
51

一
、
は
じ
め
に

『
雨
月
物
語
』
の
一
編
、「
蛇
性
の
婬
」
は
、
風
雅
を
好
み
仕
事
を

し
な
い
青
年
豊
雄
と
美
し
い
蛇
女
真
女
子
の
悲
恋
を
描
く
。
一
度
は

相
愛
に
な
っ
た
も
の
の
、
真
女
子
の
正
体
が
蛇
で
あ
る
こ
と
を
知
っ

て
他
の
女
性
富
子
と
結
婚
し
た
豊
雄
を
恨
む
真
女
子
は
、
夜
、
富
子

に
憑
り
つ
い
て
「
私
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
紀
州
の
山
々

が
ど
れ
ほ
ど
高
く
て
も
、
あ
な
た
の
血
を
峰
か
ら
谷
へ
流
し
か
け
ま

す
よ
」
と
豊
雄
を
脅
す
。
こ
れ
を
恐
れ
た
人
々
は
蛇
退
治
を
試
み
る
。

以
下
は
、
脅
さ
れ
た
豊
雄
が
義
父
母
に
相
談
し
て
か
ら
一
度
目
の
蛇

退
治
を
行
う
ま
で
の
場
面
で
あ
る
。

か
く
て
閨ね

や房
を
免の

が

れ
出
て
庄
司
に
む
か
ひ
、「
か
う
〳
〵
の

恐
し
き
事
あ
な
り
。
こ
れ
い
か
に
し
て
放さ

け

な
ん
。
よ
く
計は

か

り
給

へ
」
と
い
ふ
も
、
背う

し
ろ

に
や
聞
ら
ん
と
声
を
小さ

ゝ

や
か
に
し
て
か
た

る
。
庄
司
も
妻
も
面お

も
て

を
青あ

を

く
し
て
歎な

げ

き
ま
ど
ひ
、「
こ
は
い
か
に

す
べ
き
。
こ
ゝ
に
都
の
鞍く

ら

馬ま

寺で
ら

の
僧
の
、
年
〳
〵
熊く

ま

野の

に
詣
づ

る
が
、
き
の
ふ
よ
り
此
向む

か
つ
を岳

の
蘭て

ら若
に
宿
り
た
り
。
い
と
も
験げ

ん

な
る
法
師
に
て
凡
疫ゑ

病や
み

妖も
の
ゝ
け
い
な
む
し

災
蝗
な
ど
を
も
よ
く
祈い

の

る
よ
し
に

て
、
此
郷さ

と

の
人
は
貴た

ふ
と

み
あ
へ
り
。
此
法
師
請む

か

へ
て
ん
」
と
て
、

あ
は
た
ゞ
し
く
呼よ

び

つ
げ
る
に
、
漸や

ゝ

し
て
来
り
ぬ
。
し
か
〴
〵
の

よ
し
を
語か

た

れ
ば
、
此
法
師
鼻
を
高
く
し
て
、「
こ
れ
ら
の
蠱ま

じ
も
の物

ら

を
捉と

ら

ん
は
何
の
難か

た

き
事
に
も
あ
ら
じ
。
必
静し

づ

ま
り
お
は
せ
」
と

や
す
げ
に
い
ふ
に
、
人
〳
〵
心
落
ゐ
ぬ
。
法
師
ま
づ
雄ゆ

う
わ
う黄

を
も

と
め
て
薬
の
水
を
調て

う

じ
、
小こ

瓶が
め

に
堪た

ゝ

へ
て
、
か
の
閨ね

や房
に
む
か

ふ
。
人
〳
〵
驚お

ぢ
か
く隠

る
ゝ
を
、
法
師
嘲あ

ざ
み

わ
ら
ひ
て
、「
老
た
る
も

「
蛇
性
の
婬
」
に
お
け
る
雄
黄
に
つ
い
て

相　

馬　

真
理
子
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童わ
ら
は

も
必
ず
そ
こ
に
お
は
せ
。
此
蛇お

ろ
ち

只
今
捉と

り

て
見
せ
奉
ら
ん
」

と
て
す
ゝ
み
ゆ
く
。
閨
房
の
戸
あ
く
る
を
遅お

そ

し
と
、
か
の
蛇

お
ろ
ち

頭か
し
ら

を
さ
し
出
し
て
法
師
に
む
か
ふ
。
こ
の
頭
何
ば
か
り
の
物

ぞ
。
此
戸
口
に
充み

ち
〳満〵

て
、
雪
を
積つ

み

た
る
よ
り
も
白
く
輝き

ら

〳
〵
し

く
、
眼ま

な
こ

は
鏡か

ゞ
み

の
如
く
、
角つ

の

は
枯か

れ

木き

の
如ご

と

、
三
尺た

け

余
り
の
口
を

開ひ
ら

き
、
紅

く
れ
な
ゐ

の
舌し

た

を
吐は

い

て
、
只
一
呑の

み

に
飲の

む

ら
ん
勢い

き
ほ

ひ
を
な
す
。

「
あ
な
や
」
と
叫さ

け

び
て
、
手
に
す
ゑ
し
小こ

瓶が
め

を
も
そ
こ
に
打
ち
す

て
ゝ
、
た
つ
足
も
な
く
、
展こ

い
ま
ろ転

び
は
ひ
倒た

を

れ
て
、
か
ら
う
じ
て

の
が
れ
来
り
。
人
〳
〵
に
む
か
ひ
「
あ
な
恐
し
。
祟た

ゝ

り
ま
す
御

神
に
て
ま
し
ま
す
も
の
を
、
な
ど
法
師
ら
が
祈い

の
り

奉
ら
ん
。
此
手

足
な
く
ば
、
は
た
命
失う

し

な
ひ
て
ん
」
と
い
ふ
〳
〵
絶た

え

入
り
ぬ
。

人
〳
〵
扶た

す

け
起お

こ

す
れ
ど
、
す
べ
て
面お

も
て

も
肌は

だ
へ

も
黒く

ろ

く
赤あ

か

く
染そ

め

な

し
た
る
が
如ご

と

に
、
熱あ

つ

き
事
焚た

き

火び

に
手
さ
す
ら
ん
に
ひ
と
し
。
毒

あ
し
き

気い
き

に
あ
た
り
た
る
と
見
え
て
、
後の

ち

は
只
眼め

の
み
は
た
ら
き
て
物

い
ひ
た
げ
な
れ
ど
、
声
さ
へ
な
さ
で
ぞ
あ
る
。
水
灌そ

ゝ

ぎ
な
ど
す

れ
ど
、
つ
ひ
に
死し

に

け
る
。
こ
れ
を
見
る
人
い
よ
ゝ
魂

た
ま
し
ひ

も
身
に

添
ぬ
思
ひ
し
て
泣な

き
ま
ど惑

ふ
。

豊
雄
は
義
父
の
庄
司
に
、
真
女
子
が
富
子
に
憑
り
つ
い
て
恨
み
言

を
述
べ
た
こ
と
を
相
談
し
、
霊
験
あ
ら
た
か
と
言
わ
れ
て
い
る
鞍
馬

寺
の
僧
に
退
治
を
依
頼
す
る
が
、
鞍
馬
僧
は
真
女
子
の
力
に
敗
れ
て

命
を
落
と
し
て
し
ま
う
。
こ
の
場
面
は
、
鞍
馬
僧
が
鼻
高
々
、
自
信

満
々
で
や
っ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
蛇
を
見
る
と
あ
っ
さ
り

降
参
し
、
み
っ
と
も
な
く
逃
げ
出
す
と
い
う
滑
稽
さ
も
あ
る
場
面
だ

が
、
そ
れ
ま
で
都
風
の
優
雅
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
真
女
子

が
大
蛇
の
本
性
を
現
し
て
人
の
命
を
奪
う
残
酷
さ
を
見
せ
る
、
恐
ろ

し
い
場
面
で
あ
る
。
こ
の
後
、
道
成
寺
の
法
海
和
尚
が
芥
子
の
香
の

染
み
込
ん
だ
袈
裟
と
呪
文
に
よ
っ
て
調
伏
し
、
真
女
子
は
地
中
に
埋

め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
豊
雄
は
事
な
き
を
得
る
。

こ
の
場
面
の
中
に
お
い
て
雄
黄
と
い
う
薬
品
が
出
て
く
る
こ
と
に

注
目
し
た
い
。「
蛇
性
の
婬
」
は
中
国
白
話
小
説
「
白
娘
子
永
鎭
雷
峯

塔
」
の
翻
案
で
あ
り
、
許
宣
と
白
娘
子
の
悲
恋
を
描
く
翻
案
元
に
お

い
て
も
白
娘
子
退
治
に
失
敗
す
る
場
面
で
雄
黄
が
使
わ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
中
で
雄
黄
を
用
い
る
の
は
蛇
取
り
を
職
業
と
す
る
人
物
で

あ
る
。
秋
成
は
な
ぜ
、
僧
侶
で
あ
る
鞍
馬
僧
に
仏
教
の
力
で
は
な
く

薬
品
を
使
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
疑
問
を
も
と
に
、

鞍
馬
僧
が
雄
黄
を
用
い
て
失
敗
す
る
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
雄
黄
と
い
う
薬
品

雄
黄
は
硫
化
砒
素
で
あ
り
、
毒
物
で
あ
る
1

。
硫
化
砒
素
は
蛇
頂

石
と
い
う
名
で
、
実
際
に
蛇
避
け
に
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
２

。

雄
黄
に
関
す
る
記
述
は
、
古
く
に
は
『
続
日
本
紀
』
か
ら
み
ら
れ
、
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「
乙二

十
八
日酉

、
近ち

か
つ
あ
ふ
み江

国
を
し
て
金こ

む

青し
や
う

を
献
ら
し
む
。
伊
勢
国
は
朱す

さ沙
・

雄い
う
わ
う黄

、
常ひ

た
ち陸

国
・
備

き
び
の
み
ち
の
く
ち

前
・
伊い

よ豫
・
日ひ

う
が向

の
四
国
は
朱
沙
、
安あ

藝き

・
長な

が
と門

の
二
国
は
金こ

む

青し
や
う

・
緑ろ

く
し
や
う青

、
豊

と
よ
く
に
の
み
ち
の
し
り

後
国
は
真し

ん
し
ゆ朱

。」
３

と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
顔
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、『
延
喜
式
』「
典
薬
寮
」
の
「
諸
国
進
年
料

雑
薬
」
に
は
伊
勢
国
が
雄
黄
四
斤
を
献
上
し
て
い
た
記
述
が
あ
る
4

の
で
、
薬
と
し
て
の
利
用
も
こ
の
頃
か
ら
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
正
倉

院
薬
物
に
も
納
め
ら
れ
て
お
り
、『
種
々
薬
帳
』
に
は
記
載
さ
れ
て
は

い
な
い
帳
外
薬
物
で
は
あ
る
が
貴
州
産
5

と
思
わ
れ
る
高
さ
六
十

一
・
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
、
経
肥
大
部
三
十
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
の
卵

形
に
整
形
さ
れ
た
雄
黄
が
昭
和
二
十
三
年
の
調
査
で
見
つ
か
っ
て

い
る
6

。

『
本
草
綱
目
』（
慶
長
十
二
年
伝
来
）
に
お
け
る
記
述
の
う
ち
、
主

治
の
項
目
に
は
寒
熱
、
悪
瘡
、
目
痛
、
腹
痛
、
風
邪
な
ど
の
他
に
、

あ
ら
ゆ
る
蟲
毒
を
消
す
こ
と
や
邪
気
を
払
う
こ
と
、
蛇
虺
の
毒
を
消

す
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
発
明
の
項
目
に
は
、
雄
黄
は
百
毒
を
消

す
こ
と
が
で
き
、
百
邪
を
除
き
、
蟲
毒
を
消
す
こ
と
、
人
が
こ
れ
を

携
え
て
い
れ
ば
鬼
神
が
近
づ
か
な
い
こ
と
、
山
林
で
は
虎
や
狼
は
身

を
隠
す
こ
と
、
雄
黄
を
携
え
て
山
林
に
入
る
な
ら
蛇
を
お
そ
れ
る
必

要
は
な
く
、
も
し
咬
ま
れ
て
も
雄
黄
を
少
し
つ
け
れ
ば
治
る
こ
と
、

雄
黄
を
焚
く
と
蛇
は
遠
く
去
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
書
か
れ
て
い
る

7
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、『
本
草
綱
目
』
に
お
い
て
雄
黄
は
蛇
避
け

に
効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

『
医
説
』（
万
治
二
年
和
刻
）
は
巻
六
の
「
中
毒
」
の
項
目
の
中
に

「
誤

テ

 

飲　
二

蛇
―

交
―

水
ヲ

 

　
一

」、
巻
七
の
「
奇
疾
」
の
項
目
の
中
に
「
飲

テ

 

　
レ

水
ヲ

 

得　
レ

疾
ヲ

 

」、
同
じ
く
巻
七
の
「
蛇
蟲
獣
咬
犬
傷
」
の
項
目
の
中
に

「
被　
二

毒
―

蛇
ニ

 

傷　
一

」「
辟　
二

蛇
―

毒
ヲ

 

　
一

」
と
い
う
、
蛇
に
よ
る
病
を
雄
黄

で
治
療
す
る
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。「
誤

テ

 

飲　
二

蛇
―

交
―

水
ヲ

 

　
一

」
は
谷

で
川
の
水
を
飲
ん
だ
と
こ
ろ
腹
痛
が
起
こ
り
、
医
者
が
そ
の
水
が
蛇

の
交
わ
っ
た
水
で
あ
っ
た
と
診
断
し
て
雄
黄
を
飲
ま
せ
る
と
赤
蛇
が

数
匹
出
て
き
た
話
、「
飲

テ
　

レ

水
ヲ

 

得　
レ

疾
ヲ

 

」
は
周
廣
と
い
う
医
者
が
黄
門

の
腹
中
に
咬
龍
が
い
る
こ
と
を
見
抜
き
、
消
石
と
雄
黄
を
飲
ま
せ
て

鱗
の
あ
る
小
さ
な
も
の
を
取
り
出
す
と
、
そ
れ
は
翌
日
龍
と
な
っ
た

話
、「
被　
二

毒
―

蛇
ニ

 

傷　
一

」
は
毒
蛇
に
傷
を
被
っ
て
既
に
昏
困
し
て
い
た

人
に
、
老
僧
が
五
霊
油
一
両
と
雄
黄
半
両
を
酒
で
調
合
し
た
も
の
を

流
し
か
け
る
と
息
を
吹
き
返
し
、
薬
の
滓
を
か
け
る
と
苦
し
み
は
全

く
無
く
な
り
、
老
僧
は
蛇
毒
に
は
こ
の
薬
を
用
い
れ
ば
効
か
な
い
こ

と
は
な
い
と
言
っ
た
話
、「
辟　
二

蛇
―

毒
ヲ

 

　
一

」
は
雄
黄
が
蛇
毒
を
避
け
る

と
聞
い
て
、
雄
黄
を
買
っ
て
絹
の
袋
に
入
れ
、
寝
室
の
四
隅
に
掛
け

て
お
い
た
と
こ
ろ
、
ひ
と
月
あ
ま
り
し
て
黒
い
液
体
が
滴
っ
て
く
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
承
塵
に
穴
を
開
け
て
見
る
と
大
き
な
蟒
蛇
が

死
ん
で
腐
っ
て
い
た
話
で
あ
る
。
ま
た
、「
蛇
―

蟲
ニ

 

所
ル
　

レ

傷
」に
お
よ
そ
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蛇
傷
や
虫
に
咬
ま
れ
た
傷
は
大
藍
汁
一
碗
、
雄
黄
の
粉
末
に
二
銭
を

調
合
し
て
傷
に
つ
け
れ
ば
神
験
が
あ
り
、
藍
が
な
け
れ
ば
靛
花
、
青

黛
で
も
良
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
8

。「
飲

テ
　

レ

水
ヲ

 

得　
レ

疾
ヲ

 

」
と
同
様

の
話
は�『
医
談
抄
』�や�『
太
平
廣
記
』�に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
9

。

『
備
急
千
金
要
方
』（
万
治
二
年
和
刻
）
に
は
、
漢
の
時
代
に
疫
病

が
流
行
し
て
多
く
の
人
が
死
ん
だ
と
き
、
書
生
の
丁
季
廻
が
「
雄
黄

円
」
と
い
う
薬
を
人
々
に
渡
す
と
、
そ
れ
を
飲
ん
だ
人
は
皆
病
が
治

り
、
市
中
に
い
た
数
百
余
り
の
疫
鬼
は
薬
を
見
て
逃
げ
出
し
、
鬼
の

王
も
書
生
に
命
乞
い
を
し
た
話
が
あ
る
。
鬼
を
追
い
払
う
道
法
を
教

え
て
ほ
し
い
と
言
う
人
々
に
、
書
生
は
道
法
な
ど
は
使
っ
て
お
ら
ず

た
だ
雄
黄
円
と
い
う
薬
を
見
せ
た
だ
け
で
、
こ
の
薬
を
持
っ
て
い
れ

ば
虎
や
狼
、
蛇
、
虫
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
答
え
る
10
。

近
世
の
医
学
書
や
本
草
書
な
ど
に
も
雄
黄
と
蛇
に
つ
い
て
の
記
述

は
多
い
。『
類
編
廣
益
衆
方
規
矩
備
考
大
成
』（
元
禄
十
年
刊
）
に
は

蛇
が
交
わ
っ
た
水
を
飲
ん
で
し
ま
っ
た
時
に
は
雄
黄
を
服
用
す
れ
ば

良
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
11
。『
普
救
類
方
』（
享
保
十
四
年
刊
）
や

『
救
急
方
』（
天
保
四
年
序
）
に
は
蛇
に
噛
ま
れ
た
ら
生
姜
汁
に
雄
黄

の
粉
末
を
溶
い
て
付
け
る
と
良
い
こ
と
や
、
蛇
を
避
け
る
に
は
雄
黄

を
身
に
つ
け
る
と
良
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
『
此
君
堂
薬
方
』
に

は
雄
黄
を
含
む
「
人
馬
平
安
散
」
に
「
朝
夕
に
か
ぐ
と
一
切
の
悪
気

去
り
心
気
を
さ
わ
や
か
に
す
る
。
唐
人
皆
腰
に
下
げ
て
と
き
ど
き
嗅

い
で
不
祥
を
避
け
て
い
る
」
と
す
る
記
述
が
あ
る
1２
。
ま
た
、『
妙
薬

手
引
草
』（
天
明
三
年
刊
）
に
は
諸
々
の
毒
虫
獣
に
咬
ま
れ
た
際
に
付

け
る
薬
の
中
に
雄
黄
が
含
ま
れ
て
い
る
1３
。
さ
ら
に
、『
広
恵
済
急

法
』（
寛
政
元
年
序
）
に
は
蝮
蛇
に
咬
ま
れ
た
時
や
蛇
が
人
の
耳
や

口
、
鼻
、
肛
門
、
婦
人
陰
門
に
入
っ
た
時
な
ど
に
雄
黄
を
用
い
る
こ

と
の
他
に
、
薬
店
に
あ
る
こ
と
が
注
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
人
々

の
手
に
入
る
薬
品
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
14
。
以
上
よ
り
、

複
数
の
書
物
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
雄
黄
は
蛇
に

効
果
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

三
、「
蛇
性
の
婬
」
に
お
け
る
雄
黄

雄
黄
が
蛇
に
効
く
薬
品
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は

確
認
で
き
た
。
し
か
し
、「
蛇
性
の
婬
」
に
お
い
て
雄
黄
は
そ
の
薬
効

を
発
揮
し
な
い
。
雄
黄
を
用
い
よ
う
と
し
て
退
治
に
失
敗
す
る
と
い

う
設
定
は
翻
案
元
と
同
じ
で
は
あ
る
。
だ
が
、
退
治
し
よ
う
と
す
る

人
物
の
職
業
は
蛇
取
り
か
ら
僧
侶
へ
変
更
し
て
お
き
な
が
ら
、
雄
黄

は
そ
の
ま
ま
に
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
雄
黄
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
は

秋
成
の
何
ら
か
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

翻
案
元
で
は
、
雄
黄
が
用
い
ら
れ
る
場
面
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
白
娘
子
永
鎭
雷
峯
塔
」
に
お
い
て
雄
黄
を
用

い
て
蛇
退
治
に
挑
も
う
と
す
る
人
物
は
、
蛇
取
り
の
戴
先
生
で
あ
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る
。
白
娘
子
の
正
体
が
大
蛇
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
許
宣
と
義
兄

は
、
蛇
取
り
の
名
人
と
さ
れ
る
戴
先
生
に
蛇
を
捕
ま
え
て
く
れ
る
よ

う
依
頼
す
る
。
戴
先
生
は
そ
れ
を
引
き
受
け
、
雄
黄
を
一
瓶
用
意
し
、

許
宣
が
身
を
寄
せ
て
い
る
義
兄
の
家
に
向
か
う
。
家
に
着
く
と
人
間

の
姿
の
白
娘
子
が
応
対
し
、
こ
の
家
に
蛇
は
い
な
い
と
言
っ
て
戴
先

生
を
帰
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
仕
事
の
依
頼
を
受
け
た
か
ら
と
戴

先
生
は
帰
ろ
う
と
し
な
い
。
根
負
け
し
た
白
娘
子
が
捕
ま
え
ら
れ
ず

に
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
と
言
う
が
、
戴
先
生
は
先
祖
代
々

蛇
取
り
を
し
て
い
る
の
だ
か
ら
蛇
の
一
匹
く
ら
い
難
し
い
こ
と
は
な

い
と
引
き
下
が
ら
な
い
。
そ
こ
で
大
蛇
の
姿
を
現
し
て
襲
い
掛
か
る

と
、
戴
先
生
は
驚
い
て
倒
れ
、
そ
の
は
ず
み
で
雄
黄
の
薬
瓶
も
壊
し
、

大
慌
て
で
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
。

鞍
馬
僧
の
描
か
れ
方
と
比
較
す
る
と
、
雄
黄
を
用
い
る
こ
と
の
他

に
、
退
治
に
挑
む
前
は
自
信
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、
大
蛇
を
見
る
な

り
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
戴
先
生
の

「
量
道
一
條
蛇
有
何
難
捉
」
と
い
う
蛇
の
一
匹
を
捕
ま
え
る
く
ら
い

難
し
い
こ
と
で
は
な
い
と
す
る
発
言
と
、
鞍
馬
僧
の
「
こ
れ
ら
の
蠱

物
ら
を
捉
ん
は
何
の
難
き
事
に
も
あ
ら
じ
。」
と
い
う
発
言
は
酷
似

し
て
い
る
。
し
か
し
、
職
業
は
蛇
取
り
か
ら
僧
侶
に
変
更
さ
れ
て
お

り
、
大
蛇
を
恐
が
る
人
々
を
嘲
る
描
写
は
鞍
馬
僧
の
み
に
み
ら
れ

る
。
ま
た
、
戴
先
生
は
何
と
か
逃
げ
出
せ
る
の
に
対
し
、
鞍
馬
僧
は

命
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
許
宣
は
戴
先
生
に
「
家
中
有
一

條
大
蟒
蛇
」
と
家
の
中
に
大
き
な
う
わ
ば
み
が
一
匹
い
る
こ
と
だ
け

を
伝
え
て
お
り
、
戴
先
生
は
大
蛇
の
正
体
が
妖
怪
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
い
ま
ま
退
治
に
向
か
う
が
、
鞍
馬
僧
は
「
蠱
物
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
正
体
が
単
な
る
蛇
で
は
な
い
こ
と
を

知
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
翻
案
元
で
は
蛇
取
り

を
生
業
と
す
る
人
物
が
蛇
を
捕
ま
え
る
た
め
に
蛇
に
効
く
薬
品
を

持
っ
て
い
く
の
に
対
し
、「
蛇
性
の
婬
」
で
は
霊
験
あ
ら
た
か
と
評
判

の
僧
侶
が
妖
怪
退
治
の
た
め
に
蛇
に
効
く
薬
品
を
持
っ
て
い
く
の
で

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
白
娘
子
永
鎭
雷
峯
塔
」
に
は
戴
先
生
の
他
に
も
白
娘

子
に
挑
み
、
捕
ま
え
ら
れ
ず
に
逃
げ
出
す
人
物
が
い
る
。
終
南
山
の

道
士
で
あ
る
。
道
士
は
寺
の
前
で
薬
を
売
っ
た
り
符
水
を
配
っ
た
り

し
て
い
た
と
こ
ろ
、
通
り
が
か
っ
た
許
宣
の
頭
上
に
黒
気
が
立
ち

上
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
妖
怪
が
つ
い
て
い
る
に
違
い
な
い
と

思
っ
た
道
士
は
許
宣
に
護
符
を
与
え
、
夜
に
焚
く
よ
う
指
示
す
る
。

許
宣
は
白
娘
子
が
眠
っ
て
い
る
隙
に
焚
い
て
み
る
が
、
何
も
起
こ
ら

な
い
。
符
を
焚
か
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
て
妖
怪
で
は
な
い
か
と
疑
わ

れ
た
こ
と
に
腹
を
立
て
た
白
娘
子
と
と
も
に
、
翌
日
道
士
を
訪
ね
る

と
、
道
士
は
私
の
符
を
飲
め
ば
ど
ん
な
妖
怪
で
も
正
体
を
現
す
は
ず

だ
と
改
め
て
符
を
書
く
が
、
や
は
り
何
も
起
こ
ら
な
い
。
道
士
は
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怒
っ
た
白
娘
子
の
奇
術
に
よ
っ
て
宙
吊
り
に
さ
れ
て
し
ま
い
、
地
面

に
下
さ
れ
る
な
り
飛
ぶ
よ
う
に
走
っ
て
逃
げ
て
い
く
。

道
士
は
雄
黄
を
使
う
こ
と
は
し
な
い
が
、
出
家
し
て
修
行
を
積
ん

だ
身
で
あ
る
こ
と
や
、
危
害
を
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
鞍
馬
僧
と

共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
正
体
が
妖
怪
だ
と
分
か
っ
て
い
る
点
も
共

通
し
て
い
る
。
戴
先
生
と
鞍
馬
僧
の
間
に
は
無
い
共
通
点
が
道
士
と

鞍
馬
僧
の
間
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
鞍
馬
僧
は
雄
黄
を
使
わ
な
く
て
も

良
か
っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
鞍
馬
僧
は
道
士
と
同
様

に
護
符
な
ど
を
用
い
る
力
を
有
し
て
い
な
が
ら
、
蛇
取
り
の
戴
先
生

と
同
じ
く
雄
黄
と
い
う
薬
品
を
使
っ
て
退
治
に
臨
む
の
で
あ
る
。

で
は
、「
蛇
性
の
婬
」
に
お
い
て
鞍
馬
僧
は
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て

い
る
だ
ろ
う
か
。
事
情
を
聞
く
と
僧
は
鼻
を
高
く
し
て
「
こ
れ
ら
の

蠱
物
ら
を
捉
ん
は
何
の
難
き
事
に
も
あ
ら
じ
」
と
自
信
満
々
で
述
べ

る
。
そ
し
て
、
恐
が
っ
て
隠
れ
よ
う
と
す
る
人
々
を
嘲
る
と
い
う
嫌

味
な
態
度
を
と
り
、
高
慢
に
も
「
此
蛇
只
今
捉
て
見
せ
奉
ら
ん
」
と

述
べ
る
。
し
か
し
、
大
蛇
を
見
る
な
り
転
が
る
よ
う
に
逃
げ
出
し
、

「
あ
な
恐
し
。
祟
り
ま
す
御
神
に
て
ま
し
ま
す
も
の
を
、
な
ど
法
師
ら

が
祈
奉
ら
ん
」
と
言
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
。
始
め
は
「
何
の
難
き
事

に
も
あ
ら
じ
」
と
蠱
物
を
軽
ん
じ
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
に
そ
れ
に

向
き
合
う
と
「
祟
り
ま
す
御
神
」
と
訂
正
し
て
い
る
。
ま
た
、
薬
品

で
あ
る
雄
黄
を
準
備
し
て
い
た
が
、
真
女
子
に
敗
れ
た
後
は
「
な
ど

法
師
ら
が
祈
り
奉
ら
ん
」
と
仏
教
の
力
に
頼
ろ
う
と
す
る
発
言
に

な
っ
て
い
る
。
真
女
子
を
見
る
前
と
後
で
は
、
蠱
物
に
対
す
る
態
度

が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
祟
り
ま
す
御
神
」
の
姿

を
見
て
、
そ
れ
に
対
し
て
畏
れ
を
抱
く
が
、
時
す
で
に
遅
く
、
軽
ん

じ
た
罰
と
し
て
命
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。

蛇
に
対
し
て
蛇
に
効
果
の
あ
る
薬
品
を
使
う
こ
と
は
理
に
か
な
っ

て
い
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
、
雄
黄
は
蛇
に
効
く
と
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、
雄
黄
は
真
女
子
に
効
か
な
い
。「
か
の
蛇
」
と
表
記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
鞍
馬
僧
の
場
面
に
お
い
て
真
女
子
は
蛇
に
は

違
い
な
い
の
だ
が
、
秋
成
は
そ
の
薬
品
の
効
果
を
真
女
子
に
対
し
否

定
し
た
。
そ
れ
は
、
真
女
子
が
「
蠱
物
」「
祟
り
ま
す
御
神
」
で
も
あ

る
か
ら
で
あ
る
。「
蠱
物
」
と
認
識
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鞍

馬
僧
は
そ
れ
に
対
す
る
畏
れ
の
感
情
を
見
せ
ず
、
薬
品
で
立
ち
向

か
っ
て
い
く
。
仏
道
修
行
を
積
ん
だ
人
物
が
、
仏
教
の
力
で
は
な
く
、

薬
品
の
力
に
よ
っ
て
妖
怪
に
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
無
様
に
逃
げ
出
そ
う
と
す
る
も
、
死
を
も
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
。

以
上
よ
り
、
秋
成
が
鞍
馬
僧
に
護
符
で
は
な
く
雄
黄
を
持
た
せ
た
の

は
、
蠱
物
は
畏
れ
な
く
て
も
薬
品
で
対
処
で
き
る
と
す
る
、
合
理
的

で
、
畏
れ
を
知
ら
な
い
人
物
を
否
定
す
る
場
面
を
描
き
た
か
っ
た
か

ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
、
お
わ
り
に

秋
成
晩
年
の
随
筆
『
胆
大
小
心
録
』
の
中
に
は
以
下
の
よ
う
な
文

章
が
あ
る
。

儒
者
と
云
人
も
、
又
一
僻
に
な
り
て
、「
妖
恠
は
な
き
事
也
」

と
て
翁
が
幽
霊
も
の
が
た
り
し
た
を
、
終
り
て
後
に
恥
か
し
め

ら
れ
し
也
。「
狐
つ
き
も
癇
性
が
さ
ま
〴
〵
に
問
答
し
て
、
お
れ

は
ど
こ
の
狐
じ
や
と
い
ふ
の
じ
や
。
人
に
つ
く
事
が
あ
ら
ふ
も

の
か
」
と
い
は
れ
た
り
。
是
は
道
に
泥
み
て
、
心
得
た
が
ひ
也
。

狐
も
狸
も
人
に
つ
く
事
、
見
る
〳
〵
多
し
。
又
き
つ
ね
で
も
何

で
も
、
人
に
ま
さ
る
は
渠
が
天
稟
也
。
さ
て
、
善
悪
邪
性
な
き

が
性
也
。
我
に
よ
き
は
守
り
、
我
に
あ
し
き
は
祟
る
な
り
。
狼

さ
へ
よ
く
報
ひ
せ
し
事
、
日
本
紀
欽
明
の
巻
の
始
に
し
る
さ
れ

た
り
。
神
と
い
ふ
も
同
じ
や
う
に
思
は
る
ゝ
也
。
よ
く
信
ず
る

者
に
は
幸
ひ
を
あ
た
へ
、
怠
れ
ば
た
ゝ
る
所
を
思
へ
。
仏
と
聖

人
は
同
じ
か
ら
ず
。
人
体
な
れ
ば
、
人
情
あ
っ
て
、
あ
し
き
者

も
罪
は
問
ざ
る
也
。
此
事
神
代
が
た
り
に
い
ひ
た
れ
ば
、
又
い

は
ず
。

中
村
幸
彦
氏
は
こ
の
「
儒
者
」
と
は
中
井
履
軒
を
指
す
と
し
て
い

る
15
。
秋
成
が
幽
霊
話
を
し
た
ら
、
履
軒
は
「
妖
怪
は
存
在
し
な
い
」、

「
狐
憑
き
な
ど
は
あ
り
得
な
い
、
す
べ
て
癇
性
病
み
が
狐
が
憑
い
た

よ
う
に
話
す
の
だ
」
と
、
憑
き
物
の
正
体
は
病
だ
と
し
て
幽
霊
話
を

嘲
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
秋
成
は
狐
や
狸
が
人
に
憑
く
の
は
よ
く
あ

る
話
で
あ
り
、
動
物
が
人
に
報
い
る
話
は
『
日
本
書
紀
』
に
も
出
て

い
る
こ
と
を
も
と
に
、
信
心
深
い
人
に
は
幸
い
を
与
え
て
く
れ
、
信

心
怠
る
人
に
は
災
い
を
も
た
ら
す
の
だ
、
と
反
論
し
て
い
る
。

秋
成
は
妖
怪
や
狐
憑
き
の
存
在
を
肯
定
し
、
そ
の
正
体
を
病
で
あ

る
と
し
て
否
定
す
る
履
軒
を
批
判
し
て
い
る
。
薬
品
に
よ
っ
て
神
に

立
ち
向
か
お
う
と
し
て
失
敗
し
、
罰
を
受
け
る
鞍
馬
僧
の
場
面
に
、

秋
成
は
薬
品
に
頼
る
こ
と
で
神
へ
の
畏
れ
を
失
う
こ
と
に
対
す
る
批

判
や
警
鐘
を
込
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
雄
黄
を
用
い
よ
う
と

す
る
鞍
馬
僧
は
、「
白
娘
子
永
鎭
雷
峯
塔
」
の
戴
先
生
に
比
べ
て
高
慢

な
性
格
へ
と
変
更
さ
れ
て
い
る
。「
こ
れ
ら
の
蠱
物
ら
を
捉
ん
は
何

の
難
き
事
に
も
あ
ら
じ
。」
と
述
べ
て
雄
黄
を
用
意
す
る
の
は
、
妖
怪

や
蠱
物
よ
り
薬
品
の
持
つ
力
の
方
が
上
で
あ
る
と
過
信
し
た
態
度
で

あ
る
。

履
軒
は
『
水
哉
子
』
で
「
恠
し
む
は
可
な
り
、
之
を
畏
る
は
非
也
」

と
述
べ
て
、
理
解
し
が
た
い
不
合
理
な
も
の
ご
と
へ
の
畏
怖
を
否
定

し
た
。
ま
た
、
履
軒
や
そ
の
兄
竹
山
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
た
山
片

蟠
桃
は
『
夢
の
代
』
に
「
神
仏
化
物
も
な
し
世
の
中
に
、
奇
妙
不
思
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議
の
事
は
さ
ら
な
し
」
と
い
う
歌
を
残
し
、
超
越
的
な
存
在
を
否
定

し
た
。『
論
語
』
に
も
「
怪
力
乱
神
を
語
ら
ず
」
と
あ
る
。
し
か
し
、

「
神
仏
化
物
」
と
い
っ
た
儒
学
者
が
語
る
ま
い
と
し
た
も
の
を
、
国
学

者
の
秋
成
は
積
極
的
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
回
は
薬
品
を
中
心
に
考
察
し
た
が
、
履
軒
ら
儒
学
者
の
無
鬼
論

な
ど
を
ふ
ま
え
た
考
察
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
注
】

１　

森
村
謙
一
「
古
典
自
然
物
の
研
究
」（『
東
方
學
報
』
京
都
第
八
四
册　

二
〇

〇
九
年
三
月
）
で
はA

s
4 S

4

、
益
富
寿
之
助
「
正
倉
院
薬
物
を
中
心
と
す
る
古

代
石
薬
の
研
究
」（『
生
薬
学
雑
誌
』
十
一
巻
二
号　

一
九
五
七
年
十
二
月
）
で

はA
s
2 S

2

、
鵜
月
洋
『
雨
月
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店　

一
九
六
九
年
）
で
は

A
s
2 S

3

と
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
強
い
毒
性
を
持
つ
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。

２　

上
村
六
郎
「
蛇
頂
石
（
じ
ゃ
ち
ょ
う
せ
き
）
に
つ
い
て
：
雄
黄
と
蛇
毒
に
つ

い
て
」（『
大
阪
女
子
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
第
三
号　

一
九
五
九
年
六
月
）。

３　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

続
日
本
紀
一
』（
岩
波
書
店　

一
九
八
九
年
）。

４　

虎
尾
俊
哉
校
注
『
神
道
大
系
古
典
編
十
二　

延
喜
式
（
下
）』（
神
道
大
系
編

纂
会　

一
九
九
三
年
）。

５　

渡
邊
武
「
正
倉
院
薬
物
が
語
る
こ
と
」（『
日
本
東
洋
医
学
雑
誌
』
第
五
十
一

巻
四
号　

二
〇
〇
一
年
一
月
）
で
は
華
北
産
と
さ
れ
て
い
る
。

６　

益
富
寿
之
助
「
正
倉
院
薬
物
を
中
心
と
す
る
古
代
石
薬
の
研
究
」（『
生
薬
学

雑
誌
』
第
十
一
巻
二
号　

一
九
五
七
年
十
二
月
）。

７　

李
時
珍
『
本
草
綱
目　

上
冊
』（
商
務
印
書
館　

一
九
八
六
年
）。

８　

福
田
安
典
『
医
説　

伝
承
文
学
資
料
集
成
第
二
十
一
輯
』（
三
弥
井
書
店　

二
〇
〇
二
年
）。

９　

李
昉
等
撰
『
校
補
本
太
平
廣
記
』（
中
文
出
版
社　

一
九
七
二
年
）、
美
濃
部

重
克
『
医
談
抄　

伝
承
文
学
資
料
集
成
第
二
十
二
輯
』（
三
弥
井
書
店　

二
〇

〇
六
年
）。

10　

孫
思
邈
撰
、
林
億
等
校
『
孫
真
人
備
急
千
金
要
方
』（
万
治
二
年
刊
本
）。

11　

浅
見
恵
、
安
田
健
編
『
妙
藥
奇
覧
・
妙
藥
奇
覧
拾
遺
・
類
編
廣
益
衆
方
規
矩

備
考
大
成　

近
世
歴
史
資
料
集
成　

第
四
期
十
一
巻
』（
科
学
書
院　

二
〇
〇

二
年
）。

12　

浅
見
恵
、
安
田
健
訳
編
『
救
急
方
・
萬
方
重
寶
秘
傳
集
・
懐
中
備
急
諸
國
古

傳
秘
方
・
薬
屋
虚
言
噺
・
寒
郷
良
劑
・
此
君
堂
薬
方　

近
世
歴
史
資
料
集
成

第
二
期
十
一
巻　

民
間
治
療
（
四
）』（
科
学
書
院　

一
九
九
五
年
）、
浅
見
恵
、

安
田
健
訳
編
『
普
救
類
方　

近
世
歴
史
資
料
集
成　

第
二
期
八
巻　

民
間
治

療
（
一
）』（
科
学
書
院　

一
九
九
一
年
）。

13　

浅
見
恵
、
安
田
健
訳
編
『
耳
順
見
聞
私
記
・
袖
珍
仙
方
・
奇
方
録
・
漫
游
雑

記
藥
方
・
農
家
心
得
草
藥
法
・
妙
藥
手
引
草
・
掌
中
妙
藥
奇
方　

近
世
歴
史

資
料
集
成
第
二
期
十
巻　

民
間
治
療
（
三
）』（
科
学
書
院　

一
九
九
六
年
）。

14　

浅
見
恵
、
安
田
健
訳
編
『
美
年
岡
白
牛
酪
考　

白
丹
砂
煉
法　

広
恵
済
急
方

近
世
歴
史
資
料
集
成　

第
二
期
九
巻　

民
間
治
療
（
二
）』（
科
学
書
院　

一
九

九
〇
年
）。

15　
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

上
田
秋
成
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
五
九
年
）。
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『
雨
月
物
語
』『
胆
大
小
心
録
』
は
中
央
公
論
社
版
『
上
田
秋
成
全
集
』
か
ら
引

用
し
、
句
読
点
、
濁
点
、
送
り
仮
名
等
は
適
宜
補
い
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改

め
た
。「
白
娘
子
永
鎭
雷
峯
塔
」
は
中
村
博
保
、
雷
定
平
「『
警
世
通
言
』「
白

娘
子
永
鎭
雷
峯
塔
」
試
訳
（
一
）」（『
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
（
人
文
・

社
会
）』
第
三
十
七
号　

一
九
八
六
年
）、「『
警
世
通
言
』「
白
娘
子
永
鎭
雷
峯

塔
」
試
訳
（
二
）」（『
静
岡
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
（
人
文
・
社
会
）』
第
三

十
八
号　

一
九
八
七
年
）
か
ら
白
話
文
を
引
用
し
、
訳
も
参
考
に
し
た
。

�
（
立
教
大
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）


