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「
虁
は
蚿
を
憐
む
」、
一
本
足
の
け
も
の
は
百
足
の
ヤ
ス
デ
を
う
ら
や
む
、
続

く
句
は
、「
蚿
憐
蛇
、
蛇
憐
風
、
風
憐
目
、
目
憐
心
」。
ヤ
ス
デ
は
足
が
な
く
て

も
早
く
移
動
で
き
る
蛇
を
う
ら
や
み
、
蛇
は
体
を
動
か
さ
ず
と
も
遠
く
に
行
け

る
風
を
、
風
は
居
な
が
ら
に
し
て
遠
方
を
眺
め
ら
れ
る
目
を
、
目
は
見
な
く
て

も
悟
る
こ
と
が
で
き
る
心
を
素
晴
ら
し
い
と
思
う
。『
荘
子
』
秋
水
篇
の
説
話

で
、
我
々
は
と
か
く
他
人
の
こ
と
が
よ
く
見
え
が
ち
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
己

の
分
を
わ
き
ま
え
て
天
理
に
従
い
た
い
も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
今
作
の
主
題
は
、
三
文
字
の
布
置
を
如
何
に
印
象
的
に
で
き
る
か
で

あ
っ
た
。「
虁
」
を
縦
長
に
際
立
た
せ
、「
憐
蚿
」
を
二
行
目
に
配
す
る
の
が
一

般
的
だ
が
、
三
字
を
横
に
並
べ
て
み
た
。
変
則
的
な
章
法
で
は
あ
る
が
、
戦
国

私
璽
に
そ
の
例
が
あ
る
（
図
５
～
16.
）。
文
字
は
殷
代
の
形
を
用
い
た
が
、
当

初
の
ね
ら
い
は
古
璽
の
応
用
で
あ
る
。

　

戦
国
古
璽
の
文
字
は
整
斉
な
も
の
あ
り
、
放
逸
な
も
の
あ
り
、
多
様
で
あ
る
。

官
璽
は
、
役
職
名
や
地
名
な
ど
が
入
る
た
め
字
数
が
多
く
、
大
型
の
も
の
が
多

い
。
小
型
の
官
璽
は
整
っ
た
も
の
も
あ
る
が
、
往
々
に
し
て
、
画
数
の
多
い
文

字
は
大
き
く
、
少
な
い
も
の
は
小
さ
く
、
文
字
の
布
置
は
自
由
気
ま
ま
で
あ
る
。

　

一
方
、
姓
名
や
吉
語
な
ど
の
私
璽
は
、
朱
文
が
多
く
、
み
な
小
型
で
あ
る
。

そ
の
た
め
か
官
璽
に
比
べ
て
整
斉
な
も
の
が
多
い
。
古
璽
は
精
粗
そ
れ
ぞ
れ
に

趣
が
あ
る
。

　

官
私
と
も
に
字
風
は
六
国
の
文
字
と
共
通
す
る
が
、
見
た
目
に
は
か
な
り
違

い
が
あ
る
。
そ
の
原
因
は
文
字
が
施
さ
れ
た
条
件
の
相
違
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
。
金
文
な
ど
の
銘
文
は
、
面
積
が
広
い
た
め
文
字
の
結
構
を
自
由
に
伸
展

出
来
た
が
、
小
さ
い
面
積
の
璽
印
文
、
陶
文
、
貨
幣
文
な
ど
は
、
当
然
動
き
が

制
限
さ
れ
、
条
件
に
合
わ
せ
て
結
構
を
工
夫
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

同
時
代
の
金
文
に
比
べ
る
と
お
と
な
し
く
感
じ
る
が
、
巧
み
な
印
面
処
理
を

仔
細
に
見
て
い
く
と
、
先
人
が
創
作
に
対
し
て
高
い
芸
術
意
識
を
も
っ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
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こ
こ
で
、
姓
名
私
璽
の
三
字
印
に
つ
い
て
ふ
れ
て
み
た
い
。『
古
璽
彙
編
』

（
羅
福
頤
編
・
文
物
出
版
社
）
の
本
編
収
録
の
姓
名
私
璽
三
七
七
二
印
中
、
三

字
印
は
約
五
七
〇
、
全
体
の
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
と
少
な
い
（
古
人
は
単
姓
単
名

が
多
い
た
め
二
字
印
が
多
い
）。
二
字
印
で
は
偏
旁
各
部
が
み
な
縦
長
に
処
理

さ
れ
て
い
る
が
、
三
字
印
で
は
必
ず
一
字
が
長
く
伸
ば
さ
れ
、
あ
る
い
は
押
し

つ
ぶ
さ
れ
て
他
字
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
図
１
、
２
）。
ま
た
は
、

二
字
の
空
間
を
共
有
さ
せ
て
合
文
処
理
す
る
場
合
も
あ
る
。
図
３
の
「
司
寇
」、

図
４
の
「
得
臣
」
が
そ
の
例
で
あ
る
。

　

三
字
印
五
七
〇
の
う
ち
、
本
作
で
效
法
し
た
、
三
字
を
横
に
並
べ
た
も
の
が

四
十
八
例
あ
る
。
当
然
字
形
は
更
に
縦
長
に
よ
り
緊
密
な
態
と
な
る
。
字
幅
を

圧
縮
し
て
腰
高
に
か
ま
え
、
図
６
の
「
長
、
邦
」、
図
７
の
「
阝
、
車
、
左
」

の
よ
う
に
、
筆
画
の
一
部
あ
る
い
は
脚
を
長
く
下
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
に
も
注
目
す
べ
き
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
偏
旁
の
位
置
の
移

動
で
あ
る
。

　

一
字
中
の
偏
旁
各
部
に
繁
簡
の
差
が
あ
る
場
合
、
そ
の
占
め
る
地
を
譲
り
合

っ
て
窮
屈
さ
を
解
消
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
一
般
に
「
挪
譲
」
と
い
い
、

漢
印
に
多
く
見
ら
れ
る
処
理
法
で
あ
る
。
偏
旁
の
一
部
分
の
相
譲
相
避
で
あ
る

が
、
古
璽
で
は
偏
旁
全
体
の
移
動
で
あ
る
。
馬
國
權
氏
は
「
挪
譲
」
と
区
別
し

て
こ
れ
を
「
挪
移
」
と
し
て
い
る
。
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挪
移
と
は
、
偏
旁
各
部
の
全
体
を
移
動
、
あ
る
い
は
入
れ
替
え
て
バ
ラ
ン
ス

を
整
え
る
こ
と
で
、
図
８
の
「
城
」
は
土
を
成
の
下
に
、
図
９
の
「
坤
」
は
土

を
申
の
左
下
に
、
図
⒑
の
「
胡
」
は
肉
を
古
の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
移
動
し
て
い

る
。
さ
ら
に
は
減
画
を
伴
う
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
図
⒑
、
⒒
の
「
椁
」
は
享
を
略

し
て
木
を
そ
の
下
に
移
動
し
、
図
２
、
12.
の
「
頭
」
は
頁
の
足
を
省
略
し
、
そ

の
下
に
豆
を
移
動
し
て
い
る
。

　

図
13.
の
「
豎
」
は
又
を
省
略
。
な
か
に
は
増
画
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
図
⒒

の
「
去
」
は
辵
を
追
加
し
て
い
る
。
図
14.
の
「
弟
」
の
下
、
図
15.
の
「
之
」
の

下
の
畳
点
は
補
空
の
役
割
で
あ
ろ
う
。
図
３
で
は
「
司
寇
」
合
文
を
表
し
て
い

る
。
図
16.
の
「
馬
」
の
下
の
畳
点
は
省
略
の
意
味
で
あ
ろ
う
、
竹
簡
に
も
こ
の

馬
足
を
略
し
た
形
が
多
く
見
ら
れ
る
。

　

挪
移
は
こ
れ
ら
三
字
印
に
限
ら
ず
、
古
璽
全
般
に
多
く
見
ら
れ
る
処
理
法
で

あ
る
。
先
秦
時
代
は
ま
だ
標
準
体
が
固
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
文
字
発
展
の
途
上

に
あ
る
た
め
、
比
較
的
自
由
に
挪
移
が
可
能
で
あ
る
。

　

本
作
「
虁
憐
蚿
」
は
戦
国
古
璽
の
章
法
を
基
に
し
た
が
、
甲
骨
文
を
選
択
し

た
た
め
、
古
璽
と
は
全
く
別
趣
の
も
の
と
な
っ
た
。

　

こ
の
三
字
に
は
古
璽
の
字
例
が
な
い
。
そ
れ
ら
し
く
作
字
す
る
こ
と
も
可
能

だ
が
、
あ
え
て
不
自
然
に
す
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、
古
璽
風
に
作
る
に
し
て

も
、
純
粋
な
古
璽
で
は
簡
素
に
過
ぎ
て
、
表
現
と
し
て
は
物
足
り
な
い
。
そ
こ
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で
、
金
文
の
味
を
少
し
ず
つ
融
会
し
て
動
き
を
出
す
の
で
あ
る
。
古
典
は
尊
重

す
る
が
、
古
典
の
再
現
の
み
に
終
わ
っ
て
し
ま
え
ば
作
品
と
し
て
働
き
が
な
い
。

　

む
し
ろ
、
特
徴
的
な
「
虁
」
の
字
形
を
生
か
し
て
、
金
文
調
を
強
く
押
し
出

し
た
ほ
う
が
生
き
る
。
結
果
、
更
に
遡
り
殷
代
の
調
子
で
ま
と
め
る
こ
と
に
な

っ
た
。

　
「
虁
」
は
、
殷
代
金
文
を
代
表
す
る
小
臣
艅
犠
尊
に
あ
る
形
で
、
角
が
あ
る

一
本
足
の
怪
獣
の
象
形
。
も
と
も
と
縦
長
の
字
形
な
の
で
好
都
合
。
角
と
脚
の

縦
線
を
シ
ャ
ー
プ
に
効
か
せ
て
生
き
生
き
と
。

　
「
憐
」
は
あ
え
て
長
脚
に
せ
ず
、
吊
り
上
げ
て
下
部
に
空
間
を
設
け
た
。
こ

れ
に
よ
り
、
左
右
の
二
字
が
ゆ
っ
た
り
と
縦
に
伸
び
る
。
文
字
の
中
心
軸
を
微

か
に
ず
ら
し
て
動
き
を
つ
け
た
。「
粦
」
は
両
足
を
開
い
た
人
体
に
鬼
火
を
加

え
た
形
で
、
西
周
中
期
の
金
文
に
見
ら
れ
る
。
心
に
し
た
が
う
「
憐
」
は
、
お

く
れ
て
東
周
の
石
鼓
文
に
登
場
す
る
。
心
単
体
の
字
形
は
甲
骨
文
に
は
な
く
、

わ
ず
か
に
「
文
」、「
慶
」
の
字
中
に
心
臓
の
形
が
描
か
れ
る
の
み
で
あ
る
。
そ

の
形
を
「
粦
」
の
下
部
に
置
く
。
前
述
の
揶
移
の
処
理
法
で
あ
る
。

　
「
蚿
」
は
説
文
逸
字
。
篆
体
が
な
い
の
で
、
近
体
に
し
た
が
っ
て
偏
旁
を
組

み
合
わ
せ
た
。
固
有
名
詞
な
の
で
や
む
を
得
な
い
。
疎
画
の
文
字
だ
が
、
偏
旁

を
左
右
に
置
く
と
収
め
に
く
い
。
そ
こ
で
、
挪
移
の
法
を
用
い
て
、「
虫
」
を

「
玄
」
の
下
部
に
移
す
。
ス
ッ
キ
リ
収
め
て
、「
虁
」
の
バ
ラ
ン
ス
と
呼
応
さ
せ

た
。

　

以
上
の
試
行
の
結
果
、
三
字
が
一
体
と
な
っ
た
、
シ
ン
メ
ト
リ
ー
な
表
情
を

作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
。

　

古
璽
の
三
字
横
列
印
の
章
法
の
狙
い
は
、
む
ら
な
く
均
布
し
て
整
然
と
み
せ

る
こ
と
に
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
、
疎
密
集
散
を
ね
ら
っ
た
。
空
間
を
適
処
に

配
し
、
効
果
的
に
呼
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
生
き
生
き
し
た
も
の
に

な
る
の
で
あ
る
。

　

甲
骨
文
や
金
文
で
作
印
す
る
場
合
、
古
例
が
な
い
の
で
、
戦
国
古
璽
の
様
式

を
手
掛
か
り
に
創
作
す
る
こ
と
に
な
る
。
文
字
の
布
置
の
按
配
や
、
挪
移
な
ど

の
処
理
法
、
古
色
も
含
め
て
参
考
す
べ
き
点
が
多
い
。
戦
国
古
璽
は
印
史
上
最

古
の
古
典
で
あ
り
な
が
ら
、
常
に
新
し
い
創
作
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
の

で
あ
る
。

・
印
文　
　
　
　

虁
憐
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縦
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双
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熊
珍
品
印
泥 　
　
　

 　
　
　

 



─ 30─

【
印
影
】
6.2
㎝
×
6.9
㎝


