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『
親
敵
討
腹
鞁
』
論

│
兎
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て

│

古　
　

庄　
　

る　
　

い

は
じ
め
に

　

安
永
六
年
（
一
七
七
七
）
に
朋
誠
堂
喜
三
二
は
恋
川
春
町
の
影
響
を
受

け
て
、
初
め
て
黄
表
紙
作
品
を
六
部
世
に
送
り
出
し
た
と
い
う
。
そ
の
う

ち
、
最
高
傑
作
と
評
さ
れ
て
き
た
の
が
『
親

お
や
の
か
た
き
う
て
や
は
ら
つ
づ
み

敵
討
腹
鞁
』
で
あ
る
。
鱗

形
屋
孫
兵
衛
版
で
上
下
二
巻
二
冊
。
作
中
の
画
は
恋
川
春
町
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

　
『
親
敵
討
腹
鞁
』
は
当
時
の
人
気
も
高
く
、
式
亭
三
馬
所
撰
名
作
二
十

三
部
の
一
つ
に
も
入
っ
て
い
る1

注

。「
か
ち
か
ち
山
」
の
絵
本
文
芸
の
比
較

に
お
け
る
先
行
研
究
と
し
て
は
、『
む
じ
な
の
敵
討
』
と
赤
本
『
兎
大
手

柄
』
の
比
較
、
あ
る
い
は
、
赤
本
、
青
本
・
黒
本
、
合
巻
、
豆
本
の
昔
話

「
か
ち
か
ち
山
」
を
絵
本
化
し
た
も
の
同
士
の
比
較2

注

は
さ
れ
て
き
た
よ
う

だ
が
、
こ
れ
ら
の
昔
話
に
沿
っ
た
絵
本
と
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
よ
う
な

黄
表
紙
の
パ
ロ
デ
ィ
作
品
と
の
比
較
研
究
は
現
段
階
で
は
あ
ま
り
行
わ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
昔
話
に
登
場
す
る
人
物
が
黄
表

紙
の
作
中
に
も
登
場
し
た
と
し
て
も
、
黄
表
紙
の
パ
ロ
デ
ィ
作
品
の
物
語

内
容
自
体
は
昔
話
の
と
大
き
く
異
な
る
為
に
、
内
容
比
較
を
す
る
こ
と
は

難
し
い
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
昔
話
に
沿
っ
た
作
品
と
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
た
作
品
に
お
い

て
、
共
通
し
て
登
場
す
る
特
定
の
動
物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
注
目
し
て
比

較
調
査
す
る
こ
と
は
、
当
時
の
江
戸
の
人
々
の
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
重
要
な
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　

本
稿
で
は
、
赤
本
『
兎
大
手
柄
』
と
黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』、
そ
し
て

黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
そ
れ
ぞ
れ
の
兎
を
比
較
し
、『
親
敵
討
腹
鞁
』

の
兎
が
こ
れ
ま
で
の
「
か
ち
か
ち
山
」
の
絵
本
の
兎
と
ど
の
よ
う
に
違
う

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

特
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
登
場
す
る
兎
の
性
格
と
肉
体
的
特
徴
に
着
目

し
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
特
有
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
明
ら
か
に
し
た
上

で
、
そ
れ
ら
が
当
時
の
江
戸
の
人
々
の
兎
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
ど
の
よ

う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

表
一
は
刊
行
年
、
性
格
、
肉
体
の
描
き
方
の
三
点
に
注
目
し
て
、
三
作
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品
の
中
に
登
場
す
る
兎
の
特
徴
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の

特
徴
に
お
け
る
分
析
に
つ
い
て
は
、
各
省
で
述
べ
て
い
く
。
な
お
、
表
の

刊
行
年
の
箇
所
は
『
草
双
紙
事
典
』（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
を

参
考
に
し
た
。

第
一
章　

性
格

　

本
章
で
述
べ
る
「
性
格
」
と
は
狭
義
的
な
も
の
で
、
い
わ
ゆ
る
兎
の
内

面
的
な
特
徴
の
こ
と
で
あ
る
。

　

黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』
の
兎
は
、
犬
や
猫
に
頼
ま
れ
て
「
お
れ
に
ま
か

せ
て
お
か
つ
し
ゃ
い
」「
こ
の
み
ゝ
な
が
の
も
の
さ
へ
き
い
て
き
の
ど
く

ひ
と
し
や
ん
の
こ
さ
ろ
う
」（
こ
の
耳
長
の
者
さ
へ
聞
い
て
気

の
毒
、
一
思
案
の
御
座
ろ
う

）
と
言
っ
て
婆
の
敵
討

ち
を
引
き
受
け
る
と
い
う
場
面
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
③
正
義
感
だ
け
で
な

く
、
頼
も
し
さ
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
物
語
の
後
半
は
『
兎
大

手
柄
』
と
同
様
、
狸
を
騙
し
つ
つ
敵
討
ち
を
す
る
こ
と
か
ら
、
④
賢
さ
や

狡
猾
さ
も
あ
る
。

　

そ
し
て
、
黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
は
子
狸
の
兎
へ
の
敵
討
ち
を

知
っ
た
後
、
身
の
安
全
を
祈
る
た
め
、
浅
草
観
音
に
詣
で
る
こ
と
か
ら
、

⑤
信
心
深
さ
が
伺
え
る
が
、
そ
の
直
後
に
「
尻
喰
ら
え
観
音
〳
〵
」
と
寺

の
階
を
下
り
る
と
こ
ろ
で
、
⑥
間
抜
け
な
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
本
来
信
心

深
く
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
表
に
は
記
載
し
な
か

っ
た
が
、
兎
が
仏
頼
み
で
あ
る
こ
と
、
中
田
屋
に
か
く
ま
う
よ
う
助
け
を

求
め
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
先
に
述
べ
て
き
た
赤
本
、
黒
本
の
「
か
ち
か
ち

山
」
の
兎
に
比
べ
る
と
、
頼
り
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
性
格
で
も
あ
る
と
言

え
る
。

表
一赤

本
『
兎
大
手
柄
』

黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』

黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鞁
』

刊行年

不
詳　

＊
赤
本:

宝
永
（
一
七
〇
四
年
〜
一
七
一
一
年
）
〜

享
保
年
間　
（
一
七
一
六
〜
一
七
三
六
年
）
頃

不
詳　

＊
黒
本
・
青
本:

延
享
元
年
（
一
七
四
四
年
）

　

〜
安
永
三
年
（
一
七
七
四
年
）

安
永
六
年
（
一
七
七
七
年
）
刊

性格

①
婆
の
敵
討
を
す
る

　

↓
正
義
感

②
狸
を
騙
す

　

↓
賢
さ
・
狡
猾
さ

③
猫
と
犬
に
頼
ま
れ
、
婆
の
敵
討
ち
を
引
き
受
け
る

　

↓
正
義
感
・
頼
も
し
さ

④
狸
を
騙
す

　

↓
賢
さ
・
狡
猾
さ

⑤
浅
草
観
音
に
身
の
安
全
を
願
う

　

↓
信
心
深
さ

⑥
尻
喰
ら
え
観
音
↓
間
抜
け
・
不
信
心

⑦
孝
心
の
為
に
自
ら
切
腹
す
る

　

↓
正
義
感

肉体

⑧
耳
が
滑
ら
か
な
曲
線

⑨
筋
肉
質
な
肉
体

⑩
頭
（
全
身
）
が
白
い

⑪
耳
周
り
が
ふ
さ
ふ
さ

⑫
筋
肉
質

⑬
丁
髷
が
あ
る

⑭
耳
周
り
が
ふ
さ
ふ
さ

⑮
細
身

⑯
頭
が
黒
い
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一
方
、
最
後
の
場
面
で
兎
が
子
狸
や
爺
の
息
子
軽
右
衛
門
の
孝
心
の
為

に
自
刃
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
⑦
心
根
の
優
し
さ
か
ら
く
る
正
義
感
が
伺
え

る
し
、
ま
た
、
中
田
屋
に
鵜
と
鷺
の
姿
に
な
っ
て
恩
返
し
を
す
る
と
こ
ろ

か
ら
は
人
情
味
が
伺
え
る
。

　

こ
こ
ま
で
三
作
品
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
で
、
共
通
点
と
相
違
点
が
見
え

て
き
た
。
三
作
品
と
も
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
正
義
感
で
あ

る
。
赤
本
『
兎
大
手
柄
』
と
黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』
で
共
通
す
る
の
が
賢

さ
・
狡
猾
さ
で
あ
る
。

　

相
違
点
と
し
て
は
、
黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
は
他
の
二
作
品
と

比
べ
る
と
、
全
体
的
に
頼
り
な
さ
を
感
じ
さ
せ
る
性
格
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
を
見
て
い
く
と
、
日
本
人
が
持
つ
兎
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の

イ
メ
ー
ジ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
ま
で
取

り
上
げ
て
き
た
点
に
つ
い
て
、
以
下
そ
れ
ぞ
れ
考
察
し
て
い
く
。

㈠
正
義
感

　

昔
話
「
か
ち
か
ち
山
」
の
兎
に
正
義
感
の
イ
メ
ー
ジ
が
与
え
ら
れ
て
い

る
と
い
う
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

石
上
七
鞘
氏
は
次
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
。

昔
話
「
か
ち
か
ち
山
」
の
分
布
は
全
国
的
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
日

本
人
に
は
普
及
し
た
口
承
文
芸
と
み
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
と
に

分
布
が
平
坦
農
村
つ
ま
り
水
田
耕
作
地
帯
を
占
め
て
い
る
点
で
、
兎

が
豆
を
食
う
の
に
悩
ま
さ
れ
る
畑
作
地
帯
と
異
な
っ
て
、
兎
の
害
に

悩
ん
で
い
な
い
土
地
で
は
、
兎
の
狡
猾
者
か
ら
一
転
し
て
正
義
漢
と

な
る
風
土
で
〈
か
ち
か
ち
山
〉
が
成
立
し
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
害
を
与
え
ぬ
水
田
地
帯
で
、
兎
は
悪
者
か
ら
善
行

を
す
る
も
の
に
転
化
し
え
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る3

注

。

　

こ
の
「
善
行
を
す
る
」
兎
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
、『
大
唐
西
域
記
』
に

収
め
ら
れ
た
、
兎
が
帝
釈
天
の
為
に
自
ら
火
の
中
に
飛
び
込
み
そ
の
身
を

さ
さ
げ
よ
う
と
し
た
仏
教
説
話
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
説
話
は

『
未
曾
有
経
』『
法
苑
珠
林
』『
塵
添

嚢
抄
』
に
も
あ
り
、
兎
に
関
す
る

民
俗
の
研
究
で
も
、
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る4

注

。
そ
し
て
、『
今
昔
物

語
集
』
巻
第
五
「
三
獣
行
菩
薩
道
、
菟
焼
身
語
第
十
三
」
に
も
こ
の
物
語

が
翻
案
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
説
話
に
登
場
す
る
兎
に
つ
い
て
、
鈴
木
健
一
氏
は
『
鳥
獣
虫
魚
の

文
学
史
』
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
兎
が
発
揮
し
た
自
己
犠
牲
の
精
神
を
も
っ
て
人
々
を
教

導
す
る
仏
教
的
な
姿
勢
も
認
め
ら
れ
よ
う
。（〈
人
の
心
の
鏡
〉）。
ま

た
、
兎
の
け
な
げ
さ
が
人
々
の
心
を
打
ち
、
人
間
に
と
っ
て
身
近
な

話
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
も
し
た
と
い
う
点
で
は
、
後
述
す
る
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
化
の
走
り
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
一
方
、
人
間

が
理
性
に
よ
っ
て
で
き
な
い
行
動
│
自
分
の
命
を
犠
牲
に
し
て
、
他

者
を
救
済
す
る
│
を
動
物
な
ら
し
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
気
持
ち
も
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
こ
に
は
、〈
神
へ
の
回
路
〉

と
も
、〈
自
然
の
力
〉
と
も
言
い
う
る
も
の
も
存
在
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る5

注

。

　

こ
の
論
か
ら
「
三
獣
行
菩
薩
道
、
菟
焼
身
語
第
十
三
」
に
登
場
す
る
兎

に
は
、
人
間
の
在
り
方
を
「
教
導
」
す
る
要
素
の
他
に
、
神
性
や
自
然
性

も
兼
ね
備
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
、
特
に
「
自
己
犠
牲

の
精
神
」
と
い
う
点
で
い
え
ば
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
が
子
狸
や
軽
右
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衛
門
の
為
に
自
ら
腹
切
り
す
る
場
面
を
連
想
さ
せ
る
。

　

ま
た
、「
善
行
を
す
る
」
兎
に
関
連
し
て
、
中
村
禎
里
氏
は
、
継
母
の

計
略
で
野
原
の
穴
に
生
き
埋
め
に
さ
れ
た
子
の
叔
父
が
そ
の
野
原
を
通
る

時
に
兎
が
飛
び
だ
し
、
そ
の
兎
を
射
損
ね
た
矢
を
拾
い
に
行
く
と
、
生
き

埋
め
に
さ
れ
た
男
の
子
を
見
つ
け
、
助
け
出
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
話

で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
六
「
陸
奥
国
府
官
大
夫
介
子
語
第
五
」

と
兎
皮
を
剥
が
し
た
大
和
男
が
皮
膚
病
を
患
う
話
で
あ
る
『
日
本
霊
異

記
』
上
巻
一
六
「
无
慈
心
剥
生
兎
皮
而
現
得
悪
報
縁
」
を
、「
善
の
象
徴

と
み
ら
れ
た
ウ
サ
ギ
の
説
話6

注

」
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

　

中
村
氏
が
挙
げ
た
こ
の
二
つ
の
説
話
は
兎
の
意
志
に
よ
る
と
こ
ろ
の
も

の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
話
で
兎
は
善
の
存
在
で
あ
り
、
正
義
に
属
す

る
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
兎
が
「
善
」
と
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
背
景
に
は
兎
が
白
い
動

物
だ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
す
る
説
が
あ
る
。
小
林
祥
次
郎
氏
は
「
白
い

動
物
は
祥
瑞
で
あ
る7

注

」
と
述
べ
て
お
り
、
中
村
氏
は
日
本
の
ノ
ウ
サ
ギ
の

多
く
が
、
日
照
時
間
と
気
温
し
だ
い
で
規
則
的
に
白
化
す
る
こ
と
を
指
摘

し
、「
日
本
の
ノ
ウ
サ
ギ
そ
の
も
の
が
、
瑞
兆
ひ
い
て
は
善
の
象
徴
と
み

な
さ
れ
た8

注

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
兎
に
正
義
感
（
善
）
を
イ
メ
ー
ジ
付
け
る
説
話
や
物
語
を

見
て
き
た
が
、
次
の
項
目
で
述
べ
る
㈡
賢
さ
・
狡
猾
さ
と
比
べ
る
と
、
兎

の
生
態
に
お
い
て
兎
が
正
義
の
生
き
物
で
あ
る
と
い
う
証
明
は
難
し
く
、

説
話
な
ど
、
想
像
の
中
で
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
付
け
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

し
か
し
、
説
話
に
お
い
て
「
正
義
」
や
「
善
」
の
動
物
と
し
て
扱
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
白
と

い
う
色
そ
の
も
の
に
黒
の
「
悪
」
に
対
す
る
「
善
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が

あ
り
、
小
林
氏
や
中
村
氏
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
白
色
の
身
体
を

持
つ
兎
も
「
正
義
」
や
「
善
」
の
動
物
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
の
が
有
力
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

㈡
賢
さ
・
狡
猾
さ

　

続
い
て
、
兎
の
賢
さ
・
狡
猾
さ
と
い
う
点
に
つ
い
て
検
証
す
る
。
小
林

氏
は
「
民
話
の
カ
チ
カ
チ
山
で
も
、
兎
は
、
正
義
で
も
あ
る
が
狡
猾
で
あ

る9
注

」
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
か
ち
か
ち
山
」
以
外
で
の
兎
が
賢
い
、
狡
猾
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

示
す
言
葉
や
物
語
は
、
兎
の
正
義
感
と
い
う
要
素
以
上
に
多
く
あ
る
。
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
「
か
ち
か
ち
山
」
以
外
の
兎
が
ど
の
よ
う
に
狡
猾
な
動

物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
見
て
い
く
。

　

ま
ず
、
狡
猾
な
兎
を
描
い
た
最
も
有
名
な
神
話
と
言
え
ば
、「
因
幡
の

素
兎
」
伝
説
で
あ
ろ
う
。

　

石
上
七
鞘
氏
は
兎
の
賢
さ
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
白
い
動
物
が
持
つ
吉

兆
、
霊
の
イ
メ
ー
ジ
が
賢
さ
と
繋
が
り
、
因
幡
の
白
兎
は
毛
色
が
白
い
こ

と
に
意
味
が
あ
り
、
鰐
ざ
め
を
欺
く
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
必
ず
し
も
悪

役
と
だ
け
で
は
説
明
し
き
れ
な
い10

注

と
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
白
兎
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
別
の
解
釈
も
あ
る
ら

し
い
。
今
橋
理
子
氏
は
『
古
事
記
』
で
は
「
素
菟
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
取
り
上
げ
、「
素
」
と
は
素
足
や
素
手
と
同
じ
よ
う
に
「
裸
」
を

意
味
す
る
こ
と
か
ら
、
因
幡
の
兎
は
毛
皮
を
剝
ぎ
取
ら
れ
た
状
態
の
兎
を

意
味
し
て
い
た11

注

と
述
べ
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
鰐
を
騙
し
て
島
か
ら
気
多
の
前
ま
で
渡
ろ
う
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と
し
た
と
い
う
狡
智
さ
は
、
兎
の
イ
メ
ー
ジ
を
あ
る
程
度
定
着
さ
せ
る
も

の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

　

次
に
、
因
幡
の
素
兎
以
外
の
物
語
に
も
注
目
す
る
。「
か
ち
か
ち
山
」

以
外
で
兎
が
登
場
す
る
昔
話
の
型
に
「
動
物
分
配
」
が
あ
る
。
関
敬
吾
氏

『
日
本
昔
話
大
成
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
）
に
よ
る
と
、
大
き
く
二

種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

　
〈
動
物
分
配
〉

A
狸
（
国
に
よ
っ
て
は
猿
）
と
兎
と
川
獺

と
あ
る
人
か
ら
塩
と
豆
と
小
豆
飯
（
藁
座
）
を
得
て
、
兎
の
発
案
に

よ
り
三
匹
で
わ
け
あ
う
。
川
獺
は
塩
、
兎
は
豆
、
あ
と
も
う
一
匹
は

小
豆
ご
飯
か
茣
蓙
を
も
ら
う
。
し
か
し
川
獺
と
狸
（
ま
た
は
猿
）
は

そ
の
得
た
も
の
で
そ
れ
ぞ
れ
失
敗
を
す
る
。
兎
が
一
人
豆
を
得
て
得

を
し
て
い
る
と
抗
議
し
に
行
く
と
、
兎
は
食
べ
た
豆
の
殻
を
自
分
の

体
に
く
っ
つ
け
て
、
出
来
物
（
疱
瘡
、
蕁
麻
疹
）
に
な
っ
た
と
い
っ

て
、
残
り
の
二
匹
を
欺
く
。

福
岡
、
高
知
、
愛
媛
、
広
島
、
岡
山
、
鳥
取
、
兵
庫
、
京
都
、
滋

賀
、
岐
阜
、
福
井
、
石
川
、
新
潟
＊
福
島
で
は
兎
自
身
も
失
敗
し
て

い
る
。

B
狐
と
狸
と
兎

狐
が
得
物
（
重
箱
の
中
身
）
を
分
配
す
る
際
に
、
知
恵
を
働
か
せ
中

に
入
っ
て
い
た
手
紙
を
読
み
上
げ
、
他
の
二
匹
よ
り
も
多
く
取
り
分

を
持
つ
話
。
福
岡
、
大
阪
、
京
都
、
滋
賀
、
山
梨
、
新
潟12

注

　

動
物
分
配
の
内
、
A
は
兎
の
狡
猾
さ
を
表
し
て
い
る
物
語
の
例
と
言
え

る
。
た
だ
し
、
B
の
よ
う
に
他
の
動
物
と
共
に
騙
さ
れ
る
側
と
し
て
も
描

か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

　

ま
た
、
狡
猾
な
兎
が
登
場
す
る
昔
話
と
し
て
、
先
述
し
た
「
兎
と
熊
」

が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
「
か
ち
か
ち
山
」
に
お
い
て
狸
が
兎
に
騙
さ
れ

て
火
傷
を
す
る
場
面
か
ら
土
船
に
乗
っ
て
溺
死
す
る
ま
で
の
場
面
と
同
じ

内
容
で
、
狸
の
代
わ
り
に
熊
が
騙
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
関
氏
に

よ
る
と
、
青
森
県
三
戸
郡
や
岩
手
県
岩
手
郡
、
福
島
県
南
会
津
郡
、
長
野

県
下
水
内
郡
、
新
潟
県
北
魚
沼
郡
な
ど
に
こ
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
と
い

う13
注

。

　

こ
こ
ま
で
、
兎
の
狡
猾
さ
に
関
わ
る
話
を
ま
と
め
て
き
た
が
、
こ
れ
ら

の
他
に
「
狡
兎
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
と
い
う
。
小
林
氏
に
よ
る
と
、

「
聴
覚
が
鋭
く
、
田
畑
を
荒
ら
し
、
足
が
速
く
、
多
産
で
あ
る
こ
と
な
ど

か
ら
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
空
海
の
『
三
教
指
帰
』（
下
）
に
、『
缺
け
た

る
歯
疎
そ
か
に
し
て
狡
兎
の
唇
の
若
し
』
と
あ
る14

注

」
と
い
う
。

　
『
故
事
・
俗
信
・
こ
と
わ
ざ
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
狡
兎
と
い
う
言
葉

を
使
っ
た
も
の
と
し
て
は

　
「
狡
兎
三
窟
」「
狡
兎
死
し
て
走
狗
烹
ら
る
」「
狡
兎
尽
き
て
良
犬
烹
ら

る
」
の
三
つ
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い

る
。

　
〈
狡
兎
三
窟
（
さ
ん
く
つ
）〉

　

・ 

兎
は
い
ざ
と
い
う
と
き
の
た
め
に
多
く
の
逃
げ
道
を
用
意
し
て
お
く

と
い
う
こ
と
。
用
心
深
い
こ
と
を
た
と
え
て
い
う
。
出
典
「
狡
兎
有

二
三
窟
一
、
僅
レ
免
ニ
其
死
一
耳
」〔
戦
国
策
│
斉
策
・
閔
王
〕

　

・ 

狡
兎
死
（
し
）
し
て
走
狗
（
そ
う
く
）〔
良
狗
（
り
ょ
う
く
〕
烹

（
に
）
ら
る
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獲
物
の
兎
を
捕
ら
え
ら
れ
て
死
ね
ば
、
猟
犬
は
不
用
と
な
り
、
煮
て

食
わ
れ
る
。
敵
国
が
滅
び
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
て
が
ら
の
あ
っ
た
智
謀

の
家
臣
は
邪
魔
に
さ
れ
て
殺
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
た
と
え

て
い
う
。

　

・ 

狡
兎
尽
き
て
良
犬
烹
ら
る
↓
飛
鳥
（
ひ
ち
ょ
う
）
尽
き
て
良
弓
蔵

る
。「
狡
兎
尽
き
て
良
犬
烹
ら
れ
、
飛
鳥
尽
き
て
良
弓
蔵
め
ら
る
る

の
如
く
」〔
伎
・
会
稽
源
氏
雪
白
旗
│
中
幕
〕
出
典
「
狡
兎
尽
即
良

犬
烹
、
敵
国
滅
則
謀
臣
亡
」〔
韓
非
子
│
内
儲
説
・
下
〕「
蜚
鳥
尽
良

弓
蔵
、
狡
兎
死
走
狗
烹
」〔
史
記
│
越
王
勾
践
世
家15

注

〕

　

一
つ
目
に
挙
げ
た
「
狡
兎
三
窟
」
に
つ
い
て
、
南
方
熊
楠
は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

『
本
草
綱
目
啓
蒙
』〔
小
野
蘭
山　

享
和
三
年
〜
文
化
三
年
（
一
八
〇

三
〜
一
八
〇
六
刊
）
に
兎
の
性
狡
に
し
て
棲
所
の
穴
そ
の
道
一
な
ら

ず
、
猟
人
一
道
を
堙
れ
ば
他
道
に
遁
れ
去
る
、
故
に
『
戦
国
策
』
に

（
狡
兎
三
窟
あ
り
わ
ず
か
に
そ
の
死
を
免
れ
得
る
の
み
）
と
い
う
。

兎
は
後
脚
が
長
く
て
す
こ
ぶ
る
迅
く
走
り
そ
の
毛
色
が
住
所
の
土
や

草
の
色
と
至
っ
て
紛
ら
わ
し
き
上
に
至
っ
て
黠
く
、
細
心
し
て
観
察

し
た
人
の
説
に
そ
の
狡
智
狐
に
駕
す
と
い
う16

注

。

　

ま
た
、『
和
漢
三
才
図
会
』
に
も
兎
の
異
種
と
し
て
、「
狡
兎
」
が
い
た

こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

『
本
草
綱
目
』（
獣
部
、
獣
類
、
貘
〔
付
録
〕）
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

狡
兎
は
毘
吾
山
（『
山
海
経
』）
に
生
棲
す
る
。
形
は
に
似
て
い
て
雄

は
黄
色
、
雌
は
白
色
。
丹
石
銅
鉄
を
食
べ
る
。
昔
呉
王
の
武
庫
の
兵

器
が
み
な
尽
き
た
と
き
、
土
を
掘
る
と
二
兎
を
得
た
。
一
は
白
色
で

一
は
黄
色
で
あ
っ
た
。
腹
中
の
腎
・
肝
は
み
な
鉄
で
あ
っ
た
。
こ
れ

を
取
っ
て
鋳
て
剣
と
し
た
が
、
玉
が
泥
の
よ
う
に
す
ぱ
す
ぱ
と
切
れ

た
、
と
。『
五
雑
組
』
に
、「
狡
兎
は
鷹
が
襲
い
か
か
っ
て
く
る
と
仰

む
き
に
臥
し
て
足
で
爪
を
つ
ん
ざ
き
こ
れ
を
裂
く
。
鷹
は
即
死
す

る
」（
物
部
一
）
と
あ
る17

注

。

　

赤
田
光
男
氏
に
よ
る
と
、「
狡
兎
は
あ
る
時
は
巧
妙
に
逃
げ
、
ま
た
あ

る
時
は
勇
敢
に
戦
う
兎
と
し
て
認
識
さ
れ
、
戦
士
の
戦
さ
の
道
理
に
も
採

用
さ
れ
た18

注

」
と
い
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
狡
兎
」
と
い
う
言
葉
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う

に
、
兎
の
狡
猾
な
イ
メ
ー
ジ
の
も
と
は
、
兎
の
生
態
に
由
来
す
る
と
言
え

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
神
話
や
昔
話
だ
け
で
な
く
、

俗
諺
な
ど
に
も
多
く
狡
猾
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

㈢
間
抜
け
・
不
信
心
・
頼
り
な
さ

　

最
後
に
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
に
見
ら
れ
る
間
抜
け
さ
、
不
信
心
な

ど
か
ら
く
る
、
全
体
的
な
頼
り
な
さ
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。　

　

ま
ず
、
間
抜
け
な
性
格
を
表
わ
す
物
語
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
取
り
上
げ

た
「
因
幡
の
素
兎
」
と
「
動
物
分
配
」
の
昔
話
の
B
パ
タ
ー
ン
を
取
り
上

げ
る
。

　
「
因
幡
の
素
兎
」
で
は
、
鰐
を
欺
い
て
気
多
の
岬
へ
渡
り
終
え
る
あ
と

少
し
の
所
で
、
事
実
を
鰐
に
伝
え
て
し
ま
う
点
は
、
兎
の
抜
け
た
部
分
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
鰐
に
毛
を
剥
が
さ
れ
た
後
、
大
国
主
神
の

兄
弟
に
騙
さ
れ
て
身
体
の
皮
膚
を
傷
め
て
苦
し
む
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
簡

単
に
騙
さ
れ
て
し
ま
う
間
抜
け
さ
が
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
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ろ
う
か
。

　

も
う
一
つ
の
「
動
物
分
配
」
の
昔
話
の
B
パ
タ
ー
ン
の
内
容
は
先
に
記

し
た
通
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
神
話
、
物
語
の
中
で
の
兎
の
間
抜
け
さ
は
、
最
後
に
気
を
抜

く
、
あ
る
い
は
他
者
に
騙
さ
れ
て
損
を
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　
『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
の
間
抜
け
さ
の
場
合
に
は
、
こ
の
後
に
述
べ
る

「
尻
喰
ら
へ
観
音
」
と
関
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
せ
っ
か
く
浅
草
観
音

に
頼
ん
で
身
の
安
全
を
願
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
帰
り
の
行
動
で
無

駄
に
な
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
間
抜
け
な
要
素
が
あ
る
。
神
話
や
物
語
と

全
く
同
じ
質
の
間
抜
け
な
要
素
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
兎
が
間
抜
け
で

あ
る
と
い
う
弱
い
要
素
を
持
つ
イ
メ
ー
ジ
に
間
接
的
な
影
響
を
与
え
て
い

る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、
不
信
心
、
全
体
的
な
頼
り
な
さ
に
つ
い
て
「
尻
喰
ら
へ
観
音
」

と
い
う
言
葉
に
注
目
し
て
み
る
。『
親
敵
討
腹
鞁
』
で
は
、
観
音
に
参
拝

し
た
後
、
階
を
降
り
る
時
に
兎
が
こ
の
言
葉
を
口
に
す
る
。

　

小
林
氏
は
「
尻
喰
ら
へ
観
音
」
の
語
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
紹
介
し

て
い
る
。

「
尻
喰
ら
え
観
音
」
と
い
う
諺
が
、『
玉
塵
抄
』
一
五
六
三
（
四
〇
）

以
下
に
見
え
る
。
困
っ
た
時
の
恩
を
忘
れ
る
こ
と
に
言
う
。『
後
撰

夷
曲
集
』（
夷
歌
式
・
一
七
一
五
・
注
）
に
、「
こ
の
尻
喰
ら
へ
観
音

と
い
ふ
こ
と
は
、
兎
、
前
足
の
短
け
れ
ば
、
下
り
坂
に
は
過
ち
な
き

や
う
に
と
観
音
を
頼
み
奉
り
、
上
り
坂
の
時
は
我
が
得
手
に
な
る
に

任
せ
、
さ
言
ひ
て
走
る
由
、
古
来
よ
り
世
話
（
諺
）
な
り
」
と
あ

る
。
貝
原
益
軒
『
大
和
本
草
』（
一
六
）
に
「
前
足
短
キ
故
、
上
リ

坂
ヲ
喜
ビ
下
リ
坂
ヲ
畏
ル
ト
云
フ
」
と
あ
り
、
人
見
必
大
『
本
朝
食

鑑
』
に
も
、
前
足
は
短
く
て
山
を
上
る
に
は
捷
軽
で
あ
る
が
、
山
を

下
る
に
は
や
や
劣
る
、
と
あ
る19

注

。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、「
尻
喰
ら
へ
観
音
」
の
言
葉
の
由
来
は
兎
の
肉
体
的

特
徴
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

こ
の
他
、「
尻
喰
ら
へ
観
音
」
と
似
た
言
葉
と
し
て
、「
兎
の
上
り
坂
」

や
「
兎
の
股
引
き
」
と
い
う
兎
に
因
ん
だ
諺
も
あ
る20

注

。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
語
か
ら
当
時
は
不
信
心
で
あ
る
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
や
、
事
の
前
は
良
く
て
も
事
が
終
わ
る
と
頼
り
に
な
ら
な
い
と
い
っ

た
イ
メ
ー
ジ
が
兎
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
中
山
右
尚
氏
は
喜
三
二
が
作
中
に
「
尻
喰
ら
へ
観
音
」
を
用
い

た
こ
と
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
上
り
下
り
が
、（
三
）
の
場
合
と
逆
（
観
音

堂
の
階
段
を
降
り
る
時
に
「
し
り
く
ら
え
」
と
い
っ
た
の
だ
か
ら
）
だ

が
、
そ
れ
を
措
い
て
考
え
て
見
る
と
、
双
方
は
実
に
よ
く
似
て
い
る
。
作

者
は
ま
た
こ
の
語
源
説
の
如
き
を
も
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か21

注

」
と
述
べ

て
い
る
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
当
時
の
様
々
な
用
例
や
類
語
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
し
て
、
喜
三
二
が
こ
の
言
葉
の
語
源
を
あ
る
程
度
知
っ
て
い
た

可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
付
け
に

お
い
て
、
こ
の
「
尻
喰
ら
へ
観
音
」
と
い
う
言
葉
は
重
要
な
要
素
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
赤
本
『
兎
大
手
柄
』
と
黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』、
黄
表
紙

『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
三
作
品
に
お
け
る
兎
の
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
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た
。
赤
本
『
兎
大
手
柄
』
と
黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』
は
昔
話
「
か
ち
か
ち

山
」
の
物
語
絵
本
で
あ
る
為
に
、
両
作
品
に
お
い
て
大
き
な
性
格
の
違
い

は
な
い
が
、
や
は
り
改
作
で
あ
る
『
親
敵
討
腹
鞁
』
と
比
較
す
る
と
前
の

二
作
品
と
の
兎
の
性
格
の
違
い
は
大
き
い
。

　

こ
こ
で
改
め
て
そ
の
違
い
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
前
の
二
作
品
の
方
に

は
正
義
感
だ
け
で
な
く
、
賢
さ
や
狡
猾
さ
が
あ
る
。
一
方
の
『
親
敵
討
腹

鞁
』
の
兎
に
は
、
そ
の
賢
さ
、
狡
猾
さ
の
内
、
特
に
狡
猾
さ
と
い
う
性
格

が
抜
け
て
お
り
、
代
わ
り
に
間
抜
け
さ
や
不
信
心
と
い
っ
た
頼
り
な
さ
が

加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
面
だ
け
で
な
く
、

狸
や
軽
右
衛
門
の
孝
道
を
立
て
る
た
め
、
自
ら
腹
を
掻
き
切
る
と
い
う
、

義
理
人
情
に
厚
い
要
素
も
あ
る
。

　

和
田
博
通
氏
は
従
来
の
草
双
紙
の
傾
向
に
つ
い
て
、「
お
伽
話
な
ど
の

民
間
説
話
に
取
材
し
た
草
双
紙
に
は
素
朴
な
教
訓
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
多
か
っ
た
し
、
時
代
物
の
演
劇
を
世
界
と
す
る
も
の
で
は
、
忠
・

孝
な
ど
の
封
建
道
徳
に
基
づ
く
行
状
が
讃
美
さ
れ
て
い
る22

注

」
と
述
べ
た
上

で
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
作
品
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

物
語
の
展
開
の
中
に
現
れ
る
孝
・
忠
・
信
と
い
っ
た
封
建
的
徳
目

も
、
徹
底
的
に
戯
画
化
・
卑
俗
化
し
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
積

極
的
に
鼓
吹
す
る
こ
と
は
意
図
的
に
避
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
一
切
の
夾
雑
物
を
排
し
て
、
純
粋
の
滑
稽
性
の
み

を
追
求
す
る
こ
と
が
こ
の
作
品
の
目
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
は　

作
者
喜
三
二
の
無
思
想
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
決

し
て
な
い
。
先
行
文
学
の
思
想
性
を
無
批
判
に
継
承
す
る
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
の
一
切
│
特
に
封
建
道
徳
の
讃
美
│
を
拒
絶
す
る
と
い

う
威
勢
は
、
喜
三
二
自
身
の
思
想
性
が
間
接
的
な
形
で
現
れ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
青
本
・
黒
本
と
の
決

定
的
な
相
違
が
存
し
た
の
で
あ
る23

注

。

　
『
兎
大
手
柄
』
の
兎
の
賢
さ
や
狡
猾
さ
に
は
、
兎
の
生
態
と
い
う
現
実

的
な
も
の
や
、
和
田
氏
が
述
べ
る
「
教
訓
性
」
や
「
封
建
的
徳
目
」
と
い

っ
た
、
近
世
に
お
け
る
道
徳
的
な
も
の
が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
反
映
さ
れ
て

い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
根
底
に
は
鈴
木
氏
が
指
摘
し
た
、「〈
畏

怖
〉
の
念24

注

」
に
支
え
ら
れ
た
動
物
の
神
性
や
自
然
性
と
い
う
も
の
と
の
繋

が
り
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
人
間
と
は
違
う
と
い
う
一
種
の
冷
た
さ
も

感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
の
、
頼
り
な
い
が
、
義
理
人
情

に
厚
い
と
こ
ろ
は
、「
か
ち
か
ち
山
」
の
兎
よ
り
も
不
完
全
で
人
間
ら
し

さ
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
尻
喰
ら
へ
観
音
」
に
お
け
る
、
間
抜
け
さ
が
滑

稽
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
腹
切
り
と
い
う
本
来
シ

リ
ア
ス
で
も
あ
り
、
人
情
的
な
場
面
で
も
あ
っ
て
も
、
腹
か
ら
鵜
と
鷺
が

飛
び
立
つ
と
い
っ
た
趣
向
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
お
か

し
み
が
生
ま
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
田
氏
の
述
べ
る
『
親
敵
討
腹
鞁
』

の
「
純
粋
な
滑
稽
性
」
は
、
兎
の
性
格
に
も
表
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
作
品
に
は
、
社
会
批
判
や
当
時
の
政
治
風
刺
と
い
っ
た
戯
作
に
し

ば
し
ば
取
り
込
ま
れ
る
ブ
ラ
ッ
ク
ユ
ー
モ
ア
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
本
来

道
徳
的
で
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
場
面
も
、
動
物
の
特
性
を
活
か
し
た
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
を
持
ち
出
す
事
で
、
そ
れ
を
諧
謔
的
で
滑
稽
な
場
面
に
塗
り
替
え

て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
教
訓
的
で
真
面
目
な
昔
話
を
ど
こ
ま
で
ユ
ー

モ
ア
に
で
き
る
の
か
と
い
う
喜
三
二
の
挑
戦
な
の
で
あ
っ
た
。
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第
二
章　

肉
体
的
特
徴

　

本
章
で
は
絵
本
に
描
か
れ
る
兎
の
肉
体
的
特
徴
に
つ
い
て
、
身
体
の
肉

付
き
と
頭
部
に
注
目
し
て
、
赤
本
『
兎
大
手
柄
』、
黒
本
『
か
ち
〳
〵

山
』、
黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
三
作
品
を
中
心
に
比
較
す
る
。

　

こ
れ
ら
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
赤
本
か
ら
黄
表
紙
に
か
け
て
、
ど

の
よ
う
に
兎
の
描
か
れ
方
が
変
化
し
た
の
か
、
そ
こ
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

化
、
擬
人
化
す
る
過
程
が
見
ら
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
。

㈠
肉
付
き

　

兎
の
肉
付
き
に
つ
い
て
注
目
す
る
。
表
二
の
上
の
二
つ
に
比
べ
る
と
、

『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
は
全
体
的
に
細
身
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の

差
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で
は
絵
師
の
描
き
方
の
特
徴
が
表
れ
て
い
る
こ

と
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。『
兎
大
手
柄
』
の
兎
の
描
写
に
つ
い
て
、
神

立
幸
子
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
の
顔
と
人
間
の
肌
は
白
い
の
で
す
が
、
筋
肉
の
盛
り
あ
が
る
か
ら

だ
つ
き
は
ま
っ
た
く
兎
ら
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
筋
骨
た
く
ま

し
い
お
と
な
が
兎
と
狸
の
頭
を
つ
け
て
役
ど
こ
ろ
を
演
じ
て
い
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
芝
居
か
ら
発
想
さ
れ
た
描
き
方
で
し
ょ
う
。
そ
の

表
現
は
、
絵
本
の
絵
が
芝
居
（
絵
）
か
ら
離
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
こ
の
作
品
は
、
そ
の
特
徴
が
著
し
く
表
れ
て
い
る
例
と

い
え
ま
す25

注

。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、『
兎
大
手
柄
』
の
絵
を
誰
が
描
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
そ
の
画
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
瀬
田
貞
二
氏

に
よ
れ
ば
、
赤
本
は
作
者
が
画
も
手
掛
け
て
お
り
、
赤
本
の
画
家
の
代
表

表
二　

兎
の
肉
付
き
の
比
較

赤
本
『
兎
大
手
柄
』

黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』

黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鞁
』

大東急記念文庫蔵

（公財）東洋文庫蔵

東京都立中央図書館特別文庫
室所蔵



─ 43 ─

と
し
て
は
近
藤
清
春
、
羽
川
珍
重
、
西
村
重
長
、
奥
村
政
信
、
鳥
居
清
満

ら
が
い
る26

注

。

　

そ
し
て
、
近
藤
清
春
以
外
は
鳥
居
派
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
し
て
い

る
。
鳥
越
信
氏
に
よ
る
と
、
鳥
居
派
は
当
時
芝
居
絵
を
専
業
と
し
て
お

り
、
赤
本
が
登
場
し
た
頃
、
全
盛
期
に
あ
っ
た27

注

。
ま
た
瀬
田
氏
は
、
鳥
居

派
に
属
さ
な
か
っ
た
近
藤
清
春
も
「
江
戸
の
人
で
、
筆
耕
と
も
い
い
、
芝

居
の
看
板
絵
も
描
い
た28

注

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
神
立
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
赤
本
『
兎
大
手

柄
』
も
芝
居
絵
の
画
風
が
残
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
鳥
越
氏
に
よ
る
と
、
黒
本
・
青
本
時
代
も
目
立
っ
た
絵
師
は
鳥

居
清
倍
や
鳥
居
清
経
と
い
っ
た
鳥
居
派
で
あ
っ
た29

注

。
し
た
が
っ
て
、
黒
本

『
か
ち
〳
〵
山
』
の
兎
の
身
体
が
筋
肉
質
で
あ
る
の
も
同
様
の
理
由
と
考

え
ら
れ
る
。

　

一
方
の
『
親
敵
討
腹
鞁
』
は
勝
川
春
章
の
影
響
を
受
け
た
恋
川
春
町
の

画
風
に
よ
る
も
の
。
前
の
二
つ
の
作
品
に
比
べ
る
と
よ
り
繊
細
な
体
つ
き

で
描
か
れ
て
い
る30

注

。

　

黄
表
紙
が
刊
行
さ
れ
る
少
し
前
の
時
代
か
ら
、
絵
暦
を
き
っ
か
け
と
し

て
生
ま
れ
た
錦
絵
が
世
に
出
て
、
鈴
木
春
信
（
一
七
二
五
頃
〜
七
〇
年
）

や
勝
川
春
章
（
一
七
二
六
〜
九
二
年
）
と
い
っ
た
美
人
画
風
の
画
家
が
活

躍
し
て
い
た
。
浮
世
絵
に
お
い
て
大
き
な
変
革
期
を
迎
え
て
い
た
か
ら
こ

そ
、
黄
表
紙
の
画
が
こ
れ
ま
で
の
鳥
居
派
の
影
響
を
受
け
た
赤
本
・
黒
本

の
絵
の
よ
う
な
画
風
と
は
異
な
る
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

し
た
が
っ
て
、
赤
本
『
兎
大
手
柄
』
と
黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎

の
肉
付
き
の
違
い
は
、
絵
師
の
画
風
の
違
い
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の

で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
赤
本
『
兎
大
手
柄
』
の
兎
が
筋
骨
隆
々
と
し
た
芝
居
絵
風
の

姿
で
描
か
れ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
兎
が
物
語
の
中
で
も
狸
を
倒
す
英
雄
的

存
在
だ
か
ら
こ
そ
だ
と
も
言
え
る
。『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
は
主
人
公
で

あ
り
、
義
理
堅
く
優
し
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
で
は
あ
る
が
、
狸
を
倒
す
な
ど

力
強
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
描
か
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
狸
や
中
田
屋
よ

り
も
華
奢
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
各
作
品
の
兎
の
絵
の
肉
付
き
の
違
い
は
、
画
風

の
違
い
が
前
提
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
反
映
し
た
も
の
で
も
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
。

㈡
頭
部

　

続
い
て
、
頭
部
に
つ
い
て
比
較
し
て
い
く
。
表
三
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
兎
の
作
品
を
見
て
い
く
と
、
赤
本
『
兎
大
手
柄
』（
画
面
左
上
）
で

は
頭
が
白
く
、
耳
も
他
の
二
作
品
と
比
べ
る
と
短
め
で
あ
る
が
形
全
体
は

滑
ら
か
な
曲
線
で
あ
る
。
黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』（
画
面
右
）
で
は
白
い

頭
に
髷
が
描
か
れ
て
お
り
、
耳
も
ふ
さ
ふ
さ
と
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、『
親
敵
討
腹
鞁
』（
画
面
右
上
）
の
場
合
は
そ
の
物
語
の

筋
書
き
上
、
特
殊
な
設
定
と
し
て
頭
が
黒
く
描
か
れ
て
い
る
ら
し
い
。

　

ま
ず
耳
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
表
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
滑
ら
か
な
曲

線
で
描
く
場
合
と
耳
の
裏
を
ふ
さ
ふ
さ
さ
せ
て
描
く
場
合
が
あ
る
よ
う

だ
。
こ
れ
も
画
工
の
画
風
の
違
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

赤
本
『
兎
大
手
柄
』
と
全
く
同
じ
よ
う
な
形
で
は
無
い
は
、『
鳥
獣
戯

画
』
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
十
二
世
紀
に
描
か
れ
た
も
の
で
、
動
物
が
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描
か
れ
た
絵
と
し
て
は
特
に
古
い
も
の
で
あ
る
が
、
兎
の
耳
の
先
端
は
黒

く
塗
ら
れ
て
い
る
。
安
村
敏
信
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
エ
チ
ゴ
ウ
サ
ギ
の

特
徴
で
毛
が
生
え
変
わ
っ
て
も
「
耳
介
の
先
端
だ
け
は
夏
冬
を
通
じ
て
黒

い
」
の
で
、
そ
れ
を
描
い
て
い
る
の
だ
と
い
う31

注

。

　

一
方
の
黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』
と
黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鼓
』
の
耳
は
ふ

さ
ふ
さ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
耳
の
兎
は
ど
の
時
代
か
ら
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。

　

絵
画
の
中
で
特
に
古
い
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
室
町
時
代
に
制
作
さ
れ

た
と
い
う
『
十
二
類
合
戦
絵
巻
』
の
兎
で
あ
る
。
耳
の
右
側
が
毛
羽
立
っ

て
い
る
。
ま
た
、
版
本
『
獣
太
平
記
』（
寛
文
年
間
刊
）
に
描
か
れ
て
い

表
三　

兎
の
頭
部
の
比
較

赤
本
『
兎
大
手
柄
』

黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』

黄
表
紙
『
親
敵
討
腹
鼓
』

大東急記念文庫蔵

（公財）東洋文庫蔵

東京都立中央図書館特別文庫
室所蔵

黒
本
『
む
か
し
〳
〵
御
存
じ
の
兎
』

合
巻
『
腹
鼓
狸
忠
信
』

（公財）東洋文庫蔵

東京大学総合図書館所蔵資料
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る
兎
の
耳
も
ふ
さ
ふ
さ
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』
と
近
い
年
代
に
刊
行
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
富
川
房
信
畫
の
黒
本
『
む
か
し
〳
〵
御
ぞ
ん
じ
の
兎
』（
一
七
七
一
年

刊
）
の
耳
は
『
兎
大
手
柄
』
と
同
様
滑
ら
か
な
曲
線
で
描
か
れ
て
い
る

が
、
よ
り
シ
ャ
ー
プ
な
形
に
な
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
黄
表
紙
の
後
代
の
作
品
で
あ
る
式
亭
三
馬
の
合
巻
『
腹
鼓
狸
忠

信
』（
一
八
〇
九
年
）
の
耳
を
見
る
と
、
兎
の
耳
先
は
襞
の
よ
う
に
波
う

ち
、
よ
り
実
際
の
兎
に
寄
せ
て
描
か
れ
て
お
り
、
他
の
作
品
に
登
場
す
る

兎
と
は
ま
た
異
な
っ
た
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
兎
の
耳

の
形
は
南
蘋
画
風
で
描
か
れ
た
兎
の
耳
と
似
て
い
る
。

　

安
村
氏
は
、
十
八
世
紀
伝
来
の
南
蘋
画
風
と
「
円
山
応
挙
に
よ
る
写
生

的
な
兎
図
の
成
立
」
が
十
八
世
紀
以
降
の
兎
図
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
も

指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
合
巻
の
画
工
も
直
接
こ
れ
ら
の
影
響
を
受
け
た

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
よ
り
写
実
的
に
描
か
れ
る
風
潮
に

影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
ま
で
い
く
つ
か
兎
の
耳
の
描
き
方
を
見
て
き
た
が
、
草
双
紙
に
お

い
て
、
時
代
に
よ
っ
て
描
き
方
を
区
分
け
す
る
の
は
難
し
い
と
考
え
る
。

た
だ
し
、
兎
を
物
語
の
登
場
人
物
と
し
て
描
く
に
あ
た
っ
て
は
様
々
な
デ

フ
ォ
ル
メ
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　

次
に
、
頭
の
部
分
に
注
目
す
る
。
表
三
で
分
か
る
よ
う
に
、
赤
本
『
兎

大
手
柄
』
の
頭
は
た
だ
白
い
だ
け
で
野
生
の
兎
の
頭
が
そ
の
ま
ま
描
か
れ

て
い
る
と
い
っ
た
形
で
あ
る
が
、
黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』
で
は
頭
に
髷
が

描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
趣
向
は
『
か
ち
〳
〵
山
』
特
有
の
も
の
で
は
な

く
、
同
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
『
む
か
し
〳
〵
御
ぞ
ん
じ
の
兎
』
の
兎
に
も

共
通
す
る
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
黒
本
の
影
響
を
受
け
て
か
、
合
巻
『
腹
鼓
狸

忠
信
』
の
兎
に
も
髪
が
描
か
れ
て
い
る
。
兎
の
頭
に
髷
を
描
く
よ
う
に
な

っ
た
の
は
い
つ
か
ら
な
の
か
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
お
よ
そ

黒
本
時
代
か
ら
主
流
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

髷
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
動
物
が
人
間
の
姿
に
よ
り
近
付
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
神
立
氏
は
「
自
然
な
る
動
物
が
衣
装
を
着
け
る
の
は
人

為
的
な
も
の
で
身
を
装
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
さ
に
人
間
が
織
り
あ

げ
て
き
た
文
化
的
表
現
と
い
え
る32

注

」
と
述
べ
て
い
た
が
、
髷
に
も
同
じ
事

が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
ま
で
は
兎
の
頭
に
人
間
の
身
体
を
組
み

合
わ
せ
た
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
が
、
髷
を
描
く
こ
と
は
神
立
氏
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、「
動
物
を
擬
人
化
す
る
視
覚
上
の
技
法
」
の
一
つ
で
あ
り
、

「
兎
」
そ
の
も
の
か
ら
「
兎
」
の
顔
を
し
た
一
人
の
登
場
人
物
へ
と
段
階

が
上
が
っ
た
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
兎
に
髷
を
描
く
と
い
う
こ
と
で
こ
れ
ま
で
白
か
っ
た
頭

に
黒
い
要
素
を
描
き
込
む
と
い
う
趣
向
は
、
次
の
『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎

の
頭
を
黒
く
す
る
趣
向
へ
と
繋
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
』
第
四
十
六
巻
で
は
『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
の

「
頭
の
黒
い
の
に
は
、
か
く
べ
つ
意
味
は
な
く
、
筋
の
は
こ
び
の
た
め33

注

」

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
筋
」
の
運
び
と
い
う
は
、
物
語
後
半
で
、

兎
が
胴
切
り
さ
れ
た
後
、
胴
か
ら
鵜
と
鷺
が
飛
び
立
っ
た
場
面
を
指
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

物
語
で
は
こ
の
二
匹
の
鳥
の
名
前
は
兎
の
名
前
を
上
下
で
切
っ
た
こ
と

で
、
そ
の
名
が
つ
い
た
と
い
う
語
源
譚
に
な
っ
て
お
り
、
な
か
な
か
凝
っ

た
洒
落
で
あ
る
。
し
か
も
黒
と
白
の
対
比
と
い
う
視
覚
的
な
面
白
味
も
あ
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る
と
言
え
る
。

　

し
か
し
、
兎
の
頭
が
黒
い
と
い
う
設
定
は
、
こ
の
鵜
鷺
の
黒
白
か
ら
の

み
生
ま
れ
た
発
想
な
の
か
。

　

黒
本
『
か
ち
〳
〵
山
』
の
兎
の
頭
と
比
較
す
る
と
、『
親
敵
討
腹
鞁
』

の
兎
は
、
頭
を
黒
く
す
る
箇
所
あ
る
い
は
黒
く
す
る
趣
向
そ
れ
自
体
が
似

て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
も
目
の
描
き
方
や
耳
の
描
き
方
も
他
の
作
品

と
比
べ
て
両
作
品
は
よ
く
似
て
い
る
。

　

加
藤
康
子
氏
は
「
実
際
は
安
永
四
年
以
降
で
も
黒
本
・
青
本
形
態
で
、

内
容
も
従
来
の
黒
本
・
青
本
と
大
き
く
変
わ
る
と
こ
ろ
の
な
い
も
の
が
多

数
刊
行
さ
れ
て
い
た34

注

」
と
述
べ
て
い
る
。　

　

し
た
が
っ
て
、
喜
三
二
が
四
十
三
歳
で
執
筆
し
た
『
親
敵
討
腹
鞁
』
が

刊
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
あ
る
い
は
刊
行
さ
れ
た
当
時
に
も
こ
の
黒
本

『
か
ち
〳
〵
山
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
て
、
喜
三
二
や
春
町
の
目
に
も
触
れ

て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、
作
者
喜
三
二
や
画
工

恋
川
春
町
は
、
鵜
と
鷺
が
黒
白
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
発
想
の
基
に
し
て
兎

の
頭
を
黒
く
し
た
の
で
は
な
く
、
黒
本
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
の
兎
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
、
性

格
と
肉
体
的
な
特
徴
に
注
目
し
て
論
述
し
て
き
た
。

　

昔
話
の
「
か
ち
か
ち
山
」
か
ら
、『
親
敵
討
腹
鞁
』
に
登
場
す
る
兎
の

よ
う
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
と
生
ま
れ
変
わ
っ
た
背
景
に
は
、
近
世
の
文
芸

に
お
け
る
「
人
情
」
に
代
表
さ
れ
る
人
間
主
義
へ
の
関
心
が
高
ま
り
と
関

わ
り
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

動
物
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
に
つ
い
て
鈴
木
氏
は
「
動
物
の
あ
り
か
た
を

対
置
さ
せ
る
こ
と
で
人
間
の
本
質
を
照
ら
し
出
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
存

在
し
て
い
た35

注

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
神
話
や
説
話
に
動
物
が
登
場
す

る
か
な
り
古
い
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
近
世
の
文
化
に
お
い
て
人

間
主
義
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
た
こ
と
で
、
現
実
を
生
き
る
人
間
の
「
俗
」

部
分
を
動
物
に
映
し
出
し
、
よ
り
人
間
の
性
の
滑
稽
さ
を
見
よ
う
と
い
う

意
欲
も
上
が
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
黄
表
紙
特
有
の
「
う
が

ち
」
の
見
方
が
表
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

注1　

小
池
正
胤 

ほ
か
『
江
戸
の
戯
作
（
パ
ロ
デ
ィ
ー
）
絵
本　

続
巻

一
』
社
会
思
想
社
、
一
九
八
四
年
、
四
一
二
頁
参
照
。

2　
「
む
じ
な
の
敵
討
ち
」
と
「
兎
大
手
柄
」
の
比
較
研
究
は
内
ケ
崎

有
里
子
『
江
戸
期
昔
話
絵
本
の
研
究
と
資
料
』
三
弥
井
書
店
、
一

九
九
九
年
参
照
。
赤
本
と
青
本
・
黒
本
と
の
比
較
は
加
藤
康
子

「
江
戸
期
子
ど
も
絵
本
の
魅
力
（
承
前
）：
昔
話
の
絵
本
化
・
赤
本

『
兎
大
手
柄
』
の
場
合
」『
梅
花
女
子
大
学
文
化
表
現
学
部
紀
要
』

四
号
、
梅
花
女
子
大
学
、
二
〇
〇
七
年
／
加
藤
康
子
「
赤
本
『
兎

大
手
柄
』
の
絵
」『
近
世
文
学
演
習
ノ
ー
ト
』
三
一
号
、
東
京
学

芸
大
学
二
〇
一
〇
年
二
月
参
照
。

3　

石
上
七
鞘
『
十
二
支
の
民
俗
伝
承
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
三
年
、

七
三
頁
参
照
。

4　

今
橋
理
子
『
兎
と
か
た
ち
の
日
本
文
化
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
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〇
一
三
年
、
二
六
頁
参
照
。

5　

鈴
木
健
一
編
『
鳥
獣
虫
魚
の
文
学
史
』
獣
の
巻
、
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
一
年
、
九
頁
。

6　

中
村
禎
里
『
日
本
動
物
民
俗
誌
』
海
鳴
社
、
一
九
八
七
年
、
九
六

頁
。

7　

小
林
祥
次
郎
『
日
本
古
典
博
物
事
典
／
動
物
編
』、
勉
誠
出
版
、

二
〇
〇
九
年
、
八
〇
頁
。

8　

中
村
注
6
書
、
九
六
頁
。

9　

小
林
注
7
書
、
八
二
頁
。

10　

石
上
七
鞘
注
4
、
七
四
頁
参
照
。

11　

今
橋
理
子
注
4
書
、
四
五
頁
。
ま
た
、
石
破
洋
氏
「
兎
神
考
」

（『
島
根
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
三
三
巻
、
一
九
九
五
年
三
月
、
四

頁
）
に
よ
る
と
、
こ
の
「
素
兎
」
の
説
は
、
本
居
宣
長
が
初
め
主

張
し
た
こ
と
だ
と
い
う
。

12　

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
大
成
』
一
巻
、
角
川
書
店
、
一
九
七
九
年
、

六
〇
│
七
六
頁
。

13　

注
12
書
、
二
一
七
│
二
二
四
頁
。

14　

小
林
注
7
書
、
八
二
頁
。

15　

尚
学
図
書
編
集
『
故
事
・
俗
信
こ
と
わ
ざ
大
辞
典
』
小
学
館
、
一

九
八
二
年
参
照
。

16　

南
方
熊
楠
『
十
二
支
考
（
上
）』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
一

〇
六
頁
。

17　

寺
島
良
安
／
島
田
勇
雄
、
竹
島
淳
夫
、
樋
口
元
巳
訳
注
『
和
漢
三

才
図
会
』
第
六
、
平
凡
社
、
一
九
八
七
年
参
照
。

18　

赤
田
光
男
『
ウ
サ
ギ
の
日
本
文
化
史
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
七

年
、
一
一
頁
。

19　

小
林
注
7
書
、
八
二
頁
。

20　

注
15
書
、
参
照
。

21　

注
1
書
、
六
六
頁
、
中
山
右
尚
解
説
。

22　

和
田
博
通
「
安
永
六
年
の
喜
三
二
黄
表
紙
」『
国
語
と
国
文
学
』

第
五
十
四
巻
、
至
文
堂
、
一
九
七
七
年
二
月
、
三
〇
頁
。

23　

和
田
注
22
論
文
、
三
〇
頁
。

24　

鈴
木
注
5
書
、
二
頁
。

25　

神
立
幸
子
『
日
本
の
昔
話
絵
本
の
表
現
：「
か
ち
か
ち
山
」
の
イ

メ
ー
ジ
の
諸
相
』
て
ら
い
ん
く
、
二
〇
〇
四
年
、
三
一
頁
。

26　

瀬
田
貞
二
『
落
穂
ひ
ろ
い
：
日
本
の
子
ど
も
の
文
化
を
め
ぐ
る
人

び
と
』
上
巻
、
福
音
館
書
店
、
一
九
八
二
年
参
照
。

27　

鳥
越
信
『
は
じ
め
て
学
ぶ
日
本
の
絵
本
史
Ⅰ
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二
〇
〇
一
年
、
一
九
頁
。

28　

瀬
田
注
26
書
、
九
三
頁
。

29　

鳥
越
注
27
書
、
十
九
頁
。

30　

瀬
田
貞
二
『
絵
本
論
：
瀬
田
貞
二
子
ど
も
の
本
評
論
集
』
福
音
館

書
店
、
一
九
八
五
年
、
一
三
二
│
一
三
三
頁
。
瀬
田
氏
は
「
線
の

流
麗
な
ス
マ
ー
ト
な
デ
ッ
サ
ン
に
、
人
物
の
扱
い
が
ま
っ
た
く
類

型
化
し
て
、
ど
れ
も
こ
れ
も
鋳
型
の
よ
う
な
人
情
風
俗
に
終
始
し

て
」
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

31　

安
村
敏
信
「
兎
伝
説
と
美
術
の
中
の
ウ
サ
ギ
た
ち
」
カ
タ
ロ
グ
編

集
委
員
会
『
う
さ
ぎ
の
意
匠
展:

日
本
の
美
』N

H
K

プ
ロ
モ
ー
シ
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ョ
ン
、
一
九
九
八
年
、
四
頁
。

32　

神
立
注
25
、
八
頁
。

33　

浜
田
義
一
郎
、
鈴
木
勝
忠
、
水
野
稔
校
注
『
黄
表
紙 

川
柳 

狂
歌

／
日
本
古
典
文
学
全
集
』
第
四
十
六
巻
、
小
学
館
、
一
九
七
一

年
、
五
八
頁
、
脚
注
五
。

34　

叢
の
会
『
草
双
紙
事
典
』
東
京
堂
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
五
頁

35　

鈴
木
注
5
書
、
一
頁
。

な
お
、
本
稿
で
用
い
た
図
版
は
以
下
の
文
献
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
引

い
た
も
の
で
あ
る
。

・『
兎
大
手
柄
』（
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
）

典
拠
：
鈴
木
重
三
、
木
村
八
重
子
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
／
江
戸

編
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
五
年

・『
親
敵
討
腹
鞁
』（
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特
別
文
個
室
蔵
）

典
拠
：
小
池
正
胤 

ほ
か
『
江
戸
の
戯
作
（
パ
ロ
デ
ィ
ー
）
絵
本 

続
巻

一
』
社
会
思
想
社
、
一
九
八
四
年

・『
か
ち
か
ち
山
』
／
『
む
か
し
む
か
し
御
ぞ
 ん
じ
 の
兎
』

 

（
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
蔵
）

・『
腹
鼓
狸
忠
信
』（
東
京
大
学
総
合
図
書
館
所
蔵
資
料
）

　
　

典
拠
：
電
子
版
霞
亭
文
庫

http://kateibunko.dl.itc.utokyo.ac.jp/katei/cgibin/gazo.
cgi?no=714&

top=16&
Settings.x=17&

Settings.y=4#
 

（
二
〇
一
七
年
五
月
三
一
日
検
索
）




