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灘
嬢
　
醗
蛇
　
　
第
覧
十
八
蟄

古
紳
道
に
於
け
る
滋
徳
慧
識
と
そ
の
襲
畳

鰯
八

村
　
岡
　
典
　
嗣

　
　
　
　
　
　
隅

　
古
事
詑
を
始
あ
と
し
て
、
巳
本
紀
（
の
大
孚
）
．
隠
詞
、
風
土
認
、
古
語
拾
遺
等
の
雷
交
献
を
、
輩
に
結
集
當

時
の
み
な
ら
ず
、
之
に
先
立
つ
時
代
の
思
想
更
の
資
料
と
巴
町
の
は
、
そ
れ
ら
を
本
質
と
し
て
若
く

は
原
質
と
し
て
、
傳
話
的
書
物
と
し
て
理
解
す
る
事
に
よ
っ
て
爲
す
べ
く
．
叉
堅
し
得
る
。
早
昼
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
ゆ
　
へ

書
物
と
は
、
郎
つ
か
ら
言
傳
へ
に
俘
っ
て
、
漸
次
に
成
形
し
て
行
っ
た
書
物
の
謂
で
あ
る
。
け
だ
し

古
代
入
の
意
識
の
撃
墜
の
瞬
は
、
こ
れ
ら
の
書
物
が
思
せ
る
、
斯
の
如
き
成
形
の
経
過
の
更
的
考
察

を
牛
窓
と
し
て
、
之
を
明
か
に
し
得
べ
き
で
あ
る
。
而
し
て
上
記
古
交
響
を
、
大
騰
に
於
い
て
傳
諦

的
書
物
と
考
へ
得
る
の
論
縷
と
し
て
は
、
最
竜
重
な
代
表
者
上
る
古
事
詑
の
序
に
記
さ
れ
π
、
同
書

成
立
の
由
來
の
謹
交
を
墨
げ
得
る
。
本
居
宣
長
が
同
勢
に
施
し
た
忠
實
な
繹
義
は
、
や
が
て
古
事

記
の
斯
の
牲
質
を
瞬
か
に
、
せ
る
も
の
で
、
「
講
習
」
の
こ
宇
に
思
す
る
三
諦
て
ぶ
解
は
、
近
時
謂
れ
を
疑

は
う
と
す
る
読
の
唱
へ
ら
る
る
も
の
あ
る
に
も
關
ら
ず
、
依
然
と
し
て
二
型
で
あ
る
。
こ
の
語
を



　
　
訓
護
の
意
に
解
し
よ
う
と
す
る
論
者
の
、
最
も
解
糧
に
難
ん
ず
る
「
所
諦
之
勅
語
奮
僻
あ
一
句
ば
π

　
　
傳
講
的
書
物
盛
る
の
性
質
を
語
れ
喝
竜
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
記
載
の
術
が
知
ら
れ
血
行
は
れ
る

　
　
や
う
に
な
つ
だ
後
に
、
言
鯨
へ
が
存
在
す
る
と
い
ム
こ
と
は
、
あ
ム
得
べ
か
ら
ず
と
越
す
反
三
二
の
、

　
　
合
理
的
な
る
が
如
く
に
し
て
却
つ
そ
古
代
の
事
情
に
協
は
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
を
古
希
臓
に
於
け

　
　
る
担
。
σ
q
O
潔
ぎ
曾
が
、
言
傳
へ
と
と
竜
に
垂
本
を
有
し
た
と
さ
れ
る
こ
と
、
而
し
て
熟
達
ぜ
る
人
々
に

　
　
よ
っ
て
の
こ
の
書
物
の
鯨
謙
が
．
古
逆
説
を
翼
實
に
徳
へ
得
る
正
意
な
る
方
．
法
と
し
て
相
懸
に
後

　
代
寮
で
竜
保
存
さ
れ
だ
と
い
ふ
こ
と
等
の
揚
合
な
ど
に
徴
し
て
、
確
め
ら
れ
る
。
古
広
帯
は
、
そ
を

　
詑
載
し
π
書
物
き
ど
竜
に
傳
諦
さ
れ
控
の
で
あ
る
。
古
事
寵
成
立
の
二
時
に
於
い
て
、
な
ほ
斯
く

　
の
如
き
習
慣
が
少
く
と
竜
遺
っ
た
と
せ
ば
、
吾
人
は
遡
っ
て
、
其
の
以
前
の
時
代
を
推
す
こ
と
が
出

　
來
る
。
」
貴
賎
老
少
鷺
口
相
徳
。
前
言
往
行
存
而
不
忘
』
て
ふ
未
有
交
響
」
今
し
太
古
を
脛
て
漢
字
使

　
用
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
、
こ
の
国
籍
的
書
物
の
期
は
始
ま
昏
。
　
か
く
て
太
古
の
与
論
を
始
め
、
次

　
々
の
時
代
の
傳
説
が
、
言
博
へ
と
と
竜
に
記
載
さ
れ
、
記
載
と
乏
竜
に
言
傳
へ
ら
れ
て
、
時
代
を
維
る

　
に
随
っ
て
、
さ
ま
ぐ
の
異
傳
を
生
じ
、
七
化
を
繁
し
π
。
短
し
℃
そ
の
臨
に
、
或
は
年
代
記
的
記
載

　
を
主
と
す
る
竜
の
或
は
純
理
詮
的
性
質
・
の
も
の
等
の
類
別
を
竜
、
織
す
に
至
っ
た
の
で
、
燐
零
墨
記
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C
蕎
僻
の
捌
竜
ζ
之
淀
生
じ
箆
。
而
し
て
斯
の
如
き
傳
諦
的
書
物
の
成
形
時
代
が
、
ほ
讐
上
代
文
明

　
　
　
　
　
噴
紳
並
に
於
け
る
讃
徳
慧
識
と
そ
の
嚢
藩
　
．
　
　
　
「
　
」
　
・
　
　
　
　
“
國
九



　
　
　
　
、
哲
學
「
研
窄
　
第
義
＋
κ
號
　
　
．
　
　
　
　
　
・
ド
　
．
　
　
　
，
置
O

拶
更
上
露
時
期
書
す
誰
電
食
の
前
頃
を
揚
て
垂
ら
る
る
謙
譲
藷
撃
の
壕
奮

　
露
語
へ
ら
れ
乃
。
そ
の
後
朝
廷
撰
更
の
時
代
一
に
入
る
と
乏
逃
に
磁
心
の
帝
記
や
蕎
僻
の
歴
更
化

　
が
」
瞬
行
は
れ
る
や
う
に
な
う
、
良
然
、
傅
説
の
改
修
が
署
↑
施
さ
れ
控
。
ご
の
時
代
と
な
ヶ
て
竜

　
・
な
ほ
、
一
9
方
に
在
家
め
傳
緬
の
習
慣
は
存
寵
し
て
後
代
に
ま
で
竜
及
ん
だ
。
昔
な
が
ら
の
抵
習
に

　
よ
っ
て
、
帝
紀
及
び
醤
油
、
併
も
思
ふ
に
．
そ
の
比
較
．
的
原
始
的
面
目
を
備
ヘ
カ
一
系
統
を
編
輯
し
π

　
竜
，
の
が
古
．
事
記
で
あ
る
と
せ
ば
、
支
那
の
歴
更
を
模
範
と
し
π
孟
夏
の
方
針
に
よ
つ
て
一
そ
れ
ら
の

　
竜
の
・
勲
爵
の
系
統
を
結
集
し
卑
も
の
麗
日
本
紀
で
あ
る
。
．
後
者
に
於
い
て
、
盤
跡
を
．
溢
血
す
る
．

　
に
つ
い
て
、
盆
点
．
得
る
か
謬
ウ
「
原
始
的
の
竜
の
を
捨
て
、
此
較
合
理
的
の
酪
の
を
探
う
、
若
く
は
少

　
く
ど
民
主
交
と
立
て
（
榊
感
心
が
之
を
謹
す
る
如
く
）
、
更
に
ま
π
、
勲
記
的
修
飾
を
試
み
た
ζ
と
は
．
寧

　
ろ
痴
夢
で
あ
δ
。
、
そ
の
他
の
古
典
に
つ
い
て
も
．
以
土
記
紀
の
場
合
に
準
じ
で
考
へ
㌧
ら
れ
る
。
斯

　
の
如
き
考
察
か
ら
し
て
上
古
道
徳
意
識
の
登
達
を
論
ず
る
に
つ
い
て
．
肖
ら
三
段
の
時
期
が
劃
せ
．

　
ら
車
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
，
漢
字
髄
用
以
前
の
太
古
、
徳
諦
的
書
吻
の
時
代
、
及
び
撰
更
時
・

　
・
代
が
乙
れ
で
あ
る
。

pmncn



雛

　
太
古
の
蓮
徳
に
果
す
る
論
議
は
夙
k
、
徳
川
時
代
の
儒
學
者
封
國
導
者
に
よ
σ
て
試
み
ら
れ
た
、

儒
早
渡
來
以
前
の
太
古
は
、
厨
禅
機
荒
の
灌
で
、
近
親
相
婚
．
長
幼
無
序
の
釈
態
で
あ
っ
惣
と
儒
す
儒

者
側
の
設
に
癒
し
て
、
賀
茂
翼
翼
は
、
太
古
を
以
て
自
然
無
爲
に
七
て
化
し
た
理
想
隠
．
代
と
見
な
し

だ
。
辱
老
母
哲
學
の
見
地
に
立
つ
禿
翼
淵
の
論
は
、
滋
徳
の
後
代
に
於
け
る
薮
蘭
を
杏
定
す
る
隔
宗
敏

噂
起
原
■
論
に
於
．
け
る
b
①
σ
々
σ
器
穏
へ
義
書
ω
臼
8
門
富
に
地
ゆ
べ
き
で
あ
る
。
娼
反
蜀
せ
る
ζ
の
二
つ
「
の
詮
は
．

、
と
竜
に
太
古
人
の
濫
徳
的
無
意
識
を
説
く
の
で
、
一
ρ
は
そ
め
結
果
と
．
し
て
不
道
徳
論
を
復
曳
一

ら
は
同
じ
ぐ
超
澄
徳
読
を
な
す
。
面
し
て
．
そ
の
學
問
の
古
撹
薫
る
限
う
に
於
M
て
債
眞
淵
の
學

徒
で
あ
っ
．
π
宣
長
が
、
文
献
學
の
成
績
る
の
も
の
は
、
實
に
太
古
入
の
適
期
上
の
意
識
状
態
を
轟
現

し
て
、
太
古
無
遣
徳
の
航
能
を
朔
ら
か
に
し
た
竜
の
と
．
言
へ
る
。
海
も
所
謂
無
道
徳
ば
必
ず
し
竜

不
道
徳
で
な
く
、
そ
の
道
徳
的
無
意
識
歌
登
が
決
し
て
絶
鋤
的
で
，
瞬
く
し
て
、
機
達
に
先
立
つ
原
姶

的
面
魂
で
あ
っ
π
こ
と
は
、
翼
淵
の
知
き
立
揚
に
立
た
な
い
限
軌
吾
入
が
宣
長
の
研
究
の
結
果
か
．

ら
し
℃
、
考
へ
9
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
．

　
記
紀
紳
代
表
の
含
む
淋
代
物
語
を
準
備
す
る
、
個
々
の
紳
話
的
宗
敏
的
要
素
・
は
、
他
の
古
．
文
献
の

含
む
同
種
の
逃
の
と
と
竜
に
㍉
必
須
的
意
企
の
存
し
な
い
漸
う
大
壷
原
始
離
思
想
の
産
物
で
あ
る

を
を
認
盈
逸
す
豊
、
陰
、
馨
考
察
の
塵
藻
書
尋
人
の
宗
欝
意
識
即
ち
轟
単

　
　
　
　
古
鱒
難
暴
け
惹
叢
徳
意
叢
妻
鍵
藩
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
互
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鷲
愚
醗
蹴
　
、
箪
．
丑
十
へ
號
　
　

．
　
噛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翫
二

の
患
想
に
ゐ
く
。
語
原
上
、
上
と
同
義
な
う
と
患
は
れ
る
紳
に
幽
し
て
、
彼
等
の
抱
い
た
・
嵩
置
の
内

容
を
爲
す
要
素
の
5
ち
で
．
最
竜
有
力
で
あ
っ
控
も
の
は
、
天
象
地
儀
（
天
膿
、
山
、
河
、
野
、
海
、
雨
．
風
湿
を
は

じ
め
、
鳥
、
獣
、
虫
樹
、
木
、
草
、
金
石
等
の
自
然
物
崇
揮
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
で
偉
人
、
英
雄
叉
は
長
上

の
崇
拝
が
存
し
て
、
こ
の
両
種
は
往
々
に
し
て
混
侵
し
た
。
こ
れ
ら
具
象
物
の
外
に
自
然
若
く
は

人
問
に
於
け
る
能
力
の
聯
格
化
の
下
竜
多
少
存
し
た
。
生
成
力
や
生
殖
力
に
…
封
ず
る
産
霞
紳
、
伊

邪
那
妓
、
斎
言
那
美
二
二
、
直
毘
の
活
ら
き
に
鋤
す
る
直
毘
紳
、
繭
の
活
ら
き
に
饗
す
る
蝸
津
日
瀞
、
智

慮
に
封
ず
る
二
言
紳
、
手
力
に
面
す
る
手
力
男
気
の
如
き
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
帥
槻
と
濁
立
せ
る

璽
魂
崇
拝
の
例
竜
幾
分
見
え
る
が
、
死
露
崇
拝
に
竈
っ
て
は
、
埋
葬
土
の
習
慣
か
ら
し
て
、
そ
の
存
在
．

が
推
定
さ
る
、
に
竜
拘
ら
ず
、
恐
怖
の
域
か
ら
進
ん
で
租
霊
の
信
仰
に
至
つ
π
璽
例
は
、
古
徳
説
の

上
に
未
だ
著
く
は
現
は
れ
て
を
ち
毅
。
而
し
て
、
か
く
の
如
き
聯
々
の
無
性
は
、
善
悪
貴
賎
強
賜
大

小
を
と
は
ず
、
異
常
と
い
ふ
鮎
に
於
い
て
威
力
あ
る
竜
の
と
考
へ
ら
れ
だ
。
同
時
に
、
活
性
を
人
間

性
と
涯
別
す
る
他
の
属
性
と
し
て
は
、
紳
は
人
問
の
見
得
べ
か
ら
ぎ
る
（
し
か
も
竜
と
よ
う
物
質
的

世
界
な
る
）
幽
界
に
本
鶴
し
て
、
顯
界
に
繊
摂
す
る
と
い
ふ
観
念
が
あ
っ
た
。
次
に
主
と
し
て
二
人

　
ヘ
　
へ

の
擁
係
に
つ
い
て
の
彼
等
の
意
識
を
見
る
と
．
第
一
に
、
人
よ
負
蕉
風
に
試
す
る
所
濤
に
於
い
て
は
、

他
入
を
害
し
ょ
5
と
の
動
機
か
ら
、
聯
力
を
借
う
よ
う
と
す
る
の
ろ
ひ
、
と
こ
ひ
、
か
じ
り
等
の
最
竜
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原
始
的
な
も
の
と
、
爾
を
求
め
て
渦
を
避
け
よ
う
と
て
、
紳
に
嘆
願
す
る
薦
と
が
混
在
し
た
。
と
こ

ひ
に
は
訊
言
が
あ
ウ
薦
に
は
祝
詞
が
あ
る
。
と
竜
に
願
意
の
表
現
だ
る
反
覆
の
語
法
か
ら
な
る
、

無
韻
交
朗
形
式
を
と
っ
た
。
誕
言
と
し
て
傳
へ
ら
れ
だ
も
の
は
、
い
つ
れ
竜
寡
勢
考
の
病
苦
短
命

等
を
所
つ
た
が
．
申
に
は
悪
者
を
懲
ら
し
め
る
の
を
昌
的
と
し
だ
揚
合
も
あ
っ
π
。
祝
詞
と
し
て

傳
へ
ら
れ
π
竜
の
は
、
朝
廷
の
祭
儀
と
し
て
定
型
を
具
へ
π
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
る

と
、
主
題
と
す
る
燐
は
、
年
穀
の
豊
作
や
御
代
の
繁
榮
や
、
災
害
の
防
止
紫
、
朝
廷
や
逸
民
の
手
下
で
あ

る
。
覗
詞
が
原
始
的
形
式
に
於
い
て
、
か
く
の
煙
き
公
共
的
性
質
を
有
し
な
か
つ
だ
こ
と
は
、
言
ふ

嚢
で
菟
な
い
。
而
し
て
、
未
だ
信
頼
の
境
地
に
至
ら
な
か
っ
尤
彼
等
の
宗
激
一
飛
情
の
唖
然
の
結

果
と
し
て
、
輩
に
祓
願
を
以
て
満
足
せ
ず
、
紳
意
を
試
み
る
爲
に
、
諸
々
の
占
法
が
用
ゐ
ら
れ
だ
。
肩
、

卜
、
相
夢
、
琴
卜
以
下
の
．
諸
々
の
占
を
始
め
、
敷
験
を
所
期
し
て
吊
す
う
け
ひ
も
之
に
聾
し
、
叉
、
一
種
の

裁
工
法
と
な
つ
π
探
湯
の
魏
き
竜
あ
る
。
特
に
設
備
し
て
不
可
思
議
の
威
力
を
招
致
し
、
以
て
膚

他
の
蓮
命
に
吉
凶
雨
意
に
於
い
て
干
渉
し
よ
う
と
す
る
藍
ひ
も
、
同
じ
心
理
に
聾
す
る
。
第
二
に

常
々
か
ら
人
へ
の
交
渉
と
し
て
は
、
聯
繋
即
興
、
榊
明
慧
、
託
宣
等
が
信
ぜ
ら
れ
鬼
。
棘
氣
、
紳
崇
は
繭

の
怒
9
の
’
事
物
な
於
け
る
磯
現
で
あ
る
。
紳
明
慧
に
於
い
て
は
、
特
に
人
か
ら
の
所
願
に
磨
じ
て

さ
れ
る
揚
合
竜
あ
ウ
、
叉
、
乙
れ
な
く
し
て
紳
か
ら
す
る
揚
合
も
あ
る
。
　
と
竜
に
多
く
は
婦
人
画
し
、

　
　
　
　
古
鱒
警
於
け
る
滋
徳
意
識
と
そ
の
登
漣
　
　
　
　
　
　
・
　
．
　
’
　
　
垂



　
　
　
　
　
欝
攣
臓
鐡
　
第
轟
†
八
麟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
　
　
　
　
　
五
二

雛
　
く
糠
至
心
が
被
蔵
回
と
な
つ
で
、
失
紳
悪
態
に
入
っ
て
託
宣
を
傳
へ
る
冷
特
に
設
け
て
爲
さ
れ
る

　
揚
合
に
は
、
被
慧
者
に
侍
し
て
紳
意
ど
剣
断
ず
る
審
紳
者
が
あ
っ
π
。
最
後
に
、
狭
．
義
に
て
い
ふ
祭

　
・
ウ
に
．
至
つ
℃
は
、
随
時
に
薩
所
に
そ
の
設
備
を
な
し
て
、
紳
鑑
を
招
致
し
て
、
衣
服
、
飲
食
、
器
具
等
の
供

　
物
を
捧
げ
音
樂
歌
舞
を
奏
し
で
蓮
欝
蓮
夜
宴
難
し
以
て
紳
意
を
和
署
し
め
る
を
主
旨
疑
し
な
死

　
者
を
祭
る
場
合
竜
同
様
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
再
び
し
の
琶
に
瞬
ら
し
め
よ
う
と
し
だ
。

　
　
以
上
の
概
観
か
ら
、
太
．
油
入
の
意
識
に
於
け
る
聯
の
道
徳
性
の
如
何
な
る
も
の
か
を
考
へ
得
る
。

　
彼
等
の
意
識
に
於
て
勇
聾
紳
悪
紳
の
勝
は
存
し
π
。
善
紳
は
悪
憩
な
ら
機
も
の
で
、
特
に
総
呼
な

　
く
、
一
般
の
紳
は
善
紳
で
帥
ち
是
生
成
力
の
磯
現
澄
し
く
は
そ
を
助
長
ず
．
る
聯
、
換
言
す
れ
ば
紳
の

　
本
湿
性
を
代
表
す
る
竜
の
で
あ
胤
。
是
に
勤
す
る
悪
紳
と
は
い
断
沁
々
津
日
紳
、
起
振
帥
、
邪
聯
の
類

　
ひ
で
、
生
成
の
活
ら
き
を
沮
害
ゆ
る
紳
で
あ
る
。
盗
帯
地
方
の
柱
民
の
太
陽
虫
を
示
し
て
、
寛
恕
仁
，

　
慈
の
性
質
を
’
有
し
だ
天
照
大
紳
を
．
始
め
、
そ
を
中
心
と
せ
る
高
天
原
系
の
生
成
紳
に
撫
し
て
、
そ
の

蔑
力
を
馨
す
垂
泉
系
，
の
渦
晋
硬
選
管
と
な
っ
て
後
の
伊
混
晶
藻
濃
・
裏
門
磯

　
而
し
て
高
天
原
累
の
紳
に
古
す
る
靱
抗
者
と
い
ム
意
瞭
に
・
於
い
て
の
出
雲
大
藤
、
又
各
地
方
に
於
，

　
け
る
高
天
原
民
族
の
反
封
納
勢
力
を
代
表
す
ゐ
暴
露
憩
等
が
悪
熱
と
「
考
へ
ら
れ
、
叉
疫
病
や
震
簾

　
な
ど
が
幽
幽
と
考
へ
・
ら
訊
虎
の
は
い
つ
れ
竜
て
の
意
瞭
で
あ
る
。
画
竜
．
善
悪
の
紳
性
は
、
等
し
く
「



　
　
崇
揮
ρ
藁
で
あ
ぞ
、
か
つ
善
導
必
ず
し
轟
淀
於
華
墨
性
で
菰
べ
善
醜
理
れ
ば
悪

　
．
紳
と
な
う
、
悪
馬
も
和
あ
ば
善
紳
と
な
る
。
の
ろ
ひ
、
と
こ
ひ
等
は
紳
の
悪
性
k
駕
す
る
所
う
で
あ

　
　
う
＝
彼
の
溜
鷹
野
紳
の
善
性
声
望
す
乃
そ
・
れ
で
あ
る
。
か
べ
の
如
き
瀞
性
に
於
け
る
善
悪
の
掘

　
憲
は
入
断
に
鋤
し
壌
物
に
屠
る
幽
て
も
．
同
檬
に
現
れ
ヵ
。
順
し
は
催
艮
幸
資
な
ど
の
義
で
、
凡
垂

　
　
内
的
勢
力
の
霧
に
當
ゑ
老
は
そ
の
反
馨
あ
婁
。
康
・
人
馬
果
略
で
潰
匹
よ
憲

　
　
億
善
導
な
ら
で
古
事
、
善
心
は
う
る
は
し
聾
心
と
訓
ん
で
、
親
愛
な
る
心
の
義
で
あ
っ
だ
。
こ
れ
ら

　
　
の
語
に
思
し
p
て
は
、
荒
ぶ
る
騨
、
凌
が
こ
と
、
け
「
し
き
心
な
ど
の
同
義
国
語
が
あ
っ
て
、
あ
し
て
函
話
は
．

　
　
用
例
、
が
少
．
い
が
、
そ
れ
か
ら
「
推
し
て
、
そ
の
不
鮮
沸
不
吉
．
野
卑
等
を
意
」
味
し
泥
審
“
が
わ
か
る
。
萬
葉
集

　
　
＋
査
の
巻
な
る
．
青
丹
．
℃
奈
良
の
大
路
は
ゆ
き
よ
け
ゼ
こ
の
肉
格
は
ゆ
き
あ
し
か
ウ
け
う
・
に
こ

　
　
め
原
義
を
野
饗
が
ら
に
示
す
よ
き
例
で
訪
る
つ
よ
し
及
肇
の
し
の
語
が
原
義
に
於
い
て
か
ぐ
㊨

　
　
如
く
層
畳
的
意
義
も
し
く
は
功
利
的
意
義
を
有
し
て
、
か
つ
そ
を
，
脱
し
か
ね
て
ゐ
π
の
嫉
多
く
の

　
　
他
の
國
語
の
揚
合
乏
同
じ
．
と
こ
ろ
で
あ
み
が
．
こ
の
語
に
姥
し
て
．
む
し
ろ
，
一
環
適
切
に
彼
等
が
善

　
　
悪
観
を
示
す
込
の
は
，
き
掌
側
し
、
あ
か
し
の
語
で
あ
る
。
　
心
事
の
善
懇
を
言
現
は
す
一
に
乙
の
語
を

　
　
用
ゐ
泥
の
は
、
し
ば
ん
＼
見
る
と
こ
ろ
、
邪
心
は
ぎ
た
な
窒
心
で
害
意
、
清
明
心
は
「
か
・
く
さ
は
臓
あ
が

．
5
6
・
．
恒
心
」
で
き
π
な
か
ら
ぬ
心
で
あ
乃
。
大
祓
詞
が
代
表
．
的
に
．
語
る
．
罪
悪
観
、
即
ち
罪
は
汚
き
け
が
れ

　
　
　
　
　
　
庶
紳
鐵
に
於
嫡
乃
叢
徳
意
識
と
薫
⑳
獲
蓮
て
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
鷲
眠
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欝
攣
醗
究
　
第
五
＋
八
騨
、
．
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
天

で
醜
祓
に
よ
つ
「
て
洗
ひ
表
ら
れ
る
と
の
思
想
は
、
か
く
の
．
如
き
道
徳
意
識
を
最
竜
よ
、
く
示
し
て
み

る
。
而
し
て
、
更
に
人
を
し
て
不
快
を
威
ぜ
し
め
る
自
入
、
叉
胡
久
美
や
、
高
津
鳥
、
高
津
紳
の
災
な
ど

が
、
畔
放
、
尿
戸
、
上
通
下
通
婚
、
獣
婚
等
の
行
儀
謀
ど
と
同
誌
に
、
激
へ
墨
げ
ら
れ
て
る
る
の
を
見
る
と
、

彼
等
の
、
人
爲
の
罪
悪
を
膚
然
の
災
害
と
河
等
甑
別
せ
ぬ
心
境
が
わ
か
る
。
　
是
に
於
い
て
か
、
祓
は

一
切
の
吉
事
の
源
と
考
へ
ら
れ
カ
。

　
斯
く
の
如
く
に
し
て
、
彼
等
の
人
生
観
世
界
観
は
．
要
す
る
に
卦
素
的
最
善
観
で
あ
る
。
良
然
は

生
成
力
の
登
現
と
し
て
．
あ
ウ
の
ま
＼
に
善
で
あ
る
。
　
現
世
以
王
に
、
善
世
界
は
あ
り
得
な
い
。
　
こ

の
生
成
力
に
寵
す
る
破
壊
障
害
の
カ
は
存
す
る
が
、
し
か
竜
結
局
そ
は
克
服
せ
ら
る
べ
き
竜
の
で
、

こ
れ
蝸
に
甥
す
る
喜
び
の
活
き
で
あ
る
。
　
一
日
に
干
入
を
殺
す
黄
泉
大
言
に
存
し
て
、
押
邪
那
岐

顧
は
千
五
百
入
を
生
む
。
各
地
に
於
て
行
路
人
を
憾
ま
す
荒
振
榊
と
い
へ
ど
、
も
、
少
く
竜
牛
歎
は

活
か
す
。
　
か
く
て
直
ぴ
の
活
き
に
よ
つ
て
生
戒
力
は
永
久
に
勝
つ
。
　
搾
れ
吉
事
の
優
越
で
あ
る
。

邊
に
於
い
て
か
．
産
盤
は
世
界
の
原
理
で
み
ウ
、
自
然
露
宿
．
自
然
法
帥
道
徳
怯
で
あ
る
。
同
門
に
叉
，

反
応
面
差
る
悪
は
輩
に
浩
極
的
存
在
．
で
あ
る
と
共
に
、
善
は
何
等
規
範
で
な
い
。
古
白
道
の
理
想

澄
界
面
、
高
天
原
や
常
世
に
比
し
て
、
宗
敏
史
的
類
推
上
最
も
油
壷
す
べ
き
性
質
を
有
し
た
と
見
る

べ
き
黄
泉
國
の
観
念
が
、
軍
に
死
後
に
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
ゆ
く
べ
き
「
し
之
あ
き
普
き
國
」
と
の
み
考
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へ
ら
れ
て
、
何
等
蓮
徳
的
内
容
に
於
い
て
丸
葉
七
な
か
っ
た
の
竜
當
然
で
あ
る
。
現
量
に
於
、
け
る

吉
凶
が
、
必
ず
し
も
善
悪
の
正
忌
な
る
結
果
で
・
な
い
事
に
反
省
し
て
．
別
な
噛
る
道
徳
的
公
正
の
世
界

を
來
世
に
投
影
す
る
が
如
き
思
想
的
経
験
は
彼
等
の
置
く
有
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
太

古
不
道
徳
詮
竜
し
く
は
無
遽
徳
説
の
存
し
た
の
竜
こ
の
自
然
圭
義
の
故
で
あ
る
。
又
、
そ
こ
に
後

世
到
底
見
得
べ
か
ら
ざ
る
人
問
本
然
の
無
邪
氣
さ
や
、
美
や
、
カ
を
認
め
て
．
超
道
徳
読
を
爲
す
竜
の

の
あ
る
の
竜
，
同
穣
の
、
理
、
由
に
込
と
つ
く
。

　
而
し
て
、
か
＼
る
太
古
人
の
道
徳
意
識
を
、
わ
が
園
道
徳
思
想
更
の
原
始
晦
代
と
し
て
、
そ
の
登
達

を
研
究
し
ょ
う
と
す
る
吾
人
の
立
場
か
ら
し
て
は
、
上
面
の
姉
き
右
脚
道
の
道
徳
意
識
そ
の
竜
の

、
う
ち
に
於
い
て
も
．
な
ほ
言
意
の
程
度
を
分
つ
べ
し
と
ぜ
ら
る
㌦
で
あ
ら
5
。
げ
に
上
に
蓮
べ

π
と
乙
ろ
で
も
．
例
へ
ば
鬼
鱒
と
紳
と
の
崇
拝
．
そ
を
封
象
と
せ
る
所
薦
の
種
類
等
を
論
ず
る
に
つ

い
て
は
．
3
ら
こ
の
織
に
還
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
　
俳
も
乍
ら
、
是
等
F
の
各
要
素
を
分
解
し
て
、
素

朴
輩
純
な
も
の
か
ら
一
諾
進
歩
せ
る
も
の
へ
の
襯
逮
を
明
ら
か
に
す
る
は
、
之
を
民
族
心
理
學
の

研
究
に
ゆ
づ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
．
そ
れ
ら
の
諸
々
の
要
素
が
混
在
し
π
意
識
厭
態
が
、
古
紳

澄
の
一
時
代
と
し
て
存
在
し
π
こ
と
を
了
解
せ
む
と
す
る
の
が
、
底
入
の
目
的
で
あ
っ
て
．
吾
人
は

こ
＼
に
吾
人
の
研
究
の
限
界
を
ゐ
く
こ
と
の
、
少
く
乏
竜
今
B
に
於
い
て
は
妥
協
な
る
を
信
ず
る
。

　
　
　
　
古
鱒
顎
週
に
於
け
る
漕
柵
徳
蹴
磁
鱒
隅
と
そ
の
嚢
…
運
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
鷲
七
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黒

　
古
心
霊
の
原
始
的
道
徳
意
識
の
、
シ
ち
か
ら
、
M
履
磯
達
せ
る
階
段
を
生
ず
る
に
薫
σ
π
原
因
、
だ

る
べ
き
竜
の
と
し
て
は
．
胸
騒
的
組
識
の
整
頓
、
そ
れ
に
俘
ふ
氏
族
制
度
の
成
立
等
の
、
融
會
的
環
境

の
秩
序
化
が
考
へ
ら
れ
る
。
而
し
て
一
つ
に
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
國
力
の
充
實
が
、
三
．
韓
と
の
・

交
渉
を
竜
た
ら
し
、
こ
の
國
際
的
關
孫
．
越
更
に
國
家
の
統
一
を
堅
う
し
、
皇
室
の
権
威
を
嫌
な
ら
し

め
π
。
か
べ
て
吉
，
來
存
し
π
個
々
の
独
話
酌
要
素
が
、
太
陽
紳
蔀
皇
租
騨
て
ぷ
一
聯
格
を
申
心
に
、

歴
史
的
」
に
統
㎞
亘
れ
て
．
轡
っ
の
聯
統
記
及
び
・
國
更
を
・
形
成
す
る
に
い
た
う
、
現
人
聯
に
座
す
大
王
．

．
て
ぶ
概
念
に
は
、
即
め
ら
み
こ
と
て
ふ
新
し
い
内
容
が
加
は
つ
だ
。
而
し
て
、
上
記
の
外
的
事
情
ビ

俘
っ
て
h
内
蘭
k
竜
眼
へ
ば
書
紀
垂
蝉
騒
に
於
け
る
禁
殉
死
の
記
事
に
ポ
疇
示
せ
ら
、
れ
る
如
き
鳳
遣
徳

的
威
惰
の
純
化
が
（
漸
次
に
行
は
れ
た
こ
と
は
想
像
さ
れ
る
。
三
韓
と
の
交
渉
が
竜
た
ら
し
泥
儒

…敏

ﾌ
道
徳
思
想
が
、
漸
う
敏
養
蘭
勢
力
を
庇
し
て
來
に
つ
れ
て
．
か
や
5
に
生
長
し
て
ぎ
π
秩
序
的

思
想
や
道
徳
的
威
…
情
を
培
っ
て
滋
徳
意
下
襲
藤
野
の
麗
な
る
勢
力
ど
は
域
つ
か
。
儒
敏
の
最
初

の
學
徒
稚
郎
子
．
の
作
と
さ
遡
る
、
叛
．
臣
な
る
庶
兄
大
山
守
命
の
死
屍
を
宇
治
．
川
の
遊
に
見
て
詠
ん

擢
長
歌
に
．
注
一
意
す
．
べ
窒
仁
徳
的
幡
…
操
が
見
え
，
る
こ
と
は
、
飼
じ
き
仁
徳
帝
の
有
名
－
な
聖
震
の
詑
審
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や
、
乙
の
二
者
の
皇
位
相
輪
．
の
鳥
獣
獄
ど
乏
共
に
．
儒
敏
の
影
響
翌
夙
に
之
こ
な
認
働
よ
う
と
し
典

上
代
入
の
心
乱
を
示
し
て
む
る
。
，
三
韓
磁
器
斌
始
認
る
上
古
更
第
二
期
を
以
て
吾
人
の
所
謂
傳
【

諦
的
書
物
の
時
代
に
ス
乃
ご
と
賎
前
述
含
泥
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
さ
て
吾
人
は
、
こ
の
期
に
於
け
る
か
く
の
如
き
道
徳
的
意
識
の
磯
蓮
の
荏
在
を
、
記
紀
に
於
け
る

同
種
の
物
語
の
異
徳
の
比
較
②
う
ち
に
、
認
め
得
る
。

　
第
一
に
垂
仁
巻
な
凌
佐
保
彦
王
及
び
鯨
佐
保
姫
皇
后
の
謀
叛
の
傳
に
つ
い
て
見
．
る
。
．
，
暫
時
，
王
～

が
姫
斌
向
て
、
妃
な
る
慈
分
と
夫
な
る
，
天
皇
ξ
い
つ
れ
を
愛
す
る
か
を
問
5
た
。
・
、
姻
は
兄
を
と
答

へ
た
ゆ
　
王
は
．
乃
ち
叛
意
を
明
し
、
小
刀
を
授
け
て
斌
～
膣
を
托
し
だ
ゆ
　
天
皇
た
．
ま
ノ
￥
．
姫
の
膝
を
枕

し
て
雄
筆
う
だ
時
に
、
娩
は
こ
の
時
鳥
そ
と
決
意
し
て
、
御
煎
を
刺
さ
う
と
て
小
刀
を
暴
げ
る
こ
と

、
三
度
し
π
が
終
に
饗
び
か
ね
て
悌
撫
し
．
だ
。
、
落
涙
の
爲
に
天
皇
が
目
盛
あ
、
奇
夢
を
語
ら
れ
泥
の

を
聴
い
て
、
一
皿
勘
良
漏
し
溢
。
天
花
王
を
伐
た
れ
る
に
及
ん
で
、
姫
は
兄
を
慕
テ
て
逃
走
し
て
．
兄
r

の
羅
投
じ
陀
．
謄
か
皇
奮
駿
妊
中
く
軍
需
に
提
髭
。
天
爵
薫
あ
姦
藁
后
を
愛
、
．

履
禦
も
ろ
と
鹿
迎
へ
と
ら
む
き
発
演
皇
后
は
禦
の
み
を
献
じ
て
肯
ん
せ
皮
絡
覧

に
二
っ
て
死
ん
だ
。
　
む
れ
記
の
徳
で
あ
る
。
然
る
に
紀
に
．
灯
る
と
鴇
ま
つ
、
問
意
－
を
知
ム
か
ね
て
兄

を
愛
す
と
答
へ
だ
姫
に
話
し
唾
、
王
、
は
色
を
以
て
人
に
藩
ふ
多
適
の
・
藩
命
の
は
》
な
い
の
を
詮

　
　
　
　
噴
駿
暴
け
る
讃
難
讐
そ
暴
睡
　
　
　
　
　
　
　
㌔
　
　
、
㌧
・
莞
、
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い
で
、
そ
の
心
を
越
し
た
。
姫
は
「
心
裏
競
載
不
知
所
如
」
か
っ
た
。
し
か
竜
、
そ
の
時
到
底
兄
の
志
の
「

翻
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知
っ
て
，
と
に
か
く
ヒ
首
を
受
け
、
「
遽
有
諌
兄
之
情
」
も
の
の
如
く
で
あ
っ
た
（
こ

の
嚇
句
は
、
後
人
の
携
入
と
さ
れ
δ
が
．
擁
入
に
も
．
せ
よ
適
當
な
る
文
意
の
布
術
で
あ
る
）
。
天
皇
が

膝
を
枕
し
て
疲
ら
れ
禿
時
に
竜
、
必
ず
し
竜
獣
虐
の
決
意
な
く
、
忙
し
く
兄
の
謀
る
所
は
、
「
外
液
時
」
と

思
っ
て
悌
泣
し
π
。
遠
田
に
際
し
て
は
、
兄
の
志
に
違
ふ
こ
と
も
出
來
ず
、
天
皇
の
恩
に
背
く
を
竜

得
か
れ
、
煩
悶
懊
橋
を
極
め
て
そ
の
鑓
に
至
つ
だ
心
事
を
蓮
べ
て
、
謝
し
た
。
天
皇
佐
保
彦
を
討
π

る
＼
や
姫
は
、
皇
后
と
い
へ
ど
竜
兄
王
を
亡
っ
て
は
何
の
面
目
あ
っ
て
天
下
に
萢
ま
む
と
考
へ
て
、

そ
の
．
時
す
で
に
生
れ
て
ゐ
π
王
子
を
抱
い
て
、
兄
の
軍
に
投
じ
た
。
天
皇
は
、
軍
を
し
て
王
の
城
を

群
馬
し
め
皇
后
と
王
子
と
を
求
あ
ら
れ
た
が
、
皇
后
は
、
野
分
が
兄
の
城
に
逃
れ
入
っ
た
の
は
肖
分

と
王
子
と
に
よ
っ
て
兄
の
罪
を
許
さ
れ
よ
う
と
の
爲
で
あ
っ
た
の
に
．
そ
れ
玉
出
丁
零
の
で
、
自
分

竜
車
あ
る
こ
と
を
知
つ
π
、
か
ら
肖
殺
す
る
、
天
皇
の
御
恩
は
決
し
て
忘
れ
な
い
と
て
、
王
子
の
み
を

献
じ
、
終
に
兄
と
と
も
に
死
ん
だ
と
あ
る
。
而
し
て
、
記
紀
と
竜
に
、
皇
后
が
天
皇
の
爲
に
後
宮
を
推

暴
し
て
、
天
皇
之
を
納
れ
た
と
あ
る
。

　
第
二
に
、
五
行
瑠
に
於
け
る
国
本
武
愈
の
物
語
に
つ
い
て
見
る
。
記
に
よ
る
と
、
小
碓
命
は
、
天
皇

に
甥
し
て
不
都
合
の
行
爲
の
あ
っ
π
兄
大
碓
命
を
つ
か
み
ひ
し
ぎ
薦
に
包
ん
で
投
ず
て
だ
鍮
暴
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な
行
爲
の
故
に
天
皇
の
妊
る
曳
と
乙
う
と
な
う
、
態
曾
征
伐
へ
と
遣
さ
れ
た
。
命
を
果
し
て
捗
る
’

や
、
叉
、
籍
し
て
東
夷
征
伐
に
や
ら
れ
た
。
命
は
其
天
皇
の
意
中
を
恨
ん
で
解
事
大
西
宮
に
嬢
倭
姫

命
を
訪
う
て
、
天
皇
は
早
く
我
を
死
ね
と
思
砥
す
や
ら
む
と
患
ひ
泣
い
た
。
絡
に
能
煩
野
に
病
死

さ
れ
る
や
、
聖
な
る
命
の
妃
や
玉
子
は
、
は
る
み
＼
赴
い
て
．
自
室
に
化
し
尤
命
の
難
魂
の
跡
を
追
う

て
、
切
な
る
悲
嘆
に
く
れ
た
と
あ
る
。
然
る
に
紀
に
よ
る
と
、
大
望
命
虐
殺
の
事
は
な
く
、
尊
が
熊
襲

征
伐
に
成
功
し
て
果
る
や
、
天
皇
は
そ
の
功
を
賞
し
て
異
愛
さ
れ
だ
と
し
、
東
夷
征
伐
の
時
も
何
人

を
澄
す
べ
き
か
と
の
評
議
の
時
、
愈
が
兄
大
碓
命
を
推
し
π
の
に
兄
命
が
恐
れ
て
逃
げ
π
の
で
、
璽

は
慨
然
と
し
て
敢
へ
て
勢
を
竜
い
と
は
な
い
で
、
霞
ら
進
ん
で
町
家
の
爲
に
立
つ
た
。
天
皐
は
詔

し
て
、
愈
の
こ
と
を
、
「
形
恥
我
子
。
　
實
期
紳
人
」
と
、
疫
＼
へ
「
是
天
下
則
汝
天
下
。
．
是
位
則
汝
位
」
と
言
は

れ
、
二
名
の
武
人
と
と
も
に
、
膳
夫
を
竜
随
行
せ
し
め
ら
れ
泥
。
蒲
し
て
能
美
野
に
於
け
る
悲
報
が

鯨
は
る
や
、
天
皇
は
疲
食
を
竜
華
す
る
ば
か
り
の
悲
嘆
に
沈
ま
れ
て
、
奪
の
少
年
に
し
て
熊
襲
を
征

し
だ
以
摩
の
功
勢
を
し
の
び
、
絶
乏
ず
安
否
を
愚
筆
ひ
つ
＼
立
つ
π
甲
斐
な
く
そ
の
死
を
早
い
控

乙
と
を
、
切
に
哀
悼
さ
れ
．
て
る
る
。

　
乙
の
い
つ
れ
蔦
牛
窓
読
今
代
に
思
す
る
二
つ
の
下
話
の
偲
へ
に
於
い
て
、
一
方
に
、
近
い
骨
肉
の

親
し
み
に
ひ
か
れ
て
威
情
の
ま
曳
に
振
舞
ふ
皇
后
と
、
そ
の
愛
傍
に
惹
か
る
㌧
天
皇
と
、
叉
、
行
爲
の

　
　
　
　
古
騨
遺
に
於
け
る
甦
徳
慧
識
と
そ
の
獲
逡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
暫
摩
研
究
第
翫
＋
八
鏡
　
　
「
　
，
　
　
　
　
　
　
　
，
噛
六
二

・
猛
勇
、
適
才
の
奔
放
な
ど
の
織
で
、
太
古
入
の
理
想
の
勇
者
な
る
皇
子
煮
そ
を
恐
囑
・
父
の
茨
皇
と
、
　

　
そ
れ
ら
の
良
亀
入
の
商
の
、
輩
純
素
朴
な
物
語
が
、
他
方
に
は
、
或
は
幾
多
の
反
雀
に
惟
ま
き
る
・
・
女

　
主
入
声
の
悲
劇
と
し
て
、
或
は
忠
誠
な
る
皇
子
、
及
び
慈
愛
野
鼠
夫
皇
の
物
話
と
し
て
、
い
か
に
そ
の

　
面
目
を
蝿
に
み
て
傳
へ
ら
れ
た
か
を
見
る
べ
享
で
あ
る
。

　
　
な
ほ
同
種
の
例
と
し
て
、
や
、
後
代
に
厩
す
ゑ
竜
の
に
つ
い
て
見
る
に
、
第
三
に
仁
徳
藩
，
な
る
、
天
「

　
皇
が
弟
隼
丈
短
を
草
し
で
青
墨
雌
鳥
皇
女
を
求
め
．
ら
れ
た
燐
、
皇
一
子
皇
女
と
蓮
じ
て
復
命
せ
ず
、
絡

　
に
叛
し
て
二
入
と
竜
謙
せ
ら
れ
る
物
話
に
於
い
て
菟
、
詑
の
認
事
が
、
ど
こ
要
で
竜
貞
己
の
本
能
的
．

　
事
情
に
任
せ
て
行
動
し
、
之
に
殉
ず
る
女
王
を
圭
と
し
て
、
女
王
の
愛
情
が
濤
分
に
な
い
て
と
を
知

　
つ
て
竜
な
ほ
客
易
に
忘
れ
か
ね
、
愈
や
そ
の
叛
意
を
き
い
て
絡
に
激
怒
し
て
之
を
諌
す
る
に
至
る

　
天
皇
を
配
も
て
．
自
然
，
人
ρ
墾
愛
の
孚
ひ
の
素
．
朴
ぎ
が
一
貫
し
て
み
る
の
に
甥
し
て
、
紀
に
於
い
て

　
拡
．
趣
が
あ
は
っ
て
皇
恣
裏
要
入
っ
て
睾
が
主
9
と
な
書
の
慧
象
の
薦
王
と
私
怨
を
以

　
て
親
を
失
．
ぶ
を
欲
せ
ず
と
し
て
幾
度
か
之
を
忍
び
、
終
に
そ
の
叛
を
聞
い
て
巳
む
を
得
ず
諌
す
る

　
に
い
た
る
兄
な
る
天
皇
と
の
．
政
継
の
争
ひ
と
し
て
．
認
さ
れ
、
あ
ま
つ
さ
へ
嘗
時
皇
女
を
討
9
た
武

，
入
の
天
鶉
そ
の
蚕
糞
に
す
る
頭
髪
の
身
に
嚢
と
甚
手
玉
足
委
発
く
己
が
妻
に

　
與
へ
控
と
い
ム
．
他
の
物
語
’
が
、
認
で
は
溺
に
説
δ
れ
、
輩
に
・
そ
の
爲
に
そ
の
武
入
は
罪
を
’
得
て
殺
さ
’
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弟
て
る
る
の
噸
紀
で
は
ヱ
の
物
語
と
警
付
け
て
、
始
め
か
ら
皇
后
が
陰
面
あ
雪
女
意
が
ら
死

後
そ
の
身
を
露
さ
し
め
る
こ
と
の
忍
び
が
π
い
と
て
、
特
に
装
身
の
玉
を
取
る
の
・
を
禁
じ
鬼
の
で

あ
っ
霞
と
さ
れ
、
そ
の
武
人
，
は
・
漏
せ
ら
れ
よ
う
と
し
禿
・
が
、
土
地
を
納
め
て
死
罪
を
赦
さ
れ
だ
と
な
，

つ
て
み
る
。
第
四
に
、
允
恭
巻
の
輕
太
子
と
そ
の
同
母
妹
輕
大
郎
女
之
の
情
更
に
遭
い
嘘
は
記
紀
や

等
し
く
不
倫
の
行
爲
と
し
て
、
そ
の
事
の
。
爲
に
、
人
心
太
子
に
乏
き
、
絡
に
穴
穗
皇
子
の
爲
に
・
攻
め
ら

れ
て
囚
へ
ら
れ
π
乙
と
を
記
し
潔
が
ら
、
認
に
於
い
て
は
」
事
を
天
皇
崩
後
に
ゐ
乙
つ
だ
ど
し
囚
へ

ら
れ
る
や
皇
子
の
み
藁
菰
國
に
臨
さ
れ
、
後
女
王
が
獲
慕
に
堪
へ
か
ね
て
追
う
て
到
ム
、
絡
に
惜
死
．

す
る
乙
と
に
終
っ
て
ゐ
6
の
に
．
紐
に
於
い
て
は
、
腰
づ
「
容
．
姿
佳
麗
見
者
肖
感
」
で
陀
太
子
が
、
同
じ
く
．

『
艶
福
ド
な
る
皇
女
を
懲
ひ
、
岡
母
兄
妹
．
問
の
結
婚
の
罪
な
る
こ
ど
を
畏
れ
て
黙
も
禿
が
、
顧
情
知
に
し

て
殆
ん
ど
二
男
ば
か
・
ウ
、
で
あ
っ
た
の
で
、
『
徒
空
死
者
難
有
罪
何
得
・
忍
野
」
と
し
て
、
絡
に
蓮
じ
溢
。
現

は
れ
て
後
竜
、
天
皇
は
皇
太
子
煮
る
故
を
以
℃
、
太
子
を
罪
ぜ
ず
皇
女
の
み
を
三
雲
國
に
洗
毛
ヵ
。

帝
の
崩
後
、
皇
子
、
穴
穗
皇
子
を
襲
は
う
と
し
て
却
っ
て
囚
へ
・
ら
れ
、
肖
憂
し
た
と
な
っ
て
み
る
。

ゑ
上
の
艶
漂
銃
の
雲
脚
と
紀
系
統
の
そ
れ
と
の
勤
比
の
備
な
、
そ
「
の
程
度
叉
．
は
趣
≧
そ
異
れ
．
い

つ
れ
竜
鵡
剛
者
が
後
者
に
繁
い
℃
、
何
等
か
の
逡
徳
化
、
少
く
も
道
徳
的
顧
慮
を
加
へ
ら
れ
て
る
る
事

を
示
す
竜
の
で
あ
っ
て
、
む
れ
や
が
て
、
原
始
的
道
徳
意
識
に
野
す
る
毅
下
せ
る
段
階
の
反
省
を
示

　
　
　
　
古
憩
蓮
に
於
け
る
蹴
徳
意
識
議
吸
吻
獲
藩
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
．
　
　
さ
晶
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す
竜
の
に
外
荏
ら
織
。
換
言
す
れ
ば
、
昔
な
が
ら
の
肖
然
入
の
意
識
と
、
そ
を
批
例
し
よ
5
と
し
て

き
π
駿
選
せ
る
そ
れ
と
の
饗
立
の
反
映
を
、
こ
私
に
見
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
騨

　
斯
…
の
如
き
凱
避
徳
的
反
省
は
、
一
方
か
ら
善
濤
へ
ば
、
・
或
は
日
本
紀
の
礁
脳
つ
カ
∵
奈
良
朝
、
難
く
は
そ
の
原
・

本
の
成
つ
π
撰
吏
疇
代
後
の
、
撰
者
そ
の
人
の
意
識
の
産
物
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
得
る
。
而
も
吾

人
は
、
少
く
と
竜
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
が
傳
舗
的
書
物
時
代
以
後
に
於
け
6
道
徳
的
意
識
そ
れ
膚
ら

の
漸
次
の
薮
達
の
経
過
の
内
在
と
叉
結
果
と
を
示
す
に
外
な
ら
綴
を
信
ず
る
。
こ
の
織
に
於
い

て
、
本
居
が
書
紀
に
野
す
る
文
華
潤
飾
論
の
結
論
と
し
て
、
書
紀
の
思
想
を
、
凡
て
當
時
の
車
町
模
倣

の
、
い
は
ば
輩
な
る
外
面
的
も
し
く
は
附
伽
羅
産
物
と
罪
な
さ
う
と
す
る
見
解
は
、
彼
の
排
儒
主
義

の
行
過
ぎ
の
一
例
と
し
て
、
圃
意
し
得
な
い
所
で
あ
る
。
古
集
献
の
徳
諦
的
書
物
と
し
て
・
の
性
質

を
明
か
に
し
た
本
居
は
日
本
紀
に
於
い
て
竜
そ
の
原
本
た
る
竜
の
㌦
同
じ
盤
質
を
有
し
だ
事
を
、

決
し
て
否
認
し
得
べ
く
竜
な
い
。
現
に
上
記
の
上
界
の
比
較
に
弱
い
．
て
、
詑
紀
の
傳
は
、
そ
れ
4
＼

物
語
の
筋
に
小
異
を
有
し
て
．
そ
の
本
來
の
異
傳
舟
る
≧
と
を
示
し
、
決
し
て
他
が
一
方
の
斜
な
る

丈
蕪
潤
飾
と
の
み
な
し
が
た
い
乏
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
筋
に
於
け
る
異
同
を
竜
、
凡
て
肩



　
　
本
紀
編
者
の
作
爲
と
見
な
さ
う
と
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
ば
何
故
に
、
な
ほ
一
瞬
微
底
せ
る
修
正
を
試

　
み
な
か
っ
た
と
い
ふ
反
問
に
よ
つ
て
、
破
れ
ざ
る
を
得
な
い
臆
下
臥
あ
る
。
果
し
て
然
ら
ば
日
本

　
紀
が
圭
と
し
て
原
本
と
し
て
撰
ん
だ
傳
議
的
書
物
そ
の
も
の
に
、
す
で
に
か
く
の
如
き
道
徳
化
の

　
痕
跡
竜
し
く
は
傾
向
が
、
全
然
存
し
孜
か
つ
た
と
い
ム
こ
と
を
推
定
す
べ
き
理
由
は
、
決
し
て
之
あ

　
う
と
信
じ
が
た
い
。
　
嚇
般
の
時
勢
が
、
已
に
か
曳
る
道
徳
的
反
省
を
嚇
す
べ
き
原
因
を
包
呈
し
て

　
雛
遊
乙
と
は
、
す
で
に
蓮
べ
だ
。
薬
入
は
更
に
こ
の
論
旨
・
を
支
持
す
べ
き
竜
の
と
し
で
、
鯵
講
選
書

　
物
時
代
の
中
頃
に
於
け
る
、
か
、
る
道
徳
的
意
識
の
螢
達
を
示
す
例
を
．
同
じ
く
記
紀
に
よ
っ
て
示

　
さ
う
。
脚
ち
顯
宗
主
に
於
け
る
一
記
事
で
あ
る
。
　
曰
く
、
天
皇
が
父
彰
彰
王
の
仇
だ
る
雄
略
天
皇

　
を
恨
む
情
に
π
へ
ず
陵
墓
を
駿
た
う
と
し
て
兄
意
企
郡
命
に
命
じ
た
。
然
る
に
命
は
之
を
．
諌
め

　
て
、
私
情
に
於
い
て
は
道
理
で
あ
る
が
、
天
皇
は
父
の
仇
と
い
へ
ど
竜
從
父
で
あ
ウ
．
か
つ
公
に
は
天

　
下
の
塾
主
で
あ
る
。
今
。
私
怨
を
以
て
陵
墓
を
破
ら
ば
、
必
ず
天
下
の
誹
を
受
げ
よ
う
と
言
っ
た
。

　
天
皇
は
こ
の
理
に
服
さ
れ
た
と
。
ζ
の
記
事
に
於
い
て
は
、
以
上
の
本
旨
に
於
い
て
、
記
紀
と
竜
に

　
．
全
く
↓
致
し
て
み
る
の
み
な
ら
ず
、
記
に
於
い
て
は
、
あ
ま
つ
さ
へ
兄
王
は
じ
め
天
皇
の
命
を
承
け

　
て
肉
ら
雄
皇
帝
の
陵
墓
に
ゆ
き
、
墓
園
を
些
か
㌦
堀
っ
て
そ
の
土
を
持
ち
か
ヘ
ウ
、
諌
言
と
と
竜
に
、
併

応
・
も
子
と
し
て
父
王
の
仇
は
報
い
ず
ば
あ
る
べ
か
ら
ず
こ
れ
を
以
て
面
圏
を
カ
て
給
へ
と
三
つ
π

　
　
　
　
　
古
輪
騨
憎
勘
に
添
伊
け
る
鯖
遣
傭
褥
崩
鼠
識
と
そ
砂
嚇
蟹
壕
鵡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
蝸
幽
一
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@
漏
節
が
撫
は
つ
℃
．
一
磨
情
理
を
慰
し
て
み
る
る
と
が
注
意
さ
れ
る
。
ζ
の
配
事
は
、
比
較
的
後
世

　
に
饗
し
．
か
つ
記
紀
響
町
の
傳
が
斯
の
如
き
關
係
に
於
い
て
存
す
る
こ
と
か
ち
考
べ
て
、
上
置
の
歴

　
更
勝
事
實
に
墓
い
だ
當
時
の
思
想
の
號
現
と
見
な
す
べ
き
竜
の
で
あ
る
こ
と
は
、
信
ず
惹
に
足
動

　
る
心
而
t
て
一
そ
の
内
容
に
至
っ
て
は
、
明
ら
か
に
登
営
ぜ
る
道
徳
意
識
の
産
物
で
あ
る
。
か
く
の

　
如
く
に
し
て
、
絶
入
は
、
本
居
が
交
欝
欝
、
飾
．
論
の
卓
見
、
書
紀
集
，
解
の
著
者
が
精
細
な
る
研
究
等
に
よ

っ
て
．
某
紀
義
の
馨
の
轟
模
馨
代
の
色
彩
嶺
ゆ
に
葱
て
る
「
る
か
護
め
つ
㌔
竜

　
禽
、
そ
を
概
し
て
上
代
道
徳
意
識
の
磯
達
の
雪
解
歩
く
と
込
さ
る
色
膨
を
と
る
に
い
π
つ
π
乙
乏

　
の
内
的
理
爵
の
存
在
を
信
じ
得
る
。
・

　
　
興
し
℃
、
斯
の
如
ぎ
反
憲
の
古
紳
道
の
紳
槻
そ
の
竜
の
に
於
・
い
て
の
薮
生
、
換
言
す
れ
ば
紳
の
道

　
・
徳
化
竜
し
く
は
合
理
化
の
傾
伺
に
至
っ
て
も
み
の
つ
か
ら
上
記
の
揚
合
に
比
し
て
、
あ
～
レ
れ
ざ
ま

　
な
が
ら
薮
達
し
だ
も
の
と
考
へ
ち
れ
る
。
嚢
づ
比
較
的
早
く
、
注
意
さ
れ
る
の
は
諸
紳
が
自
然
紳
，

　
．
カ
る
蛙
質
の
，
5
ち
」
に
、
國
家
的
煙
し
く
は
氏
族
的
租
榊
π
る
雛
質
を
強
あ
て
家
π
こ
と
で
あ
る
。

　
皇
旱
天
紳
は
じ
め
挙
々
が
「
以
僻
都
久
国
営
」
の
槻
念
は
、
こ
ζ
に
著
く
な
つ
舟
。
，
，
か
く
の
如
き
は
、
諸

　
榊
の
い
は
朝
畑
聯
と
し
て
の
想
化
の
結
果
で
あ
っ
て
所
謂
麗
先
崇
拝
と
し
て
の
登
達
で
あ
る
。

　
Z
魅
に
儒
激
の
影
響
の
単
な
る
，
之
と
は
言
ふ
鹿
で
竜
な
い
。
　
而
庵
更
に
、
蹴
舞
岡
萩
…
序
の
磯
蓬
が
、



画
か
る
の
原
因
を
爲
τ
控
ζ
と
は
已
に
；
・
し
惚
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
之
と
讐
て
、
膚
ら
聯

．
性
の
内
容
に
甥
す
る
反
省
の
痕
跡
が
、
多
少
と
竜
．
に
辿
垂
得
ら
れ
る
。
凝
血
青
龍
於
け
る
心
慮
之

　
下
氷
幾
語
誌
出
之
霞
玉
露
兄
弟
の
伊
豆
志
嚢
登
費
を
争
5
π
曲
論
這
う
れ
つ
く
物
の
償
の
約
を
・

　
篤
き
な
か
つ
π
兄
を
非
難
し
尤
母
な
る
入
の
言
と
し
て
、
「
我
御
事
の
事
よ
く
ζ
そ
紳
習
は
あ
う
つ

　
し
き
、
審
人
草
習
へ
や
ム
∴
の
物
償
は
腹
』
と
あ
る
の
ば
、
薦
う
多
き
入
に
入
に
話
し
，
て
榊
の
東
密
性
を

．
認
め
ど
の
意
鎌
で
瀞
を
穫
範
と
す
べ
急
ヒ
と
を
言
つ
．
陀
蔦
の
で
あ
を
。
縛
本
紀
仁
徳
懇
に
は
、
河

　
内
連
杉
子
が
馳
を
河
申
に
投
じ
そ
の
、
沈
歪
な
い
故
を
以
て
、
蟄
を
求
め
る
河
底
の
眞
憩
に
み
ち
で

漉
婁
る
こ
と
蕎
じ
順
嚢
虫
因
杉
子
之
幹
轟
妄
脇
語
が
あ
ゑ
謹
風
土
記
の
古
老
．

　
の
簿
組
中
に
は
、
箭
蟻
酸
廣
多
智
て
ふ
入
が
、
開
懇
に
際
し
て
妨
害
し
た
蛇
紳
を
打
殺
し
、
「
何
論
語
鷲

　
不
從
風
化
」
愛
い
ひ
、
難
物
魚
・
虫
余
類
を
揮
催
る
所
な
．
く
打
殺
さ
し
あ
だ
認
事
が
あ
る
。
出
雲
風
・
土

　
認
に
・
は
、
天
武
朝
の
ζ
と
，
、
し
て
、
権
臣
富
麗
が
智
嚢
崎
の
上
に
立
つ
．
て
．
鰐
の
、
爲
に
殺
さ
れ
た
女
子

　
の
仇
を
討
た
う
と
て
、
門
天
三
千
五
百
萬
、
地
界
千
五
百
萬
、
並
當
早
筆
座
三
百
九
十
九
魅
、
及
海
若
等
』
に

　
」
訴
へ
て
ハ
「
良
鱒
露
座
者
、
吾
所
轄
一
助
給
、
以
既
2
知
紳
盤
之
溜
騨
」
と
い
ひ
藤
に
そ
の
鰐
を
殺
す
．
を
得
た
と

　
あ
る
。
斯
て
萬
葉
集
．
の
歌
入
に
至
っ
て
は
、
そ
の
切
な
’
る
情
を
誓
っ
て
、
「
天
地
の
麗
し
理
卦
な
く
ば

翻．．

ｳ
ぎ
ど
歌
っ
た
。
ζ
れ
ら
は
、
い
つ
讐
紳
の
愚
心
牲
を
要
求
し
嚢
た
期
し
だ
思
想
で
あ
．
る
。
そ

　
　
　
　
　
轟
謹
於
け
ろ
識
徳
羅
と
そ
の
畿
藩
ご
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
一
　
釜
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ﾌ
他
、
軍
に
逡
信
や
古
家
の
宗
敏
的
儀
式
の
弊
害
に
野
す
る
反
雀
と
し
て
は
、
大
祓
詞
に
果
物
せ
る

　
罪
を
歎
へ
泥
の
を
は
じ
め
、
皇
聖
天
．
皇
紀
に
於
け
る
葛
野
河
勝
が
常
世
騨
の
迷
信
を
打
破
し
た
認

．
事
、
孝
徳
天
皇
紀
の
沓
俗
腰
丘
の
詔
の
う
ち
に
る
け
る
殉
死
の
独
二
歩
除
に
陣
ム
随
習
の
禁
等
が
歎

　
へ
ら
れ
る
。

　
　
吾
人
の
考
察
は
、
あ
の
つ
か
ら
第
三
期
に
及
ん
だ
。
し
か
竜
大
化
改
鋤
彫
動
（
そ
の
豫
備
蒔
代
だ

　
る
推
古
時
を
も
こ
め
て
）
か
ら
奈
良
朝
に
至
る
撰
更
時
代
を
主
題
と
し
て
、
全
汎
的
観
察
を
試
み
、
古

　
代
入
の
道
徳
意
識
の
成
績
を
考
へ
、
随
っ
て
上
頚
の
如
き
反
省
の
更
的
意
義
を
羽
か
に
す
る
乙
と

　
は
、
上
古
道
徳
史
の
前
論
だ
る
本
論
丈
の
任
務
で
な
い
。
（
大
浮
九
年
＋
一
8
二
＋
臼
稿
）
　
　
　
　
　
、


