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(345) 

蜂
妖
考

｜
｜
『
柳
斎
志
異
』
異
類
語
札
記
（
二
）
｜
｜

八
木

章
好

清
・
蒲
松
齢
（
一
六
四
0
1

一
七
一
五
）
の
怪
異
小
説
集
『
柳
斎
志
異
』
に
は
、
狐
妖
・
花
妖
を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
異
類
語
が
含
ま
れ

る
。
そ
の
中
で
、
蜂
妖
を
扱
っ
た
作
品
と
し
て
、
「
蓮
花
公
主
」
（
巻
四
）
と
「
緑
衣
女
」
（
巻
四
）
の
二
篇
が
あ
る
。
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作
者
手
稿
本
（
不
分
巻
）
に
お
い
て
は
、
第
一
五
O
篇
「
蓮
花
公
主
」
の
末
尾
を
書
き
記
し
た
同
じ
葉
に
す
ぐ
続
け
て
第
一
五
一
篇
「
緑

衣
女
」
の
篇
題
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
篇
が
も
と
も
と
「
蓮
花
公
主
」
、
「
緑
衣
女
」
の
順
で
並
ん
で
配
置
さ
れ
た
作
品
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
作
者
蒲
松
齢
が
両
者
を
同
じ
題
材
の
姉
妹
篇
と
し
て
意
識
的
に
併
置
し
て
い
る
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
康
阻
…
紗

本
、
『
異
史
』
紗
本
、
鋳
雪
斎
紗
本
な
ど
各
種
紗
本
に
お
い
て
も
両
篇
が
併
置
さ
れ
る
状
況
は
変
わ
ら
ず
、
ま
た
部
門
別
に
分
類
整
理
し
た

乾
隆
年
間
の
王
金
範
刻
本
で
は
、
両
篇
を
巻
十
八
「
妖
二
」
に
収
め
、
共
に
「
蜂
」
と
副
題
を
付
し
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
歴
代
の
詩
文
に
お
け
る
蜂
の
形
象
を
踏
ま
え
た
上
で
「
蓮
花
公
主
」
と
「
緑
衣
女
」
を
個
々
に
賞
析
し
、
つ
い
で
両
篇



質
の
一
斑
を
窺
う
。

の
比
較
を
試
み
な
が
ら
、
同
じ
題
材
を
異
な
る
色
彩
の
文
学
作
品
に
仕
立
て
上
げ
る
作
者
の
手
法
を
考
察
し
、
『
柳
斎
志
異
』
の
文
学
的
特

「
蜂
」
は
、
古
く
は
三
階
」
に
作
り
、
『
説
文
解
字
』
（
十
三
下
）
の
「
議
」
の
項
に
、

議
は
、
飛
晶
、
人
を
整
す
者
な
り
。

「
詩
経
』

と
あ
る
。
『
爾
雅
』
の
「
釈
虫
」
に
は
、
蜂
の
類
と
し
て
、
「
果
歳
」
「
蒲
塵
」
「
土
逢
踊
」
「
木
議
」
な
ど
の
名
称
が
見
ら
れ
る
。

螺
蛤
有
子

螺
蔵
負
之

教
誇
爾
子

式
穀
似
之 雅

式と爾；螺油膜土宗
てのν 歳ら蛤~L
穀ょ子之 に
く をきを子 、
芸教；魚有
t」 三トか寸 耳し

舎 でしノば
し
め
ん
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と
あ
る
よ
う
に
、
蝶
蔵
（
「
果
扇
」
に
同
じ
。
ジ
ガ
バ
チ
）
は
、
螺
蛤
（
苗
を
食
う
害
虫
。
ク
ワ
ム
シ
）
の
子
を
背
負
っ
て
巣
に
運
び
入
れ
、
そ

の
子
を
教
え
諭
し
て
親
で
あ
る
自
分
に
似
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
生
物
学
的
事
実
と
し
て
は
、
螺
癒
は
炉
ハ
蛤
を
捕
ま
え
、
刺
し
て

す
ベ

麻
埠
さ
せ
る
と
そ
の
体
内
に
卵
を
産
み
付
け
、
解
化
後
は
幼
虫
の
餌
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
『
説
文
解
字
』
に
「
純
て
雄
に
し
て
子
無
し
」

と
あ
る
よ
う
に
、
古
代
中
国
人
の
俗
信
に
お
い
て
は
、
蜂
は
す
べ
て
雄
で
あ
り
、
自
ら
に
繁
殖
能
力
が
な
い
た
め
、
螺
蛤
を
捕
ま
え
て
自
分

の
子
と
し
て
訓
練
し
養
育
す
る
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(344) 



こ
の
よ
う
に
、
蜂
が
自
ら
と
は
類
を
異
に
し
、
し
か
も
害
虫
で
あ
る
摂
鈴
を
自
分
の
後
継
者
と
し
て
育
て
上
げ
る
と
い
う
俗
信
が
、
や
が

(343) 

て
儒
家
的
な
政
治
理
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
蜂
の
こ
と
を
無
知
な
民
衆
や
野
蛮
な
異
民
族
を
教
化
す
る
為
政
者
の
模
範
と
す
る
観
念
が
生
ま

れ
、
ま
た
そ
の
一
方
で
、
炉
ハ
蛤
が
自
ら
と
は
類
を
異
に
す
る
蜂
の
子
孫
と
な
っ
て
そ
の
血
統
を
つ
な
い
で
ゆ
く
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
人
倫
関

係
に
置
き
換
え
、
娯
蛤
の
こ
と
を
親
の
事
業
を
受
け
継
ぐ
孝
行
息
子
の
喰
え
と
す
る
観
念
が
生
ま
れ
た
。
科
学
的
に
は
誤
謬
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
っ
た
後
も
、
中
国
で
は
こ
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
儒
家
的
政
治
観
・
倫
理
観
を
表
象
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
根
強
く
残
る
。

ま
た
蜂
の
巣
に
お
け
る
組
織
的
な
群
棲
の
さ
ま
は
、
し
ば
し
ば
儒
家
が
理
想
と
す
る
人
聞
社
会
の
君
臣
関
係
や
国
家
秩
序
に
な
ぞ
ら
え
ら

れ
る
。
唐
・
白
居
易
の
「
閑
園
独
賞
」
に
、

な
ら
こ
う
れ
い

蝶
双
び
て
仇
健
を
知
り

蝶
隻
知
仇
億

蜂
分
見
君
臣

蜂
分
れ
て
君
臣
を
見
る
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と
あ
り
、
ま
た
『
本
草
綱
目
』
（
巻
三
九
）
「
蜜
蜂
」
の
項
に
、
宋
・
王
元
之
の
「
蜂
記
」
を
引
い
て
、

み
の
ふ
の
ふ
芯
ま

鳴
呼
、
王
の
毒
無
き
は
、
君
の
徳
に
似
た
り
。
営
巣
す
る
こ
と
台
の
如
き
は
、
国
を
建
つ
る
に
似
た
り
。
子
が
復
た
王
と
為
る
は
、
分

け
て
定
む
る
に
似
た
り
。
王
を
擁
し
て
行
く
は
、
主
を
衛
る
に
似
た
り
。
王
の
在
る
所
に
て
整
さ
ざ
る
は
、
法
を
遵
る
に
似
た
り
。
王

く
ず
こ

を
失
え
ば
則
ち
潰
れ
る
は
、
義
節
を
守
る
に
似
た
り
。
取
る
に
惟
れ
中
を
得
た
る
は
、
什
一
に
し
て
税
す
る
に
似
た
り
。

と
述
べ
、
蜂
王
が
毒
針
を
持
た
な
い
こ
と
を
君
子
の
徳
治
に
な
ぞ
ら
え
、
巣
の
設
営
・
継
承
を
人
聞
社
会
の
国
家
建
設
、
世
襲
の
封
建
統
治

に
比
し
、
さ
ら
に
蜂
王
と
群
蜂
の
関
係
を
君
主
と
臣
下
・
人
民
の
聞
の
秩
序
立
っ
た
主
従
関
係
に
喰
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、

コ
ロ
ニ
ー
と
し

て
の
蜂
の
生
態
を
人
聞
社
会
の
規
範
的
モ
デ
ル
と
し
て
見
立
て
た
一
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
蜂
は
、
伝
統
的
儒
家
思
想
の
立
論
に
お
け
る
恰
好
の
比
倫
と
し
て
、
専
ら
模
範
的
、
規
範
的
に
扱
わ
れ
て
き
た
が
、
し
か



し
、
実
際
の
生
活
に
お
い
て
人
々
と
直
接
関
わ
り
を
持
つ
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す
る
蜂
の
イ
メ
ー
ジ
は
決
し
て
肯
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
蜂

が
毒
針
を
以
て
人
を
刺
す
こ
と
に
そ
の
所
以
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
『
説
文
解
字
』
に
お
い
て
も
、
蜂
は
「
人
を
刺
す
飛
虫
」

で
あ
る
こ
と
が
第
一
義
に
挙
げ
ら
れ
お
り
、
『
国
語
』
「
晋
語
」
九
に
、

ぜ
い
ぎ
ほ
う
た
い

蛸
蟻
蜂
蜜
も
、
皆
能
く
人
を
害
す
、
況
ん
や
君
相
を
や
。

と
あ
り
、
「
抱
朴
子
』
「
至
理
」
に
、

呉
越
に
禁
呪
の
法
有
り
、
甚
だ
明
験
有
り
、
（
中
略
）
又
能
く
虎
豹
及
ぴ
蛇
蜂
を
禁
ず
。

と
あ
る
よ
う
に
、
蜂
は
、
サ
ソ
リ
・
虎
・
蛇
な
ど
と
並
ん
で
、
凶
悪
で
狩
猛
な
も
の
を
喰
え
、
ま
た
『
史
記
』
「
楚
世
家
」
に
、

商
臣
は
、
蜂
目
に
し
て
紡
声
、
忍
人
な
り
。
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と
あ
る
よ
う
に
、
蜂
の
眼
は
、
鋭
い
凶
惇
な
人
相
を
い
う
。

ま
た
蜂
が
群
れ
を
な
し
て
相
手
を
攻
め
る
こ
と
か
ら
、
蜂
の
群
棲
は
軍
隊
に
比
さ
れ
る
こ
と
も
多
く
、
梁
・
沈
約
「
漢
東
流
」
に
、

逆
徒
蜂
緊

逆
徒

紛蜂
との
しご
てと
蔽主く
う衆

ま
り

雄
旗
紛
蔽

旋
旗

と
あ
る
よ
う
に
、
「
蜂
緊
」
「
蜂
屯
」
「
蜂
起
」
「
蜂
譲
」
な
ど
の
語
で
人
の
集
団
を
形
容
す
る
時
は
、
主
に
体
制
の
脅
威
と
な
る
危
険
性
を
は

ら
む
攻
撃
的
な
群
衆
や
叛
徒
な
ど
を
指
し
て
い
う
。

古
来
、
蜂
の
イ
メ
ー
ジ
は
肯
定
的
な
も
の
と
否
定
的
な
も
の
に
二
分
さ
れ
る
が
、
概
し
て
言
え
ば
、
ど
の
文
化
圏
に
お
い
て
も
、
蜂
は
人

に
危
害
を
加
え
る
忌
ま
わ
し
い
存
在
と
し
て
否
定
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
の
方
が
比
較
的
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。

(342) 



(341) 

続
い
て
、
文
学
作
品
に
お
け
る
「
蜂
」
の
用
例
を
さ
ら
に
い
く
つ
か
見
て
お
こ
う
。
詩
文
に
お
け
る
花
鳥
風
月
の
一
部
と
し
て
の
蜂
は
、

花
と
共
に
、
特
に
果
実
や
花
蕊
の
蜜
と
の
関
わ
り
で
歌
わ
れ
る
。
古
代
人
に
と
っ
て
、
蜂
は
総
じ
て
「
蜂
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
細
か
く
類
別

す
る
意
識
は
希
薄
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
刺
す
蜂
の
イ
メ
ー
ジ
が
主
に
「
胡
蜂
」
（
す
ず
め
ば
ち
）
の
類
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
の
に

対
し
て
、
詩
文
の
中
で
歌
わ
れ
る
蜂
の
イ
メ
ー
ジ
は
主
に
蜜
蜂
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
古
く
は
、
梁
・
簡
文
帝
の
「
蜂
」
詩
に
、

は
ん
よ
、
ヴ

風
を
逐
い
て
泥
濠
に
従
い

た
ち
ま

日
に
照
ら
さ
れ
て
乍
ち
依
微
た
り

り
ゆ
う
べ
ん

君
が
留
阿
せ
ざ
ら
ん
こ
と
を
知
り

く
わ

花
を
街
え
て
空
し
く
自
ら
飛
ぶ

逐
風
従
泥
濠

照
日
乍
依
微

知
君
不
留
阿

街
花
空
白
飛

- 34 

野
水
平
橋
路

と
あ
り
、
ま
た
唐
・
杜
甫
「
倣
雇
遣
興
、
奉
寄
厳
公
」
に
、

橋
路
に
平
ら
か
に

春
沙
映
竹
村

風
軽
粉
蝶
喜

花
暖
蜜
蜂
喧

野
水

春
沙

竹
村

映
ず

風
軽
く
し
て

粉
蜜蝶
蜂喜
H官；ぴ

す

し

と
あ
る
よ
う
に
、
陽
光
と
微
風
を
伴
う
春
景
の
中
で
詠
わ
れ
る
。

花
暖
か
に
し
て

詩
語
と
し
て
の
「
蜂
」
の
字
は
、
唐
・
元
横
「
春
詞
」
に
、



山
翠
湖
光
似
欲
流

山
翠

光

流
れ
ん
と
欲
す
る
に
似
て

蜂
整
烏
思
畑
山
堪
愁

蜂
声

色
均
四
九
山却
っ
て
愁
い
に
堪
え
ん
や

と
あ
り
、
宋
・
王
安
石
「
憶
昨
詩
、
示
諸
外
弟
」
に
、

幽
花
娼
草
錯
雑
出

幽
花

娼
草

参十錯
差C 雑
とと
しし
てて
飛出
ぶで

黄
蜂
白
蝶
参
差
飛

黄
蜂

白
蝶

と
あ
る
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
「
烏
」
や
「
蝶
」
と
対
で
用
い
ら
れ
、
ま
た
唐
・
韓
愈
「
花
島
」
（
「
奉
和
執
州
劉
給
事
使
君
三
堂
新
題
二
十
一
詠
」

其
八
）
に
、

蜂
蝶
去
紛
紛

蜂
蝶

去
り
て
紛
紛
た
り

戸
、J

今
コ

香
風
隔
岸
開

香
風

岸
を
隔
て
て
聞
く

と
あ
る
よ
う
に
、
花
の
芳
香
と
結
び
つ
け
て
歌
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
古
典
詩
に
お
い
て
、
蜂
は
主
に
花
や
鳥
や
蝶
と
共
に
春
の
風
物
の
一
つ
と
し
て
詠
わ
れ
る
が
、
女
性
と
の
関
わ
り
で
詠
わ

れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
唐
・
李
賀
の
「
難
忘
曲
」
に
、

め
ぐ

粧
鏡
を
繰
り

蜂
語
繰
般
鏡

久
半
五
日

品
川
広
＝
コ
ロ

霊
蛾
皐
春
碧

蛾
を
画
い
て
春
碧
を
学
ぶ

と
あ
る
よ
う
に
、
「
蜂
語
」
や
「
蜂
声
」
は
、
閏
房
の
女
性
に
付
随
す
る
一
種
の
風
物
と
し
て
詠
わ
れ
る
。
ま
た
「
蜂
腰
」
が
女
性
の
細
い

腰
を
表
し
、
「
蜂
費
」
が
女
性
の
し
な
や
か
な
頭
髪
を
表
す
よ
う
に
、
蜂
の
身
体
の
一
部
が
女
性
美
を
象
徴
す
る
小
道
具
と
し
て
用
い
ら
れ

る
例
は
、
｛
呂
体
詩
や
閏
怨
詩
な
ど
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
な
お
、
明
代
の
戯
曲
に
は
、
蜂
そ
の
も
の
を
擬
人
化
す
る
用
例
が
散
見
す
る
が
、(340) 



多
く
の
場
合
、
蜂
と
蝶
の
舞
い
を
男
女
間
の
思
慕
や
歓
合
に
喰
え
た
も
の
で
あ
る
。

(339) 

一
方
、
志
怪
の
類
に
お
い
て
は
、
『
太
平
広
記
』
（
巻
四
七
三
1

四
七
九
）
「
見
虫
」
の
部
に
蜂
に
関
す
る
話
が
数
篇
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も

珍
奇
な
蜂
の
種
類
を
紹
介
す
る
ご
く
短
い
記
述
で
あ
る
が
、
擬
人
化
し
た
も
の
と
し
て
は
、
巻
四
七
九
に
「
蜂
飴
」
と
題
す
る
話
が
「
稽
神

録
』
か
ら
採
録
さ
れ
て
い
る
。
梗
概
は
以
下
の
通
り
。

科
挙
に
赴
く
旅
人
が
あ
る
老
人
の
家
に
投
宿
す
る
。
そ
こ
に
は
人
が
大
勢
い
て
、
狭
い
部
屋
が
百
余
間
あ
っ
た
。
空
腹
で
あ
る
こ
と
を

告
げ
る
と
、
珍
し
い
甘
美
な
食
事
を
振
る
舞
わ
れ
る
。
寝
床
に
就
く
と
耳
元
で
ぶ
ん
ぶ
ん
と
音
が
す
る
。
夜
が
明
け
目
を
覚
ま
す
と
、

身
は
畑
の
中
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
傍
ら
に
大
き
な
蜂
の
巣
が
あ
っ
た
。
旅
人
は
中
風
を
患
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
以
来
す
っ
か
り
治
つ

て
し
ま
っ
た
。

こ
こ
で
は
、

一
人
の
翁
と
大
勢
の
客
人
が
蜂
の
化
身
と
し
て
現
れ
、
蜂
の
巣
を
連
想
さ
せ
る
家
屋
の
描
写
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
話
の
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焦
点
は
蜂
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
蜂
蜜
が
男
の
病
を
治
癒
し
た
効
能
を
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
蜂
蜜
が
食
用
・
薬
用
と
し

て
珍
重
さ
れ
た
こ
と
は
、
晋
・
郭
瑛
「
蜜
蜂
賦
」
に
す
で
に
、

百
薬
之
を
須
い
て
以
て
諸
和
し

へ
ん
じ
ゃ
く

一
屑
鵠
之
を
得
て
而
し
て
術
良
し

百
薬
須
之
以
諾
和

扇
鵠
得
之
而
術
良

と
あ
り
、
『
本
草
綱
目
』
（
巻
三
九
）
「
蜂
蜜
」
の
項
に
、

衆
病
を
除
き
、
百
薬
と
和
し
、
久
し
く
服
す
れ
ば
、
志
を
強
く
し
身
を
軽
く
し
、
餓
え
ず
老
い
ず
、
延
年
す
る
こ
と
神
仙
の
ご
と
し
。

と
あ
る
よ
う
に
、
不
老
長
寿
の
万
能
薬
と
さ
れ
る
。
「
蜂
鈴
」
の
話
も
こ
の
よ
う
な
蜂
蜜
の
霊
的
効
能
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。



四

さ
て
、
「
柳
斎
志
異
』
に
収
録
さ
れ
た
蜂
妖
の
話
二
篇
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
「
蓮
花
公
主
」
の
梗
概
は
以
下
の
通
り
。

賞
旭
が
昼
寝
を
し
て
い
る
と
使
者
が
現
れ
、
楼
閣
が
幾
重
に
も
重
な
る
別
世
界
に
招
か
れ
る
。
宮
殿
に
入
る
と
王
様
が
出
迎
え
、
酒
宴

の
さ
な
か
公
主
の
蓮
花
と
引
き
合
わ
さ
れ
る
。
賓
は
そ
の
類
い
稀
な
美
し
さ
に
心
を
奪
わ
れ
、
王
様
が
縁
組
を
ほ
の
め
か
し
た
の
を
気

づ
か
ぬ
ま
ま
家
に
帰
り
着
く
と
、
そ
こ
で
は
っ
と
目
が
覚
め
る
。
あ
る
夜
、
友
人
と
楊
を
共
に
し
て
い
る
と
、
再
ぴ
王
様
に
召
し
出
さ

れ
、
公
主
と
婚
姻
を
結
ぶ
。
祝
宴
の
翌
朝
、
宮
殿
が
勝
蛇
の
妖
物
に
襲
わ
れ
廃
境
と
化
し
た
と
の
知
ら
せ
が
く
る
。
費
は
公
主
を
自
分

の
家
に
連
れ
帰
り
難
を
逃
れ
る
が
、
公
主
は
父
母
を
思
い
泣
き
悲
し
む
。
な
だ
め
る
こ
と
も
で
き
ず
に
困
惑
す
る
う
ち
、
ふ
と
目
が
覚
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め
る
と
蜂
が
枕
元
を
飛
ん
で
い
る
。
賓
は
友
人
に
夢
の
こ
と
を
話
し
、
蜂
の
た
め
に
巣
を
作
っ
て
や
る
と
、
塀
の
外
か
ら
蜂
が
群
れ
を

な
し
て
集
ま
っ
て
き
た
。
蜂
た
ち
が
や
っ
て
き
た
方
を
尋
ね
て
い
く
と
、
隣
の
畑
に
古
い
蜂
の
巣
が
あ
り
、
中
に
長
さ
一
丈
ば
か
り
の

蛇
が
い
た
の
で
、
こ
れ
を
捕
ま
え
て
殺
し
た
。
蜂
は
費
の
家
で
盛
ん
に
増
え
た
が
、
不
思
議
な
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。

ひ
ら

「
蓮
花
公
主
」
は
、
異
類
の
話
で
あ
り
な
が
ら
、
か
つ
夢
幻
の
別
世
界
の
話
で
も
あ
る
。
鴻
鎮
轡
評
に
、
「
大
槻
安
国
の
後
、
又
世
界
に
闇

く
」
と
あ
り
、
何
守
奇
評
に
も
、
「
蟻
穴
蜂
房
、
後
先
に
轍
を
一
に
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
唐
・
李
公
佐
の
「
南
利
太
守
伝
」
を
本
事
と
し

て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
蟻
と
蜂
は
生
物
と
し
て
の
形
態
・
習
性
に
共
通
の
点
が
多
く
、
詩
文
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
同
義
の
比
険
と

し
て
扱
わ
れ
る
。
作
中
で
、
公
主
が
費
の
家
に
避
難
し
て
き
た
時
に
発
し
た
言
葉
に
、

此
大
安
宅
、
勝
故
園
多
失
。

こ
こ
は
と
て
も
安
ら
か
で
い
ら
れ
る
お
家
、
も
と
の
お
国
よ
り
よ
っ
ぽ
ど
ま
し
で
す
わ
。

(338) 



と
あ
る
の
も
、
淳
子
雰
が
迷
い
込
ん
だ
蟻
の
王
国
「
大
槻
安
国
」
に
引
っ
か
け
た
酒
落
で
あ
ろ
う
。
ま
た
最
初
に
夢
か
ら
覚
め
る
場
面
で
、
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童
（
奮
夢
可
以
復
尋
、
郎
部
路
秒
、
悔
嘆
而
己
。

再
び
夢
の
中
へ
と
願
っ
た
が
、
郎
部
の
夢
路
は
遥
か
遠
く
、
た
だ
悔
い
て
嘆
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

と
あ
る
の
は
、
唐
・
沈
既
済
の
「
枕
中
記
」
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
主
人
公
費
旭
の
「
賓
」
は
穴
を
意
味
す
る
。
「
南
利
太

守
伝
」
と
「
枕
中
記
」
で
は
、
夢
幻
の
世
界
へ
の
入
り
口
は
、
そ
れ
ぞ
れ
塊
の
木
の
穴
、
青
磁
の
枕
の
穴
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。

「
旭
」
は
朝
日
で
あ
り
、
夢
か
ら
覚
め
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
夢
と
蜂
と
を
併
せ
た
故
事
と
し
て
は
、
清
・
袴
人
穫
『
堅
瓢
秘
集
』
（
巻
二
）
に
「
痩
腰
郎
君
」
と
題
し
て
元
・
林
坤
『
誠
斎
雑

記
』
よ
り
引
い
た
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
女
の
夢
に
現
れ
た
男
が
実
は
蜂
の
化
身
で
、
の
ち
に
女
が
蜂
蜜
で
富
を
得
る
と
い
う
話
で
あ
る

。
。

今
コ

が
、
こ
う
し
た
夢
と
蜂
と
を
結
び
つ
け
る
着
想
の
背
景
に
は
、
空
中
を
舞
う
蜂
の
姿
に
肉
体
を
出
入
り
す
る
霊
魂
の
働
き
を
象
徴
さ
せ
る
遊

魂
信
仰
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
聯
斎
志
異
』
の
異
類
語
に
顕
著
な
特
色
の
一
つ
は
、
作
品
全
体
に
執
劫
な
ま
で
に
次
々
と
配
置
さ
れ
る
異
類
暗
示
の
表
現
に
あ
る
。
「
蓮

花
公
主
」
に
お
い
て
も
、
女
が
蜂
妖
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
表
現
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。
以
下
に
そ
の
例
を
挙
げ
る
。

晶
宜
閤
重
棲
、
高
橡
相
接
、
曲
折
而
行
、
覚
高
戸
千
円
、
週
非
人
世
。

楼
閣
が
幾
重
に
も
重
な
り
、
無
数
の
建
物
が
連
な
っ
て
い
る
中
を
曲
が
り
く
ね
り
な
が
ら
進
む
と
、
何
千
何
万
も
の
家
や
門
が
あ
っ
て
、

到
底
こ
の
世
の
も
の
と
は
思
え
な
か
っ
た
。

こ
こ
は
、
無
数
の
六
角
形
の
小
部
屋
が
密
集
す
る
蜂
の
巣
の
さ
ま
を
巧
み
に
描
写
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
「
橡
」
は
、
た
る
き
（
屋
根
を

支
え
る
斜
め
の
横
木
）
を
い
い
、
こ
こ
で
は
家
屋
・
部
屋
全
般
を
指
す
が
、
そ
の
原
義
か
ら
蜂
の
巣
の
六
角
形
の
斜
線
を
連
想
さ
せ
る
文
字



と
し
て
効
果
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

・
宮
人
女
官
往
来
甚
彩
。

宮
女
や
女
官
た
ち
の
往
来
が
お
び
た
だ
し
い
。

こ
こ
は
、
造
巣
・
営
巣
・
採
蜜
・
育
児
な
ど
全
て
の
仕
事
を
担
う
雌
蜂
（
働
き
蜂
）
が
密
集
し
、
せ
わ
し
な
く
動
き
回
る
巣
の
さ
ま
を
描

に
わ
か

い
て
い
る
。
下
文
に
「
俄
に
数
十
の
宮
女
、
公
主
を
擁
し
て
出
ず
る
を
見
る
」
云
々
と
あ
る
の
も
、
大
勢
の
雌
蜂
が
女
王
蜂
を
護
衛
す
る
よ

う
に
常
に
そ
の
周
り
を
取
り
囲
む
さ
ま
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

・
酒
数
行
、
笠
歌
作
於
下
、
鉦
鼓
不
鳴
、
音
盤
幽
細
。

幾
度
か
杯
が
回
る
う
ち
、
笠
の
音
と
歌
声
が
階
下
か
ら
聞
こ
え
て
き
た
。
鉦
や
太
鼓
を
鳴
ら
す
こ
と
は
な
く
、
優
雅
で
繊
細
な
音
色
だ

っ
た
。

Q
ノ

司
、d

王
国
の
宮
殿
で
の
音
楽
は
、
生
の
音
と
歌
声
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
銅
鋸
や
太
鼓
の
よ
う
な
打
楽
器
を
鳴
ら
さ
な
い
の
は
、
蜂
の
羽

音
の
イ
メ
ー
ジ
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
で
あ
る
。

・
洞
房
温
清
、
窮
極
芳
賦
。

新
婚
の
閏
は
、
温
か
く
も
ま
た
清
々
し
く
、
何
と
も
か
ぐ
わ
し
く
し
っ
と
り
と
し
て
い
た
。

妾
縞
練
改
従
於
人
、
秀
才
引
留
之
不
得
、
後
生
感
憶
、
座
人
製
詩
瑚
論
、
賀
復
継
四
首
」
（
其
三
）
に
、
「
洞
房

心
を
作
す
」
と
あ
る
。
「
温
清
」
は
、
温
暖
か
つ
清
涼
な
さ
ま
。
こ
こ
で
は
、
新
婚
の
闘
が
暑
く
も
寒
く
も
な
い
適
温
に
保
た
れ
て
い
る
こ

「
洞
房
」
は
、
字
面
か
ら
も
閉
鎖
的
な
印
象
を
与
え
る
語
で
あ
り
、
蜂
の
巣
の
閉
鎖
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
り
合
う
。
李
賀
「
謝
秀
才
有

思
い
禁
え
ず
、
蜂
子

イじ

と
を
い
う
が
、
こ
れ
は
、
巣
の
内
部
の
空
調
管
理
に
た
け
た
蜂
の
習
性
を
意
識
し
た
用
語
で
あ
る
。
蜜
蜂
は
幼
虫
の
発
育
に
適
し
た
温
度
を
(336) 



維
持
す
る
た
め
に
、
巣
温
が
下
が
る
と
雌
蜂
が
胸
の
飛
朔
筋
を
振
動
さ
せ
て
運
動
熱
を
発
生
さ
せ
、
一
方
、
巣
温
が
上
が
る
と
水
を
採
取
し
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一
斉
に
麹
で
扇
い
で
温
度
を
下
げ
る
。
「
芳
賦
」
は
、
嘆
覚
と
触
覚
の
双
方
か
ら
蜂
の
巣
を
イ

は
い
か
ん
ら
ん
じ
ゃ

メ
l

ジ
さ
せ
る
。
芳
香
の
描
写
は
、
上
文
に
も
「
侃
環
の
声
近
く
、
蘭
農
の
香
濃
く
な
れ
ば
、
別
ち
公
主
至
れ
り
」
と
あ
る
。
「
賦
」
の
字

つ
な
め

は
、
唐
・
朱
慶
鈴
の
「
題
蓄
綴
花
」
に
、
「
粉
は
蜂
髪
に
著
き
て
賦
ら
か
に
、
光
は
蝶
麹
に
凝
り
て
明
ら
か
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
蜂
の

て
き
て
巣
内
に
薄
く
撒
い
て
打
ち
水
を
し
、

持
つ
感
触
を
直
感
的
に
形
容
す
る
。

公
主
方
奥
左
右
抱
首
哀
鳴
。

公
主
は
側
近
の
者
た
ち
と
頭
を
抱
え
て
悲
し
げ
に
泣
い
て
い
た
。

蓮
花
の
泣
き
悲
し
む
さ
ま
を
描
く
の
に
、
「
泣
」
や
「
問
犬
」
な
ど
を
用
い
ず
、
こ
と
さ
ら
「
鳴
」
を
用
い
る
の
は
、
女
を
異
類
と
し
て
捉

え
た
表
現
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
哀
鳴
」
は
、
主
に
鳥
や
獣
の
悲
し
げ
な
鳴
き
声
を
い
う
。

然
妾
従
君
来
、
父
母
何
依
。
請
別
筑
一
舎
、
嘗
奉
園
相
従
。

-40-

で
も
、
私
が
あ
な
た
に
つ
い
て
来
て
し
ま
っ
た
ら
、
父
上
母
上
は
誰
に
頼
っ
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
か
別
に
一
棟
建
て
て
く
だ

さ
い
。
き
っ
と
国
中
の
者
が
つ
い
て
ま
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

蜜
蜂
の
場
合
、

一
番
早
く
産
ま
れ
た
雌
の
子
蜂
が
生
長
し
て
女
王
蜂
に
な
る
と
、
元
の
女
王
蜂
は
若
干
の
働
き
蜂
を
従
え
、
旧
巣
を
捨
て

て
他
に
新
た
な
巣
を
造
る
。
父
母
の
た
め
に
別
棟
を
用
意
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
蜂
の
生
態
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
蓮
花
公
主
」
に
お
い
て
、
国
王
は
蓮
花
の
父
す
な
わ
ち
男
性
の
国
王
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
蜂
王
は
雌
で
あ
る
と
い
う
生
物

学
的
認
識
が
一
般
常
識
と
な
る
の
が
中
国
で
は
い
つ
頃
か
ら
の
こ
と
か
は
定
か
で
な
い
。



五

も
う
一
方
の
蜂
妖
の
故
事
「
緑
衣
女
」
は
、
や
や
異
な
る
色
彩
を
呈
す
る
。
梗
概
は
以
下
の
通
り
。

書
生
の
子
環
が
寺
に
こ
も
っ
て
勉
学
し
て
い
る
と
、
あ
る
夜
、
緑
色
の
服
を
着
た
女
が
入
っ
て
き
た
。
子
は
人
間
で
は
な
か
ろ
う
と
感

づ
い
た
が
、
そ
の
美
し
さ
に
心
を
ひ
か
れ
る
ま
ま
、
夜
毎
に
訪
れ
る
女
と
親
密
に
交
わ
る
。
女
が
音
楽
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
を
知
つ

た
子
は
歌
を
所
望
す
る
。
女
は
た
め
ら
う
が
、
子
の
熱
意
に
負
け
て
歌
を
歌
う
。
歌
い
終
わ
る
と
、
女
は
し
き
り
に
外
を
・
一
気
に
し
、
胸

騒
ぎ
が
す
る
と
訴
え
る
。
夜
が
明
け
て
、
女
は
子
に
見
送
り
を
頼
ん
で
帰
っ
て
い
っ
た
。
子
が
部
屋
に
戻
ろ
う
と
し
た
時
、
女
の
悲
鳴

が
聞
こ
え
、
駆
け
つ
け
て
み
る
と
、
軒
下
で
緑
色
の
蜂
が
蜘
妹
に
捕
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
子
が
救
い
出
し
て
机
の
上
に
置
く
と
、
蜂
は

硯
の
墨
汁
に
身
を
浸
し
、
「
謝
」
の
字
を
書
き
残
し
て
、い
ず
こ
と
も
な
く
飛
び
去
っ
た
。
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夜
が
更
け
て
女
子
禁
制
の
寺
に
美
女
が
訪
ね
て
く
る
と
い
う
設
定
は
、
志
怪
に
お
い
て
狐
狸
の
類
が
登
場
す
る
常
套
で
あ
る
が
、
さ
ら
に

男
の
方
は
こ
れ
が
人
間
で
は
あ
る
ま
い
と
知
り
つ
つ
も
女
と
深
い
関
係
を
持
つ
と
こ
ろ
は
、
『
珊
斎
志
異
』
の
異
類
語
に
共
通
し
た
展
開
で

あ
る
。

朱
一
玄
編
「
柳
斎
志
異
資
料
匿
編
」
（
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
は
、
「
緑
衣
女
」
の
本
事
の
一
つ
と
し
て
前
掲
『
堅
瓢
秘
集
」

（
巻
二
）
か
ら
、
「
芭
蕉
女
子
」
と
題
す
る
故
事
を
挙
げ
て
い
る
。
明
・
陸
祭
『
庚
巳
編
』
よ
り
引
い
た
話
で
、
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

書
生
の
鳴
漢
が
、
夏
の
晩
、
書
斎
に
い
る
と
、
窓
の
外
に
緑
の
衣
装
を
ま
と
っ
た
絶
世
の
美
女
が
立
っ
て
い
る
。
女
は
焦
氏
と
名
乗
り
、

部
屋
に
入
っ
て
き
た
。
書
生
は
女
が
人
で
は
な
い
と
疑
い
、
衣
を
引
く
と
女
は
袴
の
端
を
断
ち
切
っ
て
去
っ
た
。
手
の
中
を
見
る
と
そ

れ
は
芭
蕉
の
葉
で
あ
り
、
庭
の
樹
上
の
も
の
と
切
れ
目
が
ぴ
っ
た
り
と
符
合
し
た
。
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焦
氏
と
名
乗
る
「
緑
衣
翠
裳
」
の
女
が
実
は
芭
蕉
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
昆
虫
の
蜂
と
植
物
の
芭
蕉
と
い
う
大
き
な
違
い
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も
あ
り
、
「
緑
衣
女
」
が
直
接
こ
れ
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
細
部
に
お
い
て
同
じ
表
現
や
プ
ロ
ッ
ト

を
用
い
て
似
通
っ
た
趣
を
醸
し
出
し
て
お
り
、
異
類
語
と
し
て
の
傾
向
は
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「
緑
衣
女
」
に
お
い
て
も
ま
た
「
蓮
花
公
主
」
と
同
様
、
全
篇
一
に
わ
た
っ
て
異
類
暗
示
の
表
現
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
に
例
を

挙
げ
る
。子

驚
起
、
視
之
、
緑
衣
長
祐
、
椀
妙
無
比
。

子
が
驚
い
て
立
ち
上
が
り
、
よ
く
見
れ
ば
、
緑
色
の
着
物
に
長
い
袴
を
身
に
ま
と
い
、
こ
の
世
に
二
人
と
い
な
い
美
し
き
で
あ
っ
た
。

「
緑
衣
」
は
、
実
際
の
色
彩
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
象
徴
的
な
色
彩
で
あ
れ
、
蜂
の
体
色
を
示
す
。
物
語
の
最
後
に
女
が
「
緑
蜂
」
で
あ
る

・
羅
嬬
既
解
、
腰
細
殆
不
盈
掬
。
更
誇
方
墨
、
閥
然
遂
出
。
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こ
と
を
明
か
す
が
、
蜂
の
種
類
に
つ
い
て
は
未
詳
。
「
長
祐
」
は
、
か
か
と
ま
で
垂
れ
る
長
い
ス
カ
ー
ト
で
、
蜂
の
羽
を
表
し
て
い
る
。

薄
絹
の
肌
着
を
脱
ぐ
と
、
そ
の
腰
の
細
さ
は
左
右
の
掌
で
囲
ん
で
も
余
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
夜
が
明
け
か
か
る
と
、
瓢
然
と
立
ち
去
っ
た
。

く
び
れ
た
よ
う
に
細
い
腰
は
、
蜂
の
形
態
的
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
土
蜂
（
地
中
に
巣
を
作
る
蜂
）
の
別
名
を
「
細
腰
」
と
い
う
。
ま
た

美
し
い
女
性
の
細
い
腰
を
「
蜂
腰
」
と
呼
ぶ
。
「
閥
然
」
は
、
ヒ
ラ
ヒ
ラ
と
翻
る
さ
ま
を
い
い
、
蜂
が
風
に
揺
ら
れ
な
が
ら
軽
快
に
飛
ぶ
姿

ふ
く
ひ
わ
ず
た

を
連
想
さ
せ
る
。
唐
・
李
商
隠
の
「
蜂
」
詩
に
、
「
宮
妃
腰
細
き
こ
と
緩
か
に
露
に
勝
え
、
趨
后
身
軽
き
こ
と
風
に
僑
ら
ん
と
欲
す
」

と
あ
り
、
蜂
の
腰
の
細
さ
と
身
の
軽
さ
を
歌
う
。

撃
細
如
替
、
裁
可
排
認
、
市
静
聴
之
、
宛
轄
滑
烈
、
動
耳
揺
心
。

そ
の
声
は
蝿
の
羽
音
の
よ
う
に
か
細
く
、
耳
を
そ
ば
だ
て
て
や
っ
と
聞
き
取
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
静
か
に
聞
く
と
、
ゆ
る
や
か
に
抑



揚
す
る
滑
ら
か
で
澄
ん
だ
音
色
は
、
耳
に
し
み
入
り
心
を
揺
さ
ぶ
っ
た
。

上
文
に
も
、
「
卿
が
声
矯
細
な
り
」
、
「
但
だ
只
微
声
も
て
意
を
示
せ
ば
可
な
ら
ん
の
み
」
な
ど
と
あ
り
、
女
の
声
の
弱
々
し
き
、
繊
細
さ

が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
低
く
小
さ
い
蜂
の
羽
音
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

歌
巳
、
啓
門
窺
日
、
「
妨
箇
外
有
人
。
」
緯
屋
周
視
、
乃
入
。

歌
い
終
え
る
と
、
戸
を
聞
い
て
外
を
窺
い
、
「
窓
の
外
で
誰
か
に
聞
か
れ
た
ら
大
変
だ
わ
」
と
言
っ
て
、
部
屋
の
周
り
を
ぐ
る
り
と
回

っ
て
よ
く
見
て
か
ら
帰
っ
て
き
た
。

女
が
部
屋
の
周
囲
を
一
回
り
し
て
確
か
め
る
さ
ま
は
、
蜂
が
敵
を
整
一
一
一
豆
放
し
て
巣
の
周
辺
を
ぐ
る
ぐ
る
旋
回
し
て
飛
ぶ
様
子
を
思
わ
せ
る
。

「
緑
衣
女
」
は
、
『
柳
斎
志
異
』の
異
類
語
の
中
で
も
と
り
わ
け
筆
の
冴
え
た
一
篇
で
あ
る
。
但
明
倫
評
に
も
、

そ
な

色
を
写
し
声
を
写
し
、
形
を
写
し
神
を
写
す
に
、
倶
に
蜂
に
従
い
曲
曲
と
し
て
絵
き
出
す
。
（
中
略
）
短
篇
一
の
中
に
賦
物
の
妙
を
具
う
。-43-

と
あ
る
よ
う
に
、
姿
形
か
ら
風
韻
ま
で
蜂
の
属
性
・
習
性
に
沿
っ
て
細
や
か
に
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
異
類
暗
示
の
描
写
が
重
ね
ら

れ
る
に
つ
れ
、
読
者
は
女
が
異
類
で
あ
る
と
気
づ
き
、
動
植
物
の
種
類
も
容
易
に
特
定
で
き
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。
知
ら
な
い
の
は

主
人
公
の
男
だ
け
で
あ
り
、
作
品
の
最
後
で
は
じ
め
て
異
類
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
芝
居
で
観
衆
の
や
き
も
き
す
る
心

情
を
煽
る
よ
う
な
舞
台
的
効
果
が
計
算
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

蜂
を
可
憐
な
女
性
と
し
て
描
い
た
文
学
作
品
は
、
『
柳
斎
志
異
』
以
前
に
例
を
見
な
い
。
作
者
の
目
は
専
ら
そ
の
小
さ
さ
、
か
弱
さ
に
注

が
れ
て
お
り
、
「
人
を
刺
す
飛
虫
」
と
い
う
蜂
の
第
一
義
的
な
性
格
は
完
全
に
ふ
る
い
落
と
さ
れ
て
い
る
。
方
針
巌
評
に
は
、

お
も
わ
れ
へ
い
ほ
う
し
ん
せ
き

此
（
「
緑
衣
女
」
）
と
蓮
主
（
「
蓮
花
公
主
」
）
を
観
る
に
、
悉
く
温
柔
に
し
て
喜
ぶ
べ
し
。
覚
う
に
「
予
奔
蜂
し
て
自
ら
辛
整
を
求
む
る

こ
と
莫
し
」
と
は
、
詩
人
翻
っ
て
過
慮
を
為
す
な
り
と
。
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と
あ
り
、
『
詩
経
』
か
ら
周
領
「
小
器
」
篇
を
引
い
て
、
む
や
み
に
手
を
出
す
と
災
禍
を
招
く
危
険
で
恐
ろ
し
い
も
の
と
い
う
古
来
か
ら
の
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蜂
に
対
す
る
人
々
の
固
定
観
念
を
提
示
し
、
そ
れ
を
逆
手
に
と
っ
て
、
「
蓮
花
公
主
」
や
「
緑
衣
女
」
の
蜂
妖
が
そ
う
し
た
固
定
観
念
に
反

す
る
温
柔
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
柳
斎
志
異
」の
他
の
異
類
語
に
お
い
て
、
例
え
ば
「
阿
繊
」
（
巻
七
）
が
、
誰

も
が
忌
み
嫌
う
は
ず
の
鼠
を
し
お
ら
し
い
愛
す
べ
き
女
性
と
し
て
描
い
て
い
る
の
と
一
脈
通
じ
る
着
想
で
あ
る
。

さ
て
、
「
緑
衣
女
」で
も
う
一
つ
際
立
つ
の
は
、
意
図
的
に
強
調
さ
れ
た
男
の
性
格
描
写
で
あ
る
。
子
生
は
、
寺
の
一
室
を
借
り
て
勉
学

に
勤
し
む
科
挙
の
受
験
生
で
あ
り
、
う
ぶ
で
世
故
に
疎
い
男
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
「
子
」
と
い
う
姓
を
用
い
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く

任
意
の
も
の
で
は
な
く
、
「
迂
閲
」
「
迂
遠
」
「
迂
拙
」
な
ど
の
「
迂
」
を
連
想
さ
せ
る
文
字
と
し
て
意
図
的
に
選
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
子

生
は
女
心
の
わ
か
ら
な
い
鈍
い
男
で
あ
り
、
女
の
方
が
繊
細
可
憐
で
細
や
か
な
情
を
持
ち
、
し
か
も
機
知
に
富
む
賢
さ
を
持
っ
て
い
る
よ
う

既
而
就
寝
、
悔
然
不
喜
、
目
、
「
生
平
之
分
、
殆
止
此
乎
。
」
子
急
問
之
、
女
日
、
「
妾
心
動
、
妾
椋
蓋
失
。
」
子
慰
之
日
、
「
心
動
眼
閥
、
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に
描
か
れ
て
い
る
の
と
好
対
照
を
な
す
。

蓋
是
常
也
、
何
遮
此
云
。
」

や
が
て
床
に
入
っ
た
が
、
女
は
落
ち
着
か
な
い
様
子
で
、
「
あ
な
た
と
の
お
付
き
合
い
も
も
う
終
わ
り
だ
わ
」
と
言
う
。
子
が
慌
て
て

問
う
と
、
「
胸
騒
ぎ
が
す
る
の
で
す
。
私
の
寿
命
も
こ
れ
ま
で
だ
わ
」
と
言
う
の
で
、
子
は
慰
め
て
言
っ
た
。
「
心
臓
が
ド
キ
ド
キ
し
た

り
目
が
。
ヒ
ク
ピ
ク
し
た
り
す
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
よ
。
ど
う
し
て
そ
ん
な
こ
と
言
う
の
さ
」

こ
こ
で
は
、
「
心
動
く
」
と
い
う
語
を
女
は
心
理
的
な
意
味
に
用
い
て
切
羽
詰
ま
っ
た
状
況
を
訴
え
て
い
る
の
に
、
男
は
生
理
的
な
意
味

に
解
し
て
し
ま
う
。
異
類
の
女
を
相
手
に
す
る
男
に
こ
の
よ
う
な
う
ぶ
で
世
故
に
疎
い
性
格
を
与
え
る
の
は
、
情
の
純
真
さ
を
表
す
た
め
の

も
の
で
あ
り
、
「
柳
斎
志
異
』
の
異
類
語
に
共
通
し
て
い
る
。



ー_L・
ノ、

『
柳
斎
志
異
』の
異
類
語
が
他
の
志
怪
の
そ
れ
と
一
線
を
画
す
所
以
は
、
人
間
の
女
性
と
し
て
描
い
て
も
異
類
と
し
て
の
特
性
を
失
わ
ず
、

ま
た
異
類
と
し
て
描
い
て
も
人
間
の
女
性
と
し
て
の
風
趣
を
失
わ
な
い
筆
の
妙
に
あ
る
。
「
蓮
花
公
主
」
と
「
緑
衣
女
」
に
お
い
て
も
、
蜂

と
し
て
の
属
性
と
人
間
と
し
て
の
風
情
が
絢
い
交
ぜ
に
な
っ
た
女
性
の
形
象
が
読
者
を
夢
幻
と
現
実
の
交
錯
す
る
妖
し
い
世
界
へ
と
誘
う
の

で
あ
る
。

「
蓮
花
公
主
」
と
「
緑
衣
女
」
は
同
じ
く
蜂
妖
を
扱
っ
た
作
品
で
あ
る
が
、
実
は
文
学
作
品
と
し
て
の
色
彩
や
異
類
の
捉
え
方
、
描
き
方

に
根
本
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
「
蓮
花
公
主
」
と
「
緑
衣
女
」
の
聞
の
大
き
な
違
い
は
、
ま
ず
そ
の
舞
台
設
定
に
あ
る
。
「
蓮
花
公
主
」
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に
お
い
て
は
、
人
間
の
男
が
異
類
の
世
界
か
つ
ま
た
夢
幻
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
。
非
現
実
的
な
別
世
界
で
の
話
で
あ
る
の
で
、
作
者
は
志

怪
の
伝
統
的
素
材
を
存
分
に
生
か
し
、
蜂
巣
と
夢
幻
の
モ
チ
ー
フ
に
加
え
て
さ
ら
に
仙
界
の
モ
チ
ー
フ
を
も
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
さ
せ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
緑
衣
女
」
で
は
、
逆
に
異
類
の
女
性
が
人
間
界
に
姿
を
現
し
、
人
間
の
男
と
利
那
の
浪
漫
を
展
開
す
る
。
蜂
の
生
物
と
し

て
の
特
性
の
一
つ
は
、
家
族
を
構
成
し
、
巣
全
体
が
カ
l

ス
ト
社
会
の
共
同
体
（
コ
ロ
ニ
ー
）
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
あ
る
。
「
蓮
花
公
主
」

に
お
い
て
は
そ
う
じ
た
特
性
の
反
映
が
明
白
に
伺
え
る
が
、
「
緑
衣
女
」
に
は
そ
れ
が
全
く
な
い
。
つ
ま
り
、
蓮
花
は
群
れ
の
中
に
属
す
る

一
構
成
員
と
し
て
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、
緑
衣
の
女
は
名
も
な
い
一
個
の
可
憐
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
、
背
後
に
あ
る
は
ず
の
群
れ
の
存

在
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
自
然
界
に
お
い
て
群
棲
す
る
生
物
が
群
れ
を
離
れ
た
時
の
孤
独
と
無
力
を
考
え
併
せ
る
と
、
独
り
で
現
れ
る
蜂
妖
の

辿
る
運
命
は
容
易
に
予
測
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
書
生
の
情
愛
と
庇
護
を
求
め
る
姿
は
ひ
と
き
わ
可
憐
さ
を
増
幅
さ
せ
る
も
の
と
な
ろ
う
。

舞
台
設
定
の
違
い
は
、
そ
の
ま
ま
異
類
を
描
く
筆
致
の
違
い
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
「
蓮
花
公
主
」
は
蜂
の
王
国
で
起
き
た
出
来
事
を

(330) 



語
る
こ
と
が
主
体
で
あ
り
、
蜂
妖
と
し
て
の
蓮
花
の
描
写
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
点
が
置
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
、
「
緑
衣
女
」
の
方

(329) 

は
、
蜂
妖
そ
の
も
の
の
描
写
に
力
点
が
あ
り
、
異
類
で
あ
り
な
が
ら
人
間
的
な
情
が
細
や
か
に
描
か
れ
、
人
間
の
女
性
と
し
て
の
体
温
を
感

じ
さ
せ
る
描
写
に
な
っ
て
い
る
。

物
語
そ
の
も
の
は
「
蓮
花
公
主
」
の
方
が
長
く
複
雑
で
、
好
余
曲
折
・
起
伏
変
化
に
富
み
、
文
体
も
美
文
調
で
修
辞
的
に
凝
っ
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
性
格
描
写
・
心
理
描
写
に
注
目
す
れ
ば
、
「
緑
衣
女
」
の
方
が
よ
り
綴
密
で
詩
情
豊
か
に
描
か
れ
て
お
り
、

志
怪
の
旧
套
を
一
歩
抜
け
出
た
文
学
作
品
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
。
実
は
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
、
牡
丹
の
精
を
扱
っ
た
こ
つ
の
作
品
「
葛

巾
」
（
巻
七
）
と
「
香
玉
」
（
巻
八
）
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
。
文
学
作
品
と
し
て
の
質
的
な
優
劣
を
問
う
べ
き
問
題
で
は
な
い
が
、
あ
る

意
味
で
、
「
緑
衣
女
」
や
「
香
玉
」
の
方
が
、
よ
り
H

柳
斎
H

的
に
完
成
さ
れ
た
作
品
、
よ
り
文
学
的
に
洗
練
さ
れ
た
作
品
と
評
し
て
よ
い

「
蓮
花
公
主
」
と
「
緑
衣
女
」
は
同
じ
巻
に
並
ん
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
蒲
松
齢
は
同
じ
題
材
の
作
品
を
同
じ
場
所
に
並
べ
る
に
当
た
り
、
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か
も
し
れ
な
い
。

意
図
的
に
両
者
の
文
学
的
手
法
に
違
い
を
持
た
せ
、
同
じ
蜂
妖
に
対
し
て
異
な
る
趣
を
与
え
、
作
品
の
仕
上
が
り
に
変
化
を
加
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
五
百
篇
に
及
ぶ
作
品
が
決
し
て
千
篇
一
律
で
は
な
い
。
そ
こ
に
蒲
松
齢
の
文
人
と
し
て
の
非
凡
な
才
が
あ
り
、
『
柳
斎
志
異
」
が

他
の
志
怪
の
追
随
を
許
さ
な
い
所
以
が
あ
る
。
蜂
妖
を
描
い
た
こ
の
二
篇
が
、
「
蓮
花
公
主
」
、
「
緑
衣
女
」
の
順
で
執
筆
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
。
伝
統
的
手
法
を
踏
襲
し
な
が
ら
旧
来
の
志
怪
伝
奇
を
換
骨
奪
胎
し
た
前
者
を
書
き
終
え
た
そ
の
す
ぐ
後
に
、
今

度
は
さ
ら
に
情
の
描
写
に
力
を
入
れ
て
新
し
い
独
自
の
境
地
を
開
く
後
者
へ
と
筆
を
進
め
て
い
っ
た
蒲
松
齢
の
創
作
工
房
を
我
々
は
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。



、
王

(1
) 

(2
) 

本
論
中
の
『
柳
斎
志
異
』
の
巻
次
は
、
任
篤
行
輯
校
『
全
校
会
注
集
評
柳
斎
志
異
』
（
斉
魯
書
社
、
二
O
O
O
年
）
に
従
う
。

呉
・
陸
磯
『
毛
詩
草
木
鳥
獣
虫
魚
疏
』
に
、
「
頗
蛤
者
、
桑
上
小
青
晶
也
。
似
歩
屈
、
其
色
青
市
細
小
、
或
在
草
莱
上
。
螺
覇
、
土
蜂
也
。
一

名
蒲
塵
。
似
蜂
而
小
腰
、
故
許
慣
云
細
腰
也
。
取
桑
晶
負
之
於
木
空
中
、
或
書
簡
筆
筒
中
、
七
日
而
化
篇
其
子
。
里
語
日
、
呪
云
、
象
我
、

象
我
」
と
あ
る
。

（3

）
唐
・
敬
括
「
蒲
屋
賦
」
に
、
「
究
政
化
之
所
婦
、
於
蒲
慮
而
可
見
。
負
仏
麿
之
異
族
、
能
教
誇
而
知
愛
。
大
鈎
所
播
、
各
異
票
而
殊
方
、
二
気

相
生
、
遂
改
形
而
革
面
」
と
あ
り
、
ま
た
宋
・
欧
陽
修
「
螺
蛤
賦
」
の
序
文
に
、
「
嵯
夫
、
螺
蛤
一
虫
鵬
爾
、
非
有
心
於
孝
義
也
、
能
以
非
類
継

之
矯
子
、
羽
毛
形
性
不
相
異
也
。
今
夫
篤
人
父
母
生
之
、
養
育
助
勢
、
非
矯
異
類
也
、
乃
有
不
能
纏
其
父
之
業
者
。
儒
家
之
子
卒
矯
商
、
世

家
之
子
卒
矯
阜
隷
。
鳴
呼
、
所
謂
螺
蛤
之
不
若
也
」
と
あ
る
。

（4

）
日
本
の
俗
信
で
は
、
蜂
が
家
に
巣
を
造
る
と
縁
起
が
よ
い
と
さ
れ
る
場
合
（
商
売
繁
盛
な
ど
）
と
災
難
が
起
こ
る
前
兆
と
し
て
忌
ま
れ
る
場

合
（
破
産
・
戦
禍
な
ど
）
と
が
あ
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
『
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』
に
出
て
く
る
蜜
蜂
は
悪
役
で
あ
り
、
ま
た
イ
ン
ド
で
は
、
増

え
す
ぎ
た
人
口
を
減
ら
す
た
め
に
神
が
蜜
蜂
の
腹
の
中
に
H

死
H
を
入
れ
て
大
勢
の
人
々
の
住
む
村
へ
送
り
こ
む
と
い
う
民
話
が
あ
る
。
（
小

西
正
泰
『
虫
の
文
化
誌
』
朝
日
新
聞
社
、
八
九
1

九
一
頁
）

（5

）
唐
・
皇
甫
松
「
地
球
楽
」
詞
に
、
「
帯
翻
金
孔
雀
、
香
満
繍
蜂
腰
」
、
唐
・
王
建
「
｛
呂
詞
」
其
四
に
、
「
蜂
嶺
蝉
麹
薄
霧
霧
、
浮
動
掻
頭
似
有
風
」

な
ど
と
あ
る
。

（6

）
明
・
高
明
「
琵
琶
記
・
丞
相
教
女
」
に
、
「
緯
羅
深
護
奇
砲
小
、
不
許
蜂
迷
蝶
猪
」
、
明
・
王
玉
峰
「
焚
香
記
・
允
諾
」
に
、
「
那
淫
奔
場
、
多

少
蜂
狂
蝶
乱
、
畢
寛
傍
誰
虚
度
」
、
明
・
徐
復
昨
「
投
稜
記
・
盟
問
女
」
に
、
「
敢
還
是
年
少
多
情
、
蜂
猪
蝶
劇
、
穴
隙
除
措
被
人
話
」
な
ど
と

あ
る
。

（7

）
唐
・
杜
甫
「
青
総
」
に
、
「
不
問
漢
主
放
妃
績
、
近
静
撞
関
掃
蜂
蟻
」
、
唐
・
白
居
易
「
郡
中
春
宴
、
因
贈
諸
客
」
に
、
「
蜂
巣
奥
蟻
穴
、
随
分

有
君
臣
」
な
ど
と
あ
る
。

（8

）
北
方
ユ
ー
ラ
シ
ア
に
は
、
人
間
の
霊
魂
が
蜂
の
姿
に
な
っ
て
飛
び
出
す
と
い
う
言
い
伝
え
が
広
く
分
布
す
る
。
ま
た
日
本
の
民
話
に
も
、
眠

っ
て
い
る
男
の
鼻
か
ら
飛
び
出
し
た
蜂
の
教
え
で
黄
金
の
あ
り
か
を
発
見
す
る
と
い
う
所
謂
「
夢
買
長
者
」
の
話
が
あ
る
。

手
稿
本
・
康
照
紗
本
な
ど
は
「
温
清
」
に
作
る
。
張
友
鶴
輯
校
本
・
任
篤
行
輯
校
本
で
は
「
清
」
を
「
清
」
に
改
め
て
い
る
。
『
札
記
』
「
曲

-47-
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礼
」
に
「
冬
温
而
夏
清
」
と
あ
る
。

（
叩
）
『
詩
経
」
小
雅
「
鴻
雁
」
に
、
「
鴻
雁
子
飛
、
哀
鳴
敬
敬
」
、
晋
・
停
玄
「
擬
四
愁
詩
」
に
、
「
鷲
馬
哀
鳴
葱
不
馳
、
何
矯
多
念
徒
自
蔚
」
な
ど
と

あ
る
。

（
日
）
元
・
戴
表
元
の
「
義
蜂
行
」
に
、
「
一
朝
大
蜂
出
不
戒
、
春
容
観
飾
修
且
跨
」
と
あ
り
、
こ
こ
で
「
大
蜂
」
（
蜂
王
を
指
す
）
は
下
句
の
表
現

か
ら
明
ら
か
に
女
性
（
雌
）
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
明
・
李
時
珍
「
本
草
綱
目
』
、
明
・
徐
光
啓
『
農
政
全
書
』
な
ど
に
は
蜂
王
の
雌
雄
に

関
す
る
記
載
は
な
い
。
な
お
、
西
欧
で
は
十
七
世
紀
ま
で
は
、
蜂
王
は
雌
で
は
な
く
雄
の
蜂
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
（
大
修
館
書
店
「
動
物

シ
ン
ボ
ル
事
典
』
「
み
つ
ば
ち
」
の
項
、
三
四
一
百
ハ
）

（
ロ
）
拙
稿
「
牡
丹
考
」
（
「
喜
文
研
究
」
第
六
五
号
、
一
九
九
四
年
）
三
二
五
頁
。

（
臼
）
作
中
に
「
二
女
官
至
」
と
あ
る
が
、
仙
界
遊
行
語
で
は
、
多
く
の
場
合
、
仙
界
で
人
間
の
男
を
迎
え
る
の
は
二
人
の
仙
女
で
あ
る
。
ま
た

「
賓
郎
来
乎
」
と
い
う
セ
リ
フ
も
、
仙
界
の
者
が
人
聞
が
迷
い
込
ん
で
く
る
こ
と
を
予
知
し
て
い
て
名
前
ま
で
も
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
常
套

を
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

前
掲
拙
稿
「
牡
丹
考
」
参
照
。
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（
叫
）
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