
紹

介

第
二
十
ふ
ハ
巻
・
餓
埋
二
型
　
　
　
総
六
賎

　
忠
言
瓢
予
臨
へ
野
鼠
の
建
歳
を
蓮
へ
、
そ
れ
を
詑
念
す
．
ベ
キ
、
斎
樋
の
計
糠
慨
の

あ
っ
た
中
で
、
そ
の
鍵
頭
脚
月
、
大
販
術
立
岡
警
館
で
は
閣
史
醜
婦
嘗
の
善

本
を
蒐
集
展
調
…
さ
れ
た
、
到
っ
て
地
膿
な
催
で
あ
る
か
ら
、
一
部
學
界
を
除

い
て
は
あ
ま
り
銀
髪
の
注
硯
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
我
が
災
學
界
の
た
め

に
は
、
既
上
も
な
距
。
㌧
結
構
な
凝
識
で
あ
っ
て
、
吾
人
数
“
に
亙
り
て
響
町
に

轟
か
け
、
こ
れ
ら
善
木
に
接
し
て
、
書
籍
の
み
の
持
ち
得
る
特
瑚
の
壕
に
親

ん
だ
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
そ
ζ
か
1
5
汲
み
出
さ
れ
た
田
本
の
昧
を
、
酪
…
み

し
め
鑑
み
し
め
て
し
た
も
の
で
あ
っ
た
し
今
や
そ
の
中
の
代
表
的
な
も
の
入

市
之
鮎
が
、
殆
ん
ど
原
寸
大
の
高
級
破
絶
版
と
し
て
印
影
出
版
さ
れ
た
事

は
、
實
に
恰
妊
の
記
念
事
業
で
な
く
て
何
で
あ
ら
う
か
。

　
牧
む
る
駈
、
伊
勢
穴
醗
宮
儀
式
一
戦
以
下
㌍
右
干
の
碑
砥
書
の
外
．
に
、
記
紀
以

下
の
六
趣
史
や
大
鏡
榮
花
物
語
三
二
記
の
如
き
通
史
に
脇
す
る
も
の
、
延
喜

式
北
山
抄
等
の
法
制
書
に
附
す
る
に
諾
家
の
貝
記
類
や
系
講
地
誌
の
類
に
ま

で
及
び
、
歴
．
朝
亡
弟
の
鮮
烈
を
盧
慕
し
國
膿
の
淵
源
を
総
揚
し
つ
・
聖
代
に

生
を
享
く
る
感
激
を
新
に
す
る
も
の
し
み
で
あ
る
。

　
襲
糠
ま
た
高
貴
、
緬
き
っ
∴
図
史
の
成
跡
を
岡
難
し
、
鰻
由
　
石
室
の
珍
臓

に
接
す
る
事
が
鵡
來
て
、
實
に
偉
観
で
あ
る
。
　
（
京
都
小
林
露
量
製
版
所
爽

行
宛
償
戴
捻
五
圓
、
　
二
百
部
限
定
蔵
版
）
〔
中
村
直
勝
〕

京
都
古
習
志

興
上
頼
奪
却

　
襲
俗
解
は
新
し
い
瞬
撃
と
し
て
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
麹
田
國
男
先
生
．
の

雷
葉
は
潔
い
奮
蓄
を
も
ち
、
わ
れ
く
に
種
々
の
示
駿
を
輿
へ
る
竜
の
で
あ

る
。
こ
の
…
欝
葉
の
意
瞭
つ
げ
勘
今
こ
」
で
鍛
上
げ
る
の
は
逃
當
で
は
な
い

が
、
惣
へ
ば
現
俗
議
的
自
賛
、
恥
聞
坐
．
活
の
諾
瑞
象
へ
の
淀
意
の
高
ま
っ
た
，

の
は
、
端
的
に
…
冨
っ
て
所
謂
國
糧
の
勃
興
と
額
…
前
後
し
て
綴
り
、
實
に
先
づ

國
學
者
流
の
誓
に
育
て
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
次
第
に
威
畏
し
て
今
肖
櫛
繁
榮

を
築
く
に
至
っ
た
の
で
あ
る
．
ワ
民
俗
離
め
史
醗
丁
史
酌
反
省
は
こ
れ
ら
の
蹴
藩
日

の
存
霧
ギ
」
喚
き
・
な
廼
値
を
も
っ
て
見
趨
す
で
あ
ら
う
＾
い
こ
の
こ
と
は
併
し
な

が
ら
偶
然
で
は
な
か
っ
た
、
、
國
攣
と
言
ふ
藷
に
よ
2
・
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ

は
や
が
て
民
俗
障
め
癩
っ
て
立
、
つ
べ
き
地
盤
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
窟
都
古
説
志
の
著
渚
が
明
治
の
偉
大
な
國
雛
奢
の
家
に
生
れ
、
そ
の
薫
陶

を
受
け
た
こ
と
も
、
從
っ
て
又
極
め
て
自
然
な
成
待
で
あ
る
と
…
習
は
た
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
の
み
な
ら
ず
薄
書
は
稀
に
見
る
罵
れ
た
民
俗
探
集
家
と
し
て
問

畢
の
閥
に
常
に
推
服
さ
れ
て
み
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
宵
英
の
激
務
の
鯵
、
寸

暇
を
利
し
て
山
城
一
圓
は
お
ろ
か
そ
の
周
開
の
電
話
村
翁
を
繋
る
隅
た
く
蹟

照
し
、
多
年
蒐
集
の
資
料
は
公
に
さ
れ
る
霞
を
娼
く
か
ら
期
待
さ
れ
て
る
た

も
の
で
あ
っ
た
．
ワ
さ
う
し
て
そ
の
要
鎧
に
…
封
へ
た
の
が
先
に
窟
都
災
俗
誌
で

あ
り
、
今
叉
第
二
直
作
と
し
て
木
糎
を
編
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
淘
に
岡
慶
の

至
り
に
堪
へ
な
い
。

　
本
書
の
内
容
は
二
瀬
を
な
し
て
み
て
、
一
は
三
戸
祭
縄
の
嚢
子
紐
革
で
あ

る
宮
座
．
に
就
い
て
、
織
ほ
伺
じ
く
信
仰
馳
縁
集
嗣
な
る
講
に
閣
…
す
る
費
料
隼
｝

で
あ
る
。
殴
老
の
簿
斌
を
患
實
に
記
録
し
、
土
埴
の
言
葉
を
重
ん
じ
、
撫
ふ

る
に
手
つ
か
ら
撮
し
た
画
一
四
十
竃
葉
を
挿
ん
で
作
ら
れ
た
菊
版
四
百
…
員

は
、
編
み
難
い
ぽ
か
り
に
ぎ
っ
し
り
と
紐
ま
れ
て
ほ
る
る
が
、
麹
前
野
に
ほ
快

い
苦
寒
燭
を
蹴
ハ
へ
る
で
あ
ら
う
。
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常
々
感
じ
て
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
嘗
に
よ
っ
て
更
に
教
へ
ら
れ
た

一
二
を
墾
げ
．
れ
ば
、
隠
男
民
俗
學
に
關
す
る
勢
作
に
は
大
難
二
つ
の
型
が
あ

っ
た
h
壷
強
ち
こ
の
朗
學
…
間
の
み
に
隈
ら
な
い
が
一
は
調
査
報
告
書
、
資
料
集
で

あ
り
、
他
は
そ
れ
ら
の
蕉
當
な
る
理
解
に
基
い
て
な
さ
、
れ
た
論
考
で
あ
る
。

わ
れ
く
の
整
む
と
こ
ろ
は
後
者
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
煎
奢
も
豊
ハ
に
重
要

な
事
業
で
あ
る
こ
と
は
昌
…
面
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
併
し
な
．
が
ら
こ
れ

ら
は
毎
々
無
批
判
に
混
同
さ
れ
、
極
め
て
頑
迷
な
論
洪
を
も
っ
て
世
に
横
行

し
、
爲
め
に
民
俗
撫
の
獲
達
を
阻
害
し
て
、
他
の
駆
．
史
議
科
穆
よ
り
低
次
的

だ
と
の
誤
解
を
生
ぜ
し
め
る
に
濡
っ
て
み
る
。
こ
れ
は
全
く
事
に
携
る
者
の

偏…

ｷ
な
郷
土
意
識
と
賢
料
そ
の
も
の
∴
親
駆
性
に
よ
る
輕
卒
な
坂
扱
ひ
と
に

基
い
て
み
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
一
般
に
は
報
告
は
報
告
と
し
て
、
本
書
の

如
く
純
梓
・
な
形
態
の
ま
＼
に
取
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
壁
間
を
推
し
蓮
め
る
上

に
ど
れ
程
強
力
な
且
つ
忠
實
な
方
法
で
あ
る
か
を
如
實
に
示
し
て
み
る
○

　
叉
民
俗
簗
の
資
料
と
し
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
飛
び
ノ
＼
に
織
在
し
て

あ
り
、
著
し
く
偶
然
に
左
宥
さ
れ
て
る
た
と
云
へ
る
。
偶
然
は
必
ず
し
も
非

難
さ
る
べ
5
．
、
で
は
な
い
が
、
恣
意
的
に
所
在
と
形
態
と
を
示
さ
れ
て
も
、
そ

れ
自
身
の
持
つ
．
聴
．
史
地
理
的
な
地
盤
を
間
め
る
こ
と
が
不
充
分
で
あ
っ
た
が

故
に
、
そ
の
上
に
築
か
れ
た
民
俗
墨
が
砂
上
の
艘
楠
の
如
く
に
危
ぶ
ま
れ
來

つ
た
こ
と
は
反
省
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
・
、
夙
に
地
方
的
な
統
∵
あ
る
調

盗
の
要
講
さ
れ
る
所
以
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
．
、
さ
う
し
た
中
に
本
警
が
山
城

を
中
心
と
す
る
塩
化
陶
の
銅
地
的
な
報
告
書
の
墨
色
を
果
す
べ
く
現
れ
た
こ

と
は
、
　
一
乗
意
義
あ
る
臨
の
で
あ
る
と
云
へ
る
。

　
た
ゆ
二
選
の
嫌
は
あ
る
が
、
記
蓮
に
翌
週
の
あ
る
こ
と
は
遺
憾
で
あ
っ

巌｛

介

た
、
今
臼
の
民
俗
學
は
共
同
の
財
薩
と
し
て
調
査
に
必
要
既
つ
充
分
な
項
H

が
厨
．
て
3
5
れ
て
あ
る
。
こ
れ
を
類
慮
さ
れ
た
な
ら
ば
、
木
澄
日
は
一
浴
と
利
用

興
趣
を
高
め
た
で
あ
ら
う
と
想
ふ
・
、
△
菊
暇
照
○
○
頁
、
瓢
O
O
限
定
露
費
斑

販
、
鰻
、
五
〇
）
〔
此
上
敏
治
郎
〕

滋
賀
嘱
目
懸
隔
吏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滋
賀
縣
蒲
生
郡
八
幡
断
編

　
近
江
入
幡
の
地
は
古
く
は
大
島
郷
と
呼
ば
れ
、
鷲
江
國
中
に
於
い
て
も
最

も
挙
く
開
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
峯
安
の
中
期
比
牟
禮
掛
雛
の
耽
が
鋤
請

せ
ら
れ
て
以
來
、
こ
れ
を
巾
・
心
と
し
て
戴
園
　
が
獲
建
し
、
中
土
の
終
に
至
っ

て
は
商
工
業
の
興
隆
翫
に
見
る
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
、
天
正
十
総
年
勲
臣
秀

次
が
八
辮
山
に
城
を
築
き
、
城
下
に
安
土
の
町
民
を
移
し
住
ま
は
せ
る
に
及

ん
で
、
は
で
め
て
近
世
都
市
の
形
態
を
と
り
、
徳
川
時
代
に
入
る
と
共
に
蚊

帳
、
靖
締
織
物
、
蝿
表
等
の
商
工
掌
帖
大
い
に
帥
栄
え
、
帆
掛
測
近
江
商
人
の
本
場
と

し
て
そ
の
商
人
は
關
東
区
朋
よ
り
遽
く
北
海
道
に
寂
で
赴
い
て
濡
躍
し
た
。

そ
の
結
果
そ
こ
に
蓄
績
さ
れ
た
貸
本
は
こ
の
町
を
領
有
し
た
朽
木
藩
や
毘
張

｛
澱
の
財
政
の
上
に
重
要
な
役
割
を
果
し
た
G
明
治
以
後
近
代
的
産
業
へ
の
繍
粗

換
に
立
選
れ
た
爲
に
、
今
H
に
於
い
て
は
む
し
ろ
地
方
の
一
小
都
市
と
し

て
、
多
く
顧
る
入
も
・
な
い
か
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
の
駆
．
史
は
わ
が
國
に
於

け
る
都
市
獲
達
の
一
望
一
型
と
し
て
頗
る
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
今
次
、
同
町
に
於
い
て
㈱
…
町
避
百
繊
十
年
を
記
念
し
一
、
編
纂
せ
ら
れ
た
町

史
上
ゆ
下
鷺
巻
、
上
態
ほ
通
説
と
し
て
、
上
代
よ
り
硯
今
に
至
る
ま
で
町
の

圏
点
を
記
し
、
ゆ
魅
は
志
表
と
し
て
、
人
文
地
曳
志
、
町
政
．
志
、
瀞
瀧
憲
，

第
二
幸
詣
ハ
鞭
W
　
櫨
鐸
二
號
　
　
　
…
嵩
轟
ハ
｝
甑
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