
現
代
文
学
に
お
け
る

蟻
通
明
神
の

二
　
（
承
前
）

「
扶
持
の
系
譜
�

こ
と
�
１

　
蟻
通
明
神
に
か
か
わ
る
文
献
で
最
も
古
い
の
は
、
お
そ
ら
く
『
貴
之
集
』

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
貴
之
自
身
が
、
折
り
に
ふ
れ
て
出
来
た
歌
を
書
き
つ

け
て
い
た
と
『
大
鏡
』
に
語
ら
れ
て
い
る
、
彼
の
私
家
集
で
あ
る
。
そ
の

ら
勺
）
（
一
本
に
よ
る
と
九
）
に
、
次
の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
か
き
曇
り
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
大
空
に
あ
り
ど
ほ
し
を
ば
思
ふ
べ
に
鮒
に

一
見
し
て
意
味
が
す
う
っ
と
通
ら
な
い
の
は
、
「
あ
り
ど
ほ
し
」
の
語
の

意
味
が
判
然
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
引
用
し
た
『
新
校
群
書
類
従
』
の

本
文
が
「
あ
り
と
ほ
し
」
で
は
な
く
て
、
「
あ
り
ど
ほ
し
」
と
濁
っ
て
い

る
の
で
、
か
え
っ
て
意
味
が
分
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
「
と
」

の
濁
点
を
取
っ
て
し
ま
い
、
歌
の
意
を
推
察
し
な
が
ら
漢
字
を
宛
て
て
み

る
と
、
「
有
り
、
と
、
星
」
つ
ま
り
、
「
星
有
り
と
」
と
な
る
。
こ
う
す

工
　
　
藤

茂

る
と
、
こ
の
歌
の
表
の
意
味
が
通
る
。
す
な
わ
ち
、
空
が
曇
っ
て
い
て
星

が
あ
る
と
は
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に

な
ぜ
「
ほ
し
あ
り
と
」
と
せ
ず
「
あ
り
ど
ほ
し
」
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
実
は
、
こ
の
語
は
い
さ
さ
か
工
夫
の
こ
ら
さ
れ
た
掛
詞
だ
っ
た
。
こ
の

歌
の
前
に
付
さ
れ
た
次
の
詞
書
を
読
む
と
、
「
あ
り
ど
ほ
し
」
と
う
た
っ

た
そ
の
理
由
が
納
得
さ
れ
る
。

’
　
紀
の
國
に
下
り
て
、
か
へ
り
の
ぼ
る
道
に
て
、
俄
に
馬
の
し
ぬ
べ
く

　
　
　
わ
づ
ら
ふ
所
に
「
て
」
道
行
く
人
（
々
）
立
ち
ど
ま
り
て
い
ふ
や
う
、

　
　
　
是
は
こ
ｘ
に
い
ま
し
つ
る
紳
の
し
給
ふ
な
む
。
と
し
頃
や
し
ろ
も
な

　
　
　
　
（
イ
）
見
え
ね

　
　
　
く
し
る
し
も
な
け
れ
ど
「
い
と
か
し
こ
く
て
、
い
ま
し
け
る
」
　
（
う

　
　
　
た
て
あ
る
）
紳
也
。
さ
き
ざ
き
か
（
う
）
や
う
に
わ
づ
ら
ふ
人
々
あ

　
　
　
る
所
也
。
い
の
り
申
給
へ
「
よ
」
と
い
ふ
に
、
み
て
ぐ
ら
も
な
け
れ

-－１



　
　
ば
な
に
わ
ざ
す
べ
く
も
あ
ら
ず
’
4
j
y
手
を
（
か
き
）
あ
ら
ひ
て
ひ

　
　
ざ
ま
づ
き
て
、
紳
い
ま
す
か
げ
も

乙
紅
作
心
に
む
か
ひ
て
、
そ
も
そ

　
　
も
何
の
紳
と
い
ふ
と
い
へ
ば
、
あ
り
ど
ほ
し
の
紳
と
な
む
申
す
と
い

　
　
ひ
け
れ
ば
、
是
を
聞
き
て
よ
み
奉
る
歌
な
り
そ
の
け
に
や
、
馬
の
心

　
　
ち
「
も
」
や
み
に
け
り

　
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

　
神
社
も
な
け
れ
ば
神
の
し
る
し
も
見
え
な
い
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
貫

之
は
知
ら
ず
に
馬
を
乗
り
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
す
る
と
た
ち
ま
ち
馬
が
倒

れ
て
し
ま
っ
た
。
通
り
が
か
り
の
人
が
、
そ
れ
は
こ
こ
の
神
の
し
わ
ざ
だ

か
ら
祈
り
な
さ
い
と
教
え
て
く
れ
た
。
そ
の
と
お
り
に
お
祈
り
を
し
て
う

か
が
う
と
、
あ
り
ど
ほ
し
の
神
だ
と
い
う
。
そ
こ
で
歌
を
作
っ
て
奉
っ
た
。

そ
の
せ
い
か
、
馬
も
生
き
か
え
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
先
の
歌
の
「
あ
り
ど
ほ
し
」
と
は
、
あ
り
ど
ほ
し
の
神
の

こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
神
の
神
域
を
犯
し
た
理
由
と
許
し
を
乞
う
気
持
が
、

こ
の
歌
の
裏
に
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
が
曇
っ
て

い
て
星
の
あ
り
か
が
分
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
に
、
そ
れ
と
い
っ
た
し
る
し

の
な
い
こ
こ
が
、
あ
り
ど
ほ
し
の
神
の
神
域
と
も
知
ら
ず
馬
を
乗
り
入
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
っ

て
し
ま
っ
た
罪
を
お
許
し
下
さ
い
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
歌
の
意
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
右
の
貴
之
の
故
事
を
手
ぎ
わ
よ
く
要
約
し
て
、
こ
の
あ
り
ど
ほ

し
の
縁
起
を
紹
介
し
て
い
る
の
が
、
前
に
述
べ
た
『
枕
草
子
』
で
あ
る
。

そ
の
段
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

蟻
通
の
明
神
、
貫
之
が
馬
の
わ
づ
ら
ひ
け
る
に
、
こ
の
明
神
の
病
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
う
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

せ
給
ふ
と
て
、
歌
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
ん
、
い
と
を
か
し
。

　
清
少
納
言
は
こ
の
文
の
直
後
に
、
「
こ
の
蟻
通
と
つ
け
け
る
は
、
ま
こ

と
に
や
あ
り
け
ん
」
と
い
う
感
想
（
疑
問
）
を
は
さ
ん
だ
う
え
で
、
前
述

の
話
を
書
き
と
め
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
段
の
最
後
を
、
次
の
よ
う
な
文

章
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
　
さ
て
、
そ
の
人
の
紳
に
な
り
た
る
に
や
あ
ら
ん
、
そ
の
紳
の
御
も
と

　
　
に
ま
う
で
た
り
け
る
人
に
、
夜
現
れ
て
の
た
ま
へ
り
け
る
。

　
　
　
　
七
曲
に
ま
が
れ
る
玉
の
緒
を
ぬ
き
て
あ
り
と
ほ
し
と
は
知
ら
ず

　
　
　
　
や
あ
る
ら
ん

　
　
と
の
た
ま
へ
り
け
る
、
と
人
の
語
り
し
。

　
　
「
そ
の
人
」
に
は
二
つ
の
解
釈
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
は
親
孝
行
の
中

将
と
す
る
も
の
、
も
う
一
つ
は
中
将
の
親
と
す
る
説
で
あ
る
。
「
七
曲
に

ま
が
れ
る
玉
の
緒
を
ぬ
き
」
た
る
知
恵
、
つ
ま
り
蟻
を
使
っ
て
曲
り
く
ね

っ
た
玉
の
孔
に
緒
を
通
し
た
知
恵
を
持
っ
て
い
た
者
が
、
神
と
な
っ
て
紀

ら
れ
た
の
で
蟻
通
明
神
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
中
将
の
親

が
そ
の
神
と
な
っ
て
顕
現
し
た
と
と
っ
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ

が
、
後
世
出
版
さ
れ
た
、
『
室
町
時
代
物
語
大
成
第
二
』
（
角
川
書
店
）
に
収

め
ら
れ
て
い
る
草
子
で
は
、
中
将
が
蟻
通
の
明
神
と
し
て
あ
が
め
ら
れ
た

こ
と
に
な
っ
て
お
り

川
上
神
社
の
中
の
社

通
明
神
と
い
わ
れ
た
奈
良
県
吉
野
郡
の
丹
生

で
も
、
草
子
同
様
、
中
将
が
後
に
蟻
通
明
神

と
な
っ
て
祭
ら
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
一
般
に

は
、
蟻
通
明
神
の
本
地
は
親
で
は
な
く
て
、
中
将
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
貴
之
を
困
ら
せ
た
神
が
な
ぜ
「
あ

２－
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り
ど
ほ
し
」
と
呼
ぱ
れ
た
か
は
理
解
で
き
よ
う
。
た
だ
こ
こ
で
気
に
な
る

の
は
、
こ
の
神
の
性
格
が
両
者
で
相
違
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
貴
之
集
』
で
は
、
こ
の
神
の
性
格
を
「
い
と
か
し
こ
く
て
、
い
ま
し
け
る
」

神
と
い
い
、
そ
の
一
本
で
は
「
う
た
て
あ
る
」
神
と
い
っ
て
い
る
。
『
枕

草
子
』
の
文
脈
で
こ
れ
を
解
釈
す
る
と
、
前
者
は
た
い
そ
う
賢
明
な
（
か

し
こ
き
）
神
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
後
者
は
ど
う
に
も
解
釈
で
き
な

い
。
と
こ
ろ
が
『
貴
之
集
』
の
文
脈
で
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
は
な
か
な

か
微
妙
な
表
現
に
思
わ
れ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
は
貫
之
の
乗

っ
て
い
た
馬
を
急
に
倒
し
、
道
行
く
人
々
に
も
こ
の
よ
う
な
難
儀
を
与
え

て
い
る
神
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
た
い
そ
う
恐

し
い
畏
怖
す
べ
き
（
か
し
こ
き
）
神
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
困
っ

た
い
や
な
（
う
た
て
あ
る
）
神
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
神
が
貫
之
の
奉

っ
た
歌
に
よ
っ
て
怒
り
を
解
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
か
き
曇
り
」
の
歌

は
た
い
そ
う
す
ぐ
れ
た
歌
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
そ
う
で
な
い

に
し
て
も
、
右
の
よ
う
な
「
か
し
こ
き
神
」
を
感
動
さ
せ
、
感
心
さ
せ
る

何
か
を
持
っ
て
い
る
歌
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
れ
は
何
か
、

お
そ
ら
く
「
あ
り
ど
ほ
し
」
に
「
有
り
と
星
」
と
「
蟻
通
」
と
を
重
ね
て

表
現
し
た
興
言
利
口
、
つ
ま
り
機
知
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
ま
た
、
そ
の
機

知
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
風
流
を
神
の
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
詞

書
の
面
白
さ
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
三

　
「
銕
捨
」
伝
説
（
親
棄
山
）
の
⇔
難
題
型
の
話
は
、
前
章
で
述
べ
た
『
枕

　
草
子
』
の
系
統
と
『
貴
之
集
』
の
系
統
に
二
分
で
き
る
。
前
者
は
難
題
が

　
主
と
な
り
、
そ
れ
が
蟻
通
明
神
の
縁
起
と
結
び
つ
く
話
、
後
者
は
蟻
通
の

　
神
域
に
馬
を
乗
り
入
れ
て
罰
が
当
た
り
、
歌
徳
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
話
で

　
あ
る
。
こ
の
後
者
の
話
は
『
枕
草
子
』
を
経
て
『
火
鏡
』
に
流
れ
入
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
『
火
鏡
』
は
火
宅
の
世
継
と
夏
山
の
繁
樹
が
話
を
す
る
と

　
い
う
形
で
歴
史
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
「
雑
々
物
語
」
の
中
で
、
あ
る
人

　
が
繁
樹
に
「
都
を
出
て
い
な
か
へ
い
ら
っ
し
ゃ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」

　
と
質
問
し
た
の
に
対
し
、
繁
樹
が
「
遠
国
に
は
ま
か
ら
ず
。
和
泉
の
国
に

　
こ
そ
、
貫
之
の
ぬ
し
の
御
任
（
国
守
と
し
て
）
に
下
り
て
は
べ
り
し
か
。

　
『
あ
り
と
ほ
し
を
ば
思
ふ
べ
し
や
は
』
と
、
詠
ま
れ
し
旅
の
と
も
に
も
さ

　
ぶ
ら
ひ
き
。
雨
の
降
り
し

長
ご
な
ど
と
語
っ
た
の
で
、
古
草
子
に
書
か

　
れ
て
い
る
の
を
見
る
場
合
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
月
日
が
経
っ
て
し
ま
っ
た
よ

　
う
に
思
う
け
れ
ど
も
、
繁
樹
の
語
る
話
を
聞
い
て
昔
に
あ
っ
た
よ
う
な
心

　
も
ち
が
し
て
興
味
深
か
っ
た
、
と
叙
べ
て
い
る
。

　
　
『
貴
之
集
』
で
は
雨
の
降
っ
た
様
子
は
な
く
、
貫
之
の
奉
納
し
た
歌
の

　
表
の
意
味
が
、
僅
か
に
そ
れ
を
連
想
さ
せ
る
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
繁

　
樹
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
雨
ま
で
降
っ
て
い
る
。
歌
が
雨
を
呼
び
起

’
こ
し
、
い
つ
か
雨
の
日
の
こ
と
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
「
あ
ら
笑
止
や
。
俄
に
日
暮
れ
大
雨
降
‰
づ
ご
と
、
謡
曲
「
蟻
通
」

　
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
く
。

　
　
次
に
こ
の
話
が
書
き
留
め
ら
れ
る
の
は
、
『
俊
頼
口
伝
集
』
で
あ
る
。
こ

　
れ
は
中
古
三
十
六
歌
仙
の
▽
人
で
あ
る
源
俊
頼
の
書
い
た
歌
学
書
と
伝
え

　
ら
れ
、
俊
頼
随
脳
、
俊
桜
抄
ま
た
は
俊
頼
無
名
抄
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
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そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
貴
之
が
馬
に
の
り
て
和
泉
国
に
御
は
し
ま
す
な
る
あ
り
ど
ほ
し
の
明

　
　
神
の
御
前
を
よ
る
く
ら
か
り
け
る
に
神
の
御
前
と
も
し
ら
で
通
り
け

　
　
れ
ば
馬
俄
に
た
う
れ
て
死
け
り
い
か
な
る
こ
と
に
か
と
お
ど
ろ
き
思

　
　
て
火
の
光
に
ほ
の
か
に
み
れ
ば
神
の
鳥
居
の
み
え
け
れ
ば
い
か
な
る

　
　
神
の
御
は
し
ま
す
と
た
づ
ね
け
れ
ば
是
は
あ
り
ど
ほ
し
の
明
神
と
申

　
　
て
物
と
が
め
せ
さ
せ
給
ふ
神
也
も
し
の
り
な
が
ら
や
と
を
ら
せ
た
ま

　
　
ひ
つ
る
と
人
の
と
ひ
け
れ
ば
か
ぺ
る
神
の
御
は
し
ま
す
と
も
し
ら
ず

　
　
す
ぎ
侍
り
に
け
り
い
か
ぃ
ヽ
’
は
す
べ
き
と
禰
宜
を
よ
び
て
と
へ
ば
そ
の

　
　
禰
宜
だ
ｙ
に
は
あ
ら
ず
わ
が
ま
へ
を
馬
に
の
り
な
が
ら
と
を
る
す
べ

　
　
か
ら
く
し
ら
ざ
れ
ば
ゆ
る
し
つ
か
は
す
べ
き
也
し
か
は
あ
れ
ど
も
汝

　
　
和
歌
の
道
を
き
は
め
た
る
者
也
其
道
を
あ
ら
は
し
て
す
ぎ
ば
馬
さ
だ

　
　
め
て
た
つ
こ
と
を
え
て
ん
御
神
の
託
宣
な
り
と
い
へ
り
貴
之
た
ち
ま

　
　
ち
に
水
を
あ
み
て

　
　
　
　
七
鄭
に
曲
れ
る
玉
の
緒
を
貫
て
蟻
通
し
と
は
知
す
や
有
覧

　
　
か
み
に
か
き
て
や
し
ろ
の
は
し
ら
に
お
し
つ
け
て
お
が
み
い
り
て
と

　
　
ば
か
り
あ
る
ほ
ど
に
ひ
ま
た
ち
ま
ち
に
お
き
て
身
ぶ
る
ひ
を
し
て
た

　
　
て
り
ね
ぎ
ゆ
る
し
た
ま
ぶ
と
て
さ
め
に
け
腿

　
神
の
鳥
居
が
あ
っ
た
り
、
神
社
の
禰
宜
を
よ
ん
だ
り
、
細
部
に
相
違
は

あ
り
な
が
ら
、
そ
の
大
筋
は
ほ
ぼ
『
貫
之
集
』
の
そ
れ
と
同
じ
話
で
あ
る
。

た
だ
大
き
な
違
い
は
そ
の
歌
に
あ
っ
た
。
『
俊
頼
口
伝
集
』
の
歌
は
貫
之
の

歌
で
は
な
く
て
、
『
枕
草
子
』
に
蟻
通
明
神
が
夜
詣
で
た
人
に
現
れ
て
詠
ん

だ
歌
と
記
さ
れ
て
い
た
、
そ
の
歌
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
が
い
つ
か
貴
之

　
　
　
Ｉ
Ｉ

Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｓ
　
　
ｊ

の
歌
と
伝
え
ら
れ
て
、
こ
の
よ
う
に
書
き
留
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
日

本
古
典
文
学
大
系
・
枕
草
子
』
の
頭
註
で
は
、
こ
の
歌
は
次
の
よ
う
に
解

釈
さ
れ
て
い
る
。

　
　
七
曲
り
に
く
ね
っ
た
玉
の
紐
を
蟻
が
貴
い
た
の
で
、
こ
の
社
を
蟻
通

　
　
明
神
と
呼
ぶ
と
は
世
間
は
知
ら
ず
に
い
る
ら
し
い
。

　
し
た
が
っ
て
こ
の
歌
は
、
や
は
り
『
俊
頼
口
伝
集
』
の
文
脈
の
中
に
置

く
に
は
相
応
し
く
な
い
歌
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
歌
を
貴
之
の
歌
と

す
る
伝
承
は
さ
ら
に
続
い
て
お
り
、
中
世
の
『
神
道
集
』
に
も
書
き
留
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
『
神
道
集
』
は
安
居
院
唱
導
の
正
本
と
伝
え
ら
れ
る

も
の
で
、
真
福
寺
本
、
赤
木
文
庫
本
、
彰
考
館
本
、
天
理
図
書
館
本
、
河

野
本
等
、
十
数
種
の
諸
本
が
あ
る
。
今
秋
の
手
元
に
あ
る
の
は
そ
の
う
ち

の
一
つ
東
洋
文
瓢
ピ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
と
巻
第
七
の
三
十
八
と
　
４

‐

し
て
「
蟻
通
明
神
事
」
が
載
っ
て
い
る
。

　
　
抑
蟻
通
明
神
者
、
欽
明
天
王
。
御
時
、
自
大
唐
云
一
一
神
璽
つ
玉
、
大

　
　
般
若
。
。
副
。
被
こ
艮
、

と
い
う
冒
頭
で
始
ま
る
こ
の
話
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

　
欽
明
天
王
の
御
時
、
大
唐
か
ら
神
璽
と
い
う
玉
が
大
般
若
経
に
副
え
ら

れ
て
渡
来
し
た
。

　
も
と
も
と
こ
の
玉
は
天
照
太
神
が
天
下
を
治
め
給
う
時
、
第
六
天
魔
王

に
乞
う
て
国
を
治
め
る
財
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
人
王
の
代
に
な
っ
て

か
ら
は
代
々
の
帝
が
こ
れ
を
守
っ
て
き
た
が
、
孝
照
天
王
の
御
時
に
、
天

の
朔
女
が
計
略
を
め
ぐ
ら
し
て
こ
の
玉
を
盗
み
取
っ
て
天
に
上
り
、
失
せ

て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
秦
奢
（
深
砂
）
大
王
か
ら
玄
肺
三
蔵
の
手
を
経
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て
、
ま
た
日
本
に
戻
っ
て
き
た
。

　
玄
非
三
蔵
が
仏
の
生
ま
れ
た
国
に
渡
る
時
、
流
沙
と
い
う
河
岸
に
一
人

の
優
な
る
美
女
が
い
て
、
「
和
僧
は
ど
の
よ
う
な
宿
願
が
あ
っ
て
、
こ
れ

ほ
ど
難
所
の
多
い
道
に
来
た
の
か
」
と
問
い
か
け
た
。

　
　
「
我
は
大
般
若
経
を
東
の
国
へ
渡
そ
う
と
思
っ
て
き
た
の
だ
」
と
三
蔵

が
答
え
る
と
、
美
女
は
。

　
　
「
こ
の
道
は
あ
な
た
の
よ
う
な
人
の
通
る
べ
き
道
で
は
な
い
。
急
い
で

引
き
返
し
な
さ
い
」
と
言
う
。

　
　
「
我
、
生
ま
れ
て
か
ら
一
度
も
禁
戒
を
犯
し
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
と

い
う
の
も
、
大
般
若
経
に
深
く
志
を
か
け
て
い
る
か
ら
で
、
特
に
般
若
心

経
こ
そ
我
の
志
す
と
こ
ろ
な
の
だ
。
た
と
え
そ
の
た
め
に
屍
を
流
し
曝
す

と
も
」
と
歎
く
と
、
そ
の
女
人
は
ハ
坂
玉
を
取
り
出
し
て
「
和
僧
、
こ
の

玉
に
緒
を
貫
き
給
え
。
そ
れ
が
で
き
た
ら
仏
生
国
へ
送
り
ま
し
ょ
う
」
と

言
う
。
三
蔵
が
そ
の
玉
を
請
い
取
っ
て
み
る
と
、
形
は
蚕
璽
（
ま
ゆ
）
に

似
て
色
は
黄
で
あ
っ
た
。
玉
の
中
の
孔
は
七
坂
に
曲
っ
て
い
て
、
ど
う
し

て
も
緒
を
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ど
う
し
た
も
の
か
と
思
案
し
て
い
る

と
、
道
の
傍
の
本
の
枝
に
機
織
と
い
う
虫
が
い
て
「
蟻
腰
着
糸
、
向
玉
孔
」

と
嚇
っ
た
。
悉
曇
の
達
人
の
三
蔵
は
す
ぐ
に
そ
の
意
を
解
し
、
得
心
し
て

そ
の
傍
を
見
る
と
、
大
蟻
が
草
の
葉
に
遊
ん
で
い
た
。
三
蔵
は
大
い
に
喜

び
、
こ
の
蟻
を
取
り
、
糸
を
そ
の
蟻
の
腰
に
結
び
つ
け
玉
の
孔
口
へ
押
し

入
れ
た
と
こ
ろ
、
間
も
な
く
蟻
は
一
方
の
孔
口
か
ら
出
て
き
て
緒
を
通
す

こ
と
が
で
き
た
。

　
そ
の
時
こ
の
女
房
は
う
ち
笑
う
か
と
み
る
間
に
怖
し
げ
な
る
鬼
王
の
形

　
と
な
り
、

　
　
「
我
は
是
れ
大
般
若
守
護
十
六
善
神
の
中
の
豪
著
大
王
な
り
。
汝
、
此

　
の
世
一
世
の
事
な
ら
ず
。
過
去
七
生
も
此
の
般
若
心
経
を
渡
さ
ん
と
せ
し

　
か
ど
も
、
自
ら
深
く
惜
し
く
思
食
経
な
れ
ば
、
汝
の
命
を
召
す
こ
と
七
度

　
な
り
。
汝
、
我
が
預
を
見
よ
」
と
て
う
ち
向
ひ
給
へ
ば
「
七
曝
首
」
を
貫

　
き
て
類
に
懸
け
、
三
蔵
に
見
せ
給
ふ
、
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、

　
　
「
こ
れ
ほ
ど
に
志
し
て
い
る
う
え
は
、
我
ら
が
守
護
を
加
え
て
送
う
こ

　
と
大
王
は
三
蔵
を
肩
に
引
懸
け
、
天
竺
の
仏
生
国
へ
渡
し
て
大
般
若
並
び

　
に
般
若
心
経
を
与
え
、
さ
ら
に
東
の
国
へ
と
送
っ
た
。
そ
し
て
「
こ
の
玉

　
は
お
ま
え
に
与
え
よ
う
。
仏
法
東
漸
の
理
に
よ
っ
て
、
大
般
若
心
経
も
や

　
が
て
日
本
国
へ
渡
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
に
経
に
副
え
て
こ
の
玉
も
渡
し

　
て
ほ
し
い
。
も
と
も
と
こ
の
玉
は
日
本
国
の
も
の
で
あ
っ
た
が
孝
照
天
王

　
の
時
、
天
朔
女
が
取
っ
て
天
上
へ
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
私

　
が
所
持
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
」
と
言
い
、
さ
ら
に
、

　
　
「
私
は
ひ
と
あ
し
先
に
日
本
国
へ
行
っ
て
神
と
顕
わ
れ
、
般
若
部
の
守

　
護
神
と
な
ろ
う
」
と
誓
っ
た
。

　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
豪
奢
大
王
は
日
本
国
に
渡
り
、
神
と
顕
わ
れ
て
後
、

’
紀
伊
国
田
那
辺
と
い
う
処
に
蟻
通
明
神
と
し
て
祀
ら
れ
る
の
で
あ
る
・
　
一

　
方
あ
の
蟻
通
し
の
玉
は
、
欽
明
天
皇
の
御
時
、
経
と
共
に
日
本
に
渡
来
し
、

　
三
種
の
重
宝
の
Ｉ
つ
と
な
っ
た
。

　
　
こ
こ
ま
で
が
前
半
の
部
分
に
あ
た
る
。
三
種
の
神
器
の
一
つ
ハ
尺
瓊
の

　
曲
玉
の
由
来
を
、
蟻
通
し
の
故
事
に
絡
ま
せ
て
語
る
話
が
む
し
ろ
主
と
な

　
り
、
豪
著
大
王
が
蟻
通
明
神
と
な
っ
て
紀
ら
れ
る
話
が
従
と
な
っ
て
い
る

－５



こ
の
話
は
、
神
道
と
仏
教
の
奇
妙
な
習
合
の
姿
を
示
し
て
い
て
興
味
深
い
。

そ
れ
に
し
て
も
秦
奢
大
王
が
な
ぜ
こ
こ
で
蟻
通
明
神
と
結
び
つ
く
の
で
あ

ろ
う
か
。

　
『
貴
之
集
』
の
系
列
に
連
な
る
説
話
に
、
そ
の
神
の
性
格
を
探
る
と
、

蟻
通
の
神
は
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
道
行
く
人
々
に
難
儀
を
か
け
る

畏
怖
す
べ
き
神
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
一
方
秦
奢
大
王
（
深
沙
大
将
）

も
、
初
め
は
護
法
の
鬼
神
で
あ
り
な
が
ら
、
時
代
が
移
る
に
従
っ
て
道
｀

特
に
水
上
の
道
を
さ
え
ぎ
る
畏
怖
す
べ
き
神
へ
と
変
化
し
て
い
く
。
そ
の

特
っ
て
い
る
玄
非
の
袈
磐
の
数
も
次
第
に
増
え
て
、
二
個
の
饗
磐
を
袋
に

入
れ
て
特
っ
て
い
る
も
の
か
ら
、
七
つ
の
さ
れ
こ
う
べ
を
紐
に
貫
い
て
預

に
掛
け
て
い
る
姿
へ
、
さ
ら
に
九
つ
の
そ
れ
を
預
に
掛
け
て
い
る
沙
和
尚

ま
た
は
沙
悟
浄
へ
と
変
化
し
て
い
蜂
　
『
神
道
集
』
の
そ
れ
は
、
前
述
の

よ
う
に
「
七
曝
首
」
を
貫
い
て
類
に
懸
け
て
い
た
。
こ
の
翼
賛
の
数
は
一

章
の
最
初
に
紹
介
し
て
お
い
た
大
分
の
高
瀬
磨
崖
仏
の
深
沙
大
将
の
そ
れ

と
一
致
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
昭
和
四
十
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
大
分

の
磨
崖
仏
』
　
（
九
環
）
で
は
「
胸
に
九
箇
の
翼
賛
を
並
べ
て
擾
格
（
首
飾

り
）
と
し
」
と
説
明
さ
れ
、
『
豊
後
の
磨
崖
仏
散
歩
』
　
（
双
林
社
）
も
そ
れ

を
踏
襲
し
て
「
九
関
の
翼
賛
を
並
べ
た
首
飾
り
を
つ
け
」
と
し
て
い
る
の

は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
こ
の
翼
賛
の
数
は
必
ず
し
も
一
定
は
し

て
い
な
い
よ
う
で
、
三
重
の
神
宮
寺
の
深
沙
大
将
像
の
そ
れ
は
、
五
関
の

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

　
さ
て
右
の
よ
う
に
こ
の
両
者
を
見
る
時
、
こ
の
神
の
性
格
は
共
通
す
る
。

し
か
も
こ
の
蟻
通
明
神
の
縁
起
と
し
て
語
ら
れ
る
棄
老
説
話
は
外
来
の
話

と
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
こ
れ
ら
の
要
素
が
重
な
り
合
っ
て
、
両
者
が

結
び
つ
い
て
い
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
と
こ
ろ
で
『
神
道
集
』
の
後
半
は
、
貫
之
の
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

と
な
る
。

　
　
延
喜
″
帝
御
時
、
書
所
預
紀
貴
之
朝
臣
、
紀
国
補
任
時
、
彼
社
ご
朋
。

　
　
不
勺
下
馬
一
打
通
程
：
乗
馬
ス
ク
ミ
テ
不
゛
動
、
貫
之
自
゛
馬
下

　
　
恰
処
：
里
。
者
共
、
此
社
。
申
ハ
蟻
通
。
明
神
申
：
般
若
守
薦

　
　
天
等
十
六
善
神
。
御
中
。
・
、
豪
奢
大
王
応
追
御
神
也
、
御
法
施
候
＆

　
　
申
、
貴
之
聞
゛
之
、
昔
。
蟻
通
。
玉
。
緒
言
食
出
給
：

　
　
　
七
坂
曲
レ
ル
玉
ノ
ホ
ソ
ヲ
ヽ
ハ
　
蟻
通
キ
ト
誰
カ
シ
ラ
マ
シ

　
　
ト
読
給
：
心
経
読
誦
。
。
法
楽
。
奉
給
、
ハ
、
御
殿
j
i
U
町
奉
幣
、
；

　
　
　
カ
キ
ク
モ
リ
ア
サ
セ
モ
シ
ラ
ヌ
ヲ
ヽ
ソ
ラ
ニ

　
　
　
　
蟻
通
ト
ハ
言
ヘ
シ
ト
ハ

　
　
読
給
ハ
、
馬
ハ
身
振
ｙ
立
。
ケ
リ
、

　
こ
の
後
に
続
い
て
『
神
道
集
』
は
、
さ
ら
に
蟻
通
明
神
が
内
裏
内
侍
所

の
守
護
の
時
に
は
、
そ
の
神
璽
の
色
と
同
じ
赤
鰯
糸
を
数
珠
の
緒
に
し
て

祈
念
す
れ
ば
願
い
ご
と
が
成
就
す
る
こ
と
を
述
べ
て
終
わ
る
。

　
こ
こ
で
は
貫
之
が
、
蟻
通
の
明
神
が
豪
奢
大
王
応
追
の
神
で
あ
る
こ
と

を
聞
き
、
昔
の
蟻
通
の
玉
の
緒
の
故
事
を
思
い
出
し
て
「
七
坂
」
の
歌
を

詠
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
『
枕
草
子
』
で
神
の
詠
ん
だ
歌
と
さ
れ
て

い
た
一
首
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
貴
之
の
歌
に
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

歌
そ
の
も
の
も
、
『
枕
草
子
』
の

　
　
七
曲
に
ま
が
れ
る
玉
の
緒
を
ぬ
き
て
あ
り
と
ほ
し
と
は
聯
ら
ず
や
あ

－６
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る
ら
ん

か
ら
『
俊
頼
口
伝
集
』
の

　
　
七
曲
に
曲
れ
る
玉
の
緒
を
貴
て
蟻
通
し
と
は
知
す
や
有
覧

を
経
て
『
神
道
集
』
で
は
、

　
　
七
坂
曲
レ
ル
玉
の
ホ
ソ
ヲ
ヽ
ハ
　
蟻
通
キ
ト
誰
カ
シ
ラ
マ
シ

と
変
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
か
ら
『
貴
之
集
』
の
、

　
　
か
き
曇
り
あ
や
め
も
し
ら
ぬ
大
空
に
あ
り
ど
ほ
し
を
ば
思
ふ
べ
し
や
は

の
歌
も
、
『
神
道
集
』
で
は
、

　
　
カ
キ
ク
モ
リ
ア
サ
セ
モ
シ
ラ
ヌ
ヲ
ヽ
ソ
ラ
ニ
　
蟻
通
ト
ハ
思
ヘ
シ
ト
ハ

と
「
あ
や
め
」
は
「
ア
サ
セ
」
に
、
「
思
ふ
べ
し
や
は
」
は
「
思
ヘ
シ
ト

ハ
」
に
変
っ
て
し
ま
う
。
流
沙
の
河
岸
に
美
女
の
姿
で
現
れ
た
秦
奢
大
王

の
こ
と
に
関
連
さ
せ
た
か
に
見
え
る
「
浅
瀬
」
は
、
し
か
し
、
こ
の
歌
の

意
味
を
い
っ
そ
う
分
ら
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
時
代
と
共
に
微
妙
に
変
化
し
て
い
っ
た
貴
之
の
逸
話

は
、
謡
曲
「
蟻
通
」
に
お
い
て
日
本
の
文
学
と
し
て
定
着
す
る
。

　
紀
貴
之
は
従
者
二
人
を
連
れ
て
、
和
歌
三
神
の
一
つ
玉
津
島
明
神
に
参

詣
の
途
次
、
「
俄
か
に
日
暮
れ
大
雨
降
り
」
　
「
乗
り
た
る
駒
さ
へ
臥
し
て
」

し
ま
う
。
そ
こ
に
蟻
通
明
神
が
老
社
人
の
姿
で
、

　
　
湯
湘
の
夜
の
雨
頻
り
に
降
っ
て
、
遠
寺
の
鐘
の
声
も
聞
え
ず
。
何
と

　
　
な
く
宮
寺
は
。
深
夜
の
鐘
の
声
。
御
燈
の
光
な
ん
ど
に
こ
そ
。
神
さ

　
　
び
心
も
澄
み
渡
る
に
。
社
頭
を
見
れ
ば
燈
火
も
な
く
。

と
登
場
す
る
。
貴
之
は
燈
火
を
持
っ
て
い
る
そ
の
老
社
人
を
呼
び
止
め
て

事
情
を
話
す
。
老
人
は
驚
い
た
風
で
、
こ
こ
は
蟻
通
明
神
の
境
内
だ
が
、

　
そ
う
と
知
っ
て
馬
を
乗
り
入
れ
て
い
た
ら
、
兪
も
な
か
っ
た
ろ
う
に
と
語

　
る
。
そ
し
て
相
手
が
貫
之
と
知
る
と
、
「
歌
を
詠
う
で
神
慮
に
御
手
向
け

　
侯
へ
」
と
す
す
め
る
。
そ
こ
で
貫
之
は
私
心
や
邪
心
の
な
い
素
直
な
心
で

　
　
　
雨
雲
の
た
ち
重
な
れ
る
夜
半
な
れ
ば
。
あ
り
と
ほ
し
と
も
。
思
ふ
べ

　
　
　
き
か
は
。

　
と
詠
む
。
老
社
人
は
「
あ
ら
面
白
の
御
歌
や
」
と
感
動
し
、
貴
之
の
罪
を

　
許
し
て
馬
を
生
き
か
え
ら
せ
、
自
分
は
神
の
姿
に
帰
っ
て
鳥
居
の
笠
木
に

　
隠
れ
る
の
だ
っ
た
。

　
　
と
、
こ
の
よ
う
に
梗
概
を
ま
と
め
な
が
ら
引
用
し
た
本
文
を
見
れ
ば
、

　
こ
の
謡
曲
「
蟻
通
」
の
表
現
の
美
し
さ
が
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

　
よ
う
に
し
て
文
学
に
ま
で
高
め
ら
れ
た
「
蟻
通
」
で
は
あ
っ
た
が
、
『
枕
　
　
一

　
草
子
』
を
除
く
と
こ
れ
は
や
は
り
「
銕
捨
」
と
は
異
質
の
系
列
で
あ
っ
た
。
　
７

　
な
お
こ
の
謡
曲
「
蟻
通
」
に
は
、
『
貫
之
集
』
と
『
俊
頼
口
伝
集
』
の
両
　
　
一

　
者
の
話
ば
か
り
で
は
な
く
、
『
大
鏡
』
の
そ
れ
の
面
影
も
見
て
と
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
だ
が
そ
こ
で
詠
ま
れ
る
歌
は
、
『
貴
之
集
』
　
『
大
鏡
』
の
系

　
列
の
歌
で
あ
っ
て
、
『
枕
草
子
』
に
神
の
詠
ん
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
七

　
曲
に
」
の
歌
で
は
な
か
っ
た
。
謡
曲
の
作
者
は
、
神
を
感
動
さ
せ
る
す
ぐ

″
れ
た
も
の
と
し
て
、
前
者
の
系
列
の
伝
承
歌
を
選
択
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四

　
「
蟻
通
明
神
」
と
称
せ
ら
れ
る
話
の
も
う
一
つ
の
流
れ
は
、
『
枕
草
子
』

「
奈
良
絵
本
」
　
「
伝
説
」
の
そ
れ
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
内
容
は
ず
い



ぶ
ん
違
い
、
「
親
棄
山
」
の
モ
チ
ー
フ
の
有
無
に
よ
っ
て
、
『
枕
草
子
』

と
後
二
者
に
き
れ
い
に
分
離
さ
れ
て
し
ま
う
。
前
述
の
よ
う
に
『
枕
草
子
』

の
難
題
話
に
は
「
親
棄
山
」
の
モ
チ
ー
フ
が
絡
み
、
親
孝
行
が
語
ら
れ
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
は
『
今
昔
物
語
葉
巻
五
第
柑
二
』
の
天
竺
の
話
と
類
似

し
て
お
り
、
こ
の
話
の
起
源
は
ィ
ン
ド
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
こ
の
話
は
、
『
日
本
昔
話
大
孔
9
1
0
ご
の
五
二
三
Ａ
親
葉
山
に
分
類
さ
れ

る
昔
話
に
流
れ
入
っ
て
、
現
代
ま
で
、
南
は
沖
縄
か
ら
北
は
青
森
に
至
る

ま
で
、
広
域
に
わ
た
り
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
昭
和
五

十
三
年
五
月
二
十
日
発
行
の
『
武
蔵
の
昔
話
－
第
一
集
』
　
（
武
蔵
町
教
育

委
員
会
刊
）
に
も
、
大
分
県
武
蔵
町
志
和
利
の
松
原
東
（
七
十
二
歳
）
の

語
っ
た
昔
話
が
「
蟻
通
し
の
明
神
（
親
棄
山
）
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
話
に
は
『
枕
草
子
』
の
よ
う
な
蟻
通
明
神
の
縁
起
は
す
で
に
な

く
、
難
題
型
の
親
棄
山
の
話
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
「
親
棄
山
」
の
モ
チ
ー
フ
の
無
い
『
奈
良
絵
本
』
　
「
伝

説
」
　
（
『
日
本
昔
話
大
成
９
』
の
五
二
三
Ｂ
に
分
類
さ
れ
て
い
る
奈
良
県

吉
野
郡
の
蟻
通
明
神
の
縁
起
）
で
は
、
難
題
話
と
蟻
通
明
神
の
縁
起
だ
け

が
結
び
つ
け
ら
れ
た
形
で
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
を
「
蟻
通
明
神
の
え
ん

ぎ
」
と
仮
り
に
名
づ
け
ら
れ
て
『
室
町
時
代
物
語
大
成
第
二
』
　
（
角
川
書

店
）
に
収
載
さ
れ
て
い
る
『
奈
良
絵
本
』
に
探
っ
て
み
よ
う
。
そ
の
話
の

内
容
は
、
お
お
よ
そ
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
た
い
そ
う
賢
い
帝
の
御
時
、
も
ろ
こ
し
の
大
王
か
ら
日
本
の
帝
に
勅
使

が
た
て
ら
れ
た
。
も
ろ
こ
し
の
国
が
帝
に
奉
っ
た
物
は
、
菊
江
の
綿
、
藍

田
の
玉
、
憚
谷
の
笛
、
泗
贋
の
讐
、
さ
ん
こ
の
盃
、
明
月
の
玉
な
ど
、
と

と
り
ど
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。

　
　
そ
の
中
に
五
斗
を
う
く
る
ほ
と
の
、
大
き
な
る
、
ほ
ら
が
い
有
、
口

　
　
は
、
ひ
ら
け
た
り
と
い
へ
と
も
、
う
し
ろ
に
い
た
り
、
ま
か
れ
る
こ

　
　
と
、
い
く
え
と
い
ふ
は
か
り
な
し

　
　
勅
使
、
申
け
る
や
う
は
、
此
ほ
ら
の
貝
、
口
よ
り
、
う
し
ろ
に
、
い

　
　
た
る
ま
て
に
、
五
色
の
糸
を
、
つ
ら
ぬ
き
と
ほ
し
、
も
ろ
こ
し
に
返

　
　
し
た
ま
は
ら
む
と
こ
そ
、
そ
う
も
ん
申
あ
け
ｘ
れ

　
も
し
こ
の
難
問
が
解
け
な
け
れ
ば
、
日
本
の
国
を
あ
な
ど
り
、
も
ろ
こ

し
の
国
が
攻
め
寄
せ
る
こ
と
は
必
定
の
こ
と
。

　
大
納
言
は
公
卿
、
大
臣
を
集
め
、
ど
う
し
よ
う
か
と
詮
議
し
た
が
よ
い

知
恵
が
浮
か
ば
な
い
。
そ
こ
で
広
く
殿
上
人
た
ち
に
、
何
か
よ
い
思
案
は

な
い
も
の
か
と
は
か
っ
た
。
そ
の
時
頭
の
中
将
が
進
み
出
て
、
孔
子
が
陳

の
国
に
お
け
る
故
事
を
話
し
て
、
私
が
糸
を
通
し
ま
し
ょ
う
と
申
し
上
げ
た
。

　
孔
子
の
故
事
と
は
、
孔
子
が
陳
の
国
で
九
曲
の
珠
に
糸
を
通
す
難
題
を

出
さ
れ
て
困
っ
て
い
た
時
、
杜
氏
の
娘
の
教
え
に
よ
っ
て
、
そ
の
難
題
を

解
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
杜
氏
の
娘
の
教
え
と
い
う
の
は
「
ほ
そ
き
糸
に
、

あ
り
を
つ
な
き
、
珠
の
穴
に
、
人
給
ひ
、
松
の
け
ふ
り
に
、
ふ
す
へ
給
へ
」

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
帝
は
そ
れ
を
お
聞
き
に
な
り
、
感
心
な
さ
っ
て
、
一
件
を
頭
の
中
将
に

ゆ
だ
ね
ら
れ
た
。
中
将
は
ほ
ら
貝
を
預
っ
て
宿
所
に
帰
る
と
、
人
々
を
山

に
つ
か
わ
し
て
蟻
を
求
め
さ
せ
数
々
の
蟻
を
取
り
寄
せ
た
。
だ
が
、
並
の

蟻
で
は
糸
を
結
ん
だ
蟻
の
腰
が
半
ば
よ
り
ち
ぎ
れ
て
、
員
に
糸
を
通
す
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
大
和
の
国
春
日
の
宮
に
十
七
日
こ
も
り
、
大
き

-－８



い
蟻
が
手
に
は
い
る
よ
う
に
祈
っ
た
。
そ
れ
か
ら
七
日
た
っ
て
、
春
日
の

山
か
ら
二
寸
ほ
ど
の
大
き
な
山
蟻
が
出
て
き
た
。
中
将
は
神
の
恵
み
と
喜

び
、
そ
の
蟻
を
使
っ
て
こ
と
な
く
五
色
の
糸
を
通
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ

し
て
そ
の
恩
賞
と
し
て
、
和
泉
の
国
四
万
町
を
頂
戴
し
、
右
大
臣
に
取
り

立
て
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
の
中
将
の
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
『
奈
良
絵
本
』
は
、
さ
ら
に

次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

　
　
頭
の
中
将
は
、
大
臣
に
へ
あ
か
り
、
一
百
歳
の
よ
は
ひ
を
た
も
ち
、

　
　
そ
の
ｘ
ち
に
い
た
り
て
、
和
泉
の
国
に
、
帰
り
給
ひ

　
　
あ
る
日
の
こ
と
な
る
に
、
こ
く
う
の
う
ち
に
、
飛
あ
か
り
、
我
は
ま

　
　
こ
と
に
、
人
間
に
あ
ら
す
、
日
本
の
ま
も
ら
む
た
め
、
か
り
に
、
か

　
　
た
ち
を
け
ん
せ
し
な
り
、
い
ま
よ
り
後
も
、
猶
／
～
、
ま
も
り
の
神

　
　
た
る
へ
し
と
て
、
さ
ま
ノ
ヘ
、
き
と
く
を
あ
ら
は
し
つ
ゝ
、
神
あ
か

　
　
り
し
給
ひ
け
り

　
　
国
の
人
／
～
、
き
と
く
を
、
お
か
み
奉
り
、
社
を
立
て
、
神
を
い
は

　
　
ひ
、
蟻
通
の
明
神
と
、
あ
か
め
□
つ
る
そ
、
あ
り
か
た
き

　
以
上
の
概
要
が
語
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
物
語
は
、
中

世
の
そ
れ
の
特
色
で
あ
る
本
地
物
と
し
て
の
特
色
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
蟻
通
明
神
と
い
う
神
の
そ
の
本
を
尋
ね
る
と
、
ひ
と
た
び
は
頭
の

中
将
と
い
う
人
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
神
あ
が
り
（
死
）
し
て
後
、
蟻
通

明
神
と
し
て
紀
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
神
の
性
格
を
、
こ
の
絵

本
で
は
日
本
を
守
る
「
ま
も
り
の
神
」
と
し
て
い
る
。
国
を
守
る
と
い
う

こ
と
は
、
異
国
か
ら
の
敵
の
侵
入
を
防
ぐ
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
と
え
ば
、

　
こ
の
絵
本
の
次
の
よ
う
な
個
所
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
納
得
さ
れ
よ

　
　
　
さ
れ
は
、
異
国
よ
り
我
朝
を
う
ち
と
ら
ん
と
、
兵
を
そ
ろ
へ
て
、
日

　
　
　
本
を
せ
め
た
る
事
、
仲
哀
天
わ
う
よ
り
、
後
醍
醐
の
天
皇
の
御
代
に

　
　
　
い
た
る
迄
、
七
度
に
お
よ
ふ
と
い
へ
と
も

　
　
　
神
の
ち
か
ら
、
つ
よ
く
ま
し
／
へ
、
ひ
と
の
は
か
り
事
、
か
し
こ
き

　
　
　
に
よ
っ
て
、
た
ひ
／
‐
～
日
本
は
、
か
ち
い
く
さ
し
て
、
一
度
も
、
ふ

　
　
　
か
く
は
な
か
り
け
り

　
　
こ
れ
を
裏
返
し
て
言
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
道
を
塞
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
敵
の
侵
入
を
妨
害
す
る
神
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い

　
て
、
こ
の
蟻
通
明
神
は
、
『
貴
之
集
』
　
『
大
鏡
』
　
『
俊
頼
口
伝
集
』
謡
曲

　
「
蟻
通
」
　
『
神
道
集
』
の
系
譜
に
連
な
る
神
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

　
あ
る
。

　
　
こ
の
神
に
海
外
渡
来
の
神
の
面
影
を
見
て
い
た
の
は
、
中
野
猛
の
「
海

　
外
渡
来
の
神
に
つ
い
て
」
　
（
『
日
本
文
学
』
第
三
〇
巻
第
一
〇
号
）
で
あ

　
っ
た
。
そ
の
理
由
は
こ
の
型
の
説
話
の
祖
型
が
経
典
に
あ
る
こ
と
で
あ
っ

　
た
。
そ
の
真
偽
を
判
断
す
る
資
料
を
、
残
念
な
が
ら
私
は
持
っ
て
い
な
い
。

’
け
れ
ど
も
、
『
神
道
集
』
の
例
な
ど
を
見
る
と
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に

　
考
え
ら
れ
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
の
か
と
も
思
う
。
実
際
こ
の
神
の
性
格

　
と
そ
の
故
事
は
、
深
沙
大
将
の
そ
れ
と
随
分
類
似
し
て
い
る
。
た
と
え
ば

　
貴
之
の
乗
馬
が
生
き
返
っ
た
と
い
う
話
も
、
『
望
月
仏
教
大
辞
典
３
』
　
（
昭

　
4
8
・
世
界
聖
典
刊
行
協
会
）
に
引
か
れ
て
い
る
次
の
逸
話
と
、
き
わ
め
て

　
よ
く
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
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大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
第
一
に
師
が
沙
河
を
渉
ら
ん
と
す
る
時
、
四

　
　
夜
五
日
一
滴
の
水
を
得
ず
、
幾
ん
ど
将
に
剔
絶
せ
ん
と
し
、
遂
に
沙

　
　
中
に
臥
し
て
観
音
を
黙
念
す
る
に
、
忽
ち
涼
風
を
感
じ
、
且
つ
其
の

　
　
攻
紐
中
に
一
大
神
を
夢
み
た
る
こ
と
を
叙
し
「
第
五
夜
半
に
至
り
忽

　
　
ち
涼
風
あ
り
て
身
に
触
る
、
冷
快
に
し
て
寒
水
に
泳
す
る
が
如
し
。

　
　
遂
に
目
明
な
る
を
得
、
馬
亦
能
く
起
つ
。
体
既
に
蘇
息
し
、
少
睡
凛

　
　
を
得
。
即
ち
紐
中
に
於
て
一
大
神
を
夢
む
、
（
略
）
」
…
…
…
。

　
こ
の
「
一
大
神
」
が
後
に
深
沙
大
将
と
呼
ば
れ
る
神
と
な
る
の
で
あ
る

が
、
「
馬
亦
能
く
起
つ
。
体
既
に
蘇
息
し
…
…
」
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ

は
、
『
貫
之
集
』
の
そ
れ
を
思
い
起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
も
っ
と

も
こ
の
場
合
、
「
体
既
に
蘇
息
し
、
少
睡
眠
を
得
。
」
と
い
う
の
は
、
馬
で

は
な
く
て
三
蔵
法
師
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
。
そ
し
て
、
あ
る
い
は
こ
の
よ

う
な
こ
と
が
、
『
神
道
集
』
の
深
沙
大
将
蟻
通
明
神
応
遊
説
を
連
想
さ
せ

た
の
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て

も
、
確
か
に
蟻
通
明
神
は
海
外
渡
来
神
の
面
影
を
残
し
て
は
い
る
。
た
だ

私
は
、
『
貫
之
集
』
か
ら
『
奈
良
絵
本
』
へ
と
貫
流
す
る
こ
の
神
に
共
通

す
る
、
道
を
塞
え
、
そ
こ
を
守
る
と
い
う
性
格
を
考
え
る
と
き
、
国
つ
神

で
あ
る
猿
田
彦
や
塞
の
神
の
巻
族
と
し
て
の
蟻
通
明
神
を
、
ふ
と
考
え
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
話
を
『
奈
良
絵
本
』
の
「
蟻
通
明
神
の
え
ん
ぎ
」
に
戻

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
絵
本
は
そ
の
内
容
が
難
題
話
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
、
『
枕
草
子
』
の
系
統
に
位
置
づ
け
て
み
た
け
れ
ど
も
、
実
際

は
前
述
の
よ
う
に
「
親
棄
山
」
の
モ
チ
ー
フ
を
持
っ
て
い
な
い
。
し
か
も

そ
の
神
の
性
格
は
、
『
貴
之
集
』
の
系
列
に
連
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
柳
田
国
男
の
『
桃
太
郎
の
誕
生
』
の
方
法
を
借
り
て
、
銕
捨

説
話
を
よ
り
大
き
な
束
に
く
く
る
時
に
、
初
め
て
そ
の
中
に
入
れ
る
こ
と

の
で
き
る
話
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
奈
良
絵
本
』
に
は
、
他
に
見
ら
れ
な
い
も
う
一
つ

の
特
色
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ほ
ら
貝
に
糸
を
通
す
方
法
を
、
老
人
の
知

恵
に
で
は
な
く
孔
子
の
故
事
に
学
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
孔
子
の

故
事
は
、
当
然
中
国
の
話
か
ら
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
資
料
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ

れ
は
、
宋
の
善
郷
禅
師
の
『
祖

に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る

に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

　
　
　
世
伝
、
孔
子
厄
＝
於
陳
一
穿
二
九
曲
珠
一
遇
＝
桑
問
女
子
一
授
‘
之

　
　
　
以
‘
訣
、
孔
子
遂
暁
、
乃
以
゛
絲
繋
゛
蛤
、
引
い
之
以
゛
蜜
、
而
穿
゛

　
　
　
之

　
　
こ
こ
で
た
だ
一
つ
気
に
な
る
の
は
、
右
の
引
用
部
分
の
蜷
を
蜜
で
誘
っ

て
糸
を
通
し
た
と
い
う
一
条
が
、
『
奈
良
絵
本
』
の
そ
れ
で
は
Ｊ
煙
で
蟻

を
い
ぶ
す
こ
と
に
よ
っ
て
糸
を
通
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
別
の
資
料
に
依
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ

に
し
ろ
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
ま
た
中
国
渡
来
の
話
が
蟻
通
明
神
の

縁
起
に
取
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

〈
註
〉

　
（
１
）
『
新
校
群
書
類
従
　
第
十
一
巻
』
　
（
昭
和
五
十
二
年
十
月
三
十
日

　
覆
刻
版
発
行
・
名
著
普
及
会
）
所
収
『
紀
貫
之
集
』
三
七
〇
ペ
ー
ジ
。
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二



（
２
）
　
（
Ｉ
）
と
同
書
三
七
一
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
　
『
日
本
古
典
文
学
大
系
1
9
』
　
（
岩
波
書
店
）
二
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
４
）
　
『
日
本
昔
話
事
典
』
　
（
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
日
刊
・
弘
文

　
堂
）
三
五
ペ
ー
ジ
に
よ
る
。

（
５
）
佐
藤
謙
三
校
注
『
大
鏡
』
　
（
昭
和
四
十
四
年
十
二
月
十
日
刊
・
角

　
川
文
庫
）
二
七
三
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
佐
成
謙
太
郎
『
謡
曲
大
観
』
　
（
明
治
書
院
）
の
「
蟻
通
」
の
本
文

　
一
二
六
ペ
ー
ジ
。

（
７
）
　
『
続
々
群
書
類
従
第
十
五
歌
文
部
二
』
　
（
昭
和
四
十
四
年
十
月
三

　
十
一
日
刊
・
続
群
書
類
従
完
成
会
）
　
一
八
八
ペ
ー
ジ
。

（
８
）
近
藤
喜
博
編
『
神
道
集
』
　
（
昭
和
三
十
四
年
十
二
月
五
日
刊
・
角

川
書
店
）
二
〇
五
ペ
ー
ジ
。

（
９
）
中
野
美
代
子
『
孫
悟
空
の
誕
生
』
　
二
九
八
〇
年
十
一
月
五
日
刊

　
・
玉
川
大
学
出
版
部
）
に
よ
る
。

（
1
0
）
関
敬
吾
編
（
昭
和
五
十
四
年
十
月
二
十
日
刊
・
角
川
書
店
）

（
1
1
）
東
洋
文
庫
『
日
本
お
伽
集
２
』
　
（
昭
和
四
十
八
年
五
月
二
十
二
日

刊
・
平
凡
社
）
の
三
四
三
ペ
ー
ジ
の
付
録
。

〃
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