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先
秦
貨
幣
に
初
め
て
接
す
る
者
に
と

っ
て
も
極
め

て
便
利
な
警
で
あ
る
。
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美
し
い
本
で
あ
る
。
そ
れ
は
纏
足
の
靴
(
ロ

l

タ
ス

・
シ
ュ

ー
ズ
)
そ
の
も
の
の
美
し
さ
だ
が
、

同
時
に
、
そ
こ
に
女
性
の
美
へ
の
追
求
を
譲
み
と

ろ
う
と
し
た
著
者
の
愛
見
し
た
美
し
さ
で
も
あ
る
。

数
十
黙
に
及
ぶ
色
彩
豊
か
な
園
版
の
頁
を
繰
り
な

が
ら
、
私
に
と
っ
て
、
今
ま
で
歴
史
は
、
漢
文
文

献
と
同
様
モ
ノ
ク
ロ
の
世
界
だ
っ
た
、
少
な
く
と

も
自
策
的
に
カ
ラ
ー
の
存
在
を
考
え
て
み
た
こ
と

が
な
か
っ
た
、
と
あ
ら
た
め
て
思
っ
た
。

著
者
ド
ロ
シ
l
・
コ
ウ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
コ

ロ

ン
ビ
ア
大
皐
バ

ー
ナ
ー
ド
カ
レ
ッ
ジ
の
数
授
で
、

先
年
、
カ
ナ
ダ
の
バ
タ
・
靴
博
物
館
主
催
の
「
歩

歩

蓮

華

を

生
ず

|
|
清
末
中
聞
に
お
け
る
女
性

の
生
活
と
靴
」
と
い
う
展
覧
舎
の
企
書
一に
参
重
し
、

同
博
物
館
と
の
連
携
の
も
と
に
本
書
の
刊
行
に
至

っ
た
。
し
た
が

っ
て
本
書
に
は
、
こ
の
時
の
展
示

品
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
外
に
も
、

海
外
の
華
僑
の
な
か
に
保
存
さ
れ
た
纏
足
の
習
慣

や
関
係
資
料
に
振
っ
て
い
る
黙
が
特
徴
的
だ
。
こ

れ
ら
資
料
の
牧
集
時
期
か
ら
考
え
れ
ば
、

と
り
わ

け
ア
1

ト
と
し
て
の
償
値
を
も
っ
靴
が
重
動
的
に

牧
集
さ
れ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。

纏
足
に
つ
い
て
は
、
近
年
い
く
つ
か
の
専
著
や

論
文
が
出
て
い
る
。
私
自
身
も
過
去
に
女
性
史
を

書
く
な
か
で
何
度
か
紛
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
私

が
イ
メ
ー
ジ
し
て
き
た
の
は
、
ゆ
が
め
ら
れ
た
女

性
の
身
健
の
苦
痛
で
あ
り
‘
男
性
に
よ
る
抑
摩
の

象
徴
と
し
て
の
纏
足
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
を
覆
う

小
さ
な
刺
繍
の
靴
は
、
見
、
か
つ
語
る
だ
に
値
し

な
い
薄
汚
れ
た
ぼ
ろ
布
に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
こ
の

よ
う
な
纏
足
に

つ
い
て
の
既
成
観
念
は
、
た
ん
に

同
学
界
ば
か
り
で
な
く
、
康
く

一
般
の
人
身
の
な
か

に
も
牢
固
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
、

遅
れ
た
中
園
、
非
文
明
の
中
園
の
象
徴
で
あ
っ

て、

不
纏
足
運
動
こ
そ
が
女
性
史
に
お
け
る
近
代
の
開

幕
を
告
げ
る
も
の
に
外
な
ら
な
か

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
見
方
に
釘
し
て
、
著
者
は
こ
れ
ま

で

も

深

い

疑

念

を

呈

し

て

来

た
。

著

書

E
叫

J
S
S
2・h

ミ
h
t
ha号、

(UE
ヨ
守町、
h
w

句
。
2
2

2
え
の
又
主
主

詰

伊
豆
S
R
S
Sーの
室
内ロ
ミ
門
川』F3
Q
w
w

(
ω
Zロ
『D
H牛

C
ロ
』〈

MUZ
曲
目
昌
宏
ー)、

「
中
園
の
衣

服
と
慢
の
イ
メ
ー
ジ

l
一
六
世
紀
か
ら

一
九
世
紀

に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
放
行
記
か
ら
」

(「
論

集
中
図
女
性
史
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
九
)
な

ど
で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
上
述
の
よ
う
な
纏

足
の
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
中
国
の
近

代
に
な

っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
外
園
人
が
墜
倒

的
な
優
位
に
立

っ
て
い
た
。
彼
ら
は

「自
ら
の
近

代
を
完
成
す
る
た
め
に
他
者
と
し
て
の
中
園
」
を

必
要
と
し
た
の
で
あ

っ
て
、
纏
足
は

「
中
園
文
化

の
恥
部
」
と
す
る
近
代
の
債
値
観
が
形
成
さ
れ
た

の
は
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い

て
だ

っ
た
。
本
書

は
、
そ
の
既
成
観
念
を
取
り
梯
っ
て
、
嘗
時
の
女

性
自
身
の
詩
文
を
譲
み
込
み
、
彼
女
た
ち
の
回
線

に
立
ち
な
が
ら
、
纏
足
の
意
味
を
根
底
的
に
問
い

直
そ
う
と
す
る
、
大
腸
か
つ
野
心
的
な
書
物
で
あ

る
。
以
下
、
各
章
ご
と
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
て

い
こ
、
っ
。
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第
一

章
は
纏
足
の

「
起
源
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

一崎
建
・
江
西
・
漸
江
の
南
宋
時
代

の
墓
か
ら
出
土
し
た
靴
に
注
目
す
る
。
こ
の
う
ち
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一
帽
建
と
漸
江
の
二
つ
の
墓
か
ら
愛
掘
さ
れ
た
靴
は

た
し
か
に
小
さ
か
っ
た
(
江
西
は
普
通
よ
り
や
や

小
さ
い
程
度
)
。
こ
れ
ら
は
南
宋
時
代
に
す
で
に

小
さ
な
足
が
上
暦
官
僚
の
家
庭
に
行
わ
れ
て
い
た
、

と
い
う
動
か
ぬ
読
擦
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
物
的
誼

擦
を
前
に
し
て
著
者
の
想
像
力
は
大
き
く
贋
が
る
。

そ
の
背
景
に
は
小
さ
な
足
|
|
靴
へ
の
憧
れ
が
庚

く
存
在
し
た
は
ず
だ
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、

『酉
陽
雑
温
』

に
出
る
葉
限
と
い
う
少
女
の
物
語
で
あ
る
。
こ
れ

が
、
嘗
時
世
界
に
流
布
し
た
シ
ン
デ
レ
ラ
物
語
の

中
図
版
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
指
摘
さ
れ
る
所
だ
が
、

こ
こ
に
は
、
失
っ
た
靴
が
普
通
よ
り

一
イ
ン
チ
小

さ
く
て
、
彼
女
以
外
の
誰
も
履
く
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
、
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
。
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
。
著
者
は
、
少
女
が
、
何
で
も
望

み
を
叶
え
て
く
れ
る
鯉
を
飼
っ
て
い
た
こ
と
に
注

目
す
る
。
大
き
く
な
る
鯉
は
、
大
き
く
な
る
足
へ

の
恐
れ
を
暗
示
す
る
。
こ
の
物
語
は
中
園
南
部
に

流
布
し
て
い
た
が
、
こ
の
時
期
、
今
日
、
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
で
い
う
所
の
「
シ
ン
デ
レ
ラ

・
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
」

H
他
者
依
存
の
願
望
が
成
立
し
つ
つ
あ

っ
た
と
推
測
す
る
。

或
い
は
ま
た
女
性
の
足
が
ど
の
よ
う
に
人
び
と

の
限
を
惹
い
た
か
、
と
い
う
黙
で
、
曹
植
の
「
洛

一
柳
賦
」
、
韓
僅
の

「
靴

へ
の
賛
歌
」

(
履
子
)
、
温

庭
鋳
の
「
錦
の
靴
の
ラ
プ
ソ
デ
ィ
」

(錦
鮭
賦
)

な
ど
を
引
用
す
る
。
こ
れ
ら
は
直
接
に
纏
足
の
謹

擦
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
は
あ
き
ら

か
に
女
性
の
身
罷
の
動
き
、
と
く
に
足
も
と
へ
の

注
目
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
足
の
白
い
肌
を
連
想

す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
。
そ
こ
に
足
に
ま
つ
わ

る
一
種
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
が
存
在
し
た
こ
と
は
た

し
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
債
値
観
が
、

纏
足
と
い
う
祉
曾
的
慣
習
を
生
み
出
す
背
景
に
あ

っ
た
。さ

ら
に
纏
足
に
は
、
中
央
ア
ジ
ア
や
イ
ン
ド
か

ら
中
園
に
流
入
し
た
ダ
ン
ス
文
化
が
深
く
閥
輿
し

て
い
る
。
一
つ
は
プ
l
ツ
を
履
い
た
ダ
ン
サ
ー
が

テ
ン
ポ
の
早
い
音
楽
に
合
わ
せ
て
ス
テ

ッ
プ
を
踏

む
ミ
リ
タ
リ
ー

・
ダ
ン
ス
。
こ
の
ダ
ン
ス
の
系
統

は
、
中
園
で
は
疲
れ
て
し
ま

っ
た
が
、
性
的
或
い

は
女
性
的
な
感
覚
を
持
ち
込
ん
だ
。
も
う

一
つ
は

イ
ン
ド
の
影
響
を
、
つ
け
て
蓮
の
花
咲
く
池
を
恩
わ

せ
る
ス
ロ
l
・
テ
ン
ポ
の
ダ
ン
ス
。
彼
女
た
ち
が

履
く
の
は

つ
ま
先
が
上
を
向
い
て
雲
の
よ
う
に
な

っ
た
ダ
ン
ス
靴
で
あ
っ
て
、
す
り
足
で
ゆ
る
ゆ
る

と
歩
く
。
後
者
の
系
統
の
ダ
ン
ス
を
代
表
す
る
の

が
楊
貴
妃
の
寛
裳
羽
衣
の
舞
で
あ
っ
た
。

彼
女
は

纏
足
を
し
て
い
な
か

っ
た
が
、
ふ
く
よ
か
な
楊
貴

妃
の
身
健
美
と
デ
リ
ケ
ー
ト
な
足
の
動
き
は
、
死

後
、
女
性
た
ち
の
憧
れ
に
な
っ
た
。

纏
足
の
創
始
者
の
よ
う
に
侍
え
ら
れ
る
宵
娘
が

登
場
し
た
の
は
こ
う
し
た
ダ
ン
ス
文
化
の
流
行
す

る
な
か
で
あ

っ
た
。
官
娘
は
賓
在
の
人
物
で
は
な

か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
首
時
、
南
唐
の
{
呂
廷

に
い
た
多
く
の
ダ
ン
シ
ン
グ

・
ガ
ー
ル
を
代
表
す

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
彼
女
は

大
き
な
蓮
の
舞
蓋
で
足
を
新
月
朕
に
縛
っ
て
踊
り
、

そ
の
優
美
な
姿
が
愛
で
ら
れ
た
。

つ
ま
り
著
者
に
よ
れ
ば
、
纏
足
の
習
慣
は
、
何

世
紀
も
の
歳
月
を
か
け
て
育
ま
れ
た
も
の
で
、
ダ

ン
サ
ー
た
ち
の
履
い
た
靴
と
深
い
開
係
を
も
っ
て

い
た
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は、

モ
ノ
と
し
て
の
纏

足
の
靴
に
局
限
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
文
化
的

な
背
景
、
と
り
わ
け
人
々
の
身
韓
親
な
ど
の
考
察

を
遇
じ
て
纏
足
成
立
の
長
い
過
程
を
解
き
明
か
そ

う
と
し
て
い
る
。

第
二
章
は
「
縛
っ
て
い
た
布
」
で
、
纏
足
の
儀
式

と
技
術
に
つ
い
て
述
べ
る
。

で
は
な
ぜ
纏
足
が
家
庭
に
ま
で
入

っ
て

い
っ
た

の
か
。
こ
の
章
で
は
纏
足
の
具
程
的
な
考
察
に
先

だ
っ
て
、
纏
足
の
女
性
た
ち
が
暮
ら
し
た
家
に
つ

い
て
の
絞
述
が
な
さ
れ
る
。
本
書
に
は
、
全
憶
の
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絞
述
と
は
別
に
、
ペ

l
ジ
見
開
き
の
コ
ラ
ム
で

「
儒
数
の
家
族
観
」
「
家
族
の
居
住
空
間
」
な
と

闘
版
入
り
の
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
が
ま
た
な
か
な

か
興
味
深
い
。
省
時
、
文
人
の
家
庭
で
は
、
女
性

た
ち
は
家
で
父
親
か
ら
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育

を
受
け
、
才
能
を
設
展
さ
せ
た
。
結
婚
に
際
し
て

は
、
纏
足
が
保
件
と
な

っ
た
が
、
そ
れ
は
纏
足
が

セ
ク
シ
ユ
ア
リ
テ
ィ
の
象
徴
だ
っ
た
か
ら
で
は
な

く
、
謙
譲
と
道
徳
性
の
象
徴
と
さ
れ
た
か
ら
だ
。

家
が
豊
か
で
あ
れ
ば
、
女
性
は
結
婚
に
際
し
て
資

石
な
と
相
感
の
財
産
を
得
、
や
が
て
は
婚
家
の
主

婦
と
な

っ
て
、
家
計
の
象
徴
と
し
て
の
鍵
を
握
る
。

家
族
制
度
は
儒
数
で
重
要
な
債
値
を
も
つ
も
の
だ

が
、
彼
女
た
ち
は
そ
の
世
界
を
よ
り
よ
き
も
の
に

す
る
た
め
に
専
念
し
た
。

纏
足
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
儀
式
が
あ
る
。
そ
れ
は

女
性
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
女
性
の
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
へ
の
参
加
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
男
性

か
ら
は
見
え
な
い
世
界
だ
っ
た
。
準
備
は
周
到
に

行
わ
れ
、
蓮
の
う
て
な
に
座
る
観
音
へ
の
祈
り
が

篠
げ
ら
れ
る
。
母
親
た
ち
は
、
こ
れ
に
娘
の
清
純

と
纏
足
の
成
功
を
祈
っ
た
。

娘
た
ち
は
母
親
か
ら
最
初
の
纏
足
靴
を
贈
ら
れ

る
と
と
も
に
、
よ
き
女
性
と
な
る
た
め
の
必
要
な

技
術
、
裁
縫
や
靴
つ
く
り
な
ど
を
身
に
つ
け
る
。

靴
は
ま
た
貧
家
や
友
人
た
ち
へ
の
贈
り
物
に
も
用

い
ら
れ
、
詩
な
ど
を
縫
い
込
ん
で
、
手
紙
に
代
わ

る
意
思
の
刷
用
蓬
手
段
と
も
な
っ
た
。

女
性
に
と
っ
て
最
後
の
靴
っ
く
り
は
、
自
分
が

死
ん
だ
と
き
に
履
く
死
に
装
束
の
た
め
の
靴
で
あ

る
。
木
綿
の
黄
色
や
紺
な
ど
の
、
色
を
抑
え
た
死

者
の
靴
は
、
私
の
は
じ
め
て
目
に
す
る
も
の
だ
っ

た
。

第
三
章
は
、
靴
つ
く
り
を
中
心
に
「
女
性
の
拙
労

働
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。

古
来
、
女
性
と
シ
ル
ク
文
化
と
は
相
互
に
深
い

閥
係
を
も
っ
て
い
た
。
器
用
な
指
先
と
洗
練
さ
れ

た
技
術
は
、
上
品
な
女
性
の
仕
事
と
な
り
、
圏
内

だ
け
で
な
く
海
外
に
も
輸
出
さ
れ
て
、

高

い
債
値

を
生
ん
だ
。
女
性
は
手
と
身
慢
を
使
っ
て
家
族
と

世
界
の
た
め
に
大
い
な
る
債
値
を
創
造
し
た
の
だ
。

彼
女
た
ち
は
乳
児
を
育
て
る
よ
う
に
細
心
の
注
意

を
沸
っ
て
認
の
さ
な
ぎ
を
育
て
た
の
で
あ
っ
て
、

シ
ル
ク
文
化
と
母
性
の
開
に
は
類
似
が
あ
る
。

一
方
、
木
綿
は
農
民
の
家
で
紡
が
れ
る
簡
車
な

織
物
だ
っ
た
。
と
く
に
清
朝
に
な

っ
て
以
後
、
木

綿
普
及
の
政
策
が
と
ら
れ
、
貧
し
い
農
民
の
娘
た

ち
も
お
金
を
稼
ぐ
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
。
そ
の

結
果
、
畑
仕
事
は
男
兄
弟
に
譲
ら
れ
、
彼
女
た
ち

も
纏
足
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
、
と
い
う
。
纏
足

の
起
源
の
確
か
な
誼
擦
を
一
一
一
一世
紀
に
見
る
著
者

も
、
纏
足
が
下
暦
階
級
に
讃
大
す
る
の
は
む
し
ろ

近
代
の
前
夜
だ
、
と
考
え
る
黙
が
新
し
い
。
纏
足

は
、
女
性
の
ス
テ
ー
タ
ス
、
寧
巌
、
女
性
性
の
象

徴
だ
っ
た
が
、
履
き
手
の
ス
テ
ー
タ
ス
は

一
九
世

紀
に
な

っ
て
劇
的
に
愛
わ
っ
た
。

つ
い
で
靴
つ
く
り
の
プ
ロ
セ
ス
が
提
示
さ
れ、

女
性
の
詩
や
靴
つ
く
り
の
テ
キ
ス
ト
な
ど
も
紹
介

さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
す
べ
て
割
愛
す
る
。
纏
足

と
と
も
に
足
を
飾
る
レ
ギ
ン
ス
、
ア
ン
ク
レ
ッ
ト、

脚
緋
の
よ
う
な
巻
き
布
に
つ
い
て
も
詳
し
い
。

第
四
章
は
「
靴
は
語
る
」
で
あ
っ
て
、
靴
と
足
の

関
係
、
靴
の
地
方
色
に
つ
い
て
述
べ
る
。

こ
の
章
で
は
、
靴
を
通
じ
て
、
女
た
ち
の
身
慢
、

夢
、
希
望
を
探
り
、
女
た
ち
も
そ
の

一
翼
を
捻
っ

た
は
ず
の
地
方
文
化
に
つ
い
て
語
ら
せ
よ
う
と
す

る
。興

味
深
い
の
は
、
纏
足
に
よ

っ
て
足
が
ど
の
よ

う
に
繁
形
し
た
か
、
小
さ
い
足
と
い
う
の
に
は
賓

は
ト
リ
ァ
ク
が
あ
っ
て
眼
の
錯
鐙
が
利
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
、
ハ
ワ
l
ド

・
レ
ヴ
ィ

の
研
究
に
よ

り
な
が
ら
詳
細
に
検
設
し
て
い
る
結
で
あ
る
。
靴

は
魔
術
師
で
あ
っ
て
、
錯
覚
に
よ

っ
て
我
身
は
賓



際
以
上
に
足
が
小
さ
い
、
と
思
い
こ
ん
で
い
る
。

纏
足
の
足
は
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
程
、
骨
を

破
壊
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
北
方
型
の
靴
で

も
南
方
型
の
靴
で
も
、
足
の
容
積
を
ど
の
よ
う
に

し
て
小
さ
く
見
せ
る
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
凝

ら
し
て
あ
る
。
し
か
も
、
飾
り
立
て
た
つ
ま
先
と

足
首
の
前
に
視
線
が
集
ま

っ
て
後
部
は
見
え
に
く

い。

女
性
た
ち
は
靴
を
錯
覚
の
遁
具
と
し
て
利
用

し
た
の
だ
。
「
纏
足
は
自
然
で
は
な
く
文
化
、
或

い
は
靴
は
文
化
的
工
委
品
と
し
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
纏
足
の
魅
力
で
あ
り
意
義
で
あ
る
。
靴
の
ス
ペ

ク
タ
ク
ル
と
隠
れ
た
足
の
聞
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

関
係
」
が
好
奇
の
眼
を
惹
き
つ
け
る
こ
と
に
成
功

し
た
、
と
い
う
。

さ
ら
に
、
靴
の
上
に
お
か
れ
た
刺
繍
の
数
々
は
、

民
族
義
術
、
社
舎
習
俗
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
世

界
に
つ
い
て
物
語
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
モ
チ
ー
フ
が
、

こ
れ
を
履
く
人
の
多
産
、
長
害
時
、
幸
福
、

宮田、

成

功
を
願
う
。
そ
れ
は
贈
る
側
の
願
望
を
も
示
す
。

草
純
な
も
の
も
あ
れ
ば
、
シ
ン
ボ
ル
を
通
じ
て
物

語
の
全
健
を
示
唆
す
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ら
は

地
方
の
萎
術
的
停
統
と
地
方
文
化
を
考
え
る
上
で

不
可
欽
の

一
構
成
部
分
で
あ
っ
た
。
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第
五
章
「
新
し
い
世
界
」
は
近
代
に
入
つ
て
の
纏

足
靴
に
つ
い
て
遮
べ
る
。

一
九
世
紀
後
半
、

西
洋
人
に
よ

っ
て
裸
の
足
が

カ
メ
ラ
の
レ
ン
ズ
を
過
し
て
鶏
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
秘
匿
の
紳
秘
性
は
な
く
な
り
、
女
性
が
育

ん
で
き
た
知
識

・
州
労
働

・
儀
式

・
技
術
の
意
味
も

失
わ
れ
た
。
間
制
民
法
運
動
の
な
か
で
、

纏
足
反
釘
は

聾
吉
岡
く
叫
ば
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
女
性
の
行

動
や
償
値
観
を
繁
え
る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
民

園
に
な

っ
て
も
纏
足
は
績
き
、
内
陸
部
の

一
部
で

は
革
命
後
の
五

0
年
代
ま
で
残
っ
た
。
な
ぜ
女
性

た
ち
は
す
ぐ
に
纏
足
を
ほ
ど
こ
う
と
し
な
か
っ
た

の
か
。
「
多
く
の
場
合
、
女
性
た
ち
は
岡
家
が
そ

の
私
的
生
活
に
侵
入
す
る
こ
と
、
或
い
は
外
部
の

も
の
が
自
ら
の
身
健
の
あ
り
よ
う
に
指
示
を
輿
え

る
こ
と
」
に
抗
議
し
た
と
い
う
。
こ
れ
を
女
性
の

身
健
の
自
主
権
へ
の
侵
入
と
し
て
と
ら
え
る
鵡
黙

は
や
は
り
今
日
の
女
性
的
晶
子
に
よ
る
解
稼
で
あ
ろ
う
。

纏
足
の
廃
止
が
時
代
の
流
れ
に
な
っ
た
と
き
も、

彼
女
た
ち
は
新
し
い
朕
況
に
柔
軟
に
適
時
応
し
、
畑

や
工
場
で
働
い
た
。
運
動
や
政
策
に
よ

っ
て
彼
女

た
ち
が

一
斉
に
解
放
さ
れ
た
の
で
は
な
く
‘

女
性

た
ち
が
自
分
た
ち
の
や
り
方
で
時
代
に
遁
摩
し
て

い
っ
た
と
い
う
著
者
の
立
場
が
鮮
明
だ
。

タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、
著
者
は
足
か
ら
少

し
ば
か
り
視
黙
を
ず
ら
し
て
、
ロ

l
タ
ス
・
シ

ュ
ー
ズ
を
通
じ
て
纏
足
に
迫

っ
た
。
さ
ら
に
女
性

の
身
憶
で
そ
れ
に
向
け
ら
れ
る
人
々
の
ま
な
ざ

し
、
家
と
い
う
空
間
の
な
か
で
の
女
性
へ
、
と
幌

黙
を
庚
げ
た
。
そ
し
て
僅
か
に
残
っ
た
靴
の
数
々

を
考
察
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
工
婆
と
し
て
の
刺

繍
技
術
の
高
さ
と
そ
れ
に
箆
め
ら
れ
た
女
性
の
於

持
を
讃
み
と
っ
た
。
そ
こ
か
ら
纏
足
の
異
な
っ
た

側
面
が
見
え
た
ば
か
り
で
な
く
、
女
性
の
精
神
と

文
化
、
民
間
文
化
、
地
方
文
化

へ
と
濁
自
の
展
望

を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
だ
仮
説
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
今
後
の
論
誼
が
必
要

に
な

っ
て
こ
よ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
著
者
は
、

纏
足
研
究
の
方
法
と
全
健
的
な
構
想
を
提
示
し
、

纏
足
の
今
ま
で
見
え
な
か

っ
た
側
面
を
あ
ざ
や
か

に
切
り
取
っ
て
み
せ
た
。
そ
れ
は
私
と
は
異
な
っ

た
許
債
の
し
か
た
だ
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
歴
史
の
な
か
に
女
性
の
主
穏
と
文
化
を
見

ょ
う
と
す
る
熱
情
に
鰐
れ
、
著
者
の
描
く
豊
か
な

想
像
力
の
世
界
へ

と
誘
な
わ
れ
た
。
一

般
讃
者
を

釘
象
に
書
か
れ
た
書
物
だ
が
、
研
究
者
に
も
多
く

の
示
唆
を
奥
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
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