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谷
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谷
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は
じ
め
に

　
巌
谷
小
波
の
児
童
文
学
家
と
し
て
の
出
世
作
で
あ
る
『
こ
が
ね
丸
』
は
、
一

八
九
一
　
（
明
治
二
十
四
）
年
一
月
、
博
文
館
の
「
少
年
文
学
」
叢
書
第
一
編
と

し
て
発
表
さ
れ
た
。
主
人
公
は
こ
が
ね
丸
と
い
う
犬
で
、
父
が
金
眸
大
王
と
い

う
名
の
悪
虎
に
殺
さ
れ
、
母
が
無
念
の
う
ち
に
死
ん
だ
あ
と
、
牛
の
も
と
で
育

て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
や
が
て
成
長
し
た
こ
が
ね
丸
は
、
親
の
仇
討
ち
の
た

め
武
者
修
業
の
旅
に
出
る
。
そ
し
て
、
犬
の
鷲
郎
、
鼠
の
阿
駒
、
兎
の
朱
目
の

爺
さ
ん
な
ど
の
助
け
を
借
り
・
て
、
つ
い
に
金
眸
と
そ
の
手
下
の
狐
の
聴
水
へ
の

仇
討
ち
を
果
た
す
、
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

　
『
こ
が
ね
丸
』
は
、
児
童
の
た
め
の
読
み
物
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
時
代
、

日
本
で
最
初
に
子
ど
も
の
た
め
に
創
作
さ
れ
た
文
学
と
し
て
、
日
本
児
童
文
学

史
上
、
そ
の
先
駆
的
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、
作
品
白

王

二
八

喩

体
に
つ
い
て
、
「
馬
琴
調
」
の
文
体
を
用
い
て
い
る
こ
と
と
、
仇
討
の
内
容
の

古
さ
を
め
ぐ
っ
て
、
発
表
当
時
か
ら
そ
の
批
判
は
多
か
っ
た
。
現
在
に
至
る
ま

で
、
「
日
本
創
作
児
童
文
学
の
第
丁
作
」
と
し
て
多
く
の
研
究
書
や
論
文
で
論

究
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
文
体
と
モ
チ
ー
フ
を
め
ぐ
る
論
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
概
観
し
、
以
下
の
二
点
が
指
摘
で
き

る
。

　
１
、
小
波
自
身
は
凡
例
の
中
で
、
「
立
案
の
助
け
」
と
な
っ
た
素
材
を
「
ゲ

１
テ
１
の
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｋ
ｅ
　
Ｆ
ｕ
ｃ
ｈ
ｓ
（
狐
の
裁
判
）
其
他
ブ
リ
ム
、
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン

等
の
】
く
［
ａ
ｅ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
（
奇
異
談
）
ま
た
我
邦
に
は
桃
太
郎
か
ち
く
山
を
初
め
と

し
、
古
き
は
今
昔
物
語
、
宇
治
拾
遺
な
ど
よ
り
、
天
明
ぶ
り
の
黄
表
紙
類
な

ど
」
数
多
く
示
し
て
い
る
が
、
『
こ
が
ね
丸
』
刊
行
後
に
出
さ
れ
た
『
国
民
の

友
』
に
載
っ
た
批
評
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
素
材
は
、
ほ
と
ん
ど
直
接
の
関
連

性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
、
南
柚
笑
楚
満
人
の
黄
表
紙
よ
り
生
み
出
さ
れ
た



も
の
と
さ
れ
竹
。
後
の
論
者
も
多
く
こ
の
観
点
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
、
作

者
白
身
の
意
志
に
関
わ
り
な
く
、
い
か
な
る
作
品
も
、
既
存
す
る
前
の
時
代
の

作
品
を
吸
収
、
変
形
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
『
こ
が
ね
丸
』

と
江
戸
期
の
黄
表
紙
類
な
ど
と
が
非
常
に
関
連
性
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
だ
が
、
小
波
自
身
は
、
『
こ
が
ね
丸
』
を
黄
表
紙
な
る
古
い
モ
チ
ー
フ

の
み
か
ら
作
り
出
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
当
時
に
お
け
る
新
し
い
作
品
を
作
り

出
そ
う
と
し
て
い
た
。
で
は
、
小
波
が
意
識
し
た
新
し
さ
と
は
、
一
体
何
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
新
し
さ
が
実
現
し
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
作
品
の
ど
の
部
分
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
検
討
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
、
旧
来
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
『
狐
の
裁
判
』

と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
２
、
明
治
初
期
に
お
け
る
「
子
ど
も
た
め
の
文
学
が
殆
ど
な
か
っ
た
」
と
い

う
時
代
背
景
と
、
発
表
当
時
の
子
ど
も
読
者
の
感
想
を
あ
ま
り
考
慮
せ
ず
に
捨

象
し
て
し
ま
う
論
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
作
品
の
文
体
に
つ
い

て
は
、
作
者
小
波
の
「
只
管
少
年
の
読
み
易
か
ら
ん
を
願
ふ
て
わ
ざ
と
例
の
言

文
一
致
も
廃
し
つ
。
時
に
五
七
の
句
調
な
ど
用
ひ
て
、
趣
向
も
文
章
も
天
晴
れ

時
代
ぶ
り
・
た
れ
ど
、
是
却
て
少
年
に
は
、
誦
し
易
く
解
し
易
か
ら
ん
加
」
と
い

う
主
張
に
対
し
て
、
堀
紫
山
は
馬
琴
調
が
読
み
辛
い
と
し
旭
。
で
は
、
当
時
の

子
ど
も
読
者
に
と
っ
て
、
「
言
文
一
致
体
」
と
「
馬
琴
調
文
体
」
の
ど
ち
ら
が

読
み
や
す
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
『
こ
が
ね
丸
』
が
言
文
一
致
体
を

　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
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採
用
し
な
か
っ
た
理
由
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
内
容
に
つ
い
て
も
、
金
眸
が

牝
鹿
の
妾
を
置
い
て
い
る
の
は
少
年
読
み
物
と
し
て
よ
く
な
い
な
ど
の
批
判
が

あ
恥
が
、
こ
れ
に
関
し
て
も
、
従
来
の
ど
の
論
に
も
発
表
当
時
の
子
ど
も
の
感

想
が
顧
み
ら
れ
て
お
ら
ず
、
大
人
の
立
場
か
ら
の
判
断
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

　
こ
の
二
点
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
こ
が
ね
丸
』
と
『
狐
の
裁

判
』
の
関
連
性
の
有
無
を
考
察
し
、
両
作
品
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

次
い
で
、
こ
れ
ま
で
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
こ
が
ね
丸
』
の
内
容
と
文
体
の
問
題

を
明
治
初
期
の
時
代
背
景
や
当
時
の
子
ど
も
読
者
の
発
言
に
基
づ
い
て
、
も
う

二
度
見
直
し
た
い
と
思
う
。

一

『
狐
の
裁
判
』
の
利
用

『
こ
が
ね
丸
』
と
『
狐
の
裁
判
』
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
『
こ
が

ね
丸
』
の
凡
例
に
お
い
て
言
及
さ
れ
付
。

一
　
作
者
此
の
「
こ
が
ね
丸
」
を
編
む
に
当
り
・
て
、
彼
の
ゲ
ー
テ
ー
の

　
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｋ
ｅ
　
Ｆ
ｕ
ｃ
ｈ
ｓ
（
狐
の
裁
判
）
其
他
グ
リ
ム
、
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
等
の

　
」
く
【
ａ
ｅ
ｒ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
（
奇
異
談
）
ま
た
我
邦
に
は
桃
太
郎
か
ち
く
山
を
初
め
と

　
し
、
古
き
は
今
昔
物
語
、
宇
治
拾
遺
な
ど
よ
り
、
天
明
ぶ
り
の
黄
表
紙
類

　
な
ど
、
種
々
思
ひ
出
し
て
、
立
案
の
助
け
と
な
せ
し
が
。
さ
れ
ば
引
用
書

　
と
し
て
、
名
記
す
る
程
に
も
あ
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
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論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

　
さ
ら
に
、
小
波
は
後
年
「
お
伽
身
上
話
」
と
「
お
と
ぎ
四
十
年
」
で
、
『
こ
　
　
け
』
と
な
っ
た
作
品
の
一
つ
だ
と
強
調
し
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
最
初
に
、
『
狐

が
ね
丸
』
の
も
と
と
な
っ
た
作
品
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
　
　
の
裁
判
』
と
は
一
体
ど
ん
な
作
品
か
を
調
べ
、
次
に
、
小
波
が
具
体
的
に
ど
の

い
る
。
（
傍
線
引
用
者
）

　
　
　
尤
も
其
頃
の
手
本
に
わ
、
こ
の
オ
ツ
ト
ウ
以
外
に
、
彼
の
イ
ソ
ツ
プ
の

　
　
寓
意
談
、
グ
リ
ン
ム
の
お
伽
噺
、
果
わ
「
狐
の
裁
判
」
な
ど
も
、
確
か
に

　
　
僕
を
か
ぶ
れ
さ
せ
た
も
の
で
。
ま
た
日
本
の
読
物
で
わ
、
黄
表
紙
類
、
赤

　
　
本
類
、
乃
至
馬
琴
の
夢
想
兵
衛
な
ど
が
、
何
度
か
繰
り
か
え
さ
れ
た
も
の

　
　
だ
。
（
中
略
）

　
　
　
ま
た
Ｉ
面
に
わ
、
幼
年
文
学
、
少
年
文
学
、
及
び
日
本
昔
噺
の
編
述
に

　
　
も
掛
っ
た
。
幼
年
文
学
に
わ
、
「
猿
蟹
後
日
譚
」
、
少
年
文
学
に
わ
、
「
こ

　
　
が
ね
丸
」
、
此
二
種
わ
僕
の
創
作
だ
が
、
前
者
わ
已
十
四
五
歳
頃
の
腹
案
、

ま
た
後
者
わ
、
八
犬
伝
、
水
滸
伝
。
及
び
「
狐
の
裁
判
」
な
ど
に
、
大
分

負
う
所
が
あ
つ
た
の
だ
。

（
「
お
伽
身
上
牡
」
）

　
今
見
る
と
こ
の
「
こ
が
ね
丸
」
は
、
八
犬
伝
と
狐
の
裁
判
と
を
、
な
ひ

ま
ぜ
に
し
た
位
の
陳
腐
な
も
の
だ
が
、
こ
れ
で
も
当
時
は
珍
し
か
つ
た
の

で
、
小
さ
い
な
が
ら
も
、
礎
石
を
据
ゑ
得
た
の
で
あ
る
。

（
「
お
と
ぎ
四
十
牡
」
）

　
『
こ
が
ね
丸
』
と
『
狐
の
裁
判
』
と
は
、
直
接
な
関
連
性
は
な
い
と
多
く
の

論
評
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
波
は
『
こ
が
ね
丸
』
が
上
梓

さ
れ
る
前
、
そ
し
て
、
何
十
年
後
に
何
度
も
『
狐
の
裁
判
』
は
「
立
案
の
助

テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
い
た
か
を
調
査
し
た
い
。
さ
ら
に
、
小
波
は
『
狐
の
裁

判
』
の
ど
の
部
分
を
参
照
し
た
の
か
を
究
明
し
た
い
。

　
『
狐
の
裁
判
』
と
は
、
ゲ
ー
テ
作
の
動
物
叙
事
詩
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｋ
ｅ
　
Ｆ
ｕ
ｃ
ｈ
ｓ
今
フ
イ

ネ
ッ
ケ
ー
フ
ッ
ク
ス
』
）
の
こ
と
で
あ
り
、
一
七
九
三
年
に
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
材
料
は
、
中
世
以
来
の
大
衆
向
け
動
物
叙

事
詩
「
狐
物
語
」
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
が
翻
案
し
た
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｋ
ｅ
　
Ｆ
ｕ
ｃ
ｈ
ｓ
は
、
明

治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
に
『
皿
大
狐
の
裁
判
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
日
本
で

出
版
さ
れ
た
。
翻
訳
者
は
井
上
勤
で
あ
る
。

　
小
波
は
、
明
治
十
年
八
歳
の
時
か
ら
植
物
学
者
松
野
釧
の
妻
で
あ
る
ド
イ
ツ

人
の
ク
ラ
ラ
夫
人
か
ら
ド
イ
ツ
語
を
学
び
始
め
た
。
ド
イ
ツ
語
に
堪
能
な
小
波

は
原
書
で
読
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
原
書
だ
け
を
読
ん
で

い
た
と
し
た
ら
、
タ
イ
ト
ル
を
そ
の
ま
ま
『
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
ー
フ
ッ
ク
ス
』
か
、

『
狐
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
』
と
翻
訳
す
る
の
が
当
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
小
波

は
『
こ
が
ね
丸
』
の
凡
例
な
ど
で
『
狐
の
裁
判
』
の
名
を
何
度
も
述
べ
て
い
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
、
や
は
り
井
上
勤
訳
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　
ま
た
、
十
三
四
歳
頃
の
読
書
経
歴
に
つ
い
て
、
小
波
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
（
傍
線
引
用
者
）

　
　
　
今
試
み
に
、
当
時
の
愛
読
書
を
挙
げ
て
見
る
と
、
西
洋
事
情
、
輿
地
誌



略
、
水
滸
伝
、
西
遊
記
、
海
底
旅
行
、
剪
灯
新
話
、
空
中
旅
行
、
ア
ラ
ビ

ヤ
物
語
、
イ
ソ
ッ
プ
物
語
、
八
笑
人
、
七
偏
人
、
其
他
浄
瑠
璃
本
を
け
じ

め
、
馬
琴
物
は
一
番
好
き
で
、
盛
ん
に
読
み
耽
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
少
時
の
愛
読
剣
士

　
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
書
名
の
う
ち
、
『
（
（
海
底
旅
行
』
（
明
治
十
七
年
）

ユ
講
談
地
空
中
旅
行
』
（
明
治
十
六
年
）
『
全
世
界
二
大
奇
書
　
原
名
ァ
ラ

ビ
ア
ン
ナ
イ
ト
』
（
明
治
十
六
年
）
の
三
つ
は
井
上
勤
に
よ
る
翻
訳
作
品
で
あ

る
。
こ
こ
に
は
『
狐
の
裁
判
』
の
書
名
は
な
い
が
、
こ
の
読
書
の
経
歴
か
ら
、

小
波
は
『
こ
が
ね
丸
』
を
創
作
す
る
前
に
、
井
上
訳
の
も
の
を
数
多
く
読
ん
だ

こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
周
辺
の
資
料
か
ら
考

え
る
と
、
『
狐
の
裁
判
』
は
『
こ
が
ね
丸
』
の
種
本
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
し
て
、

両
者
は
必
ず
ど
こ
か
に
関
連
性
が
あ
る
と
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
－
①
　
狐
の
イ
メ
九
ン

　
で
は
、
小
波
は
『
狐
の
裁
判
』
の
ど
の
部
分
を
利
用
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
狐
の
イ
メ
上
ン
に
つ
い
て
考
え
て
見
よ
う
。
今
日
西
洋
・
東
洋
共
通

の
ず
る
賢
い
狐
と
い
う
イ
メ
上
ン
は
、
実
は
近
代
に
な
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
日
本
で
は
、
仏
教
や
渡
来
人
に
よ
っ
て
持
ち
込
ま
れ
た
文
化

や
、
中
国
の
類
話
の
影
響
で
、
狐
は
一
種
の
霊
獣
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
は
じ

め
て
狐
が
言
及
さ
れ
た
上
代
の
『
日
本
書
紀
』
か
ら
近
世
に
至
る
ま
で
、
文
学

　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
『
こ
が
ね
丸
』
論

史
に
お
い
て
、
狐
が
題
材
と
さ
れ
た
作
品
は
相
当
な
数
に
の
ぼ
る
。
そ
れ
ら
を

一
つ
一
つ
あ
た
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
狐
の
姿
が
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
『
日
本

霊
異
記
』
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

　
例
え
ば
、
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
の
第
二
話
「
狐
協
レ
妻
令
生
レ
子
縁
」
の

内
容
を
、
現
代
語
で
ま
と
め
る
と
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
い
。

　
　
美
濃
国
大
野
郡
の
男
が
、
広
い
野
原
で
美
し
い
女
性
に
変
身
す
る
狐
と

　
出
会
い
、
二
人
は
結
婚
し
て
、
男
の
子
が
生
ま
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る

　
日
、
妻
は
犬
に
吠
え
ら
れ
て
、
正
体
を
現
し
た
。
し
か
し
男
は
、
妻
に

　
「
お
前
と
私
の
間
に
は
子
供
ま
で
あ
る
で
は
な
い
か
。
私
は
お
前
を
忘
れ

　
な
い
。
い
つ
で
も
や
っ
て
来
い
、
い
っ
し
ょ
に
寝
よ
う
」
と
言
っ
た
の
で
、

　
二
人
の
関
係
は
続
い
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
子
は
と
て
も
力
が
強
く
、
走

　
る
の
も
速
か
っ
た
。
後
こ
の
子
は
美
濃
国
の
狐
直
の
祖
と
な
っ
た
。

ま
た
、
中
巻
の
第
四
十
話
「
好
二
於
悪
事
・
者
以
現
所
ぃ
誄
二
利
鋭
・
得
二
悪
死

報
・
縁
」
に
狐
の
復
讐
の
話
が
記
さ
れ
柚
。

　
　
橘
朝
臣
奈
良
麻
呂
が
、
奈
良
山
で
狩
り
を
し
、
そ
の
山
に
多
く
の
狐
の

　
子
が
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
こ
で
狐
の
子
を
捕
ま
え
、
木
で
串
刺
し
に

　
し
て
、
狐
の
巣
穴
の
入
口
に
立
て
た
。
母
狐
は
こ
れ
を
怨
み
、
奈
良
麻
呂

　
の
子
の
祖
母
に
化
け
、
奈
良
麻
呂
の
子
を
串
刺
し
に
し
、
自
分
の
穴
の
入

　
口
に
立
て
た
。

他
に
も
、
例
え
ば
、
下
巻
の
第
二
話
「
殺
二
生
物
命
・
結
ぃ
怨
作
二
狐
狗
・
互
相

三
一



　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
『
こ
が
ね
丸
』
論

報
縁
」
で
は
、
前
世
で
自
分
を
殺
し
た
人
を
憑
き
殺
し
た
狐
の
姿
が
見
ら
れ
る
。

　
以
上
の
例
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
古
代
の
日
本
に
お
い
て
、
狐
と
言
え
ば
、

美
女
へ
変
身
し
、
人
の
男
性
と
の
間
に
子
ど
も
を
産
ん
だ
り
、
人
に
憑
き
、
災

い
を
も
た
ら
し
た
り
、
妖
術
で
人
を
惑
わ
し
た
り
す
る
、
霊
獣
の
よ
う
な
存
在

と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

　
ち
な
み
に
、
『
こ
が
ね
丸
』
に
影
響
を
与
え
た
と
言
わ
れ
る
南
柚
笑
楚
満
人

に
は
『
一
狂
言
狐
書
七
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
寛
政
一
〇
（
一
七
九
八
）
年

に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
二
冊
本
の
黄
表
紙
で
あ
る
。
居
眠
り
し
た
老
狐
の
耳

元
で
法
螺
を
吹
い
た
男
が
狐
の
仕
返
し
で
ひ
ど
い
目
に
合
う
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
の
話
に
見
る
狐
の
イ
メ
上
ン
も
霊
獣
の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
西
洋
で
は
、
狐
は
日
本
ほ
ど
神
秘
的
な
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
の
中
に
悪
賢
い
狐
が
よ
く
出

て
く
る
。
ご
ち
そ
う
の
取
り
合
い
を
し
て
い
る
二
匹
の
猫
を
馴
し
て
、
そ
の
ご

ち
そ
う
を
全
部
食
べ
て
し
ま
う
狐
（
『
ず
る
い
狐
』
）
が
そ
う
で
あ
り
、
肉
を
く

わ
え
た
カ
ラ
ス
を
煽
て
て
歌
わ
せ
、
ま
ん
ま
と
肉
を
ち
ょ
う
だ
い
す
る
狐

（
『
烏
と
狐
』
）
も
そ
う
で
あ
る
。

　
で
は
、
『
狐
の
裁
判
』
の
主
人
公
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
は
ど
う
だ
ろ
う
。
以
下
で
あ

ら
す
じ
を
見
て
み
よ
う
。

物
語
は
こ
の
よ
う
な
冒
頭
か
ら
始
ま
ふ
。

　
　
久
方
の
日
光
長
閑
き
春
な
れ
や
柳
（
垂
て
人
を
招
き
花

　
　
み
だ
ね
　
　
い
ろ

（
爛
慢
て
色

三
二

　
　
そ
　
　
そ
ら
　
　
と
び
か
　
　
と
り
　
　
ね
　
　
さ
な
　
　
　
　
き
ち
う
　
　
す
ず
　
　
に
　
　
ま
き
ば
　
　
を
ふ
　
　
せ
い

を
添
ふ
空
に
飛
短
ふ
鳥
の
音
（
宛
が
ら
気
中
の
鈴
に
似
て
牧
場
に
生
る
青

さ
う
　
　
あ
め
　
　
よ
く

草

八

雨
に
浴
し
て
い
よ
く
蒼
し
現
に
や
四
季
の
初
な
る
一
天
万
里
の

好
時
節
「
プ
ヒ
ン
グ
ス
テ
ン
」
と
云
る
最
も
楽
し
き
祭
日
を
卜
し
て
、

か

権
赫
々
た
る
貴
と
き
獣
王
（
諸
般
の
政
事
を
整
理
す
る
た
め
諸
々
の
臣

属
を
召
し
集
め
ん
と
て
如
何
な
る
種
族
を
問
（
ず
大
小
に
拘
は
ら
ず
此
の

大
祭
日
の
祝
賀
を
寿
ふ
く
べ
き
旨
を
布
達
し
け
れ

バ
き
た
　
　
　
　
み
な
み
　
　
　
　
に
し

北
よ
り
南
よ
り
西

よ
り
東
よ
り
鳥
獣
各
自
群
を
な
し
て
皆
な
後
れ
じ
と
馳
せ
集
ま
る
…
…

　
聖
霊
降
臨
祭
の
日
に
獅
子
王
が
動
物
た
ち
を
召
集
し
て
会
議
を
開
く
。
あ
ら

ゆ
る
動
物
た
ち
が
集
ま
っ
た
も
の
の
、
狐
の
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
だ
け
が
来
て
い
な
い
。

会
議
で
は
、
獅
子
王
が
動
物
た
ち
の
不
平
や
訴
え
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

皆
口
々
に
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
の
こ
と
を
訴
え
る
。
狼
の
イ
ゼ
グ
リ
ム
は
、
ラ
イ
ネ
ッ

ケ
が
妻
と
姦
通
し
た
こ
と
を
訴
え
る
。
最
も
正
直
と
称
え
ら
れ
る
鶏
は
、
妻
の

死
体
を
伴
っ
て
、
家
族
が
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
に
殺
さ
れ
た
こ
と
を
訴
え
る
。
し
か
し
、

被
告
不
在
の
ま
ま
で
は
裁
き
が
で
き
な
い
た
め
、
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
に
宮
殿
に
く
る

よ
う
呼
び
出
し
の
使
い
を
送
る
。
最
初
に
、
熊
の
ブ
ル
イ
ン
が
、
つ
い
で
猫
の

チ
バ
ル
ト
が
行
っ
た
が
、
両
者
と
も
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
の
奸
計
で
さ
ん
ざ
ん
な
目
に

遭
わ
さ
れ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
最
後
に
、
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
の
甥
で
あ
る
狸
の
グ
リ

ン
バ
ー
ル
が
遣
わ
さ
れ
、
よ
う
や
く
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
が
宮
殿
に
や
っ
て
く
る
。
裁

判
で
は
、
王
の
欲
望
を
か
き
立
て
て
だ
ま
し
、
数
々
の
危
機
を
切
り
抜
け
、
最

後
に
狼
と
決
闘
と
な
る
が
、
こ
れ
も
校
智
を
も
っ
て
だ
ま
し
討
ち
同
然
に
し
て



勝
利
を
収
め
る
。
周
囲
が
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
に
媚
び
、
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
は
宰
相
の
地
位

に
ま
で
上
り
つ
め
る
。

　
一
方
、
『
こ
が
ね
丸
』
に
登
場
す
る
狐
の
聴
水
は
、
荘
官
の
家
の
鶏
を
盗
も

う
と
し
た
が
、
そ
の
家
に
仕
え
て
い
た
犬
月
丸
（
こ
が
ね
丸
の
父
）
に
見
つ
け

ら
れ
、
尻
尾
を
喰
い
ち
ぎ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
聴
水
は
こ
の
こ
と
を
恨
ん
で
、

金
眸
大
王
を
唆
し
て
月
丸
を
殺
し
加
。
ま
た
、
例
え
ば
、
『
こ
が
ね
丸
』
第
十

一
回
で
聴
水
が
荷
車
に
飛
び
乗
っ
て
積
み
荷
の
魚
を
少
し
ず
つ
路
上
に
投
げ
落

と
す
と
い
う
設
右
は
、
伯
類
を
積
ん
だ
荷
車
に
計
略
を
以
て
乗
っ
た
ラ
イ
不
ッ

ケ
が
、
「
積
荷
を
静
か
に
解
き
中
な
る
魚
を
嘘
へ
出
し
て
路
傍
に
擲
落
し
御
身

を
し
て
拾
は
し
め
た
悦
」
と
す
る
部
分
を
利
用
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
物
語
の

内
容
は
、
『
狐
の
裁
判
』
か
ら
程
遠
い
が
、
狐
の
イ
メ
ー
ジ
の
観
点
か
ら
見
る

限
り
、
『
こ
が
ね
丸
』
の
狐
聴
水
は
、
確
か
に
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
を
思
わ
せ
る
で
あ

ろ
う
。

一
－
②
　
擬
人
化
の
方
法

　
先
に
も
触
れ
た
が
、
ゲ
ー
テ
の
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｋ
ｅ
　
Ｆ
ｕ
ｃ
ｈ
ｓ
は
十
世
紀
頃
か
ら
ド
イ

ツ
に
知
ら
れ
た
「
狐
物
語
」
に
基
づ
い
て
翻
案
し
た
作
品
で
あ
る
。
「
狐
物
語
」

で
は
、
動
物
の
世
界
を
借
り
て
、
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
に
か
け
て
の
フ

ラ
ン
ス
社
会
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
の
人
々
の
生
活
な
ど
の
様
子
が
誇
張

や
風
刺
を
交
え
つ
つ
活
写
さ
れ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
は
こ
の
「
狐
物
語
」
を
翻
案

　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
『
こ
が
ね
丸
』
論

し
、
中
に
溢
れ
て
い
る
社
会
風
刺
の
要
素
を
借
用
し
た
の
で
あ
る
。
井
上
勤
は
、

ド
イ
ツ
領
事
の
す
す
め
で
ゲ
ー
テ
の
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｋ
ｅ
　
Ｆ
ｕ
ｃ
ｈ
ｓ
を
翻
訳
し
た
そ
う
だ

が
、
当
時
の
世
相
に
対
す
る
訳
者
の
批
判
精
神
も
ま
た
翻
訳
へ
の
動
機
と
し
て

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
『
狐
物
語
の
世
界
』
（
原
野
昇
、
来
書
選
書
、
▽
几

八
一
年
）
で
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
原
作
の
Ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｋ
ｅ
　
Ｆ
ｕ
ｃ
ｈ
ｓ
に

せ
よ
、
翻
訳
の
『
狐
の
裁
判
』
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
社
会
風
刺
を
目
的
と
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
内
容
的
に
は
、
暴
力
的
で
き
わ
ど
い
も
の
が
多

い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
第
一
の
呼
出
」
と
「
第
二
の
呼
出
」
で
は
、
呼
出

人
の
熊
と
猫
が
、
ラ
イ
ネ
ッ
ケ
の
奸
計
で
さ
ん
ざ
ん
な
目
に
あ
わ
さ
れ
、
熊
は

顔
の
皮
と
前
足
の
皮
と
爪
を
失
い
、
猫
は
片
目
を
失
う
な
ど
、
そ
の
描
写
は
か

な
り
残
酷
と
言
え
る
。

　
二
ぺ
『
こ
が
ね
丸
』
を
見
る
と
、
数
多
く
の
動
物
が
登
場
し
、
動
物
の
姿

に
託
し
て
人
間
世
界
の
こ
と
を
描
く
と
い
う
擬
人
化
の
方
法
は
共
通
す
る
。
ま

た
、
例
え
ば
、
狐
が
狼
の
妻
と
姦
通
す
る
（
『
狐
の
裁
判
』
）
と
猫
が
鼠
に
懸
想

す
る
（
『
こ
が
ね
丸
』
）
と
い
う
類
似
性
の
高
い
設
定
も
あ
る
。

　
擬
人
化
の
方
法
は
、
子
ど
も
向
け
の
も
の
に
限
ら
ず
、
古
く
か
ら
寓
話
や
説

話
な
ど
で
行
わ
れ
て
い
る
が
、
人
間
の
世
界
を
動
物
に
置
き
換
え
て
話
を
す
る

方
法
も
含
め
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
動
物
が
描
か
れ
る
の
は
、
子
ど
も
向
け
に
書

か
れ
た
も
の
で
最
も
一
般
的
に
使
わ
れ
る
方
法
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
子
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
『
こ
が
ね
丸
』
論

も
が
心
理
的
に
動
物
に
親
和
感
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

心
理
学
の
分
析
を
待
た
ず
と
も
、
私
た
ち
が
日
常
に
お
い
て
見
聞
し
て
い
る
現

象
で
あ
る
。
子
ど
も
が
愛
着
を
抱
い
て
い
る
動
物
を
素
材
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
作
品
の
世
界
に
親
近
感
を
覚
え
さ
せ
、
共
感
を
持
っ
て
作
品
を
理
解
さ
せ

る
こ
と
が
よ
り
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
動
物
が
擬
人
化
さ
れ
た
作
品
と
し
て
、
例
え
ば
、
江
戸
中
期
の
赤
本
に
、

『
鼠
花
恥
』
と
い
う
作
品
が
あ
る
。
登
場
す
る
の
は
鼠
ば
か
り
で
、
着
物
を
着

て
擬
人
化
さ
れ
た
鼠
た
ち
が
、
花
見
の
行
楽
を
楽
し
ん
で
い
る
絵
本
で
あ
る
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
の
赤
本
は
、
ま
ず
、
文
字
で
は
な
く
、
絵
を
主
と
し
た
も

の
で
あ
る
。
赤
本
が
絵
で
人
間
の
よ
う
に
動
く
動
物
を
表
現
す
る
の
に
対
し
て
、

文
字
テ
ク
ス
ト
の
児
童
文
学
で
は
、
文
字
で
擬
人
化
し
た
動
物
の
し
ぐ
さ
を
表

現
す
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
内
容
的
に
は
、
赤
本
は
純
創
作
の
も
の
は
少

な
く
、
桃
太
郎
な
ど
の
昔
話
を
内
容
と
す
る
も
の
が
主
で
あ
る
。
児
童
文
学
の

手
法
と
し
て
、
擬
人
化
を
ど
の
よ
う
に
用
い
る
か
、
当
時
小
波
は
、
外
国
の
作

品
を
参
照
し
な
が
ら
、
模
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
『
こ
が
ね
丸
』
が
発
表
さ
れ
た
当
時
の
反
響
は
大
き
く
、
そ
の
批
評
の
多
く

が
、
作
品
の
新
風
を
評
価
し
賞
賛
し
た
。
作
者
自
身
も
、
こ
の
『
こ
が
ね
丸
』

に
つ
い
て
回
想
し
、
「
当
時
は
珍
し
か
っ
加
」
と
言
っ
て
い
る
。
作
品
を
子
ど

も
に
す
す
め
る
手
段
と
し
て
、
動
物
の
擬
人
化
を
意
識
的
に
児
童
文
学
で
扱
う

の
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
作
品
の
「
新
し
さ
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
小
波
白
身
が
言
っ
た
と
お
り
・
、
『
こ
が
ね
丸
』
を
創

作
す
る
際
、
『
狐
の
裁
判
』
を
参
照
し
た
の
は
確
か
な
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
、

『
狐
の
裁
判
』
の
ど
の
面
を
利
用
し
た
か
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
『
こ
が
ね
丸
』
の
内
容
と
文
体

　
一
九
二
Ｉ
　
（
大
正
十
）
年
六
月
に
、
同
じ
く
博
文
館
か
ら
『
訴
且
こ
が

ね
丸
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
小
波
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
仙
。

　
　
　
但
し
原
文
の
借
で
は
、
今
の
子
供
に
解
り
兼
ね
や
う
か
と
、
新
た
に
今

　
　
風
に
書
き
直
し
た
物
を
、
之
に
対
照
し
て
添
え
る
事
に
し
ま
し
た
。
尤
も

　
　
そ
の
書
き
直
し
だ
の
は
、
只
文
体
の
上
の
事
で
、
そ
の
内
容
に
至
っ
て
は
、

　
　
九
分
九
厘
ま
で
原
体
を
存
し
、
只
当
時
の
批
評
の
中
に
も
、
最
も
難
の
あ

　
　
っ
た
所
で
、
自
分
に
も
非
と
悟
っ
た
節
丈
を
、
全
く
削
り
去
つ
た
に
過
ぎ

　
　
ま
せ
ん
。

　
「
批
評
の
中
に
も
、
最
も
難
の
あ
っ
た
所
」
、
そ
し
て
、
後
年
小
波
白
身
も
非

と
悟
っ
て
、
削
り
去
っ
た
内
容
は
、
黒
猫
烏
円
が
ね
ず
み
の
阿
駒
に
懸
想
す
る

シ
ー
ン
や
、
照
射
な
る
妾
の
登
場
す
る
シ
ー
ン
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
内
容

は
少
年
読
み
物
と
し
て
よ
く
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
こ
と
は
先
に
触
れ

た
。
し
か
し
、
「
明
治
一
〇
年
に
至
る
こ
ろ
の
民
間
の
修
身
教
科
書
で
は
姦
通

し
た
母
親
や
そ
の
相
手
の
男
に
復
讐
す
る
こ
と
で
父
親
へ
の
孝
養
を
つ
く
す
子

ど
も
の
こ
と
が
扱
わ
れ
、
明
治
二
〇
年
代
の
幼
少
年
雑
誌
や
こ
の
『
少
年
文



学
』
叢
書
中
で
も
妾
を
め
ぐ
る
子
ど
も
の
悲
劇
は
何
の
抵
抗
も
な
く
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
た
。
」
（
続
橋
達
雄
『
日
本
の
児
童
文
学
作
家
　
巌
谷
小
波
』
講
座
日

本
児
童
文
学
第
六
巻
、
明
治
書
院
、
▽
几
七
三
年
）
と
い
う
明
治
初
期
の
児
童

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
状
況
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
小
波
個
人
の

「
千
慮
の
一
知
」
の
問
題
だ
け
で
は
な
い
。
周
知
の
と
お
り
、
明
治
五
年
学
制

の
公
布
か
ら
、
明
治
二
十
三
年
の
教
育
勅
語
発
布
ま
で
、
明
治
政
府
の
一
連
の

教
育
制
度
の
整
備
の
仕
事
に
よ
っ
て
、
近
代
日
本
の
児
童
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、

ま
た
児
童
文
学
な
る
分
野
は
登
場
し
た
。
し
か
し
、
「
児
童
」
ま
た
は
「
児
童

文
学
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
、
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
も
作
家
で
も
す

ぐ
さ
ま
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
よ
う
な
は
っ
き
り
と
し
た
概
念
を

抱
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
ま
た
、
『
こ
が
ね
丸
』
の
内
容
を
見
る
と
、
た
と
え
道
徳
的
教
訓
が
目
的
で

あ
っ
て
も
、
作
品
中
の
子
ど
も
読
者
を
楽
し
ま
せ
る
工
夫
は
否
定
で
き
な
い
。

例
を
二
三
挙
げ
る
と
、
こ
が
ね
丸
の
傷
を
治
す
朱
目
の
翁
は
実
は
か
ち
か
ち
山

の
兎
で
、
悪
い
狐
を
こ
ら
し
め
た
功
に
よ
っ
て
月
宮
殿
か
ら
霊
杵
と
霊
臼
を
も

小
波
は
、
『
読
売
新
聞
』
で
前
後
四
回
に
わ
た
る
論
争
を
展
開
し
か
。
小
波
が

少
年
向
け
に
は
文
語
体
の
方
が
読
み
や
す
い
と
主
張
す
る
の
に
対
し
、
堀
紫
山

は
文
語
体
が
読
み
辛
い
と
し
た
。

　
西
原
慶
一
の
『
日
本
児
童
文
章
史
』
（
東
海
出
版
社
、
▽
几
五
二
年
）
に
よ

る
と
、
明
治
二
〇
年
代
の
教
科
書
に
お
け
る
「
談
話
体
な
い
し
言
文
一
致
」
の

占
め
る
割
合
は
、
『
読
書
入
門
』
（
尋
常
小
学
第
一
学
年
前
期
用
の
入
門
書
）
で

は
全
四
十
課
の
う
ち
た
っ
た
の
二
課
、
『
尋
常
小
学
読
本
』
で
は
全
七
冊
の
う

ち
最
初
の
一
冊
の
み
で
あ
る
。
教
科
書
の
中
で
も
、
言
文
一
致
は
「
程
度
の
低

い
学
年
向
き
」
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
う

し
た
事
情
を
考
之
合
わ
せ
る
と
、
時
代
の
大
き
な
流
れ
が
言
文
一
致
に
向
か
っ

て
動
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
こ
と
『
こ
が
ね
丸
』
に
限
っ
て
言
え
ば
、

読
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
、
耳
に
慣
れ
て
い
た
文
体
は
、
言
文
一
致

体
で
は
な
く
、
む
し
ろ
小
波
が
用
い
た
「
馬
琴
調
」
の
方
に
あ
っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
当
時
の
人
気
児
童
雑
誌
の
『
小
国
民
』
（
明
治
二
十
四
年
一
月
号
）

ら
い
、
そ
れ
で
薬
を
掲
い
て
医
師
と
な
っ
て
い
た
、
と
い
っ
た
昔
話
の
後
日
談
　
　
の
「
文
林
」
と
い
う
欄
に
次
の
よ
う
な
子
ど
も
の
作
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

の
よ
う
な
部
分
も
あ
れ
ば
、
批
判
の
的
と
な
る
阿
駒
に
懸
想
し
た
猫
が
夫
鼠
を

殺
し
て
彼
女
を
奪
お
う
と
し
た
り
、
金
眸
大
王
に
鹿
の
妾
が
い
た
り
な
ど
の
事

情
も
物
語
を
一
層
面
白
く
す
る
た
め
の
工
夫
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
こ
が
ね
丸
』
の
文
体
に
関
し
て
は
、
先
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
堀
紫
山
と

　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
『
こ
が
ね
丸
』
論

帝
国
会
議

　
　
　
山
城
国
葛
野
郡
高
等
小
学
校
第
四
年
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
邨
九
郎

我
帝
国
議
会

（
、
貴
族
院
、
衆
議
院
ノ
ニ
部
ヨ
リ
成
立
シ
、
貴
族
院
（
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
『
こ
が
ね
丸
』
論

　
　
第
一
皇
族
、
第
二
公
侯
爵
、
第
三
伯
子
男
爵
ノ
互
撰
二
依
リ
テ
撰
抜
セ
ラ

　
　
レ
シ
者
、
第
四
多
額
納
税
者
、
第
五
勅
撰
議
員
ョ
リ
成
リ
、
衆
議
院
（
、

　
　
全
国
各
選
挙
区
ョ
リ
議
員
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
者
テ
ン
テ
選
挙
セ
ラ
レ
シ
人

　
　
ョ
リ
成
レ
リ
。
然
り
而
ノ
、
議
会
ノ
職
掌
（
、
天
皇
陛
下
ノ
提
出
シ
玉
ヒ

　
　
シ
、
議
案
ヲ
討
議
協
賛
シ
テ
、
後
再
ビ
陛
下
ノ
裁
可
ヲ
仰
キ
、
以
テ
我
国

　
　
ノ
立
法
ヲ
全
ク
ス
。

　
今
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
難
解
で
あ
る
が
、
当
時
の
子
ど
も
た
ち
は
確
か
に
、

こ
の
よ
う
な
文
章
を
書
き
、
ま
た
読
ん
で
い
た
わ
け
で
あ
る
。
明
治
初
期
は
、

文
語
体
、
言
文
一
致
体
、
雅
俗
折
衷
体
な
ど
の
多
様
な
文
体
が
同
時
に
使
用
さ

れ
て
い
て
、
極
め
て
文
体
不
統
一
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、
以
上
見
て
き
た
よ
う

に
、
小
波
が
文
語
体
を
採
用
し
た
の
は
、
刊
行
当
時
臭
受
層
で
あ
る
小
学
校
や

中
学
校
頃
の
子
ど
も
の
用
い
た
言
語
の
実
態
と
、
子
ど
も
読
者
の
文
体
的
好
み

に
沿
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
『
こ
が
ね
丸
』
は
、
当
時
の
子
ど
も
た
ち

の
あ
い
だ
で
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
、
た
ち
ま
ち
数
十
版
、
当
時
、
五
、
六
万

部
を
売
り
さ
ば
い
た
の
は
、
子
ど
も
に
即
し
た
文
体
で
あ
っ
た
の
が
、
理
由
の

一
つ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
当
時
の
子
ど
も
は
、
一
体
ど
の
よ
う
に
こ
の
作
品
を
読
ん
で
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
『
Ｅ
バ
バ
順
こ
が
ね
丸
』
（
前
掲
）
の
巻
末
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

「
当
時
の
感
想
」
を
読
む
こ
と
で
、
そ
の
一
端
を
垣
間
見
る
が
で
き
る
。
以
下
、

い
く
つ
か
あ
げ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

三
六

　
劇
作
家
の
小
山
内
薫
は
『
こ
が
ね
丸
』
と
の
出
会
い
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し

て
い
る
。
「
私
は
十
才
の
折
大
病
を
し
て
、
長
い
間
床
の
中
に
ゐ
ま
し
た
。
そ

の
頃
か
ら
書
物
と
い
ふ
も
の
を
熱
愛
す
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
丁
度
其
時
分

の
事
で
す
。
私
が
始
め
て
『
こ
が
ね
丸
』
を
手
に
し
ま
し
た
の
は
。
何
は
措
い

て
、
私
は
そ
の
本
の
美
し
い
の
に
心
を
奪
は
れ
ま
し
た
。
活
字
の
大
き
い
の
も

気
に
入
り
ま
し
た
。
袋
紙
に
な
っ
た
日
本
紙
の
表
装
が
ケ
バ
く
に
な
る
程
繰

り
返
し
く
読
み
ま
し
た
。
夜
も
抱
い
て
寝
ま
し
た
。
」

　
演
劇
評
論
家
で
あ
り
、
児
童
文
学
家
で
も
あ
る
楠
山
正
雄
も
、
「
『
こ
が
ね

丸
』
は
私
の
は
じ
め
て
読
ん
だ
子
供
の
た
め
の
本
で
し
た
。
（
略
）
母
親
に
か

く
れ
て
八
犬
伝
や
春
陽
堂
の
探
偵
小
説
本
な
ど
を
ぬ
す
み
読
み
し
て
ゐ
た
時
代

に
、
初
め
て
お
ほ
つ
ぴ
ら
に
買
っ
て
貰
つ
て
よ
ん
だ
本
」
だ
と
い
い
、
そ
し
て
、

「
『
こ
が
ね
丸
』
の
中
の
鼠
の
お
駒
の
〈
岩
見
銀
山
桝
落
し
地
獄
落
し
…
…
〉
一
石

々
の
浄
る
り
も
ど
き
の
く
ど
き
文
句
ま
で
、
今
思
ふ
と
少
し
滑
稽
で
す
が
、
三

十
年
の
間
忘
れ
ず
に
暗
誦
し
て
ゐ
る
の
で
す
か
ら
ふ
し
ぎ
で
す
。
」
と
語
っ
て

い
る
。

　
ま
た
、
実
業
家
の
岩
崎
輝
弥
は
、
「
こ
が
ね
丸
が
出
だ
の
は
丁
度
私
の
五
六

才
の
頃
と
覚
之
候
が
、
未
だ
に
是
程
印
象
を
深
く
し
た
る
本
は
御
座
な
く
、
主

人
公
の
犬
が
可
愛
さ
う
に
て
、
読
み
返
す
度
毎
に
涙
を
流
し
候
事
、
忘
れ
ら
れ

ぬ
記
憶
に
候
。
」
と
言
っ
て
い
る
。

そ
の
他
、
例
え
ば
、
木
村
小
舟
は
『
少
年
文
学
史
　
明
治
篇
　
別
物
』
の
中



で
、
自
分
か
十
一
歳
の
時
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
で
父
が
亡
く
な
っ
て
、

「
其
の
悲
し
さ
と
淋
し
さ
と
を
、
無
言
の
裡
に
慰
め
て
呉
れ
た
の
は
、
他
な
ら

ぬ
『
黄
金
丸
』
と
『
幼
年
雑
誌
』
と
で
あ
つ
た
」
と
述
べ
、
そ
し
て
、
『
こ
が

ね
丸
』
に
つ
い
て
の
思
い
出
を
次
の
よ
う
に
書
き
綴
っ
て
い
る
。

　
　
　
「
黄
金
丸
」
は
、
見
る
か
ら
に
、
愛
着
を
感
ず
る
美
し
い
好
冊
子
で
あ

　
　
っ
た
。
何
所
で
求
め
て
来
だ
の
や
ら
、
或
夜
兄
の
手
か
ら
、
そ
れ
を
渡
さ

　
　
れ
た
時
の
私
の
悦
び
は
、
今
ま
で
の
淋
し
い
気
持
が
一
時
に
吹
飛
ん
だ
や

　
　
う
に
勇
気
づ
い
た
の
で
あ
る
。
開
巻
第
一
頁
の
、
「
む
か
し
あ
る
深
山
に

　
　
一
匹
の
虎
住
み
け
り
」
と
あ
る
の
を
、
む
の
字
の
所
在
が
判
ら
ず
、
「
か

　
　
し
あ
る
深
山
に
」
と
は
何
の
事
か
と
兄
に
問
へ
ば
、
「
虎
の
踏
み
つ
け
て

　
　
ゐ
る
文
字
か
ら
読
み
始
め
る
の
だ
」
と
教
へ
ら
れ
、
成
る
程
さ
う
い
ふ
譚

　
　
か
と
今
一
度
見
直
し
て
み
た
ら
、
い
か
に
も
虎
が
「
む
」
の
字
を
墜
へ
て

　
　
ゐ
る
で
は
な
い
か
。

　
　
　
（
略
）

　
　
　
中
に
も
、
黄
金
丸
が
武
者
修
行
の
中
途
に
、
人
里
遠
き
野
末
に
行
き
暮

　
　
れ
、
方
途
に
迷
う
て
茫
た
る
時
、
忽
焉
と
し
て
一
團
の
燐
火
現
れ
、
行
手

　
　
の
方
を
教
へ
示
し
た
と
い
ふ
條
の
挿
書
に
は
、
気
の
弱
か
っ
た
故
も
あ
ら

　
　
う
が
、
何
と
な
く
恐
ろ
し
さ
を
覚
え
て
、
卒
然
巻
を
掩
ふ
の
外
な
く
、
而

　
　
も
二
度
三
度
と
見
返
す
毎
に
、
此
の
部
分
に
来
る
と
態
と
目
を
閉
し
て
手

　
　
早
く
め
く
り
去
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
『
こ
が
ね
丸
』
論

　
こ
れ
ら
の
回
想
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
評
論
者
の
批
判
の
中
心
と
な
る
内
容

や
文
体
の
古
さ
が
、
読
者
層
で
あ
る
子
ど
も
の
評
価
を
下
げ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。
今
日
の
児
童
文
学
と
は
趣
が
ま
っ
た
く
違
う
も
の
の
、
明
治
初
期
の
子
ど

も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
作
品
は
非
常
に
面
白
い
も
の
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。

お
わ
り
に

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
『
こ
が
ね
丸
』
と
ゲ
ー
テ
の
『
狐
の
裁
判
』
と
の

関
係
を
検
討
し
て
み
た
。
小
波
自
身
が
言
っ
た
よ
う
に
、
『
こ
が
ね
丸
』
を
創

作
す
る
際
、
日
本
の
文
芸
遺
産
ば
か
り
で
な
く
、
『
狐
の
裁
判
』
を
含
む
外
国

の
種
を
も
利
用
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
狐
の
イ

メ
ー
ジ
と
、
擬
人
化
の
方
法
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
分
析
し
、
『
こ
が
ね
丸
』

は
『
狐
の
裁
判
』
の
ど
の
部
分
を
参
照
し
た
か
を
示
し
た
。

　
ま
た
、
『
こ
が
ね
丸
』
の
内
容
と
文
体
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
、
作
品
が

発
表
さ
れ
た
明
治
二
十
年
代
の
時
代
背
景
と
、
読
者
層
で
あ
る
子
ど
も
旦
旱
受

相
に
視
座
を
置
き
、
考
察
を
行
っ
た
。
『
こ
が
ね
丸
』
が
、
明
治
二
十
年
代
の

子
ど
も
読
者
の
あ
い
だ
で
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
、
今
日
「
日
本
創
作
児
童
文

学
の
第
一
作
」
と
言
わ
れ
る
要
因
の
一
つ
は
、
読
者
層
で
あ
る
当
時
の
子
ど
も

が
浸
っ
て
い
た
文
化
環
境
、
文
体
習
慣
に
適
応
し
た
結
果
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

三
七



　
　
　
　
　
巌
谷
小
波
『
こ
が
ね
丸
』
論

注①
　
有
毒
梅
児
は
「
批
評
　
こ
が
ね
ま
る
　
漣
山
人
作
」
（
『
国
民
の
友
』
　
一
八
九
一
年

　
一
月
二
十
三
日
）
の
中
で
、
「
範
山
人
は
グ
リ
ム
、
ア
ン
デ
ル
ゼ
ン
等
の
メ
ル
シ
ェ

　
ン
を
参
酌
せ
ず
し
て
却
て
梅
物
語
に
遠
き
此
黄
表
紙
中
よ
り
『
こ
が
ね
ま
る
』
の
案

　
を
起
せ
し
な
り
卜
。
全
交
？
　
春
町
？
　
否
、
否
其
案
よ
り
も
な
ほ
一
層
梶
物
語
に

　
遠
き
南
仙
笑
楚
満
人
の
黄
表
紙
よ
り
産
み
出
せ
し
な
り
と
考
ふ
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

②
　
『
こ
が
ね
丸
』
（
博
文
館
、
一
八
九
一
年
）
の
「
凡
例
」
。
な
お
、
引
用
は
復
刻
版

　
（
日
本
近
代
文
学
館
、
▽
几
六
八
年
）
に
よ
る
。

③
　
紫
子
（
堀
紫
山
）
は
「
少
年
文
学
第
一
編
を
読
ん
で
漣
山
人
に
寄
す
」
（
『
読
売
新

　
聞
』
　
一
八
九
一
年
三
月
十
二
日
）
の
中
で
、
「
兄
は
現
今
小
説
家
中
に
あ
っ
て
言
文

　
一
致
体
の
領
袖
な
り
。
僕
は
兄
が
何
故
に
古
来
の
文
章
を
捨
て
て
故
ら
に
新
創
の
言

　
文
回
収
体
に
従
い
た
る
や
を
知
ら
ず
と
雖
も
私
は
兄
の
心
を
忖
る
に
蓋
し
言
文
一
致

　
体
は
上
下
老
幼
万
人
に
通
じ
て
読
み
易
く
解
し
易
し
と
思
慮
し
た
る
が
ゆ
え
な
ら
ず

　
ん
ば
あ
ら
ず
。
（
猶
他
に
理
由
あ
る
べ
け
れ
ど
）
然
る
に
兄
は
少
年
文
学
第
一
編
こ

　
が
ね
丸
を
著
す
に
方
り
て
兄
が
専
売
の
言
文
一
致
体
を
捨
て
て
古
臭
粉
々
た
る
馬
琴

　
調
を
用
い
又
巻
首
に
述
べ
て
曰
く
文
章
に
修
飾
を
勉
め
ず
趣
向
に
新
奇
を
索
め
ず
只

　
管
少
年
の
読
み
易
か
ら
ん
を
願
う
て
わ
ざ
と
例
の
言
文
一
致
を
廃
せ
り
・
と
。
嗚
呼
是

　
れ
何
の
言
ぞ
や
江
の
島
の
金
亀
棲
上
御
酒
の
加
減
か
如
し
く
は
一
の
座
興
か
は
知
ら

　
ね
ど
左
り
と
は
言
文
一
致
家
の
領
袖
の
お
言
葉
と
も
思
わ
れ
ざ
る
な
り
。
」
と
、
小

　
波
を
批
判
し
て
い
る
。

①
　
「
批
評
　
こ
が
ね
丸
　
少
年
文
学
第
一
　
漣
山
人
著
」
（
『
日
本
評
論
』
　
一
八
九
一

　
年
一
月
）
の
中
で
、
Ｍ
・
Ｕ
（
植
村
正
久
と
言
わ
れ
る
）
は
、
「
猛
虎
金
眸
が
照
射

　
と
い
へ
る
牝
鹿
を
も
て
妾
と
な
せ
る
件
な
ど
は
幼
童
の
た
め
に
も
の
せ
る
書
に
あ
る

　
ま
じ
き
こ
と
と
思
わ
る
。
ま
た
作
者
千
慮
の
一
失
か
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

⑤
　
注
②
に
同
じ
。

⑥
　
大
江
小
波
『
甲
良
武
者
』
博
文
館
、
▽
几
○
七
年
　
附
録
・
お
伽
身
上
話
。

三
八

⑦
　
『
東
京
朝
日
新
聞
』
　
一
九
三
〇
年
九
月
言
百
～
一
八
日
連
載
、
木
村
定
次
郎
編

　
『
還
暦
記
念
　
小
波
先
生
』
（
私
家
版
、
一
九
三
〇
年
十
一
月
）
所
収
。
引
用
は
『
還

　
暦
記
念
　
小
波
先
生
』
に
よ
る
。

⑧
　
巌
谷
小
波
『
我
が
五
十
年
』
東
亜
堂
、
▽
几
二
〇
年
。
な
お
、
引
用
は
復
刻
版

　
（
久
山
社
、
▽
几
八
七
年
）
に
よ
る
。

⑨
　
参
考
し
た
の
は
、
景
戒
撰
述
　
遠
藤
嘉
基
、
春
日
和
男
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大

　
系
7
0
　
日
本
霊
異
記
』
（
岩
波
書
店
、
▽
几
六
七
年
）
と
中
田
祝
夫
校
注
訳
『
新
編

　
日
本
古
典
文
学
全
集
1
0
　
日
本
霊
異
記
』
（
小
学
館
、
▽
几
九
五
年
）
。

⑩
　
注
⑨
に
同
じ
。

⑥
　
幸
堂
得
知
校
訂
『
黄
表
紙
百
種
』
（
博
文
館
、
▽
几
○
一
年
）
に
南
柚
笑
楚
満
人

　
作
、
豊
国
画
の
『
一
狂
言
狐
書
入
上
、
下
』
（
和
泉
屋
市
兵
衛
、
一
七
九
八
年
）
が

　
収
録
さ
れ
て
い
る
。

⑩
　
ゲ
ー
テ
著
　
井
上
勤
訳
　
渡
逞
義
方
校
正
『
皿
皿
狐
の
裁
判
』
春
陽
堂
、
一
八
八

　
四
年
。

⑩
　
『
こ
が
ね
丸
』
（
前
掲
）
第
二
回
。

⑩
「
此
処
の
畠
彼
処
の
厨
と
、
日
暮
る
こ
ま
で
求
食
り
し
か
ど
、
は
か
ぐ
し
き
獲

　
物
も
な
け
れ
ば
、
尋
ね
あ
ぐ
み
て
只
在
る
藪
陰
に
憩
ひ
け
る
に
忽
ち
車
の
軋
る
音
し

　
て
、
一
匹
の
大
牛
大
な
る
荷
車
を
挽
き
、
こ
れ
に
一
人
の
牛
飼
つ
き
て
、
罵
立
て
つ

　
１
此
方
を
さ
し
て
来
れ
り
。
聴
水
は
身
を
潜
め
て
件
の
車
の
上
を
見
れ
ば
。
何
処
の

　
津
よ
り
運
び
来
に
け
ん
、
俵
に
し
た
る
米
の
他
に
、
塩
鮭
干
鰯
な
ん
ど
数
多
積
め
る

　
に
。
こ
は
好
き
物
を
見
付
け
つ
と
、
尚
隠
れ
て
車
を
遣
り
過
し
、
閃
り
と
そ
の
上
に

　
飛
び
乗
り
て
、
積
み
た
る
肴
を
ば
音
せ
ぬ
や
う
に
、
少
し
づ
ふ
四
上
に
投
落
す
を
、

　
牛
飼
は
少
し
も
心
付
か
ず
。
」
『
こ
が
ね
丸
』
（
前
掲
）
第
十
一
回
。

　
　
ち
な
み
に
、
丹
和
浩
氏
は
『
近
世
庶
民
教
育
と
出
版
文
化
　
　
往
来
物
制
作
の
背

　
景
』
（
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
五
年
）
の
附
論
「
明
治
初
年
の
文
章
表
現
と
馬
琴
」
で
、

　
文
章
表
現
の
側
面
か
ら
『
こ
が
ね
丸
』
と
『
狐
の
裁
判
』
の
関
連
性
を
論
じ
た
こ
と



　
が
あ
る
。

⑤
　
『
特
狐
の
裁
判
』
（
前
掲
）
第
一
回
訴
訟

⑩
　
近
藤
清
春
画
、
刊
年
不
明
。
稀
書
複
製
会
編
『
鼠
花
見
』
（
米
山
堂
、
▽
几
二
Ｉ

　
年
）
を
参
照
。

⑤
「
お
と
ぎ
四
十
年
」
（
前
掲
）

⑩
　
引
用
は
、
博
文
館
一
九
二
Ｉ
年
刊
『
訴
且
こ
が
ね
丸
』
の
復
刻
（
ほ
る
ぷ
出

　
版
、
▽
几
七
四
年
）
に
よ
る
。

⑩
　
前
掲
注
④
。

⑩
　
木
村
小
舟
『
少
年
文
学
史
　
明
治
篇
　
別
巻
』
童
話
春
秋
社
、
▽
几
四
三
年
。
な

　
お
、
引
用
は
復
刻
版
『
明
治
少
年
文
学
史
　
第
三
巻
』
（
大
空
社
、
▽
几
九
五
年
）

　
「
少
年
時
代
の
追
憶
」
に
よ
る
。

＊
引
用
文
の
ル
ビ
は
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
の
み
付
け
た
。
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め

　
た
。

巌
谷
小
波
『
こ
が
ね
丸
』
論

三
九




