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は
じ
め
 
に
 
 
 

『
枕
草
子
』
は
、
女
流
作
品
と
し
て
は
、
古
代
中
世
を
通
じ
て
、
「
い
ぬ
」
 
（
犬
・
狗
）
と
い
う
単
語
の
使
用
頻
度
が
群
を
抜
い
て
 
 

高
い
作
品
で
あ
る
。
三
巻
本
系
の
本
文
に
拠
る
田
中
重
太
郎
校
注
の
『
日
本
古
典
全
書
 
枕
冊
子
』
で
数
え
れ
ば
一
五
例
、
ま
た
、
 
 

同
じ
く
田
中
重
太
郎
の
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
の
（
評
）
 
（
一
－
一
〇
八
ペ
ー
ジ
）
に
よ
れ
ば
、
伝
能
因
本
の
本
文
で
】
三
例
と
い
う
数
 
 

字
に
な
る
。
こ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』
 
（
『
源
氏
物
語
大
成
』
に
拠
る
）
 
の
二
例
を
は
る
か
に
凌
ぐ
。
こ
の
抜
群
の
頻
度
の
高
さ
は
、
 
 

平
仮
名
文
系
作
品
全
体
か
ら
み
て
も
際
立
っ
て
い
る
。
『
宇
津
傑
物
語
』
は
、
『
宇
津
傑
物
語
本
文
と
索
引
 
索
引
編
』
 
（
宇
津
傑
 
 

物
語
研
究
会
編
）
 
で
機
械
的
に
拾
う
か
ぎ
り
で
は
、
「
夏
犬
」
を
含
め
て
三
一
例
を
数
え
る
が
、
二
八
例
ま
で
が
人
名
、
つ
ま
り
仲
 
 

息
・
女
一
宮
夫
妻
の
姫
、
「
犬
宮
」
の
こ
と
で
あ
り
、
動
物
の
犬
を
指
す
一
般
名
詞
と
し
て
は
隠
喩
を
含
め
て
四
例
に
と
ど
ま
る
。
 
 

古
代
・
中
世
に
お
い
て
は
、
史
書
・
記
録
の
顆
や
『
今
昔
物
語
集
』
の
よ
う
な
説
話
集
の
類
に
「
犬
」
「
狗
」
の
例
が
大
き
く
偏
り
、
 
 

平
仮
名
文
系
の
作
品
は
、
和
歌
も
含
め
て
、
「
い
ぬ
」
 
の
使
用
例
が
き
わ
め
て
砂
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
異
常
と
い
え
る
ほ
ど
使
用
頻
度
の
高
い
『
枕
草
子
』
で
あ
る
が
、
そ
の
大
半
は
、
か
の
翁
丸
の
段
に
集
中
す
る
。
『
枕
冊
 
 

子
全
注
釈
』
に
よ
れ
ば
九
例
が
、
『
日
本
古
典
全
書
 
枕
冊
子
』
に
よ
れ
ば
二
例
が
、
こ
の
段
に
集
中
す
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
 
 

も
な
く
、
こ
の
段
が
翁
丸
と
呼
ば
れ
る
犬
の
逸
話
を
話
柄
と
L
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
、
た
と
え
ば
、
「
す
さ
ま
じ
き
 
 

も
の
 
星
吠
ゆ
る
犬
」
の
類
の
、
例
示
の
類
と
は
異
な
っ
て
、
犬
そ
の
も
の
が
主
人
公
の
資
格
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
話
柄
 
 

そ
の
も
の
の
特
異
性
に
よ
る
。
頻
度
の
高
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
、
犬
を
主
人
公
と
し
た
逸
話
を
描
い
た
と
い
う
点
に
こ
 
 
 

平
安
時
代
に
お
け
る
触
蔵
観
と
犬
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そ
、
実
は
『
枕
草
子
』
の
独
自
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
独
自
性
あ
る
い
は
特
異
性
は
、
そ
の
ま
ま
、
こ
の
段
に
お
け
る
清
少
納
言
 
 

ま
た
ぎ
 
の
翁
丸
に
注
ぐ
眼
指
し
、
さ
ら
に
は
翁
丸
の
落
涙
と
い
う
思
い
も
か
け
な
い
事
態
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
体
験
を
踏
ま
え
て
の
、
犬
 
 

に
関
す
る
認
識
の
あ
り
よ
う
そ
の
も
の
の
狛
自
性
あ
る
い
は
特
異
性
に
連
な
る
。
 
 
 

他
の
段
、
た
と
え
ば
、
先
引
の
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
場
合
な
ど
ほ
、
作
者
の
名
を
仮
り
に
紫
式
部
に
変
え
て
も
、
お
そ
ら
く
 
 

そ
の
ま
ま
通
用
す
る
体
の
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
当
時
の
貴
族
社
会
の
女
性
た
ち
の
、
一
般
的
な
、
犬
に
対
す
る
釈
念
の
投
影
し
 
 

た
文
辞
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
「
浮
舟
」
の
巻
に
お
け
る
二
例
に
日
を
向
け
て
み
ょ
ぅ
。
宇
治
の
山
荘
を
 
 

ひ
そ
か
に
匂
官
が
訪
れ
る
が
、
警
戒
が
厳
重
で
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
や
や
離
れ
た
場
所
に
馬
を
止
め
て
様
子
を
見
て
 
 

い
る
と
、
「
さ
と
び
た
る
こ
ゑ
し
た
る
い
ぬ
ど
も
」
が
出
て
釆
て
「
の
の
し
る
」
声
が
恐
ろ
し
く
耳
に
響
く
。
夜
が
更
け
る
に
つ
れ
 
 

て
、
「
こ
の
も
の
と
が
め
す
る
い
ぬ
の
こ
え
た
え
ず
」
、
つ
い
に
匂
宮
ほ
、
浮
舟
と
の
逢
瀬
を
断
念
す
る
（
『
源
氏
物
語
大
成
』
一
九
 
 

二
〇
二
九
二
二
ペ
ー
ジ
。
濁
点
ほ
筆
者
）
。
勇
猛
忠
実
な
番
犬
は
、
飼
主
に
と
っ
て
ほ
こ
の
上
な
く
頼
も
し
い
が
、
ほ
げ
し
く
吠
え
 
 

立
て
ら
れ
る
側
に
と
っ
て
ほ
不
快
き
ぁ
ま
り
な
い
。
ま
し
て
、
忍
ぷ
恋
路
の
邪
魔
す
る
犬
は
、
打
ち
殺
し
て
や
り
た
い
ほ
ど
憎
ら
し
 
 

い
。
こ
の
箇
所
、
忍
び
こ
む
機
会
を
伺
う
匂
宮
の
焦
慮
感
、
不
快
感
そ
し
て
不
安
感
が
、
大
の
吠
え
立
て
る
声
と
そ
れ
に
対
す
る
心
 
 

理
的
反
応
を
介
L
て
巧
み
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
「
忍
び
て
来
る
人
見
知
り
て
吠
ゆ
る
犬
」
 
（
伝
能
困
本
は
、
後
に
「
・
：
は
打
ち
も
 
 

殺
し
っ
べ
し
」
と
続
く
）
を
「
憎
き
も
の
」
の
な
か
に
数
え
立
て
る
『
枕
草
子
』
の
捉
え
方
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
 
 
 

さ
て
、
翁
丸
の
段
の
独
自
性
あ
る
い
は
特
異
性
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
他
の
諸
文
献
を
も
見
渡
し
、
犬
が
ど
の
よ
う
に
話
 
 

柄
に
さ
れ
て
い
る
か
、
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
を
、
幅
広
く
観
察
し
、
犬
に
つ
い
て
の
観
念
が
一
般
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
 
 

か
を
、
し
つ
か
り
と
押
え
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
段
で
は
、
こ
れ
ま
た
珍
し
く
、
猫
と
犬
と
が
絡
み
合
い
、
 
 

み
ご
と
と
い
っ
て
よ
い
は
ど
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
犬
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
観
念
、
つ
ま
り
社
会
通
念
を
押
え
る
た
め
に
 
 

は
、
併
行
し
て
猫
に
つ
い
て
の
そ
れ
を
も
吟
味
す
る
作
業
が
欠
か
せ
な
い
。
も
う
一
つ
、
こ
の
段
の
、
い
わ
ば
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
 
 

あ
た
る
部
分
ほ
、
翁
丸
落
涙
の
箇
所
で
あ
る
。
犬
の
落
涙
が
ど
の
よ
う
に
受
け
留
め
ら
れ
た
か
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
涙
に
つ
い
 
 

て
の
、
こ
れ
ま
た
社
会
通
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
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従
来
の
注
釈
研
究
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
以
上
の
諸
点
の
検
討
が
皮
相
の
域
を
越
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
紀
要
の
誌
 
 

面
を
借
り
て
順
次
以
上
の
諸
点
の
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
予
定
で
あ
る
が
、
ま
ず
小
稿
で
は
、
（
稜
）
と
い
う
観
点
か
ら
、
犬
に
関
す
 
 

る
観
念
の
一
面
に
照
明
を
当
て
て
み
た
い
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
犬
の
考
察
と
し
て
は
、
主
と
し
て
近
世
に
お
け
る
そ
れ
を
対
象
と
 
 

し
た
塚
本
学
の
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
（
平
凡
社
二
九
八
三
年
）
 
の
（
お
犬
様
始
末
）
の
章
、
ま
た
、
中
 
 

世
に
お
け
る
そ
れ
を
対
象
と
し
た
黒
田
日
出
男
の
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』
 
（
平
凡
社
・
一
九
八
六
年
）
 
の
（
「
犬
し
と
「
鳥
」
）
 
 

の
条
が
あ
っ
て
参
考
に
な
る
。
古
代
（
平
安
時
代
を
含
む
）
 
に
つ
い
て
は
、
犬
に
焦
点
を
絞
っ
て
は
い
な
い
が
、
（
磯
）
観
念
そ
の
 
 

も
の
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
大
山
喬
平
『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
 
（
岩
波
書
店
・
一
九
七
八
年
）
 
の
第
三
部
の
 
「
二
 
キ
ヨ
 
 

メ
の
都
市
的
構
造
」
の
（
1
 
ケ
ガ
レ
の
前
史
）
お
よ
ぴ
（
2
 
甲
乙
丙
丁
の
穣
）
、
岡
田
重
精
『
古
代
の
斎
忌
』
 
（
国
書
刊
行
会
 
 

二
九
八
二
年
）
、
波
平
恵
美
子
『
ケ
ガ
レ
』
 
（
東
京
堂
出
版
・
一
九
八
五
年
）
が
参
考
に
な
る
。
 
 
 

な
お
、
（
磯
）
の
観
点
か
ら
考
案
す
る
以
上
、
（
穣
）
と
ほ
何
ぞ
や
に
つ
い
て
の
論
議
を
ま
ず
試
み
る
の
が
筋
道
で
あ
る
が
、
 
 

（
穣
）
の
原
理
を
め
ぐ
っ
て
は
、
諸
家
の
論
議
が
活
発
で
あ
り
、
そ
う
そ
う
容
易
に
手
を
出
せ
る
領
域
で
は
な
い
。
民
俗
学
の
分
野
 
 

に
限
っ
て
も
、
た
と
え
ば
、
「
現
代
思
想
」
の
一
九
八
三
年
一
〇
月
号
の
桜
井
徳
太
郎
・
谷
川
健
丁
坪
井
洋
文
・
宮
田
登
・
波
平
 
 

恵
美
子
に
よ
る
「
徹
底
討
議
（
ハ
レ
・
ケ
・
ケ
ガ
レ
）
 
（
二
四
二
ペ
ー
ジ
⊥
二
四
八
ペ
ー
ジ
）
 
に
看
て
取
れ
る
よ
う
に
、
一
筋
縄
で
 
 

は
い
か
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
。
小
稿
は
、
（
磯
）
諭
そ
の
も
の
を
テ
ー
マ
と
し
て
据
え
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
古
代
、
 
 

特
に
所
謂
平
安
時
代
に
お
け
る
、
犬
に
つ
い
て
の
観
念
を
捉
え
る
一
つ
の
手
だ
て
と
し
て
、
（
稜
）
と
の
関
わ
り
に
着
目
す
る
も
の
 
 

で
あ
る
か
ら
、
さ
し
あ
た
っ
て
深
入
り
は
避
け
て
、
（
稜
）
の
定
義
と
L
て
ほ
、
社
会
史
の
分
野
で
評
価
を
得
、
ま
た
筆
者
に
と
っ
 
 

て
も
、
も
っ
と
も
無
難
と
思
わ
れ
る
横
井
清
『
中
世
民
衆
の
生
活
文
化
』
 
（
東
京
大
学
出
版
会
・
一
九
七
五
年
）
 
の
（
Ⅱ
 
差
別
と
 
 

触
蔵
思
想
）
、
（
第
八
 
中
世
の
触
穣
思
想
1
民
衆
史
か
ら
み
た
ー
）
で
示
さ
れ
て
い
る
、
「
人
間
に
対
し
て
感
覚
的
に
不
快
の
念
を
 
 

与
え
る
も
の
と
L
て
と
く
に
忌
避
さ
れ
、
災
害
や
死
を
も
た
ら
す
何
も
の
か
 
（
悪
霊
）
 
発
揮
す
る
悪
し
き
働
き
」
 
（
二
六
八
ペ
ー
 
 

ジ
）
 
が
（
穣
）
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
死
稜
・
弔
喪
・
産
稜
・
月
経
な
ど
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
、
つ
ま
 
 

り
（
触
犠
）
が
極
度
に
畏
怖
さ
れ
、
そ
の
悪
し
き
支
配
か
ら
脱
出
す
る
た
め
の
営
み
と
し
て
（
襖
祓
）
が
行
わ
れ
た
、
と
す
る
見
解
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に
従
っ
て
お
く
。
犬
に
関
わ
る
も
の
は
、
種
々
の
（
稜
）
 
の
う
ち
の
死
蔵
と
産
穣
で
あ
る
。
 
 

天
延
二
年
 
（
九
七
四
）
 
正
月
の
除
目
で
、
藤
原
道
網
は
右
患
助
に
任
官
し
た
。
道
綱
は
、
天
禄
元
年
 
（
九
七
〇
）
 
八
月
に
十
六
歳
 
 

で
元
服
し
、
同
年
十
一
月
に
従
五
位
に
叙
さ
れ
て
い
る
。
兄
の
道
隆
は
、
十
五
歳
で
叙
爵
し
、
昇
殿
を
許
さ
れ
て
殿
上
人
の
仲
間
入
 
 

り
を
し
、
翌
年
に
は
侍
従
そ
し
て
左
兵
衛
佐
と
順
調
に
貴
族
と
し
て
の
出
世
街
道
を
歩
ん
だ
。
そ
れ
に
比
べ
る
と
、
叙
爵
後
五
年
め
 
 

の
任
官
は
、
か
な
り
の
遅
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
度
の
任
官
は
、
母
親
に
と
っ
て
は
大
き
な
悦
び
で
あ
っ
た
こ
 
 

と
と
思
わ
れ
る
。
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
 
（
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』
の
本
文
に
拠
る
）
 
に
は
「
廿
五
日
に
、
大
夫
 
（
＝
道
網
。
筆
者
 
 

さ
小
じ
 
 

注
。
以
下
同
ジ
）
 
L
も
、
な
に
が
し
な
ど
に
も
 
（
柿
本
奨
『
騎
蛤
日
記
全
注
釈
』
 
ハ
 
「
精
進
な
ど
そ
そ
き
」
ト
ス
ル
）
 
お
こ
な
ひ
な
 
 

む
ま
の
 
 

ふ
み
 
 

ど
す
。
な
ど
ぞ
す
ら
ん
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
つ
か
さ
め
し
の
こ
と
あ
り
。
（
兼
家
カ
ラ
ノ
）
 
め
づ
ら
し
き
文
に
て
、
「
「
有
馬
助
に
な
 
 

ん
」
と
告
げ
た
り
。
こ
こ
か
し
こ
に
喜
び
も
の
す
る
に
…
…
」
と
い
う
文
面
は
、
さ
り
気
な
い
け
れ
ど
も
、
母
親
の
今
度
の
司
召
に
 
 

寄
せ
た
期
待
の
大
き
さ
、
兼
家
の
尽
力
に
対
す
る
思
い
、
そ
し
て
任
官
の
朗
報
を
受
け
た
悦
び
が
溢
れ
て
い
る
。
 
 
 

道
綱
の
上
司
の
有
馬
頭
ほ
、
兼
家
の
弟
の
遠
度
で
あ
っ
た
。
遠
度
は
同
職
の
緑
を
利
用
L
て
、
道
綱
の
妹
分
に
当
た
る
、
作
者
の
 
 

養
女
に
心
を
寄
せ
求
婚
す
る
。
天
廷
二
年
の
記
事
は
、
こ
の
遠
度
の
求
婚
に
関
わ
る
話
柄
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
埋
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
 
 

う
な
叙
事
の
展
開
の
な
か
に
、
ば
つ
り
と
い
っ
た
感
じ
で
次
の
記
事
が
挿
ま
れ
て
い
る
。
 
 

†
け
 
 

助
 
（
＝
道
網
。
無
官
ノ
頃
ハ
位
階
テ
合
セ
テ
 
「
大
夫
」
ト
イ
ウ
呼
称
ガ
用
イ
ラ
レ
テ
ィ
タ
ガ
、
今
ハ
、
ソ
ウ
日
当
タ
リ
ノ
良
 
 

ま
つ
り
も
の
 
 

つ
か
き
つ
か
ひ
 
 

イ
官
職
デ
ハ
ナ
イ
ニ
シ
テ
モ
歴
ト
シ
タ
官
僚
。
「
助
」
ト
イ
ウ
呼
称
こ
要
注
意
）
、
司
の
便
に
と
て
、
祭
に
物
す
べ
け
れ
ば
、
そ
 
 

み
そ
ぎ
ひ
い
ぬ
し
 
 

の
こ
と
を
の
み
思
ふ
に
。
人
 
（
＝
遠
度
）
 
ほ
い
そ
ぎ
の
は
つ
る
を
待
ち
け
り
。
御
裸
の
日
、
犬
の
死
に
た
る
を
み
つ
け
て
、
い
 
 

ふ
か
ひ
な
く
て
と
ま
り
ぬ
 
（
天
延
二
年
四
月
の
条
）
 
 
 

四
月
に
は
賀
茂
祭
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
晴
の
盛
儀
で
あ
り
、
特
に
斎
院
の
御
後
に
は
勅
使
以
下
多
数
が
供
奉
し
て
行
列
 
 

し
、
そ
の
は
な
や
か
な
行
進
は
最
大
の
見
物
と
な
っ
て
洛
中
洛
外
か
ら
多
く
の
人
々
が
集
ま
っ
た
。
有
馬
寮
か
ら
も
勅
使
が
立
つ
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が
、
そ
の
資
格
は
五
位
以
上
の
も
の
で
、
一
人
で
あ
り
、
『
宇
津
保
物
語
』
の
「
祭
の
使
」
の
巻
で
は
、
式
部
卿
の
官
の
子
息
有
馬
 
 

頭
が
任
命
さ
れ
て
い
る
。
助
は
令
射
で
は
正
六
位
相
当
の
官
で
あ
る
が
、
道
網
は
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
て
お
り
、
資
格
条
件
を
充
 
 

た
し
て
い
る
。
近
衛
府
の
勅
使
に
此
べ
れ
は
、
革
麗
と
い
う
点
で
劣
り
こ
そ
す
れ
、
晴
れ
が
ま
し
い
役
目
で
あ
り
、
兼
家
、
遠
度
あ
 
 

た
り
の
働
き
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
 
（
な
お
、
こ
の
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
祭
の
使
に
関
し
て
は
、
宮
城
栄
昌
「
平
安
文
学
か
 
 

ら
み
た
 
『
延
書
式
』
の
施
行
力
」
 
－
 
古
代
学
協
会
編
 
『
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
 
（
吉
川
弘
文
館
・
一
九
六
五
年
）
所
収
 
－
 
を
参
 
 

照
の
こ
と
）
。
 
 
 

道
綱
に
と
っ
て
は
任
官
後
初
の
大
役
で
あ
る
。
本
人
は
勿
論
、
母
親
の
力
の
入
れ
よ
う
も
大
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
 
 

る
。
そ
の
準
備
に
忙
殺
さ
れ
、
さ
す
が
の
遠
度
も
、
養
女
の
こ
と
を
口
に
す
る
の
を
控
え
た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
 
 

に
、
肝
腎
な
当
日
、
「
犬
の
死
に
た
る
」
を
見
つ
け
た
ば
か
り
に
す
べ
て
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
作
者
ほ
筆
を
抑
え
て
「
い
 
 

ふ
か
ひ
な
く
と
ま
り
ぬ
」
と
記
す
の
み
だ
が
、
抑
え
た
分
、
そ
の
胸
中
の
悔
し
さ
が
診
み
出
て
い
る
。
 
 
 

道
綱
は
、
『
延
書
式
』
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
凡
触
こ
歳
悪
事
恵
レ
忌
者
、
人
死
限
二
廿
日
一
朗
鴨
。
【
、
産
七
日
、
六
畜
死
五
日
、
産
 
 

三
日
臓
Ⅷ
二
忌
」
 
（
神
舐
式
三
臨
時
祭
＝
『
珊
紺
国
史
大
系
』
に
拠
る
）
の
六
畜
死
穣
に
触
れ
た
の
で
あ
る
。
「
六
畜
」
は
、
『
小
野
官
 
 

年
中
行
事
』
が
『
錦
帯
書
』
 
を
引
き
、
現
法
家
の
坂
上
明
基
二
一
三
八
1
一
二
一
〇
）
撰
（
『
群
書
解
題
』
に
拠
る
）
 
の
『
法
曹
 
 

重
要
抄
』
が
『
左
伝
』
を
引
い
て
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
馬
・
牛
・
羊
・
家
・
犬
・
鶏
を
指
し
、
す
べ
て
漢
土
に
お
け
る
代
表
的
な
 
 

家
畜
・
家
禽
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
当
時
は
い
う
ま
で
も
な
く
羊
は
飼
養
し
て
お
ら
ず
、
『
九
条
年
中
行
事
』
が
「
鳥
牛
及
犬
死
 
 

五
日
、
塵
三
日
」
 
（
絶
稜
事
の
条
。
『
新
校
軍
書
類
従
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
）
 
と
記
す
よ
う
に
、
牛
・
馬
・
犬
を
念
頭
に
置
い
て
 
 

い
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
 
 
 

も
っ
と
も
、
『
法
曹
重
要
抄
』
に
ほ
「
説
者
云
」
と
し
て
「
鹿
錐
レ
不
レ
入
二
六
竜
一
准
レ
猪
両
局
来
」
と
記
し
、
「
案
レ
之
L
と
し
 
 

て
「
六
畜
鹿
某
忌
二
五
日
一
但
鶏
非
二
忌
限
一
兵
」
 
（
雑
穣
条
・
五
日
税
率
）
と
規
定
す
る
 
（
『
新
校
章
書
類
従
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
）
。
 
 

「
猪
」
は
、
「
家
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
猪
∵
鹿
も
死
蔵
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
六
畜
指
定
外
で
死
 
 

蔵
の
対
象
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
、
時
に
よ
っ
て
微
妙
に
そ
の
判
定
が
揺
れ
た
例
と
し
て
は
、
狐
が
あ
る
。
『
三
代
実
録
』
貞
観
五
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年
十
一
月
十
四
日
の
条
に
は
「
狐
死
蔵
」
の
例
が
見
え
る
が
、
『
日
本
紀
略
』
延
善
玉
年
三
月
十
一
日
の
条
で
は
「
狐
死
、
不
レ
可
レ
 
 

為
レ
穣
」
（
『
瑚
榔
国
史
大
系
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
）
と
あ
る
。
六
畜
外
で
あ
る
か
ら
式
の
規
定
か
ら
ほ
ず
さ
れ
て
い
る
と
の
理
由
で
、
 
 

狐
死
を
死
犠
と
し
な
か
っ
た
例
は
、
『
扶
桑
略
記
』
に
も
記
載
が
あ
る
。
 
 
 

鹿
、
狐
の
類
は
、
周
辺
的
境
界
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
扱
い
に
括
れ
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
と
、
患
∵
牛
・
犬
に
関
し
て
は
、
死
稜
 
 

・
産
蔵
は
、
き
わ
め
て
重
視
き
れ
た
。
こ
と
に
神
事
に
関
わ
る
際
の
触
磯
は
厳
葺
を
極
め
た
。
『
建
言
式
』
は
、
建
言
五
年
 
（
九
〇
 
 

五
）
編
纂
の
詔
命
が
下
り
、
延
長
五
年
 
（
九
二
七
）
奏
進
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
の
施
行
は
、
四
十
年
経
た
康
保
四
年
（
九
六
七
）
 
の
 
 

こ
と
で
あ
る
。
道
綱
が
犬
死
稜
に
触
れ
た
天
延
二
年
の
わ
ず
か
十
四
年
前
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
頃
、
さ
ら
に
『
新
儀
式
』
の
制
 
 

定
が
あ
っ
た
。
『
新
儀
式
』
は
、
『
江
次
第
紗
』
で
は
天
暦
年
間
の
も
の
と
す
る
が
、
和
田
芙
松
に
よ
れ
ば
、
康
和
三
年
 
（
九
六
三
）
 
 

以
降
に
下
る
と
い
う
（
『
群
書
解
題
』
に
拠
る
」
。
『
新
儀
式
』
で
は
、
触
穣
関
係
の
規
定
が
よ
り
細
か
く
な
る
。
「
又
不
レ
知
レ
有
二
蔵
 
 

物
一
、
若
攣
数
日
一
、
只
以
二
初
季
為
二
穣
初
日
一
掴
好
脈
拍
相
施
㍍
雷
一
」
（
『
新
佼
奉
書
類
従
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
）
の
ご
と
き
も
の
 
 

が
加
わ
る
の
で
あ
る
。
『
北
山
抄
』
 
『
法
曹
重
要
抄
』
に
も
同
趣
旨
の
記
事
を
見
る
。
そ
の
よ
う
な
、
法
制
強
化
が
一
段
と
推
進
さ
 
 

れ
る
時
流
の
最
中
に
、
犬
死
稼
に
触
れ
る
憂
き
目
に
会
っ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
不
運
と
い
う
ほ
か
ほ
な
い
。
一
匹
の
犬
の
死
骸
が
、
 
 

折
角
の
晴
れ
の
初
舞
台
の
場
を
道
綱
か
ら
奪
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
年
の
衡
楔
は
十
六
日
、
賀
茂
祭
は
十
九
日
で
終
っ
 
 

て
い
る
。
五
日
間
の
厳
重
な
物
思
を
す
ま
せ
た
と
き
は
、
文
字
ど
お
り
の
後
の
祭
で
、
「
い
ふ
か
ひ
な
く
て
と
ま
り
ぬ
」
と
い
う
叙
 
 

事
に
は
深
い
嘆
息
が
寵
め
ら
れ
て
い
る
。
 
 

二
 
 
 

さ
て
、
右
の
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
の
犬
死
磯
の
記
事
は
、
平
安
時
代
の
平
仮
名
文
系
作
品
の
な
か
で
は
き
わ
め
て
珍
し
い
。
管
見
 
 

で
は
、
他
に
例
を
知
ら
な
い
。
し
か
し
日
を
史
書
・
記
録
・
年
中
行
事
書
の
類
に
転
ず
る
な
ら
ば
、
随
処
に
犬
死
穣
・
犬
産
穣
関
係
 
 

の
記
事
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

ま
ず
六
国
史
関
係
の
文
献
を
取
り
上
げ
る
。
六
国
史
を
通
覧
し
て
興
味
深
い
の
は
、
『
三
代
実
録
』
に
至
っ
て
に
わ
か
に
犬
死
穣
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・
大
慶
稜
の
記
事
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
『
三
代
実
録
』
以
前
で
は
、
「
日
本
紀
略
」
 
の
天
長
七
年
九
月
 
 

乙
亥
四
日
の
条
に
「
於
二
建
礼
門
前
大
祓
、
依
二
披
庭
犬
死
一
也
」
（
『
斬
相
国
史
大
系
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
）
が
唯
一
の
先
錠
で
、
 
 

現
存
の
『
日
本
後
紀
』
は
淳
和
紀
が
欠
落
し
て
い
る
た
め
に
確
認
不
能
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
淳
和
紀
の
そ
れ
と
し
て
も
、
六
国
史
セ
 
 

は
、
『
三
代
実
録
』
に
至
っ
て
は
じ
め
て
本
格
的
に
犬
死
穣
・
犬
産
犠
の
記
載
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
 
 

る
。
な
お
、
『
日
本
紀
略
』
に
ほ
、
醍
醐
朝
以
降
に
お
い
て
も
、
犬
死
稜
・
犬
産
稜
の
記
事
を
数
多
く
載
せ
る
。
六
畜
死
・
産
蔵
の
 
 

記
事
と
し
て
は
、
六
国
史
に
『
日
本
紀
略
』
を
併
用
し
っ
つ
点
検
す
る
と
、
牛
二
鳥
の
例
ほ
僅
少
で
、
ほ
と
ん
ど
が
犬
の
そ
れ
に
よ
 
 

っ
て
占
め
ら
れ
る
。
圧
倒
的
に
犬
の
例
が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。
 
 
 

こ
れ
ほ
、
平
安
京
が
都
市
と
し
て
根
を
お
ろ
し
、
人
口
増
加
に
伴
っ
て
犬
の
数
も
相
当
な
も
の
に
の
ほ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
よ
 
 

る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
ろ
う
が
、
聖
域
視
さ
れ
て
い
る
場
所
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
い
わ
ば
気
随
気
佳
に
彿
個
、
出
入
す
る
習
性
 
 

と
関
係
す
る
点
も
大
き
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
彿
御
的
習
性
か
ら
、
時
に
は
、
思
わ
ぬ
場
所
に
出
現
し
て
人
人
を
周
章
狼
 
 

狽
さ
せ
、
凶
事
の
前
兆
か
と
危
惧
せ
し
め
る
。
た
と
え
ば
、
『
日
本
後
紀
』
の
大
同
四
年
正
月
壬
辰
十
五
日
の
条
に
「
有
レ
犬
、
登
二
大
 
 

極
殿
西
楼
上
一
吠
。
烏
数
百
群
コ
翔
其
上
こ
（
『
舶
肺
国
史
大
系
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
）
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
ま
た
、
『
三
代
実
録
』
 
 

の
仁
和
元
年
正
月
甲
子
八
日
の
条
に
「
犬
二
道
二
尿
於
紫
宗
殿
前
坂
上
叫
陰
陽
棄
占
日
。
可
レ
慎
二
兵
火
こ
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
 
 

の
類
の
例
は
、
皇
城
域
内
に
お
い
て
、
犬
の
彿
循
的
行
動
が
、
周
囲
に
時
な
ら
ぬ
混
乱
・
動
揺
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
が
、
ま
ま
あ
っ
 
 

た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
 
 
 

『
三
代
実
録
』
に
お
け
る
犬
死
穣
・
犬
産
穣
の
件
数
は
、
併
せ
て
三
〇
件
ほ
ど
拾
い
上
げ
ら
れ
る
が
、
次
に
、
清
浄
を
宗
と
す
る
 
 

皇
城
内
で
犬
の
死
・
産
磯
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
支
障
が
実
際
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
具
体
的
に
み
て
み
ょ
 
 

ち
ノ
○
 
 
 

光
孝
紀
の
仁
和
二
年
九
月
に
、
典
型
的
な
事
例
が
あ
る
。
こ
の
年
の
九
月
五
日
、
予
定
さ
れ
て
い
た
斎
内
親
王
行
楔
の
行
事
が
停
 
 

止
に
な
っ
た
。
さ
る
二
日
に
中
務
省
に
犬
死
稜
が
生
じ
、
「
忌
限
」
に
満
た
ぬ
た
め
で
あ
っ
た
。
延
期
さ
れ
た
行
楔
は
、
七
日
に
葛
 
 

野
河
で
行
な
わ
れ
、
九
日
に
大
神
宮
入
り
の
た
め
発
達
と
い
う
次
第
に
な
っ
た
が
、
内
親
王
が
急
に
月
事
の
汚
れ
と
な
り
、
L
か
も
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太
政
大
臣
（
藤
原
基
経
）
堀
河
辺
第
に
「
犬
死
」
が
あ
っ
て
、
触
磯
の
人
が
そ
の
ま
ま
内
裏
に
参
入
す
る
と
い
う
不
祥
事
が
出
来
し
 
 

た
。
も
ち
ろ
ん
、
発
達
の
予
定
は
停
止
と
な
る
。
こ
の
触
積
の
た
め
に
十
一
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
奉
伊
勢
大
神
宮
例
幣
便
の
出
立
 
 

も
中
止
さ
れ
た
。
例
幣
使
の
出
立
は
十
二
日
に
変
更
と
な
り
、
当
日
、
天
皇
が
大
榎
殿
に
出
御
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
「
墓
所
犬
 
 

死
」
の
知
ら
せ
が
あ
っ
た
。
太
政
大
臣
お
よ
び
諸
公
卿
は
対
策
を
練
る
。
書
房
ほ
、
官
門
左
兵
衛
門
障
の
内
に
あ
る
。
例
幣
便
発
達
 
 

の
神
事
を
そ
の
ま
ま
行
え
ば
、
「
諸
司
有
機
」
と
い
う
事
態
に
陥
る
。
そ
こ
で
、
禁
中
の
浄
潔
を
守
る
た
め
に
衛
門
陣
に
立
札
し
て
 
 

出
入
を
禁
止
し
た
。
天
皇
は
臨
御
を
取
り
止
め
、
中
納
言
藤
原
山
陰
が
、
建
春
門
前
左
衝
門
障
外
で
例
幣
便
を
召
し
、
告
文
を
授
け
 
 

て
、
発
達
せ
し
め
た
。
L
か
も
念
に
は
念
を
入
れ
て
、
告
文
の
用
紙
も
太
政
大
臣
邸
か
ら
取
り
寄
せ
「
在
レ
外
之
内
記
」
に
書
か
せ
 
 

る
と
い
う
慎
重
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
 
 
 

こ
の
度
の
斎
官
伊
勢
発
遣
は
、
な
お
も
犬
死
穣
に
巣
ら
れ
る
。
十
七
日
に
ま
た
内
裏
に
犬
死
が
生
ず
る
。
生
理
に
な
っ
た
内
親
王
 
 

は
十
九
日
に
解
除
の
行
楔
の
予
定
だ
っ
た
が
、
こ
の
触
穣
で
延
期
と
な
る
。
神
祇
官
、
陰
陽
寮
に
吉
日
を
占
走
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
二
 
 

十
四
日
が
吉
日
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
二
十
三
日
に
は
そ
れ
を
改
め
て
二
十
五
日
と
す
る
と
の
詔
が
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
二
十
五
 
 

日
、
天
皇
は
大
痺
殿
に
臨
御
し
、
よ
う
や
く
伊
勢
斎
親
王
発
達
の
儀
が
取
り
行
な
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。
 
 
 

引
き
続
い
て
生
じ
た
犬
死
穣
に
内
親
王
の
月
革
ま
で
が
重
な
り
、
斎
宮
発
達
を
め
ぐ
る
一
連
の
重
要
儀
式
が
そ
の
た
め
に
日
程
変
 
 

更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
犬
死
稜
に
振
り
回
わ
さ
れ
る
貴
族
た
ち
の
困
惑
ぶ
り
が
目
に
浮
か
ぷ
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
も
う
一
つ
、
犬
塵
の
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
『
百
練
抄
』
に
、
寛
弘
五
年
八
月
、
中
宮
御
在
所
塗
館
内
に
犬
の
産
が
あ
っ
 
 

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
、
小
野
官
実
資
の
『
小
右
記
』
が
詳
し
く
記
L
て
い
る
。
そ
の
寛
弘
五
年
八
 
 

月
十
八
日
丙
午
の
条
に
「
近
曽
中
宮
御
在
所
塗
館
内
犬
産
、
亦
為
怪
云
々
。
先
年
余
住
二
条
第
之
間
、
寝
屋
内
犬
産
、
無
臭
」
 
（
『
大
 
 

日
本
古
記
録
』
所
収
の
略
本
に
拠
る
）
 
と
あ
る
。
寛
弘
五
年
八
月
と
い
え
ば
、
中
宮
彰
子
は
土
御
門
第
に
い
た
。
こ
の
「
御
在
所
」
 
 

が
土
御
門
第
を
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
当
然
、
彰
子
は
、
三
日
の
忌
み
に
籠
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
懐
妊
し
、
出
産
を
間
近
に
控
え
た
身
 
 

で
あ
る
か
ら
、
慎
重
に
対
処
し
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
出
来
事
に
関
し
て
は
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
 
 

い
。
あ
る
い
は
磯
悪
を
記
す
る
こ
と
を
忌
博
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
裏
に
お
け
る
御
在
所
で
あ
れ
ば
、
里
帰
り
中
の
彰
子
は
触
穣
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に
ほ
関
係
が
な
く
な
り
、
『
紫
式
部
日
記
』
に
該
当
記
事
が
見
え
な
い
の
も
、
格
別
に
異
と
す
る
に
は
当
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
流
 
 

布
本
系
の
『
江
談
抄
』
に
は
、
「
上
東
門
院
絢
帳
内
犬
出
来
事
」
を
載
せ
て
い
る
が
、
こ
の
説
話
の
発
生
源
は
、
寛
弘
五
年
八
月
の
 
 

中
宮
御
在
所
に
お
け
る
犬
慮
に
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
説
話
で
ほ
、
彰
子
が
」
条
天
皇
女
御
の
頃
、
帳
中
に
犬
子
が
入
っ
て
き
 
 

て
大
い
に
恐
れ
た
。
大
江
匡
衡
が
こ
れ
は
皇
子
誕
生
の
吉
兆
で
あ
り
、
皇
子
は
き
っ
と
登
極
す
る
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て
道
長
を
悦
ば
 
 

せ
た
。
は
た
せ
る
か
な
、
や
が
て
懐
妊
し
て
、
後
朱
雀
天
皇
を
出
産
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
寛
弘
五
年
九
月
十
一
日
に
誕
生
し
た
 
 

の
ほ
後
一
条
天
皇
で
あ
り
、
食
い
違
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
犬
産
の
出
来
事
は
史
実
と
み
て
よ
く
、
流
伝
変
形
し
て
、
こ
の
よ
う
 
 

な
説
話
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
 
 

三
 
 
 

さ
て
、
犬
の
死
・
塵
稜
を
忌
み
嫌
っ
た
の
は
、
な
に
も
内
裏
と
い
う
特
別
の
空
間
の
み
で
ほ
な
い
。
貴
族
の
邸
内
で
も
こ
と
は
同
 
 

じ
で
あ
る
。
関
連
記
事
は
、
貴
族
の
記
録
類
に
数
多
く
見
出
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
引
い
た
『
小
右
記
』
の
寛
弘
八
年
三
月
二
 
 

日
か
ら
十
二
日
に
か
け
て
の
記
事
は
、
犬
の
塵
穣
に
引
き
続
い
て
死
磯
が
重
な
り
、
長
斎
し
て
周
到
に
準
備
を
進
め
て
い
た
御
嶽
 
 

（
金
峯
山
）
 
詣
を
、
藤
原
道
長
が
つ
い
に
断
念
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
伝
え
て
い
る
。
 
 
 

三
月
一
日
、
道
長
が
長
斎
の
間
利
用
し
て
い
た
枇
杷
殿
に
犬
塵
穣
が
生
じ
た
。
勘
解
由
長
官
藤
原
有
国
は
、
「
長
斎
閤
少
々
穣
 
 

時
、
解
除
参
入
更
無
答
」
と
進
言
し
た
。
卿
相
た
ち
は
、
心
中
、
道
長
に
対
す
る
「
追
従
討
」
と
思
っ
た
。
実
資
は
、
長
音
間
に
触
 
 

傾
が
生
じ
た
場
合
参
入
に
支
障
た
し
な
ど
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
批
判
す
る
。
と
こ
ろ
が
三
日
に
な
っ
て
、
犬
死
犠
が
生
じ
た
こ
と
 
 

が
実
資
の
耳
に
入
る
。
生
ま
れ
た
子
が
死
ん
だ
と
も
、
母
犬
が
噴
い
殺
し
た
と
も
噂
さ
れ
た
。
予
定
ど
お
り
御
嶽
詣
に
出
立
す
べ
き
 
 

か
ど
う
か
、
周
囲
で
は
意
見
が
分
か
れ
る
。
七
日
の
条
に
は
、
「
或
云
、
左
府
当
日
可
被
参
南
山
 
（
＝
御
嶽
）
而
依
一
日
犬
死
稜
被
 
 

延
引
云
々
、
亦
説
云
、
可
被
発
達
便
云
々
、
説
縦
横
」
と
あ
る
。
結
局
、
道
長
は
御
嶽
詣
を
断
念
し
た
ら
し
い
。
八
日
に
は
、
代
り
 
 

に
済
信
僧
都
が
発
達
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
の
情
報
を
受
け
る
。
便
が
戻
る
ま
で
道
長
は
精
進
契
斎
に
務
め
る
と
い
う
。
十
二
日
 
 

に
僧
都
は
出
立
す
る
こ
と
に
決
ま
っ
て
い
た
が
、
腫
物
が
重
く
南
山
行
不
能
の
由
を
申
し
出
る
。
結
局
、
今
回
の
発
遣
ほ
中
止
と
な
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り
、
道
長
は
御
嶽
詣
を
断
念
L
た
。
 
 
 

こ
の
間
の
事
情
は
道
長
本
人
の
言
に
耳
を
傾
け
る
の
が
一
番
手
取
り
早
い
。
『
御
堂
関
自
記
』
に
該
当
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
 
 

ご
く
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
。
九
日
の
条
に
上
れ
ば
、
人
人
が
「
触
穣
近
出
来
時
、
延
期
日
参
上
、
両
件
穣
甚
近
、
可
延
期
日
」
（
『
大
 
 

日
本
古
記
録
』
所
収
の
本
文
に
よ
る
）
 
と
言
っ
た
の
で
そ
れ
に
従
い
、
仁
和
寺
僧
都
 
（
済
信
）
 
を
使
と
し
て
発
達
す
る
こ
と
に
決
め
 
 

た
と
あ
る
。
犬
の
産
・
死
積
に
対
し
て
は
権
力
者
道
長
も
、
こ
れ
を
無
視
す
る
わ
け
に
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

死
蔵
・
産
稜
ほ
忌
怖
す
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
公
私
に
わ
た
っ
て
行
動
を
拘
束
さ
れ
る
の
も
何
か
と
支
障
を
き
た
す
。
人
 
 

死
・
人
産
の
場
合
は
と
も
か
く
、
犬
の
死
・
慮
穣
は
な
ん
と
か
う
ま
く
切
り
抜
け
た
い
。
稜
悪
思
想
が
強
く
浸
透
し
て
い
る
貴
族
社
 
 

会
で
も
、
 
－
 
い
や
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
穣
意
思
憩
が
強
く
浸
透
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
 
－
 
そ
う
考
え
た
く
な
る
の
が
人
情
 
 

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
表
沙
汰
に
せ
ず
隠
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
『
後
二
条
師
通
記
』
寛
治
六
年
五
月
二
十
二
 
 

日
の
条
に
「
犬
産
犬
死
横
車
、
望
臨
時
隠
申
如
常
」
 
（
『
大
日
本
古
記
録
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
）
と
あ
る
の
ほ
意
味
深
長
で
あ
る
。
 
 
 

さ
ら
に
『
小
野
官
年
中
行
事
』
の
椎
横
車
の
条
に
は
、
『
陀
羅
尼
集
経
第
九
』
の
「
鳥
栖
沙
摩
解
稜
法
党
」
な
る
も
の
が
紹
介
さ
 
 

れ
て
い
る
。
「
死
戸
、
婦
人
慮
所
、
六
畜
産
生
…
…
」
 
の
類
の
「
種
々
稜
」
を
見
た
際
に
は
、
こ
の
法
を
行
な
っ
て
解
磯
兇
を
罰
す
 
 

れ
ば
、
即
座
に
清
浄
を
得
る
と
い
う
 
（
『
新
校
奉
書
類
従
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
）
。
 
 
 

番
犬
・
猟
犬
と
し
て
、
犬
は
有
益
な
動
物
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
同
時
に
何
時
穣
悪
の
発
生
源
と
な
る
か
も
し
れ
な
 
 

い
厄
介
な
動
物
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

四
 
 
 

犬
そ
れ
自
体
の
死
穣
・
塵
棲
も
厄
介
だ
が
、
そ
れ
に
加
え
て
犬
は
、
死
体
を
喰
い
散
ら
し
、
さ
ら
に
は
抵
抗
す
る
術
の
な
い
乳
幼
 
 

児
や
病
人
を
も
襲
う
。
そ
う
し
た
痛
ま
し
い
出
来
事
も
、
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
記
録
類
に
も
記
事
が
あ
る
し
、
 
 

『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
説
話
集
に
も
、
そ
う
し
た
出
来
事
を
伝
え
る
叙
述
が
あ
る
。
ま
た
、
『
餓
鬼
草
紙
』
 
『
北
野
天
神
縁
起
』
等
 
 

の
絵
巻
物
に
も
、
し
ば
し
ば
凄
惨
な
場
面
の
描
写
が
あ
る
。
 
 

10   



森 野 宗 明  146   

む
ご
た
ら
し
く
噴
い
散
ら
し
た
肢
体
を
、
犬
は
く
わ
え
て
持
ち
運
ぷ
。
例
の
彿
御
的
行
動
が
思
わ
ぬ
場
所
に
死
者
の
肢
体
を
運
び
 
 

込
む
。
こ
う
し
て
犬
ほ
、
自
身
が
磯
恵
の
発
生
源
に
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
稼
患
の
運
び
手
、
媒
体
と
し
て
の
役
割
を
も
果
た
す
。
 
 

こ
れ
も
、
は
な
は
だ
厄
介
で
あ
る
。
 
 
 

先
ほ
ど
『
後
二
条
師
通
記
』
を
引
い
た
が
、
「
犬
産
犬
死
横
車
、
望
臨
時
隠
中
軸
常
」
は
、
藤
原
宗
息
の
『
中
右
記
』
に
よ
れ
 
 

ば
、
「
小
児
東
腰
」
を
犬
が
く
わ
え
こ
ん
だ
た
め
に
生
じ
た
内
大
臣
師
通
家
の
触
壕
に
端
を
発
す
る
事
件
に
関
す
る
一
連
の
記
事
の
 
 

う
ち
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
中
右
記
』
寛
治
六
年
五
月
十
九
日
の
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
目
内
大
臣
殿
内
に
触
壕
が
出
来
し
 
 

た
。
小
児
の
頭
腰
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
。
大
の
所
為
で
、
胸
片
足
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
由
を
表
沙
汰
に
 
 

し
な
か
っ
た
た
め
、
左
少
弁
藤
原
為
房
が
参
入
し
、
そ
こ
か
ら
内
裏
さ
ら
に
摂
政
師
実
邸
に
回
っ
た
。
そ
の
後
で
触
穣
の
有
っ
た
こ
 
 

と
が
披
露
さ
れ
た
が
、
触
磯
の
生
じ
た
家
に
い
た
為
房
自
身
も
、
そ
の
蔵
書
に
汚
染
さ
れ
、
内
大
臣
家
よ
り
は
軽
い
が
触
磯
の
身
と
 
 

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
彼
は
内
裏
、
師
実
邸
へ
も
出
向
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
両
所
も
ま
た
、
触
稜
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
 
 

し
ま
っ
た
。
そ
の
処
置
を
ど
う
す
べ
き
か
を
詮
議
し
た
結
果
、
五
体
不
具
の
故
を
も
っ
て
七
日
の
忌
語
り
と
す
る
意
見
も
出
た
が
、
 
 

先
例
を
尋
ね
た
結
果
、
三
十
日
の
犠
と
き
ま
っ
た
。
折
も
折
、
白
河
上
皇
、
中
宮
賢
子
は
と
も
に
精
進
の
時
で
あ
り
、
博
り
が
多
 
 

い
。
よ
く
よ
く
憤
し
む
べ
き
よ
し
、
厳
重
な
命
が
下
さ
れ
た
（
以
上
、
『
剛
史
料
大
成
』
所
収
の
本
文
に
拠
る
）
。
 
 
 

類
例
は
他
に
も
あ
る
。
自
家
で
飼
育
し
て
い
る
犬
な
ら
日
も
届
こ
う
が
、
他
所
か
ら
入
り
込
ん
で
来
る
犬
は
な
か
な
か
防
ぎ
よ
う
 
 

が
な
い
。
死
体
を
く
わ
え
こ
む
犬
は
、
思
わ
ぬ
災
を
そ
の
家
に
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

な
お
『
後
二
条
師
通
記
』
に
よ
れ
ば
、
小
児
の
死
体
を
発
見
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
切
な
処
置
を
怠
っ
た
家
司
た
ち
は
勘
当
 
 

処
分
を
受
け
て
い
る
。
 
 五

 
 
 

不
浄
を
極
端
に
忌
む
寺
社
で
は
、
い
わ
ば
頼
れ
の
体
現
者
と
も
い
う
べ
き
犬
の
、
浄
域
へ
の
侵
入
防
止
に
あ
の
手
こ
の
手
を
講
 
 

じ
た
。
『
群
書
解
題
』
に
よ
れ
ば
正
安
元
年
 
（
－
二
九
九
年
）
 
撰
と
目
さ
れ
る
『
古
老
口
実
伝
』
は
、
渡
会
行
息
の
著
作
で
あ
り
、
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伊
勢
太
神
宮
の
、
特
に
外
宮
に
奉
仕
す
る
河
官
に
と
っ
て
の
公
私
に
わ
た
る
生
活
上
の
諸
般
の
心
得
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
 
1
2
 
 

の
な
か
に
「
犬
具
参
事
禁
レ
之
」
 
「
飼
犬
事
不
浄
基
、
闘
諸
種
也
。
更
無
二
其
要
一
者
敬
」
 
（
『
新
校
董
書
想
従
』
所
収
の
本
文
に
よ
る
）
 
 

と
い
う
禁
法
が
掲
示
さ
れ
て
い
る
。
徹
底
的
な
犬
の
排
除
で
あ
る
。
 
 
 

大
神
宮
関
係
の
記
録
と
し
て
ほ
、
清
和
天
皇
の
境
内
宮
の
禰
宜
を
務
め
た
徳
雄
神
主
家
に
古
く
か
ら
伝
来
す
る
古
記
文
を
本
と
し
 
 

て
そ
の
子
孫
が
そ
れ
に
自
ら
の
日
記
を
書
き
継
ぎ
な
が
ら
伝
承
し
た
『
大
神
宮
諸
雉
事
記
』
も
注
目
し
た
い
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
 
 

相
伝
の
原
本
ほ
承
暦
三
年
 
（
一
〇
七
九
）
 
に
焼
失
し
伝
本
の
み
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
内
宮
而
宮
家
の
古
記
録
と
し
て
貴
重
で
あ
 
 

る
。
垂
仁
天
皇
の
頃
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
記
録
に
ほ
、
存
疑
の
部
分
が
砂
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
以
降
の
部
 
 

分
は
参
考
に
な
る
。
『
新
校
葦
書
類
従
』
所
収
の
本
文
に
拠
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
大
神
宮
も
、
死
蔵
・
産
穣
に
触
れ
る
こ
と
が
、
 
 

ま
ま
あ
っ
た
ら
L
い
。
稜
悪
の
運
び
手
と
し
て
の
犬
も
登
場
す
る
。
貞
観
十
五
年
九
月
十
六
日
の
こ
と
、
外
宮
の
一
の
鳥
居
の
も
と
 
 

に
犬
が
ま
だ
新
L
い
願
髄
を
く
わ
え
こ
ん
で
き
た
。
し
か
し
祭
便
は
そ
の
ま
ま
参
宮
し
、
斎
富
も
い
つ
も
の
例
に
従
っ
て
供
奉
し
 
 

た
。
そ
の
後
、
十
月
十
七
日
、
清
和
天
皇
が
発
病
し
た
。
大
神
宮
に
汚
凌
が
有
り
、
そ
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
。
乱
尋
の
結
果
、
か
 
 

の
鰐
鮭
の
件
が
発
覚
し
た
。
禰
宜
以
下
、
「
中
祓
」
の
科
の
処
分
を
受
け
た
。
 
 
 

大
神
宮
の
汚
磯
は
、
た
だ
ち
に
天
皇
に
災
を
も
た
ら
し
、
ま
た
天
災
地
変
を
招
く
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
犬
の
徹
底
的
な
排
除
 
 

も
、
こ
う
し
た
信
仰
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
 
 
 

「
犬
防
ぎ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
寺
院
の
内
陣
と
外
陣
と
を
仕
切
る
柵
の
ご
と
き
物
で
あ
る
。
『
枕
草
子
』
の
「
正
月
に
寺
に
 
 

参
り
た
る
は
」
の
段
に
例
が
あ
る
。
内
陣
は
寺
内
で
も
、
も
っ
と
も
清
浄
保
全
を
期
す
べ
き
聖
域
で
あ
る
。
は
た
し
て
「
犬
防
ぎ
」
 
 

が
ど
こ
ま
で
犬
侵
入
を
防
止
し
得
た
か
は
定
か
で
ほ
な
い
が
、
犬
に
よ
っ
て
穣
悪
が
生
ず
る
こ
と
を
短
度
に
忌
み
嫌
っ
た
寺
院
の
姿
 
 

勢
が
覗
え
て
興
味
深
い
。
 
 
 

寺
社
と
と
も
に
不
浄
を
も
っ
と
も
忌
み
嫌
う
場
所
に
内
裏
が
あ
る
。
犬
の
死
・
産
毯
が
恐
れ
ら
れ
、
触
稜
の
制
が
施
行
さ
れ
る
の
 
 

に
と
も
な
っ
て
、
内
裏
で
ほ
、
「
犬
狩
」
 
「
犬
猟
」
が
行
た
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
当
日
に
は
殿
上
人
以
下
が
犬
の
駆
除
に
 
 

当
た
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
取
り
上
げ
た
い
。
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し
め
く
く
り
 
 

死
稜
・
塵
稜
を
忌
み
嫌
う
風
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
強
ま
っ
た
と
い
う
。
大
山
喬
平
の
『
日
本
中
世
農
村
史
の
研
究
』
 
（
岩
波
 
 

書
店
・
一
九
七
八
年
）
 
の
「
第
三
部
 
身
分
制
」
 
「
Ⅹ
 
中
世
の
身
分
制
と
国
家
」
 
「
二
 
キ
ヨ
メ
の
都
市
的
構
造
」
に
よ
れ
ば
、
 
 

古
代
律
令
国
家
は
は
や
く
か
ら
死
蔵
を
国
家
管
理
の
も
と
に
お
こ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
平
安
遷
都
を
契
機
と
す
る
新
し
い
国
家
 
 

体
制
の
創
出
過
程
に
お
い
て
一
段
と
強
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
貴
族
は
、
天
皇
と
そ
の
居
処
た
る
皇
都
か
ら
の
死
積
の
追
放
を
強
行
し
 
 

ょ
う
と
次
々
に
手
を
打
ち
法
律
を
制
定
施
行
し
た
。
貴
族
の
ケ
ガ
レ
の
観
念
の
肥
大
化
は
仏
教
思
想
、
陰
陽
道
な
ど
と
絡
ま
っ
て
さ
 
 

ら
に
進
行
す
る
。
特
に
「
延
書
式
」
に
お
い
て
整
備
さ
れ
、
ケ
ガ
レ
の
国
家
に
よ
る
管
理
が
確
定
し
た
。
十
一
世
紀
以
降
に
な
る
 
 

と
、
ケ
ガ
レ
の
観
念
の
肥
大
化
は
、
第
二
段
階
に
入
る
。
 
 
 

右
の
大
山
喬
平
の
見
解
は
、
妥
当
で
あ
る
。
死
そ
し
て
産
を
め
ぐ
る
触
穣
の
観
念
は
、
ま
ず
人
間
を
対
象
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
 
 

の
で
あ
ろ
う
。
や
が
て
粋
が
拡
が
っ
て
、
人
間
と
密
接
な
共
生
関
係
を
持
つ
役
畜
で
あ
る
馬
・
牛
・
犬
を
も
包
み
込
む
。
軽
重
の
差
 
 

を
も
ち
な
が
ら
、
所
謂
六
畜
が
触
穣
の
対
象
と
し
て
法
定
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
清
和
天
皇
の
頃
で
あ
ろ
う
か
。
『
三
代
実
 
 

録
』
に
至
っ
て
、
に
わ
か
に
犬
死
横
・
犬
産
儀
の
記
事
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
事
実
は
看
過
さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。
そ
の
法
 
 

制
が
よ
り
整
備
さ
れ
た
形
で
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
、
か
の
『
延
書
式
』
の
規
定
で
あ
ろ
う
。
『
三
代
実
録
』
の
完
成
は
延
喜
元
年
 
 

（
九
〇
こ
 
で
あ
る
。
あ
る
い
ほ
、
触
穣
法
定
化
の
一
層
の
整
備
推
進
の
時
流
も
影
響
し
て
、
こ
と
さ
ら
丹
念
に
六
畜
に
よ
る
触
稜
 
 

を
記
載
す
る
と
い
う
面
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

『
三
代
実
録
』
の
な
か
の
、
先
に
触
れ
た
仁
和
二
年
九
月
の
記
事
の
類
は
、
特
に
注
意
を
惹
く
。
斎
内
親
王
が
五
日
の
行
裸
を
中
 
 

止
し
た
の
は
、
二
日
に
生
じ
た
犬
死
稜
の
「
忌
限
」
が
満
た
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
七
日
に
堀
河
第
に
犬
死
穣
が
生
じ
た
が
 
 

十
二
日
に
ほ
基
経
は
参
内
し
て
い
る
。
斎
内
親
王
の
場
合
と
は
逆
に
「
忌
限
」
が
満
ち
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
忌
限
」
ほ
、
お
 
 

そ
ら
く
五
日
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
当
時
す
で
に
「
六
畜
死
五
日
」
の
触
穣
規
定
が
存
在
し
実
施
さ
れ
 
 

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
二
ハ
畜
に
関
す
る
触
稜
の
法
制
は
、
現
存
す
る
文
献
で
は
、
「
延
書
式
」
が
す
っ
き
り
し
た
も
の
と
し
て
 
1
3
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は
、
も
っ
と
も
古
い
が
、
死
稜
の
忌
限
を
五
日
と
す
る
規
定
は
、
そ
れ
に
先
行
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

そ
れ
に
関
し
て
注
意
を
惹
く
の
が
、
『
年
中
行
事
御
障
子
文
』
で
あ
る
。
所
功
の
『
平
安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究
』
 
（
国
書
刊
 
 

行
会
・
一
九
八
五
年
）
 
に
よ
れ
ば
、
『
帝
王
編
牢
記
』
が
藤
原
基
経
が
光
孝
天
皇
に
奉
進
し
た
と
記
す
『
年
中
行
事
障
子
』
の
原
形
 
 

は
、
仁
和
年
間
の
成
立
と
み
て
よ
ろ
し
か
ろ
う
と
い
う
。
現
存
の
『
年
中
行
事
御
障
子
文
』
は
、
原
形
成
立
か
ら
一
世
紀
あ
ま
り
経
 
 

た
長
和
年
間
か
寛
仁
年
間
の
頃
に
若
干
の
行
事
が
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。
『
統
群
書
類
従
』
所
収
の
も
の
に
よ
る
と
、
九
 
 

月
末
尾
の
個
所
に
「
雑
磯
事
」
と
し
て
「
六
畜
死
忌
五
日
 
塵
三
日
」
と
い
う
一
条
が
あ
る
。
所
功
に
よ
れ
ば
、
成
立
当
初
か
ら
あ
 
 

っ
た
か
ど
う
か
不
明
と
い
う
が
、
当
初
か
ら
あ
っ
て
も
お
か
し
く
ほ
な
い
。
獲
め
手
に
欠
け
る
憾
み
が
あ
る
が
、
『
延
書
式
』
に
先
 
 

行
す
る
規
定
と
み
れ
ば
、
辻
複
が
合
う
。
 
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
貴
族
た
ち
は
、
死
稜
・
塵
稜
と
の
関
連
か
ら
、
犬
と
の
新
た
な
関
わ
り
合
い
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
平
安
 
 

時
代
に
お
け
る
犬
に
対
す
る
観
念
の
あ
り
よ
う
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
場
合
、
こ
の
事
実
は
、
重
い
意
義
を
 
 

持
つ
は
ず
で
あ
る
。
 
 
 

乎
安
時
代
の
平
仮
名
文
系
の
作
品
を
通
覧
す
る
と
、
愛
犬
の
法
事
の
た
め
に
高
僧
を
講
師
と
し
て
招
い
た
人
物
の
話
 
（
『
犬
鍵
』
）
 
 

も
あ
る
が
、
概
し
て
犬
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
よ
ろ
L
く
な
い
。
小
稿
で
論
じ
た
よ
う
な
こ
と
だ
け
が
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
す
 
 

る
要
因
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
触
稜
を
忌
ん
で
犬
を
穣
悪
祝
す
る
観
念
が
与
っ
て
大
き
く
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
た
し
か
で
 
 

あ
る
。
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