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王
朝
文
学
に
お
け
る
「
牛
飼
」
と
「
牛
飼
童
」
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一
　
牛
車
を
進
行
さ
せ
る
者

平
安
時
代
の
貴
族
た
ち
は
移
動
す
る
と
き
、「
車
」
を
利
用
し
た
。

・	

御
車
入
る
べ
き
門
は
鎖
し
た
り
け
れ
ば
、（
光
源
氏
は
）
人
し
て
惟
光
召
し
て
待
た
せ
た
ま
ひ
け
る
ほ
ど
、
む
つ
か
し
げ
な
る
大

路
の
さ
ま
を
見
わ
た
し
た
ま
へ
る
に
、
…
…
（
夕
顔
①
一
三
五
頁
）

・	（
光
源
氏
）「
よ
し
後
に
も
人
は
参
り
な
む
」
と
て
御
車
寄
せ
さ
せ
た
ま
へ
ば
、（
紫
の
上
の
乳
母
た
ち
は
）
あ
さ
ま
し
う
、
い
か

さ
ま
に
と
思
ひ
あ
へ
り
。（
若
紫
①
二
五
五
頁
）

　

前
者
は
、
光
源
氏
が
大
弐
の
乳
母
の
見
舞
い
に
五
条
の
家
を
訪
ね
た
際
、
門
が
閉
ま
っ
て
い
た
の
で
し
ば
ら
く
大
路
の
様
子
を
「
車
」

の
中
か
ら
見
渡
し
て
い
る
場
面
で
あ
り
、
後
者
は
光
源
氏
が
幼
い
紫
の
上
を
、
北
山
か
ら
二
条
院
に
連
れ
去
る
た
め
、
簀
子
（
縁
先
）

ま
で
「
車
」
を
寄
せ
さ
せ
る
場
面
で
あ
る
。
門
が
開
く
ま
で
「
車
」
の
中
で
周
囲
を
見
渡
す
待
ち
時
間
に
、
小
家
に
咲
く
白
い
夕
顔
の

花
に
目
を
と
め
、
そ
れ
が
後
に
「
夕
顔
」
と
呼
ば
れ
る
素
性
し
れ
ぬ
女
君
と
の
出
会
い
に
も
繋
が
っ
た
。
ま
た
、
紫
の
上
と
の
乳
母
の

み
を
「
車
」
に
乗
せ
、
二
条
院
に
連
れ
去
り
な
が
ら
も
、
そ
の
後
紫
の
上
の
父
兵
部
卿
宮
に
知
ら
れ
な
い
の
は
、
光
源
氏
が
連
れ
去
り

を
口
止
め
し
た
だ
け
で
な
く
、「
後
に
も
人
は
参
り
な
む
」
と
、
他
の
女
房
た
ち
の
つ
き
そ
い
を
後
回
し
に
し
、
光
源
氏
の
「
車
」
一
両
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で
す
ば
や
く
移
動
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。「
車
」
は
出
会
い
の
機
会
と
も
な
り
、
誘
拐
も
可
能
に
す
る
。

　
「
車
」
に
付
き
従
う
者
か
ら
、
そ
の
乗
り
手
の
正
体
も
判
断
さ
れ
る
。

（
良
清
・
惟
光
）「
た
だ
今
、
北
の
陣
よ
り
、
か
ね
て
よ
り
隠
れ
立
ち
て
は
べ
り
つ
る
車
ど
も
ま
か
り
出
づ
る
。
御
方
々
の
里
人
は
べ

り
つ
る
中
に
、
四
位
少
将
、
右
中
弁
な
ど
急
ぎ
出
で
て
送
り
し
は
べ
り
つ
る
や
、
弘
徽
殿
の
御
あ
か
れ
な
ら
む
と
見
た
ま
へ
つ
る
。

け
し
う
は
あ
ら
ぬ
け
は
ひ
ど
も
し
る
く
て
、車
三
つ
ば
か
り
は
べ
り
つ
」
と
聞
こ
ゆ
る
に
も
、（
光
源
氏
は
）
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
た
ま
ふ
。

（
花
宴
①
三
五
九
～
三
六
〇
頁
）

　

従
者
た
ち
は
、「
車
」
と
同
行
す
る
の
が
「
四
位
少
将
、右
中
弁
」（
右
大
臣
の
子
息
で
あ
り
、弘
徽
殿
女
御
の
兄
弟
）
で
あ
る
と
告
げ
る
。

こ
の
言
葉
は
、
光
源
氏
が
花
の
宴
の
あ
と
出
会
っ
た
女
君
（
朧
月
夜
の
君
）
が
、
東
宮
妃
候
補
で
、
政
敵
側
の
姫
君
で
あ
る
こ
と
を
光

源
氏
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
読
者
に
知
ら
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
に
描
か
れ
る
「
車
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
牛
車
の
こ
と
で
あ
る
。
牛
車
が
、
貴
族
の
生
活
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、

王
朝
文
学
の
中
で
、「
利
用
す
る
人
々
の
権
威
や
身
分
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
生
活
環
境
や
人
間
関
係
の
深
層
ま
で
照
ら
し
出
す
乗
物
」（
注
１
）

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
記
や
物
語
の
中
で
も
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
牛
車
を
進
行
さ
せ
る
役
割
を
担

う
の
は
、
牛
飼
童
と
呼
ば
れ
る
者
だ
っ
た
。
し
か
し
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
数
多
く
の
「
車
」
が
描
か
れ
て
も
、
い
わ
ば
運
転
手
役

の
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
描
か
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
身
分
高
い
貴
族
が
「
車
」
を
利
用
す
る
際
に
は
、「
惟
光
召
し
て
車
の
こ
と
仰
せ
た
り
」（
葵

②
二
七
頁
）
の
よ
う
に
、
ま
ず
は
腹
心
の
部
下
に
伝
え
る
か
ら
ど
の
よ
う
な
牛
飼
童
が
ど
の
よ
う
な
牛
を
引
い
て
い
る
か
な
ど
に
目
を

と
め
る
必
要
性
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

と
は
い
え
、
牛
飼
童
が
『
源
氏
物
語
』
の
中
に
描
か
れ
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
一
例
の
み
だ
が
存
在
す
る
。
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（
薫
は
）
の
た
ま
ひ
し
ま
だ
つ
と
め
て
、睦
ま
し
く
思お
ぼ

す
下
﨟
侍
一
人
、顔
知
ら
ぬ
牛
飼
つ
く
り
出
で
て
（
尼
君
の
も
と
に
）
遣
は
す
。

（『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
⑤
八
八
頁
）

こ
こ
に
は
、
三
条
の
小
家
に
身
を
寄
せ
る
浮
舟
と
の
手
引
き
を
依
頼
す
る
た
め
に
、
薫
が
わ
ざ
わ
ざ
牛
車
を
宇
治
に
住
む
尼
君
の
も
と

へ
派
遣
し
た
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
故
八
の
宮
の
落
と
し
胤
と
は
い
え
、
今
は
受
領
の
継
娘
に
す
ぎ
な
い
浮
舟
と
の
交
渉
を
、
世
間

に
隠
す
べ
く
、
薫
は
細
心
の
注
意
を
払
う
。
そ
れ
が
、「
睦
ま
し
く
思
す
下
﨟
侍
一
人
、
顔
知
ら
ぬ
牛
飼
」（
注
２
）
を
選
択
し
た
こ
と
に
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。「
下
郎
侍
」
は
牛
車
の
警
備
に
当
た
る
者
で
あ
り
、
下
級
侍
で
は
あ
る
が
、「
睦
ま
し
く
」
と
あ
る
か
ら
、
薫
が
常
々

身
近
に
使
い
、信
頼
を
寄
せ
て
い
る
者
な
の
だ
ろ
う
。
一
方
、「
牛
飼
」（
牛
飼
童
の
略
称
）
は
、「
顔
知
ら
ぬ
」
者
が
選
ば
れ
て
い
る
。『
源

氏
物
語
』
に
「
車
」
が
一
四
〇
例
近
く
も
記
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
牛
車
を
引
く
牛
飼
童
が
登
場
す
る
の
は
こ
の
場
面
し
か
な
い
。

そ
れ
だ
け
に
「
顔
知
ら
ぬ
牛
飼
」
と
は
、
牛
飼
童
に
ま
で
配
慮
す
る
慎
重
な
薫
の
姿
を
強
調
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
下

郎
侍
」
や
「
顔
知
ら
ぬ
牛
飼
」
と
い
う
言
葉
の
向
こ
う
側
に
属
す
る
「
浮
舟
」
の
身
分
・
階
層
が
意
識
さ
れ
る
言
葉
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
貴
族
社
会
を
舞
台
と
す
る
王
朝
文
学
作
品
の
中
に
、
身
分
低
い
職
に
付
く
者
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
描

か
れ
な
い
の
は
自
然
な
こ
と
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
な
ぜ
描
い
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。
貴

族
に
と
っ
て
、「
牛
飼
童
」
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

二
　「
牛
飼
」
と
「
牛
飼
童
」

　

牛
飼
童
は
、「
牛
車
の
牛
を
使
い
、牛
車
を
進
行
さ
せ
る
者
。垂
れ
髪
で
、水
干
を
着
用
し
、む
ち
を
手
に
持
ち
、童
の
姿
を
す
る
。三
〇
歳
、

四
〇
歳
に
至
る
者
も
あ
る
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
）
と
説
明
さ
れ
る
。
そ
の
姿
ま
で
わ
か
っ
て
い
る
の
は
、
絵
巻
な
ど
に
牛
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車
が
描
か
れ
る
際
に
は
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
牛
飼
童
も
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
る
（
注
３
）。
成
人
で
も
童
の
姿
を
す
る
の
は
、
牛
と

い
う
「
獰
猛
な
動
物
を
統
御
す
る
上
で
、
童
の
持
つ
呪
的
な
力
が
期
待
さ
れ
た
」（
注
４
）
か
ら
だ
と
い
う
。
ま
た
、
雑
役
・
雑
用
を
す
る

よ
う
な
階
層
は
「
人
」
で
は
な
い
と
い
う
位
置
づ
け
で
、「
童
」
の
社
会
的
な
身
分
も
表
し
て
も
い
た
た
め
「
牛
飼
童
」
と
呼
ば
れ
た
と

い
う
（
注
５
）。
和
文
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
『
和
漢
朗
詠
集
』「
山
家
」（
杜
荀
鶴
）
に
は
、

漁
夫
の
晩
船
は
浦
を
分
つ
て
釣
る　
　

牧
童
の
寒
笛
は
牛
に
倚
つ
て
吹
く

と
あ
り
、「
寒
々
と
し
た
牛
飼
の
笛
の
音
」（
注
６
）
を
う
た
う
漢
詩
で
も
「
牛
飼
」
は
「
牧
童
」
と
記
さ
れ
る
。

　

と
い
っ
て
も
、牛
飼
童
が
「
牛
飼
童
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
前
引
の
東
屋
巻
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
牛

飼
」
と
い
う
略
称
が
目
立
つ
。「
牛
飼
童
」
は
成
人
し
て
も
、
さ
ら
に
い
え
ば
高
齢
で
も
牛
飼
童
で
あ
っ
た
。「
童
」
が
社
会
的
身
分
も

表
し
た
と
は
い
え
、
年
齢
的
に
「
童
」
で
は
な
い
「
牛
飼
童
」
を
「
牛
飼
童
」
と
呼
ぶ
こ
と
へ
の
抵
抗
感
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、「
牛
飼
童
」
で
は
な
い
が
、

か
く
て
、京
に
住
む
に
も
、も
の
食
は
せ
衣
着
で
も
使
は
る
る
人
な
し
、「
内
裏
に
参
ら
む
」
と
て
は
、板
屋
形
の
車
の
輪
欠
け
た
る
に
、

迫
り
た
る
牝
牛
を
懸
け
て
、
小
さ
き
女
の
童
を
つ
け
て
、
…
…
（
藤
原
の
君
巻
・
八
五
頁
）

と
、
吝
嗇
で
有
名
な
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
三
大
奇
人
、
三
春
高
基
が
倹
約
の
た
め
に
、
牝
牛
を
車
に
つ
け
、
し
か
も
小
さ
い
女
の
童
を

牛
飼
童
の
代
わ
り
に
し
て
い
る
、と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
通
常
の
牛
車
は
牡
牛
が
引
く
ら
し
い
か
ら
、「
迫
り
た
る（
貧

弱
な
）」
牝
牛
、「
小
さ
き
」
女
童
と
い
う
の
は
、「
牛
」
や
牛
飼
童
に
い
た
る
ま
で
神
経
を
つ
か
う
、尋
常
で
な
い
倹
約
ぶ
り
が
う
か
が
え
る
。



79	 王朝文学における「牛飼」と「牛飼童」

　

平
安
時
代
の
王
朝
文
学
作
品
の
中
で
「
牛
飼
」「
牛
飼
童
」
の
記
載
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
散
見
さ
れ
る
（
注
７
）。
記
載
が
あ
る
の

は
、
八
作
品
で
内
訳
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』　　
「
牛
飼
」
五
例
（
一
例
は
絵
指
示
）

『
落
窪
物
語
』　　
　
「
牛
飼
」
三
例

『
枕
草
子
』　　
　
　
「
牛
飼
」
三
例
（
一
例
は
一
本
）「
牛
飼
童
」
二
例
（
一
例
は
一
本
）

『
源
氏
物
語
』　　
　
「
牛
飼
」
一
例

『
狭
衣
物
語
』　　
　
「
牛
飼
」
一
例	　
　
　
　
　
　
　
「
牛
飼
童
」
一
例

『
讃
岐
典
侍
日
記
』　	「
牛
飼
」
一
例

『
栄
花
物
語
』　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
牛
飼
童
」
一
例

『
大
鏡
』　　
　
　
　
「
牛
飼
」
五
例

　
「
牛
飼
」
が
一
九
例
、「
牛
飼
童
」
が
四
例
と
圧
倒
的
に
「
牛
飼
」
と
い
う
語
が
多
い
。「
牛
飼
」
に
は
「
牛
飼
童
」
と
い
う
意
味
以
外

に
、「
牛
を
飼
い
使
う
者
。
牛
車
の
牛
を
飼
い
使
う
者
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
小
学
館
）
の
意
味
も
あ
る
。
そ
こ
で
、「
牛
飼
」「
牛
飼
童
」

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
作
品
ご
と
に
確
認
し
、
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
描
い
て
い
る
か
探
っ
て
ゆ
く
。

三
　
卑
賤
の
者
と
し
て
の
「
牛
飼
」

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
五
例
も
の
「
牛
飼
」
が
登
場
す
る
が
、使
用
さ
れ
る
箇
所
は
物
語
前
半
に
偏
っ
て
お
り
、藤
原
の
君
巻
に
四
例
（
う

ち
一
例
は
絵
指
示
）、
忠
こ
そ
巻
に
一
例
で
あ
る
（
注
８
）。
ま
ず
藤
原
の
君
巻
を
み
て
ゆ
く
。
上
野
の
宮
の
あ
て
宮
略
奪
計
画
を
し
っ
た
正

頼
は
、
先
手
を
打
っ
て
、
下
仕
え
の
器
量
良
い
娘
を
偽
あ
て
宮
と
し
て
仕
立
て
上
げ
て
、
上
野
の
宮
主
催
の
法
会
に
送
り
込
む
。
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か
く
て
、
こ
の
寺
に
は
、
今
日
の
色い

ろ
ふ
し節

に
て
、
け
し
か
ら
ぬ
、
い
と
多
か
り
。
遊
び
の
所
に
は
、
嵯
峨
の
院
の
牛
飼
、
講か

う
ぜ
ち説

の
と
こ

ろ
に
は
、
講
説
の
長
、
楽
と
て
は
、
鼓
打
ち
て
遊
び
す
、
講
説
と
て
は
、
こ
し
き
す
る
真
似
を
す
。
か
か
る
ほ
ど
に
、
大
将
殿
（
正
頼
）

の
御
車
、
御ご

ぜ
ん前
三
十
人
ば
か
り
し
て
立
ち
ぬ
。
親み

こ王
の
君
（
上
野
の
宮
）、「
し
そ
し
つ
」
と
て
仰
す
や
う
、「
御
講
始
め
よ
」
と
の

た
ま
へ
ば
、
牛
飼
辻
遊
び
す
。
濫
僧
ど
も
集
ま
り
て
、
声
を
合
は
せ
て
の
の
し
れ
ば
、
物
見
に
来
た
る
人
々
、
い
と
ほ
し
く
も
あ
り
、

を
か
し
く
も
あ
り
。
博
打
、
京
童
部
、
数
知
ら
ず
集
ま
り
て
、
一
の
車
を
奪ば

ひ
取
る
。
殿
の
人
々
空
騒
ぎ
す
れ
ば
、
車
の
簾
を
掲
げ

て
の
た
ま
ふ
。（
上
野
の
宮
）「（
あ
て
宮
を
）
奪
ひ
得
つ
。
こ
れ
や
こ
の
、
惜
し
み
た
ま
ふ
御
娘
。
な
め
き
罪
ぞ
謀
ら
る
る
。
疎
か

な
る
罪
ぞ
凌
ぜ
ら
る
る
。
双
六
の
ぬ
し
た
ち
」
と
言
ひ
て
、
牛
飼
ど
も
、
田
鼓
ど
も
打
ち
て
、
草
刈
笛
吹
く
。

絵
指
示　

こ
こ
は
、
寺
。
濫
僧
、
牛
飼
、
集
ま
り
て
を
り
。
博
打
、
京
童
部
、
車
奪
ひ
た
り
。
親
王
の
君
、
片
足
切
し
て
、
車
に
走

り
乗
り
給
へ
り
。（
藤
原
の
君
巻
・
八
三
～
八
四
頁
）

に
ぎ
や
か
な
法
会
の
喧
噪
に
ま
ぎ
れ
る
よ
う
に
し
て
、
上
野
の
宮
は
偽
あ
て
宮
と
は
知
ら
ず
に
、
そ
の
略
奪
の
成
功
を
喜
ぶ
。
こ
こ
で

偽
あ
て
宮
が
乗
る
「
車
」
を
奪
っ
た
の
は
「
博
打
」
や
「
京
童
部
」
で
あ
る
が
、「
遊
び
」（
楽
）
で
場
を
に
ぎ
や
か
す
一
員
と
し
て
描

か
れ
た
の
が
「
牛
飼
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
牛
飼
」
が
「
牛
飼
童
」
な
の
か
、「
牛
を
飼
い
育
て
る
人
」
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
共

に
描
か
れ
て
い
る
「
草
刈
」
が
、
牛
馬
の
飼
料
を
刈
り
取
る
人
夫
な
の
で
、「
牛
を
飼
い
育
て
る
人
」
と
考
え
る
の
が
穏
当
か
。
少
な
く

と
も
こ
の
「
牛
飼
」
は
、
牛
車
を
引
く
た
め
に
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
道
芸
人
の
よ
う
に
、「
辻
遊
び
」
を
し
、
鼓
を
鳴
ら

す
。
上
野
の
宮
に
貢
献
し
た
他
の
人
々
も
、「
濫
僧
」「
博
打
」「
京
童
部
」
と
い
っ
た
卑
賤
の
者
た
ち
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
牛
飼
」

の
記
述
も
、
上
野
の
宮
を
半
貴
族
的
な
存
在
と
し
て
描
く
た
め
の
取
り
巻
き
の
一
人
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

次
に
、
忠
こ
そ
巻
を
み
て
み
た
い
。
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…
…
（
故
忠
経
の
北
の
方
は
）
山
々
に
修
法
を
行
は
せ
、
夏
・
冬
の
御
装
束
、
朝
・
夕
さ
り
の
御
膳も
の

に
多
く
物
を
尽
く
し
て
、
頭
か
し
ら

よ
り
足あ
な
す
え末
ま
で
に
、
綾
・
錦
を
裁
ち
切
り
て
、
見
給
は
む
草
・
木
ま
で
着
せ
飾
ら
む
、
こ
の
お
と
ど
（
千
蔭
）
に
仕
ま
つ
ら
む
、

上
下
の
、
草
刈
・
牛
飼
ま
で
飽
き
満
た
せ
て
あ
ら
せ
む
、
わ
が
身
の
な
ら
む
を
も
知
ら
ず
、
ま
し
て
、
仕
ま
つ
ら
む
人
の
な
ら
む
、

は
た
知
ら
ず
。（
忠
こ
そ
巻
・
一
一
四
頁
）

夫
亡
き
あ
と
、
故
忠
経
の
北
の
方
は
、
二
〇
歳
も
年
下
の
千
蔭
の
大
臣
に
懸
想
し
、
そ
の
愛
を
得
る
た
め
、
財
産
を
惜
し
み
な
く
使
う
。

千
蔭
が
目
に
す
る
で
あ
ろ
う
草
木
を
着
飾
ら
せ
、
身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
千
蔭
に
仕
え
る
「
草
刈
・
牛
飼
ま
で
」
十
分
に
満
足
さ
せ
よ

う
と
す
る
。
こ
こ
で
も
、
前
引
の
藤
原
の
君
巻
と
同
じ
く
、
身
分
の
「
上
下
」
の
中
で
も
、「
下
」
最
下
層
に
い
る
存
在
と
し
て
「
草
刈
・

牛
飼
」
を
あ
げ
て
い
る
。

　

最
下
層
の
指
標
と
し
て
の
「
牛
飼
」
は
、
次
に
あ
げ
る
『
落
窪
物
語
』
で
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。

か
の
御
事
（
少
将
の
な
さ
る
こ
と
）
に
な
れ
ば
、
お
と
ど
笑
み
ま
け
た
ま
へ
れ
ば
、
殿
に
つ
か
う
ま
つ
る
人
、
雑
色
、
牛
飼
ま
で
こ

の
少
将
殿
に
な
び
き
た
て
ま
つ
ら
ぬ
な
し
。（『
落
窪
物
語
』
巻
二　

一
六
七
頁
）

父
「
お
と
ど
」
が
「
少
将
殿
」（
道
頼
・
男
主
人
公
）
を
か
わ
い
が
る
の
で
、
屋
敷
に
仕
え
る
人
は
、「
雑
色
・
牛
飼
ま
で
」、
少
将
を
慕

わ
な
い
者
は
い
な
い
、
と
い
う
。「
雑
色
・
牛
飼
」
と
は
、「
草
刈
・
牛
飼
」
と
同
じ
く
、
低
い
身
分
の
例
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
雑

色
」
は
屋
敷
の
雑
務
に
従
事
し
た
無
位
の
小
者
を
い
う
の
で
、
こ
こ
の
「
牛
飼
」
は
屋
敷
で
雇
わ
れ
て
い
る
牛
飼
童
を
い
う
の
だ
ろ
う
。

身
分
の
上
下
を
問
わ
ず
、
邸
内
の
す
べ
て
の
人
は
、
道
頼
が
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
者
は
い
な
い
、
牛
飼
童
の
よ
う
な
卑
賤
の
者
ま
で
も
、
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と
い
う
の
で
あ
る
。
次
も
道
頼
に
か
か
わ
る
文
脈
で
の
「
牛
飼
」
の
例
で
あ
る
。

男
ど
も
少
な
く
て
、
え
ふ
と
引
き
と
ど
め
ず
。
御
前
三
、四
人
あ
り
け
れ
ど
、「
益
な
く
旅
の
い
さ
か
ひ
し
つ
べ
か
め
り
。
た
だ
今

の
太
政
大
臣
の
尻
は
蹴
る
と
も
、
こ
の
殿
の
牛
飼
に
手
触
れ
て
む
や
」
と
言
ひ
て
、
人
の
家
の
門
に
入
り
て
、
立
て
り
。（
巻
二　

二
〇
五
頁
）

今
の
「
太
政
大
臣
」
の
尻
を
蹴
っ
て
も
、「
こ
の
殿
」（
道
頼
一
族
）
の
「
牛
飼
」
に
は
手
も
触
れ
な
い
、
と
い
う
極
端
な
比
喩
表
現
は
、

太
政
大
臣
よ
り
も
、
道
頼
一
族
の
権
勢
が
あ
っ
た
こ
と
を
上
手
く
伝
え
て
い
る
。「
殿
の
牛
飼
」
だ
か
ら
、
こ
こ
も
牛
飼
童
を
い
う
の
だ

ろ
う
。

　

次
は
中
納
言
（
落
窪
女
君
父
）
と
、
女
君
・
子
の
対
面
に
際
し
て
、
父
中
納
言
の
感
動
を
示
す
文
脈
の
中
で
登
場
す
る
。

	

…
…
御
台
ま
ゐ
り
、
御
供
の
人
に
も
、
わ
ざ
と
の
設
け
に
は
あ
ら
で
、
牛
飼
ま
で
に
い
と
清
げ
に
あ
る
じ
し
た
ま
ふ
。（
巻
三　

二
四
六
頁
）

　
「
わ
ざ
と
の
設
け
」
で
は
な
く
と
も
、「
身
分
の
低
い
者
ま
で
饗
応
す
る
こ
と
を
あ
え
て
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
作
者
の
視
点
が
あ
る
」（
注
９
）

と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
身
分
の
低
い
「
牛
飼
ま
で
」
接
待
し
た
と
記
す
こ
と
で
中
納
言
が
女
君
や
そ
の
子
ど
も
と
対
面
で
き
た
喜
び
を

表
し
て
い
る
。
こ
の
牛
飼
も
女
君
や
そ
の
子
ど
も
の
移
動
に
携
わ
っ
た
牛
飼
童
を
い
う
。

　

以
上
、『
う
つ
ほ
物
語
』『
落
窪
物
語
』
の
「
牛
飼
」
を
確
認
し
た
が
、
牛
を
飼
う
人
の
意
で
も
、
牛
飼
童
の
意
で
も
、
卑
賤
の
者
の

代
表
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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次
に
、『
大
鏡
』
の
五
例
を
あ
げ
る
。
実
頼
の
童
名
は
「
牛
飼
」
と
い
っ
た
ら
し
い
。

（
世
次
）
お
と
ど
（
実
頼
）
の
御
童
名
を
ば
「
牛
飼
」
と
申
し
き
。
さ
れ
ば
、そ
の
御
族
は
、牛
飼
を
「
牛
つ
き
」
と
の
た
ま
ふ
な
り
。

（『
大
鏡
』
実
頼
伝　

九
八
頁
）

当
時
、「
犬
・
牛
な
ど
丈
夫
な
動
物
の
名
を
入
れ
た
命
名
は
よ
く
見
ら
れ
る
」（
注
10
）
と
い
う
が
、「
牛
丸
」
な
ど
で
は
な
く
、「
牛
飼
」
と

職
名
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
。
牛
飼
童
の
よ
う
に
頑
丈
に
た
く
ま
し
く
育
つ
よ
う
に
、
と
い
う
命
名
で
あ
ろ
う
が
、『
古
事
記
』
に

は
、「
…
…
（
二
王
は
）
其
の
国
人
、
名
は
志
自
牟
が
家
に
入
り
ま
し
て
、
身
を
隠
し
て
馬う

ま
か
ひ甘
、
牛う
し
か
ひ甘
に
役
ち
き
」（
下
巻
・
安
康
天
皇
条
・

三
三
七
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
二
王
が
「
馬
甘
、
牛
甘
」
の
仕
事
に
つ
く
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ
の
二
王
は
後
に
仁
賢
・
顕
宗
天
皇

と
な
る
か
ら
、
卑
賤
の
も
の
と
聖
な
る
も
の
を
重
ね
る
意
識
も
み
て
と
れ
る
（
注
11
）。

　

次
に
あ
げ
る
の
は
、
朝
光
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
中
に
描
か
れ
る
「
牛
飼
」
で
あ
る
。
朝
光
は
、
元
の
北
の
方
の
も
と
に
牛
車
で
出
か
け

よ
う
と
す
る
が
、「
牛
飼
・
車
副
」
が
朝
光
に
従
わ
な
い
。

世
次
「
さ
て
、
時
々
、（
朝
光
は
）
も
と
の
上
の
御
も
と
へ
お
は
し
ま
さ
む
と
て
、
牛
飼
・
車

く
る
ま
ぞ
ひ副

な
ど
に
、「
そ
な
た
へ
車
を
や
れ
」

と
て
仰
せ
ら
れ
け
れ
ど
、
さ
ら
に
聞
か
ざ
り
け
り
。
こ
の
今
北
の
方
、
さ
ぶ
ら
ふ
雑
色
・
随
身
・
車
副
な
ど
に
装
束
く
も
の
取
ら
す

る
こ
と
は
さ
る
も
の
に
て
、
日
ご
と
に
酒
を
出
だ
し
て
飲
ま
せ
遊
ば
せ
、
い
み
じ
き
志
ど
も
を
し
け
る
。
そ
の
故
に
や
、
か
く
し
け

る
を
、そ
れ
ま
た
い
と
あ
や
し
き
御
心
な
り
や
。
雑
色
・
牛
飼
の
心
に
ま
か
せ
て
、そ
れ
に
よ
れ
て
え
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
む
よ
。（『
大

鏡
』
兼
通
伝　

二
一
九
頁
）
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世
次
は
、
今
の
北
の
方
が
「
雑
色
・
随
身
・
車
副
（
牛
車
の
左
右
に
つ
き
そ
う
従
者
）
な
ど
」
に
衣
装
を
与
え
、
酒
を
飲
ま
せ
遊
ば
せ

心
付
け
を
し
、
夫
朝
光
が
元
の
北
の
方
の
も
と
へ
行
け
な
い
よ
う
に
邪
魔
を
し
た
、
と
語
る
。
通
い
婚
で
あ
る
当
時
、
大
納
言
の
地
位

に
い
た
朝
光
が
牛
車
を
使
わ
ず
外
出
す
る
こ
と
身
分
柄
よ
く
な
い
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
今
の
北
の
方
は
牛
車
に
拘
わ
る
従
者
た
ち
を

味
方
に
つ
け
る
こ
と
で
朝
光
の
「
足
」
を
封
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
牛
飼
」
は
牛
飼
童
の
略
称
で
あ
り
、
牛
車
を
進
行
さ
せ
る

者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
他
の
従
者
た
ち
と
同
じ
く
褒
美
に
釣
ら
れ
、
男
主
人
の
言
う
こ
と
を
聞
か
な
い
従
者
と
し
て
造
型
さ
れ
て

い
る
。
女
主
人
が
「
牛
飼
」
の
よ
う
な
卑
賤
な
者
に
ま
で
気
を
配
り
、
利
用
す
る
の
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
忠
こ
そ
巻
の
北
の
方
の
性
質

と
共
通
す
る
。

　

最
後
に
道
長
伝
の
「
牛
飼
」
を
あ
げ
る
。

か
か
れ
ば
、
こ
の
御
世
の
楽
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。
そ
の
ゆ
ゑ
は
、
昔
は
、
殿
ば
ら
・
宮
ば
ら
の
馬
飼
・
牛
飼
、
な
に
の
御
霊
会
、

祭
の
料
と
て
、
銭
・
紙
・
米
な
ど
乞
ひ
の
の
し
り
て
、
野
山
の
草
を
だ
に
や
は
刈
ら
せ
し
。
…
…
（『
大
鏡
』
道
長　

三
五
三
頁
）

世
次
は
、
道
長
の
治
め
る
世
が
こ
の
上
も
な
く
楽
し
い
、
と
言
い
、
昔
は
「
馬
飼
・
牛
飼
」
が
御
霊
会
な
ど
の
催
し
で
銭
や
米
を
せ
び
り
、

野
山
の
草
を
刈
り
取
る
こ
と
を
さ
せ
な
か
っ
た
、
と
い
う
話
を
あ
げ
る
。「
馬
飼
」
は
馬
を
飼
う
人
の
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
の
「
牛
飼
」

は
牛
を
飼
う
人
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
よ
う
。
昔
の
治
安
の
悪
さ
、
素
行
の
悪
さ
を
語
る
際
に
、「
馬
飼
・
牛
飼
」
が
例
に
出
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
「
牛
飼
」
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
上
野
の
宮
に
味
方
し
た
「
牛
飼
」
の
属
性
と
近
い
。

　

以
上
、「
牛
飼
」
の
用
い
方
を
確
認
し
て
き
た
が
、
牛
を
飼
う
人
、
牛
飼
童
の
略
称
、
半
々
く
ら
い
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
に

し
ろ
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
ら
れ
る
「
牛
飼
」
は
、
童
名
と
し
て
の
「
牛
飼
」
を
の
ぞ
き
、
卑
賤
な
者
の
代
表
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
最
下
層
の
身
分
の
事
例
と
し
て
、
い
わ
ば
比
喩
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
「
牛
飼
」
だ
っ
た
と
い
え
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る
。
そ
う
と
ら
え
る
と
、次
の
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
出
て
く
る
「
牛
飼
」
も
作
者
の
心
象
を
託
す
も
の
と
し
て
読
み
た
く
な
っ
て
く
る
。

愛
す
る
堀
河
天
皇
の
死
後
、
悲
し
み
に
沈
む
長
子
は
、
次
の
鳥
羽
天
皇
へ
の
宮
仕
え
を
目
前
に
し
つ
つ
も
、
堀
河
天
皇
の
月
命
日
に
大

雪
の
中
、
堀
河
院
に
向
か
う
。

道
の
ほ
ど
、
ま
こ
と
に
耐
へ
が
た
げ
に
雪
降
る
。
車
の
う
ち
に
降
り
入
り
て
、
雑
色
、
牛
飼
、
み
な
頭
白
く
な
り
に
た
り
。
牛
の
背

中
も
、
白
き
牛
に
な
り
に
た
り
。（『
讃
岐
典
侍
日
記
』
四
三
六
頁
）

「
雑
色
、
牛
飼
」
や
「
牛
」
に
積
も
る
雪
の
描
写
か
ら
、
い
か
に
当
日
が
大
雪
で
、
周
囲
の
反
対
を
お
し
て
長
子
が
牛
車
で
堀
河
院
に
参

上
し
よ
う
と
し
た
か
が
窺
え
る
。
雪
を
「
耐
へ
が
た
げ
」
に
感
じ
る
の
は
、「
雑
色
、
牛
飼
」
で
あ
り
「
牛
」
で
あ
り
、
長
子
で
も
あ
る

の
だ
。
例
え
ば
『
紫
式
部
日
記
』
の
中
で
、
紫
式
部
が
、

御
輿
む
か
へ
た
て
ま
つ
る
船
楽
、い
と
お
も
し
ろ
し
。
寄
す
る
を
見
れ
ば
、駕
輿
丁
の
、さ
る
身
の
ほ
ど
な
が
ら
、階
よ
り
の
ぼ
り
て
、

い
と
苦
し
げ
に
う
つ
ぶ
し
ふ
せ
る
、
な
に
の
こ
と
ご
と
な
る
、
高
き
ま
じ
ら
ひ
も
、
身
の
ほ
ど
限
り
あ
る
に
い
と
や
す
げ
な
し
か
し

と
見
る
。（
一
五
三
～
一
五
四
頁
）

と
、
土
御
門
行
幸
に
際
し
て
天
皇
が
乗
る
輿
を
か
つ
ぐ
駕
輿
丁
が
地
面
に
は
い
つ
く
ば
る
の
を
見
て
、
自
身
が
宮
仕
え
す
る
苦
悩
と
重

ね
る
場
面
を
思
い
起
こ
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
式
部
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
長
子
は
、
卑
賤
の
者
で
あ
る
「
雑
色
、

牛
飼
」
の
姿
に
、
意
に
そ
ま
ぬ
鳥
羽
天
皇
へ
の
宮
仕
え
を
強
い
ら
れ
る
自
分
と
重
ね
、
日
記
に
そ
の
苦
悩
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。 | 
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四
　「
牛
飼
童
」
と
描
か
れ
る
と
き

　

前
節
に
お
い
て
、
卑
賤
の
者
と
し
て
の
「
牛
飼
」
に
つ
い
て
確
認
し
た
が
、「
牛
飼
」
を
一
人
の
人
と
し
て
と
り
あ
げ
、
何
度
も
描
く

の
が
『
枕
草
子
』
だ
っ
た
。『
枕
草
子
』
に
は
「
牛
飼
」「
牛
飼
童
」
の
両
方
の
例
が
見
ら
れ
る
が
、
ま
ず
は
「
牛
飼
」
に
つ
い
て
み
て

ゆ
き
た
い
。

　

そ
も
そ
も
『
枕
草
子
』
に
は
「
牛
飼
は
」
と
い
う
章
段
が
あ
り
、

牛
飼
は
、
大
き
に
て
、
髪
あ
ら
ら
か
な
る
が
、
顔
赤
み
て
、
か
ど
か
ど
し
げ
な
る
。（『
枕
草
子
』「
牛
飼
は
」
一
一
一
頁
）

と
、「
牛
飼
」
は
体
が
大
き
く
、
髪
が
「
あ
ら
ら
か
」（
注
12
）（
風
に
吹
か
れ
逆
立
ち
乱
れ
て
い
る
感
じ
か
）
で
、「
顔
赤
み
」（
血
色
が
良

く
）、「
か
ど
か
ど
し
げ
」（
気
が
き
く
）
者
が
良
い
、
と
記
し
て
い
る
（
注
13
）。
章
段
の
配
列
で
い
う
と
、「
雑
色
・
随
身
は
」、「
小
舎
人
童
」

の
続
き
に
こ
の
「
牛
飼
は
」
が
あ
り
、
貴
族
に
仕
え
る
従
者
の
一
人
と
し
て
、「
牛
飼
」
を
見
、
そ
の
理
想
的
な
姿
を
記
し
て
い
る
。「
小

舎
人
童
、
小
さ
く
て
、
髪
、
い
と
う
る
は
し
き
」
に
対
し
て
、「
牛
飼
は
、
大
き
に
て
、
髪
あ
ら
ら
か
な
る
」
と
書
き
出
し
、
小
舎
人
童

と
の
対
比
で
「
牛
飼
」
が
描
か
れ
る
。
ま
た
、「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
章
段
で
は
、

す
さ
ま
じ
き
も
の　

昼
ほ
ゆ
る
犬
。
春
の
網
代
。
三
、四
月
の
紅
梅
の
衣
。
牛
死
に
た
る
牛
飼
。
ち
ご
亡
く
な
り
た
る
産
屋
。
…
…（『
枕

草
子
』「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
五
八
頁
）

と
い
う
冒
頭
部
分
で
「
牛
飼
」
を
と
り
あ
げ
て
お
り
、
牛
を
死
な
せ
た
「
牛
飼
」
を
、「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」（
不
調
和
な
感
じ
）
と
し

て
掲
げ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
は
、「
牛
憎
み
た
る
牛
飼
」
と
い
う
本
文
も
あ
り
、
そ
の
場
合
は
「
牛
あ
り
て
の
上
の
牛
飼
な
る
に
、
そ
の

牛
を
邪
見
に
す
る
牛
飼
は
不
快
」（
注
14
）
と
い
う
牛
飼
童
の
牛
に
対
し
て
の
態
度
の
不
調
和
を
さ
す
。
ど
ち
ら
に
し
て
も
、
前
者
は
も
ち

＇ 
＇ ＇ 
＇ 
＇ ＇ 
＇ 
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ろ
ん
、
こ
こ
で
描
か
れ
る
「
牛
飼
」
が
、
こ
れ
ま
で
の
例
と
違
っ
て
、
卑
賤
な
者
と
い
う
要
素
を
取
り
上
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
が
興
味
深
い
。

　

次
に
同
じ
く
『
枕
草
子
』
の
「
牛
飼
童
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
「
心
に
く
き
も
の
」
の
一
節
を
引
く
。

こ
と
に
き
ら
き
ら
し
か
ら
ぬ
を
の
こ
の
、
高
き
、
短
き
あ
ま
た
連
れ
だ
ち
た
る
よ
り
も
、
す
こ
し
乗
り
馴
ら
し
た
る
車
の
い
と
つ
や

や
か
な
る
に
、
牛
飼
童
、
な
り
い
と
つ
き
づ
き
し
う
て
、
牛
の
い
た
う
は
や
り
た
る
を
、
童
は
お
く
る
る
や
う
に
綱
引
か
れ
て
や
る
。

（『
枕
草
子
』「
心
に
く
き
も
の
」
三
三
三
頁
）

「
心
に
く
き
も
の
」
は
か
な
り
長
い
章
段
で
、様
々
な
「
心
に
く
き
も
の
」
が
掲
出
さ
れ
る
。「
牛
飼
童
」
と
い
う
よ
う
な
下
層
階
級
の
者
は
、

「
心
に
く
き
も
の
」、
つ
ま
り
奥
ゆ
か
し
さ
を
感
じ
る
対
象
で
は
な
い
よ
う
に
思
う
が
、
そ
れ
ほ
ど
目
立
つ
こ
と
も
な
い
「
を
の
こ
」
が

連
れ
だ
っ
て
い
る
の
よ
り
も
、「
牛
飼
童
」
が
ふ
さ
わ
し
い
身
な
り
で
、
は
や
り
た
つ
牛
を
、
牛
に
引
っ
張
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
車
を
進

行
さ
せ
る
（
の
が
奥
ゆ
か
し
い
）
と
記
し
て
い
る
。
後
文
、「
牛
飼
は
お
く
る
る
や
う
に
」
で
は
な
く
「
童
は
お
く
る
る
や
う
に
」
と
「
牛

飼
童
」
の
略
を
「
童
」
と
用
い
て
い
る
の
も
、「
心
に
く
き
」
感
じ
を
演
出
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
牛
飼
童
を
あ
え
て
「
牛
飼
」
と
い

う
略
称
を
使
わ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
「
牛
飼
童
」「
童
」
と
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

『
栄
花
物
語
』
の
次
の
例
も
、「
童
」
を
意
識
し
て
「
牛
飼
童
」
を
記
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

中
納
言
殿
（
隆
家
）
は
京
出
で
は
て
た
ま
ひ
て
、
丹
波
境
に
て
御
馬
に
乗
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
御
車
は
返
し
遣
は
す
。
年
ご
ろ
使
は

せ
た
ま
ひ
け
る
牛
飼
童
に
、「
こ
の
牛
は
わ
が
形
見
に
見
よ
」
と
て
賜
へ
ば
、
童
伏
し
ま
ろ
び
て
泣
く
さ
ま
、
こ
と
わ
り
に
い
み

じ
。
御
車
は
都
に
来
、
わ
が
御
身
は
知
ら
ぬ
山
路
に
入
ら
せ
た
ま
ふ
ほ
ど
ぞ
い
み
じ
き
。（『
栄
花
物
語
』
巻
第
五　

浦
々
の
別　

①
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二
五
一
頁
）

京
を
牛
車
で
出
た
隆
家
が
、
丹
波
境
で
馬
に
乗
り
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
に
、
長
年
使
っ
て
い
た
「
牛
飼
童
」
に
別
れ
の
言
葉

を
伝
え
る
場
面
で
あ
る
。「
こ
の
牛
は
わ
が
形
見
に
見
よ
」
と
い
う
言
葉
か
ら
は
、「
牛
」
は
隆
家
の
所
有
物
で
あ
る
こ
と
、
隆
家
に
と
っ

て
「
形
見
」
と
な
る
ほ
ど
愛
着
も
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
、
牛
飼
童
の
「
伏
し
ま
ろ
び
」
な
が
ら
泣
く
様
子
か
ら
、
下
賜
さ
れ
た
感
動

と
別
れ
ね
ば
な
ら
な
い
悲
し
み
が
伝
わ
っ
て
く
る
一
文
で
あ
る
。
中
納
言
と
「
牛
飼
童
」
の
別
れ
を
描
く
こ
の
一
コ
マ
は
、
二
人
の
身

分
の
隔
た
り
を
思
え
ば
不
自
然
に
も
感
じ
る
が
（
注
15
）、
下
層
に
属
す
る
「
牛
飼
童
」
は
「
都
」
に
、
隆
家
は
「
知
ら
ぬ
山
路
」
に
入
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
落
魄
す
る
隆
家
の
姿
を
よ
り
一
層
引
き
立
た
せ
る
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、『
過
去
現
在
因
果
経
』
な
ど
に

み
え
る
「
車
匿
童・

・子
が
、
雪
山
の
麓
ま
で
悉
陀
太
子
を
送
り
て
、
馬
を
引
帰
れ
る
さ
ま
」
に
よ
せ
た
表
現
で
あ
る
と
い
う
指
摘
（
注
16
）
を

ふ
ま
え
れ
ば
、
こ
の
箇
所
は
「
童
」
と
い
う
語
が
重
要
で
あ
っ
て
「
牛
飼
」
と
い
う
略
称
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
牛
飼
童
」「
童
」
と
記

さ
れ
た
場
面
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

最
後
に
『
狭
衣
物
語
』
の
「
牛
飼
童
」「
牛
飼
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
男
主
人
公
、狭
衣
中
将
は
、車
で
移
動
中
、女
車
と
す
れ
違
う
。

明
ら
か
に
身
分
が
上
の
狭
衣
に
道
を
譲
ら
ず
、
強
引
に
走
り
去
ろ
う
し
た
こ
と
、
女
車
な
の
に
僧
が
乗
っ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
不
審

に
思
っ
た
随
身
（
狭
衣
の
従
者
）
は
、
声
を
か
け
牛
車
を
と
め
た
。

た
そ
が
れ
時
の
ほ
ど
に
、
二
条
大
宮
な
ど
わ
た
り
に
会
ひ
た
る
女
車
、
牛
の
引
き
替
へ
し
、
遠
き
ほ
ど
よ
り
か
と
見
ゆ
る
。
側
の
物

見
少
し
開
き
た
る
よ
り
、
円
頭
の
ほ
の
見
ゆ
る
は
、
こ
の
御
車
を
見
る
な
る
べ
し
。
は
や
く
や
り
過
し
つ
れ
ば
、
あ
や
し
、
ひ
が
目

か
と
思
す
に
、
供
な
る
童
の
持
た
る
物
や
し
る
か
ら
ん
、
こ
の
御
供
な
る
随
身
な
ど
見
つ
け
て
、
か
や
か
や
と
追
ひ
留
む
る
に
、
え

逃
げ
で
引
き
留
め
ら
れ
ぬ
。（
中
略
）。
御
車
を
留
め
た
ま
ひ
て
、（
狭
衣
は
）「
か
く
な
せ
そ
」
と
言
は
せ
た
ま
へ
ば
、（
随
身
は
）
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法
師
を
ば
逃
が
し
て
、
牛
飼
童
を
捕
へ
つ
つ
、「（
先
ほ
ど
逃
げ
た
法
師
は
）
何
者
ぞ
」
と
問
へ
ば
、（
牛
飼
童
）「
仁
和
寺
に
某
威
儀

師
と
申
す
人
な
り
。
年
頃
、
懸
想
し
た
ま
へ
る
人
の
、
太
秦
に
日
頃
籠
り
た
ま
へ
る
が
、
出
で
た
ま
ふ
と
て
車
借
り
た
ま
へ
れ
ば
、

喜
び
な
が
ら
奉
り
た
ま
ひ
て
、
姫
君
（
飛
鳥
井
女
君
）
一
人
を
盗
み
て
、
率
て
お
は
す
る
な
り
。
法
師
だ
て
ら
、
か
く
あ
な
が
ち
な

る
わ
ざ
を
し
た
ま
へ
ば
、仏
の
憎
み
た
ま
ひ
て
か
か
る
め
を
見
せ
た
ま
ふ
な
り
。
…
…
」と
て
、い
と
恐
ろ
し
う
悲
し
と
思
ひ
た
る
に
、

い
と
を
か
し
う
て
許
し
て
け
り
。（『
狭
衣
物
語
』
巻
一　

七
六
頁
）

僧
具
と
あ
き
ら
か
に
わ
か
る
も
の
を
持
っ
て
い
た
「
供
な
る
童
」
は
随
身
に
と
め
ら
れ
る
。
従
来
、
こ
の
「
供
な
る
童
」
は
「
牛
飼
童
」

と
同
一
人
物
と
し
て
理
解
し
読
ま
れ
て
い
る
。
荷
物
持
ち
を
し
つ
つ
、
牛
車
の
進
行
に
も
携
わ
る
の
は
な
か
な
か
難
し
そ
う
な
気
も
す

る
し
、
こ
の
童
は
寺
に
仕
え
る
童
子
と
も
と
ら
え
ら
れ
そ
う
だ
が
、『
狭
衣
物
語
』
の
本
文
を
読
む
限
り
で
は
、
や
は
り
同
一
人
物
と

し
て
考
え
る
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
牛
飼
童
」
は
成
人
後
も
「
童
」
姿
で
あ
る
が
、
当
該
箇
所
の
「
牛
飼
童
」
は
「
供
な
る
童
」

と
し
て
ま
ず
登
場
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、「
童
」（
少
年
）
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。
随
身
に
捉
え
ら
れ
た
「
牛

飼
童
」
は
、
法
師
の
出
自
、
逃
げ
た
理
由
等
、
具
体
的
に
理
路
整
然
と
語
っ
た
。
そ
の
様
子
が
「
い
と
を
か
し
」
と
受
け
止
め
ら
れ
て

許
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
口
上
だ
け
で
な
く
、「
童
」、
つ
ま
り
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
も
許
さ
れ
た
理
由
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
牛

飼
童
」
の
発
言
か
ら
、
車
に
は
誘
拐
さ
れ
た
「
姫
君
」
が
乗
っ
て
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
、「
童
」
が
男

君
と
女
君
の
「
恋
」
の
展
開
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
す
で
に
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、狭
衣
と
姫
君
（
飛
鳥
井
女
君
）
と
の
恋
の
契
機
に
、

こ
の
「
牛
飼
童
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

再
度
、
こ
の
牛
飼
童
は
登
場
す
る
。

あ
り
し
牛
飼
、
こ
こ
に
て
物
語
り
け
れ
ば
、（
乳
母
）「
い
と
あ
さ
ま
し
か
り
け
る
こ
と
か
な
。
ま
た
、
誰
と
い
ふ
人
、
さ
る
わ
ざ
し
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た
ま
ひ
つ
ら
ん
。
我
が
君
（
飛
鳥
井
女
君
）、
い
か
に
な
り
た
ま
ひ
ぬ
ら
ん
。
行
き
て
見
よ
」
な
ど
言
ひ
騒
ぎ
け
る
ほ
ど
に
、
か
く

て
お
は
し
た
り
。（
巻
一　

八
六
頁
）

飛
鳥
井
女
君
の
乳
母
に
対
し
て
、「
あ
り
し
牛
飼
」
が
女
君
誘
拐
と
救
出
に
ま
つ
わ
る
こ
と
の
経
緯
を
報
告
し
て
い
る
。
乳
母
は
動
転
し

て
「
牛
飼
」
に
「
行
き
て
見
よ
」
と
「
我
が
君
」
を
探
す
よ
う
に
い
う
。
女
君
の
探
索
を
「
牛
飼
」
に
命
じ
る
し
か
な
い
、
と
い
う
と

こ
ろ
に
生
計
の
苦
し
さ
も
み
て
と
れ
る
。「
牛
飼
」
と
「
童
」
は
付
か
ず
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
あ
え
て
深
読
み
す
れ
ば
、
中
納
言

の
娘
と
は
い
え
、
両
親
と
死
別
し
、
乳
母
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
し
か
な
い
女
君
の
、
狭
衣
と
の
身
分
差
、
階
層
を
表
す
文
脈
の
中
で

用
い
ら
れ
た
言
葉
と
い
え
よ
う
か
。
飛
鳥
井
女
君
の
物
語
が
、『
源
氏
物
語
』
の
夕
顔
や
浮
舟
の
物
語
と
重
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
が
、「
牛
飼
」
と
い
う
語
を
通
し
て
も
、
最
初
に
あ
げ
た
『
源
氏
物
語
』
東
屋
巻
の
薫
と
の
身
分
差
、
浮
舟
の
階
層
と
響

き
合
う
。

　
五
　「
牛
飼
」「
牛
飼
童
」
と
い
う
表
現

　

こ
こ
ま
で
、「
牛
飼
」と「
牛
飼
童
」が
記
さ
れ
る
作
品
を
と
り
あ
げ
、ど
の
よ
う
に
、な
ん
の
た
め
に
描
か
れ
る
の
か
考
察
し
て
き
た
。「
牛

飼
」と
あ
る
場
合
は
、た
い
て
い
の
場
合
、「
卑
賤
」の
者
と
し
て
の
属
性
を
強
調
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。『
枕
草
子
』「
牛

飼
は
」
や
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
前
後
の
文
脈
（
章
段
）
か
ら
み
て
、「
小
舎
人
童
」
↓
「
牛

飼
（
童
）」、「
牛
死
に
た
る
牛
飼
」
↓
「
ち
ご
死
に
た
る
産
屋
」︹
牛
飼
（
童
）
↓
ち
ご
（
乳
児
）︺
と
い
う
連
想
が
あ
ろ
う
こ
と
を
付
け

加
え
て
お
き
た
い
。「
牛
飼
童
」
と
描
か
れ
る
場
合
は
、「
牛
飼
」
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
童
」
と
し
て
の
属
性
も
重
要
視
し
た

用
い
ら
れ
た
方
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
窺
え
た
。
特
に
、「
牛
飼
童
」
を
「
牛
飼
」
と
い
う
略
称
で
は
な
く
「
童
」
と
い
う
略
称
を
も
っ

て
記
し
て
い
る
と
き
に
は
そ
れ
が
顕
著
で
あ
る
。
作
品
を
読
む
場
合
も
「
牛
飼
」
で
も
あ
り
、「
童
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
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な
が
ら
読
む
必
要
が
あ
る
。

　

以
上
、
王
朝
文
学
の
中
で
、「
牛
飼
」「
牛
飼
童
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
の
か
、
ま
た
「
牛
飼
」
と
描
く
か
、「
牛
飼
童
」

と
描
く
か
、
そ
れ
ぞ
れ
使
い
分
け
の
意
識
が
働
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
に
で
き
た
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
諸
本
間
の
異
同
（
注
17
）

や
、
説
話
や
軍
記
物
語
に
つ
い
て
の
目
配
り
ま
で
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
ち
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

※
本
文
引
用
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
室
城
秀
之
『
う
つ
ほ　

全
』（
お
う
ふ
う
）、
そ
れ
以
外
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

注
１　

石
坂
妙
子
「
平
安
時
代
の
交
通
手
段
︱
︱
輿
車
・
馬
・
船
︱
︱
」（
倉
田
実
・
久
保
田
孝
夫
編
『
王
朝
文
学
と
交
通
』　

竹
林
舎
）

注
２　

別
本
系
の
池
田
本
で
は
、「
顔
見
知
る
ま
じ
き
牛
飼
一
人
」
と
あ
る
。

注
３　

  

松
本
麻
衣
子
「
絵
巻
の
牛
飼
童
」（『
大
谷
女
子
大
国
文
』
３
０
号　

二
〇
〇
〇
年
）。
松
本
氏
は
、『
古
事
類
苑
』『
故
實
叢
書
』『
廣
文
庫
』
な

ど
の
百
科
事
典
類
を
参
考
に
、
牛
飼
童
の
特
徴
が
「
①
髪
型
は
垂
髪
元
結　

②
着
物
は
水
干
、
狩
衣
、
如
木　

③
持
ち
物
は
鞭
、
牛
に
繋
が
れ

た
綱
、
轅
を
支
え
る
榻
な
ど　

④
牛
、
ま
た
は
牛
車
の
側
に
い
る　

⑤
牛
飼
童
の
履
物
は
、
草
鞋
、
草
履
」
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、

こ
れ
ま
で
絵
巻
で
牛
飼
童
と
判
断
さ
れ
て
い
る
中
に
は
小
舎
人
童
や
寺
院
の
童
子
が
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
櫻
井
芳
明
『
も
の
と
人
間
の
文

化
史　

牛
車
』（
法
政
大
学
出
版
局　

二
〇
一
二
年
）
は
、
奈
良
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
の
乗
用
具
に
つ
い
て
の
全
体
像
を
把
握
し
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
中
に
牛
飼
童
や
牛
の
扱
い
方
に
つ
い
て
、
従
来
の
研
究
史
を
ま
と
め
る
形
で
解
説
し
て
い
る
。

注
４　

網
野
善
彦
「
童
形
・
鹿
杖
・
門
前　

再
版
『
絵
引
』
に
よ
せ
て
」（『
異
形
の
王
権
』
平
凡
社　

一
九
八
六
年
）

注
５　

   

黒
田
日
出
男
「
変
わ
る
童
子
の
姿
」（『
絵
巻　

子
ど
も
の
登
場
』
河
出
書
房　

一
九
八
九
年
）　

多
田
一
臣
「
童
」（
秋
山
虔
編
『
王
朝
語
辞
典
』

東
京
大
学
出
版
会　

二
〇
〇
〇
年
）。

注
６　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
。「
牧
童
」
を
「
牛
飼
」
と
す
る
。

注
７　

 『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
平
中
物
語
』『
土
佐
日
記
』『
蜻
蛉
日
記
』『
紫
式
部
日
記
』『
和
泉
式
部
日
記
』『
更
級
日
記
』『
堤
中
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納
言
物
語
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』『
夜
の
寝
覚
』
に
記
載
は
な
い
。
た
だ
し
「
牛
飼
ひ
て
」
等
、
動
詞
の
連
用
形
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は

除
い
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
ば
「
御
車
に
た
て
ま
つ
り
て
、（
宮
は
式
部
に
）
よ
ろ
づ
の
事
を
の
た
ま
は
せ
契
る
。
心
え
ぬ
宿
直
の
を
の
こ
ど
も

ぞ
め
ぐ
り
歩
く
。
れ
い
の
右
近
の
尉
、こ
の
童
と
ぞ
近
く
さ
ぶ
ら
ふ
。」（『
和
泉
式
部
日
記
』）
の
「
こ
の
童
」
を
牛
飼
童
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、

日
記
の
冒
頭
か
ら
登
場
し
て
い
る
小
舎
人
童
で
あ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
し
、
用
例
に
数
え
上
げ
て
い
な
い
。
ひ
と
ま
ず
「
牛
飼
」
と
明
示
し

て
い
る
も
の
に
限
っ
た
用
例
数
で
あ
る
。『
日
本
霊
異
記
』
や
『
今
昔
物
語
集
』、『
源
平
盛
衰
記
』
な
ど
に
は
「
牛
飼
」「
牛
飼
童
」
が
散
見
さ
れ

る
が
、
今
回
説
話
集
や
軍
記
物
語
は
対
象
と
し
な
か
っ
た
。

注
８　

 

他
に
、
祭
の
使
巻
に
、「
う
し
か
く
の
預
か
り
」（
二
〇
八
頁
）
は
、「
牛
飼
の
預
か
り
」
の
誤
り
と
い
う
説
も
あ
る
（「
う
し
か
く
」
は
未
詳
）。「
牛

飼
の
預
か
り
」
は
、「
牛
車
の
牛
の
飼
育
を
統
括
し
、牛
飼
童
た
ち
を
た
ば
ね
る
責
任
者
か
」（
新
編
頭
注
）
と
さ
れ
る
が
、他
に
み
な
い
用
例
で
あ
る
。

注
９　
『
落
窪
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
頭
注
。

注
10　
『
大
鏡
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
頭
注
。

注
11　

 

服
部
幸
雄
「
牛
に
乗
る
神
と
牛
飼
舎
人
」（『
日
本
歴
史
』
５
８
４
号　

一
九
九
七
年
）
は
、
人
形
浄
瑠
璃
の
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
に
登
場
す
る

三
つ
子
の
兄
弟
、
梅
王
丸
・
松
王
丸
・
桜
丸
が
菅
丞
相
（
菅
原
道
真
）
の
「
牛
飼
舎
人
」
で
あ
っ
た
と
い
う
発
想
が
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
菅
原
道
真
が
「
他
な
ら
ぬ
「
牛
に
乗
り
給
ふ
神
」
だ
と
す
る
周
知
の
伝
承
」
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
も
そ
も
中
世
、
北
野
社
に
属

し
た
神
人
の
な
か
に
、「
大
座
神
人
」
が
お
り
、
彼
ら
が
「
大
座
の
牛
童
」「
大
座
の
牛
飼
」（『
北
野
事
跡
』）「
大
座
神
人
と
し
て
諸
院
宮
、
大
臣

家
の
牛
童
」（
弘
安
本
『
北
野
天
神
縁
起
』）
と
記
さ
れ
て
お
り
、
彼
ら
が
こ
の
三
兄
弟
の
原
型
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
実
頼
の
童
名
と
関
係
す
る

と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
牛
が
聖
物
と
さ
れ
た
こ
と
、
牛
飼
が
神
に
仕
え
る
者
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
記
憶
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

注
12　

能
因
本
系
は
「
髪
あ
か
し
ら
が
に
て
」
と
あ
り
、
そ
の
場
合
は
赤
毛
を
い
う
か
。

注
13　

 「
か
ど
か
ど
し
げ
な
る
」
に
は
、
①
ご
つ
ご
つ
し
て
い
る
②
気
が
き
く
の
二
解
が
あ
り
、「
牛
飼
童
」
の
外
見
を
い
う
か
、
内
面
を
い
う
か
、
読
み

手
の
解
釈
に
よ
っ
て
か
わ
っ
て
く
る
が
、
前
章
段
の
「
小
舎
人
童
」
に
関
し
て
も
、「
ら
う
う
じ
き
」（
利
発
な
感
じ
だ
）
と
い
う
内
面
を
賞
賛
す
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る
言
葉
で
終
わ
っ
て
お
り
、こ
こ
も
内
面
を
表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
田
中
重
太
郎
『
枕
草
子
全
評
釈
』（
角
川
書
店　

一
九
七
三
年
）
に
は
「
ホ

ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
な
い
人
も
「
か
ど
か
ど
し
げ
な
る
」
こ
と
は
必
要
で
あ
る
」
と
記
す
。

注
14　

金
子
元
臣
『
枕
草
子
評
釈
』（
明
治
書
院　

大
正
十
年
）

注
15　

 『
源
平
盛
衰
記
』
に
は
都
入
り
し
た
義
仲
が
牛
車
に
乗
っ
た
際
、か
つ
て
平
宗
盛
に
仕
え
て
い
た
牛
飼
童
が
敵
討
ち
（
と
い
っ
て
も
義
仲
か
ら
か
い
、

し
っ
ぺ
返
し
）
を
す
る
記
事
が
あ
り
、
牛
飼
童
と
主
人
の
関
係
が
決
し
て
浅
く
は
な
か
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。

注
16　

和
田
英
松
・
佐
藤
球
『
栄
華
物
語
詳
解
』
二
巻　
（
明
治
書
院　

明
治
四
十
年
）

注
17　

 『
枕
草
子
』
三
巻
本
に
一
本
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
能
因
本
に
収
載
さ
れ
る
「
女
房
の
ま
ゐ
り
ま
か
で
に
は
」
の
段
に
も
、「
牛
飼
童
」「
牛
飼
」
の

両
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
異
同
の
多
い
箇
所
で
も
あ
り
、
今
回
は
検
討
し
き
れ
な
か
っ
た
。（
参
考
）「
女
房
の
ま
ゐ
り
ま
か
で
に
は
、
人
の

車
を
借
る
を
り
も
あ
る
に
、
い
と
心
よ
う
言
ひ
て
貸
し
た
る
に
、
牛
飼
童
、
例
の
し
も
し
よ
り
も
強
く
言
ひ
て
い
た
う
走
り
打
つ
も
、
あ
な
う
た

て
と
お
ぼ
ゆ
る
に
、
を
の
こ
ど
も
の
、
も
の
む
つ
か
し
げ
な
る
け
し
き
に
て
、「
疾
う
や
れ
。
夜
ふ
け
ぬ
さ
き
に
」
な
ど
言
ふ
こ
そ
、
主
の
心
お

し
は
か
ら
れ
て
、
ま
た
言
ひ
触
れ
む
と
も
お
ぼ
え
ね
。
業
遠
の
朝
臣
の
車
の
み
や
、
夜
中
暁
分
か
ず
、
人
の
乗
る
に
、
い
さ
さ
か
さ
る
事
な
か

り
け
れ
。
よ
う
こ
そ
教
へ
な
ら
は
し
け
れ
。
そ
れ
に
道
に
会
ひ
た
る
け
る
女
車
の
、
深
き
所
に
落
し
入
れ
て
、
え
引
き
上
げ
で
、
牛
飼
の
腹
立

ち
け
れ
ば
、
従
者
し
て
打
た
せ
さ
へ
し
け
れ
ば
、
ま
し
て
、
い
ま
し
め
お
き
た
る
こ
そ
。」（『
枕
草
子
』
一
本
「
女
房
の
ま
ゐ
り
ま
か
で
に
は
」

四
六
六
～
四
六
七
頁
）。
ま
た
、『
狭
衣
物
語
』
や
『
栄
花
物
語
』
の
「
牛
飼
童
」
の
箇
所
に
関
し
て
も
「
牛
飼
」
の
異
本
も
あ
る
。


