
「
蛇
含
草
」

上
方
落
語
の
「
蛇
含
草
」
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
・
ユ
ー
モ
ア
の
効

い
た
サ
ゲ
で
知
ら
れ
る
、
見
方
に
よ
っ
て
は
と
て
も
怖
い
噺

で
あ
る
。
川
戸
貞
吉
『
落
語
大
百
科
第
二
巻
』
（
冬
青
社
、

二

0
0
一
年
）
を
借
り
て
、
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
て
お
こ
う

（
三
五
五

S
六
頁
）
。

ご
隠
居
さ
ん
の
家
に
遊
び
に
い
っ
た
男
が
、
軒
下
の
風

鈴
の
脇
に
妙
な
草
が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
る
の
に
気
が
つ
い

た
。
訊
い
て
み
る
と

II

蛇
含
草
II

と
い
う
草
だ
と
の
こ
と
。

う
わ
ば
み
が
人
を
呑
ん
で
腹
が
ふ
く
れ
上
が
り
、
ど
う
に

も
な
ら
な
い
と
き
に
こ
の
草
を
な
め
る
の
だ
と
い
う
。
す

る
と
不
思
議
や
腹
の
な
か
の
も
の
が
綺
麗
に
溶
け
て
し
ま

う
の
だ
そ
う
だ
。
「
悪
い
虫
が
入
っ
て
こ
な
い
よ
う
に
と
、

落
語

を
め
ぐ
っ
て

お
ま
じ
な
い
に
ぶ
ら
さ
げ
て
あ
る
」
と
聞
い
た
こ
の
男
、

「
そ
れ
な
ら
私
に
も
く
だ
さ
い
」
と
も
ら
い
受
け
、
着
て

い
る
甚
兵
衛
の
ヒ
モ
に
結
び
つ
け
た
。

よ
も
や
ま
話
に
興
じ
る
う
ち
に
、
ご
隠
居
さ
ん
が
、
箱

い
っ
ぱ
い
に
詰
ま
っ
た
餅
を
出
し
て
き
て
焼
き
は
じ
め
る
。

餅
は
因
果
と
こ
の
男
の
大
好
物
。
見
て
い
る
う
ち
に
我
慢

出
来
な
く
な
り
、
い
き
な
り
手
を
伸
ば
し
て
餅
を
口
に
入

れ
て
し
ま
っ
た
。
ご
隠
居
が
ム
ッ
と
す
る
の
も
無
理
は
な

い
。
「
な
ん
と
い
う
不
作
法
な
奴
」
と
怒
る
ご
隠
居
に
、
謝

る
ど
こ
ろ
か
屁
理
屈
を
並
べ
立
て
た
こ
の
男
、
「
五
十
や
百

の
餅
を
食
う
こ
と
な
ど
朝
飯
前
だ
」
と
胸
を
張
っ
た
。
売

り
言
葉
に
買
い
言
葉
。
「
よ
ー
し
、
そ
れ
な
ら
一
箱
の
餅
を

全
部
食
べ
て
み
ろ
」
と
次
か
ら
次
へ
と
餅
を
焼
い
て
こ
の

男
に
食
わ
せ
た
が
、
や
は
り
一
箱
全
部
食
べ
る
の
は
無
理

岡

田

充

博
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だ
っ
た
。
二
、
三
個
残
し
た
と
こ
ろ
で
あ
え
な
く
ダ
ウ
ン
。

ほ
う
ほ
う
の
態
で
家
に
戻
っ
た
も
の
の
、
腹
が
は
ち
切
れ

ん
ば
か
り
で
苦
し
く
っ
て
た
ま
ら
な
い
。
ふ
と
気
が
つ
い

た
の
が
、
さ
っ
き
も
ら
っ
た
蛇
含
草
。
こ
れ
さ
え
な
め
れ

ば
大
丈
夫
と
蛇
含
草
を
口
に
入
れ
た
…
…
。

そ
こ
へ
や
っ
て
き
た
の
が
ご
隠
居
さ
ん
。
心
配
し
て
き

て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
部
屋
の
障
子
を
開
け
て
み
る
と
、

人
間
の
溶
け
る
草
を
食
べ
た
も
の
だ
か
ら
、
人
間
が
溶
け

て
餅
が
甚
兵
衛
を
着
て
座
っ
て
い
た
…
…
。

こ
れ
が
関
東
に
渡
る
と
、
餅
で
は
粋
で
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
、
「
そ
ば
清
」
（
別
名
「
蕎
麦
の
羽
織
」
「
羽
織
の
蕎

麦
」
）
に
変
わ
る
。
こ
ち
ら
も
同
書
第
三
巻
に
よ
っ
て
併
せ
て

示
し
て
お
く
(
-
三

O
S
一
頁
）
。

清
兵
衛
さ
ん
と
い
う
人
は
、

II

お
そ
ば
の
清
さ
ん
II

と

呼
ば
れ
て
い
る
ほ
ど
の
お
そ
ば
好
き
。
五
十
枚
は
ペ
ロ
リ

と
平
ら
げ
て
し
ま
う
だ
け
あ
っ
て
、
お
金
を
賭
け
て
そ
ば

を
食
べ
、
そ
の
日
そ
の
日
を
送
っ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ

の
清
さ
ん
が
信
州
へ
い
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
た
ま

た
ま
、
ウ
ワ
バ
ミ
が
人
間
を
呑
む
と
こ
ろ
に
出
っ
く
わ
し

た
。
は
ち
き
れ
ん
ば
か
り
に
お
腹
が
ふ
く
れ
上
が
っ
た
ウ

ワ
バ
ミ
が
、
岩
陰
に
生
え
て
い
る
赤
い
草
を
ペ
ロ
ペ
ロ
と

「
蛇
含
草
」
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
由
来
を
持
つ
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
原
話
を
辿
り
な
が
ら
、
先
ず
は
こ
の
辺
か
ら
始

め
て
み
よ
う
。

二
つ
の
噺
の
類
話
・
原
話
に
つ
い
て
は
、
武
藤
禎
夫
『
江

戸
小
咄
類
話
事
典
』
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
六
年
）
の
「
珍

花
」
(
―

-
O
S
一
頁
）
、
お
よ
び
『
定
本
落
語
三
百
題
』
（
岩

波
書
店
、
二

0
0
七
年
）
の
「
蕎
麦
の
羽
織
」
（
二
五
一

S
三

頁
）
が
、
江
戸
の
小
咄
•
笑
話
を
中
心
に
資
料
を
挙
げ
て
詳

し
い
。
〔

2
〕
そ
の
中
か
ら
、
以
下
に
二
話
を
挙
げ
て
お
く
。

寛
文
―
二
年
(
-
六
七
二
）
刊
行
の
作
者
不
詳
『
一
休
関

東
咄
』
に
、
「
第
七
大
し
よ
く
は
な
し
の
事
」
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
相
伴
役
の
武
士
が
語
る
大
食
自
慢
の
法
螺
話
を
聞
い

た
一
休
が
、
そ
れ
に
も
勝
る
大
食
の
話
で
武
士
の
鼻
を
折
っ

た
と
い
う
小
咄
で
、
一
休
が
披
源
す
る
の
が
次
の
よ
う
な
話

で
あ
る
。
武
藤
禎
夫
編
『
噺
本
大
系
』
の
第
三
巻
（
東
京
堂
出

版
、
一
九
七
六
年
）
か
ら
引
く
。

…
そ
れ
が
し
存
じ
た
る
山
ぶ
し
有
け
る
が
、
こ
れ
も
か

け
ろ
く
し
て
、
も
ち
二
斗
を
つ
か
せ
て
ひ
と
り
し
て
の
こ

ら
ず
し
よ
く
し
、
あ
ま
り
腹
ふ
く
れ
け
る
に
や
、
ひ
ろ
き

松
ば
ら
に
は
し
り
い
で
、
ミ
か
い
ば
か
り
有
け
る
松
の
木

を
ね
ぢ
を
り
て
、
こ
し
を
か
け
や
す
ミ
ゐ
け
る
所
に
、
ち

い
さ
き
へ
び
お
ほ
き
な
る
か
わ
づ
を
の
ミ
て
、
く
る
し
げ

に
見
え
し
所
に
、
ミ
な
れ
ぬ
く
さ
を
く
ひ
け
れ
ば
、
ぢ
ミ

ぢ
ミ
と
腹
ハ
ヘ
り
ぬ
。
さ
て
も
よ
き
事
を
見
つ
る
物
か
な

と
、
か
の
山
ぶ
し
く
だ
ん
の
く
さ
を
く
ひ
け
れ
ば
、
う
ん

の
き
ハ
め
に
て
や
有
け
ん
、
人
の
き
ゆ
る
草
に
て
、
山
ぶ

し
ハ
き
え
て
、
二
斗
の
も
ち
、
と
き
ん
す
ゞ
か
け
、
ほ
ら

の
か
い
、
こ
ん
ご
う
づ
え
を
も
ち
て
ゐ
け
る
…
…

寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
刊
の
岡
白
駒
『
訳
準
開
口
新
語
』

全
一
巻
は
、
漢
文
体
の
笑
話
集
で
、
『
噺
本
大
系
』
第
二

0
巻

（
一
九
七
九
年
）
所
収
。
そ
の
第
五
葉
に
載
る
話
を
、
訓
読

文
で
示
そ
う
。

一
道
士
中
野
を
行
く
に
、
蛇
の
蝙
蛉
を
呑
み
、
腹
脹

り
て
斗
の
如
き
を
視
る
。
婉
誕
と
し
て
叢
中
に
入
り
、
一

も

と

も

と

草
を
索
め
て
食
す
れ
ば
、
須
曳
に
し
て
脹
り
消
え
て
故
の

如
し
。
道
士
謂
へ
ら
く
、
「
是
れ
消
食
の
薬
草
な
り
」
と
。

乃
ち
数
茎
を
采
り
て
還
る
も
、
是
れ
毒
草
な
る
を
知
ら
ず
。

路
に
友
人
に
遇
ひ
、
自
ら
食
量
の
大
な
る
を
誇
り
、
店

上
の
不
托
（
も
ち
）
を
指
し
て
日
く
、
「
一
頓
に
五
十
は
、

ご
と

一
孟
の
飯
の
若
し
」
と
。
友
人
信
ぜ
ず
し
て
日
く
、
「
吾

子
能
く
五
十
を
食
せ
ば
、
我
は
其
れ
東
と
な
ら
ん
（
主

人
と
な
っ
て
奢
ろ
う
）
。
若
し
能
は
ざ
れ
ば
、
則
ち
再
び

我
に
其
の
価
を
賞
は
ん
の
み
」
と
。

さ
て
、

蛇
が
消
化
に
使
い
、

噺
の
演
目
と
も
な
っ
て
い
る

な
め
た
と
こ
ろ
、
大
き
く
ふ
く
ら
ん
だ
腹
が
み
る
み
る
小

さ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
「
あ
れ
は
食
べ
も
の
を
こ
な
す
草
に

違
い
な
い
。
あ
の
草
さ
え
あ
れ
ば
い
く
ら
で
も
そ
ば
を
食

べ
る
こ
と
が
出
来
る
リ
」
と
、
こ
の
草
を
江
戸
に
持
ち
帰

っ
た
。さ

っ
そ
く
五
両
で
七
十
枚
の
そ
ば
を
食
べ
る
賭
け
を
は

じ
め
た
が
、
六
十
八
枚
食
べ
た
と
こ
ろ
で
ど
う
に
も
こ
う

に
も
食
べ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
な
ア
に
、
こ
れ

さ
え
あ
れ
ば
大
丈
夫
」
と
、
障
子
の
外
に
出
た
清
兵
衛
さ

ん
が
赤
い
草
を
ペ
ロ
ペ
ロ
と
な
め
は
じ
め
た
。

い
っ
ぽ
う
こ
ち
ら
は
清
兵
衛
さ
ん
と
賭
け
を
し
た
人
た

ち
。
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
清
兵
衛
さ
ん
が
戻
っ
て
こ
な
い

ぁ

の
で
障
子
を
開
け
て
み
る
と
、
清
兵
衛
さ
ん
の
姿
は
な
く
、

お
そ
ば
が
羽
織
を
着
て
い
た
…
…
。

こ
の
「
清
兵
衛
さ
ん
」
に
は
、
実
在
の
モ
デ
ル
が
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
神
田
鍛
冶
町
の
住
人
で
、
天
保
―
一
年
（
一

八
四

O
)
か
ら
何
と
八
年
間
、
朝
昼
晩
と
も
蕎
麦
を
食
べ
通

し
た
名
物
男
と
言
わ
れ
る
。
〔

1
〕
と
な
る
と
落
語
「
そ
ば
清
」

の
成
立
は
、
十
九
世
紀
後
半
以
降
と
、
意
外
に
新
し
い
こ
と

に
な
る
。
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約
既
に
定
ま
り
、
乃
ち
店
に
就
き
て
之
を
食
ふ
。
侍
む

所
有
れ
ば
、
嘔
を
忍
び
て
強
ひ
て
食
ひ
、
滴
悶
死
せ
ん
と

な

欲
す
。
是
に
於
い
て
窪
か
に
薬
草
を
嘗
む
る
に
、
身
躯
は

涙
然
と
し
て
解
散
し
、
肉
錆
け
水
流
れ
、
但
だ
累
累
た
る

不
托
の
上
に
、
空
し
く
羽
衣
の
翻
然
た
る
を
懸
く
る
を
見

る
の
み
。

[
3
〕

両
話
と
も
に
餅
を
食
べ
る
設
定
と
な
っ
て
お
り
、
餅
の
話

が
古
く
、
蕎
麦
の
賭
け
食
い
は
後
の
創
案
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。

蕎
麦
は
江
戸
時
代
初
期
か
ら
庶
民
食
と
し
て
広
ま
り
、
製

法
も
蕎
麦
粉
の
み
の
太
麺
の
蕎
麦
切
り
か
ら
、
小
麦
粉
の
つ

な
ぎ
を
混
ぜ
る
細
麺
へ
と
変
化
し
た
。
屋
台
や
茶
店
・
店
舗

な
ど
多
く
の
蕎
麦
屋
が
繁
盛
す
る
な
か
、
異
色
の
存
在
は
浅

草
の
寺
院
道
光
庵
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
振
舞
わ
れ
る
蕎
麦
は
、

専
門
店
を
押
し
の
け
て
江
戸
一
番
と
い
う
評
判
で
、
寛
延
（
一

七
四
八

S
五

O
)
の
頃
、
門
前
に
は
蕎
麦
目
当
て
の
人
々
が

連
日
列
を
な
す
有
り
様
だ
っ
た
と
い
う
。
〔

4
〕
興
味
深
い
の

は
、
こ
の
蕎
麦
の
名
所
を
詠
っ
た
川
柳
に
、
明
和
二
年
（
一

七
六
五
）
作
と
さ
れ
る
「
道
光
庵
草
を
な
め
た
い
顔
ば
か

り
」
（
『
川
柳
評
万
句
合
』
）
の
句
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

〔
5
〕
こ
こ
に
は
蛇
の
と
ろ
か
し
草
の
話
が
詠
い
込
ま
れ
、
蕎

麦
好
き
ー
満
腹
ー
蛇
の
消
化
の
草
と
い
う
、
落
語
の
骨
子
を

で
は
、
巻
ニ
・
序
例
下
に
金
癒
（
切
り
傷
）
・
悪
瘤
（
悪
性
の

腫
れ
物
）
．
痩
癒
（
首
に
で
き
る
腫
れ
物
）
な
ど
の
薬
と
し
て
、

「
蛇
衡
」
の
名
が
五
箇
所
に
見
え
、
巻
一

0
•

草
部
下
品
之

上
で
は
、
図
を
附
し
て
詳
し
い
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
明
の
李
時
珍
『
本
草
綱
目
』
で
は
、
巻
四
•
百
病
主
治
薬

の
「
九
漏
（
人
体
の
九
穴
）
」
「
諸
晶
傷
」
の
条
に
「
蛇
含
草
」

の
名
が
見
え
、
巻
四
三
・
鱗
部
の
「
諸
蛇
」
に
も
、
「
外
治
蛇

謡
之
築
」
と
し
て
「
蛇
含
草
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る

に
傷
や
腫
れ
物
・
虫
蛇
の
毒
な
ど
に
効
く
或
る
実
在
の
薬
草

が
、
「
蛇
含
草
（
蛇
衡
草
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

何
故
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
前
に
、

こ
の
薬
草
と
し
て
の
「
蛇
含
草
」
に
も
、
不
思
議
な
由
来
が

あ
る
こ
と
を
紹
介
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六
朝
時
代
の
志
怪
小
説
に
、
こ
ん
な
話
が
あ
る
。
『
太
平
広

記
』
巻
四
0
八
•
草
木
三
の
「
蛇
衡
草
」
を
も
と
に
訳
出
し
て

お
こ
う
。『

異
苑
』
に
言
う
、
「
昔
畑
を
耕
し
て
い
た
農
夫
が
、

傷
つ
い
た
蛇
が
い
る
の
を
目
に
と
め
た
。
一
匹
の
蛇
が
現

れ
、
草
を
衡
え
て
傷
の
上
に
置
い
た
。
す
る
と
日
が
経
っ

て
傷
つ
い
た
蛇
は
走
り
去
っ
た
。
農
夫
が
そ
の
草
の
残
り

の
葉
を
取
っ
て
傷
を
治
療
し
て
み
る
と
、
み
な
効
き
目
が

あ
っ
た
。
も
と
も
と
草
の
名
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
「
蛇

な
す
発
想
が
既
に
窺
わ
れ
る
。
「
そ
ば
清
」
は
、
こ
う
し
た
江

戸
の
食
文
化
と
滑
稽
文
学
の
な
か
で
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
ほ
か
に
は
、
民
話
「
と
ろ
か
し
草
」
が
全
国
的
に
伝

わ
っ
て
い
る
。
稲
田
浩
ニ
・
小
澤
俊
夫
編
『
日
本
昔
話
通
観
』

全
二
十
九
巻
（
同
朋
舎
、
一
九
七
七

S
九

0
年
）
に
は
、
東
北

か
ら
九
州
に
至
る
二
十
県
の
計
三
十
四
話
（
類
話
を
含
む
）

が
収
録
さ
れ
、
さ
ら
に
補
遺
に
は
十
六
県
二
十
六
話
の
所
在

が
追
記
さ
れ
て
い
る
。

[
6
〕

さ
て
、
こ
う
し
て
並
べ
て
み
た
日
本
の
諸
資
料
は
、
明
ら

か
に
こ
の
落
語
の
ネ
タ
と
な
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
。
し
か

し
分
か
ら
な
い
の
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
「
蛇
含
草
」
の
名

が
見
え
な
い
点
で
あ
る
。
タ
イ
ト
ル
と
な
っ
た
こ
の
草
の
名

は
、
一
体
何
処
か
ら
拾
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
漢
字
三

文
字
と
な
る
と
、
や
は
り
尋
ね
る
先
は
中
国
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

二
そ
こ
で
中
国
の
文
献
を
当
た
っ
て
み
る
と
、
「
蛇
含
草
」
あ

る
い
は
「
蛇
衡
草
」
の
名
は
、
意
外
な
こ
と
に
本
草
学
や
医

学
関
係
の
書
籍
に
頻
繁
に
登
場
す
る
。
こ
ん
な
恐
し
い
草
が

実
在
し
た
の
か
と
一
瞬
驚
く
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
う
で
は
な

い
。
と
ろ
か
し
草
と
は
全
く
別
の
薬
効
が
、
そ
こ
に
は
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宋
の
唐
慎
微
『
証
類
本
草
』

衡
」
を
名
前
と
し
た
。
『
抱
朴
子
』
に
「
蛇
衡
は
、
切
断
さ

れ
た
指
を
元
通
り
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
は
、

こ
れ
で
あ
る
」
と
。
こ
の
話
は
『
感
応
経
』
に
出
て
い

る
。
〔

7
〕

『
異
苑
』
は
、
南
朝
宋
の
劉
敬
叔
の
撰
。
『
太
平
広
記
』
が

基
づ
く
『
感
応
経
』
は
、
南
朝
宋
の
王
廷
秀
『
感
応
伝
』
を
指

す

[
8
〕
。
薬
草
「
蛇
含
草
」
は
、
こ
の
不
思
議
な
話
に
由
来

す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
薬
草
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
蛇
含
草
」
が
、
何
故
恐
ろ

し
い
「
と
ろ
か
し
草
」
の
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
い
て
く
れ
る
の
は
、

時
代
を
ず
っ
と
降
っ
た
清
朝
の
志
怪
書
、
哀
枚
『
子
不
語
』

（
乾
隆
五
三
、
一
七
八
八
年
頃
成
立
）
で
あ
る
。

そ
の
巻
二
十
一
に
、
次
の
よ
う
な
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

張
文
敏
公
の
甥
に
あ
た
る
人
が
洞
庭
湖
の
西
蹟
山
荘

に
仮
寓
し
て
い
た
。
こ
こ
の
台
所
に
は
鶏
卵
を
二
個
し
ま

っ
て
お
く
こ
と
に
し
て
あ
っ
た
が
、
毎
晩
蛇
に
盗
ま
れ
る
。

様
子
を
見
て
い
る
と
、
一
匹
の
白
蛇
が
卵
を
呑
み
こ
ん
で

行
く
の
だ
が
、
首
の
と
こ
ろ
が
ふ
く
れ
あ
が
っ
て
、
急
に

は
消
化
で
き
な
い
。
す
る
と
蛇
は
一
本
の
木
の
そ
ば
へ
行

き
、
首
を
幹
に
す
り
つ
け
る
。
そ
う
す
る
と
鶏
卵
が
た
ち
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ま
ち
消
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た 。

張
は
蛇
の
い
た
ず
ら
が
廂
に
さ
わ
っ
た
の
で 、

木
片

を
削
っ
て
卵
の
殻
の
中
に
は
め
こ
み 、
も
と
の
場
所
に
置

い
た 。

蛇
は
ま
た
呑
み
に
来
て 、

首
が
前
の
よ
う
に
ふ
く

れ 、

ま
た
前
の
木
に
こ
す
り
つ
け
た
が 、

こ
ん
ど
は
消
化

し
な
い

。

蛇
は
困
っ
た
よ
う
な
様
子
で
あ
っ
た
が 、

庭
の

は

中
を
く
ま
な
く
這
い
ま
わ
り 、
た
く
さ
ん
の
木
に
目
を
と

め
な
が
ら
問
題
に
も
し
な
か
っ
た 。

そ
の
う
ち
に

亭

の

西
の
深
い
草
む
ら
の
中
へ
行
き 、
緑
色
で
三
つ
ま
た
に
な

っ
た
葉
を
選
ん
で 、

前
の
よ
う
に
こ
す
り
つ
け
た
ら 、

木

の
卵
も
消
化
し
て
し
ま
っ
た 。

張
は
翌
日 、

そ
の
草
を
探
し
出
し 、

消
化
不
良
を
お
こ

し
た
と
き
に
は
そ
れ
で
ち
ょ
っ
と
腹
を

撫
で
る
こ
と
に

し
た 。

そ
う
す
る
と
い
つ
で
も 、

す
ぐ
に
快 ；
癒
す
る
の
で

あ
っ
た 。

張
の
近
所
の
人
で 、
背
中
に
で
き
も
の
を
病
む
者
が
あ

っ
た 。

張
は
食
物
で
も
消
化
す
る
の
だ
か
ら 、

毒
も
消
せ

る
だ
ろ
う
と
考
え 、
そ
の
草
を
う
ん
と
取
っ
て
来
て
煎
じ

て
飲
ま
せ
た 。

背
中
の
で
き
も
の
は
た
し
か
に 、

あ
っ
と

い
う
間
に
消
え
た
が 、
そ
の
人
の
体
も
し
だ
い
に
小
さ
く

な
り 、

や
が
て
骨
も
ろ
と
も
水
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た 。

患
者
の
家
族
は
か
ん
か
ん
に
な
っ
て 、

張
を
縛
り
あ
げ 、

役
所
へ
つ
き
だ
そ
う
と
す
る 。
張
は
助
け
て
く
れ
と
哀
願

す
る
草」

は 、

こ
の
不
思
議
な
草
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
論

考
で
あ
る
が 、

冒
頭
で
「
そ
ば
清」

を
紹
介
し
た
後 、

こ
の
落

語
の
原
拠
と
し
て
北
宋
の
何
蓬
『
春
渚
紀
聞
』

の
話
を
引
い

て
い
る 。

同
書
巻
十
・

記
丹
薬
の
「
草

求
鉄
を
制
し
て
皆

き
ん

な
庚
と
成
す
（
草
制
釆
鐵
皆
成
庚）
」

に
は 、

水
銀
や
鉄
を
黄

金
に
変
え
る
不
思
議
な
草
の
話
が
三
篇
収
め
ら
れ
て
い
る
が 、

そ
の
第
三
話
は 、

次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る 。

…
ま
た
臨
安
の
僧
の
法
堅
が
言
う
に
は 、
「
歓
州
の
旅

人
で
潜
山
の
な
か
を
通
る
者
が
い
て 、
一

匹
の
蛇
が
腹
を

甚
だ
し
く
脹
ら
ま
せ
て
い
る
の
を
眼
に
し
た 。
そ
れ
は
草

む
ら
を
蛇
行
し 、

や
が
て
―

つ
の
草
に
出
会
う
と 、

噌
り

と
っ
て
腹
に
つ
け
て
さ
す
っ
た 。
す
る
と
し
ば
ら
く
し
て

張
り
は
消
え
て
も
と
の
よ
う
に
な
り 、
蛇
は
去
っ
て
い
っ

た 。
旅
人
は
こ
の
草
は
き
っ
と
腹
の
張
り
を
消
し
て
く
れ

る
薬
だ
と
思
い

、

摘
ん
で
小
箱
の
中
に
入
れ 、

そ
の
夜 、

旅
籠
に
泊
ま
っ
た 。
す
る
と
郡
の
部
屋
に
泊
ま
り
客
が
い

て 、
ベ
ッ
ド

で
呻
吟
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ
た 。

旅
人
が

尋
ね
る
と 、
腹
が
張
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
と
こ
ろ
だ
と
言

う 。

そ
こ
で
す
ぐ
薬
草
を
取
り
だ
し
て 、

釜
に
入
れ
て
煎

じ
て
煮
汁
を
飲
ま
せ
た 。
し
ば
ら
く
す
る
と
声
が
聞
こ
え

な
く
な
っ
た
の
で 、

良
く
な
っ
た
の
だ
と
思
っ
た 。

し 、

事
実
を
う
ち
あ
け
た
の
だ
が 、

患
者
の
家
族
は
承
知

し
な
い

。

そ
の
う
ち
に
台
所
へ
食
事
に
行
っ
た
が 、

か
ま

ど
の
そ
ば
へ
行
く
と
草
を
煎
じ
た
鍋
か
ら
異
様
な
光
が

発
し
て
い
る 。

近
づ
い
て
見
れ
ば 、

鉄
の
鍋
が
黄
金
に
変

じ
て
い
る
の
で
あ
っ
た 。
そ
こ
で
こ
れ
を
患
者
の
家
族
に

贈
り 、

か
ん
べ
ん
し
て
も
ら
っ
た
が 、

そ
れ
が
何
と
い
う

草
か
は
最
後
ま
で
わ
か
ら
な
か
っ
た 。
〔
9
〕

落
語
と
は
か
な
り
異
な
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も 、

明
ら
か
に
繋
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る 。

肝
心
の
草
の
名
に
つ
い

て
は 、
不
明
と
し
て
結
ば
れ
て
い
る 。
し
か
し
実
は
こ
の
話 、

タ
イ
ト

ル
を
見
る
と
「
蛇
含
草
消
木
化
金」

と
あ
る 。
「
蛇
が

ロ
に
す
る
草
が
木
を
消
化
し
金
を
つ
く
る」
と
い
う
意
味
で 、

固
有
名
詞
で
は
な
い
も
の
の 、
「
蛇
含
草」

の
三
文
字
が
見
え

る 。
『
異
苑
』
の
話
と
同
様
に
こ
れ
を
草
名
と
す
れ
ば 、

人
を

溶
か
す
と
ろ
か
し
草
も
ま
た 、

同
じ
名
称
で
呼
ば
れ
る
こ
と

に
な
る 。

落
語
「
蛇
含
草」
の
命
名
も 、

お
そ
ら
く
こ
の
あ
た

り
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る 。

三
落
語
「
蛇
含
草」

の
名
前
の
由
来
は 、

こ
れ
で
明
ら
か
に

な
っ
た 。

た
だ 、
『
子
不
語
』
の
話
に
は 、

さ
ら
に
遡
っ
て
宋

代
に
原
話
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る 。

南
方
熊
楠
「
人
を
水
に

夜
が
明
け
る
こ
ろ 、
隣
部
屋
か
ら
水
の
滴
る
音
だ
け
が

聞
こ
え 、

呼
ん
で
も
返
事
が
な
い

。

起
き
上
が
っ
て
灯
を

と
も
し
て
見
て
み
る
と 、
そ
の
人
の
血
や
肉
は
み
な
化
し

て
水
に
な
っ
て
し
ま
い

、
た
だ
骸
骨
だ
け
が
ベ
ッ
ド
に
遺

さ
れ
て
い
る 。
そ
こ
で
慌
て
て
旅
装
を
手
に
し
て
逃
げ
出

し
て
し
ま
っ
た 。

朝
に
な
り 、

宿
の
主
人
は
こ
れ
を
発
見

し
た
が 、

ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か 、

と
う

と
う

分
か
ら
な
か
っ
た 。
釜
を
き
れ
い
に
洗
っ
て
飯
を
炊

い
て
み
る
と 、

釜
全
体
が
金
に
な
っ
て
い
た
の
で 、

こ
っ

そ
り
遺
骸
を
埋
葬
し
て
し
ま
っ
た 。

長
ら
く
時
が
経
っ
て
恩
赦
が
あ
り 、

旅
人
が
宿
を
訪
れ

て 、

共
に
そ
の
事
を
語
り
あ
っ
た
の
で 、

は
じ
め
て
他
の

人
に
伝
わ
っ
た
の
で
あ
る」

と 。
〔
10
〕

親
切
心
が
仇
に
な
っ
て
病
人
を
溶
か
し
て
し
ま
う
く
だ
り

や 、

草
を
煎
じ
た
釜
が
金
に
な
る
こ
と
等 、
『
子
不
語
』
の
話

と
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
る 。

落
語
「
そ
ば
清」

と
の
関
わ
り
で
南
方
翁
が
挙
げ
て
い
る

の
は 、

こ
の
一

話
の
み
で
あ
る 。

し
か
し 、

似
た
話
は
さ
ら

に
唐
代
に
遡
っ
て
拾
い
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る 。
『
太
平
広
記
』

巻
四
五
九
・

蛇
四
が
作
者
不
詳
の
『
聞
奇
録
』

を
出
典
と
し

て
引
く
「

番
馬
書
生
」

に
は 、

二
つ
の
話
が
併
載
さ
れ
て
お

り 、

そ
の
第
二
話
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る 。
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へ

と

受
け
継
が

れ

…

ま
た

南
方
で
一

匹
の

大
蛇
を

見
か

け
た

役
人
が
い

た
。

長
さ
は

数
丈
、

太
さ
は

差
し

渡
し
一

尺
五

寸
ば
か
り

も
あ
り
、

腹
の

中
に
何
か

杭
か

切
り
株
の

よ
う
な

も
の
が

入
っ

て
い

た
。

が
、
一

本
の

樹
に

沿
っ

て
這
い

そ
の

葉
を

食
べ

る
と
、

腹
の

中
の

物
は

次
第
に
消
え
て

無
く
な
っ

た
。

里
の

者
が

言
う
に
は
、
「
こ
の

蛇
は

鹿
を

呑
ん
で
い

て
、

こ
の

木
の

葉
は
そ
れ
を
消
化
す
る
の
で

す
」

と
。

そ
こ
で

従
者
に

命
じ
て
そ
の

葉
を
採
ら
せ
て
し
ま
い

込
ん
だ
。

帰
っ

た
あ
と
、

食
べ

た
物
が

消
化
せ

ず、

腹
が

張
っ

た

こ
と
が
あ
っ

た
。

そ
こ
で
そ
の

葉
を
取
り
だ
し
、

煮
汁
を

作
っ

て

飲
ん
だ
。
一

晩
経
っ

て
、

昼
時
に
な
っ

て

も
返
事

が
な
い
の
で
、

掛
け
布
団
を
取
払
っ

て

見
て
み
る
と
、

た

だ
干
涸
ら
び
た

骸
骨
だ
け
が

残
っ

て
い

て
、

他
は
み
な
水

と
化
し
て
し
ま
っ

て
い

た
。
〔
11〕

短
い

話
で
あ
る
が
、

自
身
が

葉
を

煎
じ
て

飲
ん
で

溶
け
て

し
ま

う
と
こ
ろ
は
、
『
春
渚
紀
聞
』

や
『
子
不
語
』

よ
り
も
ず

っ

と
落
語
（
お
よ
び
そ
の

直
接
の

原
話
と
な
っ

た
『
一

休

関

東
咄
』
『
開
口

新
語
』

な
ど
）

に
近
い
。

日
本
に
お
け
る
こ
の

話
群
の

源
流
と
し
て
は
、

や
は
り
こ
の

資
料
を
忘
れ
て

は
な

ら
な
い

で
あ
ろ
う
。

な
お
、
『
春
渚
紀
聞
』

か
ら
『
子
不
語
』

な
る
神
が

造
ら
れ
た
野
の

生
き
物
の

う
ち
で
、

最
も
賢
い

の

は
蛇
で
あ
っ

た
」
〔
13〕

と
語
り
始
め
て
お
り
、

智
恵
あ
る
動

物
と
も
見
な
さ
れ
て
い

た
。

先
に

紹
介
し
た
『
異
苑
』

の

薬

草
「
蛇

含
草
」

は
、

実
は
ギ
リ
シ
ア

神
話
の
ポ

リ
ュ
エ

イ
ド

ス

の

話
に

源
流
を
持
つ

も
の
で
、

ヨ

ー
ロ

ッ
パ

に
お
い

て
は

古
く
か
ら
、

蛇
の

智
恵
は

薬
草
に
つ
い

て
の

知
識
と

深
く

関

わ
っ

て
い

た
の
で
あ
る
。

ギ
リ
シ

ア

神
話
中
の

名
医
、

ア
ス

ク
レ
ピ

オ
ス

が

手
に

す
る
杖
に
は
一

匹
の

蛇
が

絡
ん
で
い

る
。

（
こ
の

杖
の

図
像
は
、

現
在
で

も
医
療
・

医
術
の

象
徴
と
し

て

世
界
的
に
広

く
用
い

ら
れ
、

世
界
保
健
機
関
や
米
国
医
師

会
な
ど
の
シ
ン
ボ
ル
マ

ー
ク
と
な
っ

て
い

る
。
）
〔
14〕

中
国
に
お
け
る
蛇
の

イ
メ
ー
ジ

に

関
し
て

言
え
ば
、

智
恵

と
の

結
び
つ

き
は
ヨ

ー
ロ

ッ
パ

に
比
べ

て

希
薄
で
あ
る
。

し

か
し
、
『
異
苑
』

の
「
蛇

含
草
」

よ
り

以
降
、

不
思
議
な

草
と

の

繋
が
り
は
、

強
く
意
識
さ
れ

続
け
た
と

考
え
ら
れ
る
。

と

ろ
か
し

草
と
蛇
と
の

結
び
つ

き
の

背
景
に
は
、

そ

う
し
た
蛇

の

イ
メ
ー
ジ
が

反
映
し
て
い

る

筈
で
あ
る
。

ま
た
、

獲
物
を

丸
呑
み
に

す
る
蛇
の

消
化
力
も
、

人
間
に

と
っ

て

驚
き
と
恐
怖
の

対
象
で
あ
っ

た
。

そ
れ
が

誇
張
さ
れ

て
、

人
間
あ
る
い

は
鹿
な
ど
の

獣
、

果
て
は

象
ま
で

呑
み
込

ん
で
し
ま

う
大
蛇
の

話
と
な
る
。
〔
15〕

そ
の

際、

蛇
自
身
の

分
泌
液
だ
け
で
は
な

く
、

さ
ら
に

薬
草
の

力
を

借
り
る

発
想

が
生
ま
れ
る
の

は
、

「
智
恵
」

（
な
い

し
は
「
草
に
つ
い

て
の

て
い
っ

た
「
と
ろ
か
し

草
」

の

話
は
、

ほ
か

に

も
類
話
も
生

ん
で
い

る
。
『
子
不
語
』

に

十
年
ほ
ど

先
立
っ

て
、

乾
隆
四
三

年
(
-

七
七

八
）

に
刊
行
さ
れ
た

清
の
王

械
『
秋
燈
叢
話
』

巻

八
に
は
、

張
李
二

人
の

卵
売
り
と
蛇
の

話
が

載
り
、

林
蘭
編

『
独
腿
弦
子
』
（
北
新
書
局
、

一

九
三
二

年
）

が

紹
介
す
る
浙

江
省
新
市
の

民
話
に

も、
「
蛇
喫
蛋
」

が
あ
る
。

不
気
味
さ
と

意
外
性
が

織
り
な
す
こ
の

奇
輝
は
、

母
国
の

中
国
に
お
い

て

も、

幾
つ

も
の

類
話
を
生
ん
で

伝
播
し
て
い

た
よ

う
で
あ
る
。

〔

12
〕

落
語
「
蛇

含
草」
「
そ
ば
清
」

の

原
話
に

関
し
て
は
、

こ

れ

で
ほ
ぼ

明
ら
か
に
な
っ

た
。

た
だ
、

蛇
と
と
ろ
か
し

草
の

結

び
つ

き
に
つ
い

て
は
、

も
う
少
し

補
っ

て
お
き
た
い
こ
と
が

あ
る
。

蛇
は
、

洋
の

東
西
を
問
わ
ず
人
に

忌
み
嫌
わ
れ
る
動
物
で

あ
り

続
け
た
。

し
か
し
そ
の
一

方
、

神
秘
な

能
力
を
持
つ

畏

怖
す
べ

き
存
在
で

も
あ
っ

た
。

そ
れ
は

古
代
の

蛇
神
信
仰
な

ど
に

窺
わ
れ
る
し
、

蛇
の

強
い

生

命
力
と

脱
皮
を

繰
り
返

す

生
態
は
、

若
返
り
、

不
死
の

イ
メ
ー
ジ

と

結
び
つ
い

て

様
々

な

神
話
伝
説
を
生
ん
で
い

る
。

ま
た
、
『
旧
約
聖
書
』

の
「
創

世
記
」

で

は
、

イ
ヴ
を

唆
し
て

人
類
を
原
罪
の

道
に

引
き
入

れ
た

邪
悪
な
存
在
と
な
っ

て
い

る
が
、

同
記
は
こ
の

話
を
「
主

知
識
」
）

の

イ
メ
ー
ジ
か

ら
す
れ
ば
必
然
の

成
り
行
き
と
言
え

よ
う
。

説
話
に
お
け
る
「
と
ろ
か
し

草
」

の

誕
生
は
、

こ

う
し

た

視
点
か
ら
も
説
明
出
来
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、

南
方
「
人
を
水
に

す
る
草
」

は
、

蛇
が

消
化
の
た
め

に

草
を

食
べ

る
こ
と
に
つ
い

て
、

面
白
い

事
例
を

紹
介
し
て

い

る
。

曰
く
、
「
今
年
〔
大
正
九

年
こ

筆
者
注
〕

九

月
四
日
付

で

江
州
高
島
郡
西
床
村
の

井
花
伊
左

衛
門
氏
よ
り
来
状
あ
り
。

去

る
七
月
三

十
一

日
、

越
中
国
新
川
郡
小
黒
部
谷
大
ヌ
ケ
付

近
を
通
行
中、

人
夫
黒
岩
直
吉
（
信
州
大
町
住
）

が

殺
し
た

峻
は
、

約
四
尺
五

寸

長
く
、

大
な
る

蟷
蛉
を
呑
み
、

そ
の

頭

の

方

半
分
は
溶
け
掛
か
り
お
っ

た
。

そ
の

崚
の

胃
中
に

草
の

茎
と

葉
あ
り
、

人
夫
こ

れ
は
ミ
ズ

ナ
と
名
づ

け
人
の

食
用
と

す
と
い

う
。

…
〔
中
略
〕

…

人
夫
い

わ
く
、

こ

れ
ま
で

鰻
を

し
ば
し
ば
剖
い

た
が
、

こ
ん

な

物
を

見
出
で
た
は

今
度
始
め

て
だ
、

と
。

偶
然
呑
ん
だ

も
の

か
、

ま
た
は
消
化
作
用
を
た

す
く
る
た
め
か
は
不
明
だ
が
、

蝙
蛉
よ
り

後
に

呑
ん
だ
と
は

葉
が

胃
の

上

部
あ
っ

た
で

明
ら
か

に
知
ら
る
。

落
語
家
そ
の

く

ら

他
の

し
ば
し
ば
語
る
、

蛇
人
を

呑
ん
で

草
を

咬
い

消
化
を

励

ま

す
諏
は
、

か
か
る
事
実
を
視
て
生
じ
た
る
か
と

愚
考
す
、

と
あ
っ

て
、

鰻
の

胃
か
ら
出
た

葉
茎
半
分
を

贈
ら
れ
た
」

と
。

南
方

翁
は
、

こ
こ
か

ら
さ
ら
に

考
証
を
進
め
、

こ
の

「
ミ

ズ

ナ
」

が

小
野
蘭
山
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
(
-

八
0
三

年、

享
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和
三
）

巻
一

0
に
い

う
「
ク
チ
ナ
ワ
ジ
ョ

ウ
ゴ
」
（
別
名
を
ミ

ズ

ナ
、

ミ
ズ

は
鉦
矧
の

略
）

を
指
す
ら
し
い

と

す
る
。

た
だ
、

贈
ら
れ
た

葉
茎
は
ク
チ
ナ
ワ
ジ
ョ

ウ
ゴ

と
は
ま
る
で
別
物
の

形
態
を
し
て
い

た
よ

う
で
、

こ
の

点
に

疑
問
を
残
し
な
が
ら
、

論
は
「
果
た
し
て

崚
の

腹
か

ら

出
た

草
が
工

夫
〔
11

人
夫
�

筆
者
注
〕

の

言
っ

た
通
り
ミ
ズ

ナ
の
一

変
態
か
、

あ
る
い

は

そ
の

近
属
の

植
物
の

若
い

葉
茎
で
あ
っ

た
ら

こ

れ
は
あ

り

得
べ

か

ら
ざ
る
こ

と
で
な
い

ミ
ズ

ナ
を
ク
チ
ナ
ワ
ジ

ョ

ウ
ゴ
、

ま
た

ウ
ワ
バ

ミ
ソ

ウ
と

称
す
る
は
正
し
き
理
由
あ

り
。

犬
猫
が

時
と
し
て
生

草
を
咬
み
、

家
鶏
が

消
化
を

助
け

ん
と
て

砂
礫
を
啄
む
と

斉
し
く
、

科

学
上
の
一

研
究
を
要
す

る
こ

と
じ
ゃ
」

と
結
ば
れ
る
。

植
物
に
関
し
て
は
全
く
知
識
を
欠
く
の
で
、
「
ミ
ズ

ナ
」

談

義
は

以
上
の

紹
介
に
と
ど
め
、

草
に
つ
い

て

も
う
一

っ

付
言

し
て
お
き
た
い
。

『
春
渚
紀
聞
』
『
子
不
語
』

の

記
事
で
は
、

蛇
の
と
ろ
か
し

草
は
釜
を
金
に

変
え
る

効
能
を
持
っ

て
い

た
。

こ

れ
に
つ
い

て

も
南
方
論
文
は
、
『
本
草
綱
目
』

を
引
い

て
、

鉄
を
金
に

変

え
る
「
透
山
根
」
「
金

英
草
」

の

草
名
が

見
え
る
こ

と
を
指
摘

し
て
い

る
。
〔
16〕

そ
こ

で

『
本
草
綱
目
』

巻
一

七

下
の

「
海

芋
」

の

条
を
開
い

て
み
る
と
、

附
録
と
し
て
「
透
山
根
」

の

項

目
が

あ
り
、

『
絢
嬢
神
書
』
『
庚
辛
玉

冊
』

等
を

引
い

て
の

解

説
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。
『
庚
辛
玉

冊
』

の

文
に
よ
れ
ば
、
「
透

李
丹
の

弟
は

中
風
を
患
っ

て
い

た
が
、

或
る
ひ
と
に
烏

蛇
酒
な
ら
治
せ
る
と

言
わ
れ
た
。

そ
こ

で
黒
い

蛇
を
求
め

て
、

生
き
た
ま
ま
甕
の

中
に
入
れ
、

麹
で
醸
し
た
と
こ

ろ
、

カ
ッ
カ
ツ
と
い

う
蛇
の

声
が

数
日

絶
え
な
か
っ

た
。

酒
が

熟
成
す
る
と
、

猛
烈
な

香
り
が
し
た
が
、

な
み
な
み
と

注

い

で

呑
ん
だ
。

す
る
と
た
ち
ま
ち
全
身
が

水
に
な
っ

て
し

ま
い
、

た
だ
毛

髪
が

残
っ

て
い

る
だ
け
で
あ
っ

た
。
[
18]

蛇
酒
が

人
を
溶
か
し
て
し
ま
っ

た

話
で
、

落
語
「
蛇
含
草
」

と

直
接
関
わ
る

訳
で
は
な
い
。

し
か
し
、

善
意
が

仇
と
な
っ

て

人
を
溶
か
し
て
し

ま

う
展
開
や
、

「
蛇
」

と
「
と
ろ
か
し
」

と
い

う
話
素
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
『
聞
奇
録
』

や
『
春
渚
紀

聞
』

の

話
と

も
関
連
す
る

資
料
と
し
て

興
味
深
い
。

獲
物
を

呑
ん
だ
蛇
の

驚
く
べ

き
消
化
力
は
、

一

方
で

消
化
の

薬
草
を

知
る
蛇
の

智
恵
、

他
方
で
蛇
の

体
液
自
体
が

持
つ

驚
異
的
な

溶
解
力
〔
19]

と
い

う
、

両
様
の

想
像
を

確
か
に
生
み
出
し
て

い

る
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
烏
蛇
酒
」

が

風
疾
に
効
く
と
い

う
話
は
、

張
鷲
『
朝

野
危
載
』

や
袈
釧
『
伝
奇
』

な
ど
〔
20]
、

唐
代
の

他
の

資
料

に

も
見
え
、

或
る
人
の

助
言
が

決
し
て

論
拠
の

な
い

も
の

で

い
。

話
に

現
れ
る
の

は
、

な
黒
蛇
の

み
で
あ
る
。

恐
る
べ

き
生

命
力
を
持
つ

不
気
味

ー注 山
根
は
武
都
に
出
づ
。

汁
を
取
り
て

鉄
に
点
ず
れ
ば
、

立

ち

ど
こ

ろ
に

黄
金
と
な
る
。

大
毒
あ
り
て
、

人

誤
っ

て
こ

れ

を

食
す
れ
ば
、

化
し
て

紫
水
と
な
る

（
透
山
根
出
武
都
。

取

汁
貼
鐵、

立

成
黄
金
。

有
大
毒
、

人
誤

食
之
、

化
為
紫
水
）
」

と
あ
り
、

続
け
て
、

蜀
の

地
に
生
え
る
「
金

英
草
」

も
鉄
を
金

に

変
え
、

人
が
口

に
す
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
紫
の

水
に
な
っ

て

し

ま

う
と

記
す
。

李
時

珍
は
さ
ら
に

『
春
渚

紀
聞
』

の

記
事

を

引
き
、
「
何
氏
の

載
す
る
と
こ

ろ
を

観
る
に
、

即
ち

是
れ
透

山
根
す
な
わ
ち
金

英
草
の

類
な
ら
ん

（
観
何
氏
之

所
載、

即

是
透
山
根
乃
金

英
草
之

類）
」

と

も
述
べ

て
い

る
。

蛇
の

と
ろ

か
し

草
が

黄
金
と
結
び
つ

く
の

は
、

如
何
に

も
唐
突
な
感
じ

が
し
た
が
、

何
故
そ
の
よ

う
な
話
に
な
っ

た
か

は
、

こ

れ
で

説
明
が
つ

く
。

つ

ま
り

『
春
渚
紀
聞
』

の

話
は
、

『
聞
奇
録
』

の
と
ろ
か
し

草
と
「
透
山
根
」
「
金

英
草
」

の

伝
承
と
が
、

人

を
溶
か

す
草
と
い

う
共
通
点
を

も
と
に

接
合
し
て

誕
生
し
た

の
で
あ
る
。
〔
17]

五

以
上
、

落
語
「
蛇
含
草
」

を
テ
ー
マ

に
、

関
連
す
る
資
料
を

紹
介
し
な
が

ら

考
察
を
加
え
て
み
た
。

最
後
に

も
う
一

っ
、

人
が

溶
け
て
し

ま

う
怖
い

話
を
、

唐

の

李
肇
『
唐
国
史
補
』

巻
上
か

ら
取
り
上

げ
て
お
き
た
い
。

た
だ
し
、

そ
こ

に
「
と
ろ
か
し

草
」

が

登
場
す
る

訳
で
は
な

な
か
っ

た
こ

と
を
示
し
て
い

る
。

し

か
し
こ
の

悲

惨
な
結
末

か

ら

す
る
と
、

麹
に

漬
け
ら
れ
た
黒
い

蛇

は
「
烏
蛇
」

と
は

似
て

非
な
る
、

危
険
こ
の
上
な
い

毒
蛇
だ
っ

た
よ

う
で
あ
る
。

薬
理

作
用
の

激
し
い

即
効
薬
や
生

兵
法
の

素
人
治
療
は
、

う
っ

か

り

信
用
す
る
と
と
ん
で

も
な
い

結
果
を

招
く

そ

う
い

う
事
例
は
、

今
も
昔
も
跡
を

絶
た
な
い
。

御
用
心
、

御

用
心
。

イ
ン

タ
ー

ネ
ッ

ト

情
報
の

「
清
兵
衛
さ
ん
」

に
つ
い
て
は
、

II

落
語
「
そ
ば
清」

の
舞
台
を
ゆ
く
II

gi
nj
 o.
 f c
2
w
e
 b.
 co
m/1
2
 3 s
o
 ba
s
 ei/s
o
b
 as
ei.
 h
 t
m

に
よ
る
。

た
だ
、

こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
文
献
資
料
に
基
づ
く
も
の
か
は
、

末

調
査。

2

武
藤
氏
は
、

他
に
『
軽
口
ち
は
こ
の
玉
』
（
一
七
五
一
）

の
一

話
を

紹
介
す
る。

布
施
昌
一

『
日
本
人
の
笑
い
と
落
語
』
（
三
一

書
房、
一

九
七
0
年）

は
、

さ
ら
に
津
坂
孝
綽
『
初
学
習
文
楷
梯
訳
準
笑
話
』

（
一
八――
四
年、

文
政
七）

正
篇
の
類
話
を
挙
げ
る
（
二
三
五
頁）
。

稲

田
浩
二
編
『
日
本
昔
話
通
観

研
究
篇
2

日
本
昔
話
と
古
典
』
（
同

朋
舎、
一
九
九
八
年）

は
、

こ
れ
に
林
羅
三
『
怪
談
全
書
』
(
-
六
九
八

年、

元
禄
―
一
）

巻
二
の
「
款
客」

を
加
え
る
(「
1
1
2
3

と
ろ
か

し
草」

七
0
八
S
九
頁）
。

な
お
『
軽
口
ち
は
こ
の
玉
』
は、

撰
者
不
詳
『
軽
口
手
葉
古
の
玉
』
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の
誤
記
か
。
同
書
は
全
五
冊
、
享
保
元
年
刊
。
た
だ
、
『
国
書
総
目

録
』
に
は
、
「
日
本
小
説
年
表
に
よ
る
」
と
あ
っ
て
、
写
本
・
版
本

等
の
記
載
は
な
い
（
第
二
巻
二
五
七
頁
四
段
）
。

3

原
文
は
次
の
通
り
。
返
り
点
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。

一
道
士
行
中
野
、
視
蛇
呑
蝙
蛉
、
腹
脹
如
斗
゜
婉
挺
入
叢
中
、

索
一
草
食
、
須
曳
脹
消
如
故
。
道
士
謂
、
是
消
食
薬
卿
、
乃
采
藪

埜
還
、
不
知
是
毒
岬
也
。
路
遇
友
人
、
自
誇
食
量
大
、
指
店
上
不

托
、
日
、
一
頓
五
十
、
若
一
孟
飯
。
友
人
不
信
日
、
吾
子
能
食
五

+
、
我
其
為
東
突
。
若
不
能
、
則
再
賞
我
其
債
耳
。
約
既
定
、
乃

就
店
食
之
。
有
所
侍
、
忍
嘔
強
食
、
渦
悶
欲
死
。
於
是
嶺
嘗
薬
草
、

身
艦
換
然
解
散
、
肉
錯
水
流
、
但
見
累
累
不
托
上
、
空
懸
羽
衣
翻

然
而
已
゜

4

江
戸
の
食
文
化
と
喬
麦
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。

日
本
風
俗
史
学
会
編
『
図
説
江
戸
時
代
食
生
活
事
典
』
（
雄
山
閣
出

版
、
一
九
八
九
年
）

笠
井
俊
殉
『
蕎
麦
江
戸
の
食
文
化
』
（
岩
波
書
店
、
二

0
0
一
年
）

ま
た
、
注

1
に
記
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
資
料
、

II

落
語
「
そ

ば
清
」
の
舞
台
を
ゆ
く
II

も
大
変
参
考
に
な
っ
た
。

道
光
庵
は
、
浅
草
の
一
心
山
称
往
院
極
楽
寺
内
に
あ
っ
た
支
院
。

享
保
(
-
七
一
六

S
三
五
）
の
頃
、
こ
の
庵
主
が
信
州
松
本
出
身
で
蕎

麦
打
ち
が
上
手
く
、
檀
家
の
人
々
向
け
に
自
ら
蕎
麦
を
打
っ
て
振

る
舞
っ
た
の
が
始
ま
り
と
い
う
。
蕎
麦
は
、
浅
い
椀
に
盛
っ
た
御

膳
蕎
麦
で
、
寺
方
の
た
め
魚
類
の
ダ
シ
は
使
わ
ず
、
辛
味
ダ
イ
コ

ご
ち
そ
う
が
二
、
不
明
が
一
。
）

7

原
文
は
次
の
通
り
。
テ
キ
ス
ト
は
中
華
書
局
点
校
本
(
-
九
六
一

年
新
一
版
、
一
九
八
一
年
第
二
次
印
刷
）
に
よ
る
。

異
苑
云
。
昔
有
田
父
耕
地
。
値
見
傷
蛇
在
焉
。
有
一
蛇
゜
衡
草

著
癒
上
。
経
日
傷
蛇
走
。
田
父
取
其
草
餘
葉
以
治
癒
。
皆
瞼
。
本

不
知
草
名
。
因
以
蛇
街
為
名
。
抱
朴
子
云
゜
蛇
衡
能
績
巳
断
之
指

如
故
。
是
也
。
出
感
應
経

な
お
、
『
太
平
御
覧
』
巻
七
四
二
·
疾
病
部
五
•
癒
に
も
『
異
苑
』

か
ら
同
じ
記
事
を
引
く
。
た
だ
『
太
平
広
記
』
に
比
べ
、
文
章
が

簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。

8

王
汝
涛
主
編
『
太
平
広
記
選
（
修
訂
本
）
』
（
斉
魯
書
社
、
一
九
八
七

年
）
上
冊
の
考
証
に
よ
る
（
上
冊
一
五
七
頁
）
。
『
異
苑
』
の
テ
キ
ス
ト

に
は
、
点
校
活
字
本
と
し
て
『
異
苑
談
藪
』
（
古
小
説
叢
刊
•
中
華

書
局
、
一
九
九
六
年
／
『
異
苑
』
苑
寧
点
校
）
、
『
漢
魏
六
朝
筆
記
小
説
大

観
』
（
歴
代
筆
記
小
説
大
観
•
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
九
年
／
『
異
苑
』

黄
益
元
点
校
）
が
あ
り
、
こ
ち
ら
も
参
照
し
た
。
同
話
は
巻
三
所
収
。

9

前

野

直

彬

訳

『

閲

微

草

堂

筆

記

子

不

語

述

異

記

秋

灯

叢

話
諧
鐸
耳
食
録
』
（
中
国
古
典
文
学
大
系

4
2
•平
凡
社
、
一
九
七
一

年
）
の
訳
文
に
よ
っ
た
（
三
六
ニ
ー
三
頁
）
。
ほ
か
に
手
代
木
公
助
訳

『
子
不
語
』
全
五
巻
（
東
洋
文
庫
•
平
凡
社
、
二

O
-
0

年
）
が
あ
り
、

こ
れ
も
参
照
し
た
（
第
五
巻
二
四

I
六
頁
）
。

王
英
志
主
編
『
衷
枚
全
集
陣
子
不
語
・
続
子
不
語
』
（
江
蘇

古
籍
出
版
社
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
原
文
は
次
の
通
り
。
（
『
子

ン
の
絞
り
汁
を
添
え
て
出
し
た
。
そ
の
美
味
さ
に
驚
き
、
信
心
に

か
こ
つ
け
蕎
麦
目
当
て
に
押
し
か
け
て
く
る
者
も
現
れ
、
門
前
列

を
な
す
有
様
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
寺
か
蕎
麦
屋
か
分
か
ら
な
い

よ
う
な
状
態
と
な
り
、
こ
れ
を
見
か
ね
た
称
往
院
住
職
が
、
天
明

六
年
（
一
七
八
六
）
、
「
不
許
蕎
麦
口
□
[
[
い
？
入
境
内
」
の
石
碑
を
門
前

に
建
て
、
蕎
麦
を
禁
止
し
て
し
ま
っ
た
。
な
お
、
こ
の
石
碑
は
安

政
の
大
地
震
(
-
八
五
五
）
で
三
つ
に
折
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
昭
和

二
年
、
称
往
院
が
烏
山
寺
町
に
移
転
の
際
に
土
中
か
ら
発
見
さ
れ
、

現
在
の
称
往
院
門
前
に
修
復
さ
れ
て
立
つ
。

5

『
蕎
麦
江
戸
の
食
文
化
』
一
〇
九
頁
に
よ
る
。
こ
の
川
柳
の

作
者
は
、
お
そ
ら
く
林
羅
山
『
怪
談
全
書
』
（
一
六
九
八
年
、
元
禄
一

一
）
の
「
歓
客
」
（
次
節
で
紹
介
す
る
『
春
渚
紀
聞
』
所
収
話
の
邦
訳
）
あ

た
り
か
ら
、
蛇
の
と
ろ
か
し
草
の
知
識
を
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
同

書
は
、
も
と
も
と
三
代
将
軍
家
光
の
病
床
の
無
聯
を
慰
め
る
た
め

に
、
寛
永
(
-
六
二
四

s
四
四
）
の
末
年
、
羅
山
が
筆
を
起
こ
し
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
元
禄
―
一
年
以
降
に
幾
度
か
版
を
あ
ら
た
め
て

刊
行
さ
れ
、
多
く
の
読
者
を
得
た
。

6

補
遺
を
除
く
三
十
四
話
に
つ
い
て
、
大
食
い
の
食
べ
物
を
見
て

ゆ
く
と
、
東
北
•
関
東
十
五
話
の
う
ち
で
は
、
蕎
麦
が
九
話
、
餅

が
五
話
と
な
っ
て
い
て
、
残
る
一
話
は
大
根
汁
（
福
島
県
）
で
あ
る
。

中
部
、
関
西
以
西
の
十
九
話
で
は
、
蕎
麦
が
十
二
話
、
餅
は
三
話

と
な
っ
て
い
て
、
意
外
に
蕎
麦
が
多
い
。
た
だ
、
香
川
県
讃
岐
地

方
の
話
は
、
さ
す
が
に
「
う
ど
ん
」
に
な
っ
て
い
る
。
（
残
る
三
話
は
、

不
語
』
は
、
周
欣
校
点
。
）

張
文
敏
公
有
族
佳
、
寓
洞
庭
之
西
碩
山
荘
、
蔵
雨
維
卵
干
厨

舎
、
毎
夜
為
蛇
所
察
。
伺
之
、
見
一
白
蛇
呑
卵
而
去
、
頸
中
膨
亨
、

不
能
逮
消
、
乃
行
至
一
樹
上
、
以
頸
摩
之
、
須
庚
維
卵
化
突
。
張

悪
其
貪
、
戯
削
木
柿
、
装
入
維
卵
殻
中
、
俯
放
原
慮
。
蛇
果
束
呑
、

頸
脹
如
故
、
再
至
前
樹
摩
擦
、
覚
不
能
消
。
蛇
有
窟
朕
、
遍
歴
園

中
諸
樹
、
院
而
不
顧
、
忽
往
亭
西
深
草
中
、
欅
其
葉
緑
色
而
三
叉

者
、
摩
擦
如
前
、
木
卵
消
突
。
張
次
日
認
明
此
草
、
取
以
摩
停
食

病
、
略
一
彿
拭
、
無
不
立
愈
゜
其
郡
有
患
検
背
者
、
張
思
、
食
物

尚
消
、
毒
亦
可
消
。
乃
将
此
草
一
雨
、
煮
湯
飲
之
。
須
庚
間
、
背

瘤
果
愈
、
而
身
漸
縮
小
、
久
之
、
井
骨
倶
化
作
水
。
病
家
大
怒
、

将
張
梱
縛
鳴
官
。
張
哀
求
、
以
賓
情
自
白
、
病
家
不
肯
休
。
往
厨

間
吃
飯
、
入
内
、
視
鍋
上
有
異
光
照
耀
、
就
観
、
則
鐵
鍋
已
化
黄

金
芙
゜
乃
捨
之
、
且
謝
之
、
究
亦
不
知
何
草
也
。

10

こ
の
資
料
に
つ
い
て
、
南
方
は
自
身
の
発
見
で
は
な
く
、
『
日
本

及
日
本
人
』
六
九
号
所
載
の
論
考
「
翻
訳
種
の
落
語
」
に
基
づ
く

と
記
し
て
い
る
。
同
話
の
原
文
は
、
四
庫
全
書
本
に
よ
れ
ば
次
の

通
り
。

…
又
臨
安
僧
法
堅
言
、
有
歓
客
純
於
潜
山
中
、
見
一
蛇
其
腹
瀕

甚
゜
婉
挺
草
中
、
徐
遇
一
草
、
便
嘔
破
以
腹
就
磨
、
頃
之
瀕
消
如

故
、
蛇
去
。
客
念
此
草
必
消
瀕
毒
之
薬
、
取
至
徳
中
、
夜
宿
旅
邸
゜

謡
房
有
過
人
、
方
呻
吟
林
第
間
。
客
就
訊
之
、
云
、
正
為
腹
瀕
所

苦
。
即
取
菓
、
就
釜
煎
一
盃
湯
飲
之
。
頃
之
不
復
聞
瞥
、
意
謂
良
。
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巳
至
曝、
但
聞
瑠
房
滴
水
整‘
呼
其
人
不
復
應)
即
起
燭
燈
視
之、

則
其
人
血
肉
倶
化
為
水、
獨
遺
骸
臥
抹、
急
撃
装
而
逃。
至
明、

客
邸
主
人
視
之、
了
不
測
其
何
為
至
此。
及
潔
釜
炊
飯、
則
釜
通

腫
成
金、
乃
密
痙
其
骸。
既
久
経
赦、
客
至
邸、
共
語
其
事、
方

傭
外
人
也。

11

こ
の
資
料
に
つ
い
て
も、

す
で
に
武
藤
禎
夫
『
江
戸
小
咄
類
話

事
典』
『
定
本
落
語
三
百
題』、
稲
田
浩
二
編
『
日
本
昔
話
通
観

研

究
篇
2』
等
に
指
摘
が
あ
る。

中
華
書
局
点
校
本
に
よ
れ
ば、

原

文
は
次
の
通
り。

…
又
有
官
人
於
南
中
見
一
大
蛇。
長
敷
丈。
径
可
一
尺
五
寸゚

腹
内
有
物。
如
塚
概
之
類。
沿
一
樹
食
其
葉。
腹
中
之
物。
漸
消

無
所
有。
而
里
人
云。
此
蛇
呑
鹿。
此
木
葉
能
消
之。
遂
令
従
者

採
其
葉
牧
之。
蹄
後。
或
食
不
消。
腹
脹゚

乃
取
其
葉
作
湯
飲
之。

経
宵。
及
午
不
報。
及
撤
被
視
之。
唯
残
枯
骸。
餘
化
為
水
芙゚

ま
た、

小
島
環
證
編
著
『
蛇
の
宇
宙
誌

蛇
を
め
ぐ
る
民
俗
自
然

誌
に
つ
い
て
』
（
東
京
美
術、
一
九
九
一
年）
所
収
の
同
氏
「
三
枚
の
蛇

の
葉
|
|
日
本
の
落
語
か
ら
古
代
ギ
リ
シ
ア
ま
で

ー」

は、

不
死
の

薬
草
お
よ
び
人
を
溶
か
す
草
と
し
て
の
「
蛇
含
草」

に
つ
い
て、

各
国
の
資
料
を
網
羅
し
て
詳
し
く、

こ
の
『
聞
奇
録』
話
も
紹
介

さ
れ
て
い
る。
小
島
論
文
以
前
に
は、
柴
田
宵
曲
『
妖
異
博
物
館』

（
青
蛙
房、
一
九
六
三
年
／
ち
く
ま
文
庫、
二
0
0
五
年）
に
「
人

の
溶
け
る
薬」

が
あ
っ
て、

中
日
の
文
献
を
多
く
挙
げ
て
お
り、

『
聞
奇
録』
に
も
言
及
し
て
い
る。

ギ
リ
シ
ア
神
話
の
ポ
リ
ュ
エ
イ
ド
ス
の
話
は、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る。

蜂
蜜
の
甕
に
落
ち
て
死
ん
だ
グ
ラ
ウ
コ
ス
（
ミ
ー
ノ
ー
ス
王
の

息
子）
を
生
き
返
ら
せ
る
た
め、
占
い
師
ポ
リ
ュ
エ
イ
ド
ス
は
グ

ラ
ウ
コ
ス
と
共
に
墓
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る。

そ
こ
に
現
れ
た

一
匹
の
蛇
を
ポ
リ
ュ
エ
イ
ド
ス
JC

が
剣
で
殺
す
と、

別
の
へ
び
が

薬
草
を
街
え
て
あ
ら
わ
れ、

死
ん
だ
蛇
に
こ
す
り
つ
け
る
と
生

き
返
る。
ポ
リ
ュ
エ
イ
ド
ス
は
早
速
そ
の
薬
草
を
使
っ
て、
グ
ラ

ウ
コ
ス
を
蘇
生
さ
せ
る。

こ
の
神
話
は
世
界
各
地
に
伝
わ
り、
『
グ
リ
ム
童
話
集』
の
「
三

枚
の
蛇
の
葉」
を
は
じ
め
と
し
て、
様
々
な
類
話
を
生
ん
で
い
る。

そ
の
伝
播
と
「
蛇
含
草」
（『
異
苑』）
に
つ
い
て
は、
稿
を
改
め
て
論

じ
る
こ
と
に
し
た
い。

15

『
太
平
御
覧』
巻
九
三
三
·
鱗
介
第
五
・
蛇
上
に、
『
山
海
経』

を
引
い
て
「
巴
蛇
は
象
を
呑
み
て
三
歳
に
し
て
骨
を
出
す。

…
…

（
巴
蜻
呑
象
三
歳
而
出
骨。
…
…）」
と
記
し、
さ
ら
に
「
今、
南
方
の

蛸
蛇
は、

鹿
を
呑
み
て
已
に
爛
す
れ
ば、

自
ら
樹
に
纏
ひ、

腹
中

の
骨
は
皆
な
鱗
甲
の
間
に
出
づ
と
は、

此
の
類
な
り。
（
今
南
方
朗

弛、
呑
鹿
已
爛、
自
纏
於
樹、
腹
中
骨
皆
穿
鱗
甲
間
出、
此
類
也
ご
と
附

記
す
る。
『
山
海
経』
の
該
当
箇
所
は
巻
一
0
•
海
内
南
経
で、
若

干
の
文
字
の
異
同
が
あ
る。

ま
た、

先
に
第
二
話
を
取
り
上
げ
た

『
太
平
広
記』
巻
四
五
九
の
「
番
馬
書
生」
の、

第一
話
は
象
を

丸
呑
み
に
す
る
蛇
の
話
で
あ
る。

12

『
秋
燈
叢
話』
の
話
で
は
飲
ま
せ
た
相
手
が
溶
け、
『
独
腿
弦
子
』

の
話
で
は
自
分
が
飲
ん
で
溶
け
る
展
開
と
な
っ
て
お
り、

鍋
が
金

に
変
わ
る
話
は
い
ず
れ
も
省
か
れ
て
い
る。

な
お、

後
者
は
澤
田

瑞
穂
訳
『
中
国
の
昔
話』（
世
界
民
間
文
芸
叢
書
第一
巻•
三
弥
井
書
店、

一
九
七
五
年）
に、
「
卵
を
呑
む
蛇」
と
題
し
て
邦
訳
さ
れ
て
い
る（一

0
四
＼
六
頁）。

13

共
同
訳
聖
書
実
行
委
員
会
『
聖
書

新
共
同
訳』
（
日
本
聖
書
協

会、
一
九
八
七
／
一
九
九
七
年）
の
訳
文
に
よ
っ
た。

14

蛇
の
イ
メ
ー
ジ
に
関
し
て
は、

主
と
し
て
左
記
の
文
献
を
参
照

し
た。

ア
ト
・
ド
・
フ
リ
ー
ス
著、
山
下
主
一
郎
ほ
か
訳
『
イ
メ
ー
ジ
・

シ
ン
ボ
ル
事
典』
（
大
修
館
書
店、
一
九
八
四
年）

「serpent
へ

ビ」
（
五
六
ニ
ー
八
頁）

ジ
ャ
ン
11
ポ
ー
ル
・
ク
レ
ベ
ー
ル
著、
竹
内
信
夫
ほ
か
訳
『
動
物

シ
ン
ボ
ル
事
典』
（
大
修
館
書
店、
一
九
八
九
年）

「
へ
び
[
蛇]」

（
三
0
八
S
三
二
七
頁）

赤
祖
父
哲
二、
川
合
康
三、
金
文
京、
斎
藤
武
生、
ジ
ョ
ン
・
ボ

チ
ャ
ラ
リ、
林
史
典、
半
沢
幹一
編
『
日
・
中
·
英
言
語
文
化
事

典』（
マ
ク
ミ
ラ
ン
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
ハ
ウ
ス、
二
0
0
0
年）

「
へ
び」

（一
四
二
四
I
六
頁）

R.
&
D.
 モ
リ
ス
著、
小
原
秀
雄
監
修、
藤
野
邦
夫
訳
『
人
間
と
蛇

か
く
も
深
き
ふ
し
ぎ
な
関
係』
（
平
凡
社
ラ
イ
プ
ラ
リ
1
5
8
4，
二
〇

0
六
年）

16

「
透
山
根」
「
金
英
草」
に
つ
い
て
は、
南
方
熊
楠
以
外
に
も
指

摘
が
あ
る。

幸
田
露
伴
は
「
圏
外
文
学
漫
談」
の
な
か
で、

落
語

「
そ
ば
清」
を
引
き
な
が
ら、

元
禄
一
三
年
(-
七
0
0)
刊
行
の

『
堪
忍
記』
に、
こ
の
草
の
記
事
が
見
え
る
と
述
べ
て
い
る。
『
露

伴
全
集

第
十
八
巻』（
岩
波
書
店、
一
九
四
九
年）
―
ニ
―
S
二
頁。

『
国
書
総
目
録』
に
よ
れ
ば
（
第
二
巻
三
五
一
頁
ニ
ー
三
段）、

同
書

は
浅
井
了
意
撰、

明
暦
元
年
(-
六
五
五）
成
書。
内
閣
文
庫
に
写

本、
国
会
図
書
館、
東
京
大
学、
岩
瀬
文
庫
ほ
か
に
版
本
を
所
蔵。

17

『
庚
辛
玉
冊
』
は
明
の
寧
献
王
権
（
太
祖
の
第
十
七
子）
の
撰
で、

『
明
史』
巻
七
四
・
芸
文
志
三
・
子
部
道
家
類
な
ど
に
記
載
が
あ

る。
『
絢
蝶
神
書』
は、
明
代
の
類
書
『
古
今
彙
説』
第
五
巻
に
九

霞
子
の
撰
と
し
て
名
が
見
え
る
こ
と
を、

清
の
黄
虞
稜
『
千
頃
堂

書
目
』
が
巻
一
五
に
記
す
も
の
の、

そ
の
他
の
書
目
類
に
は
見
当

た
ら
ず、

お
そ
ら
く
は
明
代
の
書。

と
い
う
こ
と
は、
い
ず
れ
も

北
宋
の
『
春
渚
紀
聞
』
よ
り
後
の
成
立
で、

厳
密
に
言
え
ば、

両

書
の
「
透
山
根」
「
金
英
草」
の
記
事
を
「
歓
客」
の
話
の
源
流
に

据
え
る
こ
と
は
出
来
な
い。
し
か
し、
こ
う
し
た
鉄
を
金
に
変
え、

人
を
水
に
す
る
草
の
伝
承
が、

宋
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
存
在

し
た
可
能
性
は、

決
し
て
低
く
な
い
で
あ
ろ
う。

李
時
珍
の
説
も

そ
の
前
提
の
上
に
語
ら
れ
て
い
る。

な
お、

南
宋
の
洪
邁
『
夷
堅
志』
の
支
癸
志
巻
四
に
載
る
「
祖

園
接
待
庵」

は、

釜
を
銀
に
変
え
る
草
の
話
で
あ
る。

人
を
水
に

す
る
危
険
な
草
で
は
な
い
が、
鉄
を
金
銀
に
変
え
る
草
の
伝
承
の、
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宋
代
に
お
け
る
広
が

り
を
示
し
て
い

る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

18

原
文
は

次
の

通
り
。
『
唐
国
史
補

因
話
録
』（
上
海
古
籍
出
版
社、

一

九
五
七
年、

一

九
七
九
年
新
一

版）

に
よ
る
。

李
丹
之

弟
患
風
疾
、

或
説
烏
蛇
酒
可
療
、

乃
求
黒
蛇
、

生

置
甕

中、

醒
以
麹
槃、

萎
蔓
蛇

整、

敷
日
不
絶。

及
熟、

香
氣
酷
烈、

引

満
而
飲
之
、

斯
須
悉
化
為
水
、

惟
毛
髪
存
焉
。

な
お
同
話
は
、
『
太
平
広

記
』

巻
四
五
八
•

蛇
三
で
は
「
李
舟
弟
」

と
な
っ

て
お
り
、

文
章
に
若
干
の

異
同
が

見
ら
れ
る
。

19

蛇
の

消
化
力
が

誇
張
さ
れ
て
生
ま
れ
た
話
は
、

他
に
も
少
な
く

な
い
。

些
か
脱
線
す
る
が
、
『
太
平
広

記
』

の

蛇
部
か
ら
幾
つ

か

拾

っ

て
お
く
。

巻
四
五
七
•

蛇
二
の
「
天
宝
樵
人
」
（
出
典
は
唐
•

戴
学

『
広
異
記
』）

は
、

大
蛇
に
呑
み
込
ま
れ
、

蛇
の

腹
を
割
い

て

脱
出
し

た
樵
夫
の

皮
膚
半
身
が
、

溶
け
て
無
く
な
り
白
澱
の

よ

う
に
な
っ

た
と
い

う
話
。

同
巻
の

「
杜
嘩
」
（
出
典
は
唐
•

牛
粛
『
紀
聞
』）

は
、

蛇
の

胃
液
で
は
な
く
猛
毒
の

話
で
、

両
頭
の

蛇
に
咬
ま
れ
た
蛇
遣

い
が

死
に
、

骨
と
肉
が

溶
け
て

全
身
が
水

嚢
の

よ

う
に
な
る
。

巻

四
五
八
·

蛇
三
の

「
李
黄
」
（
出
典
は
唐
•

鄭
還
古
『
博
異
志
』）

も
ぞ

っ

と

す
る
話
で
、

美
女
に

化
け
た
蛇
の

精
と
三

夜
を
共
に
し
た
男

が
、

帰
宅
就
寝
後、

気
付
く
と

首
か

ら
下
が

溶
け
て
水
に
な
っ

て

い

る
。ま

た
、

蛇
の

毒
が

蛇
自
身
を
溶
か
し
て
し
ま

う
話
も
あ
る
、
『
太

平
広

記
』

巻
四
五
八
•

蛇
三
の
「
郵
甲
」
（
出
典
は
唐
・

袈
鋪
『
伝
奇
』）

は
、

禁
蛇
の

術
に
よ
っ

て

蛇
を

集
め
、

県
の

長
官
の

足
を
咬
ん
だ

の
生
血
を
使
っ

た
も
の
で
あ
っ

た
と
い

う
と
こ

ろ
か

ら
、

逃
蹴
謂

へ

と

展
開
し
て

ゆ
く
怪
談
。

話
の

末
尾
に

「
涵
に
は
も
と
も
と
風

疾
が
あ
っ

た
が
、

蛇
酒
を
飲
ん
だ
こ
と
に
よ
っ

て

治
癒
し
た
（
而
愈

焉
涵
本
有
風
疾、

因
飲
蛇
酒
而
愈
焉）
」

と
あ
る
。

な
お
、
『
伝
奇
』

の

点
校
本
は

幾
種
類
も
出
版
さ
れ
s

て
い

る
が
、

周

榜
伽
輯
注
『
袈
鋼

伝
奇
』
（
上
海
古
籍
出
版
社、
一

九
八
0
年）

の

校
注
が

詳
し

く
、

こ
れ

を
参
照
し
た
。

ほ
か
に
『
太
平
広

記
』

巻
四
五
八
•

蛇
三
に

載
る
「
凋
但
」
「
陸

紹
」
（
出
典
は
共
に
唐
・

段
成
式
『
酉
陽
雑
俎
』）

に
も
、

蛇
酒
が

登
場
す

る
。

も
の

を

見
つ

け
出
す
。

そ
し
て

厭
が

る
蛇
を
叱
り
つ

け
、

無
理
矢

理
毒
を
吸
い

戻
さ
せ

る
と
、

そ
の

蛇
は
皮
膚
が

破
れ
て
水
に
な
っ

て
し
ま

う
。

な
お
、

人
を
咬
ん
だ
蛇
に
命
じ
て

毒
を
吸
い

出
さ
せ

る
と
い

う
呪
術
は
、

実
は
イ
ン

ド
に
起
源
を
持
つ
。

南
方
熊
楠
『
＋

二

支
考
』
「
蛇
に

関
す
る
民
俗
と

伝
説
」

の
「
四

蛇
の

特
質
」

を

参
照
（
平
凡
社
『
全
集
』

第
一

巻、
一

七
二
S―
二
頁
／
岩
波
文
庫
本
上
冊、

二
三
九
S
四
0
頁
）
。

た
だ
、

こ
の

イ
ン

ド
の

呪
術
の

場
合
は
、

蛇

自

身
が

溶
け
て
し
ま

う
こ
と
は
な
い

よ

う
で

あ
る
。

20

『
朝
野
余
載
』

巻
一

に
、

慮
元
欽
が
蛇
肉
で
大
痕
を
治
し
た
話

が
あ
り
、

続
い

て

次
の

よ

う
な
話
を

併
載
す
る
。

商
州
に
大
顆
を
患
う
人
が
い

た
が
、

家
族
は
こ

れ
を

厭
い
、

山

中
に

茅
葺
き
の
あ
ば
ら
屋
を
建
て
て

住
ま
わ
せ
て
い

た
。

烏
蛇

が
い

て

酒
甕
の

中
に

落
ち
た
が
、

病
人
は
知
ら
ず
に
、

そ
の

酒
を

飲
ん
で

次

第
に

治
癒
し
て
い
っ

た
。

甕
の

底
に
あ
っ

た
蛇
の

骨

が
あ
ら
わ
れ
て
、

は
じ
め
て

そ
の

訳
を
知
っ

た
の
で

あ
る
。
（
又

商
州
有
人
患
大
瓶、

家
人
悪
之、

山
中
為
起
茅
舎。

有
烏
蛇
墜
酒
墨
中、

病
人
不
知、

飲
酒
漸
差。

嬰
底
見
蛇
骨、

方
知
其
由
也
。
）

原
文
は
、
『
隋
唐
嘉
話

朝
野
余
載
』
（
唐
宋
史
料
筆
記
叢
刊
•

中
華

書
局、
一

九
七
九
年）

に
よ
る
。
（
同
話
は
『
太
平
広
記
』

巻
ニ
―

八
・

医

一

に
も、
「
慮
元
欽
」

と
題
し
て
載
る
が
、

字
句
に
異
同
は
な
い
。
）

ま
た
『
太
平
広

記
』

巻
三
七
ニ
・

精
怪
五

に
、
『
伝
奇
』

を
出
典

と
し
て

「
慮
涵
」

を
載
せ

る
。

こ
の

話
は
、

暮
れ
方
に

出
会
っ

て

酒
を

酌
み
交
わ
し
た

美
女
が
こ
の

世
の

者
で
は
な
く
、

酒
は
烏
蛇
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