え
ま
す
。
目
を
覚
ま
さ
ぬ
様
に
私
は
ソ
ー
ツ
と
そ
の
ハ
ン
モ
ッ
ク

に
乗
っ
て
、
編
物
を
し
て
居
ま
し
た
。
築
山
の
陰
か
ら
、
お
書
斎
で
裁
縫

を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
お
姉
様
が
見
え
ま
す
。
若
葉
を
訪
れ
た
涼
し
い
風
が

時
々
愛
ち
ゃ
ん
の
リ
ボ
ン
を
ふ
る
は
せ
ま
す
。
睫
毛
の
長
い
、
黒
い
大
き
い

瞳
の
、
林
檎
の
様
な
頬
を
持
っ
た
愛
ち
ゃ
ん
は
、
本
当
に
可
愛
ら
し
い
と
思

ひ
ま
し
た
。
と
何
に
驚
い
た
か
、
パ
ッ
チ
リ
と
目
を
開
け
ま
し
た
。
そ
し
て

ニ
ツ
コ
リ
し
て
、
一
寸
首
を
か
し
げ
た
姿
が
実
に
か
は
ゆ
う
御
座
い
ま
す
。

　

青
葉
の
間
か
ら
照
る
真
昼
の
強
い
日
光
に
、
愛
ち
ゃ
ん
の
額
に
に
じ
ん
だ

汗
が
光
り
ま
し
た）

（1
（

。（
傍
線
引
用
者
）

（
評
）
大
へ
ん
か
は
ゆ
く
出
来
ま
し
た
。
と
こ
ろ
〴
〵
無
く
て
も
好
い
文
句

が
あ
り
ま
し
た
が
、
よ
く
読
ん
で
お
い
て
下
さ
い）

（1
（

。

　

『
少
女
の
友
』
の
主
筆
星
野
水
裏
は
、
定
型
的
表
現
を
否
定
的
に
捉
え
、
口
語

で
表
現
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、
こ
の
中
島
の
言
文
一
致
に
よ
る
作
文
も
、

そ
う
し
た
星
野
の
作
文
観
と
合
致
し
て
い
る）

（1
（

。

　

ま
た
、
家
庭
と
い
う
私
領
域
を
舞
台
と
し
、
幼
児
に
対
す
る
愛
護
の
感
情
、「
手

芸
」
や
「
裁
縫
」
と
い
う
家
政
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
描
い
て
い
る
。
愛
護
の
対
象

渡部周子：「かわいい」とはどのようなことなのか ――『少女の友』と『少女世界』の比較を通して――
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と
な
る
幼
児
は
、
美
麗
な
容
姿
を
し
て
お
り
、
愛
情
と
い
う
精
神
的
な
資
質
と
容

貌
と
い
う
物
質
的
な
形
態
を
、「
可
愛
い
」
と
い
う
理
念
は
複
合
す
る
も
の
で
あ
る

と
、
渡
部
は
解
釈
し
て
い
る）

（1
（

。

　

「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
と
は
、
将
来
良
妻
賢
母
と
な
る
上
で
、
少
女
が
持
つ
べ

き
と
さ
れ
る
資
質
と
合
致
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴

を
持
つ
、「
可
愛
ら
し
い
文
章
」
を
『
少
女
の
友
』
は
一
九
一
二
年
八
月
よ
り
、
全

面
的
に
推
奨
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
、
当
時
、
こ
の
変
化
は
、
必
ず
し
も
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、
次
の
編
集
者
の
発
言
が
よ
く
示
し
て
い
る
。

　

こ
の
頃
、
少
女
の
友
の
作
文
は
、
大
変
つ
ま
ら
な
く
な
っ
た
な
ど
い
ふ
噂

を
を
り
〳
〵
き
ゝ
ま
す
が
、
私
共
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
よ
ほ
ど
よ
く
な
っ
た

と
し
か
思
は
れ
ま
せ
ん
。
な
る
ほ
ど
以
前
に
は
今
よ
り
も
華
や
か
な
文
章
、

む
づ
か
し
い
文
章
が
沢
山
ま
ゐ
っ
て
を
り
ま
し
た
が
、
只
今
は
そ
ん
な
も
の

は
比
較
的
に
少
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
比
較
的
に
無
邪
気
な
平
易
な
文
章

が
多
く
な
り
ま
し
た
。
華
や
か
な
む
づ
か
し
い
文
章
が
必
ず
し
も
よ
い
文
章

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
時
に
は
平
易
な
可
愛
ら
し
い
文
章
の
中
に
却
っ
て
い
ふ

に
い
は
れ
ぬ
名
文
が
潜
ん
で
ゐ
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
少
女
の
友
は
少
女

の
雑
誌
で
す
か
ら
、
な
る
べ
く
少
女
ら
し
い
作
文
を
歓
迎
い
た
し
ま
す）

（1
（

。

（
傍
線
引
用
者
）

　

こ
の
よ
う
に
、
投
書
の
採
択
基
準
が
、
こ
の
時
期
変
化
し
た
こ
と
、
そ
の
変
化

は
「
つ
ま
ら
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
噂
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
も
、
編

集
者
は
、「
平
易
な
可
愛
ら
し
い
文
章
」
を
「
少
女
ら
し
い
」
と
肯
定
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
じ
八
月
に
、
星
野
に
よ
る
「
碧
梧
桐
の
窓
よ
り
」
に
も
、
投
稿
作
文

に
対
す
る
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

小
石
川
の
ハ
ム
レ
ツ
ト
様
か
ら
、
少
女
の
友
の
作
文
は
皆
下
手
だ
と
言
っ

て
来
ま
し
た
。
形
容
詞
が
多
い
か
ら
上
手
だ
、
む
づ
か
し
い
か
ら
上
手
だ
と

仰
っ
し
ゃ
る
お
言
葉
は
少
し
御
無
理
で
せ
う
。よ
く
御
覧
な
す
っ
て
下
さ
い
。

私
共
は
寧
ろ
、
少
女
の
身
で
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
う
ま
く
書
け
る
か
と
、
驚

い
て
居
る
程
で
ご
ざ
い
ま
す）

（1
（

。（
傍
線
引
用
者
）

　

「
少
女
の
身
で
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
う
ま
く
書
け
る
か
」
驚
い
て
い
る
と
い
う

星
野
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、『
少
女
の
友
』
は
、「
少
女
」
に
は
「
少
女
」
な
り
の

基
準
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
。「
少
女
の
友
の
作
文
は
皆
下
手
」
と
い
う
酷
評
を
わ

ざ
わ
ざ
取
り
上
げ
、
星
野
自
身
が
反
論
に
打
っ
て
出
た
の
は
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
こ
の
批
判
が
、
小
石
川
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
名
乗
る
一
読
者
に
留
ま
る

も
の
で
は
な
く
、
当
時
、「
形
容
詞
が
多
い
」「
む
づ
か
し
い
」
も
の
を
「
上
手
」
と

す
る
見
方
に
一
定
の
一
般
性
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、『
少
女
の
友
』

の
編
集
者
は
「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
文
章
を
記
す
べ
し
と
い
う
考
え
を
撤
回
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。
二
年
後
の
一
九
一
四
年
に
、
編
集
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

意
味
も
知
ら
な
い
む
つ
か
し
い
言
葉
を
使
つ
て
喜
ん
だ
り
、
う
は
べ
ば
か

り
飾
つ
て
中
身
の
な
い
美
し
さ
を
誇
つ
た
り
す
る
少
女
は
よ
く
あ
り
ま
せ

ん
。
本
誌
を
読
め
ば
そ
ん
な
少
女
は
な
く
な
り
ま
す
。

　

日
本
の
少
女
は
無
邪
気
で
な
け
れ
ば
い
か
ぬ
、
可
愛
ら
し
く
な
け
れ
ば
い

か
ぬ
、
顔
も
心
も
い
つ
も
ニ
コ
〳
〵
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
い
か
ぬ
、
と
い
ふ
の

が
本
誌
の
主
義
で
す）

11
（

。

　

「
む
つ
か
し
い
言
葉
」
や
、「
う
は
べ
ば
か
り
飾
つ
て
中
身
の
な
い
美
し
さ
」
を

否
定
し
た
の
は
、
次
の
章
で
取
り
上
げ
る
競
合
雑
誌
『
少
女
世
界
』
の
動
向
を
意

識
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
編
集
者
が
つ
く
り
だ
し
た
、「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
と
い
う

規
範
は
、
一
過
性
の
も
の
で
は
終
わ
ら
ず
、
雑
誌
の
「
伝
統
」
と
化
す
こ
と
に
な

る
。
編
集
者
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　

少
女
の
友
に
は
創
刊
当
時
よ
り
一
貫
し
た
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

あ
く
ま
で
、
上
品
な
、
可
愛
ら
し
い
、
家
族
的
な
雑
誌
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。

少
女
の
友
が
、
今
ま
で
、
二
十
数
年
間
、
そ
の
声
価
を
維
持
す
る
こ
と
の
出
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来
た
の
は
、
た
し
か
に
、
こ
の
た
め
だ
と
思
ひ
ま
す）

1（
（

。

四
、『
少
女
世
界
』に
お
け
る「
愛
ら
し
さ
」と「
華
や
か
な
情
調
」の
賞
賛
　

　
四－

一
、『
少
女
世
界
』
の
「
少
女
」
の
理
想

　

競
合
誌
で
あ
る
『
少
女
世
界
』
は
、「
少
女
」
の
理
想
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な

考
え
を
有
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か）

11
（

。『
少
女
世
界
』は
、「
少
女
」を
「
地
上
に
於
て
、

最
も
愛
ら
し
い）

11
（

」
と
見
な
し
て
い
た
。『
少
女
世
界
』
の
主
筆
で
あ
っ
た
沼
田
笠
峰

は
、「
無
邪
気
で
快
活
な
少
女
は
愛
ら
し
い）

11
（

」「
素
直
な
少
女
は
愛
ら
し
い）

11
（

」
と
述

べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
『
少
女
の
友
』
に
先
ん
じ
た
「
愛
ら
し
い
」
と
い
う
理
想
は
、

お
そ
ら
く
『
少
女
の
友
』
の
「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
の
影
響
源
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
沼
田
は
、
一
人
の
「
女
学
生
」
の
特
徴
を
述
べ

る
に
際
し
、「
小
柄
の
可
愛
い
顔
」「
愛
ら
し
い
眼
も
と
」
と
記
し
て
い
る）

11
（

。「
可
愛

い
」
と
「
愛
ら
し
い
」
は
、
類
似
性
が
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
た
だ
し
、『
少
女

世
界
』
は
、「
愛
ら
し
い
姿
と
、
う
る
は
し
い
心
と
を
、
い
よ
〳
〵
優
れ
さ
せ
る
に

は
、
た
ゞ
学
を
励
み
行
ひ
を
修
め
る
の
が
第
一
」
で
あ
り
、「
有
益
な
書
物
」
を
読

む
よ
う
に
推
奨
し
て
い
る）

11
（

。「
学
を
励
」
む
と
よ
り
「
愛
ら
し
い
姿
」
に
な
る
と
い

う
の
は
、
同
時
期
の
『
少
女
の
友
』の
「
可
愛
（
ら
し
）い
」の
捉
え
方
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
た
だ
し
、「
少
女
」に
相
応
し
い
「
学
」と
は
、
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
点
は
後
述
す
る
。

　

ま
た
、『
少
女
世
界
』
は
、「
愛
ら
し
い
」
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
華
や
か
」
な
こ
と

を
「
少
女
」
の
特
徴
だ
と
捉
え
て
い
た
。
次
の
よ
う
に
、
沼
田
は
、
述
べ
て
い
る
。

　

少
女
は
華
や
か
な
も
の
、
而
し
て
ま
た
純
潔
な
優
し
い
心
を
も
つ
た
も
の

で
あ
り
ま
す
。
華
や
か
で
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
彼
等
の
動
作
は
些
細
な
こ

と
も
際
立
つ
て
見
え
ま
す
し
、
ま
た
純
潔
な
心
の
は
た
ら
き
と
し
て
、
そ
の

行
ひ
は
無
邪
気
で
快
活
で
あ
り
ま
す）

11
（

。

　

「
華
や
か
」
で
あ
る
こ
と
を
賞
賛
す
る
と
い
う
点
は
、『
少
女
の
友
』
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
少
女
」
の
美
質
の
捉
え
方
の
違
い
は
、「
少
女
」
ら
し
い
身

な
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
、
差
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
。『
少
女
世
界
』
の
沼
田

は
、「
少
女
」
が
リ
ボ
ン
を
用
い
る
時
に
は
、「
少
女
」
の
「
自
由
の
選
択
に
任
し
た

い
」
と
考
え
て
い
た）

11
（

。
ま
た
、
リ
ボ
ン
は
男
性
の
「
ネ
ク
タ
イ
」
に
匹
敵
す
る
程

重
要
な
も
の
で
、「
少
女
」
を
一
目
見
た
時
に
、「
一
番
美
し
く
見
え
る
の
は
」（
お

そ
ら
く
真
っ
先
に
目
に
付
く
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
）「
ヒ
ラ
〳
〵
と
揺
れ

る
リ
ボ
ン
」
だ
と
述
べ
る）

11
（

。
ま
た
、「
華は

美で

」
で
あ
っ
た
り
「
巾
の
広
い
」
も
の
を

使
う
の
も
、「
上
下
と
も
対
の
リ
ボ
ン
」
を
か
け
た
り
「
色
を
違
へ
」
て
複
数
使
う

こ
と
も
、
ス
タ
イ
ル
や
好
み
次
第
だ
と
考
え
て
い
た）

1（
（

。

　

『
少
女
の
友
』
の
星
野
は
、
表
紙
絵
や
口
絵
の
「
少
女
」
は
、「
リ
ボ
ン
な
ど
も
、

馬
鹿
〳
〵
し
く
大
き
い
も
の
は
よ
し
て
、
淑
女
の
美
観
を
傷
け
な
い
程
度
」
と
し
、

そ
の
数
は
「
な
る
べ
く
一
つ
」
と
し
た）

11
（

。（
絵
画
に
対
す
る
見
解
で
は
あ
る
も
の

の
）「
少
女
」
の
装
い
に
対
す
る
星
野
の
理
想
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

よ
う
に
、『
少
女
の
友
』
と
『
少
女
世
界
』
は
、「
華
や
か
」
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
、

肯
定
す
る
か
否
定
す
る
か
と
い
う
点
で
、
相
違
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
四－

二
、『
少
女
世
界
』
の
作
文
観

　

続
け
て
、「
少
女
」
に
相
応
し
い
作
文
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

　

『
少
女
世
界
』
は
、「
少
女
の
文
体
は
、
ち
や
う
ど
愛
ら
し
い
少
女
の
心
と
同
じ

や
う
に
、
や
さ
し
く
美
し
い
の
が
宜
し
か
ら
う
」
と
し
、
否
定
す
べ
き
は
、「
男
子

と
ま
が
ふ
ば
か
り
に
雄
々
し
い
文
章
を
作
ツ
た
り
、
角
立
ツ
た
文
字
を
書
い
た
り

す
る）

11
（

」
こ
と
だ
と
し
た
。

　

女
学
部
の
入
賞
作
品
で
、
選
評
に
「
愛
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
作
文

を
こ
こ
で
見
て
み
た
い
。
志
賀
静
子
に
よ
る
「
蒔
絵
の
小
箱
」
で
あ
る
。

　

鶯
の
音
も
と
だ
え
て
、
梅
の
香
の
み
ゆ
る
う
流
る
ゝ
窓
に
、
針
持
つ
手
を

休
め
て
、
緋
房
の
つ
い
た
蒔
絵
の
小
箱
を
又
開
け
て
見
ま
し
た
。
紅
や
青
や

黄
の
小
布
を
集
め
て
縫
つ
た
三
枚
重
ね　

―
―
そ
れ
は
姉
様
の
大
切
な
大
切

な
五
寸
の
人
形
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
に
も
笑
ひ
さ
う
な
口
元
！　

白
と
赤
と

紫
と
重
な
つ
た
袖
口
の
ふ
く
ら
み
‼　

ヂ
ッ
ト
胸
に
抱
い
て
過
ぎ
し
日
の
印

象 　

―
―
そ
れ
は
桃
の
花
に
し
と
〳
〵
と
春
雨
の
そ
ゝ
ぐ
日
で
し
た
。
お

離
れ
か
ら
妙
に
も
れ
る
琴
の
音
を
き
ゝ
つ
ゝ
、
暖
か
い
姉
様
の
御
胸
に
抱
か

渡部周子：「かわいい」とはどのようなことなのか ――『少女の友』と『少女世界』の比較を通して――
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れ
て
聴
き
し
京
の
春
‼　

又
し
て
も
く
り
返
し
て
、
心
ゆ
く
ま
で
想
ひ
ま
し

た）
11
（

。
（
評
）
新
ら
し
い
思
想
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
少
女
の
や
さ
し
い
情
緒

が
、
愛
ら
し
い
お
人
形
に
よ
つ
て
、
現
は
さ
れ
て
ゐ
る
と
思
ひ
ま
す
。
甲

賞
と
し
て
メ
ダ
ル
を
呈
す）

11
（

。（
傍
線
引
用
者
）

　

作
文
の
視
点
人
物
が
か
つ
て
幼
か
っ
た
頃
、（
人
形
の
よ
う
に
）
胸
に
抱
い
て
く

れ
た
、
優
し
い
姉
の
思
い
出
を
語
っ
て
い
る
。「
針
持
つ
手
」
と
あ
り
、
家
政
と
い

う
モ
チ
ー
フ
が
見
ら
れ
る
の
は
、『
少
女
の
友
』
掲
載
の
中
島
静
江
に
よ
る
「
お
庭

の
茂
み
」
と
共
通
す
る
部
分
で
あ
る
。
た
だ
し
、
相
違
点
も
あ
る
。『
少
女
の
友
』

の
中
島
の
作
文
は
、
視
点
人
物
に
と
っ
て
の
現
在
を
記
し
て
お
り
、
よ
り
日
常
性

を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、『
少
女
世
界
』
の
「
蒔
絵
の
小
箱
」
は
、
過
去
す
な
わ
ち
「
過
ぎ
し
日
」
の

回
顧
と
い
う
、
視
点
人
物
の
想
念
の
中
の
情
景
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、「
心

ゆ
く
ま
で
想
う
」
こ
と
を
、「
少
女
の
や
さ
し
い
情
緒
」
と
捉
え
、
そ
れ
を
象
徴
的

に
示
す
「
お
人
形
」
を
「
愛
ら
し
い
」
と
選
者
は
捉
え
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

な
お
、『
少
女
世
界
』
は
、「
愛
ら
し
い
」
こ
と
の
他
に
も
「
少
女
」
の
文
章
に
特

徴
的
だ
と
考
え
る
要
素
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
既
に
指
摘
し
た
「
華
や
か
」
な
こ
と

で
あ
る
。
同
誌
掲
載
の
編
集
者
の
手
に
よ
る
「
少
女
の
文
章
」
は
、「
大
人
や
老
人

の
真
似
の
出
来
な
い
若
々
し
い
感
じ
、
華
や
か
な
情
調
の
た
ゞ
よ
う
て
ゐ
る
の

は
、
少
女
の
文
章
の
特
色
と
し
て
誇
つ
て
も
よ
い
で
せ
う）

11
（

」
と
述
べ
る
。
こ
こ
で
、

『
少
女
世
界
』
に
お
い
て
、「
華
や
か
」
と
賞
賛
さ
れ
た
作
文
、
瀬
川
も
と
子
に
よ

る
「
乙
女
椿
咲
く
窓
」
を
見
て
み
よ
う
。

　

水
鉢
の
辺
り
の
南
天
の
茂
み
に
、
小
鳥
が
囀
つ
て
ゐ
ま
す
。
可
愛
ら
し
い

妹
が
人
形
の
メ
リ
ー
さ
ん
を
だ
つ
こ
し
て
、「
母
様
の
根
掛
の
様
だ
わ
」
つ
て

云
つ
た
、
そ
の
鈴
な
り
の
赤
い
実
を
あ
さ
つ
て
ゐ
ま
す
、
小
鳥
よ
！
お
前
は

美
し
い
乙
女
椿
の
花
を
知
ら
な
い
の
？
つ
と
花
あ
や
め
模
様
の
朱
塗
の
手
箱

か
ら
、
こ
ぼ
れ
出
た
リ
ボ
ン
の
幾
筋
に
、
柔
ら
か
い
光
が
華
か
に
映
え
て
ゐ

ま
す
。
先
づ
真
紅
の
は
、
山
紫
に
水
明
か
な
詩
の
都
に
落
花
の
雪
を
踏
み
分

け
た
時
！
セ
イ
ジ
色
に
勿
忘
草
の
朧
染
の
は
、
松
の
緑
に
砂
白
く
浪
の
花
散

る
須
磨
の
浦
に
遊
ん
だ
時
‼　

只
も
う
パ
ス
ト
の
追
想
か
、
綾
糸
の
様
に
美

し
く
ほ
ぐ
れ
て
ま
ゐ
り
ま
し
た）

11
（

。

　

選
者
は
、「
華
や
か
な
書
き
方
で
、
而
も
ど
こ
か
淡
い
悲
し
み
が
た
ゞ
よ
う
て

ゐ
ま
す
」
と
評
す）

11
（

。
こ
の
作
文
が
描
く
時
期
は
、「
南
天
」
や
「
乙
女
椿
」
と
い
う

季
語
か
ら
見
て
春
だ
と
思
わ
れ
る
。
作
文
の
視
点
人
物
は
屋
内
の
一
室
か
ら
、「
水

鉢
の
辺
り
の
南
天
の
茂
み
」
の
あ
る
庭
と
、
部
屋
の
「
朱
塗
の
手
箱
」
を
眺
め
て

い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
時
空
間
に
、
書
き
手
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
留
ま
る

も
の
で
は
な
い
。
間
近
に
あ
る
「
鈴
な
り
の
赤
い
実
」
の
特
徴
を
描
写
す
る
に
あ

た
っ
て
も
、「「
母
様
の
根
掛
の
様
」」
と
比
喩
す
る
が
、
こ
れ
は
か
つ
て
「
可
愛
ら

し
い
妹
」
が
語
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。
さ
ら
に
「
朱
塗
の
手
箱
」
か
ら
こ
ぼ
れ
出

る
リ
ボ
ン
の
色
か
ら
連
想
が
広
が
り
、「
山
紫
に
水
明
か
な
詩
の
都
」「
須
磨
の
浦
」

へ
と
様
々
な
空
間
に
、
ま
た
時
間
も
「
落
花
の
雪
」「
松
の
緑
」「
勿
忘
草
」「
砂
白

く
」
と
様
々
な
季
節
に
広
が
っ
て
行
く
。
こ
れ
ら
の
場
所
に
、
書
き
手
が
実
際
に

行
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
想
像
な
の
定
か
で
は
な
い
。「
綾
糸
の
様
に
美
し
く
ほ

ぐ
れ
」
て
い
る
と
い
う
言
葉
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
自
身
の
目
の
前
の
状
況
を
写

実
的
に
描
く
の
で
は
な
く
、
今
で
は
な
い
時
間
、こ
こ
で
は
な
い
場
所
の
事
象
を
、

技
巧
的
な
手
法
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
記
し
て
い
る
。

　

『
日
本
児
童
文
学
大
事
典
』（
一
九
九
三
年
）
は
、「
抒
情
的
雰
囲
気
を
主
に
、

娯
楽
と
教
養
の
読
物
と
読
者
か
ら
の
投
書
を
中
心
に
編
集
さ
れ
、
明
治
末
か
ら

大
正
に
か
け
博
文
館
の
「
少
女
世
界
」
と
と
も
に
少
女
の
人
気
を
集
め
た
」
雑
誌
と

『
少
女
の
友
』
を
評
し
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
、こ
れ
は
一
九
一
〇
年
代
の
『
少
女
の
友
』

の
実
態
に
は
そ
ぐ
わ
ず
、
む
し
ろ
、「
抒
情
的
雰
囲
気
」
と
「
投
書
を
中
心
」
に
編

集
さ
れ
た
雑
誌
と
い
う
特
徴
は
、『
少
女
世
界
』
に
こ
そ
当
て
は
ま
る）

1（
（

。

　

た
だ
し
、『
少
女
世
界
』
も
、
手
放
し
で
「
華
や
か
」
な
こ
と
を
賞
賛
し
た
わ
け

で
は
な
い
。「
少
女
」
の
欠
点
と
し
て
目
に
つ
く
の
は
、「
文
章
を
華
や
か
に
し
よ

う
と
し
て
、
む
や
み
に
辞
句
を
飾
り
立
て
る
」
こ
と
で
あ
り
、「
知
ら
ず
識
ら
ず
内

容
が
貧
弱
」
に
な
る）

11
（

。「
文
章
は
思
想
が
本
で
、
辞
句
は
末
」
で
あ
り
、「
思
想
が
豊

か
で
な
い
」
か
ら
「
人
の
真
似
を
し
た
り
、
些
細
な
こ
と
を
も
さ
も
仰
々
し
く
誇



－6－

大
」
す
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。
避
け
る
べ
き
な
の
は
、
無
知
か
ら
来
る
内
容
の
「
貧
弱
」

さ
で
あ
り
、
装
飾
の
過
剰
さ
で
あ
る）

11
（

。

　

『
少
女
世
界
』
の
編
集
者
は
、「
少
女
」
が
文
章
を
書
く
た
め
に
必
要
な
の
は
、

「
多
く
読
む
こ
と
、
正
し
く
観
察
す
る
こ
と
、
大
胆
に
作
つ
て
見
る
こ
と
」、
こ

れ
ら
を
「
作
文
上
達
の
秘
訣
」
だ
と
説
明
し
、
少
女
た
ち
が
「
古
今
の
名
文
を
読

み
味
は
つ
て
」、「
句
法
に
慣
れ
、
ま
た
辞
句
も
豊
富
」
に
な
る
よ
う
に
説
い
て
い

る）
11
（

。
つ
ま
り
、
文
章
を
記
す
こ
と
を
、
知
識
を
根
幹
に
置
き
、
修
練
を
通
し
て
成

し
得
る
、
創
造
的
な
行
為
だ
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

た
だ
し
、『
少
女
世
界
』

の
編
集
者
も
、
あ
ら
ゆ
る
文
章
が
「
少
女
」
に
必
要
だ
と
は
考
え
て
は
い
な
か
っ

た
。
必
要
だ
と
さ
れ
た
の
は
、「
叙
事
文
と
叙
情
文
」
で
あ
る
。
不
必
要
な
の
は
、

「
小
説
」と
「
論
文
」で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
論
文
」は
、「
何
か
の
事
柄
に
つ
い
て
、

そ
れ
を
議
論
す
る
の
に
使
ふ
文
章
、
新
聞
の
論
説
な
ど
」
で
「
少
女
に
は
余
り
必

要
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
位
置
付
け
、「
小
説
も
、
少
女
に
は
ま
だ
不
必
要
」
で
あ

る
と
述
べ
る）

11
（

。
こ
れ
ら
の
文
章
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
自
己
の
意
見
を

社
会
に
対
し
て
表
明
す
る
方
法
を
得
ら
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、「
論
文
」
を
読
み
書

き
す
る
力
は
、
知
識
人
男
性
に
と
っ
て
は
重
要
な
能
力
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
少
女
」
に
相
応
し
い
「
学
」
と
は
、
当
時
の
学
問
体
系
か
ら
見

れ
ば
周
縁
的
で
、
限
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

一
九
一
二
年
の
『
少
女
の
友
』
と
『
少
女
世
界
』
を
比
較
し
た
結
果
明
ら
か
に

な
っ
た
の
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。

　

『
少
女
世
界
』
で
は
、「
少
女
」
自
身
と
、「
少
女
」
の
書
く
作
文
が
「
愛
ら
し
い
」

「
華
や
か
」
で
あ
る
こ
と
を
美
質
だ
と
捉
え
、
こ
れ
ら
を
「
学
を
励
み
」「
思
想
が

豊
か
」
で
あ
る
こ
と
と
結
び
つ
け
て
語
っ
た
。
ま
た
、
文
章
を
記
す
こ
と
を
、
知

識
を
根
幹
に
置
き
、
修
練
を
通
し
て
成
し
得
る
、
創
造
的
な
行
為
だ
と
捉
え
た
。

た
だ
し
、
あ
ら
ゆ
る
文
章
が
「
少
女
」
に
必
要
な
わ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
知

識
人
男
性
に
と
っ
て
は
必
須
で
あ
る
「
論
文
」
は
、
不
必
要
だ
と
さ
れ
た
。

　

『
少
女
の
友
』
で
は
、
読
者
の
「
少
女
」
自
身
も
、「
少
女
」
の
書
く
文
章
も
「
可

愛
（
ら
し
）
い
」
こ
と
を
求
め
た
。
そ
し
て
、「
華
や
か
」「
む
づ
か
し
い
」
と
い
う

こ
と
を
否
定
し
た
。『
少
女
世
界
』
で
は
（
限
定
的
で
あ
る
と
は
い
え
）
肯
定
し
て

い
た
、「
学
」
や
「
思
想
」
を
否
定
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
二
誌
は
、
双
方
と
も
当
時
女
性
の
模
範
的
役
割
と
さ
れ
た
良
妻
賢
母
と）

11
（

、

「
少
女
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
が
合
致
す
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
。
た
だ
し
、

そ
の
解
釈
は
二
誌
で
異
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
「
可
愛
（
ら
し
）
い
」「
愛
ら
し

い
」
と
し
て
、
理
念
化
し
た
。

　

以
上
が
二
誌
の
比
較
を
通
し
て
、
明
ら
か
に
で
き
た
こ
と
で
あ
り
、「
か
わ
い

い
」
と
い
う
規
範
に
つ
い
て
、
渡
部
に
よ
る
「「
か
わ
い
い
」
の
生
成
」（
二
〇
一
五

年
）
の
知
見
を
発
展
さ
せ
る
と
い
う
、
本
稿
の
課
題
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
と

考
え
る
。
今
後
の
課
題
は
、
規
範
か
ら
の
逸
脱
の
諸
相
に
つ
い
て
問
う
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
た
い
。

（
凡
例
）

　

引
用
に
際
し
て
、
旧
字
体
の
漢
字
、
変
体
仮
名
及
び
異
体
時
等
は
、
原
則
と
し

て
新
字
体
・
常
用
字
体
に
改
め
た
。
た
だ
し
、
固
有
名
詞
に
関
し
て
は
、
そ
の
限

り
で
は
な
い
。
仮
名
遣
い
、
送
り
仮
名
、
括
弧
は
、
明
ら
か
な
誤
り
以
外
は
原
文

表
記
を
基
本
と
し
た
。
振
り
仮
名
、
強
調
記
号
、
字
下
げ
に
つ
い
て
は
原
文
に
従

わ
ず
、
適
宜
省
略
し
た
り
、
補
っ
て
い
る
。
年
号
は
西
暦
で
表
記
し
た
。

（
謝
辞
）

　

本
研
究
はJSPS

科
研
費15K01938

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

　

日
本
児
童
文
学
学
会
第
五
七
回
研
究
大
会
で
は
、
発
表
の
機
会
を
い
た
だ
き
、

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
本
稿
に
ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
、
問
題
設
定
や
対
象
資
料

を
広
げ
る
と
い
っ
た
、
発
展
的
な
改
変
を
し
て
お
り
ま
す
。

（
注
）

（
1
）
前
提
と
し
て
、「
か
わ
い
い
」
と
い
う
言
葉
の
本
稿
に
お
け
る
位
置
付
け
を

確
認
す
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
第
二
版　
Ｊ
Ｋ
公
開　

二
〇
〇
七
年
）

の
「
か
わ
ゆ
い
」
の
語
源
説
は
、
一
番
目
「
カ
ホ
ハ
ユ
シ
（
顔
映
）
の
略
。〔
大

言
海
・
日
本
語
の
年
輪
＝
大
野
晉
〕。
カ
ホ
ハ
シ
イ
（
顔
羞
）
の
義
〔
俚
言
集

渡部周子：「かわいい」とはどのようなことなのか ――『少女の友』と『少女世界』の比較を通して――
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覧
〕」で
あ
り
、
二
番
目
「
カ
ア
イ
（
可
愛
）の
転
訛
〔
一
時
随
筆
・
和
訓
栞
〕」、

三
番
目
「
カ
は
心
に
か
か
る
こ
と
。
ハ
ユ
シ
は
あ
る
方
向
に
進
む
こ
と
か
ら
、

ハ
ヤ
シ
の
意
〔
答
問
雑
稿
〕」
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、「
カ
ア
イ
（
可
愛
）

の
転
訛
」
と
い
う
説
を
支
持
し
、
ま
た
松
下
貞
三
の
研
究
に
依
拠
し
、「
愛
慕

顧
念
し
て
去
り
が
た
い
」
と
い
う
「
愛
」
の
原
義
の
現
代
日
本
語
的
表
現
の

展
開
だ
と
捉
え
る
。
加
え
て
、「
か
は
い
い
」
と
「
か
は
い
ら
し
い
」
は
、
主

体
と
客
体
と
を
明
確
に
区
分
で
き
ず
、
意
味
・
用
法
は
限
定
で
き
な
い
と

い
う
松
下
の
見
解
に
依
拠
し
、「
可
愛
い
」
と
「
可
愛
ら
し
い
」
を
同
等
に
扱

う
（『
漢
語
「
愛
」
と
そ
の
複
合
語
・
思
想
か
ら
見
た
国
語
史
』
あ
ぽ
ろ
ん
社　

一
九
八
二
年　

二
一
七

－

二
一
八
頁
）。

（
2
）
宮
台
真
司　

石
原
英
樹　

大
塚
明
子
『
増
補　

サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
神
話
解

体
―
―
少
女
・
音
楽
・
マ
ン
ガ
・
性
の
変
容
と
現
在
』
筑
摩
書
房
〔
ち
く
ま

文
庫
〕
二
〇
〇
七
年　

（
パ
ル
コ
出
版
局　

一
九
九
三
年
）

（
3
）
増
淵
宗
一
『
か
わ
い
い
症
候
群
』
日
本
放
送
出
版
協
会　

一
九
九
四
年　

二
四

－

二
五
頁

（
4
）
古
賀
令
子
『「
か
わ
い
い
」
の
帝
国
―
―
モ
ー
ド
と
メ
デ
ィ
ア
と
女
の
子
た

ち
』
青
土
社　

二
〇
〇
九
年　

三
三
頁

（
5
）
渡
部
周
子
「「
か
わ
い
い
」
の
生
成
―
―
一
九
一
〇
年
代
の
『
少
女
の
友
』

を
中
心
と
し
て
」『
大
阪
国
際
児
童
文
学
振
興
財
団 

研
究
紀
要
』
二
八
号　
　

二
〇
一
五
年
三
月

（
6
）
無
署
名
「
終
刊
号
を
編
集
し
終
り
て
」『
少
女
の
友
』
第
五
巻
第
一
四
号　

實
業
之
日
本
社　

一
九
一
二
年
一
二
月　

七
六
頁

（
7
）
注
５
に
同
じ

（
8
）
「
よ
く
方
々
の
雑
誌
に
お
名
前
を
見
る
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
が
、
選
者
は
、

な
る
べ
く
こ
ん
な
お
方
の
は
取
ら
な
い
方
針
に
い
た
し
ま
し
た
」
と
掲
載
方

針
の
変
化
を
語
っ
て
い
る
（
無
署
名
「
選
者
」『
少
女
の
友
』
第
五
巻
第
三
号
、

實
業
之
日
本
社　

一
九
一
二
年
三
月　

九
一
頁
）。

（
9
）
文
中
に
「
可
愛
（
ら
し
）い
」と
い
う
言
葉
を
用
い
た
投
稿
作
文
は
あ
る
が
、

雑
誌
の
作
り
手
の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
本
稿
で
は
選
評
に
焦
点

化
し
た
。

（
10
）
『
少
女
世
界
』
と
『
少
女
の
友
』
の
編
集
方
針
の
差
異
を
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規

範
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
た
先
行
研
究
と
し
て
、
久
米
依
子
に
よ
る
『「
少

女
小
説
」
の
生
成
―
―
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
世
紀
』（
青
弓
社　

二
〇
一
三
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
久
米
は
『
少
女
の
友
』
は
「
家
庭

の
外
部
の
世
界
を
垣
間
見
せ
ま
い
と
す
る
姿
勢
」（
同
前　

二
〇
〇
頁
）
を
、

一
方
『
少
女
世
界
』
は
「
投
書
家
を
育
て
よ
う
と
す
る
よ
う
な
、
読
者
の
現

実
的
自
己
実
現
に
関
与
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
」（
同
前　

二
〇
一
頁
）
を
有
し

て
い
た
と
指
摘
す
る
。

（
11
）
注
５
に
同
じ

（
12
）
無
署
名
「
友
ち
や
ん
の
歌
」『
少
女
の
友
』
第
一
三
卷
第
四
号　

實
業
之
日

本
社　

一
九
二
〇
年
四
月　

七
二

－

七
三
頁　

（
13
）
「
か
は
い
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
お
り
、「
可
愛
」
を
「
か
は
い
」
と
発
音
す

る
こ
と
が
あ
っ
た
と
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
14
）
中
島
静
江
「
お
庭
の
茂
み
」『
少
女
の
友
』
第
五
巻
第
九
号　

實
業
之
日
本

社　

一
九
一
二
年
八
月　

九
八
頁　

（
15
）
無
署
名
「
選
評
」 『
少
女
の
友
』
第
五
巻
第
九
号　

實
業
之
日
本
社　

一
九

一
二
年
八
月　

九
八
頁

（
16
）
渡
部
前
掲
論
文　

五
一
頁　

『
少
女
の
友
』
の
投
稿
作
文
を
分
析
し
た
今

田
絵
里
香
は
、「
女
子
読
者
た
ち
は
、
過
去
の
作
文
教
育
で
称
揚
さ
れ
て
い

た
文
語
体
に
魅
了
」
さ
れ
ず
、
こ
れ
は
高
等
女
学
校
で
は
漢
文
は
、
学
科
目

と
し
て
存
在
せ
ず
、「
学
歴
獲
得
」「
職
業
獲
得
」
に
結
び
つ
か
な
か
っ
た
か

ら
と
す
る
（『「
少
年
」「
少
女
」
の
誕
生
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房　

二
〇
一
九
年　

一
七
〇

－

一
七
一
頁
）。
し
か
し
、
同
時
期
の
『
少
女
世
界
』
の
投
稿
作
文
で

は
、『
少
女
の
友
』
と
も
、
学
校
に
よ
る
作
文
教
育
と
も
異
な
る
文
体
が
用
い

ら
れ
て
い
た
。
詳
細
は
次
の
章
で
後
述
す
る
。
な
お
、
今
田
は
、「
少
女
向

け
の
メ
デ
ィ
ア
に
「
か
わ
い
い
少
女
」
と
い
う
表
象
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、

戦
後
」
と
見
る
（
同
前　

三
頁
）。
し
か
し
、
大
正
初
期
の
『
少
女
の
友
』
で
、

「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
が
規
範
的
理
念
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
章
に
挙
げ
た

事
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
17
）
注
５
に
同
じ　

五
二
頁
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（
18
）
無
署
名
「
選
者
言
」『
少
女
の
友
』
第
五
巻
第
九
号　

實
業
之
日
本
社　

一

九
一
二
年
八
月　

九
九
頁

（
19
）
星
野
水
裏
「
碧
梧
桐
の
窓
よ
り
」『
少
女
の
友
』
第
五
巻
第
九
号　

實
業
之

日
本
社　

一
九
一
二
年
八
月　

九
一
頁

（
20
）
無
署
名
「
編
集
室
よ
り
」『
少
女
の
友
』
七
巻
一
四
号　

實
業
之
日
本
社　

一
九
一
四
年
一
二
月　

一
〇
四
頁

（
21
）
無
署
名
「
編
集
局
よ
り
」『
少
女
の
友
』
第
二
二
巻
七
号　

實
業
之
日
本
社　

一
九
二
九
年
七
月　

三
〇
二
頁

（
22
）
『
少
女
世
界
』
の
「
少
女
」
理
念
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、『
少
女
世
界
』

本
誌
に
加
え
、『
少
女
ス
ケ
ッ
チ
』（
一
九
一
〇
年
）『
少
女
百
話
』（
一
九
一
一

年
）『
新
少
女
ス
ケ
ッ
チ
』（
一
九
一
二
年
）
を
参
照
す
る
。
い
ず
れ
も
、
沼

田
笠
峰
名
義
で
博
文
館
よ
り
発
行
し
て
い
る
が
、
巻
頭
の
「
は
し
が
き
」
に

「
少
女
世
界
編
集
局
に
て　

沼
田
笠
峰
」
と
記
載
が
あ
る
（
ま
た
管
見
の
限
り

『
少
女
世
界
』
の
再
録
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
少
女
世

界
』
の
編
集
方
針
を
は
か
る
の
に
適
当
な
資
料
だ
と
考
え
る
。

（
23
）
沼
田
笠
峰
「
少
女
教
室
」『
少
女
世
界
』
第
二
巻
第
三
号　

博
文
館　

一
九

〇
七
年
二
月　

一
一
〇
頁

（
24
）
沼
田
笠
峰
『
少
女
百
話
』
博
文
館　

一
九
一
一
年　

二
七
六
頁

（
25
）
沼
田
笠
峰
『
少
女
ス
ケ
ッ
チ
』
博
文
館　

一
九
一
〇
年　

四
〇
頁

（
26
）
同
前 

一
二
六
頁

（
27
）
同
前 

二
三
三
頁

（
28
）
沼
田
笠
峰
「
は
し
が
き
」『
新
少
女
ス
ケ
ッ
チ
』
博
文
館 

一
九
一
二
年 
巻

頭

（
29
）
同
前　

一
八
四

－

一
八
五
頁

（
30
）
沼
田
前
掲
書　

一
九
一
一
年　

二
五
一

－

二
五
三
頁

（
31
）
同
前　

二
五
五
頁

（
32
）
星
野
水
裏
「
再
び
編
集
し
な
が
ら
」『
少
女
の
友
』
第
九
巻
第
一
号　

實
業

之
日
本
社　

一
九
一
六
年
一
月　

八
五
頁

（
33
）
無
署
名
「
美
文
の
作
り
方
」『
少
女
世
界
』
第
三
巻
第
六
号　

博
文
館　

一

九
〇
八
年
四
月　

七
九
頁

（
34
）
志
賀
静
子
「
蒔
絵
の
小
箱
」『
少
女
世
界
』
第
七
巻
三
号　

博
文
館　

一
九

一
二
年
二
月　

九
二
頁

（
35
）
無
署
名
「
選
評
」『
少
女
世
界
』
第
七
巻
三
号　

博
文
館　

一
九
一
二
年
二

月　

九
二
頁

（
36
）
な
お
、
一
九
一
二
年
の
一
年
間
の
選
外
作
の
選
評
で
あ
れ
ば
、「
可
愛
（
ら

し
）
い
」
と
い
う
言
葉
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
し
入
選
作
の
選
評
中
に

「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
と
い
う
言
葉
は
見
ら
れ
な
い
。『
少
女
世
界
』
で
は
、
優

れ
た
作
文
を
「
可
愛
（
ら
し
）
い
」
と
は
見
な
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

（
37
）
無
署
名
「
少
女
の
文
章
」『
少
女
世
界
』
第
七
巻
第
一
四
号　

博
文
館　

一

九
一
二
年
一
〇
月　

四
五
頁

（
38
）
瀬
川
も
と
子
「
乙
女
椿
咲
く
窓
」『
少
女
世
界
』
博
文
館　

第
七
巻
第
三
号　

一
九
一
二
年
一
月　

 

九
二
頁

（
39
）
無
署
名
「
選
評
」『
少
女
世
界
』
博
文
館　

第
七
巻
第
三
号　

一
九
一
二
年

一
月　

 

九
二
頁

（
40
）
遠
藤
寛
子
「
少
女
の
友
」
大
阪
国
際
児
童
文
学
館
編
『
日
本
児
童
文
学
大

事
典
』
第
二
巻　

大
日
本
図
書
株
式
会
社　

一
九
九
三
年　

五
六
四
頁

（
41
）
嵯
峨
景
子
は
、『
少
女
世
界
』
が
創
出
し
た
、「
少
女
の
率
直
な
感
情
や
美

し
さ
を
あ
ら
わ
す
「
新
し
い
文
体
」」
は
、「
明
治
末
期
の
少
女
雑
誌
の
中
で
急

速
に
広
ま
り
、
少
女
た
ち
の
間
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
」
と

指
摘
す
る
（「
明
治
末
期
の
少
女
雑
誌
に
み
る
投
稿
作
文
と
文
体
形
成
―
―

少
女
文
化
の
美
学
と
言
葉
の
世
界
の
再
考
へ
向
け
て
」（『
コ
ン
テ
ン
ツ
文
化

史
研
究
』
七　

二
〇
一
二
年
四
月　

五
六
頁
）。
嵯
峨
が
根
拠
と
す
る
の
は
、

一
九
一
二
年
に
誠
文
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
少
女
模
範
文
集
』『
続
・
少
女
模

範
文
集
』『
現
代
少
女
書
簡
文
範
』『
続
・
少
女
書
簡
文
範
』
で
あ
る
。
嵯
峨

は
、『
少
女
模
範
文
集
』
の
広
告
文
は
、「
少
女
世
界
、
少
女
之
友
、
少
女
、

少
女
界
等
の
作
文
欄
に
掲
載
さ
れ
た
才
媛
約
二
百
名
の
作
を
選
ん
だ
も
の
。

最
も
新
ら
し
い
、
最
も
美
し
い
作
文
の
お
手
本
と
し
て
こ
の
本
よ
り
よ
い
も

の
は
外
に
あ
り
ま
せ
ん
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
れ
を
根
拠
に
「
当
時
の
有
力

な
少
女
雑
誌
か
ら
選
ば
れ
た
少
女
投
稿
作
文
集
」
だ
と
み
な
し
て
い
る
（
同

渡部周子：「かわいい」とはどのようなことなのか ――『少女の友』と『少女世界』の比較を通して――
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前　

五
四
頁
）。
な
お
、
同
じ
書
籍
で
あ
っ
て
も
、
版
に
よ
っ
て
広
告
の
掲

載
の
有
無
や
、
内
容
の
異
同
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
（
筆
者
の
確
認
し
た
、

国
会
図
書
館
収
蔵
の
『
少
女
模
範
文
集
』（
一
九
一
二
年
、
初
版
）
に
、
こ
の

広
告
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
国
会
図
書
館
収
蔵
『
続
・
少
女
模
範
文
集
』

（
一
九
一
二
年
、
初
版
）に
は
、『
少
女
模
範
文
集
』の
広
告
が
出
さ
れ
て
お
り
、

そ
こ
で
は
初
出
誌
と
執
筆
者
を
、「
少
女
世
界
、
少
女
之
友
、
少
女
、
少
女

界
等
の
作
文
欄
を
通
じ
て
誌
上
の
花
と
唄
は
る
ゝ
小
才
媛
約
二
百
名
の
作
」

（
傍
線
引
用
者
）
と
説
明
す
る
）。
本
稿
が
指
摘
し
た
い
の
は
、『
少
女
の
友
』

側
は
、「『
少
女
の
友
』
の
作
文
欄
か
ら
も
優
秀
な
も
の
を
選
抜
し
て
く
れ
と

の
申
込
み
で
し
た
が
、
記
者
は
、
お
断
り
を
し
た
」
と
語
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
（
無
署
名
「
掲
示
欄
「
少
女
模
範
文
集　

溝
口
白
羊
編
」」『
少
女
の
友
』

第
五
巻
第
五
号
、
實
業
之
日
本
社
、
一
九
一
二
年
四
月　

一
一
〇
頁
）。
少

女
文
化
に
お
け
る
美
文
の
広
が
り
を
、
本
稿
は
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
他
誌
の
掲
載
作
と
共
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
と
い
う
編
集

者
の
発
言
に
、
こ
の
時
期
の
『
少
女
の
友
』
の
独
自
性
に
対
す
る
強
い
拘
り

を
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
42
）
注
37
に
同
じ　

四
五
頁

（
43
）
同
前　

四
六
頁　
　

（
44
）
嵯
峨
は
、『
少
女
世
界
』
で
は
一
九
〇
八
年
の
時
点
で
は
「
少
女
ら
し
い
優

し
さ
や
優
美
さ
を
求
め
、
美
し
い
字
句
や
流
麗
な
文
体
を
用
い
る
よ
う
指
導

し
て
い
た
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
投
書
欄
に
お
け
る
「
叙
情
性
・
感
傷

性
の
高
い
文
体
を
用
い
た
短
文
は
一
九
一
〇
年
、
一
九
一
一
年
頃
に
そ
の
数

が
急
増
」
し
、
一
九
一
二
年
に
は
逆
に
「
装
飾
的
な
文
章
を
戒
め
て
文
章
に

「
思
想
」を
求
め
る
」と
い
う
指
導
方
針
の
転
換
が
な
さ
れ
た
と
述
べ
る
（「『
少

女
世
界
』
読
者
投
稿
文
に
み
る
「
美
文
」
の
出
現
と
「
少
女
」
規
範
―
―
吉
屋
信

子
『
花
物
語
』
以
前
の
文
章
表
現
を
め
ぐ
っ
て
」『
情
報
学
研
究
』
八
〇　

二
〇

一
一
年
三
月　

一
〇
九

－

一
一
二
頁
）
こ
こ
で
筆
者
が
指
摘
し
た
い
の
は
、

「
優
し
さ
や
優
美
さ
」「
美
し
い
字
句
や
流
麗
な
文
体
」
を
求
め
た
と
嵯
峨
が

捉
え
る
一
九
〇
八
年
に
、
編
集
者
は
「
思
想
」
を
重
要
だ
と
主
張
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
編
集
者
は
、「
辞
句
や
文
体
は
、
抑
も
末
」
で
あ
り
「
知
識
を

広
め
徳
操
を
修
め
て
、
思
想
を
高
尚
に
す
る
や
う
に
心
が
け
ね
ば
な
ら
ぬ
」

と
述
べ
る
（
注
33
に
同
じ
、
七
八
頁
）。
一
九
〇
八
年
よ
り
「
思
想
を
高
尚
」

に
す
る
こ
と
を
前
提
と
見
な
し
て
い
た
。
嵯
峨
が
い
う
よ
う
に
、「
美
文
表

現
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
、
そ
の
過
剰
さ
を
危
ぶ
」
ん
だ
側
面
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
（
嵯
峨
前
掲
論
文　

二
〇
一
一
年　

一
一
二
頁
）。
し
か
し
、『
少

女
世
界
』
が
否
定
し
た
の
は
、「
美
文
」
を
書
く
こ
と
自
体
と
い
う
よ
り
も
、

無
知
か
ら
来
る
内
容
の
「
貧
弱
」
さ
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
一

九
〇
八
年
に
編
集
者
が
「
姿
は
優
雅
で
も
、
精
神
に
は
強
い
力
が
あ
る
、
こ

れ
で
こ
そ
日
本
の
少
女
と
言
ふ
べ
き
で
せ
う
。（
中
略
）
文
章
も
ま
た
、
そ
の

通
り
な
の
で
す
」（
注
33
に
同
じ
、
七
七
頁
）
と
語
る
言
葉
に
象
徴
的
に
示
さ

れ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
の
四

－

二
と
重
複
し
つ
つ
も
、
強
調
し
た
い
の
は
、

「
思
想
」
や
「
知
識
」
を
重
視
す
る
と
い
っ
て
も
、「
少
女
」
に
相
応
し
い
「
学
」

は
限
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
男
性
と
同
等
の
「
思
想
」
や
「
知
識
」
を
求
め
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

（
45
）
無
署
名
「
叙
事
作
文
法
」『
少
女
世
界
』
第
七
巻
第
一
四
号　

博
文
館　

一

九
一
二
年
一
〇
月　

五
八
頁

（
46
）
無
署
名
「
文
章
の
種
類
」『
少
女
世
界
』
第
三
巻
第
六
号　

博
文
館　

一
九

〇
八
年
四
月　

六
四
頁　

な
お
、「
小
説
」
は
こ
の
時
点
で
は
不
必
要
と
さ
れ

て
い
る
が
、
三
年
後
の
『
少
女
世
界
』
第
六
巻
第
六
号
（
一
九
一
一
年
四
月
）

に
読
者
か
ら
の
投
稿
少
女
小
説
を
掲
載
し
て
い
る
。

（
47
）
小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
規
範
』
勁
草
書
房　

一
九
九
一
年　

深
谷

昌
志
『
良
妻
賢
母
主
義
の
教
育
』
黎
明
書
房　

一
九
六
六
年

（
受
稿　
令
和
二
年
九
月
三
十
日
、
受
理　
令
和
二
年
十
一
月
四
日
）




