
靖
国

宗
教

士

と

ネ

「
姑
国
神
社
」
は
そ
の
名
称
が
変
更
さ
れ
ず
、
そ
の
宗
教
儀
式
が
従
来
通
り
の

形
式
か
ら
変
更
さ
れ
な
い
限
り
「
神
社
」
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
は
明
口
で
あ

る
。
こ
の
靖
国
神
社
を
国
家
管
理
の
も
と
に
、
ふ
た
九
び
も
ど
そ
う
と
す
急

動
は
七
、
八
郁
以
前
か
ら
潜
行
し
て
い
た
が
、
十
二
月
に
始
ま
る
通
常
国
会
で

錨
圈
神
社
法
案
」
璽
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
ょ
っ
て
、
表
面
化

し
て
き
六
。

去
る
六
月
二
十
二
日
の
航
売
新
鬪
は
次
の
よ
う
な
畢
を
掲
載
し
譜
し

た
自
民
党
有
志
議
員
で
結
成
し
て
い
る
遺
家
族
議
員
協
議
会
(
加
盟
国
会
議

員
約
二
百
八
十
五
名
)
が
同
日
、
同
協
談
会
の
靖
国
神
社
国
家
護
持
小
委
員
会

で
ま
と
め
九
端
国
神
社
法
案
を
議
員
提
案
の
か
た
ち
で
、
国
会
に
提
出
し
成
立

さ
せ
よ
う
と
の
方
針
を
き
め
る
、
と
。

靖
国
神
社
は
宗
教
法
人
で
あ
っ
て
、
現
在
で
は
国
家
と
の
関
係
は
断
た
れ
て

こ
れ
は
日
本
国
態
法
が
そ
の
第
二
十
条
に
お
い
て
、

(

「
侶
教
の
倒
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
岬
す
る
い
力
な
る
'
示
教

団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
劣
を
行
使
し
て
は
な
ら

な
い
。
・
・
・
・
・
」

と
定
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
轟
法
は
そ
の
第
八
十
九
条
に
お
い
て
、

「
公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
使

益
若
し
く
は
籍
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
釜
、
教
育
若
し

く
は
博
愛
の
甕
に
対
し
、
こ
れ
を
支
細
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は

、
▲
ら
ば
)
 
0

と
定
め
て
い
る

と
こ
ろ
が
上
述
の
「
翊
国
神
礼
法
楽
で
は
、
端
国
神
社
を
'
レ
小
教
法
人

か
ら
は
ず
し
て
単
な
る
「
法
人
」
と
し
、
非
宗
教
的
施
設
と
言
う
仮
面
を
か
ぷ

せ
て
、
そ
の
讐
に
関
す
る
経
賀
を
国
家
か
ら
支
出
さ
せ
よ
う
と
し
て
ぃ
る
。

山

亨

十
二
月
に
例
会
に
捉
川
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
姑
国
糾
村
江
案
」
の
お
も
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な
条
項
を
掲
げ
れ
ぱ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

第
一
条
(
倒
的
)
、
苗
神
社
は
、
渉
者
お
よ
び
国
事
に
殉
じ
九
者
に
対

す
る
国
民
の
叢
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
感
附
と
尊
敬
の
念
を
裟
わ
す
た
め
、

こ
れ
ら
の
人
々
の
聾
を
し
の
び
そ
の
功
鎖
を
九
た
え
る
行
那
な
ど
を
3
な
い

そ
の
偉
業
を
永
譜
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
五
条
弟
国
神
社
は
神
札
授
与
所
お
よ
び
、
さ
い
祭
X
け
の
施
設
を
設
け

ま
た
は
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
、
理
事
長
お
よ
章
事
は
総
理
大
祭
儒
ず
る
。
裂
は
理
事

長
が
任
命
す
る
。

第
二
寸
九
条
、
国
は
政
令
遷
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
,
葬
の
範
剛
内
で
第

十
ノ
条
の
業
務
に
饗
す
る
経
賓
の
一
部
を
負
相
す
る
。
地
方
、
範
団
体
は
、
'

国
神
社
に
対
し
、
鋤
十
九
条
の
業
務
に
要
す
る
経
賓
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

右
の
条
項
の
中
で
問
題
と
な
る
主
な
る
点
は

W
萌
国
神
社
は
そ
の
名
称
の
.
不
す
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
「
袖
社
」
で
あ
っ

て
、
第
一
条
器
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
戦
没
者
な
ど
に
対
し
て
「
感
謝
と
"

敬
の
念
を
表
わ
す
」
場
合
に
、
神
道
的
形
式
が
と
ら
れ
る
心
配
が
生
ず
る
。
そ

れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
端
国
「
神
社
」
に
対
し
て
国
象
が
そ
の
「
経
費
の
一

部
を
負
担
す
る
」
(
上
掲
端
国
神
社
法
案
第
二
十
九
条
)
の
は
明
ら
か
に
怨
法

違
反
で
あ
る
(
憲
法
第
八
十
九
条
)
。

器
国
神
社
法
案
の
第
十
二
条
で
は
、
器
長
お
よ
登
%
総
理
大
臣
に

よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
特
定
の
神
社
に
対
し

て
特
権
を
与
え
「
政
治
上
の
劣
三
仙
、
-
0
る
こ
と
で
あ
っ
悪
法
第
二
十

条
に
削
す
る
器
で
あ
.
ハ

囚
箇
神
社
は
明
治
二
年
に
招
塊
社
の
名
で
創
立
さ
れ
明
治
十
.
'
郁
か
、
,
晶

国
神
社
と
改
名
さ
れ
た
。
こ
れ
を
宗
教
法
人
か
ら
改
め
て
単
純
な
法
人
に

変
更
し
ょ
う
と
し
て
「
神
札
授
与
所
」
を
諄
な
い
と
か
、
さ
い
銭
受
け
の

施
設
」
喬
か
な
い
と
か
規
定
し
て
も
、
根
本
粘
神
に
お
い
て
戦
没
者
の
当

慰
め
、
こ
れ
を
祀
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
た
と
え
如
何
に
功
績
が
あ
ろ
う

と
も
、
人
問
の
霊
魂
を
神
と
し
て
ま
つ
る
こ
と
に
は
、
神
道
的
栃
が
伴
わ
な

け
れ
ぱ
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
慰
霊
と
い
う
こ
と
が
、
祭
、
信
仰
に
浸

ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
恐
ろ
し
い
突
り
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ
六
と
し
て
も

そ
れ
は
一
定
累
慾
情
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
「
神
社
」
と
い
う
告

励
か
保
存
さ
れ
、
長
い
伝
統
が
付
着
し
て
い
る
限
り
、
禽
神
社
を
宗
教
法
人

か
ら
悦
却
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

苗
神
社
を
宗
教
法
人
で
な
い
、
と
す
る
こ
と
は
Ⅲ
ち
に
伊
勢
神
宮
も
一
宗

教
法
人
で
な
い
、
と
す
る
主
張
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
神
道
が
国
民
感

枯
で
あ
る
と
か
、
国
民
精
神
高
揚
の
手
段
で
あ
る
と
か
言
わ
れ
て
宗
教
の
枠
か

ら
は
ず
さ
れ
る
方
向
に
行
く
こ
と
は
目
に
見
え
る
よ
う
に
明
ら
か
で
あ
る
0

戦
前
の
事
件
で
あ
る
が
、
昭
和
七
年
(
一
九
三
二
年
)
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の

某
学
校
(
女
学
校
)
の
生
徒
が
、
神
社
の
前
で
最
敬
礼
(
参
拝
)
す
る
こ
と
を

拒
否
し
て
、
そ
の
学
校
の
問
題
に
な
っ
た
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
主
蓑
の
某
裳

の
教
師
た
ち
が
、
生
徒
を
神
社
参
拝
に
参
列
さ
せ
る
こ
と
を
拒
否
し
九
0
 
こ
れ

に
対
し
て
文
部
次
官
が
次
の
よ
う
な
回
答
を
公
表
し
九
。

「
学
筆
徒
児
童
等
を
神
社
に
参
#
し
む
る
は
教
行
上
の
哥
振
づ
く

も
の
に
し
て
此
の
場
介
に
芋
生
生
徒
兇
章
の
剛
体
が
愛
求
せ
ら
る
る
敬
礼
は



愛
国
心
と
忠
誠
と
を
現
は
す
も
の
に
外
な
ら
ず
」
凾
和
七
年
九
月
三
十
日

雑
宗
一
四
0
号
、
文
部
次
官
回
答
)
。

こ
れ
と
同
一
の
意
見
を
述
べ
た
学
者
も
い
九
。
す
な
わ
ち
美
濃
部
達
吉
で
あ

つ
て
、
彼
は
「
日
本
行
政
法
」
の
下
巻
に
次
の
ど
と
く
記
し
て
い
る

神
社
を
尊
崇
し
こ
れ
に
対
し
て
不
敬
の
行
為
な
き
こ
と
は
、
臣
民
と
し
て
の

当
然
の
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
憲
法
に
所
謂
『
臣
民
タ

ル
ノ
義
務
』
に
背
く
も
の
で
、
斯
か
る
宗
教
は
許
さ
れ
な
い
(
五
六
二
頁
)
。

大
石
義
雄
は
「
日
本
国
態
法
の
法
理
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
ぃ
る

神
社
に
は
、
国
民
道
徳
的
性
格
の
面
と
宗
教
的
性
格
の
両
面
が
あ
る
。
帝
国

憲
法
下
の
わ
が
法
制
は
神
社
の
国
民
道
徳
的
性
格
に
着
眼
し
、
神
社
を
国
家

的
造
営
物
と
し
て
管
理
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
伊
勢
神
宮
や
靖
国
神
社
に
参
拝
す
る
の
は
、
こ
の
国

家
の
特
別
の
支
持
者
と
し
て
の
祭
神
に
対
す
る
国
民
的
礼
儀
を
と
る
の
で
あ

る
。
(
一
五
0
頁
以
下
)

以
上
は
第
二
次
大
戦
前
、
ま
た
は
戦
時
中
の
神
社
観
を
適
確
に
表
現
し
て
ぃ

る
の
で
あ
っ
て
、
神
社
に
国
民
道
徳
的
性
格
の
あ
る
こ
と
を
力
説
し
、
靖
国
神

社
に
参
拝
す
る
の
は
「
祭
神
に
対
す
る
国
民
的
礼
儀
」
で
あ
る
と
説
い
て
ぃ
る

が
、
こ
の
度
国
会
に
提
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
「
靖
国
神
社
法
案
」
の
目
指

す
る
と
こ
ろ
は
、
戦
前
と
戦
中
の
状
態
に
と
逆
行
さ
せ
る
意
図
を
持
っ
て
ぃ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の
人
々
に
ょ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
王
政
復
古
の
大
号
令
(
慶
応

二
年
十
二
月
)
に
つ
づ
き
、
祭
政
一
致
の
古
制
へ
の
復
帰
が
宣
言
さ
れ
、
天
皇
を

中
心
と
す
る
神
道
の
国
教
化
が
進
め
ら
れ
、
こ
れ
を
土
台
と
し
て
祭
政
一
致
の

体
制
が
固
め
ら
れ
九
。
す
な
わ
ち
徳
禦
府
の
も
と
に
建
て
ら
れ
た
仏
教
国
教

制
か
ら
、
天
皇
中
心
の
神
道
国
教
制
へ
と
変
革
す
る
方
向
へ
と
進
め
ら
れ
九

こ
の
事
が
最
も
顕
著
に
現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
神
社
を
神
社
局
の
下
に
置
き

宗
教
か
ら
は
ず
し
、
神
社
局
と
宗
教
局
が
分
縦
さ
れ
、
神
社
局
は
内
務
省
に
、

宗
教
局
は
宗
教
に
関
す
る
事
務
を
取
扱
う
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
大
蔵
省
に
置

か
れ
九
。
こ
の
法
制
的
区
別
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
神
社
は
国
民
道
徳
に
直

結
す
る
こ
と
で
あ
り
、
宗
教
で
な
い
と
言
う
建
て
前
で
あ
っ
九
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
歴
史
的
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
明
治
籾
年
か
ら
神
祇

官
が
再
興
さ
れ
神
社
や
神
職
を
つ
か
さ
ど
り
、
こ
れ
が
明
治
四
年
八
月
に
は
神

祇
省
と
な
っ
た
が
、
宗
教
に
関
し
て
は
太
政
官
の
民
部
省
に
社
寺
係
(
後
に
寺

院
寮
と
な
る
)
が
明
治
三
年
七
月
に
設
け
ら
れ
九
。
後
に
民
部
省
が
廃
止
さ
れ

て
、
社
寺
課
は
大
蔵
省
の
下
に
置
か
れ
九
(
明
治
四
年
七
月
)
そ
の
後
明
治

三
十
三
年
に
前
に
述
べ
た
よ
う
に
社
寺
局
は
宗
教
局
と
名
を
改
め
て
大
蔵
省
に

そ
し
て
大
正
二
年
に
は
文
部
省
に
移
管
さ
れ
、
神
社
に
関
す
る
神
社
局
は
こ
れ

と
は
別
に
内
務
省
の
篇
下
に
置
か
れ
九
。
神
社
の
こ
と
は
文
部
省
で
、
宗
教

の
こ
と
は
内
務
省
に
と
別
個
あ
つ
か
い
で
あ
っ
た
。

戦
後
に
お
い
て
は
神
社
が
一
宗
教
で
あ
る
こ
と
は
朋
白
に
さ
れ
、
福
の
向

由
が
表
明
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
新
ら
し
い
日
本
国
憲
法
、
い
わ
ゆ
る
新
態
法

が
世
に
出
る
前
に
種
々
の
覚
書
の
形
で
公
表
さ
れ
た
。
例
え
ぱ
昭
和
二
十
年
(
一

九
四
五
年
)
十
月
四
日
に
は
「
政
治
的
民
事
的
及
宗
教
的
自
由
に
対
す
る
制
限

撤
廃
に
関
す
る
覚
書
」
が
公
示
さ
れ
て
宗
教
的
自
由
に
た
い
す
る
制
限
は
撤
廃

明
治
百
年
と
言
,
つ
一
暴
に
ょ
っ
て
、
明
鞭
新
が
回
顧
さ
れ
る
が
、
雑
新
に

お
け
る
宗
教
政
策
の
基
礎
を
な
し
た
の
は
、
復
古
愚
に
あ
っ
九
こ
と
は
多
く

四
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さ
れ
た
。
県
十
二
月
十
五
日
に
は
「
国
家
初
道
に
対
す
る
政
府
の
保
訓
、
支

援
、
保
全
、
署
及
び
弘
布
の
廃
止
に
関
す
る
響
」
が
発
表
さ
れ
、
国
家
.

道
は
禁
止
さ
れ
、
国
家
か
ら
分
削
さ
れ
六
宗
教
と
し
て
の
神
道
が
存
続
し
九
は

ず
で
あ
る
。

日
本
国
愈
法
は
第
二
十
条
や
第
八
十
九
条
に
朋
ら
か
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

仁
教
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
。
そ
の
自
由
と
は
宗
教
上
の
祝
典
や
儀
式
、
ま

九
は
行
事
に
は
参
加
す
る
向
由
が
各
人
に
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
参
加

し
な
い
自
由
も
存
在
す
る
。
態
法
二
十
条
に
「
何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝

ー
、
、

儀
式
叉
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
」
と
明
記
さ
れ
て
、

,る
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
搭
教
の
自
由
は
憲
法
に
お
い
て
保
証
さ
れ
な

か
ら
、
現
在
は
そ
れ
が
危
険
に
成
っ
て
い
る
0

例
え
ば
伊
勢
神
宮
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
修
学
旅
行
の
旅
程
に
俎
ま

れ
、
参
拝
の
順
序
、
そ
の
様
式
ま
で
予
め
印
刷
物
と
し
て
配
布
さ
れ
、
学
校
生

徒
は
一
っ
の
型
に
は
め
ら
れ
て
参
拝
す
る
。
伊
勢
神
宮
は
天
皇
の
且
先
を
祭
神

と
す
る
国
家
的
施
雫
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
復
活
す
る
の
で
は
ξ

か
と
憂
う
る
総
理
大
臣
に
就
任
す
る
挨
拶
に
鳩
山
一
郎
も
わ
ざ
わ
ざ
伊
勢
神

宮
ま
で
行
っ
て
来
た
と
聞
く
。

貞
明
皇
后
の
葬
儀
は
昭
和
二
十
六
年
六
月
二
十
二
日
に
行
な
わ
れ
た
が
、
こ

れ
は
明
ら
か
に
神
式
で
行
な
わ
れ
た
。
皇
室
の
私
的
な
行
事
と
解
す
る
な
ら
ぱ

神
式
で
も
仏
式
で
も
自
由
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
0

山
j
時
、
政
府
は
国
の
儀
式
と
し
て
で
な
い
こ
と
を
弁
明
し
た
が
、
宮
内
庁
が
行

な
っ
た
こ
と
に
つ
ぃ
て
、
な
お
疑
い
が
起
こ
る
余
地
が
あ
っ
た
0

皇
太
子
の
立
太
子
の
礼
と
成
年
式
は
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
神
式
で
行
な
つ

中
た
国
会
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
0
 
た
し

か
そ
の
時
の
解
説
で
は
、
昭
和
二
十
七
年
二
月
二
十
二
日
の
衆
需
予
卸
委
第

一
分
科
に
お
い
て
、
陛
下
の
私
的
な
行
事
と
し
て
は
伝
統
の
神
道
形
式
を
持
つ

が
、
国
と
し
て
行
な
う
も
の
は
そ
れ
か
ら
分
艦
す
る
、
と
説
明
さ
れ
九
0
 
し
か

し
そ
の
後
に
通
達
さ
れ
九
内
閣
官
房
長
官
の
通
知
で
は
、
昭
和
二
十
七
乍
九
月

ブ
日
、
総
理
府
の
声
明
で
立
太
子
の
礼
お
よ
び
成
年
式
の
全
て
を
国
の
儀
式
と

し
て
行
な
う
こ
と
を
表
明
し
、
そ
の
重
要
な
一
部
は
神
道
式
で
行
な
わ
れ
た
0

皇
太
子
の
結
婚
式
が
昭
和
三
十
四
年
四
月
十
日
に
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
重

要
な
一
部
は
神
道
の
形
式
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
皇
室
の
私
的
な
子
事
と
す
る
な

ら
ば
費
用
の
点
か
ら
も
内
廷
費
で
支
出
さ
れ
た
筈
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
国
民

の
前
に
明
白
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
事
実
を
も
し
積
み
重
ね
て
国
最
情
と
か
言
う
表
現
が
用
い
ら

れ
て
、
神
道
は
宗
教
で
な
い
と
い
う
偽
り
の
主
張
、
虚
偽
の
説
明
が
ま
か
り
通

る
こ
と
に
な
れ
ぱ
大
変
な
事
態
が
到
来
す
る
。
そ
れ
は
戦
前
と
戦
時
中
の
あ
の

右
翼
的
国
家
神
道
の
再
来
で
あ
る
。

神
道
は
現
在
の
と
こ
ろ
t
宗
教
で
あ
っ
て
日
本
の
国
教
で
は
断
じ
て
な
い
0

神
道
は
仏
教
や
キ
リ
ス
ト
教
と
並
ぷ
一
宗
教
で
あ
っ
て
、
そ
の
行
事
を
国
家
が

援
助
す
る
こ
と
は
憲
法
違
反
で
あ
る
。

端
国
神
社
は
一
っ
の
宗
教
施
設
で
あ
っ
て
、

国
家
と
権
力
的
に
経
済
的
に
切

り
離
し
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
思
う
。

(
こ
の
論
文
執
筆
に
当
っ
て
次
の
文
献
を
参
照
と
し
た
0

田
中
二
郎
著
「
日
本

に
お
け
る
信
教
の
自
由
」
国
際
宗
教
研
究
所
、
一
九
五
九
年
。
笠
原
芳
光
「
靖

国
神
社
法
案
を
批
判
す
る
」
永
世
巾
立
、
第
十
三
号
、
昭
和
四
十
二
年
0
)

(
神
学
部
教
授
・
宗
教
部
長
)
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た
た
い
て
み
れ
ぱ
因
循
好

ご
の
お
小
す
る
総
爰
頭

を
た
た
い
て
み
れ
垈
政

復
古
の
音
が
す
る
、
ざ
ん

ぎ
り
頭
を
た
九
い
て
み
れ

ば
文
明
開
化
の
音
が
す

る
」
ま
九
「
い
き
な
ざ
ん

せ
・
,

ぎ
り
、
い
や
み
な
茶
笑
ト

岡

ま
げ

ン
ド
ン
、
編
の
あ
る
の
は

野
蛮
人
、
ホ
ン
マ
カ
ネ

」
と
も
う
た
わ
れ
た
時

世
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
女
と
い
え
ぱ

温
和
で
柔
蜘
な
も
の
と
み

ら
れ
て
い
た
Ⅷ
1
時
の
男
の

目
に
は
、
こ
の
女
償
俗

、

い

が
き
わ
め
て
奇
捉
六

同
心
社
で
最
初
の
バ
イ
ブ
ル
ク
ラ
ス
(
明
治
十
年
代
)
や
そ
れ
以
上
に
小
生
贅

明
治
初
年
、
文
明
兇
の
製
製
く
中
に
、
屶
な
も
の
に
映
っ
た
ら
し
い
「
近
頃
府
(
累
)

袴
姿
の
女
性
風
俗
が
出
現
し
た
。
袴
を
つ
け
九
は
か
ニ
テ
征
々
女
了
ノ
断
髪
ス
ノ
省
ア
リ
モ
ト
ヨ
リ
子

り
で
は
な
い
0
 
足
駄
を
は
き
、
袖
を
ま
く
り
、
轡
占
俗
ニ
モ
非
ズ
、
マ
タ
西
π
文
化
ノ
諸
風
ニ
モ
木
ダ

な
ど
を
か
か
え
、
炯
を
は
っ
て
大
道
を
闇
歩
し
た
。
曽
テ
見
ザ
ル
コ
ト
ニ
ブ
、
其
醜
体
師
風
,
ノ
一
忍
ビ

小
に
は
、
開
化
屶
性
を
ま
ね
て
、
日
木
髪
を
断
ち
W
 
ズ
。
女
上
ハ
柔
川
冷
府
ヲ
以
テ
モ
ト
ス
ノ
名
ナ
レ

爰
長
ク
シ
飾
リ
用
ウ
ル
コ
ソ
万
四
ノ
通
俗

バ
、

九
、
勇
敢
な
断
髪
姿
も
み
ら
れ
九
。
「
半
安
頭
を

ナ
ル
ヲ
、
イ
カ
ナ
レ
モ
誓
ヤ
、
ア
タ
ラ
黒
髪
ヲ
切

括
テ
、
刑
化
ノ
姿
ト
カ
色
父
ヲ
際
ル
ル
ト
カ
思
イ
テ

リ
一

ス
マ
シ
帥
ナ
ル
ハ
災
二
片
腹
イ
タ
キ
業
ナ
リ
。
コ
ノ

説
既
二
府
下
競
聞
二
掲
載
シ
テ
言
ヲ
待
タ
ザ
ル
コ

ト
ナ
レ
ド
、
マ
タ
別
一
驫
ナ
女
生
卜
見
工
、
大
帯
ノ

ヒ
ニ
男
十
ノ
用
ウ
ル
袴
ヲ
着
シ
足
駄
ヲ
ハ
キ
腕
マ
ク

リ
ナ
ド
シ
テ
、
¥
堂
一
ヲ
捉
ゲ
往
来
ス
ル
ア
リ

二
女
学
化
ト
テ
狼
り
ニ
男
子
ノ
服
ヲ
着
シ
テ
活
気
ガ

マ
シ
キ
風
俗
ヲ
ナ
ス
コ
ト
、
既
二
学
問
ノ
他
道
二
馳

セ
テ
女
学
ノ
本
愆
ヲ
失
イ
タ
ル
一
端
ナ
リ
。
是
等
ハ

イ
ズ
レ
モ
文
明
開
化
ノ
弊
ニ
シ
テ
、
門
人
ハ
,
ク

父
母
タ
ル
者
教
工
、
ザ
ル
ノ
罪
卜
謂
ツ
ベ
キ
ナ
リ

しノ

(
明
治
五
年
'
月
「
新
聞
熊
巴
第
三
十
ぢ
)

「
新
聞
織
は
、
耕
の
三
傑
の
一
人
木
憂
允

の
発
荏
よ
っ
て
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
流
月
創
"

さ
れ
、
七
年
(
一
八
七
四
)
十
二
月
廃
刊
さ
れ
る
ま
て

鷹
愈
拳
ふ
く
ん
だ
報
語
雫
を
多
く
の
せ
た

*

女
性
の
男
性
化
風
俗
は
、
さ
ら
に
新
聞
の
投
苫
欄

需
聖
よ
ん
だ
。
「
近
来
笑
う
べ
き
一
゛
あ
り

女
f
に
し
て
場
f
の
袴
を
穿
つ
こ
と
な
り
。
.
:
:
.
甚

し
き
哉
謝
興
の
風
体
、
火
に
胆
辱
と
も
い
う
ぺ
し

そ
れ
当
ム
,
射
女
十
に
叫
ら
学
問
を
修
め
し
む
る
は
、

そ
の
知
般
を
開
き
、
婦
の
良
道
を
保
た
し
め
、
他
H

新聞記事で描い九

日本女性のあゆみ
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何
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ま
た
己
の
子
を
教
養
す
る
充
分
に
教
育
の
道
一
衡

き
、
我
邦
を
し
て
永
く
文
明
の
盛
川
を
ま
っ
と
、
つ
せ

し
め
ん
か
た
め
な
り
。
あ
に
は
か
ら
ん
、
そ
の
木
在

忘
れ
て
そ
の
末
に
趨
り
、
女
子
た
る
の
本
文
を
失
う

者
往
々
こ
れ
あ
り
。
畢
尭
こ
れ
そ
の
父
兄
の
あ
や
ま

ち
な
り
請
、
つ
女
イ
た
る
者
は
、
六
と
い
学
校
へ

行
か
し
む
る
に
も
袷
を
片
す
る
こ
と
な
く
、

平
"
小
炉
加

女
f
の
装
に
て
可
な
り
。
し
か
ら
ず
,
ル
ぱ
、
西
洋
仕

の
女
服
を
用
い
よ
(
明
治
七
年
一
月
十
流
肝
「
郵

使
報
知
新
剛
)

さ
き
の
「
新
聞
雜
誌
」
の
記
卓
に
し
ろ
、
こ
の

「
郵
便
報
知
新
闘
」
の
投
だ
し
ろ
、
男
帷
化
風
俗

出
現
の
責
仟
を
娘
を
も
つ
親
に
帰
し
て
い
る
点
は
、

注
目
に
あ
た
い
し
よ
う
。
文
明
開
化
の
波
風
が
ど
ん

な
に
強
か
ろ
う
と
、
封
建
時
代
そ
の
ま
ま
に
受
け
つ

が
れ
た
大
家
族
鎧
、
そ
れ
ゆ
え
の
条
父
長
権
は
、

当
然
娘
の
服
装
ま
で
支
配
す
ぺ
き
だ
と
さ
れ
た
の
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
万
屯
親
ま
か
せ
、
極
端
に
世
事

地
う
と
い
ヒ
ナ
人
形
の
よ
う
な
娘
が
い
た
と
し
て

)し

も
、
な
ん
の
ふ
し
ぎ
も
な
い
。
そ
の
一
例
を
あ
げ
て

お
こ
う
。
あ
る
良
家
の
婦
人
が
外
出
の
途
中
「
し
き

り
に
峻
痛
し
て
瀉
下
せ
ん
と
す
る
気
味
あ
れ
ぱ
、
止

む
を
得
ず
日
本
橋
曹
街
厨
(
共
同
仙
所
)
に
入

り
、
踏
板
に
ま
た
が
り
給
い
し
が
、
:
:
:
生
れ
て
ょ

リ
ー
め
て
此
路
傍
の
b
1
隠
に
捗
工
れ
セ
る
こ
と
な
ー

ぱ
、
今
ま
で
の
も
の
と
は
事
か
わ
り
、
凹
き
越
巾
禅

の
尿
水
に
漂
い
、
・
・
・
・
・
・
物
蛛
の
巣
に
喫
芥
の
ひ
っ
か

か
り
た
る
冬
X
の
鼻
を
衝
く
な
ど
、
不
潔
中
の
不

潔
を
極
め
六
る
と
こ
ろ
に
暫
時
も
居
ら
る
べ
き
や
。

た
ち
ま
ち
嘔
気
を
催
し
て
、
下
の
気
も
何
処
へ
か
な

く
な
り
あ
な
父
味
わ
る
や
立
ト
々
に
出
ら
れ
た
る

,
)
、

カ
、
挺
か
糾
経
に
感
じ
た
る
に
や
、
吋
邸
の
の
ち
病

ノ
バ
と
ナ
゛
リ

(
吻
治
卜
四
年
一
月
二
十
四
H
「
東

京
日
H
h
鬮
)
こ
の
よ
う
な
女
性
に
、
な
ん
の
工

ネ
ル
キ
ー
か
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
.
ヂ
。

*

そ
れ
に
く
ら
べ
て
、
屶
性
化
風
俗
の
主
九
ち
に
は
、

一
種
の
た
く
ま
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
お
ぽ
え
る
で
は

な
し
か
い
か
に
当
時
と
て
、
彼
女
た
ち
へ
の
援
懲
射

撃
が
瓔
わ
れ
九
。
さ
き
に
あ
げ
た
投
書
へ
挑
む
反
対

一
覽
の
投
書
で
あ
る
。
「
そ
も
そ
も
我
国
男
女
の
服

制
未
だ
佐
定
せ
ず
、
各
適
穩
よ
り
て
そ
の
風
壁
」

異
に
す
。
力
〒
各
国
姦
の
時
、
よ
ろ
し
く
一
定
の

制
を
立
て
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
さ
き
に
官
女
学
校
を
設

け
、
外
国
教
師
を
迎
う
る
や
、
わ
鳶
女
子
の
風
俗

や
や
も
す
れ
ぱ
、
股
脛
を
露
わ
し
、
内
桾
(
下
碆
)

を
ひ
る
が
え
す
等
の
醜
態
あ
り
。
授
業
場
に
於
て
も

大
い
に
不
体
裁
な
る
を
以
て
、
か
り
こ
入
校
の
女
生

徒
に
着
袴
す
べ
き
の
令
あ
り
。
こ
れ
風
俗
ゑ
叫
す

る
の
一
端
に
し
て
服
制
改
器
一
歩
を
進
む
る
に

あ
り
」
(
明
冶
七
年
一
月
二
十
三
n
、
「
郵
便
帳
知
断

聞
」
)文

中
、
官
女
学
校
と
あ
る
の
は
、
明
治
五
年
(
一

八
七
己
一
月
、
東
京
に
削
校
し
た
1
女
学
校
の

こ
と
。
八
年
(
一
八
七
流
)
十
一
月
一
十
九
口
、
谷

を
迎
え
て
行
な
わ
れ
た
東
京
女
子
器
学
校
の
朋
校

^
に
も
、
^
^
た
ち
は
小
倉
袴
を
っ
け
て
出
席
し
た
0

一
方
、
詞
じ
甥
性
化
風
俗
で
も
、
断
髪
の
ほ
う
は

.
、

川
治
五
如
↓
一
月
十
二
Π
施
一
丁
の
遂
式
^
迩
条
列
で

綱
せ
ら
才
る
こ
と
に
な
っ
た
。
船
人
ニ
テ
劉
レ
無

ク
断
髪
ス
ル
者
」
(
第
三
十
九
条
)
は
「
吾
ヲ
明

ケ
放
チ
内
ガ
児
エ
ル
欝
」
(
第
二
十
七
条
)
「
業

テ
小
使
シ
タ
者
(
第
四
十
九
条
)
な
ど
と
も
に
「
讃

遂
罪
目
」
に
あ
げ
ら
れ
、
見
っ
け
し
だ
い
逮
姉
さ
れ

て
ブ
銭
.
誓
毛
以
ト
ー
'
一
成
五
即
凱
F
の
詞
粂
を

遜
セ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
い
っ
た
ん
W
つ
た
髪
は
、
ふ
た
た
び

0

Π
木
髪
を
結
え
る
ま
で
、
な
か
な
か
の
び
て
く
れ
な

)
0

髪
の
D
び
き
ら
な
い
ま
ま
外
出
す
れ
ぱ
、
三
製

しも
長
も
条
例
器
で
抽
ま
っ
て
、
そ
の
た
び
に
劉

金
を
払
わ
さ
れ
る
始
末
に
な
る
。
年
を
越
え
て
、
こ

の
木
合
理
に
ょ
う
や
く
取
締
当
局
も
気
が
つ
い
六
。
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「
霊
罪
目
第
三
十
九
条
、
婦
人
に
て
謂
れ
無
く
断

髪
せ
し
者
、
一
旦
差
押
え
決
放
の
後
、
重
ね
て
差
押

え
候
様
の
儀
も
之
有
可
き
に
付
、
以
来
処
分
済
の
者

は
、
毛
髪
の
長
短
に
ょ
り
た
い
て
い
結
髪
し
得
べ
き

の
日
数
を
吋
、
百
日
あ
る
い
は
百
五
十
円
程
の
期

限
を
た
て
、
左
の
証
書
相
渡
し
、
以
後
外
出
の
節
は

必
ず
之
を
所
持
し
、
若
し
差
押
え
ら
役
節
は
、
右

を
以
て
弁
解
致
す
可
し
。
猶
期
日
に
至
り
短
髪
に
し

て
結
び
難
き
者
は
、
延
期
の
儀
願
い
出
る
べ
き
旨
申

渡
す
。
ま
た
既
に
決
放
の
者
に
て
響
受
取
り
九
き

申
出
候
わ
ば
、
是
ま
た
同
様
相
渡
し
申
す
可
き
事
。

氏

名

右
無
謂
断
髪
セ
シ
罪
二
依
テ
本
日
賦
企
物
無
申
判

候
以
後
結
髪
相
成
候
迄
日
数
0
0
日
ノ
問
散
髪

加
用
稔
者
也

月
日
第
0
大
区
小
0
区
警
部
印
」

(
明
治
六
年
二
月
二
十
日
「
東
京
日
日
新
聞
」
)

*

明
治
二
十
一
年
(
一
ハ
ハ
ハ
)
に
は
、
は
じ
め
て

日
本
銀
行
が
女
子
職
員
を
採
岡
女
性
の
働
く
場
は

ひ
ろ
が
る
か
に
み
え
た
が
、
そ
の
社
会
的
地
位
は
、

時
代
の
進
行
と
は
関
係
な
く
、
封
建
時
代
、
七
の
ま
ま

に
閉
じ
こ
め
ら
れ
九
。

明
治
二
十
二
年
(
一
人
八
九
)
二
月
十
一
日
発
布

さ
れ
た
大
日
本
帝
国
憲
法
で
、
女
性
は
い
っ
さ
い
の

選
挙
の
対
象
外
に
お
か
れ
た
し
、
翌
年
七
月
二
十
五

日
公
布
さ
れ
た
集
会
お
よ
び
政
社
法
で
、
女
性
の
政

治
団
体
へ
の
加
入
政
談
集
会
へ
の
参
加
も
禁
止
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
女
子
職
員
を
採
用
し
た
日
本
銀
行

で
も
、
男
子
行
員
と
の
あ
い
だ
に
き
び
し
い
差
別
か

あ
っ
た
。
出
退
勤
の
出
入
口
か
ら
通
行
す
る
廊
下
ま

で
区
別
さ
れ
、
そ
の
く
せ
便
所
だ
け
は
男
子
と
共
用

と
い
う
一
事
を
払
拭
す
る
と
い
う
こ
と
に
さ
え
、
十

年
の
時
日
を
要
し
九
。
日
本
銀
行
に
て
は
、
今
回

新
工
事
を
起
し
て
、
目
下
其
建
築
に
多
忙
な
り
と
喚

す
る
よ
り
、
そ
れ
は
ま
た
い
か
な
る
新
工
事
か
と
、
好

事
の
男
内
内
探
り
て
見
れ
ぱ
、
同
行
は
公
偵
利
子
調

べ
の
九
め
先
頃
よ
り
婦
人
を
雇
い
九
る
に
、
男
子
と

違
い
、
細
樂
る
什
事
に
適
す
る
の
み
か
、
経
済
上

に
も
至
極
便
利
な
れ
ぱ
、
今
後
も
多
数
の
婦
人
を
入

る
る
都
合
と
な
り
し
が
、
婦
人
附
加
に
付
て
一
つ
困

難
と
い
う
は
便
所
の
男
子
と
同
一
な
る
こ
と
に
て
、

さ
て
こ
そ
別
に
婦
人
便
所
を
新
築
す
る
こ
と
に

な
れ
る
な
り
と
ぞ
」
(
明
治
三
十
一
年
二
月
二
十
日

「
読
売
新
聞
」
)
こ
れ
が
職
場
に
お
け
る
わ
が
国
最
初

の
女
子
専
用
便
所
で
あ
っ
九
。

*

日
清
・
日
露
戦
争
の
勝
利
は
、
わ
が
国
社
会
に
お

け
る
男
性
支
配
体
制
を
一
段
と
強
め
る
の
に
役
立
っ

六
。
こ
の
時
代
、
女
学
生
の
男
袴
姿
は
す
っ
か
り
か

げ
を
ひ
そ
め
、
代
わ
っ
て
工
条
色
の
あ
ん
ど
ん
袴

が
普
及
し
た
。
女
学
生
が
「
工
、
ビ
茶
式
部
」
な
ど
と

よ
ぱ
れ
た
の
も
、
そ
の
こ
ろ
の
こ
と
。
そ
の
エ
ビ
茶

袴
を
め
ぐ
っ
て
、
女
学
生
蔑
視
の
悪
ふ
ざ
け
が
教
育

者
に
ょ
っ
て
行
な
わ
れ
た
。
「
佐
賀
県
に
て
は
昨
年え

末
よ
り
同
県
下
の
各
女
学
校
生
徒
を
し
て
何
れ
も
淘

老
茶
袴
を
穿
六
し
む
る
こ
と
と
な
り
、
・
・
・
・
・
・
教
育
上

礼
儀
を
正
し
風
俗
重
う
る
の
方
針
な
り
と
い
う

が
、
佐
賀
郡
視
学
、
伺
瓣
記
、
某
々
等
は
右
の
制

服
を
賤
み
て
か
、
去
月
催
さ
れ
た
る
あ
る
宴
会
の
際
、

某
女
学
校
に
向
い
女
生
徒
の
袴
十
数
名
分
を
あ
る
儀

式
に
使
用
す
ぺ
け
れ
ぱ
、
ぜ
ひ
に
貸
渡
さ
れ
よ
と
懇

望
し
、
女
学
校
の
職
員
も
儀
式
に
入
用
と
あ
ら
ば
と

て
望
ま
る
る
ま
ま
の
袴
を
用
立
て
し
に
、
何
ぞ
図
ら

ん
、
件
の
袴
は
同
地
思
若
亭
の
芸
酌
婦
に
着
せ
、
彼

ら
が
ヂ
グ
ラ
踊
り
の
揃
い
の
衣
服
と
し
て
用
い
し
め

た
・
・
・
・
・
・
」
(
明
治
三
十
四
年
一
月
十
二
日
「
日
本
」
)

ま
た
日
露
戦
争
の
起
っ
九
年
に
は
、
岡
山
県
や
福
島

県
で
生
徒
の
身
体
検
査
を
丸
は
だ
か
に
さ
せ
て
強
行

し
た
女
学
校
校
長
ま
で
現
わ
れ
た
。
(
明
治
三
十
七

年
四
月
二
十
一
日
「
束
京
二
六
新
聞
」
)
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明
治
四
十
二
年
(
一
九
0
九
)
十
二
月
、
東
京
の

女
子
教
育
塚
懇
話
会
が
発
表
し
た
「
若
き
婦
人
の
男

子
に
対
す
る
心
得
十
箇
条
」
は
「
す
べ
て
男
子
と
面

接
す
る
場
合
に
は
適
当
な
る
同
席
者
あ
る
を
要
す
、

も
し
や
む
を
得
ず
し
て
単
独
に
て
面
接
す
る
場
合
に

は
、
開
き
た
る
所
に
於
て
す
べ
し
」
「
若
き
男
女
の

み
に
て
散
歩
、
遊
雌
も
し
く
は
娯
楽
等
を
な
す
は
、

周
囲
の
指
弾
を
招
く
も
の
と
心
得
べ
し
」
な
ど
と
い

つ
た
内
容
で
あ
っ
た
。
ま
た
貞
女
の
鑑
と
い
わ
れ
た

乃
木
大
将
夫
人
静
子
が
明
治
四
十
五
年
(
一
九
三
)

お
し
え

結
婚
す
る
姪
に
送
っ
た
手
紙
「
母
の
訓
」
も
、
女
性

の
忍
従
を
似
本
固
有
の
美
俗
と
し
て
讃
美
す
る
内
容

で
あ
っ
た
。
「
色
を
以
て
男
に
仕
う
る
は
妾
の
こ
と

に
し
て
、
心
を
以
て
殿
御
に
仕
う
る
は
砥
の
翻

に
候
。
故
に
御
輿
入
先
の
殿
い
か
に
多
く
の
妾
お
わ

し
ま
し
候
と
も
、
色
を
以
て
之
を
争
う
な
ど
端
た
な

き
御
振
獅
遊
ぱ
さ
れ
ま
じ
く
候
」
は
、
そ
の
一
節
。

*

し
か
し
、
女
子
教
育
が
し
だ
い
に
普
及
す
る
に
つ

れ
て
、
め
ざ
め
る
女
性
が
急
速
に
増
加
し
は
じ
め
た
。

日
露
戦
争
当
時
三
万
前
後
に
す
ぎ
な
か
っ
九
全
国
の

女
学
校
生
徒
は
、
大
正
に
入
っ
て
年
々
急
堰
大
正

六
年
(
一
九
一
七
)
十
万
を
突
破
し
た
。
め
ざ
め
九

女
性
の
増
加
は
、
平
塚
雷
鳥
ら
に
ょ
る
朋
治
四
十
四

年
(
一
九
一
一
)
の
「
青
谿
」
創
刊
を
は
じ
め
、
女

性
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
確
立
を
促
し
た
。
「
婦
人
公

論
」
(
大
正
五
年
)
「
主
婦
之
友
」
(
大
正
六
年
)
「
婦

人
倶
漆
」
(
大
正
九
怨
「
女
性
改
造
」
矣
正
十

年
)
な
ど
女
性
雑
誌
が
あ
い
つ
い
で
創
刊
、
大
正
五

年
(
一
九
二
◇
に
は
わ
が
国
最
初
の
女
性
理
学
士

が
東
北
大
学
で
生
ま
れ
た
。
さ
ら
に
加
え
て
、
大
正

十
四
年
二
九
二
五
)
の
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
で

の
ラ
ジ
オ
放
送
男
は
「
従
来
・
・
・
・
・
・
家
庭
に
と
り
残

さ
れ
た
女
性
は
い
つ
も
文
化
に
お
く
れ
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
か
っ
九
。
し
か
る
に
、
こ
れ
か
ら
は
ラ
ジ
オ
の

力
に
ょ
っ
て
、
み
ん
な
が
共
通
に
文
化
の
恩
沢
に
浴

ず
る
」
(
東
京
放
送
局
開
局
式
の
総
裁
後
藤
新
平
の

あ
い
さ
つ
か
ら
)
こ
と
に
な
っ
六
0

女
子
教
育
の
暫
及
、
女
性
鷲
の
創
刊
、
ラ
ジ
オ

放
送
の
開
始
は
、
い
ず
れ
も
女
性
に
大
な
り
小
な
り

自
覚
を
よ
び
さ
ま
す
力
を
与
え
た
。
昭
和
に
入
る

と
、
女
性
黒
滋
は
明
治
・
大
正
時
代
と
は
格
段
の

聖
を
し
め
す
。
た
と
え
ば
、
女
嵳
の
結
婚
観
を

み
て
み
ょ
う
。
「
縁
談
の
も
ち
上
が
っ
九
と
き
親
の

覽
に
一
も
も
な
く
し
た
が
い
ま
す
か
」
の
問
に

対
し
て
、
東
ポ
・
麹
N
女
小
の
三
分
の
二
が
「
親

の
命
令
で
も
こ
れ
ば
か
り
は
絶
対
に
盲
従
で
き
ま
せ

ん
」
と
答
え
六
。
(
昭
和
六
年
六
月
二
十
四
日
「
国

民
新
聞
」
)
ま
た
「
配
偶
者
の
決
定
に
つ
い
て
山
親

と
ど
ぅ
し
て
も
覽
の
一
致
し
な
い
場
合
は
?
」
の

ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
を
寄
せ
矣
阪
市
内
の
女
専
生

の
六
一
。
ハ
ー
セ
ン
ト
が
「
断
然
家
出
し
て
自
由
結
婚

す
る
」
と
忠
見
で
あ
っ
た
。
(
昭
和
八
年
十
二
月

「
大
阪
毎
日
新
聞
」
)

し
か
し
、
昭
和
六
年
(
一
九
三
一
)
九
月
十
八
日

の
柳
条
溝
鉄
道
爆
破
に
端
を
発
す
る
0
十
五
年
戦
争
ι

は
、
せ
っ
か
く
の
女
性
の
自
覚
の
め
ば
え
を
手
折
っ

て
し
ま
い
、
彼
女
六
ち
を
ふ
た
た
び
忍
従
の
地
位
に

押
し
込
め
て
し
ま
っ
た
。
「
あ
な
九
は
ど
ん
な
繋

の
夫
を
選
び
ま
す
か
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
し
て
、

軍
都
.
広
島
の
、
要
生
の
四
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
「
軍

人
」
と
答
え
た
(
昭
和
九
年
十
月
三
十
日
「
中
国
新

.
)
、

問
」
)
が
、
ま
だ
そ
の
時
代
は
よ
か
っ
た
。
戦
争
が

断
化
す
る
に
つ
れ
一
＼
や
が
て
女
性
た
ち
は
、

わ

が
子
、
わ
が
犬
、
わ
が
恋
人
を
捗
に
奪
わ
れ
て
し

系
っ
た

敗
嬰
、
女
性
の
解
放
が
叫
ば
れ
て
二
十
二
年
。

だ
が
、
子
供
を
夫
を
恋
人
を
戦
場
に
失
っ
た
女
性
た

ち
の
心
に
は
、
い
ま
も
、
生
浩
え
な
い
 
0
戦
条
ι

の
日
の
な
み
だ
が
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
交
学
部
嘱
託
誇
師
・
毎
日
斬
聞
学
芸
部
副
部
艮
)
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