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費

用

の

文

島墨
田手ー

と

森

武

之

助

女
を
花
に
喰
え
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
。
素
朴
な
古
代
人
と
い
え
ど
も
、
ご
く
白
然
に
た
ど
り
着
い
た
も
の
で
あ
る
う
。
勿
論
、

共
に
自
然
物
で
あ
る
女
と
花
を
抵
べ
て
面
白
が
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
花
を
観
て
人
闘
が
勝
手
に
一
段
の
中
で
創
り
上
げ
た
、
濃
艶
だ
と
か
清
楚
だ
と
か
、

可
憐
と
か
鰯
々
と
か
を
連
結
し
て
行
っ
た
封
比
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
、
そ
の
根
本
に
は
‘
花
も
女
も
共
に
、
賓
を
生
ず
る
と
い
う
増
殖
作
用
が
意
識
の
下

に
あ
っ
て
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ぬ
。
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摸
騰
渠
等
爾
。
婆
那
播
左
該
騰
摸
。
那
爾
騰
柄
母
。
干
都
倶
之
伊
母
我
。
磨
陀
左
釈
浬
渠
農

ー

l

（
紀
）ii

女
え
の
古
い
美
し
い
嘆
き
が
現
れ
て
い
る
歌
だ
と
思
う
の
で
あ
げ
た
が
、
特
別
に
或
る
花
と
女
を
野
比
さ
せ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
美
し
い
植
物
と
女

と
の
聞
に
徴
か
な
色
。
向
。
与
を
も
た
し
て
あ
る
だ
け
の
歌
に
過
ぎ
な
い
。

寓
葉
集
に
も
数
多
く
の
花
輪
え
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
殊
に
憶
良
の
あ
げ
て
い
る
｜
｜
萩
が
花
、
尾
花
、
葛
花
、
な
で
し
こ
の
花
、
女
郎
花
、
ま
た
は

藤
袴
、
朝
貌
の
花
ー
ー
は
、
愛
さ
れ
た
花
々
ら
し
く
、
そ
れ
ぞ
れ
女
の
容
色
の
喰
え
と
し
て
、
叉
、
穣
愛
の
技
巧
の
附
属
品
と
し
て
巻
入
や
巻
十
に
移
し
く
散

在
し
て
い
る
。
し
か
し
。
こ
れ
ら
も
花
の
持
つ
色
彩
や
形
が
必
ず
し
も
密
接
に
介
在
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
作
品
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
事
貨
は
ど
う

あ
っ
た
と
し
て
も
、
察
知
す
る
手
掛
り
の
設
見
が
む
づ
か
し
い
も
の
で
あ
る
。



平
安
朝
え
来
て
、
源
氏
物
語
に
散
在
す
る
片
々
を
少
し
拾
い
上
げ
て
み
る
と
、
タ
議
の
桓
間
見
る
紫
の
上
は

、
、
、

気
高
く
清
ら
に
、
さ
と
う
ち
匂
ふ
心
地
し
て
、
春
の
曙
の
霞
の
間
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
か
ば
楼
の
咲
き
範
れ
た
る
を
見
る
心
地
ナ

と
、
美
し
く
比
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
も
う
一
人
の
女
主
人
公
、
玉
章
段
、
前
者
に
は
及
ば
ぬ
な
が
ら
も

、
、
、
、

見
る
に
笑
ま
る
る
さ
ま
は
、
立
ち
も
並
び
ぬ
ぺ
く
見
ゆ
。
八
重
山
吹
の
咲
ぎ
観
れ
た
る
盛
り
に
露
か
か
れ
る
タ
映
ぞ
、
ふ
と
思
ひ
出
で
ら
る
る

と
描
か
れ
て
い
る
。
叉
明
石
の
上
は

、
、
、

か
の
且
つ
る
さ
き
ざ
き
を
、
模
、
山
吹
、
と
い
は
ば
、
こ
れ
は
藤
の
花
と
や
い
ふ
べ
か
ら
む
。
木
高
き
木
よ
り
咲
き
か
か
り
で
、
風
に
な
ぴ
き
た
る
匂
ひ
は

か
く
ぞ
あ
る
か
し
と
、
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
唯
、
こ
こ
に
注
意
さ
れ
る
姑
は
、
源
氏
の
作
者
が
花
の
幻
に
惑
は
さ
れ
る
事
を
嫌
ふ
態
度
を
示
し
て
い
る
酷
で
あ
っ
て
、

花
は
限
り
こ
そ
あ
れ
、
そ
そ
け
た
る
し
べ
な
ど
も
打
ま
じ
る
か
し
。
人
の
御
か
た
ち
の
よ
き
は
、
た
と
へ
む
方
た
ま
も
の
な
り

と
、
非
情
の
花
、
そ
険
の
裏
に
窮
す
こ
と
を
軽
蔑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
紫
の
上
は
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花
と
い
は
ぱ
模
に
た
と
へ
で
も
』
な
ほ
物
よ
り
勝
れ
た
る
け
は
ひ
殊
に
も
の
し
給
ふ

と
、
訂
正
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
安
朝
の
物
語
作
者
も
種
々
の
文
皐
態
度
を
持
し
て
い
る
。
こ
の
作
者
は
、
女
と
花
の

B
O
S
H】r
a

を
あ
ま
り
好
ま

ぬ
種
類
の
人
ら
し
く
、
人
間
と
人
聞
が
醸
し
出
す
現
貨
の
取
引
を
描
く
事
を
好
ん
だ
ら
し
い
。
枕
草
子
を
瞥
比
す
る
と
、
清
少
納
言
も
こ
れ
に
近
く
、
「
梨
花

一
技
春
帯
雨
」
も
、
外
岡
丈
島aの
擢
威
の
前
に
続
々
そ
の
美
を
認
め
て
い
る
の
に
過
ぎ
ず
、
結
局
、
感
質
的
に
は
、
「
愛
敬
お
く
れ
た
る
人
」
の
顔
で
あ
っ
た

ら
し
い
。

員
正
面
か
ら
女
と
花
を
詑
ぺ
た
て
た
作
品
を
探
し
求
め
る
と
、
や
は
り
堤
中
納
言
物
語
中
の
「
は
な
だ
の
女
御
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
一
編
に
は
、

大
き
な
銭
入
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
の
不
完
全
な
潟
、
我
々
に
と
っ
て
難
解
な
作
品
で
あ
る
が
、
多
く
の
官
仕
人
が
、
そ
の
女
主
人
を
花

に
喰
え
る
興
味
の
上
に
白
分
注
の
懸
愛
交
渉
の
過
程
を
添
え
て
、
構
成
を
全
う
し
て
い
る
事
な
ど
、
や
は
り
優
れ
た
作
品
の
一
つ
に
数
え
上
げ
て
よ
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
花
喰
え
の
部
分
を
抜
い
て
み
る
。
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御
方
こ
そ
、
こ
の
花
は
い
か
が
御
覧
ず
る
。
と
一
疋
へ
ば
、
い
ざ
人
々
に
輪
へ
聞
え
む
と
て
命
婦
の
君
、
か
の
蓮
の
花
は
ま
ろ
が
女
院
の
わ
た
り
に
こ
そ
似
奉

り
た
れ
と
宣
へ
ば
大
君
、
下
草
の
龍
謄
は
さ
す
が
な
め
り
、一
品
の
官
と
聞
え
む
。
中
の
君
、
玉
響
花
は
大
王
の
宮
に
も
な
ど
か
。
三
の
君
、
紫
苑
の
花
や

か
な
れ
ば
皇
后
宮
の
御
さ
ま
に
も
が
な
。
四
の
君
、
中
宮
は
父
大
臣
つ
ね
に
、
ぎ
き
ゃ
う
を
讃
ま
せ
つ
つ
祈
り
が
ち
な
め
れ
ば
、
そ
れ
に
も
な
ど
か
似
さ
せ

給
は
ざ
ら
む
。
五
の
君
、
四
僚
の
宮
の
女
後
、
露
草
の
つ
ゆ
に
う
つ
ろ
ふ
と
か
や
明
暮
の
た
ま
は
せ
し
こ
そ
誠
に
見
え
し
か
。
六
の
君
、
垣
穂
の
翠
姿
は
承

香
殿
と
聞
え
ま
し
。
七
の
君
、
刈
萱
の
な
ま
め
か
し
ま
さ
ま
こ
そ
弘
徽
股
は
お
は
し
ま
せ
。
八
の
君
、
宣
耀
殿
は
菊
と
聞
え
さ
せ
む
。
宮
の
御
覚
え
な
る
べ

き
な
め
り
。
麗
長
殿
は
花
薄
と
見
え
給
ふ
御
さ
ま
ぞ
か
し
。
九
の
君
。
と
云
へ
ば
十
の
君
、
淑
長
舎
は
朝
顔
の
昨
日
の
花
と
歎
か
せ
給
ひ
し
こ
そ
、
道
理
と

見
奉
り
し
か
。
五
節
の
君
、
御
匝
殿
は
野
漣
の
秋
萩
と
も
聞
、
え
っ
ぺ
か
め
り
。
東
の
御
方
、
淑
長
舎
の
御
お
と
と
の
三
の
君
あ
や
ま
り
た
る
こ
と
は
な
け
れ

ど
、
大
ざ
う
に
そ
似
さ
せ
給
へ
る
。
い
と
こ
の
君
ぞ
其
の
お
と
と
の
四
の
君
は
‘
く
さ
の
か
う
、
と
い
さ
聞
え
む
。
姫
君
、
右
大
臣
殿
の
中
の
君
は
見
れ
ど



も
飽
か
ぬ
女
郎
花
の
け
は
ひ
こ
そ
し
給
ひ
つ
れ
。
一
白
の
御
方
‘
帥
の
宮
の
御
う
へ
の
さ
ま
に
や
似
さ
せ
給
へ
る
。
伯
母
君
、
左
大
臣
殿
の
姫
君
は
吾
木
香
に

劣
ら
じ
か
ほ
に
ぞ
お
は
し
ま
す
。
な
ど
云
ひ
お
は
そ
う
ず
れ
ば
尼
君
、
粛
院
、
五
葉
と
聞
え
侍
ら
む
か
。
饗
ら
せ
給
は
ざ
む
め
れ
ば
ょ
っ
み
を
離
れ
む
と

て
、
か
か
る
さ
ま
に
て
久
し
く
こ
そ
な
り
に
け
れ
。
と
宜
へ
ば
北
の
方
、
さ
て
爾
宮
を
ば
何
と
か
定
め
聞
え
給
ふ
。
と
云
へ
ば
小
命
婦
の
君
、
を
か
し
き
は

皆
と
ら
れ
奉
り
ぬ
れ
ば
、
さ
む
ば
れ
軒
端
の
山
菅
に
聞
え
む
。
ま
こ
と
や
、
ま
ろ
が
見
奉
る
帥
の
宮
の
う
へ
を
芭
蕉
葉
と
聞
え
む
。
よ
め
の
君
、
中
務
の
君

の
う
ヘ
を
ば
、
ま
ね
く
尾
花
と
聞
え
む
。

以
上
の
よ
う
に
二
十
一
人
の
品
定
め
が
績
い
て
、
叉
、
そ
の
花
を
詠
込
ん
だ
短
歌
も
加
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
語
の
進
行
す
る
に
従
い
そ
れ
ぞ

れ
の
花
は
再
び
自
分
達
の
踏
の
過
程
の
暗
示
に
用
い
る
、
と
い
う
二
重
の
働
ぎ
そ
含
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
な
も
の
を
整
理
し
て
み
る
と
、
命
婦
の
君

が
女
院
に
比
し
た
蓮
は
、
そ
の
短
歌
に
よ
れ
ば
「
心
の
ひ
ろ
さ
」
を
現
し
‘
皇
后
の
官
の
紫
苑
は
勺
は
な
や
か
」
で
あ
り
、
中
宮
の
桔
梗
は
「
耐
り
が
ち
」
の

日
常
生
活
を
現
し
、
四
僚
の
官
の
女
御
の
一
路
平
は
「
露
に
う
つ
ろ
ふ
」
命
全
強
制
却
さ
せ
て
そ
の
通
り
に
な
り
終
っ
て
い
る
。
承
香
般
の
程
裂
は
六
の
君
の
餓
愛

過
程
に
よ
る
と
、
勺
と
こ
な
つ
」
で
は
な
く
結
局
「
思
ひ
し
げ
し
」
に
終
る
事
を
示
し
て
い
る
。
又
、
弘
徽
般
の
刈
萱
は
「
な
ま
め
か
し
き
」
に
於
て
撫
子
に

勝
り
、
宣
耀
般
の
菊
は
、
ま
す
ま
す
「
し
げ
り
ま
し
ヘ
麗
長
股
の
花
薄
は
「
思
ふ
方
に
な
ぴ
き
」
、
淑
長
舎
の
朝
顔
は
「
昨
日
の
花
」
を
嘆
く
。
中
の
君
の
女

郎
花
は
「
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
」
美
し
き
で
あ
り
、
掛
川
院
の
五
葉
は
「
か
は
ら
ぬ
」
色
を
保
つ
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
花
輪
え
も
B
2
3
F
R

の
殿
密
な
意
味
の
も
の
で
は
な
い
。
現
れ
て
い
る
も
の
は
、
多
く
の
宮
仕
人
が
‘
敬
愛
す
る
女
主
人
を
国
践
し
て -4-

い
る
香
り
を
花
と
比
ぺ
た
鑑
賞
風
景
に
過
ぎ
ぬ
ロ
換
一
一
目
す
れ
ば
、
議
場
人
物
の
宮
仕
人
と
同
一
階
級
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
作
者
は
、
描
寓
し
た
の
で
は
な
く
、

花
を
通
じ
た
自
己
を
象
徴
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
成
立
の
契
機
は
、
そ
の
時
代
の
人
々
が
共
通
し
て
肯
定
し
た
、
花
と
女
の
個
性
で
あ
っ
た
か
ら
批

刻
と
し
て
の
記
述
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
作
品
を
読
む
時
に
働
く
我
々
の
雑
多
な
智
識
は
、
ぎ
き
ゃ
う
を
無
量
義
経
と
結
び
付
け
、
あ
き
が

ほ
か
ら
「
僅
花
一
日
白
成
楽
」
と
古
い
支
那
の
詩
人
の
嘆
き
を
呼
び
起
し
、
露
草
の
露
の
命
と
感
傷
し
、
な
で
し
こ
か
ら
愛
子
を
惣
い
、
染
殿
の
太
后
を
考
え

つ
つ
常
夏
と
延
長
し
て
．
「
常
懐
し
く
」
や
「
床
」
に
積
く
迫
想
の
女
え
と
情
大
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
、
こ
の
文
義
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
に
な



る
の
で
あ
ろ
う
か
。
修
鮮
の
た
ど
る
理
論
は
車
純
だ
。
が
、
そ
の
裏
に
あ
る
現
賓
の
貧
相
は
我
々
の
手
に
負
え
な
い
困
難
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

5
2
m
w同
法
。
吋
の
理
解
え
の
傑
伴
に
な
る
も
の
は
、
女
主
人
の
面
影
と
宮
仕
人
の
機
愛
を
二
重
寓
し
に
象
徴
し
て
い
る
紫
苑
や
桔
梗
の
花
々
で
あ
る
。
こ
の
花
は

我
々
の
花
の
如
く
廿
世
紀
の
科
阜
の
公
共
闘
内
に
於
け
る
花
々
で
は
な
く
、
平
安
朝
の
仰
や
紳
や
精
密
の
陰
に
浮
ぷ
花
々
で
あ
る
と
云
う
黙
で
あ
ろ
う
。
確
か

に
、
今
日
の
我
々
も
「
苔
薮
の
乙
女
」
と
象
徴
す
る
が
、
こ
れ
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
停
統
を
、
だ
ら
し
な
く
慣
用
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
何

も
信
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
今
、
我
々
が
バ
ラ
を
尾
花
に
置
ぎ
鑓
え
た
と
し
て
も
、
女
房
の
や
っ
た
二
章
一
窮
し
は
愛
生
す
る
わ
け
が
な
い
の
で
あ
る
。

彼
女
等
と
そ
の
女
主
人
の
生
活
は
我
々
と
遣
う
花
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
事
を
感
得
ナ
る
の
が
、
こ
の
作
品
の
文
義
的
理
解
え
の
カ
ギ
な
の
で
あ
ろ
う
。

平
安
朝
の
女
房
の
特
殊
位
験
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
過
去
の
我
々
の
位
験
で
あ
る
花
除
え
は
、
例
え
一
定
の
象
徴
と
し
て
成
立
し
て
い
る
も
の
と
は
い
え
、
概

念
的
分
析
に
よ
り
完
全
な
理
解
に
達
す
る
事
は
不
可
能
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
え
融
け
込
む
各
人
各
様
の
味
得
の
み
が
、
唯
一
の
方
法
な
の
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
歴
史
的
保
件
を
無
脱
せ
よ
と
蹴
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
唯
、
こ
の
味
得
を
基
礎
と
し
て
こ
の
B
2
3
F
R
の
償
値
判
断
に
と
進
む
以
外
に
道

の
無
い
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
、
象
徴
は
生
き
る
の
で
あ
る
。

平
家
物
語
を
縞
く
と
、
「
軍
衡
束
下
り
の
事
、
同
じ
く
千
手
の
前
が
沙
汰
」
の
僚
に
「
平
家
は
代
々
文
人
、
歌
人
た
ち
で
ご
ざ
る
も
の
を
。
一
年
平
家
の
一

門
を
花
に
出
場
面
へ
ま
ら
し
た
時
は
、
こ
の
人
を
ば
牡
丹
の
花
に
警
へ
で
ご
ざ
る
と
中
た
れ
ば
：
：
：
云
々
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
手
近
に
あ
っ
た
天
草
木
を
引
い
た
の

- 5 -

で
あ
る
が
、
流
布
本
も
、
同
じ
記
述
で
あ
る
。
「
こ
の
人
」
は
勿
論
、
軍
衡
を
指
し
て
い
る
の
で
、
相
倫
、
女
性
で
は
な
い
。
し
か
し
、
散
文
に
於
て
、
こ
の
記

述
と
闘
聯
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
註
一
）
「
平
家
花
揃
」
と
い
う
吉
が
あ
る
。
平
家
一
門
の
男
女
を
詑
ぺ
て
花
に
除
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
書
か
ら
二
、
一
一
一
摘

出
し
て
み
よ
う
。

，
建
躍
門
院
僻
一
雄
一
説
銅
山
姥
一
た
い
ゑ
き
の
ふ
ょ
う
、
び
ゃ
う
の
柳
に
も
か
よ
ひ
給
へ
ど
、
是
は
な
を
な
つ
か
し
く
イ
つ
く
し
き
さ
が
の
の
秋
の
を
み
な
へ
し
‘

露
を
き
わ
ぴ
た
る
よ
り
も
、
心
く
る
し
く
、
な
で
し
こ
の
露
に
ふ
し
た
る
よ
り
も
、
ら
う
た
く
め
で
た
き
御
有
き
ま
と
な
ら
ん

宗
感
公
の
う
へ
M例
制
一
例
一
山
は
崎

し
ら
菊
の
、
を
き
わ
ぴ
た
る
よ
り
も
な
を
う
つ
く
し
き
、
ゅ
う
月
か
げ
に
紅
葉
の
ち
ら
ぬ
ほ
ど
と
や
中
さ
ま
し



小
話
同
股
斡
…
一
一
月
一
時
糊
一
一
日
掛
よ
ろ
づ
あ
か
ぬ
所
な
く
、
う
つ
く
し
う
こ
そ
早
え
給
へ
、
す
ず
し
げ
な
る
夏
草
の
中
に
、
や
ま
と
な
で
し
こ
の
咲
い
で
ァ
、
露
お
も

げ
に
う
ち
仕
ぴ
き
た
る
け
し
き
、
そ
こ
は
か
と
な
く
心
守
る
し
く
み
る
、
と
や
思
ひ
よ
そ
へ
ら
れ
給
は
ん

な
で
し
こ
の
露
に
袖
を
は
ぬ
ら
ず
と
も
、
心
の
ま
ま
に
誰
か
折
る
べ
き
」

上
一
内
門
院
小
宰
相
殿
こ
れ
こ
そ
叉
、
見
る
人
い
か
・
に
も
た
だ
に
は
有
ま
じ
ぎ
に
ほ
ひ
、
か
み
の
か
か
り
、
か
た
の
わ
た
り
な
ど
、
た
を
た
を
と
な
ま
め
か

し
く
、
い
と
あ
り
が
た
く
凡
え
給
ふ
。
さ
の
み
柳
川
悦
か
ヘ
ナ
か
ヘ
ナ
申
や
う
な
れ
ど
事
か
は
り
で
な
む
、
硯
の
ふ
た
に
柳
楼
の
う
す
ゃ
う
し
み

C
て
八
重
ざ
く

ら
に
文
付
た
る
と
申
さ
ん

花
の
色
は
た
だ
見
る
だ
に
も
あ
る
も
の
を
、
な
さ
け
を
そ
ふ
る
人
の
こ
と
の
は

「
は
な
だ
の
女
御
」
欣
美
し
い
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
の
文
惑
的
効
川
本
が
一
静
態
的
に
考
察
す
る
と
、
作
者
の
概
念
の
聯
結
が
不
明
瞭
な
個
所
が
反
っ
て
流
動
す

れ
は
、
そ
の
「
芙
」
4
f問
問
一
し
た
結
川
市
の
し
庖
理
法
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
事
は
な
い
。

貨
を
切
貨
に
象
徴
す
る
の
に
、
こ
の
頃
と
し
て
こ
れ
以
外
の
方
法
が
な
か
っ
た
局
で
あ
る
。
美
は
そ
の
償
格
に
過
ぎ
な
い
。
後
世
が
論
理
的
に
追
求
す
る
の
に

一
日
の
生
活
、
自
己
の
五
感
が
活
動
し
て
味
っ
て
い
る
現
- 6 -

る
効
栄
守
強
め
て
い
る
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
世
界
は
、
花
々
と
共
に
生
ぎ
た
人
達
の
創
り
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
花
輪
え
の
現

不
可
能
に
近
い
困
難
を
感
じ
さ
せ
る
認
に
包
ま
れ
た
現
貨
の
象
徴
が
花
輪
え
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
の
花
輪
え
と
は
、
鶏
卵
と
擬
卵
ρ
運

庭
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
生
ぎ
て
働
い
た
花
と
女
は
、
時
代
の
下
降
と
一
絡
に
死
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。
換
一
一
目
す
れ
ば
、
丈
島

d活
動
の
始
初
で

も
る
詰
ご
良
賞
隊
出
回
占
日
比
日
り
も
っ
こ
な
っ
て
択
と
っ
こ
、
宇
’

p
r
p←
F
h

、
そ
う
古
ム
郎
、
之
主
彦
詐
告
と
し
て
麦

A
Y
ま
で
い
与
克
し
安
？
と
つ
で
も
つ
九
」

O
A
4
7こ
こ
こ

、

4
T
J

’
’

4
z

，
Fイ
』

l

寸
／

M
I
l

・
、

J
a
n
－
－

J
、
、

t
v

、
，
‘
、
〆
ノ
、
，
，
、

l
u

－
－
－F

・

d

－
〆
二
一
．
，
．

4

、
－
ノ
わ

L
r

．
，

L
‘

4
4
1
a
E
r
－
－

t
－
‘
，
，

A
1
t

‘
，
凋

1
2
4
4引
け

4
鴨
川
1

旬
、
，
，
（
‘
、
‘
‘
、

d
d

‘
‘

l
e

あ
げ
た
『
平
家
花
揃
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
一
去
っ
て
み
れ
ば
枯
死
し
た
花
闘
で
あ
る
。
修
酢
型
は
花
の
香
を
思
し
得
な
い

D

こ
の
記
述
で
は
、
よ
し
そ
れ

が
祉
交
の
手
段
で
あ
っ
た
と
は
云
え
、
女
房
の
前
栽
の
歌
に
旧
い
た
技
巧
ナ
ら
忘
れ
て
い
る
。
官
踏
を
失
い
、
侍
統
を
な
ぞ
っ
て
い
る
貧
し
い
花
輪
え
は
街
も

執
劫
に
飽
く
の
で
あ
る
。

共
に
江
戸
時
代
頭
初
に
成
立
し
た
（
註
二
）
「
四
十
二
の
み
め
あ
ら
そ
ひ
」
と
（
註
三
）
「
鼠
股
」
を
聞
い
て
み
る

d



廿
番

左
持

い
つ
も

く
さ
き
の
は
な
、
枝
を
か
け
」
り
、
十
よ
日
雨
つ
ゆ
に
う
た
せ
し
ほ
た
れ
た
る
に
、
ふ
む
ふ
む
と
に
ほ
ひ
、
こ
こ
ち
あ
し
く
て
、
あ
た
り
に
を
く
も
い
や
な
ず
か

た
と

右

」
し
ま

こ
む
に
ゃ
く
の
は
な
、
水
く
み
す
て
し
古
き
づ
る
へ
の
は
れ
か
け
た
る
に
、
土
く
れ
入
て
、
こ
ん
に
ゃ
く
玉
と
や
ら
ん
云
物
を
す
て
を
け
は
、
を
の
れ
と
を

ひ
い
て
て
、
葉
ひ
ろ
こ
り
た
る
す
か
た
と

豊
薬
助
卜
泉
院

こ
ん
に
ゃ
く
も
く
さ
き
も
人
の
と
く
そ
か
し
、
か
き
へ
て
誰
も
闘
し
め
さ
る
な

左

左
大
夫

- 7 ー

廿
一
番

し
や
か
の
は
な
、
わ
れ
も
は
な
の
数
と
、
し
ま
ん
し
た
る
や
う
に
咲
ふ
く
れ
て
、
は
な
の
根
も
と
は
、
っ
ち
よ
り
あ
ら
は
れ
、
み
く
る
し
く
や
ふ
し
か
く
れ
、

あ
る
ひ
は
細
み
そ
の
か
た
は
ら
を
、
し
や
か
す
み
所
と
し
て
咲
た
る
す
か
た
と

み
~ 

大
夫

き
ほ
う
し
の
は
な
、
う
つ
ろ
ひ
ず
み
げ
て
、
み
る
所
は
あ
ら
ね
と
、
こ
と
か
く
と
き
の
は
な
の
か
す
め
き
て
‘
水
た
こ
に
つ
ゐ
入
た
る
姿
と

土
佐
坊
阿
開
梨
道
文
字
法
印

き
ほ
う
し
を
橋
の
ひ
や
ろ
ふ
の
槍
に
か
か
ん
、
し
や
か
つ
ら
の
こ
と
人
は
か
か
れ
ず

ー
l
l

「
四
十
二
の
み
め
あ
ら
そ
ひ
」
l
l

っ
た
か
し
ま
の
ま
へ

う
の
花



う
の
花
の
、
雲
か
な
み
か
月
か
な
と
と
、
あ
や
ま
た
る
や
う
に
、
か
き
ね
に
さ
き
み
た
れ
た
る
は
、
い
つ
く
し
う
お
も
し
ろ
け
れ
ば

一
、
か
つ
ら
き
の
ま
え

山
ふ
き

い
ろ
か
い
つ
く
し
さ
、
も
と
よ
り
い
ふ
に
及
ひ
侍
ら
ず
、
き
し
ね
な
と
に
さ
き
み
つ
れ
は
、
水
の
い
ろ
ま
で
花
に
そ
み
、
な
み
の
ひ
ひ
き
に
も
、
花
の
か
ほ

め
く
る
心
ち
な
む
し
け
り
、
古
き
歌
に
も

春
さ
め
に
に
ほ
へ
る
い
ろ
も
あ
か
な
く
に
、
か
さ
へ
な
つ
か
し
山
ふ
き
の
花

一
、
み
ね
の
ま
へ
藤

あ
る
ひ
は
松
か
え
、
あ
る
ひ
は
柳
な
と
よ
り
さ
き
さ
か
り
で
、
風
に
な
み
よ
る
ふ
せ
い
、
た
く
ゐ
す
く
な
き
も
の
な
り
‘
さ
れ
は
我
ゑ
た
な
ら
ぬ
え
た
を
も
一
、

わ
か
え
た
と
し
て
、
は
い
ま
と
は
れ
は
、
し
よ
ほ
く
の
ず
か
た
、
ふ
ち
一
花
に
あ
ら
は
れ
り

一
、
左
源
太
の
ま
ヘ

な
て
し
こ

- 8 ー

ま
せ
の
う
ち
に
、
ナ
か
た
か
ほ
ほ
せ
、
い
つ
く
し
う
、
し
ほ
ら
し
う
さ
ぎ
つ
れ
た
る
に
、
う
ず
く
こ
く
、
花
の
い
ろ
に
露
の
を
け
る
ふ
せ
い
、
い
ふ
は
か
り

も
侍
ら
す

て
け
ん
は
の
ま
へ

お
み
な
へ
し

ふ
る
き
歌
に

お
み
な
へ
し
秋
の
野
風
に
う
ち
な
ひ
き
、
心
ひ
と
つ
を
誰
に
よ
ず
ら
ん

露
殿

「
四
十
二
の
み
め
あ
ら
そ
ひ
」
は
元
吉
原
の
遊
女
を
「
む
か
し
の
四
十
二
の
物
あ
ら
そ
ひ
の
名
を
か
り
で
、
此
あ
空
た
の
女
の
中
を
四
十
二
人
え
り
い
た
し

て
、
四
十
二
の
み
め
あ
ら
そ
ひ
と
名
を
替
て
、
廿
一
に
あ
は
せ
、
き
く
さ
の
花
に
た
と
へ
、
を
の
れ
を
の
れ
の
こ
こ
ろ
を
み
む
」
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
貴
族

臭
の
強
い
、
詞
書
の
あ
る
歌
合
せ
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
花
除
え
に
向
日

3
5
a
m
g
な
態
度
が
現
れ
て
来
た
黙
で
あ
る
。
美
し

い
射
干
の
遊
女
も
足
も
と
の
泥
宇
一
掘
出
さ
れ
て
見
苦
し
い
根
や
現
わ
ナ
と
云
う
減
債
的
態
度
に
よ
る
批
判
が
庭
々
に
浮
出
し
て
来
た
事
は
興
味
深
い
も
の
が
あ



る

一
方
、
「
露
殿
」
の
花
輪
え
は
、
ま
こ
と
に
古
風
で
あ
る
。
謡
曲
仕
立
の
効
果
や
古
典
の
聞
記
号
門
ぜ
が
そ
の
主
調
を
執
り
、

史
記
の
語
が
現
れ
る
程
、
近

世
に
酸
入
し
て
い
る
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
緩
慢
な
遊
女
名
寄
を
取
入
れ
て
い
る

o

「
さ
て
人
間
に
あ
そ
ぶ
事
、
遊
女
の
遣
に
し
く
は
な
し
。
き
れ
ど
も

今
の
世
の
遊
君
は
人
の
皮
着
る
狐
也
。
ぱ
か
さ
れ
給
う
な
人
々
よ
。
御
用
心
」
と
呼
び
か
け
る
よ
う
な
近
世
風
の
他
の
部
分
に
鞠
し
て
、
高
低
を
も
っ
て
い

る
。
が
、
「
四
十
二
の
み
め
あ
ら
そ
ひ
」
に
も
「
露
殴
」
に
も
、
不
均
一
な
が
ら
近
世
の
護
芽
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
い
わ
ゆ
る
質
用
の
書
は
、
近
世
に
於
け
る
不
醸
の
作
者
と
云
わ
れ
る
人
が
、
蚤
と
試
に
責
め
ら
れ
る
懸
を
描
く
以
前
に
、
早
く
、
花
輪
え
を
は
っ
き

り
と
脱
却
し
つ
つ
あ
っ
た
。
寛
文
末
刊
と
云
う
（
註
四
）
「
吉
原
天
秤
」
か
ら
抜
ぎ
出
し
て
み
る
。

小
太
夫

氏
君
の
か
ん
は
・
せ
、
大
は
く
の
菊
花
を
か
め
に
一
本
さ
し
た
る
か
こ
と
し
。
前
は
御
宇
に
で
あ
り
し
か
、
お
り
ら
れ
た
り
。
ざ
は
い
あ
し
か
ら
ず
。
さ
さ
も

つ
よ
し
。

- 9 -

な
ん
せ
は
、
御
心
た
で
あ
ま
り
よ
か
ら
す
。
床
の
内
あ
ち
す
ぎ
て
つ
く
ろ
ひ
か
ま
し
。
お
も
て
に
白
ふ
ん
ぬ
り
す
き
て
、
雪
女
か
と
も
あ
や
し
ま
る
。
た
う

中
も
と
よ
り
、
こ
た
け
な
る
に
、
こ
し
か
か
み
て
、
な
に
と
や
ら
、
し
さ
い
ら
し
。
さ
れ
と
も
、
も
つ
は
ら
は
り
つ
よ
し
。

せ
い
し
ゅ

せ
い
ず
ら
り
と
し
て
、

に
、
こ
う
し
ゃ
な
り
。
さ
な
か
ら
五
し
ゃ
く
の
あ
や
め
に
露
を
そ
そ
き
た
る
か
こ
と
し
。面
掠
も
の
お
も
は
し
き
ふ
せ
い
あ
り
。
さ
は
い
、
と
し
ま
ゆ
へ

な
ん
せ
は
、
た
う
ち
う
こ
し
か
か
み
て
、
み
に
く
し
。
心
た
て
わ
る
か
し
こ
く
て
、
し
か
も
、
て
と
り
も
の
な
り
。
あ
は
ん
と
お
ぼ
さ
ん
人
、
か
ま
へ
て
心

ゆ
る
し
た
ま
ふ
な
。
も
は
や
、
つ
と
め
も
あ
き
た
る
よ
し
な
れ
と
も
、
な
に
や
ら
く
ぴ
た
け
お
ひ
給
ふ
ゆ
へ
、
身
ぬ
け
か
な
ら
ぬ
よ

L

の
と
り
き
た
じ
ゃ

こ
こ
に
来
て
俊
巡
し
て
い
た
花
除
え
は
粉
砕
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
砕
か
れ
た
片
々
は
、
形
骸
と
し
て
危
く
附
着
し
て
い
る
が
‘
も
は
や
主
題
を
か
な
で



る

5
2
3
r
R
の
機
能
は
消
失
し
て
い
る
の
で
あ
る
。又
一
方
、
比
較
さ
れ
る
木
態
と
し
て
、
ふ
ん
わ
り
薄
絹
に
包
ま
れ
て
い
た
女
性
も
‘
そ
の
肉
鐙
も
精

一
岬
も
明
る
み
え
晒
し
出
さ
れ
て
い
る
。
批
判
の
態
度
は
錯
覚
か
ら
減
債
的
方
法
え
と
押
進
め
ら
れ
て
来
て
い
る
姑
も
穎
著
で
あ
る
ロ
こ
れ
は
過
去
に
於
て
は
有

力
な
方
法
で
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
近
世
文
鳳
？
の
一
特
色
と
し
て
浮
ぴ
上
る
、
畏
怖
す
べ
き
擢
威
を
引
下
げ
、
城
山
越
す
ぺ
ぎ
汚
渇
を
暴
露
す
る
態
度
が
現
れ
て

い
る
。
人
前
で
オ
デ
キ
を
つ
ぶ
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。

花
喰
え
を
捨
て
去
っ
た
の
は
宜
用
の
主
で
あ
っ
た
。
花
戦
、
え
の
暫
什
の
附
首
欣
態
を
一
不
す
侍
に
「
吉
原
一
大
秤
」
を
の
み
此
庭
に
あ
げ
た
不
備
は
あ
る
が
、
営

然
、
批
判
態
度
に
於
て
は
「
難
波
物
語
」
に
遡
れ
る
も
の
で
あ
る
。
般
名
草
子
と
分
類
さ
れ
る
も
の
の
大
部
分
は
、
宜
用
の
文
臨
十
、
印
ち
砕
蒙
教
化
の
目
的
を

具
有
す
る
（
評
判
記
を
含
む
）
一
連
の
吉
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
所
調
、
純
文
準
君
と
区
別
さ
れ
軽
脱
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
決
定
で
よ

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
過
去
に
於
て
は
惇
蒙
教
化
あ
る
献
に
高
し
掌
し
と
さ
れ
た
も
の
が
、
や
が
て
、
そ
の
献
に
非
文
阜
の
印
を
捺
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ど
う

や
ら
こ
れ
は
十
九
世
紀
文
義
論
の
頑
な
な
遺
停
ら
し
い
。
教
訓
丈
島
？
を
美
事
か
ら
取
除
く
と
云
う
ダ
ェ

l

テ
の
一
言
葉
を
寧
重
し
過
ぎ
た
結
果
ら
し
く
思
わ
れ

る
。
丈
島γは
常
に
新
し
い
心
理
的
健
一
糸
を
創
り
上
げ
る
事
で
あ
る
。
そ
れ
が
貨
の
る
過
程
は
現
貨
に
働
ぎ
か
け
る
貨
践
の
み
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
こ
の
現
貨
と

は
社
命
日
と
呼
ば
れ
る
会
共
闘
の
み
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。
賞
用
の
目
的
に
の
み
使
用
を
許
さ
れ
て
、
文
事
に
使
用
出
来
ぬ
思
考
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
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ぃ
。
比
較
は
少
し
ず
れ
る
が
、
作
者
が
文
護
意
識
を
持
っ
た
結
果
が
文
義
作
品
に
な
る
事
で
は
な
い
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
評
判
記
の
作
者
が
多
く

智
識
階
級
に
届
ナ
る
人
々
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
営
然
、
堅
い
教
化
臭
を
濃
厚
に
持
つ
作
者
は
、
そ
れ
が
露
に
認
め
ら
れ
る
人
々
で
あ
っ
て
、
殊
に
そ
の
人
建

除
、
高
所
か
ら
漫
言
し
た
の
で
は
な
く
、
民
衆
の
水
準
に
於
て
生
活
し
て
、
そ
の
時
代
の
社
舎
の
モ
ラ
ル
の
勤
き
に
絶
え
ず
闘
心
を
持
ち
積
極
的
に
働
き
か
け

た
人
々
で
あ
る3
コ
吋
笑
記
」
も
「
侍
別
問
痴
物
語
」
ヰ
「
似
我
蜂
物
詩
」
J
1

あ
毛
時
代
の
モ
ラ
ル
と
取
組
λ
だ
作
向
山
で
あ
っ
て
、
花
輪
え
の
律
し
切
れ
ぬ
も

の
を
後
見
し
た
限
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
書
で
あ
る
。
か
か
る
賞
用
者
と
ほ
と
ん
ど
同
質
の
も
の
は
過
去
に
も
存
在
し
て
い
た
。
顕
著
な
例
を
と
れ
ば
、
十
訓

抄
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
得
る
鎌
倉
の
抄
物
系
の
一
群
で
‘
方
丈
記
も
含
め
て
数
え
上
げ
ら
れ
る
種
類
の
も
の
で
あ
る

1
1

管
見
に
よ
れ
ば
、
同
書
は
、
現
世
は
如

何
に
慮
理
す
れ
ば
最
も
マ
イ
ナ
ス
の
少
な
い
生
活
が
出
来
る
か
と
い
う
テl
マ
を
明
瞭
に
‘
そ
れ
だ
け
を
説
明
し
た
小
論
文
で
あ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
ー
ー
ー
。

こ
の
一
群
は
、
そ
の
態
度
に
於
て
も
【
停
止
O

ロ
の
繍
比
率
に
於
て
も
仮
名
草
子
に
近
い
役
割
を
呆
し
た
も
の
で
、
共
に
歴
史
の
轄
期
に
生
れ
曾
っ
た
文
皐
で
あ



る
。
か
か
る
丈
島
ア
は
必
ず
新
し
い
時
代
の
合
理
性
を
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
の
結
果
の
善
悪
は
後
世
の
批
判
の
問
題
で
あ
る
が
、
唯
、
か
か
る
努
力
は
必
ず
過

去
と
は
別
な
、
濁
立
し
た
心
理
的
存
在
を
出
現
さ
せ
る
源
泉
と
な
る
も
の
で
あ
る
、

十
七
世
犯
の
レ
ア
リ
ス
ト
建
の
眼
前
に
あ
っ
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
か
。
共
庭
に
は
哲
理
に
反
ナ
る
宜
践
活
徳
の
堕
落
が
あ
っ
た
白
仰
教
の
戒
に
脊
く
肉
睦

の
高
揚
が
公
に
さ
れ
て
来
た
。
こ
れ
を
な
ん
と
慮
理
ず
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
取
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
人
々
は
確
か
に
好
ん
で
支
那
の
古
い
聖
賢
を
語
つ

た
。
が
、
そ
れ
が
車
に
徳
川
氏
の
指
唱
に
一
明
か
ら
順
践
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
な
ら
ば
、
一
一
一
教
一
致
に
あ
れ
程
の
努
力
を
挽
う
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の

人
々
の
過
去
を
語
る
の
は
、
擢
威
に
百
従
し
た
だ
け
の
事
で
も
、
現
在
を
捨
て
て
古
い
夢
を
紫
し
む
侍
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
現
在
が
進
む
べ
き
根
幹
を
過
去

か
ら
求
め
る
努
力
の
現
れ
で
あ
り
、
叉
、
過
去
の
例
に
よ
っ
て
分
り
易
く
現
在
を
説
明
す
る

l
l

信
按
性
を
高
め
る
意
味
も
多
分
に
あ
るll
l

理
由
か
ら
で
あ

っ
た
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
作
品
は
決
し
て
想
像
の
上
に
建
て
ら
れ
て
は
い
な
い
。
翻
察
と
研
究
の
上
に
載
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
文
墜
は
幻
想

的
で
あ
っ
た
。
神
秘
的
で
あ
っ
た
。
我
が
限
で
削
側
、
我
が
心
で
感
ず
る
も
の
の
凡
て
に
遠
慮
を
含
ん
で
接
す
る
態
度
で
あ
る
。
肉
臨
も
精
紳
も
明
快
に
表
現
す

る
事
を
障
る
欝
々
と
し
た
欣
態
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
丁
度
、
こ
の
頃
H
C）σ
0
2
回
5
Z

ロ
の
解
説
し
た
一
位
欝
の
病
状
は
、
こ
の
白
木
に
も
存
在
し

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
憂
欝
症
が
治
療
出
来
ぬ
限
り
、
律
動
の
無
い
鼠
飾
の
花
輪
え
は
結
い
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
、
近
世
の
複
雑
な
焦
燥
は

下
降
し
て
民
衆
に
炭
く
浸
透
し
て
来
た
。
こ
れ
に
針
し
智
識
階
級
の
或
る
者
は
持
家
教
化
と
い
う
庭
理
法
を
撰
ぴ
、
或
る
者
は
眼
隠
し
を
拾
て
て
、
凡
て
を
減

債
批
判
し
、
秘
め
た
る
も
の
を
剃
扶
ず
る
態
度
を
撰
ん
だ
が
、
共
に
幻
を
拒
否
す
る
人
々
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
レ
ア
リ
ス
ト
と
稿
し
て
大
過
な
い
と
思
う
。

彼
等
の
著
述
し
た
も
の
が
快
前
の
生
活
と
取
組
む
質
践
の
規
範
を
離
れ
ぬ
の
は
そ
の
矯
で
あ
っ
て
、
背
後
に
曽
然
存
在
し
て
い
た
儒
教
的
、
仰
教
的
形
而
上
皐

そ
の
も
の
の
設
展
は
「
別
の
仕
事
」
に
属
し
て
い
て
、
教
化
の
卦
一
日
と
は
い
え
、
類
推
に
よ
る
以
外
に
そ
の
全
貌
を
知
る
事
は
困
難
な
の
で
あ
る
。

レ
ア
リ
ズ
ム
の
文
路
一
応
翻
察
と
そ
の
研
究
に
建
つ
精
神
で
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
巧
拙
を
除
け
ば
、
四
鶴
に
の
み
そ
れ
は
興
え
ら
れ
、
偶
々
、
賓
用
の
意

岡
を
持
つ
矯
に
興
え
ら
れ
ぬ
の
は
、
や
や
営
を
得
な
い
よ
う
に
思
う
。
般
名
草
子
の
一
一
辿
は
、
動
揺
の
醒
め
切
ら
ぬ
時
代
の
要
求
し
た
批
判
の
文
義
で
あ
り
、

合
理
の
世
界
に
導
く
努
力
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
力
強
く
現
宜
に
針
廃
し
た
文
堅
も
い
つ
ま
で
も
績
か
な
か
っ
た
。
強
い
緊
張
は
保
持
す
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
進
展
と
は
弱
位
化
を
意
味
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ナ
る
下
降
期
が
来
る
の
で
あ
っ
た
。

文
惑
を
離
れ
て
、
啓
蒙
教
化
の
精
紳
白
位
の
進
展
を
辿
る
と
そ
れ
い
に
心
墜
に
辿
っ
て
い
る
。
栴
巌
、
堵
庵
の
倫
理
皐
に
そ
の
主
流
は
既
牧
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、

い
る
。
宗
教
的
観
念
を
折
衷
し
た
通
俗
儒
阜
で
あ
る
心
型
の
日
的
は
、
結
局
、
町
人
各
自
の
「
掛
川
家
」
に
あ
る
。
そ
の
鱈
に
は
経
済
的
要
請
で
あ
る
「
倹
約
」

を
一
つ
の
根
木
造
義
に
ま
で
高
め
た
も
の
で
、
こ
れ
こ
そ
封
建
制
度
の
完
全
な
整
備
を
終
っ
た
十
入
世
紀
の
要
求
に
符
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
常
然
、
そ
の
態

度
は
時
の
制
度
に
針
し
て
屈
従
的
で
あ
り
、
十
七
世
犯
の
作
者
の
有
し
た
気
塊
は
、
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
白
文
題
作
品
も
、
こ
れ
と
同
じ

傾
向
え
の
進
展
を
辿
っ
た
。
評
判
記
は
商
買
の
便
覧
と
化
し
、
教
化
も
の
も
弱
睦
化
し
た
作
品
群
に
連
結
し
て
来
る
。
印
ち
、
自
笑
、
共
践
の
再
結
合
以
後
の

八
文
字
屋
本
は
町
人
気
質
の
一
種
と
し
て
濃
厚
に
教
訓
調
を
混
入
し
た
作
品
を
出
し
て
い
る
が
、
享
保
と
い
う
時
代
を
思
い
合
す
れ
ば
、
『
で
れ
ば
車
な
る
迎
合

精
神
の
生
ん
だ
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
に
績
く
数
多
い
「
談
義
物
」
は
、
最
も
古
い
も
の
と
い
わ
れ
る
摩
志
田
好
阿
の
「
営
世
下
手
談
義
」
の
序

を
み
て
も
分
る
如
く
、
此
等
は
白
笑
、
其
債
よ
り
一
層
、
石
門
心
壊
に
｜
｜
こ
の
場
合
は
貝
原
篤
信
に

1
l

近
づ
い
て
、
や
っ
と
息
を
つ
ぎ
得
た
事
を
白
ら
語

っ
て
い
る
。
そ
の
含
む
笑
い
は
後
世
の
横
溢
し
た
才
智
が
創
り
出
し
た
澗
落
木
一
糸
の
笑
い
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
一
岡
な
教
化
精
神
が
屈
従
化
し
た
姿
の
現
れ

を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
．

畏
怖
を
拾
て
、
肉
睦
や
精
神
の
汚
濁
を
麗
呈
さ
ず
態
度
を
撰
ん
だ
文
鳳
一
も
、
そ
の
根
本
は
樗
蒙
教
化
と
同
一
な
も
の
で
あ
っ
て
、
印
ち
、
人
闘
を
普
く
し
よ
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う
と
す
る
立
場
に
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
が
う
ま
く
育
っ
て
行
け
ば
、
必
ず
立
振
な
作
品
が
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
精
神
も
徒
ら
に
散
開
し
て
し

ま
つ
わ
ょ
う
で
あ
る
。
こ
の
精
紳
の
初
期
段
階
に
於
け
る
文
惑
的
大
成
は
、
丙
鶴
の
功
に
蹄
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
木
稿
は
阿
鶴
を
論
ず
る
任
務
を
持
た

な
い
。
唯
、
彼
刀
丈
鳳
？
を
大
戎
さ
せ
た
特
色
の
一
っ
と
し
て
、
特
殊
な
階
級
に
腸
ナ
る
人
間
セ
提
示
し
て
、
そ
の
特
質
れ
ぞ
致
、
ぇ
上
げ
て
訴
虫
ず
る
と
い
へ
態
度

が
あ
る
。
が
、
こ
の
事
は
常
然
、
彼
の
弐
に
来
る
作
者
は
更
に
一
段
と
細
か
い
特
質
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
を
要
請
さ
れ
る
事
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

彼
に
績
い
た
諸
作
者
は
、
そ
の
努
力
の
篤
に
反
っ
て
珠
期Lr
か
っ
た
概
念
化
し
た
類
型
を
描
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
内
田
名
門

2
2
Z

な
態
度
を
持
す
る

文
島
？
を
正
し
く
育
て
る
侍
に
は
、
こ
の
人
々
は
飴
り
に
力
量
不
足
な
の
で
あ
っ
た
。
特
異
な
才
皐
を
誇
る
平
賀
源
内
に
期
待
券
）
寄
せ
て
も
、
そ
の
数
奇
に
ま
け

て
自
瑚
に
柊
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
三
馬
の
才
能
で
は
勿
論
、
打
開
出
来
る
わ
け
も
な
か
っ
た
。
観
察
は
い
よ
い
よ
細
か
く
分
析
に
向
っ
て
行
っ
た
そ
の
腕
前
は



認
め
ら
れ
で
も
．
反
っ
て
人
聞
を
バ
ラ
バ
ラ
な
小
道
具
に
散
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
時
の
一
一
一
日
葉
を
用
う
れ
ば
、
う
が
ち
に
消
え
去
っ
た
の
で
あ
る
。
例

え
そ
の
作
者
は
意
識
し
な
く
と
も
、
こ
の
頃
に
於
て
、
擢
威
を
剥
ぎ
取
っ
て
人
聞
を
平
等
に
観
た
も
の
は
秘
書
の
類
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
も
挑
援
の
枠
を
離

れ
ら
れ
ず
、
性
か
ら
生
命
の
護
芽
を
掬
ぴ
上
げ
る
類
の
記
述
を
議
見
ず
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

花
輪
え
は
十
七
世
記
の
レ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
に
よ
っ
て
散
文
界
か
ら
捨
て
去
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
が
、
誤
解
を
避
け
る
矯
に
記
す
と
、
こ
の
レ
ア
リ

ズ
ム
と
は
、
過
去
と
具
る
思
考
の
設
見
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
幻
よ
り
も
現
貨
を
館
重
し
て
的
廃
す
る
と
い
う
取
捨
撰
揮
の
位
来
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
精
紳
が
嫌
い
去
っ
た
幻
に
、
花
輪
え
が
含
ま
れ
て
い
た
事
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
花
除
え
だ
け
が
幻
の
全
部
で
は
な
い
。
源
平
盛

表
記
あ
た
り
の
好
ん
で
用
い
た
停
統
を
そ
の
ま
ま
受
縫
い
て
い
る
「
胴
郷
と
た
を
や
か
な
窃
翠
の
髪
ざ
し
」
も
「
宛
鴎
た
る
双
蛾
」
も
消
え
去
り
、

A註
五
｝
「
美

人
揃
」
も
営
然
、
同
様
な
宣
告
を
受
け
て
い
る
。
散
文
界
は
、
こ
の
新
し
く
撰
接
さ
れ
た
道
を
一
様
に
進
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
快
に
記
述
さ
れ
る
方

向
に
は
歩
ん
だ
が
、
流
動
す
る
美
し
さ
を
復
活
す
る
望
は
薄
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
夢
や
幻
に
依
存
す
る
文
惑
が
凡
て
消
え
去
る
わ
け
は
な
い
。
流
れ
る
情
趣
を
味
う
こ
と
で
主
た
る
満
足
を
費
え
る
、
語
り
物
、
歌
謡
な
ど
の
詞
章

を
椴
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
註
六
）
「
松
平
大
和
守
日
記
」
を
み
る
と
、
弐
の
如
き
記
事
が
載
っ
て
い
る
。
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源
氏
花
揃

寛
文
四
年
十
月
廿
五
目
、
晴
天
霊
蚕
一
院
殿
嬬
州
裏
方
、
お
つ
う
と
の
お
あ
ぐ
り
振
舞
操
執
行
。
辰
下
刻
操
初
り
、
太
夫
肥
前
接
也

叉
、
高
治
四
年
二
月
十
三
日
の
記
事
に
、
営
時
の
説
経
節
と
浄
瑠
璃
の
草
子
の
名
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
「
源
平
花
揃
」
と
い
う
名
稽
が
載
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
前
述
し
た
「
平
家
花
揃
」
と
再
び
重
大
な
連
闘
が
あ
る
も
の
ら
し
い
し
、
花
輪
え
の
俸
統
を
考
え
る
上
に
も
、
ま
こ
と
に
貴
重
な
名
橋
台
あ
る
が
‘

そ
の
正
木
を
失
っ
て
い
る
現
在
は
、
唯
、
そ
の
名
稽
を
あ
げ
る
に
止
る
よ
り
仕
方
が
な
い
。
内
容
の
分
っ
て
い
る
も
の
を
取
上
げ
て
み
る
と
、
例
え
ぽ
浄
瑠
璃

の
十
二
段
草
子
を
開
い
て
讃
む
我
々
に
と
っ
て
は
、
二
段
目
の
前
栽
の
花
揃
え
は
、
花
の
名
前
の
羅
列
で
あ
っ
て
、
花
屋
の
飾
り
窓
に
過
ぎ
な
い
記
述
で
あ
る



が
、
静
り
わ
か
そ
れ
を
柴
し
ん
だ
昔
人
は
、
こ
こ
に
至
る
と
何
ん
の
読
明
は
無
く
と
も
‘
御
曹
子
と
結
ぼ
れ
る
美
女
の
出
現
を
議
感
し
た
も
の
に
違
い
な
い

U

花
と
女
の
結
合
の
停
統
は
、
誰
で
も
心
得
て
い
た
約
束
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
幻
の
約
束
が
な
い
の
な
ら
ば
、
閑
吟
集
も
、
陸
連
小
唄
も
そ
の
一
部
は

成
立
が
困
難
な
よ
う
で
あ
る
。

き
て
も
そ
な
た
の
立
姿
、
春
の
青
柳
総
模
、
心
が
た
よ
た
よ
と

l
l

（
松
の
葉
巻
一
）
1
1
1

思
い
初
め
た
よ
濃
ぎ
紫
の
色
に
出
で
じ
と
包
む
に
飴
る
、
袖
に
涙
は
、
の
ん
き
て
民
事
に
零
れ
ぞ
か
か
る
、
懸
慕
れ
ん
れ
つ
れ
吾
／
手
）
知
ら
ぬ
昔
は
他
所
な

る
も
の
を
‘
今
は
身
に
知
る
愛
別
離
苦
の
憂
さ
を
思
え
ば
、
の
ん
き
て
質
事
に
、
情
も
辛
や
懸
慕
れ
ん
れ
つ
れ
（
合
ノ
手
）
召
せ
召
せ
草
花
何
々
ぞ

λ
夫
待
つ
夕

顔
白
菊
の
、
花
咲
き
初
め
て
美
人
草
に
穣
卒
、
ず
ん
ど
秋
風
の
立
た
ぬ
聞
に
、
擁
か
さ
ん
せ
女
郎
花
、
お
差
合
は
御
座
ん
せ
ぬ
か
い
の
、
ち
ょ
っ
と
苅
萱

｜
｜
人
同
巻
二
）
l
i
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こ
の
型
通
り
の
花
戦
え
は
加
賀
節
に
も
宇
太
夫
簡
に
も
河
東
簡
に
も
あ
っ
て
、
山
口

5

目
。
ロ
と
し
て
、
江
戸
小
唄
の
修
酔
単
に
細
々
と
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

る
。他

方
、
誹
譜
に
於
け
る
需
要
も
多
分
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
あ
の
詩
形
の
短
か
さ
を
も
っ
てJ
H
然
も
生
活
も
響
か
せ
よ
う
と
す
る
誹
譜
は
、

必
然
に
己
目
。
向
。
ミ
やS
O
S
℃
F
R

を
要
求
す
る
わ
け
で
あ
る
。

一
家
に
遊
女
も
寝
た
り
萩
と
月

こ
の
匂
い
の
後
方
に
臥
し
て
い
る
も
の
は
長
い
時
を
生
き
絹
け
た
「
女
と
花
」
の
影
緯
な
の
で
あ
る
。



（
註
一
）

（
註
二
）

（
註
三
）

（
註
四
）

（
註
五
）

（
註
六
）

平
家
花
揃
l
l

上
下
三
巻
合
本
。
貞
享
三
丙
上
春
と
刊
記
。
赤
木
文
麿
蔵
本
。
践
に
よ
る
と
寸
君
達
花
ぞ
ろ
へ
」
と
い
う
宿
本
を
綿
入
り
に
し
て

開
板
し
た
も
の
ら
し
い
。
赤
木
文
庫
本
は
、
故
頴
原
退
賊
博
士
臓
の
寛
永
版
よ
り
人
物
が
七
人
多
い
。
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。

四
十
二
の
み
め
あ
ら
そ
ひ
｜
｜
仮
題
。
縦
八
寸
二
分
。
積
五
寸
七
分
。
胡
蝶
装
。
墨
付
十
六
葉
。
赤
木
文
庫
臓
木
。
石
田
元
季
氏
の
練
刻
と
最
近

古
典
文
庫
よ
り
、
露
殿
、
あ
つ
ま
物
語
と
合
せ
て
刊
行
さ
れ
た
。

露
殴
1
1
1

絢
巻
一
一
一
窓
口
全
長
、
百
八
十
除
尺
。
縮
、
二
十
九
園
。
本
稿
は
雑
誌
「
浮
世
絢
惑
術
」
に
載
っ
た
も
の
を
締
巻
の
窮
民
で
校
合
し
た
原

稿
よ
り
と
っ
た
。

吉
原
一
大
秤
ー
l

原
本
未
見
。
稀
設
複
製
曾
第
九
期
の
複
製
本
よ
り
本
稿
を
と
っ
た
。

美
人
揃
ー
ー
一
例
を
薄
雪
物
語
よ
り
抜
く
「
：
：
：
物
に
た
と
ふ
る
に
、
女
三
の
宮
の
た
ち
す
が
た
、
お
ぼ
ろ
月
夜
の
内
侍
、
こ
き
殿
の
ほ
そ
ど
の
．

揚
き
妃
、
李
夫
人
、
れ
ん
せ
う
じ
ゃ
う
、
せ
い
し
の
ま
へ
に
十
郎
御
ぜ
ん
、
し
ま
わ
う
ひ
め
‘
松
浦
さ
よ
ひ
め
、
衣
一
迎
姫
、
と
き
は
御
前
、
皆
鶴

女
、
を
の
の
小
町
や
天
女
の
ひ
め
、
営
臓
の
中
じ
ゃ
っ
あ
や
め
の
ま
へ
、
士
口
じ
ゃ
う
天
女
ま
や
夫
人
、
空
こ
も
の
前
に
千
手
の
前
、
し
づ
か
御
前

ほ
し
の
み
や
、
い
づ
み
式
部
こ
が
う
の
局
、
大
い
そ
の
虎
全
ゃ
う
だ
い
、
う
つ
ろ
ひ
や
す
み
じ
花
の
い
ろ
、
む
ら
さ
き
し
き
ぷ
仰
御
前
、
ぷ
ん
ご
の

闘
な
る
ま
の
の
長
者
の
ひ
と
り
姫
、
た
ま
よ
の
姫
を
は
じ
め
と
し
、
も
ろ
こ
し
天
竺
わ
が
朝
に
、
ぴ
人
多
し
と
申
せ
ど
も
、
い
か
で
か
君
に
は
ま
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さ
る
べ
き
：
・
：
・
」

、
、

松
平
大
和
守
H

記
l
l

松
千
百
短
（
家
康
l
l

結
城
秀
康
l
l

直
基
1
l

直
短
）
の
明
暦
四
年
よ
り
一
万
政
八
年
ま
で
の
日
記
で
、
部
可
能
方
面
の
信

援
す
べ
き
根
木
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
松
平
家
に
侍
わ
る
原
本
は
戦
災
で
、
又
、
村
山
岡
書
館
の
寓
し
も
戦
後
の
火
災
で
失
わ
れ
た
。
木
稿
は
若

月
氏
の
「
近
世
初
期
凶
劇
の
研
究
」
に
載
せ
て
あ
る
同
日
記
よ
り
引
用
し
た
。


