
現
代
文
学
に
お
け
る
「
銕
捨
」
の
系
譜
�

二
つ
の
「
銕
桧
山
」

工
　
藤

茂

一

　
銕
捨
と
い
う
こ
と
ば
は
、
棄
老
の
概
念
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
棄
老
に

つ
い
て
増
田
光
吉
が
「
い
や
な
言
葉
で
あ
る
。
お
ば
捨
て
山
の
伝
説
を

思
い
お
こ
さ
せ
る
ご
と
書
い
た
の
は
、
老
人
と
家
族
の
問
題
が
ク
ロ
ー

ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
昭
和
五
十
四
年
三
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
二

日
付
朝
日
新
聞
「
老
人
と
家
族
」
⑩
）
。
同
年
同
月
十
四
日
、
同
じ
朝
日

新
聞
は
、
「
現
代
の
う
ば
捨
て
」
に
猶
予
、
と
見
出
し
を
つ
け
て
、
昭
和

五
十
二
年
十
月
、
埼
玉
県
蕨
市
で
死
に
た
い
と
い
う
老
母
を
息
子
夫
婦

が
相
談
し
て
バ
イ
ク
に
乗
せ
て
荒
川
ま
で
連
れ
て
い
き
入
水
さ
せ
た
事

件
の
判
決
が
、
執
行
猶
予
付
の
刑
に
な
っ
た
こ
と
を
報
じ
て
い
た
。
ま

た
同
級
の
同
年
同
月
十
六
日
付
の
社
会
面
に
は
、
長
崎
の
大
村
市
立
病

院
長
が
「
病
院
は
医
師
、
看
護
婦
つ
き
の
う
ば
捨
て
山
で
は
な
い
」
と

言
っ
て
、
治
療
方
法
や
効
果
の
な
い
寝
た
き
り
老
人
や
植
物
人
間
の
よ
　
　
一

う
な
入
院
患
者
ナ
五
人
に
退
院
を
勧
め
、
そ
れ
が
問
題
化
し
て
い
る
と
　
Ｉ

い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
、
掲
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
老
人
　
　
一

の
疎
外
問
題
を
取
り
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
共
通
し
て
使
わ

れ
て
い
た
の
が
「
銕
捨
」
あ
る
い
は
「
姥
捨
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
ば
の
内
容
は
、
昭
和
五
十
六
年
三
月
、
堀
秀
彦
が
「
銀

の
座
席
」
に
書
い
た
次
の
文
章
に
要
約
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
分
か
り
き
っ
た
こ
と
だ
が
、
昔
と
今
と
で
は
、
老
人
に
対
す
る

’
　

考
え
方
は
ず
い
ぶ
ん
と
ち
が
っ
て
い
る
。
曹
は
貧
寒
な
村
落
な
ど

　
　
で
は
、
役
に
立
た
な
く
な
っ
た
老
人
は
半
ば
公
然
と
棄
て
ら
れ
た
。

　
　
赤
ん
坊
が
間
引
か
れ
た
よ
う
に
。
だ
が
そ
の
一
方
、
生
活
に
ゆ
と

　
　
り
が
あ
れ
ば
、
年
寄
り
は
尊
敬
さ
れ
た
。
尊
敬
さ
れ
た
の
は
第
一

　
　
に
、
七
十
を
越
し
た
老
人
た
ち
が
希
少
で
あ
っ
た
た
め
。
第
二
に



　
　
老
人
た
ち
の
経
験
と
知
識
が
貴
重
で
あ
っ
た
た
め
だ
ろ
う
。

　
昔
、
平
均
寿
命
が
短
か
く
、
人
生
五
十
年
と
言
わ
れ
た
時
代
、
「
銕
捨
｀

は
む
し
ろ
文
芸
の
上
だ
け
に
命
を
保
っ
て
き
た
。
今
、
核
家
族
化
か
進

み
、
平
均
寿
命
が
七
十
歳
を
超
え
て
、
「
銕
捨
」
「
姥
捨
」
「
観
衆
」
の
問

題
が
、
に
わ
か
に
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
た
の
は
、
人
々
が
中

流
意
識
を
持
ち
、
そ
の
生
活
状
態
が
中
産
階
級
化
し
た
か
ら
で
は
な
を
、

む
し
ろ
逆
に
各
家
族
が
貧
困
化
し
て
、
速
度
だ
け
が
増
大
し
て
い
く
生

活
に
、
溺
れ
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
「
銕
捨
」
は
、
た

だ
単
に
人
の
孝
の
心
の
欠
除
の
み
か
ら
生
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

他
の
動
物
は
子
の
面
倒
は
見
る
が
、
親
の
面
倒
は
見
な
い
。
親
の
面
倒

を
見
る
の
は
人
間
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
多
様
な
問
題
が
そ
こ
に
複
雑

に
介
在
し
て
、
孝
の
心
の
切
実
さ
に
泣
き
な
が
ら
、
親
を
棄
て
る
。
実

は
こ
れ
が
古
来
か
ら
現
代
に
至
る
「
銕
捨
」
の
内
実
で
あ
っ
た
。

　
　
　
親
棄
山
と
は
け
し
か
ら
ぬ
話
、
聴
く
も
耳
の
稿
れ
と
思
う
人
も

　
　
あ
ろ
う
が
、
是
は
そ
う
ぃ
う
驚
く
よ
う
な
話
題
を
出
し
て
、
先
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
　
ｉ
ｘ

　
　
聴
く
者
の
注
意
を
引
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
手
だ
て
で
あ
っ
た
。
実

　
　
際
は
人
に
孝
行
を
勤
め
る
話
な
の
で
あ
る
。
人
に
よ
っ
て
は
又
衆

　
　
老
国
と
も
い
う
が
、
こ
の
名
称
は
外
国
か
ら
来
て
居
る
。
昔
々
、

　
　
い
つ
の
頃
と
も
知
れ
な
い
速
い
昔
、
そ
う
し
て
又
何
処
に
在
る
か

　
　
も
は
っ
き
り
し
な
い
或
一
つ
の
国
に
、
親
が
六
十
歳
に
な
る
と
、

　
　
山
へ
棄
て
こ
禾
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
飛
ん
で
も
無
い
習
わ

　
　
し
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
一
人
の
よ
い
子
供
、
も
し
く
は
心
の
や
さ

　
　
し
い
者
の
行
い
に
よ
っ
て
、
も
う
永
久
に
そ
ん
な
事
を
す
る
者
が

　
　
無
い
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
、
そ
の
話
し
方
が
又
変
っ
て
居
て

　
　
面
白
い
の
で
あ
っ
た
。

　
柳
田
国
男
は
「
銕
檜
」
説
話
の
特
色
を
こ
の
よ
う
に
「
親
棄
山
」
に

書
い
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
説
話
は
児
童
の
た
め
の
文
学
に
も
登
場
し

て
く
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
二
つ
の
「
銕
檜
山
」
が
あ
る
。
一
つ
は
『
日
本
お
伽
噺
』
の

　
「
銕
檜
山
≒
も
う
一
つ
は
『
日
本
お
但
東
』
の
「
銕
檜
山
」
で
あ
る
。

　
井
上
靖
は
か
つ
て
「
銕
捨
」
と
い
う
作
品
に
、
絵
本
『
お
ば
す
て
山
』

の
こ
と
を
書
い
て
い
た
。
そ
れ
に
は
「
最
初
の
一
真
の
挿
絵
だ
け
が
着

色
さ
れ
、
他
の
頁
に
は
そ
れ
ぞ
れ
凸
版
の
挿
絵
が
つ
い
て
い
て
、
子
供

に
は
幾
ら
か
難
し
す
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
文
体
で
、
銕
檜
山
の
説
話
が
書

か
れ
て
あ
っ
た
ご
と
い
う
。
氏
は
そ
れ
に
続
け
て
さ
ら
に
そ
の
絵
本
の

あ
ら
す
じ
を
書
き
と
め
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
に
よ
る
と
、
そ
の
絵
本
は

先
に
掲
げ
た
二
つ
の
「
銕
檜
山
」
と
は
別
の
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
こ
と
は
「
銕
檜
山
」
の
伝
説
が
、

子
供
向
け
の
絵
本
や
文
学
に
多
く
登
場
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

事
実
、
私
も
そ
の
よ
う
な
絵
本
を
読
ん
だ
遠
い
記
憶
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
先
の
二
つ
の
「
銕
檜
山
」
に
限
っ
て
、

検
討
を
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
二

『
仏
心
お
儒
烈
は
大
江
小
波
の
編
で
、
明
治
ニ
ト
九
年
十
月
か
ら

一

－２



明
治
三
十
二
年
一
月
ま
で
、
全
部
で
二
十
四
冊
、
博
文
館
か
ら
出
版
さ

れ
た
。
大
江
小
波
と
は
巌
谷
小
波
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
先
に
『
日
本

昔
噺
』
全
二
十
四
冊
を
完
成
さ
せ
、
引
続
き
『
日
本
お
伽
噺
』
を
編
述

し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
刊
行
の
意
図
と
特
色
は
、
第
壱
編
に
掲
げ
ら

れ
て
い
る
「
一
筆
啓
上
仕
観
」
に
詳
し
い
の
で
、
少
々
長
く
な
る
が
そ

れ
を
次
に
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
先
以
て
少
年
諸
君
、
愈
々
御
機
嫌
宜
し
く
御
勉
強
遊
ば
さ
れ
、

　
　
大
慶
至
極
に
奉
存
観
。
次
に
小
波
事
お
蔭
を
以
て
、
無
事
消
光
罷

　
　
在
観
閲
、
憚
な
が
ら
御
安
心
下
さ
れ
度
観
。
小
波
事

　
　
一
、
先
に
「
日
本
昔
噺
」
の
編
述
を
思
ひ
立
ち
観
て
よ
り
、
年
を

　
　
　
経
る
こ
と
二
年
、
編
を
重
ぬ
る
こ
と
ニ
ダ
ア
ス
、
実
に
廿
四
種

　
　
　
の
昔
噺
を
、
覚
束
無
く
も
書
き
綴
り
観
処
、
幸
に
諸
君
の
御
喝

　
　
　
采
を
得
、
望
外
の
好
結
果
を
見
る
に
至
り
観
段
、
喜
悦
之
に
過

　
　
　
ず
、
難
有
御
礼
中
上
観
。

一
、
然
る
処
、
少
年
諸
君
の
御
伽
と
し
て
、
御
玩
読
を
願
ひ
度
物

　
語
は
、
中
々
彼
位
に
て
は
尽
し
難
く
、
我
邦
太
古
よ
り
の
歴
史

　
の
中
に
も
、
面
白
き
お
噺
沢
山
御
坐
候
間
、
此
を
成
べ
く
平
易

　
に
、
成
る
可
く
面
白
く
書
き
綴
り
、
今
一
度
諸
君
の
御
喝
采
を

　
得
度
と
存
じ
、
更
に
稿
を
起
し
候
が
、
即
此
の
「
日
本
お
伽
噺
」

　
に
御
坐
候
。

一
、
「
日
本
お
伽
噺
」
は
、
右
中
上
候
通
り
、
首
に
日
本
古
来
の

　
歴
史
の
中
よ
り
、
そ
の
材
料
を
求
め
候
に
は
相
違
無
之
候
へ
ど

　
も
ヽ
滋
び
実
際
の
事
に
の
み
偏
せ
ず
ヽ
荒
唐
無
稽
の
事
ヽ
乃
至

　
は
歴
史
家
の
疑
問
と
し
て
、
虚
実
何
れ
と
も
定
め
兼
る
事
に
て

　
も
、
読
ん
で
面
白
く
、
聞
き
て
慰
砿
に
相
成
恨
事
は
、
遠
慮
に

　
及
ば
ず
書
き
綴
り
恨
。
要
す
る
に
、
日
本
お
伽
順
は
お
伽
順
に

　
て
、
決
し
て
歴
史
順
に
は
御
坐
な
く
候
。

一
、
文
章
は
従
来
「
日
本
昔
順
」
に
て
用
ひ
恨
如
く
、
口
で
御
順

　
致
し
恨
通
り
、
即
ち
言
文
一
致
を
以
て
書
き
綴
り
恨
へ
ど
も
、

　
時
と
し
て
少
々
営
軋
し
き
言
葉
を
も
、
余
儀
な
く
使
は
ね
ば
な

　
ら
ぬ
場
合
少
か
ら
ず
、
こ
れ
に
は
小
波
も
毎
度
閉
口
仕
り
恨
依

　
て
左
る
言
葉
の
出
候
節
は
、
阿
父
様
な
り
阿
母
様
な
り
、
又
阿

　
兄
様
乎
阿
姉
様
に
、
御
遠
慮
な
く
御
尋
ね
遊
ば
さ
れ
度
左
す
れ

　
ば
又
幾
分
か
微
吟
を
に
も
相
成
申
す
可
く
と
存
じ
候
。

一
、
附
録
と
し
て
巻
尾
に
附
し
恨
は
、
皆
小
波
自
作
の
お
伽
順
に

　
て
、
「
少
年
世
界
」
に
連
載
致
し
恨
も
の
に
恨
へ
ど
も
、
楢
御
読

　
み
洩
し
の
諸
君
も
御
坐
恨
べ
く
と
存
じ
、
害
と
附
録
に
致
し
恨
。

　
此
種
の
お
伽
順
に
就
て
は
、
多
年
研
究
致
し
居
り
、
今
後
も
Ｉ

　
層
勉
強
致
し
度
き
存
念
に
御
坐
親
閲
、
此
亦
本
文
同
様
御
愛
読

　
の
程
願
ひ
奉
り
候
。

一
、
さ
て
又
小
波
が
、
彼
の
「
少
年
文
学
」
以
来
、
此
昔
順
お
伽

　
順
に
従
事
致
し
恨
に
就
て
は
、
一
面
に
は
文
壇
の
諸
先
輩
就
中

　
坪
内
逍
遥
、
森
鶏
外
、
依
田
学
海
、
饗
庭
篁
村
、
幸
堂
得
知
の

　
諸
君
よ
り
、
御
賛
成
と
御
注
意
と
を
受
、
又
一
面
に
は
、
辱
知

　
の
幼
年
少
女
諸
君
よ
り
、
御
評
判
と
御
助
言
と
を
得
て
、
大
い

　
に
発
明
致
し
観
閲
、
今
故
ら
に
此
処
に
記
し
て
、
感
謝
の
意
を

-
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表
し
中
候
。

先
は
有
中
上
皮
恐
惶
謹
言
。

　
　
明
治
廿
九
年
十
月
吉
日

大
日
本
少
年
諸
君
（
原
文
総
ル
ビ
）

大
江
小
波
拝

　
こ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
六
項
目
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
「
日
本
昔
順
」
両

出
版
が
好
評
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
他
に
も
少
年
た
ち
に
味
わ
わ
せ
た

い
物
語
が
多
く
、
わ
が
国
の
歴
史
か
ら
面
白
い
も
の
を
選
ん
で
平
易
に

書
き
綴
っ
た
の
が
『
日
本
お
伽
順
』
で
あ
る
こ
と
（
以
上
そ
の
出
版
の

意
図
）
、
こ
れ
は
し
か
し
、
虚
実
取
り
混
ぜ
た
「
お
伽
順
」
で
あ
っ
て

決
し
て
「
歴
史
順
」
で
は
な
い
こ
と
（
そ
の
内
容
の
特
色
）
、
文
章
は

　
『
日
本
恭
順
』
に
用
い
た
言
文
一
政
体
に
よ
っ
た
こ
と
（
文
体
の
特
色
）
、

附
録
と
し
て
『
少
年
世
界
』
に
連
載
し
た
小
波
自
身
の
作
品
を
巻
尾
に

付
し
た
こ
と
（
構
成
の
特
色
）
、
お
よ
び
、
坪
内
逍
遥
、
森
鴎
外
な
ど
の

賛
成
と
注
意
へ
の
感
謝
、
並
び
に
読
者
へ
の
感
謝
と
な
ろ
う
。

　
こ
こ
で
お
伽
順
と
い
う
の
は
、
お
伽
の
時
の
、
ま
た
は
お
伽
の
八
の

話
と
い
う
の
で
は
な
い
。
神
話
、
昔
話
、
伝
説
、
歴
史
譚
を
包
括
す
る

少
年
に
相
応
し
い
話
の
意
味
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
『
日
本
お
伽
順
』

二
十
四
編
の
、
附
録
を
除
い
た
内
容
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

　
Ｏ
ハ
廻
鳥
、
�
田
村
将
軍
、
目
玉
取
・
羽
衣
、
囚
源
三
位
、
㈲
八
幡

　
太
郎
、
因
武
蔵
坊
、
�
一
休
和
尚
、
川
束
照
宮
、
川
端
桧
山
・
養
老

　
の
滝
、
田
川
中
島
、
円
玄
武
門
、
�
白
虎
隊
、
円
鎮
西
八
郎
、
尚
最

　
明
寺
、
副
朝
比
奈
、
�
桜
井
駅
、
帽
草
薙
剣
、
固
日
吉
丸
、
㈲
文
覚

　
上
人
、
�
和
唐
内
、
門
高
千
穂
、
四
鬼
童
丸
、
問
熊
本
城
、
問
宇
治

　
川
。

　
右
の
編
名
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
物
語
の
内
容
の
お
お
よ
そ
の
察
し

は
つ
く
。
た
だ
し
、
「
玄
武
門
」
「
高
千
穂
」
は
日
清
戦
争
に
、
「
熊
本
城
」

は
西
南
戦
争
に
そ
れ
ぞ
れ
取
材
し
た
、
い
わ
ゆ
る
現
代
物
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
た
だ
単
に
、
少
年
た
ち
読
者
の
楽
し
み
の
た
め
に
出
版
さ
れ

た
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
当
時
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
、

大
日
本
を
担
う
少
年
た
ち
を
訓
育
し
よ
う
と
す
る
意
図
と
が
感
じ
取
れ

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
第
九
偏
に
、
「
銕
捻
出
」
は
「
養
老
の
滝
」
と
共

に
収
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
作
者
（
小
波
）
は
そ
の
序
を
「
此
度

は
啖
捨
と
養
老
、
何
方
も
親
孝
行
の
お
話
で
御
在
ま
す
ご
と
書
き
出
す
。

つ
ま
り
作
者
は
こ
れ
を
、
へ
孝
〉
の
徳
を
少
年
た
ち
に
示
す
お
側
噺
と
し

て
編
述
し
た
の
で
あ
っ
た
。
続
け
て
作
者
は
「
映
捻
の
方
の
お
話
は
、

大
和
物
語
と
も
、
又
銕
捻
出
縁
起
と
も
、
大
分
違
っ
て
居
り
ま
す
が
、

是
は
別
に
信
州
の
人
か
ら
聞
い
て
ヽ
其
地
方
で
堡
采
に
ヽ
多
小
の
創

意
を
加
へ
た
も
の
で
、
所
謂
信
州
の
人
と
は
、
則
ち
館
友
宮
沢
春
文
君

で
す
ご
と
書
い
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
「
多
小
の
創
意
」
と
は
ど
の
よ

う
な
「
創
意
」
な
の
か
、
推
察
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
収

め
ら
れ
て
い
る
よ
隅
捨
山
」
の
話
は
、
そ
の
後
半
部
分
が
他
の
「
銕
捻

出
」
の
そ
れ
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
作
者
（
小
波
）
が
「
銕
捻

の
方
の
お
話
は
、
大
和
物
語
と
も
、
又
銕
桧
山
縁
起
と
も
、
大
分
違
っ

て
居
り
ま
す
」
と
断
っ
て
い
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
宮
沢
春
文
の
語
っ
た

昔
話
そ
の
も
の
が
、
そ
の
後
半
を
他
の
銕
檜
山
と
内
容
を
異
に
し
た
も

４－
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の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
さ
て
こ
の
「
銕
桧
山
」
は
、
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　
む
か
し
信
濃
の
国
に
奇
麗
好
の
殿
様
が
い
た
。
人
間
も
年
を
取
る
と

汚
く
な
る
。
そ
れ
を
き
ら
っ
て
老
人
は
殺
す
よ
う
に
命
令
し
た
。

　
今
の
銕
捨
山
が
そ
う
呼
ば
れ
る
前
に
、
そ
の
山
の
近
く
に
一
人
の
親

孝
行
の
百
姓
が
い
た
。
彼
は
ど
う
し
て
も
年
老
い
た
母
を
殺
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
あ
る
十
五
夜
の
晩
に
母
を
負
っ
て
山
へ
行
っ
た
。

途
す
が
ら
背
の
母
は
木
の
枝
を
ピ
シ
／
～
析
っ
て
路
に
捨
て
る
。
頂
上

に
着
い
た
時
百
姓
は
、
自
分
が
母
を
殺
す
に
忍
び
ず
、
こ
の
山
に
母
を

捨
て
に
来
た
こ
と
を
話
す
。
母
は
素
直
に
聞
き
分
け
た
。
帰
路
、
母
の

折
っ
た
木
の
枝
を
見
な
が
ら
行
く
と
、
迷
わ
ず
家
に
着
い
た
。
百
姓
は

そ
の
時
は
じ
め
て
枝
を
析
っ
た
母
の
心
を
察
し
、
自
分
の
不
孝
を
後
悔

し
て
山
に
引
き
返
し
、
母
を
連
れ
帰
っ
た
。
そ
の
こ
と
が
殿
様
の
耳
に

は
い
る
と
大
変
で
あ
る
。
そ
こ
で
百
姓
は
母
を
人
の
知
れ
な
い
穴
蔵
に

入
れ
、
三
度
の
膳
を
運
ん
で
孝
行
に
は
げ
ん
だ
。

　
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
殿
様
は
国
の
百
姓
の
知
恵
を
試
そ
う
と

お
布
令
を
出
し
た
。
そ
れ
は
、
灰
で
こ
し
ら
え
た
縄
と
本
末
の
無
い
材

木
を
献
上
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
百
姓
た
ち
は
相
談
し
た
け
れ

ど
も
い
い
知
恵
が
出
な
い
。
孝
行
の
百
姓
は
家
に
帰
っ
て
母
に
相
談
し

た
。
す
る
と
、
母
は
「
ナ
ュ
、
そ
れ
は
訳
も
無
い
事
だ
。
最
初
に
普
通

の
縄
を
拵
へ
て
、
そ
れ
を
そ
っ
と
火
で
焼
け
ば
、
み
ん
な
灰
に
成
っ
て

し
ま
ふ
け
れ
ど
、
縄
の
形
は
其
値
残
っ
て
居
る
か
ら
、
灰
で
拵
へ
た
縄

も
同
じ
事
ぢ
や
な
い
か
。
又
本
末
の
無
い
材
木
を
拵
へ
る
に
は
、
何
の

材
木
で
も
構
は
な
い
、
ま
づ
末
の
方
を
十
分
に
叩
い
て
、
そ
れ
を
暫
ら

く
水
に
漬
け
て
置
く
の
だ
。
さ
う
す
る
と
其
処
が
膨
や
け
て
、
本
と
同

じ
太
さ
に
成
り
、
ま
る
で
水
に
浮
か
し
て
も
、
何
方
へ
も
傾
が
な
い
様

に
成
る
か
ら
、
つ
ま
り
本
末
の
無
い
材
木
に
或
る
ご
と
教
え
て
く
れ
た
。

百
姓
は
教
え
ら
れ
た
と
お
り
に
二
つ
の
物
を
作
っ
て
献
上
し
た
。
す
る

と
殿
様
は
感
心
し
て
そ
の
百
姓
を
呼
び
出
し
た
。
正
直
な
百
姓
は
殿
様

の
前
で
一
部
始
終
を
申
し
上
げ
た
。
殿
様
は
反
省
し
て
、
前
に
出
し
て

い
た
命
令
を
廃
止
し
た
。
百
姓
は
前
に
も
ま
し
て
母
親
に
孝
行
を
尽
し

た
。

　
以
上
が
こ
の
「
銕
檜
山
」
の
前
半
で
あ
る
。
銕
捨
（
親
棄
）
説
話
は

そ
の
内
容
か
ら
、
親
棄
春
型
の
話
、
難
題
型
の
話
、
闘
争
型
の
話
、
枝

折
型
の
話
の
四
種
に
分
類
で
き
る
。
こ
の
分
類
に
従
う
と
右
の
話
は
枝

折
型
と
難
題
型
が
融
合
し
た
型
を
取
っ
て
い
る
。
日
本
全
国
に
分
布
し

て
い
る
親
捨
て
山
の
昔
話
は
、
ほ
ぼ
こ
の
「
銕
桧
山
」
と
同
じ
枝
折
型

と
難
題
型
の
融
合
し
た
型
で
、
『
日
本
昔
話
大
成
９
』
の
五
二
三
Ａ
親
棄

山
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
「
銕
檜
山
」
の
前
半
は
、
日
本

に
広
く
分
布
し
て
い
る
親
捨
て
山
の
昔
話
と
、
ほ
ぼ
同
種
の
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
こ
の
「
銕
捨
山
」
の
二
つ
の
難
題
は
、
他
の

昔
話
で
は
多
様
で
、
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
難
題
二
つ
と
い
う
の
は
、
『
日

本
昔
話
大
成
』
に
よ
る
限
り
信
州
（
長
野
）
に
は
見
ら
れ
ず
、
そ
の
隣

り
の
甲
州
（
山
梨
）
で
、
信
州
の
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
（
富
士
北

麓
昔
話
集
）
。

　
問
題
は
こ
の
「
銕
桧
山
」
の
後
半
の
部
分
で
あ
る
。
後
半
は
親
孝
行
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だ
っ
た
百
姓
の
母
親
が
亡
く
な
り
、
そ
の
悲
し
み
に
百
姓
は
毎
晩
泣
い

て
ば
か
り
い
る
。
そ
ん
な
あ
る
十
五
夜
の
晩
、
一
人
の
奇
麗
な
若
い
女

が
百
姓
に
声
を
掛
け
た
。
百
姓
が
驚
い
て
い
る
と
、
女
は
、
お
月
様
が

お
前
さ
ん
の
孝
行
に
感
心
な
す
っ
て
、
妾
を
お
前
さ
ん
の
お
嫁
に
寄
越

し
た
の
だ
と
い
う
。
女
の
慰
め
に
よ
っ
て
母
を
亡
く
し
た
悲
し
み
か
ら

立
ち
直
っ
た
百
姓
は
、
そ
の
女
と
夫
婦
に
な
っ
て
幸
福
に
暮
ら
し
て
一

た
。

　
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
隣
国
と
の
戦
争
が
持
ち
上
が
っ
た
。
百
姓
た
ち
は

殿
様
の
お
布
令
に
よ
っ
て
ノ
ご
二
日
の
う
ち
に
大
き
な
城
を
作
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
と
て
も
不
可
能

で
あ
る
。
困
っ
て
い
る
と
、
そ
の
こ
と
を
聞
い
た
親
孝
行
だ
っ
た
百
姓

の
嫁
は
、
自
分
の
懐
中
か
ら
小
さ
な
箱
を
取
り
出
し
、
お
睨
咀
を
云
い

な
が
ら
そ
の
蓋
を
開
け
た
。
す
る
と
中
か
ら
大
工
や
左
官
が
何
万
人
と

出
て
、
大
き
な
お
城
を
ま
た
た
く
ま
に
作
り
上
げ
て
、
ま
た
箱
の
中
に

は
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
城
に
こ
も
っ
て
戦
っ
た
殿
様
は
決
し
て
負

け
る
こ
と
な
く
、
つ
い
に
大
勝
利
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
百
姓
夫
婦
は
そ
の
た
め
沢
山
の
御
褒
美
を
頂
戴
し
て
、
日
本
一
の
長

者
に
な
っ
た
。

　
母
を
亡
く
し
た
悲
し
み
に
仕
事
も
手
に
つ
か
な
い
百
姓
の
姿
を
現
代

の
眼
で
見
る
と
、
い
つ
ま
で
も
親
離
れ
で
き
な
い
問
題
児
で
し
か
な
い
。

だ
が
、
こ
れ
を
裏
返
せ
ば
、
確
か
に
孝
の
道
の
深
さ
に
な
ろ
う
。
そ
う

い
う
意
味
で
こ
の
百
姓
は
、
〈
孝
〉
の
手
本
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
天
女
が

お
月
様
に
遣
わ
さ
れ
て
、
男
の
嫁
と
し
て
天
降
り
、
一
篇
の
致
富
譚
を

形
成
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
見
天
人
女
房
の
モ
チ
ー
フ
に
見
え
な
が
ら
、
こ
れ
は
し
か
し
天
人

女
房
で
は
な
い
。
天
人
女
房
に
は
、
天
の
羽
衣
を
隠
す
男
の
校
知
と
意

地
悪
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
の
テ
ー
マ
　
（
天

降
り
し
た
天
女
に
よ
る
致
富
）
か
ら
見
て
、
竹
取
物
語
に
近
い
内
容
と

言
っ
た
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
後
半
の
物
語
の
中
に
、
戦
争
の
た
め
に
殿
様
か
ら
二

三
日
で
大
き
な
城
を
作
れ
と
い
う
難
題
が
出
さ
れ
、
男
の
女
房
が
懐
中

か
ら
箱
を
取
り
出
し
て
そ
れ
を
解
決
す
る
と
い
う
場
面
が
あ
っ
た
。
こ

の
、
異
郷
の
女
性
が
人
間
の
妻
と
な
り
、
睨
宝
に
よ
っ
て
難
題
を
解
決

し
て
夫
に
富
を
も
た
ら
す
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
実
は
龍
宮
女
房
の
そ

れ
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
も
っ
と
も
龍
宮
女
房
に
近
い
物
語
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
龍
宮
女
房
の
モ
チ
ー
フ
が
、
親
捨
て
山

の
昔
話
に
混
在
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
『
日
本
お
伽
噺
』
第
九
編
所
収
の

こ
の
「
銕
捨
山
」
の
特
徴
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一

一

一

　
も
う
一
つ
の
「
銕
檜
山
」
は
『
日
本
お
伽
集
Ｉ
』
所
収
の
そ
れ
で
あ

る
。
『
日
本
お
伽
集
』
は
全
二
巻
東
洋
文
庫
と
し
て
平
凡
社
か
ら
刊
行

さ
れ
た
。
１
は
昭
和
四
十
七
年
十
一
月
十
日
、
２
は
昭
和
四
十
八
年
五

月
二
十
二
日
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
巻
頭
に
付
さ
れ
て
い
る
「
凡

例
」
に
は
、

一

－６



　
　
本
書
は
、
森
林
太
郎
、
松
村
武
雄
、
鈴
木
三
重
吉
、
馬
淵
冷
佑
同

　
　
撰
、
標
準
於
伽
文
庫
『
日
本
神
話
』
（
上
巻
、
下
巻
）
、
『
日
本
伝

　
　
説
』
（
上
巻
、
下
巻
）
、
『
日
本
童
話
』
（
上
巻
、
下
巻
）
１
１
‐
初
版

　
　
大
正
九
年
、
同
十
年
、
培
風
館
発
行
１
１
１
の
復
刻
で
あ
る
。

　
と
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
日
本
お
伽
集
』
は
、
大
正
九
年
、

十
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
標
準
於
伽
文
庫
』
の
復
刻
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
こ
こ
で
は
そ
の
本
文
は
『
日
本
お
伽
集
』
に
依
拠
し
な
が
ら
、

そ
れ
を
扱
う
意
識
と
し
て
は
『
標
準
於
伽
文
庫
』
の
時
点
ま
で
淵
っ
て
、

考
え
て
い
っ
て
み
た
い
。

　
こ
の
集
と
巌
谷
小
波
の
『
日
本
お
伽
噺
』
と
の
大
き
な
相
違
は
、
そ

の
お
伽
噺
の
所
属
す
る
ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
編
達
者
の
意
識
の
有
無
に

あ
る
。
後
者
に
は
そ
の
意
識
が
見
ら
れ
な
い
の
に
、
前
者
に
は
そ
れ
が

明
確
に
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
小
波
が
『
日
本
昔
噺
』
と
し
て
出
し
た

二
十
四
冊
の
内
容
と
、
『
日
本
お
伽
噺
』
二
十
四
冊
の
内
容
を
検
討
し
て

み
れ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
昔
噺
と
お
伽
噺
と
の
明

確
な
ジ
ャ
ン
ル
意
識
は
勿
論
の
こ
と
、
昔
話
、
神
話
、
伝
説
、
当
代
物

の
ジ
ャ
ン
ル
の
区
別
も
な
く
、
そ
れ
ら
が
た
だ
任
意
の
順
序
で
編
述
さ

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
『
標
準
於
伽
文
庫
』
の
復
刻

　
『
日
本
お
伽
集
』
は
、
神
話
、
伝
説
、
童
話
と
い
う
明
確
な
ジ
ャ
ン
ル

意
識
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
付
録
（
原
版
巻
末
「

解
説
」
）
」
の
次
の
よ
う
な
文
章
に
、
そ
れ
は
顕
著
に
見
え
て
い
る
。

　
　
　
私
共
は
こ
の
巻
の
解
説
を
作
る
に
臨
ん
で
、
先
ず
読
者
に
私
共

　
　
の
態
度
を
告
げ
て
置
い
て
、
万
一
の
誤
解
に
備
え
な
く
て
は
な
ら

｜

１

「

　
　
　
ぬ
か
と
思
い
ま
す
。
私
共
は
こ
の
場
合
に
於
て
、
神
話
と
歴
史
と

　
　
　
の
限
界
線
を
劃
す
る
方
面
の
研
究
に
手
を
出
そ
う
と
し
た
わ
け
で

　
　
　
は
あ
り
ま
せ
ん
。
歴
史
上
の
人
物
が
神
話
中
に
は
い
っ
て
い
る
時

　
　
　
に
、
そ
の
神
話
の
全
体
を
や
は
り
神
話
と
し
て
取
り
扱
う
の
が
、

　
　
　
即
ち
説
話
学
者
の
態
度
で
あ
り
ま
す
。
私
共
は
こ
の
態
度
を
以
て

　
　
　
比
較
説
語
学
上
の
分
親
等
に
従
事
し
ま
し
た
。
（
後
略
。
原
文
総
ル

　
　
　
ビ
。
）

　
　
そ
し
て
こ
の
分
類
意
識
の
具
体
化
が
、
こ
の
集
の
次
の
よ
う
な
編
纂

　
に
示
さ
れ
て
い
た
。

　
〈
日
本
神
話
〉

　
　
世
界
の
初
め
、
黄
泉
の
国
、
天
の
岩
戸
、
ハ
岐
大
蛇
、
白
兎
、
賭
、

　
　
国
引
、
椎
の
お
使
い
、
国
譲
り
、
高
千
穂
の
峰
、
人
の
命
、
海
幸
と

　
　
山
幸
、
橿
原
宮
。

　
〈
日
本
伝
説
〉

　
　
浦
島
太
郎
、
一
寸
法
師
、
銕
捨
山
、
羽
衣
、
金
太
郎
、
松
山
鏡
、
玉

　
　
取
り
、
山
根
太
夫
、
田
原
藤
大
、
物
臭
太
郎
、
羅
生
門
、
牛
若
。

　
〈
日
本
童
話
〉

　
　
桃
太
郎
、
花
サ
カ
ジ
ジ
イ
、
サ
ル
カ
ニ
、
舌
切
雀
、
カ
チ
カ
チ
山
、

’
　
コ
ブ
取
り
、
鼠
ノ
ョ
メ
入
り
、
海
月
ノ
オ
使
イ
、
猫
ノ
草
紙
、
文
福

　
　
茶
釜
。

　
　
し
か
も
こ
れ
ら
の
〈
説
話
〉
の
一
つ
一
つ
に
、
先
に
引
用
し
た
学
問

　
的
と
も
い
え
る
「
解
説
」
が
付
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ

　
が
『
標
準
於
伽
文
庫
』
の
復
刻
『
日
本
お
伽
集
』
の
特
色
で
あ
っ
た
。
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さ
て
、
本
橋
の
主
題
で
あ
る
「
銕
檜
山
」
は
、
こ
の
集
で
は
伝
説
の

ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
一
に
引
用
し
た
柳
田
国
男
の
「
親
棄

山
」
の
本
文
の
よ
う
に
、
「
昔
々
、
い
つ
の
頃
と
も
知
れ
な
い
遠
い
昔
、

そ
う
し
て
又
何
処
に
在
る
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
或
一
つ
の
国
に
・
：
」

と
語
り
出
さ
れ
る
と
、
こ
れ
は
昔
話
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
国
が
決
ま

っ
て
い
た
り
、
そ
の
話
の
記
念
物
と
な
る
山
が
実
在
し
た
り
す
る
と
、
‘

こ
れ
は
伝
説
と
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
集
の
編
者
は
「
銕
檜
山
の
物
語

は
一
種
の
棄
老
伝
説
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
日
本
に
は
古
く
か
ら

さ
ま
ざ
ま
の
形
式
の
棄
老
伝
説
が
存
し
て
い
ま
す
。
」
と
い
う
観
点
か
ら
、

こ
れ
を
伝
説
の
ジ
ャ
ン
ル
に
入
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
集
の
「
付
録
」
の
「
解
説
」
（
筆
者
不
明
）
で
は
、
先

に
私
が
四
種
に
分
類
し
た
銕
檜
を
、
三
種
に
分
類
し
て
い
る
。
即
ち
、

　
第
一
　
原
谷
の
物
語
…
…
（
親
棄
春
型
）

　
第
二
　
蟻
通
明
神
の
物
語
（
難
題
型
）

　
第
三
　
所
謂
銕
檜
山
の
伝
説
（
闘
争
型
）

そ
し
て
、
ヽ
右
の
う
ち

　
田
第
一
種
と
第
二
種
と
は
印
度
に
発
生
し
た
も
の

　
②
第
三
種
は
第
一
種
と
第
二
種
に
関
係
な
く
、
日
本
に
発
生
し
た
も

　
　
の

と
す
る
。
（
括
弧
内
の
注
記
は
小
生
）
こ
れ
を
四
種
に
再
分
類
し
た
の
が

柳
田
国
男
の
「
親
棄
山
」
で
あ
っ
た
。
即
ち

　
Ｏ
　
親
棄
春
（
原
谷
）
の
話

　
�
　
蟻
通
明
神
の
縁
起
（
枕
草
子
）
系
の
話

　
口
　
信
州
更
級
の
銕
桧
山
（
犬
和
物
語
）
系
の
話

　
内
　
枝
折
型
の
話

　
柳
ｍ
は
こ
の
う
ち
］
」
を
中
国
起
源
、
口
を
印
度
起
源
（
イ
ン
ド
に
出

て
、
中
国
を
経
由
し
て
日
本
に
渡
来
）
、
口
内
を
日
本
起
源
と
し
た
。

　
「
銕
桧
」
説
話
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
後
者
の
説
が
前
者
の
説
よ
り
一

歩
進
ん
だ
説
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
説
話
の
起
源
と
し
て
は
、
ほ
ば
以
上
の
説
が
現
時
点
に
お
い
て
妥
当

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
社
会
制
度
と
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

社
会
学
者
の
見
田
宗
介
が
「
マ
ド
ラ
ス
の
白
い
歌
道
」
に
書
い
て
い
た

と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
イ
ン
ド
人
は
人
生
を
次
の
四
期
に
分
け
て
考
え
て

い
る
と
い
う
。

　
第
一
　
修
業
に
は
げ
む
「
学
生
期
」

　
第
二
　
職
業
と
家
庭
を
も
っ
て
社
会
生
活
を
営
む
「
家
住
期
」

　
第
三
　
仕
事
と
家
庭
を
捨
て
て
森
に
住
む
「
林
住
期
」

　
第
囚
　
一
切
の
執
着
を
捨
て
て
杖
と
鉢
と
水
が
め
の
み
を
手
に
乞
食

　
　
　
　
と
し
て
放
浪
す
る
「
遊
行
期
」

　
な
お
、
遊
行
期
の
老
人
は
「
聖
者
」
と
し
て
尊
敬
を
受
け
る
と
い
う
。

見
田
は
さ
ら
に
あ
る
イ
ン
ド
人
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、
男
は
年
老
い

る
と
家
庭
か
ら
出
て
い
く
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
女
も
原
則
的
に

は
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
た
だ
し
女
は
家
族
に
執
着
が
大
き
い
の
で
、
家

に
残
る
け
れ
ど
も
正
式
の
食
卓
に
は
つ
か
ず
、
暗
い
一
隅
に
つ
つ
ま
し

く
坐
っ
て
い
る
こ
と
、
を
書
き
留
め
て
い
た
。
こ
れ
は
出
家
の
思
想
と

密
接
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
社
会
制
度
、
正
し
く
は
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社
会
慣
習
と
し
て
の
棄
老
の
存
在
を
予
測
さ
せ
る
報
告
で
も
あ
っ
た
。

そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
、
棄
老
説
話
の
社
会
的
根
源
は
、
イ
ン
ド

に
た
ど
る
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
『
日
本
お
伽
集
』
の
「
銕
捨
山
」
に
た
ち
か
え
る
こ
と

に
し
よ
う
。
こ
の
話
は
四
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
要
点
を
左

に
挙
げ
る
と
。

　
一
、
む
か
し
信
濃
の
国
に
、
老
人
の
き
ら
い
な
殿
様
が
い
た
。
殿
様

は
命
令
を
出
し
て
、
七
十
以
上
の
年
寄
り
は
島
流
し
に
し
た
。

　
同
じ
国
の
更
科
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
一
人
の
百
姓
が
七
十
に
な
る
母

と
く
ら
し
て
い
た
。
百
姓
は
母
が
島
流
し
に
さ
れ
る
こ
と
を
心
配
し
、

母
を
山
に
捨
て
る
決
心
を
す
る
。
十
五
夜
の
晩
、
彼
は
山
頂
で
お
月
見

を
し
よ
う
と
母
を
誘
っ
て
山
に
登
っ
た
。
道
す
が
ら
百
姓
の
背
負
っ
た

母
は
、
ぼ
き
く
と
本
の
枝
を
析
っ
て
は
道
に
捨
て
て
い
く
。
山
頂
に

つ
い
た
時
、
百
姓
は
す
べ
て
を
う
ち
明
け
た
。
母
は
と
っ
く
に
承
知
し

て
い
て
、
本
の
枝
の
落
ち
て
い
る
道
を
た
ど
っ
て
帰
る
よ
う
に
言
う
。

家
に
帰
っ
た
百
姓
は
、
ど
う
し
て
も
母
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
山

に
引
き
返
し
、
母
を
連
れ
て
帰
っ
た
。
そ
し
て
殿
様
の
家
来
に
見
つ
か

ら
な
い
よ
う
に
、
床
下
に
穴
ぐ
ら
を
こ
し
ら
え
、
そ
こ
に
母
を
隠
し
て

毎
日
三
度
の
ご
は
ん
を
運
ん
で
い
た
。

　
二
、
隣
国
か
ら
難
題
の
使
者
が
来
る
。
灰
の
縄
を
作
る
こ
と
が
で
き

な
け
れ
ば
信
濃
の
国
を
攻
め
る
と
い
う
。
そ
れ
を
聞
い
て
百
姓
は
母
に

相
談
す
る
。
母
は
縄
に
塩
を
よ
く
つ
け
て
焼
き
、
灰
の
縄
を
作
っ
た
。

百
姓
は
そ
の
縄
を
殿
様
に
差
し
上
げ
た
。
殿
様
は
び
っ
く
り
し
て
百
姓

に
た
く
さ
ん
の
金
を
与
え
、
灰
縄
を
隣
国
に
送
っ
た
。

　
三
、
し
ば
ら
く
す
る
と
、
ま
た
隣
国
か
ら
難
題
が
き
た
。
玉
に
あ
け

ら
れ
た
曲
り
く
ね
っ
た
小
さ
な
穴
に
、
絹
糸
を
通
せ
と
い
う
難
題
で
あ

っ
た
。
百
姓
は
ま
た
母
に
相
談
し
て
御
殿
に
出
か
け
た
。
そ
し
て
一
匹

の
蟻
と
蜂
蜜
を
殿
様
か
ら
頂
戴
し
、
蟻
に
は
絹
糸
を
結
び
つ
け
て
こ
ち

ら
の
穴
か
ら
入
れ
、
向
こ
う
の
穴
に
は
蜂
蜜
を
塗
っ
た
。
蟻
は
蜜
の
に

お
い
を
求
め
て
反
対
側
の
穴
に
た
ど
り
つ
き
、
絹
糸
は
み
ご
と
に
曲
り

く
ね
っ
た
穴
を
貫
い
た
。
殿
様
は
感
心
し
て
百
姓
に
た
く
さ
ん
の
金
を

与
え
、
絹
糸
の
通
っ
た
玉
を
隣
国
に
返
し
た
。
隣
国
の
殿
様
は
信
濃
の

国
に
は
知
恵
者
が
い
て
攻
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
っ
た
。

　
四
、
し
か
し
し
ば
ら
く
す
る
と
、
隣
り
の
国
の
殿
様
は
、
ま
た
信
淮

の
国
の
殿
様
に
難
題
を
寄
越
し
た
。
今
度
の
難
題
は
、
ひ
と
り
で
に
音

の
す
る
太
鼓
を
こ
し
ら
え
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
聞
く
と
百
姓
は
ま
た
母
に
相
談
し
た
。
母
は
、
太
鼓
の
皮
を
は

る
前
に
、
た
く
さ
ん
の
か
な
ぶ
ん
を
中
に
入
れ
て
お
け
ば
よ
い
、
と
教

え
て
く
れ
た
。
百
姓
は
そ
の
よ
う
に
し
て
太
鼓
を
作
り
、
殿
様
に
差
し

上
げ
た
。
殿
様
は
百
姓
の
知
恵
に
感
心
し
て
、
の
ぞ
み
の
も
の
を
と
ら

’
せ
よ
う
と
言
っ
た
。
百
姓
は
そ
こ
で
初
め
て
老
母
の
こ
と
を
う
ち
あ
け

て
、
許
し
を
乞
う
た
。
理
由
を
聞
い
た
殿
様
は
百
姓
の
罪
を
許
し
、
老

人
の
島
流
し
を
も
取
り
止
め
た
。

　
隣
国
の
殿
様
も
、
今
度
こ
そ
は
と
思
っ
た
不
思
議
な
太
鼓
が
で
き
て

き
た
の
で
、
と
う
と
う
信
濃
の
国
を
攻
め
る
こ
と
を
止
め
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
整
理
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
銕
桧
山
」
も
細
部
に
は
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い
ろ
い
ろ
な
相
違
が
あ
り
な
が
ら
も
、
大
筋
に
お
い
て
は
二
で
取
り
上

げ
た
「
銕
桧
山
」
の
前
半
の
部
分
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
銕
桧
の
枝
折
型
と
難
題
型
の
話
が
融
合
し
た
、
一
般
に
流
布
し

て
い
る
「
親
捨
て
山
」
の
昔
話
と
同
型
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
冒
頭
の
部
分
が
一
般
に
は
殿
様
や
国
主
の
命
令
で
山
に
捨
て
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
「
銕
檜
山
」
で
は
島
流
し
に
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
実
は
こ
の
島
流
し
と
同
趣
の
も
の
は
、
今
昔
物
語
巻

第
五
「
七
十
余
人
流
造
他
国
国
語
第
三
二
」
に
天
竺
の
話
と
し
て
載
っ

て
い
る
。
今
昔
物
語
の
こ
の
話
は
典
型
的
な
難
題
型
の
話
で
、
イ
ン
ド

起
源
と
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
話
に
、
枝
折
型
の
日
本
の
在
来

種
が
割
り
込
ん
だ
恰
好
に
な
っ
た
の
が
、
『
日
本
お
伽
集
』
の
「
銕
檜
山
」

の
物
語
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
、
島
流
し
を
嫌
っ
て
老
母
を
山
に
捨
て
に

行
く
と
い
う
矛
盾
も
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
二
で
取
り
扱
っ
た
「
銕
桧
山
」
も
、
そ
の
冒
頭
の
部
分
は
一

般
の
そ
れ
と
違
い
、
殿
様
の
命
令
に
よ
っ
て
老
人
が
殺
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
親
孝
行
の
百
姓
は
そ
の
た
め
、
母
を
殺
す
よ
り
は
と
、

山
に
捨
て
に
行
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
も
矛
盾
は
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
清
少
納
言
が
枕
草
子
に
書
き
付
け
た
蟻
通
明
神
の
縁
起
に

も
、
実
は
「
昔
お
は
し
ま
し
け
る
帝
の
、
た
だ
わ
か
き
人
を
の
み
お
ぽ

し
め
し
て
、
四
十
に
な
り
ぬ
る
を
ば
、
う
し
な
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
・
：
」

と
あ
っ
て
、
や
は
り
四
十
歳
を
過
ぎ
た
者
は
こ
れ
を
殺
し
た
、
と
書
か

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
枕
草
子
の
蟻
通
明
神
の
縁
起
は
、
そ
の
内
容
が

先
に
引
用
し
た
今
昔
物
語
巻
第
五
の
天
竺
の
棄
老
説
話
と
同
じ
、
典
型

的
な
難
題
型
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
外
来
種
の
棄
老
説
話
と
考

え
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
で
扱
っ
た
「
銕
檜
山
」
も
ま
た
、
こ

こ
で
扱
っ
た
「
銕
檜
山
」
同
様
、
外
米
種
の
棄
老
説
話
に
、
在
米
種
の

枝
折
型
の
説
話
が
結
合
し
て
誕
生
し
た
「
銕
檜
山
」
で
あ
っ
た
、
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
先
に
指
摘
し

た
よ
う
な
矛
盾
も
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

四

　
　
『
日
本
お
伽
噺
』
と
『
日
本
お
伽
集
』
の
二
つ
の
「
銕
桧
山
」
を
検

討
し
て
き
て
、
そ
こ
に
在
来
種
と
外
来
種
の
「
銕
捨
」
の
混
在
を
見
た
。

日
本
文
化
の
本
質
を
、
そ
の
価
値
と
は
関
係
な
く
雑
種
文
化
と
見
抜
い

た
加
藤
周
一
の
視
点
を
借
用
す
れ
ば
、
こ
の
二
者
の
「
銕
桧
山
」
の
本

質
も
、
ま
さ
に
雑
種
文
化
の
特
徴
を
備
え
た
説
話
で
あ
っ
た
。
同
時
に

そ
こ
に
は
成
長
す
る
説
話
の
姿
が
あ
っ
た
。
語
り
継
が
れ
て
い
く
う
ち

に
、
枝
折
型
の
話
に
、
興
味
を
引
か
ず
に
は
お
か
な
い
難
題
型
の
そ
れ

が
合
流
し
、
さ
ら
に
そ
れ
に
竜
宮
女
房
の
説
話
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い

く
。
こ
の
よ
う
に
成
長
し
て
き
た
姿
が
、
両
者
の
「
銕
捨
山
」
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
　
〈
注
〉

（
１
）

八
２

心

　
『
朝
日
新
聞
』
（
昭
和
五
六
年
三
月
六
日
朝
刊
）

柳
田
国
男
『
母
の
手
毬
歌
』
（
昭
和
二
四
年
コ
ー
月
八
日
・
芝
書
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店
）

（
３
）
　
「
収
拾
」
（
『
井
上
靖
小
説
全
集
い
‥
‥
一
』
昭
和
四
九
年
一
　
一
月
二
〇
日

　
・
新
潮
社
）
に
書
か
れ
て
い
る
収
拾
山
の
説
話
は
、
次
の
と
お
り
で

　
あ
る
。

　
　
「
昔
俵
影
の
国
に
老
人
嫌
い
な
国
主
が
あ
っ
て
、
国
中
に
布
告
し
て
、

　
老
人
が
七
十
歳
に
な
る
と
尽
く
こ
れ
を
山
に
棄
て
さ
せ
た
。
あ
る
月

　
明
の
夜
、
一
人
の
百
姓
の
若
者
が
母
を
背
負
っ
て
山
に
登
っ
て
行
っ

　
た
。
母
が
七
十
歳
に
な
っ
た
の
で
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

　
で
あ
る
。
し
か
し
、
若
者
は
ど
う
し
て
も
母
親
を
棄
て
る
に
忍
び
ず
、

　
再
び
。
家
に
連
れ
戻
り
、
人
眼
に
付
か
な
い
よ
う
に
床
下
に
穴
を
据
っ

　
て
、
そ
こ
に
副
ま
っ
た
。
こ
の
頃
国
主
の
許
に
隣
国
か
ら
使
者
が
米

　
て
難
題
を
持
ち
か
け
た
。
三
つ
の
問
題
を
示
し
、
こ
れ
を
解
か
な
け

　
れ
ば
国
を
攻
め
亡
ぼ
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
三
つ
の
問
題
と
い

　
う
の
は
、
灰
で
縄
を
卦
う
こ
と
、
九
曲
の
玉
に
糸
を
通
す
こ
と
、
自

　
然
に
太
鼓
を
鳴
ら
す
こ
と
と
い
う
の
で
あ
る
。
国
主
は
困
っ
て
国
中

　
に
触
れ
を
出
し
て
こ
の
難
題
を
解
く
智
慧
者
を
求
め
た
。
若
者
は
床

　
下
に
匿
ま
っ
て
い
る
母
親
に
そ
れ
を
話
す
と
、
母
親
は
即
座
に
そ
れ

　
を
解
く
方
法
を
教
え
て
く
れ
た
。
若
者
は
す
ぐ
国
主
の
も
と
に
申
し

　
出
て
、
た
め
に
国
の
難
を
枚
う
こ
と
が
で
き
た
。
国
主
は
若
者
の
ロ

　
か
ら
、
そ
れ
が
老
母
の
智
慧
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
老
人
の
尊
ぶ
べ

　
き
を
悟
っ
て
さ
っ
そ
く
棄
老
の
感
ど
廃
す
る
に
到
っ
た
と
い
う
に

（
４
）
　
『
日
本
昔
噺
』
全
二
十
四
冊
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
（
発
売
元
・
博
文
館
）

　
　
（
第
一
編
）
桃
太
郎
、
（
第
二
編
）
玉
の
井
、
（
第
三
編
）
猿
蟹
合

　
戦
、
（
第
四
編
）
松
山
鏡
、
（
第
五
編
）
花
咲
爺
、
（
第
六
編
）
大

　
江
山
、
（
第
七
編
）
舌
切
雀
、
（
第
八
編
）
俵
藤
太
、
（
第
九
編
）

　
か
ち
く
山
、
　
　
（
第
十
編
）
瘤
取
り
、
（
第
十
一
編
）
物
臭
大

　
郎
、
（
第
十
二
編
）
文
福
茶
釜
、
（
第
十
三
編
）
ハ
頭
の
大
蛇
、
（
第

　
十
四
編
）
兎
と
鰐
、
（
第
十
五
編
）
羅
生
門
、
（
第
十
六
編
）
猿
と

　
海
月
、
（
第
十
七
編
）
安
達
ケ
原
、
（
第
十
八
編
）
浦
島
太
郎
、
（
第

　
十
九
編
）
　
一
寸
法
師
、
（
第
二
十
編
）
金
太
郎
、
（
第
廿
一
編
）
雲

　
雀
山
、
（
第
廿
二
編
）
猫
の
草
子
、
（
第
廿
三
編
）
牛
若
丸
、
（
第

　
廿
四
編
）
鼠
の
嫁
人
。

（
５
）
　
関
数
吾
『
日
本
昔
話
大
成
９
・
笑
話
二
』
（
昭
和
五
四
年
一
〇
月

　
二
〇
日
・
角
川
書
店
）
二
五
一
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
　
注
（
５
）
と
聞
香
の
二
六
〇
ペ
ー
ジ
。

（
７
）
　
東
洋
文
庫
『
日
本
お
伽
集
２
』
（
昭
和
四
八
年
五
月
二
二
日
・
平

　
凡
社
）
の
「
付
録
」
（
原
版
巻
末
「
解
説
し
の
「
銕
檜
山
」
（
三
四
三
ペ

　
ー
ジ
）
に
よ
る
。

（
８
）
　
『
朝
日
新
聞
』
（
昭
和
五
三
年
五
月
二
二
日
付
夕
刊
）
「
文
化
欄
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
本
学
教
授
ｊ
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