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(二)

平
安
朝
女
流
作
家
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て

　
　
は
じ
め
に

　
高
群
逸
彼
に
は
日
本
女
性
通
史
と
も
い
う
べ
き
『
女
性
の
歴
史
』
上
・
中
・

下
・
続
の
四
巻
（
理
論
社
刊
全
集
は
、
こ
れ
を
二
巻
に
収
め
て
い
る
。
）
が

あ
る
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
こ
に
女
流
作
家
、
作
品
の
評
価
も
み
ら
む
る
。

彼
女
は
主
著
『
母
系
制
の
研
究
』
『
招
婿
婚
の
研
究
』
に
当
っ
て
も
文
学
作

品
を
多
く
読
み
、
こ
れ
を
例
証
に
使
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
歴
史
学
の
資
料
Ｉ
古
代
婚
制
分
析
の
素
材
Ｉ
と
し
て
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
こ
む
を
正
当
に
も
副
次
的
資
料
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
　
一
Ｉ
　
Ｉ
　
ｊ
　
１
１

の
も
と
に
筆
を
と
っ
た
も
の
で
あ

匹
心
　
＾
こ
れ
は
し
か
し
内
容
の
質
を
下
げ

『
女
性
の
歴
史
』
は
通
史
で
あ
汽

「
一
般
的
な
教
養
書
と
し
て
の
要
請

た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
彼
女
自
身
は
こ
れ
を
「
専
門
家
の
Ｉ
顧
も
え
た
い

気
が
す
る
。
従
来
の
史
観
Ｉ
こ
と
に
男
性
本
位
の
史
観
Ｉ
の
訂
正
を
う
な
が

す
も
の
を
も
、
た
ぶ
ん
、
こ
れ
は
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
に
と
自
負

し
て
お
り
、
ラ
ィ
フ
・
ワ
ー
ク
の
通
史
研
究
に
か
わ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
）

〃

ｉ

古
　
　
庄

ゆ
き
子

こ
と
も
あ
っ
て
、
婚
制
を
も
っ
ぱ
ら
解
明
し
よ
う
と
す
る
前
記
主
要
著
書
よ

り
も
問
題
を
広
げ
て
お
り
、
文
学
作
品
や
そ
の
創
造
主
体
と
し
て
の
女
流
作

家
の
問
題
が
直
接
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
お
い
て
文
学
の
偏

に
い
る
わ
れ
わ
れ
に
も
直
接
か
か
わ
り
を
も
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　
史
家
が
、
文
学
作
品
を
、
作
品
の
構
造
全
体
に
立
っ
て
で
は
な
し
に
、
あ

る
部
分
を
食
い
ち
ぎ
っ
て
歴
史
の
論
証
に
役
立
て
よ
う
と
す
る
傾
向
、
文
学

の
側
か
ら
の
、
作
品
が
も
ろ
も
ろ
の
素
材
を
食
っ
て
結
晶
し
た
、
個
々
の
素

材
へ
の
還
元
不
能
な
、
独
立
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
、
時
代
背
景
と

い
う
一
般
性
の
中
に
埋
没
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
誤
り
は
、
私
を
含
め
て
、

し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
の
よ
う
な
間
違
い
を
含
み
な
が
ら
、
し
か
も
隣
接
分
野
の
成
果
を
吸
収

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
領
域
そ
の
も
の
を
ど
れ
ほ
ど
豊
か
に
し
た
か

知
わ
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
の
持
つ
固
有
性
も
、
隣
接
諸
科
学
と
の
接
触
、

導
入
を
志
さ
な
い
限
り
明
ら
か
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
異
っ
た
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分
野
・
領
域
へ
の
理
解
が
ど
れ
ほ
ど
確
か
で
、
高
い
か
が
、
そ
の
接
触
・

導
入
の
有
効
性
を
き
め
る
決
め
手
と
な
る
。

　
私
は
こ
こ
で
高
雅
の
古
代
女
流
文
学
へ
の
理
解
、
そ
の
中
心
を
な
し
て

い
る
文
学
作
品
、
作
家
の
性
格
規
定
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
の
問
題
を
考
え

て
み
た
い
。

　
洋
二
『
女
性
の
歴
良
　
上
』
は
し
か
き
。

　
　
　
以
下
文
中
注
記
の
な
い
「
　
」
は
す
べ
て
『
女
性
の
歴
史
一
』
第

　
　
　
一
・
二
章
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　
　
　
　
一

　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
の
を
、
高
雅
の
平
安
朝
貴
族
の
作
品
評
価
、
文
学

史
・
女
性
史
そ
れ
ぞ
れ
の
中
の
位
置
づ
け
に
限
定
し
よ
う
。
彼
女
が
こ
の

期
の
女
流
文
学
を
「
女
性
の
文
化
」
の
最
後
、
「
こ
の
後
、
わ
が
国
の
女

性
が
、
二
度
と
こ
ん
な
高
さ
に
生
き
た
こ
と
は
な
い
」
と
評
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
彼
女
の
提
出
す
る
問
題
の
核
心
に

も
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
彼
女
は
古
代
国
家
成
立
以
前
に
想
定
さ
れ
る
無
階
級
社
会
の
文
化
を

　
「
女
性
中
心
の
文
化
」
と
把
え
る
。
彼
女
の
い
う
「
女
性
文
化
」
と
は

　
　
母
系
制
時
代
の
文
化
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て

　
男
女
両
文
化
の
永
劫
を
通
じ
て
の
並
行
的
存
在
な
ど
を
意
味
し
た
り
、

　
規
定
し
た
り
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。

　
　
そ
れ
に
私
の
か
ん
が
え
で
は
、
母
系
制
時
代
の
文
化
は
、
あ
ら
ゆ
る

　
差
別
や
分
類
以
前
の
文
化
で
あ
っ
て
、
い
ね
ば
一
種
の
自
然
主
義
的
文

〃

１

化
で
あ
っ
た
と
お
も
う
。
そ
こ
で
は
そ
う
し
た
自
然
文
化
が
、
女
性
と
い
・
’

う
一
つ
の
性
を
通
じ
て
あ
ら
匹
づ
る
面
に
重
心
を
お
Ｘ
’
、
そ
れ
を
女
性
文

化
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
女
性
中
心
の
文
化
は
、
同
時
に
生
産
者
中
心
の
文
化
で
あ
る
。
と
い
う

の
は
、
女
性
時
代
即
生
産
者
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
で
、
い
わ
ゆ
る
男
性
時

代
に
な
る
と
文
化
は
貴
族
中
心
と
な
り
、
都
会
本
位
と
な
り
、
生
産
者
の

そ
れ
は
下
積
み
と
な
る
。
そ
し
て
歪
曲
さ
れ
、
破
壊
さ
わ
る
。

　
生
産
者
が
、
自
己
の
文
化
を
も
ち
、
自
己
の
風
俗
・
習
慣
を
も
ち
、
自

己
の
制
度
を
も
っ
た
の
は
、
だ
か
ら
人
間
の
過
去
の
歴
史
で
は
、
女
性
時

代
だ
け
で
、
こ
の
こ
と
か
ら
で
も
、
女
性
時
代
と
い
う
も
の
の
性
格
の
よ

さ
が
わ
か
る
と
お
も
啓
一

　
未
開
時
代
か
ら
文
明
時
代
を
く
ぎ
る
も
の
は
、
「
文
字
の
文
化
に
で
あ

る
と
い
う
が
、
そ
の
一
つ
前
に
「
こ
と
ば
の
文
化
≒
が
あ
っ
た
こ
と
を
、

私
は
こ
こ
で
い
い
た
い
と
お
も
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
こ
と
ば
の
文
化
に

は
、
主
と
し
て
女
性
な
い
し
生
産
者
が
生
ん
だ
文
化
で
あ
っ
た
こ
と
を
。

　
（
中
略
。
）

　
こ
と
ぱ
の
発
明
は
、
（
そ
わ
ほ
ど
）
奇
蹟
的
な
も
の
と
さ
れ
た
が
、
お

そ
ら
く
は
、
こ
れ
は
群
か
ら
氏
族
へ
か
け
て
の
原
始
の
生
活
事
情
の
所
産

で
あ
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
、
文
化
的
に
ま
で
高

め
ら
わ
た
の
は
、
（
前
の
条
で
み
た
）
霊
能
時
代
の
段
階
に
お
い
て
で
あ

っ
た
。
（
中
略
）

-
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後
の
男
系
・
男
権
時
代
の
哲
学
で
は
、
神
と
意
識
、
人
間
と
畜
生
と

　
い
う
よ
う
に
、
階
級
的
差
別
的
に
観
念
せ
ら
れ
る
の
で
、
お
な
じ
人
間

　
で
も
、
善
人
と
悪
人
と
の
二
つ
に
判
然
と
わ
け
ら
れ
、
善
人
は
た
い
て

　
い
支
配
層
１
い
わ
ゆ
る
良
家
の
ひ
と
ぴ
と
で
あ
り
、
そ
の
道
徳
を
善
と

　
い
い
、
悪
人
は
た
い
て
い
彼
支
配
層
Ｉ
た
と
え
ば
賎
民
や
奴
隷
（
女
も

　
先
天
的
悪
人
の
一
種
で
あ
る
）
で
あ
り
、
そ
の
し
ょ
う
こ
に
は
、
そ
わ

　
ら
の
も
の
は
つ
ね
に
陰
険
で
、
不
正
直
で
、
背
信
的
で
あ
る
と
し
て
警

　
戒
さ
れ
て
い
恰
二

等
々
の
内
容
・
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
彼
女
の
こ
と
ぱ
を
も
っ
て
要

約
す
む
ば
、

　
女
の
文
化
Ｉ
無
階
級
社
会
の
文
化
Ｉ
無
差
別
的
Ｉ
汎
神
論
的
Ｉ
田
舎
的

　
　
　
　
　
　
Ｉ
生
産
者
中
心
Ｉ
こ
と
ば
の
文
化
Ｉ
固
有
文
化

　
男
の
文
化
Ｉ
階
級
社
会
の
文
化
Ｉ
差
別
的
一
一
神
論
的
Ｉ
都
会
的
Ｉ
消

　
　
　
　
　
　
貧
者
（
貴
族
）
中
心
Ｉ
文
字
文
化
Ｉ
外
来
文
化

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
彼
女
に
あ
っ
て
は
「
性
」
は
「
ち
ょ
っ
と
し
た
恋
々
」
で
は
あ
っ
て
も
‘

障
膀
ご
で
は
な
い
。
「
女
性
い
は
、
い
ま
だ
階
級
分
化
を
知
ら
ぬ
社
会
の

生
産
者
の
謂
と
老
え
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
こ
で
は
生
理
的
「
性
≒
が
そ
の

ま
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
絆
こ
の
社
会
的
な
存
在
の
仕

方
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
女
は
階
級
社
会
（
彼
女
に
は
文
明
社
会
と
い
う
把
え
方
の
方
が
適
し

て
い
る
が
）
の
持
つ
悪
徳
、
人
間
的
堕
落
を
告
発
し
、
そ
こ
か
ら
の
解
放

を
求
め
て
女
性
史
研
究
Ｉ
母
系
制
の
研
究
を
中
心
と
す
る
１
に
至
り
着
い
た

人
で
あ
っ
た
。
帰
る
べ
き
そ
し
て
出
発
ず
べ
き
原
点
を
原
始
無
階
級
の
社
会

に
求
め
る
そ
の
姿
は
「
元
始
、
女
は
太
陽
で
あ
っ
た
。
に
の
宣
言
に
出
発
す

る
青
踏
社
の
女
性
だ
ち
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、

大
正
期
に
か
け
て
の
［
文
明
い
・
　
［
近
代
に
批
判
の
声
と
も
重

¬か
文　ら

明
に
・
「
近
代
い
に
対
す
る
告
発
が
「
原
始
社
会
」
を
発
見
さ
せ
た
と
い
う

性
格
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
女
の
「
原
始
社
会
」
へ
の
理
解
は
、

実
証
的
な
も
の
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
を
は
る
か
に
越
え
て
理
想
化
さ
れ

て
い
る
。
彼
女
に
と
っ
て
そ
れ
は
今
は
既
に
失
わ
れ
た
、
だ
が
い
ず
わ
帰
る

べ
き
「
エ
デ
ン
の
園
」
で
あ
っ
た
。
「
女
性
文
化
に
も
、
「
二
・
三
千
年
以

来
の
男
性
独
裁
の
文
化
が
、
あ
ま
り
に
も
い
わ
ゆ
る
「
男
性
文
化
」
に
偏
し

て
い
る
事
情
に
あ
る
」
と
こ
ろ
か
ら
「
過
渡
的
手
段
に
と
し
て
設
定
し
た
概

念
で
あ
る
。

　
彼
女
は
「
日
本
の
女
性
が
、
自
分
の
眼
で
も
の
を
見
、
自
分
の
心
で
も
の

を
か
ん
が
え
、
自
分
の
意
志
で
重
行
す
る
能
力
を
も
っ
て
い
た
」
　
「
奈
良
の

乙
女
」
　
「
平
安
の
職
業
婦
人
に
　
「
鎌
倉
の
主
嶺
こ
を
そ
れ
以
降
の
「
無
能
力

者
」
と
な
っ
た
「
文
化
的
所
座
に
の
な
い
女
性
を
対
置
し
、
前
者
に
の
み

　
「
な
お
あ
り
し
よ
か
り
し
日
の
女
性
文
化
の
伝
統
を
探
り
う
る
」
と
す
る
の

で
あ
る
。
平
安
朝
女
流
の
作
品
を
「
棹
尾
の
抵
抗
」
と
い
う
の
は
、
平
安
頃

か
ら
上
流
階
層
に
女
性
彼
圧
迫
の
矛
盾
が
「
先
駆
的
に
あ
ら
わ
わ
は
じ
め
占

と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
そ
れ
へ
の
「
抵
抗
」
の
具
と
し
て
文
学
が
「
利
用

さ
れ
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
。

　
平
安
朝
女
流
作
家
の
文
学
を
母
系
制
社
会
の
文
化
と
の
関
連
に
お
い
て
、
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そ
の
「
棹
尾
抵
抗
」
と
し
て
把
握
す
る
彼
女
の
構
想
は
、
日
本
古
代
の
成
り

立
ち
の
特
殊
性
の
理
解
の
上
に
立
つ
す
ぐ
わ
た
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

　
西
郷
信
綱
氏
は
一
九
四
九
年
に
、
「
宮
廷
女
流
文
学
の
問
題
」
を
「
文
学
」

に
発
表
、
（
後
に
『
日
本
文
学
の
方
法
』
に
収
録
）
こ
れ
ら
の
関
係
を
文
学

史
の
立
場
か
ら
、
よ
り
密
度
高
く
論
及
さ
れ
た
が
、
日
本
文
学
史
家
は
そ
わ

ま
で
こ
の
問
題
を
明
ら
か
に
じ
え
て
い
な
か
っ
た
。
第
一
、
平
安
朝
女
流
の

作
品
の
読
み
や
、
彼
女
た
ち
が
作
家
た
ら
ね
ぱ
な
ら
な
か
っ
た
要
因
の
分
析

が
き
わ
め
く
甘
く
、
「
女
性
文
化
棹
尾
の
抵
抗
」
と
か
「
抵
抗
の
文
学
」
の

視
角
は
提
起
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
平
安
朝
女
流
作
家
た
ち
の
輩
出
を
、

女
性
史
と
の
か
か
わ
り
の
な
か
で
把
え
よ
う
と
す
る
こ
と
す
ら
行
な
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
原
始
社
会
以
来
持
ち
来
ロ
だ
女
性
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
平
安
朝
女
流
作
家
の
原
点
と
し
て
把
握
す
る
と
い
う
発
想
・
構

想
な
ど
は
考
え
ら
れ
て
も
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で

西
郷
氏
の
構
想
は
、
在
来
の
平
安
朝
女
流
、
そ
の
文
学
の
理
解
に
根
本
的
変

更
を
迫
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
『
女
性
の
歴
史
上
』
の
出
版
が
一
九
五
四
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

高
群
の
平
安
朝
女
流
文
学
の
位
置
づ
け
は
西
郷
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
国
文

学
界
の
業
績
と
ふ
ま
え
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
管
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の

形
跡
が
な
い
。
恐
ら
く
彼
女
は
彼
女
な
り
の
論
理
に
よ
っ
て
そ
こ
に
至
り
つ

い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
彼
女
が
国
文
学
者
か
ら
直
接
受
け
と
っ
て
い
る
の
は
、
次
田
潤
氏
心
皿
の

よ
う
で
あ
る
。

　
次
田
氏
は
自
伝
体
告
白
書
と
し
て
の
女
流
日
記
が
一
一
世
紀
は
じ
め
に
あ

〃

ら
わ
れ
た
「
か
げ
ろ
ふ
日
記
」
以
降
鎌
倉
頃
ま
で
書
き
続
け
ら
わ
る
理
由
を

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
五
世
紀
、
一
六
・
七
世
紀
・
一
八
世
紀
に
男
性
に
よ
る
告
白

文
学
の
傑
作
が
あ
ら
わ
れ
る
の
と
比
較
し
た
上
で
、
日
本
で
は
女
流
の
告
白

文
学
の
み
あ
ら
わ
れ
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
と
い
う
疑
問
を
な
げ
か
け
て

い
る
と
い
う
。
高
群
は
そ
れ
を
う
け
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。

　
　
　
「
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
ー
ま
た
は
大
陸
Ｉ
で
は
す
で
に
女
性
文
化
は
有
史
以
前

　
に
亡
び
、
わ
ず
か
に
考
古
学
的
部
面
等
に
そ
の
片
影
が
う
か
が
わ
れ
る
に

　
す
ぎ
な
い
の
に
た
い
し
て
、
日
本
で
は
有
史
以
後
ま
で
、
「
こ
と
ば
の
文

　
化
」
と
し
て
温
存
さ
れ
て
い
た
の
が
、
こ
と
ば
を
う
つ
す
に
便
利
な
仮
名

　
文
字
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
文
字
に
よ
る
文
学
的
訓
練
が
女
た
ち
の
間
で

　
な
さ
れ
、
そ
れ
が
必
然
的
に
「
文
字
に
よ
る
女
性
文
化
」
と
し
て
再
現
さ

ト
れ
た
と
い
う
過
程
ヱ
お
い
て
の
み
、
こ
の
疑
問
は
、
理
解
で
き
る
の
で
は

　
な
か
ろ
う
か
曼
よ
ノ

　
文
学
史
家
で
な
い
彼
女
の
論
で
は
、
文
学
固
有
の
問
題
、
例
え
ば
原
始
文

化
か
ら
受
け
つ
い
だ
文
学
的
遺
産
と
は
具
体
的
に
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た

か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
経
路
Ｉ
飛
躍
・
断
層
を
介
し
て
平
安
朝
女
流
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
に
流
れ
込
ひ
か
（
「
女
性
の
哲
学
は
、
庶
民
の
そ
れ
と
同
様
、
肯

定
主
義
的
な
も
の
な
の
で
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
の
存
在
が
あ
た
た
か
く
肯
定

さ
れ
る
」
と
い
う
の
だ
が
、
こ
れ
が
貴
族
文
化
の
中
で
開
花
す
る
に
は
、
一

度
大
き
な
断
層
を
経
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
）
が
・
朗
７
り
か
に
さ
れ

て
い
な
い
。
又
、
彼
女
た
ち
の
生
き
た
歴
史
的
条
件
の
中
で
の
人
間
的
・
文

学
的
だ
た
か
い
１
彼
女
た
ち
が
作
家
た
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
内
的
・
外
的

諸
契
機
１
の
具
体
的
姿
を
描
か
ず
に
‘
、
直
ち
に
高
群
自
身
の
体
験
に
重
ね
合

-
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わ
せ
て
、
そ
れ
を
「
過
渡
期
の
自
己
破
綻
」
に
求
め
る
所
も
問
題
で
あ
る
。

　
烏
滸
の
言
う
よ
う
に
、
平
安
朝
女
流
た
ち
は
、
生
活
苦
を
負
っ
た
「
小

官
吏
」
の
娘
た
ち
で
あ
っ
た
。
「
つ
と
め
か
ら
帰
っ
て
み
る
と
、
う
そ
寒

い
火
桶
を
か
こ
ん
で
、
く
ら
い
陰
気
な
部
屋
に
坐
っ
て
い
る
失
業
者
の
父

や
母
の
姿
が
心
に
い
た
く
し
み
い
っ
た
り
す
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
階
層
の

女
た
ち
で
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
も
正
し
い
。
恵
ま
れ
な
い
小
学
校
教
師

の
子
と
し
て
育
っ
た
高
雅
の
目
に
よ
っ
て
、
平
安
朝
中
、
下
賜
貴
族
の
娘

た
ち
の
わ
び
し
い
生
活
を
生
生
し
く
把
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
だ

が
そ
の
こ
と
が
高
群
と
平
安
朝
貴
族
女
性
の
差
異
を
い
ち
じ
る
し
く
縮
め

て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
小
官
吏
」
は
古
代
国
家
の
崩
無
と
重
な
る
貴

族
階
級
の
没
落
の
中
で
生
み
出
さ
わ
た
産
物
で
あ
っ
た
。
高
郡
に
は
こ
の

時
代
的
・
階
級
的
、
女
性
史
に
お
け
る
下
降
、
崩
無
感
覚
が
い
さ
さ
か
稀

薄
な
の
だ
。
少
く
と
も
前
記
西
郷
氏
の
平
安
朝
貴
族
社
会
に
対
す
る
認
識

と
く
ら
べ
て
、
そ
の
把
握
が
ど
こ
と
な
く
牧
歌
的
で
あ
る
。
「
女
性
文
化

の
棹
尾
の
抵
抗
」
と
い
う
正
確
な
規
定
を
平
安
朝
女
流
に
し
な
が
ら
、
女

流
作
家
自
身
を
［
女
性
被
圧
迫
に
に
苦
し
ひ
主
体
と
し
て
杷
え
て
い
ず
、

む
し
ろ
自
由
恋
愛
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
八
八
あ
っ
た
か
に
把
え
て
い
る
。
「
女
‘

性
被
圧
迫
に
は
「
上
層
に
先
駆
的
に
顕
現
し
て
い
る
」
現
象
で
、
そ
れ
を

不
遇
な
「
小
官
吏
」
の
娘
た
ち
の
「
び
ん
か
ん
な
限
が
い
ち
は
や
く
と
ら

え
た
」
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
高
雅
の
こ
の
時
代
の
女
性
史
下
降
へ
の
認
識
は
と
り
わ
け
稀
薄
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
女
性
史
家
と
し
て
の
高
雅
の
時
代
区
分
の
問
題
が
か
か
わ
っ
て

く
る
の
で
あ
ろ
う
。

往
一
『
女
性
の
歴
史
一
』
第
二
章
五
「
女
性
の
文
化
が
く
ず
れ
た
に

　
　
Ｐ
2
4
Ｉ
匹
一

往
二
同
著
第
一
章
五
「
女
性
中
心
の
文
化
Ｊ
Ｐ
Ｊ

往
三
往
二
に
同
じ
Ｐ
惚
Ｉ
1
2
2

庄
四
明
治
末
か
ら
大
正
に
か
け
て
、
近
代
の
繁
栄
・
栄
光
の
裏
面
に
あ

　
　
っ
た
民
衆
・
膜
民
の
貧
困
・
悲
惨
を
「
反
近
代
」
の
立
場
で
告
発

　
　
す
る
人
々
が
続
出
し
た
。
「
悪
魔
的
文
明
」
の
岡
田
嶺
雲
な
ど
は

　
　
そ
の
代
表
で
あ
ろ
う
。
高
群
の
発
想
・
体
質
に
も
っ
ね
に
こ
わ
が

　
　
見
ら
れ
る
が
、
詩
集
『
東
京
は
熱
病
に
か
か
っ
て
い
る
』
（
一
九

　
　
二
五
年
刊
）
は
、
そ
ｎ
が
集
約
さ
む
て
い
る
。

往
五
「
学
苑
」
所
収
の
論
文
ら
し
い
。
未
見
。

往
六
往
一
に
同
じ
。
Ｐ
9
9
9
一

往
七
『
招
蜻
婚
の
研
究
一
』
Ｐ
4
1
2

各
往
の
ペ
ー
ジ
数
は
『
高
鮮
逸
枝
全
集
』
理
論
社
刊
に
よ
る
。

　
　
　
二

　
高
柳
は
日
本
歴
史
辿
お
け
る
時
代
区
分
に
つ
い
て
「
日
本
の
「
古
代
」

は
古
く
か
ら
の
「
原
始
」
と
い
り
ま
じ
っ
た
形
で
大
化
か
ら
南
北
朝
頃
ま

で
つ
づ
き
、
さ
ら
に
、
そ
の
さ
き
は
封
建
と
い
り
ま
じ
っ
て
応
仁
乱
・
織

豊
、
あ
る
い
は
も
っ
と
の
び
て
幕
末
頃
ま
で
遺
存
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
」
と
い
う
認
識
を
も
ち
、
そ
れ
と
の
関
係
の
上
に
古
代
の
婚
制
の

発
展
過
程
を
図
式
化
す
る
。

　
日
前
婿
取
無
大
仁
闘
姻
（
沼
ご
Ｉ
平
安
中
期
（
Ｑ
ｊ
）
〕
｛
t
u
j
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印
綿
婿
取
婚
〔
平
安
中
期
容
冶
〕
―
白
川
院
政
（
吉
男
）
〕
｛
住
み

目
経
営
所
婿
取
婚
〔
白
川
肺
収
（
吉
男
）
１
承
久
乱
（
芯
２
）
〕
｛
牡
四
宍
一
一

辨
擬
制
婿
取
婚
゜
承
久
乱
（
1
2
2
1
）
‐
南
北
朝
（
1
5
5
6
）
〕
｛
迎
え

こ
の
図
之
Ｅ
洞
富
雄
氏
に
よ
っ
て
、
「
平
安
朝
貴
族
の
婚
制
の
「
実
験

室
的
過
程
を
も
っ
て
ヽ
一
般
的
な
婚
制
発
展
過
程
で
あ
る
か
の
ご
と
く
考
　
’

え
ら
れ
て
い
る
が
、
　
こ
わ
は
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
あ
る
駝
七
と
批
判
さ

ｎ
だ
も
の
で
あ
り
、
平
安
朝
貴
族
さ
え
も
夫
の
家
へ
妻
を
迎
え
な
か
っ
た

ド

は
、
奈
良
朝
農
民
の
戸
主
眉
に
迎
婦
婚
を
み
と
め
て
い
る
石

も
対
立
す
る
考
察
で
あ
る
。

　
高
群
は
結
婚
取
婚
期
に
お
い
て
「
皇
貴
族
の
女
性
層
（
姫
君
層
）
の
み

は
、
こ
の
期
か
ら
玉
㈲
ふ
か
く
か
し
づ
か
れ
、
儀
式
に
よ
っ
て
婚
取
さ
せ

ら
わ
る
。
そ
わ
は
一
種
の
監
禁
で
あ
り
、
こ
う
し
た
監
禁
に
よ
っ
て
、
こ

の
圏
内
で
は
、
当
人
同
志
の
恣
意
的
結
合
が
ふ
せ
が
れ
る
」
と
い
い
、
こ

の
部
分
の
み
に
自
由
拘
束
が
発
生
し
た
と
考
え
、
「
そ
の
圈
の
一
歩
外
で

は
ま
だ
広
汎
な
自
由
恋
愛
・
‐
・
・
責
問
婚
１
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
」
と
し
て

　
「
恋
愛
界
の
チ
ズ
ノ
ピ
オ
ン
」
と
し
て
、
清
少
納
言
・
和
泉
式
部
・
小
式

部
内
侍
を
あ
げ
て
心
狛
の
だ
が
、
彼
女
た
ち
の
恋
愛
を
「
自
由
恋
愛
」
と

よ
び
、
彼
女
た
ち
を
そ
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
と
み
る
こ
と
が
果
し
て
で
き
る

で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
彼
女
た
ち
は
宮
廷
を
中
心
に
男
性
貴
族
と
の
華

や
か
な
交
流
こ
父
渉
を
持
っ
た
と
は
い
え
る
。
そ
し
て
そ
ｎ
は
封
建
社
会

の
婦
道
か
ら
す
わ
ば
ま
さ
に
驚
嘆
す
べ
き
「
自
由
恋
愛
」
か
も
知
れ
な
い
。

だ
が
高
群
が
清
少
た
ち
の
先
輩
と
し
て
あ
げ
て
い
る
大
伴
坂
上
郎
女
で
さ

え
、
男
か
ら
裏
切
ら
れ
た
か
な
し
み
を
「
怨
恨
の
歌
」
と
し
て
作
ら
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
を
ど
う
説
明
す
わ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
万
葉
の
恋

人
た
ち
Ｉ
後
進
地
域
の
農
民
で
さ
え
放
奔
な
恋
を
貫
徹
で
き
る
ほ
ど
自
由

で
は
な
く
、
人
言
日
Ｈ
村
の
与
論
や
、
母
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
家
父
長
権

と
の
だ
た
か
い
の
中
で
し
か
そ
わ
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
ご
匹
、
ど
う
か

か
わ
ら
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
高
群
は
「
母
処
婚
」
と
女
の
財
産
権
、
娘
の
婚
姻
に
か
か
わ
る
母
の
力

を
大
き
く
評
価
す
る
。
そ
わ
は
後
代
に
比
し
て
碩
か
に
鎌
倉
期
ま
で
の
女

の
地
位
の
高
さ
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
母
の
力
の
つ
よ
さ

の
残
存
が
、
家
父
長
制
を
強
力
に
志
向
す
る
歴
史
の
進
行
に
対
し
て
は
、

そ
れ
独
自
に
、
女
の
強
さ
と
し
て
女
た
ち
の
た
め
に
機
能
す
る
の
で
な
く
、

逆
に
、
そ
わ
ゆ
え
に
家
父
長
制
強
化
の
尖
兵
と
な
り
下
る
の
だ
と
い
う
歴

史
の
皮
肉
を
高
群
は
理
解
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
ｎ
る
。

　
洋
二
『
招
婿
婚
の
研
究
一
』
第
六
章
第
一
節
「
婿
取
に
つ
い
て
Ｊ
ｙ
2
1
8

　
注
二
洞
富
雄
著
『
日
本
母
権
制
社
会
の
成
立
』
Ｐ
心
一

　
注
三
石
母
田
正
「
奈
良
時
代
農
民
の
婚
姻
形
態
に
関
す
る
一
考
察
」

　
　
　
　
（
「
歴
史
学
研
究
」
第
九
巻
第
一
〇
号
所
載
）

　
注
四
『
招
婿
婚
の
研
究
こ
Ｐ
ｍ

　
庄
五
西
郷
信
綱
「
万
葉
の
相
聞
」
万
葉
集
大
成
５
収
参
照
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三

　
高
群
の
作
品
の
理
解
に
つ
い
て
今
少
し
そ
の
も
の
に
即
し
て
考
え
て
み

　
高
群
は
源
氏
物
語
と
枕
草
子
を
比
較
し
て
、
後
者
を
「
い
ず
れ
か
と
い

え
ば
、
「
源
氏
」
よ
り
は
、
も
っ
と
原
始
的
な
活
力
を
示
し
た
作
品
で
あ

る
。
」
と
評
す
る
。
彼
女
は
加
え
て
「
万
葉
こ
の
乙
女
が
も
っ
た
か
げ
り

な
い
明
る
さ
や
、
事
物
に
た
い
す
る
信
頼
の
気
持
ち
が
た
ぶ
ん
に
残
っ
て

お
り
、
だ
か
ら
「
言
論
の
自
由
」
も
あ
る
。
に
と
も
い
う
の
だ
。

　
高
群
が
清
少
の
中
に
見
出
し
た
「
原
始
性
」
は
、
［
借
家
ず
ま
い
（
？

古
庄
）
の
転
業
知
人
で
あ
る
自
己
の
わ
び
し
い
姿
を
み
つ
め
つ
つ
も
、
な

お
環
境
へ
の
抗
議
や
自
己
誇
示
を
最
後
ま
で
や
め
な
か
っ
た
」
点
で
あ
る
。

　
し
か
し
果
し
て
こ
わ
が
「
原
始
性
に
に
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し

ろ
平
安
朝
貴
族
社
会
の
極
端
に
偏
狭
な
階
級
的
偏
見
の
中
で
酒
少
が
自
己

壊
崩
し
た
姿
で
は
な
い
の
か
。

　
　
「
環
境
へ
の
抗
議
」
が
具
体
的
に
枕
草
子
の
ど
こ
を
指
す
か
明
ら
か
で

な
い
が
、
「
卑
官
の
蔵
人
に
も
上
向
気
の
体
勢
が
み
ら
れ
る
と
き
」
と
い

う
の
を
「
こ
れ
に
反
し
て
、
気
力
を
欠
き
、
与
え
ら
ｎ
だ
卑
小
な
境
遇
に

た
い
し
て
、
抗
議
も
せ
ず
に
支
ん
ぞ
く
し
て
い
る
よ
う
な
ひ
と
び
と
の
姿

に
は
、
彼
女
は
く
や
し
さ
と
怒
り
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
わ
な
か
っ
た
」
に

対
置
し
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
「
雑
色
の
蔵
人
に
な
り
た
る
、
め

で
た
し
」
　
（
ニ
ハ
段
）
　
「
六
位
の
蔵
人
。
い
み
じ
き
君
達
な
れ
ど
。
え
し

も
着
給
は
ぬ
綾
織
物
欠
心
に
ま
か
せ
て
着
た
る
、
青
色
姿
な
ど
め
で
た

き
な
り
。
所
の
雑
色
、
た
だ
の
人
ど
も
な
ど
に
て
、
殿
ぱ
ら
の
侍
に
、
四

〃

位
五
位
の
司
あ
る
が
下
に
う
ち
ゐ
て
、
な
に
と
も
見
え
ぬ
に
、
蔵
人
に
な

り
ぬ
れ
ば
、
え
も
い
は
ず
あ
さ
ま
し
き
や
。
宣
旨
な
ど
持
て
ま
ゐ
り
、
大

饗
の
を
り
の
甘
栗
の
使
な
ど
に
参
り
た
る
、
も
て
な
し
、
や
ひ
ご
と
な
が

り
給
へ
る
さ
ま
、
い
づ
こ
な
り
し
天
降
り
人
な
ら
ん
と
こ
そ
見
ゆ
わ
に

　
（
八
八
段
）
な
ど
を
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
こ
の
段
を
通
し
て
彼
女
の
言
う
「
上
向
き
の

体
勢
」
の
内
実
は
、
車
宿
の
蔵
人
が
、
宮
廷
の
美
し
い
儀
式
担
当
の
花
形

と
化
し
切
っ
て
い
る
こ
と
に
何
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
彼
女
に
と
っ
て
「
上

向
４
ｊ

２
見
え
る
。
好
ま
し
い
の
は
宮
廷
の
美
し
さ
に
同
化
す
る
こ
と
で

し
か
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
彼
女
が
不
快
に
阻
う
の
は
「
な
で
ふ
こ
と
な

み
人
の
、
笑
が
ち
に
物
い
た
う
い
ひ
た
る
」
姿
と
か
「
火
桶
の
は
た
に
足

を
も
た
げ
て
物
い
ふ
ま
ま
に
お
し
す
る
」
老
人
、
「
物
う
ら
や
み
し
、
身

の
う
へ
な
げ
き
、
人
の
う
へ
い
ひ
、
つ
ゆ
ち
り
の
こ
と
も
ゆ
か
し
が
り
、

き
か
ま
ほ
し
う
し
て
、
い
ひ
し
ら
せ
ぬ
を
ば
怨
じ
、
そ
し
り
、
ま
た
、
わ

ず
か
に
聞
こ
え
た
る
こ
と
を
ば
、
我
も
と
よ
り
し
り
た
る
こ
と
の
や
う
に
、

こ
と
人
に
も
か
た
り
し
ら
ぶ
る
」
　
（
ニ
ハ
段
）
人
間
で
あ
っ
た
ろ
う
。
又
、

「
老
い
た
る
女
の
腹
た
か
く
あ
り
く
」
、
「
老
い
た
る
を
と
こ
の
寝
支
ど

ひ
た
る
」
　
「
歯
も
な
き
女
の
梅
く
ひ
て
酢
が
り
た
る
」
　
（
四
五
段
）
姿
で

あ
っ
た
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
は
、
た
し
か
に
現
象
的
断
片
的
に
は
よ
く
そ
の
姿
を
と
ら
え
て

は
い
る
。
だ
が
そ
わ
ら
の
人
々
へ
の
そ
の
人
々
の
生
活
全
体
に
対
す
る
作

家
ら
し
い
い
と
お
し
み
は
な
く
、
逆
に
弱
者
、
老
人
、
不
幸
を
か
こ
つ
人

々
に
対
す
る
反
税
と
嫌
悪
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
宮
廷
儀
式
の
華
や
か

－２１



な
歯
車
と
化
し
て
い
る
卑
宮
の
蔵
人
を
讃
美
す
る
心
と
表
裏
を
な
し
て
い

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
高
群
は
清
少
に
「
女
性
文
化
の
平
等
観
」
を
見
る
。
だ
が
「
に
げ
な
き

も
の
　
下
衆
の
家
に
雪
の
降
り
た
る
。
ま
た
、
月
の
さ
し
入
り
た
る
も
く

ち
を
し
。
」
と
い
う
彼
女
に
わ
た
し
は
貴
族
特
有
の
思
い
上
が
り
し
か
見

る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
索
式
部
が
天
皇
の
輿
を
か
つ
い
だ
駕
輿
丁
が
階
よ
り

上
っ
て
「
い
と
く
る
し
げ
に
う
ち
ふ
せ
る
」
の
を
見
て
「
な
ん
の
こ
と
ご

’

と
な
る
、
高
み
ま
じ
ら
ひ
も
、
身
の
ほ
ど
か
ぎ
り
あ
る
に
、
い
と
や
す
げ

な
し
か
し
と
見
る
。
」
と
そ
の
日
記
に
し
る
し
た
の
と
、
そ
れ
は
あ
ま
り

に
も
対
話
的
で
は
な
い
か
。
紫
式
部
は
こ
の
時
、
清
少
よ
り
も
下
衆
に

　
「
人
間
」
を
発
見
し
て
い
た
。
貴
族
だ
け
が
人
間
だ
と
思
う
こ
の
社
会
の

偏
見
を
つ
き
ぬ
け
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
後
宮
を
わ
が
も
の
顔
に

の
し
歩
く
清
少
に
は
貴
族
社
会
へ
の
疑
い
、
ま
し
て
後
女
の
後
楯
に
な
っ

て
い
る
中
宮
一
家
へ
の
そ
れ
な
ど
み
じ
ん
も
な
い
。
彼
女
の
誇
り
が
知
識

を
武
器
に
辛
く
も
保
た
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
安
も
な
い
か
に
見
え
る
。

　
だ
が
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
く
り
か
え
し
「
自
己
誇
示
」
を
や
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
。
「
自
己
誇
示
」
は
、
弱
者
や
　
不
幸
な
も
の
に
対
す
る
　
慢
な

嘲
笑
と
同
根
で
は
な
い
の
か
。
「
物
う
ら
や
み
し
、
身
の
う
へ
な
げ
き
」

す
る
の
は
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
才
学
に
恵
ま
れ
な
が
ら
、
失
業
の
う
き

目
を
見
、
晩
年
に
い
た
っ
て
も
国
司
の
地
位
に
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
彼
女
の
父
で
あ
り
、
そ
の
子
た
る
彼
女
白
身
の
姿
で
も
あ
っ
た
は

ず
だ
。
彼
女
が
不
幸
な
も
の
を
嘲
笑
す
る
の
は
近
親
憎
悪
か
ら
く
る
と
い

え
な
い
か
。
そ
の
反
面
が
「
自
己
誇
示
」
で
あ
る
と
考
え
て
も
お
か
し
く

は
な
か
ろ
う
。

　
高
群
も
指
摘
す
る
よ
う
に
平
安
朝
貴
族
社
会
は
、
「
統
一
さ
れ
た
世
界

観
や
、
意
識
の
体
系
が
あ
り
、
そ
の
中
で
訓
練
さ
れ
、
陶
冶
さ
わ
た
個
性

は
、
す
な
わ
ち
な
に
ほ
ど
か
の
意
味
で
非
原
始
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
凌

の
だ
。
高
群
は
清
少
を
「
非
原
始
的
な
」
貴
族
社
会
の
中
で
自
己
分
裂
に

身
を
さ
い
な
ま
れ
、
そ
れ
を
再
統
一
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
に
、
一
つ
の

個
性
的
文
学
を
つ
く
っ
た
人
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

少
く
と
も
清
少
の
こ
の
自
己
分
裂
に
目
を
む
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
真
の

　
「
環
境
へ
の
抗
議
」
に
は
そ
れ
は
な
り
得
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
べ
き

で
あ
っ
た
。
「
気
力
を
欠
き
・
、
与
え
ら
れ
た
卑
小
な
境
遇
に
た
い
し
て
、

抗
議
も
せ
ず
ま
ん
ぞ
く
し
て
い
る
よ
う
な
ひ
と
び
と
」
は
、
彼
ら
個
人
の

資
質
や
性
格
・
才
能
か
ら
で
な
く
、
解
体
に
ひ
か
っ
て
い
る
平
安
朝
貴
族

社
会
の
生
み
だ
し
た
歴
史
的
産
物
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
の
「
環
境
へ
の
抗

議
」
は
、
こ
わ
ら
の
人
々
を
、
高
み
か
ら
嫌
悪
し
、
鞭
打
つ
こ
と
で
は
絶

対
出
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
貴
族
社
会
の
永
通
性
を
信
じ
て
疑
わ

な
い
清
少
に
は
そ
の
視
角
の
持
ら
よ
う
も
な
い
わ
け
だ
が
、
高
群
に
し
て

も
そ
れ
を
統
一
的
に
把
え
な
い
ま
ま
、
清
少
の
折
々
の
現
象
に
対
す
る
好

悪
の
感
情
の
ひ
き
出
し
に
な
っ
た
大
胆
な
発
言
を
「
言
論
の
自
由
」
と
み

な
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
貴
族
社
会
が
「
非
原
始
的
」
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
っ
も
、
高
群
は

「
原
始
性
」
を
素
朴
に
、
原
始
以
来
持
ち
来
っ
た
「
明
る
く
生
み
生
き
し

た
性
格
」
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
表
わ
わ
に
求
め
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
清
少

の
生
き
方
は
「
こ
ん
に
ち
に
も
一
般
Ｉ
と
く
に
農
山
漁
村
１
に
み
る
あ
の
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天
真
な
勤
労
婦
女
子
た
ち
の
な
か
に
伝
統
さ
れ
て
、
生
き
つ
づ
け
て
い
る

と
い
え
よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
清
少
の
「
明
る
い
生
き
生
き

し
た
性
叙
ご
が
高
群
の
言
う
「
女
性
の
文
化
」
―
「
差
別
や
分
類
以
前
の

文
化
」
の
伝
統
と
し
て
機
能
す
る
に
は
、
平
安
朝
貴
族
社
会
は
複
雑
で
あ

り
す
ぎ
た
し
、
矛
盾
と
欺
隔
に
満
ち
満
ち
て
い
た
。
清
少
の
そ
の
性
格
が

い
か
に
深
い
心
の
傷
の
裏
返
し
と
し
て
の
「
自
己
誇
示
」
と
な
っ
て
あ
ら

り
れ
た
か
、
彼
女
が
中
宮
と
そ
の
一
族
の
好
適
と
、
持
て
る
知
識
を
武
器

に
し
て
自
ら
を
傷
つ
か
ね
高
み
に
置
い
て
、
不
遇
な
も
の
た
ち
を
裁
断
し

た
か
は
前
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
「
明
る
い
生
き
生
き
と
し
た
性
格
」
は

平
安
朝
貴
族
社
会
の
現
象
を
把
え
る
こ
と
に
お
い
て
卓
抜
な
力
を
発
揮
し

た
が
、
差
別
と
偏
見
に
汚
れ
た
そ
の
社
会
の
内
実
に
迫
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
女
の
「
言
論
の
自
由
」
は
、
決
し
て

　
「
気
力
を
欠
気
、
与
え
ら
む
た
卑
小
な
境
遇
に
た
い
し
て
、
抗
議
も
せ
ず

ま
ん
ぞ
く
し
て
い
る
よ
う
な
人
々
」
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
、
殼
高
級
の

貴
族
・
中
宮
、
・
そ
の
一
族
に
身
を
す
り
寄
せ
た
高
み
か
ら
、
弱
者
に
ひ
け

ら
泗
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
か
に
大
胆
な
発
言
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

部
分
的
に
生
き
生
き
し
た
描
写
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
時
代
に
生
き

た
人
間
の
苦
悩
を
抱
摂
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
の
は
そ
の
た
め
で
あ
　
　

’

　
高
群
は
「
卑
小
な
境
遇
」
に
ま
ん
ぞ
く
す
る
人
々
に
清
少
が
「
く
や
し

さ
と
怒
り
と
を
感
ぜ
ず
に
は
い
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
正
し
い
読
み
方
を

示
す
。
だ
が
、
そ
れ
が
、
「
彼
女
の
、
女
性
文
化
の
平
等
観
の
ゆ
え
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
い
う
時
わ
た
し
は
異
議
を
申
し
立
て
ね
ば
な
ら
な

い
。
「
く
や
し
き
と
怒
り
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
わ
な
か
っ
た
。
」
の
は
、

み
ず
か
ら
を
含
め
て
そ
の
痛
み
を
持
っ
て
い
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
も

し
清
少
が
「
女
性
文
化
の
平
等
勧
ご
の
真
の
持
主
で
あ
る
な
ら
、
「
卑
小

な
境
遇
に
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
人
々
の
地
点
に
身
を
置
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。
「
く
や
し
さ
と
怒
ｈ
こ
を
こ
の
人
々
に
む
け
て
「
言
論
の

自
由
」
を
発
揮
す
る
こ
と
は
「
女
性
文
化
の
平
等
幄
ご
で
は
な
く
、
高
群

の
も
っ
と
も
忌
ひ
隔
級
差
別
の
「
男
性
文
化
」
に
お
ち
い
る
こ
と
で
は
な

か
っ
た
の
か
。
（
高
群
は
ニ
ー
チ
エ
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
わ
た
し

は
こ
こ
で
思
い
出
す
。
Ｔ
卑
小
な
境
遇
に
た
い
し
て
、
抗
議
も
せ
ず
ま
ん

ぞ
く
し
て
い
る
よ
う
な
ひ
と
び
と
の
姿
」
に
「
く
や
し
さ
と
怒
り
を
感
ぜ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
に
と
書
く
と
き
、
彼
女
は
清
少
の
姿
に
自
ら

の
姿
を
重
ね
自
己
慰
安
に
お
ち
い
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
）

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
後
代
の
女
性
か
ら
す
ｎ
ぱ
。
清
少
は
運
命
に
甘
ん

じ
切
れ
な
い
活
力
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
の
作
品
が
書
け
た
の
で
あ

っ
て
、
好
悪
の
感
情
の
自
由
な
表
現
す
ら
奪
わ
れ
て
い
る
後
代
の
女
た
ち

に
は
望
ひ
べ
く
も
な
い
「
自
由
さ
」
が
あ
る
。
高
群
が
清
少
を
憎
悪
す
る

「
後
代
の
男
た
ち
や
淑
女
た
ち
」
か
ら
す
く
い
出
し
た
い
の
は
理

解
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
彼
女
も
い
う
よ
う
に
「
す
で
に
時
代

は
、
女
性
文
化
を
包
容
し
え
な
い
、
そ
れ
と
は
別
の
世
界
へ
と
急
激
に
か

だ
な
き
つ
つ
あ
っ
た
」
中
で
は
清
少
の
「
原
始
性
」
も
素
直
な
ま
ま
で
あ

り
切
れ
ず
は
ず
の
な
か
っ
た
こ
と
に
、
高
群
は
思
い
い
た
る
べ
き
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
つ
い
で
に
彼
女
の
ほ
め
た
た
え
る
潰
少
の
自
然
描
写
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
が
い
か
に
静
的
に
、
小
さ
く
美
し
く
貴
族
的
な
も
の
で
あ
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る
か
も
つ
け
加
え
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
回
　
ま
　
と
　
め

　
以
上
、
高
群
の
平
安
朝
女
流
文
学
の
理
解
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
。

　
こ
こ
に
お
い
て
女
性
史
家
と
し
て
時
代
区
分
を
ど
こ
に
お
く
か
、
平
安
　
ｙ

朝
を
女
性
史
の
上
に
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
が
彼
女
の
作
家
・

作
品
理
解
１
平
安
朝
女
流
の
位
置
づ
け
１
の
基
礎
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。

　
彼
女
は
文
学
作
品
の
す
ぐ
わ
た
よ
み
手
で
あ
る
。
清
少
・
紫
式
部
・
道

綱
母
等
々
の
文
学
の
意
味
を
一
括
ど
う
把
え
る
か
に
つ
い
て

　
　
清
少
納
言
へ
の
後
代
人
の
憎
悪
は
、
そ
の
ま
ま
女
性
文
化
へ
の
憎
悪

　
と
も
い
へ
る
で
あ
ろ
う
。
活
力
に
み
ち
た
生
活
力
や
、
そ
の
主
張
や
。

　
事
物
へ
の
平
等
観
な
ど
は
、
後
代
支
配
層
に
よ
っ
て
忌
み
嫌
わ
れ
る
唯

　
　
一
の
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
。
し
か
し
、
後
代
支
配
層
は
、
紫
式
部
に
た

　
い
し
て
は
、
反
感
な
ど
も
た
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
彼
等
の
見
当
ち
が

　
い
で
あ
っ
た
。
紫
式
部
の
「
源
氏
」
に
せ
よ
、
遺
編
母
の
「
か
げ
ろ
ふ

　
日
記
」
に
せ
よ
、
孝
標
女
の
「
さ
ら
し
な
日
記
」
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
す

　
べ
て
を
女
性
文
化
の
観
点
か
ら
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
か
な
ら
ず

　
後
代
支
配
層
を
い
ら
だ
た
せ
る
種
類
の
も
の
、
た
と
え
ば
女
性
の
自
主

　
的
精
神
か
ら
の
抵
抗
や
、
謳
刺
や
自
由
な
乙
女
の
み
が
も
ち
う
る
た
れ

　
は
ば
か
ら
ぬ
夢
や
あ
こ
が
れ
の
「
態
度
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う

　
い
う
態
度
は
、
け
っ
し
て
後
代
支
配
層
の
好
ひ
も
の
で
は
な
い
。
後
代

　
支
配
層
は
、
女
性
の
陰
気
な
く
ら
さ
と
、
お
し
つ
け
ら
れ
た
歪
ん
だ
恐

　
怖
心
を
の
み
嗜
好
し
た
か
ら
。

と
い
う
見
解
を
示
す
と
き
、
細
部
に
は
問
題
を
含
み
な
が
ら
、
彼
女
の
中

に
こ
れ
ら
の
作
品
の
本
質
が
十
分
理
解
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
こ
と
が
で

　
清
少
納
言
の
作
品
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
彼
女
は
「
陰
気
く
さ
い
」
も
の

よ
り
「
活
力
あ
る
生
活
力
や
、
そ
の
主
張
」
を
好
ひ
。
恐
ら
く
大
正
・
昭

和
初
期
を
か
け
て
婦
人
運
動
の
指
導
的
実
践
家
で
あ
っ
た
彼
女
の
、
そ
の

時
点
で
の
日
本
の
婦
人
に
対
す
る
批
判
が
重
な
っ
て
も
い
る
と
わ
た
し
は

考
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
活
力
や
主
張
」
が
ど
こ
に
、
ど
う
ひ
い
て

い
く
か
を
問
題
に
し
な
い
所
に
彼
女
の
清
少
に
対
す
る
評
価
の
甘
さ
、
作

家
と
し
て
時
代
の
苦
悩
を
ど
れ
ほ
ど
包
摂
で
み
た
か
と
い
う
視
点
の
欠
如

が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

-２４
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