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は
じ
め
に

人
間
と
異
類
の
交
流
は
、
古
来
よ
り
説
話
や
御
伽
草
子
等
の
文
学
作
品
の
題
材
と

し
て
好
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
交
流
の
形
態
の
�
つ
と
し
て
、
人
間
と
異
類
に
よ
る
恋

愛
、
も
し
く
は
婚
姻
を
描
い
た
�
群
の
作
品
が
あ
る
。
古
く
は
『
日
本
霊
異
記
』
上

巻
第
二
縁
の
狐
女
房
譚
に
始
ま
る
こ
の
流
れ
の
中
に
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
御
伽

草
子
『
雁
の
草
子
』
も
存
在
し
て
い
る
。『
雁
の
草
子
』
は
題
名
ど
お
り
人
間
と
雁

に
よ
る
異
類
婚
を
描
い
た
作
品
で
あ
り
、
同
様
に
人
間
と
異
類
の
婚
姻
を
描
い
て
い

る
御
伽
草
子
と
し
て
は
、『
い
な
り
妻
の
草
子
』『
浦
島
太
郎
』『
狐
の
草
子
』『
木
幡

狐
』『
玉
水
物
語
』『
鶴
の
草
子
』『
鼠
草
子（

（
（

』『
蛤
の
草
紙
』
な
ど
多
く
の
作
品
が
挙

げ
ら
れ
る
（
２
（
。

こ
れ
ら
の
御
伽
草
子
で
は
、
良
縁
を
求
め
た
主
人
公
（
人
間
）
の
も
と
へ
の
異
類

の
（
主
に
人
間
に
変
化
し
た
状
態
で
の
）
訪
れ
、
二
人
に
よ
る
恋
愛
や
婚
姻
、
そ
し

て
な
ん
ら
か
の
原
因
に
よ
る
別
れ
（
異
類
の
正
体
露
見
や
そ
の
死
に
よ
る
と
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
）、
さ
ら
に
は
、
主
人
公
あ
る
い
は
主
人
公
と
異
類
と
の
間
に
な
さ
れ

た
子
供
の
そ
の
後
の
栄
華
が
主
に
共
通
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
先

に
挙
げ
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
狐
女
房
譚
の
話
型
を
継
承
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

ま
た
、
御
伽
草
子
に
お
け
る
異
類
婚
姻
譚
の
異
類
の
正
体
は
雁
、
鼠
、
狐
な
ど
様
々

で
あ
る
が
、
そ
の
正
体
が
話
の
展
開
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
り
、
各
作
品
の
比

較
に
際
し
て
は
異
類
婚
姻
譚
以
外
の
文
学
作
品
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
異
類
が
ど
の

よ
う
な
扱
い
を
受
け
て
い
る
の
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。『
雁
の
草
子
』
の
先
行
研
究

と
し
て
は
坂
口
博
規
氏
（
３
（や
島
内
景
二
氏
（
４
（の
論
な
ど
が
あ
る
が
、
従
来
の
研
究
で
は
『
雁

の
草
子
』
に
お
け
る
先
行
文
芸
の
影
響
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
議
論
さ
れ
て
お
り
、『
雁

の
草
子
』
の
異
類
婚
姻
譚
的
位
置
付
け
が
十
分
に
な
さ
れ
て
き
た
と
は
い
い
難
い
。

そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
御
伽
草
子
に
お
け
る
異
類
婚
姻
譚
に
つ
い
て
、『
雁
の
草
子
』

を
軸
と
し
て
、先
行
文
芸
の
影
響
を
確
認
し
つ
つ
、多
く
の
異
類
婚
姻
譚
に
も
共
通
し
、

特
に
狐
女
房
譚
に
お
い
て
ひ
と
き
わ
情
緒
的
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
悲
恋
的
な
展

開
に
着
目
し
、
そ
の
展
開
に
つ
い
て
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

�　

御
伽
草
子
『
雁
の
草
子
』

御
伽
草
子
『
雁
の
草
子
』
の
伝
本
と
し
て
現
存
す
る
の
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館

蔵
の
白
描
絵
巻
�
軸
の
み
で
、
本
文
は
漢
字
交
り
平
仮
名
文
で
書
か
れ
て
い
る
。
誤

写
や
脱
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
複
数
存
在
す
る
が
、
本
論
に
大
き
く
関
わ
る
部
分
で

は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
関
係
す
る
箇
所
で
多
少
取
り
上
げ
る
程
度
に
し
て
お
く
。

挿
絵
は
計
六
図
あ
り
、
絵
の
中
に
も
詞
書
が
み
ら
れ
る
。
奥
書
に
「
慶
長
七
年
六
月

中
旬
ニ
書
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
長
七
年
（
�
六
〇
二
）
の
写
本
と
考
え
ら
れ

る
。
作
品
の
成
立
は
室
町
末
期
頃
と
思
わ
れ
る
が
（
５
（

、
内
題
も
な
く
、
題
簽
も
な
い
た

め
、
本
来
こ
の
御
伽
草
子
に
ど
の
よ
う
な
題
名
が
付
け
ら
れ
て
い
た
か
は
不
明
で
、

現
在
の
『
雁
の
草
子
』
の
題
は
、
昭
和
十
五
年
京
都
大
学
か
ら
複
製
本
が
刊
行
さ
れ

た
際
に
便
宜
上
に
つ
け
ら
れ
た
題
が
通
称
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
６
（

。
こ
の
『
雁
の
草

子
』
と
い
う
題
に
つ
い
て
、�
般
に
は
「
か
り
の
そ
う
し
」
と
発
音
さ
れ
て
い
る
が
、

島
内
氏
は
「
こ
の
物
語
の
本
文
で
、「
雁
」
の
こ
と
は
ほ
ぼ
�
貫
し
て
「
か
り
が
ね
」

と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、「
か
り
が
ね
の
そ
う
し
」
あ
る
い
は
「
か
り
が
ね
そ
う
し
」

『
雁
の
草
子
』
に
み
る
異
類
婚
姻
譚
の
悲
恋　

―
―

狐
女
房
譚
と
の
比
較
を
中
心
に―

―

大　

坪　

俊　

介
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と
発
音
す
る
の
が
自
然
で
は
な
い
か
と
も
考
え
る
」
と
提
唱
さ
れ
て
い
る
（
７
（
。
こ
の
よ

う
な
発
音
の
問
題
は
あ
る
に
し
ろ
、
そ
の
内
容
が
雁
を
中
心
と
し
た
悲
恋
譚
・
異
類

婚
姻
譚
で
あ
る
以
上
、
題
が
『
雁
の
草
子
』
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
だ

ろ
う
。
そ
の
あ
ら
す
じ
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
。

堀
河
辺
の
生
上
達
部
の
娘
は
宮
中
に
仕
え
て
い
た
が
、
両
親
も
こ
の
世
を
去

り
、
頼
る
も
の
も
な
く
憂
い
に
満
ち
た
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。
娘
は
あ
る
年

の
八
月
に
石
山
観
音
に
参
詣
す
る
が
、
そ
の
際
に
見
た
並
ん
で
飛
ぶ
雁
の
睦
ま

じ
さ
を
を
う
ら
や
み
、
た
と
え
鳥
で
も
い
い
か
ら
心
か
ら
契
っ
て
く
れ
る
も
の

が
あ
れ
ば
と
思
う
。
そ
ん
な
折
、
娘
の
も
と
に
越
路
の
兵
衛
佐
秋
春
と
名
乗
る

狩
装
束
の
男
が
現
れ
、
や
が
て
娘
は
こ
の
男
と
深
く
契
る
よ
う
に
な
る
。
男
は

敵
を
も
つ
身
で
あ
る
と
語
り
、
夜
に
し
か
現
れ
な
か
っ
た
の
で
、
娘
は
怪
し
く

思
う
。
そ
し
て
、
三
月
十
日
過
ぎ
の
夜
、
男
は
帰
郷
の
旨
を
娘
に
告
げ
、
秋
の

再
会
を
約
し
て
姿
を
消
す
。
翌
朝
、
軒
よ
り
飛
び
去
る
雁
を
見
て
、
娘
は
男
の

正
体
を
悟
る
。
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
経
っ
た
あ
る
夜
、娘
は
雁
の
夢
を
見
る
が
、

目
を
覚
ま
す
と
夢
の
中
で
雁
に
届
け
ら
れ
た
は
ず
の
玉
章
が
実
際
に
枕
元
に
あ

り
、
男
に
変
化
し
て
い
た
雁
が
狩
人
に
よ
っ
て
射
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

知
る
。
そ
の
後
、
娘
は
乳
母
と
と
も
に
墨
染
め
の
衣
を
ま
と
い
、
越
路
を
訪
ね

て
草
庵
を
結
び
修
行
を
し
、
つ
い
に
は
往
生
の
素
懐
を
遂
げ
る
。

以
上
が
『
雁
の
草
子
』
の
概
要
で
あ
る
。
�
読
し
て
、『
雁
の
草
子
』
が
悲
恋
譚
・

異
類
婚
姻
譚
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
な
お
、『
雁
の
草
子
』

本
文
は
京
都
大
学
電
子
図
書
館
・
貴
重
資
料
画
像
に
よ
っ
て
確
認
し
（
８
（

、
ま
た
『
室
町

時
代
物
語
集
』
上
に
所
収
の
市
古
貞
次
氏
校
注
『
雁
の
草
子
』
翻
刻
を
特
に
参
考
に

し
た
（
９
（

。二　

先
行
文
芸
の
影
響

『
雁
の
草
子
』
の
悲
恋
譚
・
異
類
婚
姻
譚
と
し
て
の
内
容
の
検
討
に
入
る
前
に
、

先
行
文
芸
の
影
響
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。

先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

（（
（

、『
雁
の
草
子
』
に
は
様
々
な
歌
や
故

事
が
引
か
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
『
雁
の
草
子
』
に
お
い
て
歌
を
引
い
て
い
る
と
思
わ

れ
る
箇
所
を
挙
げ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
箇
所
が
個
々
の
歌
か
ら
の
み
影
響

を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
歌
に
使
わ
れ
て
い
る
語
を
参
考
に
し
て
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
該
当
箇
所
に
対
し
て
�
例
ず
つ
歌
を
挙
げ
な

が
ら
、
順
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

『
雁
の
草
子
』
の
引
用
箇
所

引
用
さ
れ
た
歌

①
あ
ま
の
子
に
て
宿
も
定
め
候
は
ぬ

白
波
の
寄
す
る
な
ぎ
さ
に
世
を
す
ぐ
す
海
人
の
子
な
れ
ば

宿
も
定
め
ず
（『
和
漢
朗
詠
集
』
遊
女
）

②
ま
こ
と
に
草
の
縁
尋
ね
給
は
ば

か
こ
つ
べ
き
ゆ
ゑ
を
知
ら
ね
ば
お
ぼ
つ
か
な
い
か
な
る
草

の
ゆ
か
り
な
る
ら
ん
（『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
）

③
浮
草
の
誘
ふ
水
あ
ら
ば
と
思
ふ
身

な
れ
ば

わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草
の
根
を
絶
え
て
誘
ふ
水
あ
ら
ば

い
な
む
と
ぞ
思
ふ
（『
古
今
和
歌
集
』
雑
下　

小
野
小
町
）

④
つ
れ
な
き
秋
の
こ
ろ
に
や
と

過
ぎ
行
く
か
つ
れ
な
き
秋
の
心
か
な
恋
し
か
る
べ
き
野
べ

の
け
し
き
を
（『
玉
葉
和
歌
集
』
秋
下
）

⑤
賤
が
垣
根
の
梅
ま
で
も

夕
顔
の
花
の
か
つ
ら
や
あ
ら
で
く
む
賎
が
垣
ほ
の
ね
り
ぞ

な
る
ら
む
（『
草
根
集
』
夏
）

⑥
我
心
に
も
あ
ら
ち
山
、
雪
霰
に
も

誘
は
れ
さ
せ
給
は
ば

八
田
の
野
の
浅
芽
色
づ
く
あ
ら
ち
山
峰
の
泡
雪
寒
く
降
る

ら
し
（『
万
葉
集
』
巻
十
）

⑦
烏
羽
玉
の
夜
の
衣
か
へ
し
つ
ゝ

い
と
せ
め
て
恋
し
き
時
は
む
ば
玉
の
夜
の
衣
を
返
し
て
ぞ

き
る
（『
古
今
和
歌
集
』
恋
二　

小
野
小
町
）

⑧
飽
か
ず
し
て
見
捨
て
て
出
し
雁
の

花
よ
り
先
に
散
る
ぞ
悲
し
き

な
れ
て
憂
き
後
の
別
れ
を
思
へ
ば
や
花
よ
り
先
に
雁
の
行

く
ら
む
（『
新
拾
遺
和
歌
集
』
雑
上
）

⑨
夏
か
り
の
玉
江
の
葦
の
下
隠
れ
に

夏
か
り
の
玉
江
の
あ
し
を
ふ
み
し
だ
き
む
れ
ゐ
る
鳥
の
立

つ
空
ぞ
な
き
（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
夏
）

⑩
世
の
中
に
か
ゝ
れ
と
て
こ
そ
生
れ

け
め
理
知
ら
ぬ
わ
が
泪
か
な

う
き
世
に
は
か
ゝ
れ
と
て
こ
そ
生
ま
れ
け
め
こ
と
わ
り
知

ら
ぬ
我
が
涙
か
な
（
万
代
和
歌
集
』
雑
六
）
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①
は
男
（
雁
）
が
は
じ
め
て
尋
ね
て
き
た
場
面
で
の
女
の
言
葉
で
、
女
が
頼
る
者
の

な
い
身
を
仄
め
か
し
た
言
葉
で
あ
る（

（（
（

。『
和
漢
朗
詠
集
』
の
歌
も
さ
す
ら
い
の
身
に

あ
る
遊
女
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
、
き
ち
ん
と
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
の
引
用
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
②
は
『
源
氏
物
語
』
若
紫
巻
な
ど
か
ら
引
い
た
言
葉
で
、『
雁
の

草
子
』
で
は
女
と
男
と
の
ふ
と
し
た
縁
の
こ
と
を
「
草
の
縁
」
と
喩
え
る
場
面
で
あ

る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
『
源
氏
物
語
』
の
例
は
紫
上
を
「
草
の
ゆ
か
り
」
と
喩
え
る
源

氏
へ
の
紫
上
自
身
の
返
歌
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
あ
る
程
度
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
た

上
で
の
引
用
だ
と
思
わ
れ
る
。
③
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
よ
る
歌
で
、『
雁
の
草
子
』

で
は
こ
れ
も
ま
た
女
の
わ
び
し
い
身
の
上
を
示
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ

る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
は
文
屋
康
秀
か
ら
の
任
国
を
見
に
来
な
い
か
と
い
う
誘

い
に
対
す
る
小
野
小
町
の
返
歌
で
あ
り
、
浮
き
草
の
よ
う
な
身
で
す
が
誘
っ
て
く
だ

さ
る
な
ら
ば
、
と
い
う
内
容
の
歌
で
あ
る
。
頼
る
者
の
な
い
女
が
男
の
情
に
ほ
だ
さ

れ
る
場
面
と
は
�
致
し
て
い
る
と
い
え
る
。
④
は
自
ら
の
住
居
も
明
か
さ
な
い
男
に

対
す
る
女
の
恨
み
言
で
、『
玉
葉
和
歌
集
』
の
歌
な
ど
を
引
く
か
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
し
、『
雁
の
草
子
』
本
文
を
見
る
と
「
秋
の
こ
こ
ろ
」
で
は
な
く
「
秋
の
こ
ろ
」

と
読
め
る
箇
所
で
あ
り
、
こ
の
歌
と
関
連
付
け
て
よ
い
も
の
か
は
慎
重
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
⑤
は
『
草
根
集
』
に
あ
る
歌
な
ど
を
思
わ
せ
る
引
用
で
あ
り
、『
雁

の
草
子
』
で
は
女
の
家
に
お
け
る
春
の
趣
を
表
す
箇
所
で
あ
る
。
た
だ
し
、
坂
口
氏

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
賤
が
垣
根
の
梅
」
は
春
の
風
趣
を
詠
む
の
に
好
ま
れ
た
歌

材
で
あ
る
か
ら
、『
草
根
集
』
の
歌
だ
け
に
よ
る
と
は
考
え
づ
ら
い（

（（
（

。
特
定
の
歌
か

ら
引
か
れ
た
と
い
う
よ
り
、
�
情
景
を
表
す
語
と
し
て
引
か
れ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ

う
。
⑥
は
『
万
葉
集
』
な
ど
に
も
よ
く
み
ら
れ
る
歌
枕
「
あ
ら
ち
山
」
を
使
っ
た
も

の
で
、『
雁
の
草
子
』
で
は
故
郷
へ
帰
る
と
い
う
男
の
心
情
を
女
が
推
測
す
る
場
面

で
使
わ
れ
て
い
る
。
あ
ら
ち
山
と
い
う
地
名
と
「
我
が
心
に
あ
ら
じ
」
を
か
け
た
も

の
で
、
北
国
に
行
っ
た
人
を
偲
ん
で
詠
ま
れ
た
歌
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
場
面
と
も
�

致
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
⑦
は
、『
雁
の
草
子
』
で
は
男
と
別
れ
た
後
、
せ
め

て
夢
で
い
い
か
ら
会
い
た
い
も
の
だ
と
い
う
女
の
心
情
を
表
す
言
葉
の
�
部
で
、『
古

今
和
歌
集
』
な
ど
か
ら
引
く
。
市
古
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に（

（（
（

、
衣
を
裏
返
し

に
着
て
寝
る
と
夢
に
思
い
人
が
登
場
す
る
と
い
う
俗
信
が
あ
り
、
ま
さ
に
そ
れ
を
期

待
す
る
箇
所
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
⑧
は
男
の
手
紙
に
書
か
れ
た
歌
で
あ
り
、

『
新
拾
遺
和
歌
集
』
な
ど
の
歌
を
引
く
。『
雁
の
草
子
』
で
は
、
不
本
意
な
が
ら
死
に

別
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
男
の
心
情
を
示
し
て
い
る
。
例
に
挙
げ
た『
新
拾
遺
和
歌
集
』

の
歌
は
雁
と
花
と
の
別
れ
を
詠
っ
た
も
の
で
あ
り
、
後
の
別
れ
を
思
う
が
ゆ
え
に
花

が
散
る
前
に
雁
は
帰
っ
て
い
く
の
だ
と
い
っ
て
い
る
。『
雁
の
草
子
』
で
は
逆
に
花

よ
り
も
先
に
自
分
が
散
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
詠
っ
て
い
る
が
、
花
と
の
別

れ
を
嘆
く
点
で
は
共
通
す
る
。
⑨
は
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
な
ど
の
歌
を
引
き
、『
雁

の
草
子
』
で
は
越
路
へ
と
向
か
う
女
の
修
行
の
道
行
き
の
場
面
で
使
わ
れ
て
い
る
。

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
の
歌
は
飛
び
立
ち
か
ね
て
い
る
鳥
の
哀
れ
な
様
子
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ
り
、『
雁
の
草
子
』
で
は
女
の
道
行
き
風
景
に
「
夏
か
り
」
と
「
雁
」
を
掛

け
て
引
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
場
面
に
映
え
る
引
用
と
な
っ
て
い
る
。
⑩
は
『
雁
の

草
子
』
で
は
出
家
し
て
暮
ら
す
女
の
詠
ん
だ
歌
で
、
前
世
か
ら
の
因
縁
で
こ
う
な
っ

た
こ
と
を
感
じ
入
る
場
面
で
あ
る
。
他
の
箇
所
と
違
い
、
ほ
ぼ
『
万
代
和
歌
集
』
の

歌
を
丸
ご
と
引
用
し
て
い
る
た
め
、
歌
の
大
意
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
と
い
え
る
。
こ

の
よ
う
に
、『
雁
の
草
子
』
で
は
多
く
の
場
面
で
先
行
文
芸
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
歌

や
歌
材
を
引
用
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
が
よ
り
引
き
立
つ
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

続
け
て
、
故
事
な
ど
を
引
い
て
き
て
い
る
箇
所
に
着
目
す
る
。

先
の
比
較
と
同
様
に
、
順
に
故
事
の
影
響
を
見
て
い
く
。
①
は
白
居
易
の
歌
を
引
く

箇
所
で
あ
る
。
月
の
光
の
下
、白
居
易
が
遠
方
に
い
る
友
人
を
思
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
、

『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
に
も
引
か
れ
る
歌
だ
が
、『
雁
の
草
子
』
で
は
友
人
や
都
を
思

う
の
で
は
な
く
、
た
だ
女
の
頼
る
身
の
な
い
切
な
さ
を
描
写
す
る
場
面
に
引
用
さ
れ

て
い
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
内
容
よ
り
も
情
景
に
�
致
す
る
か
ら
と
引
用
さ
れ
た

箇
所
だ
ろ
う
。
②
は
『
雁
の
草
子
』
本
文
を
見
る
と
「
ふ
う
ふ
ゑ
ん
あ
ま
の
ち
き
り
」

と
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
的
に
も
「
夫
婦
鴛
鴦
の
契
り
」
と
解
釈
す
べ
き
と
こ
ろ
で
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�

あ
ろ
う
。『
雁
の
草
子
』
で
は
�
列
に
な
っ
て
飛
ぶ
雁
を
女
が
羨
ま
し
く
見
つ
め
る

場
面
で
あ
る
。
鴛
鴦
す
な
わ
ち
お
し
ど
り
は
古
来
よ
り
仲
睦
ま
じ
い
夫
婦
の
喩
と
し

て
使
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
の
後
女
は
雁
と
夫
婦
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
適
切
な
引

用
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
③
に
つ
い
て
は
、
島
内
氏
が
「「
秋
春
」
と
あ
る
の

は
、
雁
は
秋
に
我
が
国
に
飛
来
し
て
翌
年
の
春
に
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に（

（（
（

、
雁
の
秋
に
来
て
春
帰
っ
て
い
く
習
性
か
ら
命
名

さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。
④
は
『
古
事
記
』
に
見
ら
れ
る
葛
城
�
言
主
の
大
神
の
故
事

を
指
し
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、『
古
事
記
』
の
例
で
は
「
吾
者
雖
二
悪
事
�
而

�
言
雖
二
善
事
�
而
�
言
々
離
之
神
葛
城
�
言
主
之
大
神
者
也
」
と
、
善
き
に
つ
け

悪
し
き
に
つ
け
�
言
で
表
す
か
ら
�
言
主
の
大
神
と
い
う
の
だ
と
い
う
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
神
に
つ
い
て
は『
日
本
霊
異
記
』『
今
昔
物
語
集
』『
三

宝
絵
』
な
ど
に
記
述
が
あ
り
、
役
行
者
に
調
伏
さ
れ
葛
城
山
と
金
峰
山
の
間
に
橋
を

作
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
�
言
主
の
神
が
、
自
分
の
醜
い
姿
を
恥
じ
て
夜
だ
け
仕
事
を

し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
説
話
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
記
述
さ
れ
て
い
る
。『
雁
の
草
子
』

で
は
こ
れ
ら
の
説
話
か
ら
引
用
さ
れ
た
箇
所
だ
ろ
う
。
昼
は
姿
を
現
さ
ず
、
夜
な
夜

な
通
っ
て
く
る
男
を
怪
し
む
言
葉
で
あ
る
が
、
自
ら
の
醜
い
容
姿
を
恥
じ
た
と
い
う

�
言
主
の
神
の
伝
承
の
内
容
を
う
ま
く
利
用
し
た
引
用
と
は
い
え
ず
、
表
面
的
な
引

用
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
感
が
あ
る
箇
所
で
あ
る
。
⑤
は
『
漢
書
』
列
伝
二
十
�
に
あ

り
、
日
本
で
も
『
平
家
物
語
』『
今
昔
物
語
集
』『
宝
物
集
』
な
ど
多
く
の
作
品
に
収

録
さ
れ
て
い
る
蘇
武
の
故
事
を
引
く
箇
所
と
考
え
ら
れ
る
。
簡
単
に
故
事
の
内
容
を

ま
と
め
る
と
、

漢
の
武
帝
は
匈
奴
と
の
争
い
に
際
し
て
蘇
武
を
遣
わ
す
が
、
そ
の
際
の
争
い

で
蘇
武
は
匈
奴
に
捕
ま
り
、
囚
わ
れ
の
身
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
蘇
武

は
武
人
と
し
て
の
誇
り
を
忘
れ
ず
、
匈
奴
に
下
る
こ
と
な
く
過
ご
す
。
あ
る
と

き
、
蘇
武
は
漢
に
帰
る
雁
を
見
て
、
せ
め
て
こ
の
雁
が
届
け
て
く
れ
る
な
ら
と

足
に
手
紙
を
つ
け
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
漢
王
の
庭
に
落
と
さ
れ
、
つ
い
に
は
故

郷
に
戻
る
こ
と
が
出
来
た
。

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
原
典
と
な
る
『
漢
書
』
で
は
蘇
武
が
使
者
と
し
て

匈
奴
に
遣
わ
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
に
お
け
る
蘇
武
譚
で
は
蘇
武
は
将
軍
と

し
て
匈
奴
と
戦
う
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、『
漢
書
』

で
は
蘇
武
が
死
ん
だ
と
嘘
を
つ
く
匈
奴
に
対
し
、
使
者
が
機
転
を
利
か
せ
て
雁
に
託

さ
れ
た
手
紙
の
話
を
創
作
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、『
平
家
物
語
』
を
は
じ
め

と
す
る
日
本
に
お
け
る
蘇
武
譚
の
ほ
と
ん
ど
で
は
実
際
に
雁
が
手
紙
を
届
け
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る（

（（
（

。
こ
の
蘇
武
の
故
事
か
ら
、「
雁
書
」
等
の
言
葉
も
生
ま
れ
、
雁
は

広
く
手
紙
を
届
け
る
生
き
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。『
雁
の
草
子
』
で

は
日
本
に
お
け
る
蘇
武
譚
の
内
容
に
準
拠
す
る
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
雁
が
手
紙
を
届
け
る
生
き
物
だ
と
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
の
た
め
に
心
あ
る

も
の
だ
と
さ
れ
る
点
が
重
要
で
あ
る
。『
雁
の
草
子
』
は
、
�
度
別
れ
た
二
人
が
、

夢
枕
で
渡
さ
れ
た
手
紙
に
よ
っ
て
再
度
別
れ
る
こ
と
が
描
か
れ
る
と
い
う
、
別
れ
の

場
面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
蘇
武
の
故
事
を
引
い
て
き
た
の
は
、
雁
が

夢
枕
で
手
紙
を
届
け
る
と
い
う
事
態
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
で
あ
り
、
さ
ら
に

い
う
な
ら
ば
作
者
は
あ
ら
か
じ
め
こ
の
蘇
武
譚
を
念
頭
に
お
い
て
『
雁
の
草
子
』
を

創
作
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

『
雁
の
草
子
』
の
引
用
箇
所

引
用
さ
れ
た
故
事
や
歌

①
八
月
の
い
と
隈
な
く
千
里
の
外
ま

で
も
思
ひ
や
ら
る
ゝ
ば
か
り
成

白
居
易
の
歌
「
八
月
十
五
夜
禁
中
獨
直
、
対
月
憶
元
九
」

②
夫
婦
ゑ
ん
あ
う
の
契
り
浅
か
ら
ず

鴛
鴦
の
契
り
の
故
事

③
我
は
越
路
の
兵
衛
佐
秋
春
と
申
候

者
な
り

秋
に
来
て
春
に
帰
る
と
い
う
雁
の
動
物
的
習
性

④
も
し
葛
城
の
辺
り
に
住
む
人
や
ら
ん
『
古
事
記
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
葛
城
�
言
主
の
大
神
の
故
事

⑤
蘇
武
は
う
ち
漏
ら
さ
れ
、
か
ひ
な

き
命
ば
か
り
長
ら
へ

『
漢
書
』
列
伝
二
十
�
に
あ
る
蘇
武
の
故
事
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三　

異
類
婚
姻
譚
と
し
て
の
『
雁
の
草
子
』

異
類
婚
姻
譚
は
、
異
類
が
男
で
人
間
が
女
の
異
類
婿
型
と
、
異
類
が
女
で
人
間
が

男
の
異
類
女
房
型
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。『
雁
の
草
子
』
を
は

じ
め
と
す
る
異
類
婿
型
に
つ
い
て
、
男
女
間
の
恋
愛
や
別
れ
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る

悲
恋
型
（『
雁
の
草
子
』『
鼠
の
草
子
』
な
ど
）、
夜
な
夜
な
通
っ
て
く
る
異
類
の
正

体
を
図
ら
ず
も
暴
く
こ
と
に
な
る
蛇
婿
型
（
三
輪
山
伝
承（

（（
（

な
ど
）、
不
本
意
に
異
類

に
嫁
い
だ
女
が
そ
れ
を
撃
退
す
る
巧
智
型
（
猿
婿
入
り
な
ど
）
の
三
つ
に
細
分
し
、

そ
の
話
型
の
比
較
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
異
類
婚
姻
譚
は
、
出
会
い
、
恋

愛
及
び
婚
姻
、
妊
娠
や
子
供
の
誕
生
、
別
れ
、
結
末
の
お
お
よ
そ
五
場
面
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
以
下
、
話
型
の
比
較
に
際
し
て
は
こ
の
五
場
面
を

そ
れ
ぞ
れ
比
較
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
①
の
出
会
い
の
場
面
を
見
る
と
、
悲
恋
型
は
最
初
か
ら
よ
い
異
性
の
存
在
を
願

う
と
い
う
形
で
、
い
き
な
り
異
類
婚
に
向
か
う
形
で
物
語
が
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
次
に
、
②
の
恋
愛
及
び
婚
姻
で
は
、
巧
智
型
以
外
で
は
男
女
は
お
お
よ
そ

相
思
相
愛
の
形
で
描
か
れ
、特
に
夜
の
み
姿
を
現
す
と
さ
れ
や
す
い
こ
と
が
わ
か
る
。

③
の
妊
娠
や
子
供
の
誕
生
に
つ
い
て
は
、
蛇
婿
型
で
は
若
干
特
殊
な
形
で
触
れ
ら
れ

て
い
る
も
の
の
、
�
般
に
は
異
類
婿
型
で
は
子
供
の
事
は
書
か
れ
な
い
事
が
多
い
こ

と
が
わ
か
る
。
続
い
て
④
の
別
れ
の
場
面
を
み
る
と
、
姿
の
垣
間
見
、
も
し
く
は
ほ

か
の
動
物
（
た
と
え
ば
犬
や
猫
）
に
よ
っ
て
異
類
が
正
体
を
現
す
場
合
が
ほ
と
ん
ど

と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
あ
た
り
は
異
類
女
房
型
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
だ
。

⑤
の
結
末
に
つ
い
て
は
、
悲
恋
型
の
み
女
が
異
類
に
対
し
て
未
練
が
あ
る
よ
う
に
書

か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
蛇
婿
型
、
巧
智
型
で
は
異
類
を
撃
退
で
き
て
め
で
た
し
め

で
た
し
と
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
巧
智
型
で
は
異
類
が
異
類
の
姿
の
ま
ま

人
間
と
婚
姻
す
る
と
い
う
他
の
異
類
婚
で
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
特
徴
が
あ
り
、
ま

た
蛇
婿
型
で
は
異
類
が
死
に
際
に
「
自
分
が
死
ん
で
も
（
女
の
）
お
腹
に
い
る
息
子

が
い
ず
れ
敵
を
討
つ
」
と
語
る
な
ど
、
異
類
婿
型
の
異
類
た
ち
は
人
間
世
界
へ
の
敵

対
的
・
侵
略
者
的
側
面
を
大
き
く
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
異
類
婿
型

で
は
異
類
が
撃
退
す
べ
き
対
象
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
だ
ろ
う
。

異
類
女
房
型
に
つ
い
て
は
、
悲
恋
型
や
恩
返
し
型
に
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
こ
で
は
、
異
類
女
房
・
悲
恋
型
に
つ
い
て
、
悲
恋
型
で
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
狐

女
房
譚
の
平
均
的
話
型
を
挙
げ
、
異
類
婿
・
悲
恋
型
の
作
品
で
あ
る
『
雁
の
草
子
』

と
の
比
較
を
行
な
う
こ
と
に
す
る
。

⑤
結
末

④
別
れ

③
妊
娠
や
子
供

の
誕
生

②
恋
愛
及
び
婚

姻
①
出
会
い 場

面

女
は
男
の
正
体
を
知
っ

て
我
が
身
を
浅
ま
し
く

思
う
（
異
類
へ
の
愛
情

が
深
く
悩
む
場
合
も
あ

る
）。
異
類
（
も
し
く

は
女
）
は
出
家
し
て
往

生
を
願
う

他
の
動
物
（
犬
な
ど
）

や
垣
間
見
に
よ
っ
て
男

は
異
類
の
正
体
を
現

し
、
娘
の
も
と
を
去
っ

て
い
く

特
に
描
か
れ
な
い

男
は
夜
な
夜
な
娘
の
も

と
に
通
う
（
ま
た
は
男

の
屋
敷
に
娘
が
嫁
入
り

す
る
）

年
ご
ろ
の
娘
（
も
し
く

は
親
）
が
良
縁
を
願
い
、

そ
こ
に
異
類
の
変
化
し

た
男
が
現
れ
る

悲
恋
型

異
類
の
子
供
を
消
す
た

め
に
、
娘
は
節
句
の
度

に
お
酒
を
飲
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る

怪
し
く
思
っ
た
両
親
が

男
の
服
の
裾
の
針
に
よ

り
、
異
類
の
正
体
が
判

明
す
る
と
同
時
に
異
類

は
死
ぬ

息
も
絶
え
絶
え
な
異
類

に
よ
っ
て
（
④
参
照
）

娘
が
身
ご
も
っ
て
い
る

こ
と
が
語
ら
れ
る

娘
の
も
と
に
夜
な
夜
な

男
が
通
っ
て
く
る

描
か
れ
な
い
こ
と
が
多

い

蛇
婿
型

異
類
の
死
に
よ
り
娘
は

実
家
に
戻
り
、
親
子
で

平
和
に
暮
ら
す

里
帰
り
の
際
の
娘
の
機

転
に
よ
り
、
異
類
は
死

ぬ 特
に
描
か
れ
な
い

上
の
娘
た
ち
は
嫌
が
る

が
、
末
娘
が
了
承
し
異

類
の
も
と
に
嫁
ぐ

人
間
が
異
類
に
畑
仕
事

の
手
伝
い
な
ど
を
頼
む

か
わ
り
に
娘
の
誰
か
を

紹
介
す
る
約
束
を
す
る

巧
智
型



『
雁
の
草
子
』
に
み
る
異
類
婚
姻
譚
の
悲
恋

六

草
子
』で
は
子
供
に
関
す
る
記
述
が
�
切
な
い
と
い
う
の
が
大
き
な
違
い
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
狐
女
房
譚
で
も
子
供
の
誕
生
が
描
か
れ
な
い
も
の
も
あ
る
が（

（（
（

、
子
供
の

誕
生
が
描
か
れ
る
場
合
、
ど
う
し
て
も
筆
が
そ
ち
ら
に
割
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま

た
、
人
間
と
異
類
の
間
に
生
ま
れ
た
子
供
は
そ
の
特
殊
な
出
生
に
よ
り
不
思
議
な
力

を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
狐
女
房
譚
に
は
始
祖
説
話
・
出
生
譚
的
性
質
を

持
っ
た
も
の
も
多
い（

（（
（

。
加
え
て
、
二
人
の
間
に
子
供
が
存
在
す
る
と
、
夫
婦
（
恋
人
）

の
別
れ
を
描
く
悲
恋
譚
で
あ
る
と
同
時
に
、
ど
う
し
て
も
子
別
れ
の
要
素
も
大
き
く

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る（

（（
（

。
血
を
分
け
た
子
供
と
の
別
れ
が
追
加
さ
れ
る
こ
と

で
、
物
語
が
よ
り
哀
切
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
子
供
の
有
無
は
、
悲
恋
型
の
異
類

婚
姻
譚
を
見
る
際
に
大
き
な
要
素
の
�
つ
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。④
の
別
れ
は
、

狐
女
房
譚
、『
雁
の
草
子
』
と
も
に
正
体
の
露
呈
が
絡
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
狐
女

房
譚
で
は
犬
な
ど
に
よ
っ
て
異
類
の
正
体
（
狐
）
が
露
呈
し
た
か
ら
去
っ
て
い
く
の

に
対
し
、『
雁
の
草
子
』
で
は
（
雁
が
渡
る
）
時
期
が
来
た
か
ら
�
時
的
に
去
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
先
に
あ
っ
て
、
故
意
に
し
ろ
偶
然
に
し
ろ
女
が
異
類
の

正
体
（
雁
）
を
知
っ
た
こ
と
自
体
が
別
れ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
秋
に
来
て
春
帰
っ
て
い
く
と
い
う
雁
の
習
性
こ
そ
が
別
れ
の
き
っ
か

け
と
な
っ
て
い
る
。
秋
に
来
て
春
に
帰
っ
て
い
く
と
い
う
雁
の
性
質
は
古
来
よ
り
多

く
の
和
歌
に
詠
ま
れ（

（（
（

、「
春
か
す
み
た
つ
を
見
す
て
て
ゆ
く
雁
は
花
な
き
里
に
す
み

や
な
ら
へ
る
」（『
古
今
和
歌
集
』
春
上
）「
春
く
れ
ば
雁
帰
る
な
り
白
雲
の
道
ゆ
き

ぶ
り
に
言
や
つ
て
ま
し
」（『
古
今
和
歌
集
』
春
上
）「
か
け
て
待
つ
誰
か
玉
章
は
な

け
れ
ど
も
秋
を
た
の
む
の
雁
も
き
に
け
り
」（『
宝
治
百
首
』
秋
）
な
ど
、
例
を
挙
げ

る
に
い
と
ま
が
な
い
。
こ
の
�
度
目
の
別
れ
に
雁
と
い
う
動
物
の
性
質
が
大
き
く
関

わ
っ
て
く
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
際
に
男
の
正
体
が
雁
で
あ
る

と
露
呈
し
た
こ
と
が
、『
雁
の
草
子
』
を
よ
り
情
緒
的
な
悲
恋
譚
た
ら
し
め
て
い
る

二
度
目
の
別
れ
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
狐
で
あ
る
か
ら
犬
と
は
共

存
で
き
ず
去
る
し
か
な
い
、
あ
る
い
は
雁
で
あ
る
か
ら
春
に
は
去
る
し
か
な
い
。
し

か
し
、
異
類
、
人
間
と
も
に
情
が
残
っ
て
い
る
か
ら
、
浅
ま
し
く
思
い
つ
つ
も
別
れ

⑤
結
末

④
別
れ

③
妊
娠
や
子
供

の
誕
生

②
恋
愛
及
び

婚
姻

①
出
会
い 場

面

男
や
子
供
の
嘆
き
悲
し
む
様
を
見
た

女
は
、
そ
の
後
も
度
々
通
っ
て
く

る
。
男
や
子
供
の
末
繁
盛
が
語
ら
れ

る
（
異
類
の
出
家
が
描
か
れ
る
こ
と

も
あ
る
）

犬
な
ど
に
よ
っ
て
女
は
正
体
を
現

し
、
夫
や
子
供
と
の
別
れ
を
嘆
き
つ

つ
去
っ
て
い
く
。
夫
や
子
供
は
異
類

の
正
体
を
知
っ
て
も
愛
情
深
く
、
嘆

き
悲
し
む

多
く
の
場
合
、や
が
て
女
は
妊
娠
し
、

男
子
を
産
む
（
子
供
は
な
ん
ら
か
の

特
殊
な
力
を
持
っ
て
い
る
と
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
）

男
は
女
を
屋
敷
に
連
れ
て
帰
り
、
夫

婦
と
し
て
暮
ら
し
始
め
る

良
縁
を
求
め
て
い
た
男
女
が
出
会
う

狐
女
房
譚

そ
の
後
、
夢
枕
で
男
の
死
を
知
っ
た

女
は
、
出
家
を
し
て
往
生
の
素
懐
を

遂
げ
る

帰
郷
の
時
期
が
来
た
た
め
、
男
は
雁

の
仲
間
と
と
も
に
娘
の
も
と
を
去
ら

な
く
て
は
な
ら
な
い
。
別
れ
を
交
わ

し
た
翌
朝
、
軒
下
か
ら
飛
び
立
つ
雁

を
見
て
、
女
は
男
の
正
体
を
悟
る

特
に
描
か
れ
な
い

男
は
夜
な
夜
な
娘
の
も
と
に
通
い
、

娘
は
男
が
夜
し
か
現
れ
な
い
こ
と
を

怪
し
く
思
い
つ
つ
も
深
く
契
る
よ
う

に
な
る

石
山
観
音
に
参
詣
し
た
娘
の
も
と
に

男
が
現
れ
る 『

雁
の
草
子
』

①
の
良
縁
を
求
め
る
男
女
の
出
会
い
と
い
う
点
で
は
ほ
ぼ
共
通
す
る
が
、
同
じ
悲
恋

型
で
も
そ
の
後
の
展
開
は
か
な
り
違
う
。
②
の
恋
愛
及
び
婚
姻
に
つ
い
て
は
、
狐
女

房
譚
で
は
女
が
男
の
家
で
暮
ら
し
始
め
て
い
る
の
に
対
し
、『
雁
の
草
子
』
で
は
男

が
夜
な
夜
な
女
の
家
に
通
う
形
で
描
か
れ
て
い
る
。『
雁
の
草
子
』
の
婚
姻
形
態
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
蛇
婿
型
の
影
響
を
受
け
る
形
で
描
か
れ
、
女
に
と
っ
て
男
は
謎

め
い
た
存
在
の
ま
ま
物
語
が
進
む
こ
と
に
な
る
。
③
の
妊
娠
や
子
供
の
誕
生
に
つ
い

て
は
、
狐
女
房
譚
で
は
子
供
の
誕
生
が
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
の
に
対
し
、『
雁
の



『
雁
の
草
子
』
に
み
る
異
類
婚
姻
譚
の
悲
恋

七

が
た
い
。
異
類
の
正
体
に
よ
る
物
語
へ
の
影
響
が
大
き
く
見
ら
れ
る
の
は
や
は
り
こ

の
別
れ
の
場
面
で
あ
る
と
い
え
る
。
⑤
の
結
末
は
、
狐
女
房
譚
で
は
異
類
が
去
っ
た

後
の
（
子
供
の
特
殊
な
能
力
や
異
類
の
加
護
に
よ
る
）
夫
や
子
供
の
栄
華
が
描
か
れ
、

ま
た
去
っ
た
は
ず
の
異
類
も
度
々
顔
を
出
す
と
い
う
、
悲
恋
型
と
は
言
い
つ
つ
も
あ

る
種
の
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
�
方
の
『
雁
の
草
子
』
で

は
、
男
の
正
体
を
知
り
つ
つ
も
夢
で
も
い
い
か
ら
会
い
た
い
と
願
う
女
に
対
し
、
願

っ
た
通
り
の
夢
枕
に
お
か
れ
た
手
紙
に
よ
っ
て
、
し
か
し
願
い
と
は
裏
腹
に
二
度
目

の
（
し
か
も
今
度
は
死
と
い
う
完
全
な
）
別
れ
が
提
示
さ
れ
、
女
は
雁
の
後
世
を
願

っ
て
出
家
す
る
と
い
う
形
で
物
語
が
描
か
れ
て
い
る
。

同
じ
悲
恋
型
の
異
類
婚
姻
譚
で
あ
っ
て
も
、『
雁
の
草
子
』
が
よ
り
悲
恋
譚
と
し

て
突
出
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
度
の
別
れ
と
い
う
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
�
度

目
の
別
れ
は
雁
の
動
物
的
習
性
に
よ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
先
に
述
べ
た
通
り
多
く
の

和
歌
な
ど
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
坂
口
氏
は
「『
雁
の
草
子
』
の
場
合
に

言
及
し
得
る
の
は
、
雁
が
詠
ま
れ
た
和
歌
の
有
す
る
情
趣
の
伝
統
が
そ
の
ま
ま
こ
の

物
語
草
子
に
流
入
し
、
主
題
と
関
わ
っ
て
色
濃
く
哀
切
た
る
調
子
を
伝
え
て
い
る
」

と
述
べ
て
い
る
し（

（（
（

、
市
古
氏
も
「
こ
の
や
う
な
平
安
朝
以
來
の
文
學
者
達
に
最
も
愛

さ
れ
た
雁
を
、
古
歌
を
参
照
し
な
が
ら
、
擬
人
化
し
よ
う
と
い
ふ
試
み
は
、
當
然
起

こ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
っ
た
。
本
書
は
そ
れ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

。
そ
し
て
二

度
目
の
別
れ
は
夢
の
中
で
届
い
た
玉
章
で
伝
え
ら
れ
た
雁
の
死
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
秋
に
来
て
春
帰
る
と
い
う
、
和
歌
に
も
詠
み
込
ま
れ
る
動
物
的
習
性
と
、
蘇
武

譚
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
消
息
・
通
信
に
関
係
す
る
伝
承
を
持
つ
と
い
う
文
学
的

性
質
が
そ
れ
ぞ
れ
の
別
れ
を
招
い
て
い
る
。
�
度
目
の
別
れ
は
読
者
に
予
測
し
得
て

も
、
二
度
目
の
別
れ
は
読
者
に
は
予
測
し
得
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
決
し
て
理
不
尽

な
別
れ
で
は
な
く
、
蘇
武
の
故
事
な
ど
か
ら
う
ま
く
説
明
を
つ
け
ら
れ
た
展
開
と
し

て
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
二
度
目
の
別
れ
に
は
、
雁
な
ど
の
鳥
が
常
世
国
と
の
仲
立

ち
を
す
る
生
き
物
だ
と
い
う
古
代
信
仰
の
影
響
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
雁
と
い

う
異
類
で
し
か
成
し
え
な
い
、
雁
の
性
質
を
両
面
で
う
ま
く
取
り
込
ん
だ
悲
恋
譚
を

描
い
た
こ
と
が
、
こ
の
『
雁
の
草
子
』
の
�
番
の
功
績
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

�　

お
わ
り
に

異
類
婚
姻
譚
で
は
、
人
間
と
異
類
（
異
界
）
が
接
す
る
と
い
う
性
質
上
、
話
の
最

後
で
は
必
ず
人
間
と
異
類
の
別
れ
が
描
か
れ
る
。
異
類
は
正
体
を
現
す
か
、
あ
る
い

は
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
異
界
に
帰
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
別

れ
が
、「
無
事
に
異
類
を
撃
退
で
き
て
め
で
た
し
め
で
た
し
」
と
な
る
な
ら
ば
巧
智

型
や
蛇
婿
型
の
作
品
と
な
る
し
、
逆
に
「
異
類
で
あ
っ
て
も
�
時
は
愛
情
を
交
わ
し

た
仲
な
の
だ
か
ら
別
れ
が
た
い
」
と
な
れ
ば
悲
恋
型
の
作
品
と
な
る
。

本
論
文
で
取
り
上
げ
た
『
雁
の
草
子
』
は
、
様
々
な
先
行
文
芸
の
影
響
を
受
け
つ

つ
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
。良
縁
を
求
め
た
結
果
と
し
て
夜
な
夜
な
通
っ
て
く
る（
異

類
の
）
男
が
現
れ
る
と
い
う
、
古
来
よ
り
の
神
婚
譚
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
継
い
だ

出
会
い
の
場
面
か
ら
、
雁
の
性
質
を
う
ま
く
取
り
込
ん
で
語
ら
れ
る
別
れ
の
場
面
ま

で
、
多
く
の
歌
や
故
事
が
引
か
れ
、
展
開
に
花
を
添
え
て
い
る
。
ま
た
、
飛
び
立
つ

雁
の
姿
に
よ
っ
て
異
類
で
あ
っ
た
男
の
正
体
を
女
が
悟
り
、
さ
ら
に
夢
枕
で
男
（
異

類
）
の
死
を
知
る
と
い
う
二
重
構
造
で
別
れ
の
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
悲
恋
譚
と

し
て
の
味
わ
い
を
い
っ
そ
う
引
き
出
し
て
い
る
と
い
え
る
。
狐
女
房
譚
は
、
子
別

れ
、
も
し
く
は
夫
婦
間
の
愛
情
に
焦
点
を
当
て
る
形
で
異
類
婚
の
悲
恋
を
描
い
て
き

た
が
、『
雁
の
草
子
』
は
特
に
別
れ
の
場
面
に
力
を
入
れ
る
こ
と
で
、
異
類
婚
に
お

け
る
悲
恋
の
新
た
な
描
き
方
を
模
索
し
て
み
せ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

註
（（）
『
鼠
の
草
子
』
の
名
が
つ
く
同
名
別
内
容
の
御
伽
草
子
は
三
作
品
存
在
す
る
が
、

う
ち
二
作
品
が
異
類
婚
姻
譚
と
な
っ
て
い
る
。

（2）
こ
こ
で
は
動
物
と
の
異
類
婚
を
描
い
た
御
伽
草
子
を
挙
げ
た
が
、
そ
の
他
に
も

植
物
や
器
物
な
ど
と
の
婚
姻
を
描
い
た
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。



『
雁
の
草
子
』
に
み
る
異
類
婚
姻
譚
の
悲
恋

八

（3）
坂
口
博
規
「『
雁
の
草
子
』
に
見
る
物
語
草
子
制
作
の
問
題
」（「
駒
沢
国
文
」

第
十
号　

�
九
七
三
年
六
月
）。

（4）
島
内
景
二
「
御
伽
草
子
『
雁
の
草
子
』
の
世
界―

―

注
釈
的
な
現
代
語
訳
の
試

み―
―

」（「
電
気
通
信
大
学
紀
要
」
八
巻
二
号　

�
九
九
五
年
十
二
月
）

（5）
市
古
貞
次
校
注
『
雁
の
草
子
』（『
室
町
物
語
集
』
上　

新
日
本
古
典
文
学
大
系

五
�　

�
九
八
九
年
七
月
）
や
『
御
伽
草
子
事
典
』（
二
〇
〇
二
年
九
月　

東

京
堂
出
版
）
で
成
立
を
室
町
末
期
と
し
て
い
る
の
で
そ
れ
ら
を
参
考
に
し
た
。

（6）
玻
璃
版
複
製
で
、
昭
和
十
五
（
�
九
�
〇
）
年
十
�
月
に
作
成
さ
れ
た
。
藤
井

乙
男
氏
に
よ
る
解
説
を
伴
う
翻
刻
の
別
冊
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（7） 

（4）
に
同
じ
。

（8）
画
像
化
さ
れ
た
『
雁
の
さ
う
し
』
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（9） 

（5）
の
市
古
貞
次
校
注
『
雁
の
草
子
』（『
室
町
物
語
集
』
上
）
に
同
じ
。
以
下
、『
雁

の
草
子
』
本
文
を
引
用
す
る
場
合
は
こ
れ
に
よ
る
。

（（0） 

（3）
、

（4）
な
ど
で
指
摘
。

（（（）
『
新
古
今
和
歌
集
』
雑
下
に
も
同
じ
歌
が
見
え
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
夕

顔
巻
に
も
こ
の
歌
が
引
か
れ
て
い
る
。

（3）
、

（4）
な
ど
で
も
こ
の
歌
に
つ
い
て
は

言
及
さ
れ
て
い
る
が
、
坂
口
氏
は
こ
の
言
葉
を
男
の
発
言
だ
と
し
て
い
る
。
も

と
の
歌
が
頼
る
身
の
な
い
女
性
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
女
の
発

言
だ
と
解
釈
す
る
方
が
適
当
だ
ろ
う
。

（（2） 

（3）
に
同
じ
。

（（3） 

（9）
に
同
じ
。

（（4） 

（4）
に
同
じ
。

（（5）
こ
れ
ら
日
本
に
お
け
る
蘇
武
譚
の
受
容
に
つ
い
て
は
、
黒
田
彰
「
蘇
武
覚
書―

―

中
世
史
記
の
世
界
か
ら―

―

」（「
文
学
」
五
十
二
号　

�
九
八
�
年
十
�
月
）

に
詳
し
い
。
黒
田
氏
は
、『
平
家
物
語
』
の
蘇
武
譚
の
背
景
に
は
中
世
特
有
の

汎
蘇
武
理
解
と
い
う
も
の
が
想
定
で
き
る
と
し
、
日
本
に
お
い
て
は
、『
漢
書
』

の
蘇
武
伝
を
源
と
し
な
が
ら
も
、
中
国
の
類
書
を
引
き
金
に
蘇
武
伝
承
が
展
開

し
て
い
っ
た
と
し
て
い
る
。

（（6）
以
下
、
三
輪
山
伝
承
の
中
で
も
古
い
『
古
事
記
』
の
概
要
を
挙
げ
る
。「
活
玉

依
比
売
の
も
と
に
素
性
の
知
れ
ぬ
見
目
麗
し
い
男
が
毎
夜
訪
ね
て
き
て
、
二
人

は
や
が
て
契
り
を
結
ん
だ
が
、
幾
夜
も
し
な
い
う
ち
に
活
玉
依
比
売
は
子
供
を

身
ご
も
っ
た
。
夜
に
し
か
姿
を
見
せ
な
い
男
を
不
審
に
思
っ
た
父
母
の
知
恵
に

よ
り
、
娘
が
男
の
裾
に
苧
環
の
麻
糸
を
つ
け
た
針
を
刺
し
て
朝
を
待
つ
と
、
糸

は
外
へ
と
向
か
い
た
だ
三
勾
の
み
残
る
だ
け
だ
っ
た
。麻
糸
を
辿
り
尋
ね
る
と
、

糸
は
美
和
山
の
神
の
社
の
前
で
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
、
男
が
神
で
あ
っ
た
と

知
れ
た
。」
お
お
よ
そ
の
話
の
流
れ
は
蛇
婿
型
と
同
じ
で
あ
る
が
、
対
象
が
神

で
あ
る
た
め
か
異
類
の
死
な
ど
は
描
か
れ
な
い
。

（（7）
御
伽
草
子
の
狐
女
房
譚
で
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
い
な
り
妻
の
草
子
』
で
は
子
供

の
誕
生
が
描
か
れ
て
い
な
い
。

（（8）
『
日
本
霊
異
記
』
第
二
縁
か
ら
し
て
「
狐
の
直
」
の
始
祖
説
話
と
し
て
の
性
質

を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
有
名
な
「
葛
葉
狐
」
の
伝
承
も
安
倍
晴
明
出

生
譚
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（（9）
御
伽
草
子
の
狐
女
房
譚
で
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
木
幡
狐
』
は
子
別
れ
の
要
素
が

比
較
的
大
き
く
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。

（20） 

（3）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、市
古
貞
次
「
異
類
小
説
」（『
中
世
小
説
の
研
究
』

�
九
五
五
年
十
二
月　

東
京
大
学
出
版
会
）
で
も
「
雁
は
平
安
朝
以
來
、
最
も

文
學
の
素
材
と
な
っ
た
鳥
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（2（） 

（3）
に
同
じ
。

（22） 
（20）
の
市
古
貞
次
「
異
類
小
説
」（『
中
世
小
説
の
研
究
』）
に
同
じ
。


