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赤赤
本本
「「
猿猿
蟹蟹
合合
戦戦
」」
をを
中中
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にに――
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子
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学 赤

羽
根 

有
里
子 

 

要 

旨 

こ
れ
ま
で
赤
本
は
草
双
紙
の
初
期
の
形
態
と
し
て
、
そ
の
中
の
昔
話
も
の
に
つ
い
て
も
赤
本
の
一

作
品
と
し
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
描
き
方
や
画
風
、
つ
ま
り
は
江
戸
期
と
し
て
の
絵
本
の
書
誌
や
特

徴
に
関
す
る
研
究
が
中
心
と
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
江
戸
期
の
昔
話
「
猿
蟹
合
戦
」
を

整
理
し
た
上
で
、
赤
本
「
猿
蟹
合
戦
」
を
中
心
に
「
昔
話
の
絵
本
化
」
と
い
う
観
点
で
、
と
ら
え
な

お
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
昔
話
絵
本
の
絵
本
化
と
は
い
か
あ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
現
代
の
昔
話
絵

本
研
究
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
べ
き
視
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

キ
ー
ワ
ー
ド
：
昔
話
絵
本
、
江
戸
期
、
赤
本
、
草
双
紙
、
猿
蟹
合
戦 

ⅠⅠ
．．
はは
じじ
めめ
にに  

江
戸
期
に
出
版
さ
れ
た
昔
話
系
の
絵
本
を
こ
こ
で
は
江
戸
期
昔
話
絵
本
と
呼
ぶ
。
昔
話

の
（
出
版
形
態
の
）
絵
本
化
は
、
江
戸
期
に
お
い
て
盛
ん
に
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
草

双
紙
の
赤
本
は
そ
の
初
期
の
形
態
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
猿
蟹
合
戦
」
は
、

「
桃
太
郎
」「
花
咲
爺
」「
か
ち
か
ち
山
」
等
と
並
び
、
現
代
に
お
い
て
も
絵
本
化
さ
れ
て

い
る
日
本
の
代
表
的
な
昔
話
の
一
つ
で
あ
る
。 

語
り
に
よ
っ
て
享
受
さ
れ
て
い
た
昔
話
を
ど
の
よ
う
に
工
夫
し
絵
本
化
し
た
の
か
。
こ

の
よ
う
な
観
点
で
、
本
稿
で
は
、
江
戸
期
の
昔
話
「
猿
蟹
合
戦
」
を
整
理
し
た
上
で
、
筆

者
が
こ
れ
ま
で
主
に
研
究
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
た
江
戸
期
昔
話
絵
本
作
品
の
図

版
の
中
で
、
赤
本
「
猿
蟹
合
戦
」
か
ら
い
く
つ
か
示
し
な
が
ら
と
ら
え
な
お
し
て
み
た
い
。 

ⅡⅡ
．．
江江
戸戸
期期
のの
昔昔
話話
「「
猿猿
蟹蟹
合合
戦戦
」」
のの
内内
容容  

こ
こ
で
は
そ
の
前
提
と
な
る
、
江
戸
期
の
昔
話
「
猿
蟹
合
戦
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

だ
っ
た
の
か
、
赤
本
か
ら
二
種
、
随
筆
類
か
ら
一
種
を
取
り
上
げ
て
、
そ
の
本
文
か
ら
内 

容
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』（
西 

村
重
長
画 

刊
記
な
し 

公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
《
岩
崎
文
庫
》
所
蔵
）
と
赤
本
『
猿

蟹
合
戦
』（
画
作
者
・
刊
記
な
し 

大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
）
は
、
既
に
書
誌
・
翻
刻
・ 

注
釈
研
究
が
成
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
に
お
い
て
詞
書
の
記
述
等
を
行
う
に
あ
た
り
参
考
に 

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

１１
．．
赤赤
本本
『『
ささ
るる
かか
にに
合合
戦戦
』』  

赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
は
、
現
存
す
る
江
戸
期
昔
話
絵
本
の
「
猿
蟹
合
戦
」
の
中
で
、 

筆
者
が
確
認
で
き
た
中
で
最
も
古
い
作
品
で
あ
り
、
そ
の
筋
展
開
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

① 

猿
と
蟹
が
、
柿
の
種
と
焼
飯
（
や
き
め
し
）
を
交
換
す
る
。 

② 

蟹
が
植
え
た
柿
の
種
が
急
速
に
生
長
し
、
た
く
さ
ん
の
実
を
つ
け
る
。 

③ 
猿
は
蟹
が
育
て
た
柿
の
実
を
取
り
、
蟹
に
は
渋
柿
を
投
げ
付
け
、
負
傷
さ
せ
る
。 

④ 
蟹
に
同
情
す
る
仲
間
（
臼
、
杵
、
玉
子
、
荒
布
等
）
が
集
ま
り
、
敵
討
ち
の
相
談

を
す
る
。 

⑤ 

蟹
は
仲
間
の
助
力
を
得
て
仇
を
討
つ
（
猿
の
生
死
は
不
明
）。 

こ
の
作
品
の
筋
展
開
は
、
蟹
に
同
情
す
る
仲
間
と
し
て
、
栗
で
は
な
く
、
玉
子
、
糞

で
は
な
く
荒
布
（
海
草
）
な
ど
、
現
代
の
絵
本
等
の
「
猿
蟹
合
戦
」
で
見
ら
れ
る
も
の
と
、

（1） 

（2） 

（3） 

（4） 
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登
場
人
物
等
で
多
少
違
い
が
多
少
あ
る
も
の
の
、
筋
展
開
は
、
ほ
ぼ
共
通
す
る
も
の
で
あ

る
。 

２２
．．
赤赤
本本
『『
猿猿
蟹蟹
合合
戦戦
』』  

一
方
、
絵
柄
や
筋
展
開
の
複
雑
さ
か
ら
す
る
と
、
先
の
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
よ
り

少
し
後
の
作
品
と
思
わ
れ
る
が
、
江
戸
期
に
は
赤
本
『
猿
蟹
合
戦
』
と
い
う
作
品
も
あ
る
。

そ
の
筋
展
開
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

①
竜
宮
帰
り
の
大
猿
が
漆
に
か
ぶ
れ
、
医
師
よ
り
そ
の
痛
み
に
は
蟹
味
噌
が
効
く
と 

 

聞
く
。 

②
大
猿
の
息
子
は
蟹
味
噌
を
得
る
た
め
蟹
に
近
づ
き
、
渋
柿
を
投
げ
つ
け
傷
つ
け
、
蟹

味
噌
を
得
る
。 

③
蟹
は
傷
が
も
と
で
死
ぬ
。
蟹
の
息
子
は
同
情
し
て
集
ま
っ
た
仲
間
（
臼
、
包
丁
、
く

ら
げ
）
と
と
も
に
敵
討
ち
の
相
談
を
す
る
。 

④
蟹
の
息
子
は
く
ら
げ
を
力
と
し
て
戦
う
が
大
猿
に
破
れ
、
西
国
の
武
文
蟹
に
助
力
を

頼
む
。 

⑤
蟹
の
息
子
は
、
仲
間
の
助
力
や
武
文
蟹
の
軍
法
で
、
猿
を
降
参
さ
せ
仇
を
討
つ
。 

こ
の
筋
展
開
に
は
、「
猿
蟹
合
戦
」
の
昔
話
と
し
て
一
般
的
に
よ
く
知
ら
れ
る
「
柿
と

焼
飯
（
握
り
飯
や
お
む
す
び
な
ど
の
表
記
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
）
の
交
換
の
場
面

が
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
が
、
特
殊
な
「
猿
蟹
合
戦
」
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
少

な
く
と
も
江
戸
期
に
お
い
て
は
あ
る
程
度
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

そ
の
理
由
と
し
て
は
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
の
序
文
が
あ
り
文
化
十
一
（
一
八
一 

一
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
随
筆
『
燕
石
雑
志
』
の
中
で
、「
宝
暦
明
和
の
間
に
再
刻
す
る
と 

こ
ろ
の
絵
草
紙
」
と
し
て
、
こ
の
赤
本
『
猿
蟹
合
戦
』
の
八
丁
裏
・
九
丁
表
の
図
版
は
そ

の
ま
ま
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
記
述
が
確
か
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
赤

本
『
猿
蟹
合
戦
』
は
、
版
木
が
摩
滅
し
て
再
刻
す
る
ほ
ど
、
繰
り
返
し
出
版
さ
れ
続
け
た

こ
と
に
な
る
。 

た
だ
し
、
１
で
取
り
上
げ
た
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
も
、
こ
の
『
猿
蟹
合
戦
』
と
同

様
に
出
版
年
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
原
本
の
成
立
時
期
を
特
定
で
き
な
い
の

で
あ
る
が
、
赤
本
は
画
風
や
画
作
者
の
活
躍
時
期
か
ら
享
保
期
（
一
七
一
六
～
一
七
三
六
）

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
期
間
を
推
定
す
る
な
ら
ば
、（
享
保
期
頃
に
原
本
が
作

ら
れ
た
と
し
て
）
宝
暦
・
明
和
期
（
一
七
五
一
～
一
七
七
二
）
頃
、
つ
ま
り
五
十
年
近
く

刷
り
続
け
、
さ
ら
に
再
刻
し
て
刷
り
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
当
時
も
再
刻
版
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
仮
に
原
本
が
享
保
期
の
始
め
で
は
な
く
、
終
わ
り
頃
に
出
版
さ

れ
て
い
た
と
し
て
も
、
同
じ
絵
本
が
八
十
年
近
く
出
版
さ
れ
続
け
た
こ
と
に
な
り
、
現
代

の
感
覚
で
い
え
ば
超
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
で
、
昔
話
「
猿
蟹
合
戦
」
の
内
容
を
示
す
定
番
の
も

の
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
可
能
性
が
十
分
あ
る
。 

３３
．．
随随
筆筆
『『
燕燕
石石
雑雑
志志
』』
にに
記記
録録
ささ
れれ
てて
いい
るる
「「
猴猴
蟹蟹
合合
戦戦
」」  

江
戸
期
に
お
い
て
、
昔
話
「
猿
蟹
合
戦
」
の
内
容
は
江
戸
期
の
随
筆
に
も
記
さ
れ
て
い 

る
。
例
え
ば
、
随
筆
『
燕
石
雑
志
』
は
そ
の
一
つ
だ
が
、
そ
の
「
猴
蟹
合
戦
」
の
項
に
記 

載
さ
れ
て
い
る
筋
展
開
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

①
猿
と
蟹
が
、
柿
の
種
と
火
飯
（
や
き
め
し
）
を
交
換
す
る
。 

②
蟹
が
植
え
た
柿
の
種
が
急
速
に
生
長
し
、
た
く
さ
ん
の
実
を
つ
け
る
。 

③
猿
は
蟹
が
育
て
た
柿
の
実
を
取
り
、
蟹
に
は
渋
柿
を
投
げ
付
け
傷
つ
け
る
（
蟹
は
死

ぬ
）。 

④
蟹
の
親
族
妻
子
ら
は
怒
り
、
軍
兵
を
起
こ
し
て
戦
う
が
、
猿
も
眷
属
を
得
て
抵
抗
す

る
。 

⑤
蟹
に
同
情
す
る
仲
間
（
臼
、
杵
、
玉
子
、
荒
布
等
）
が
集
ま
り
、
軍
略
を
練
る
。 

⑥
蟹
は
仲
間
の
助
力
を
得
て
仇
を
討
つ
（
猿
は
死
ぬ
）。 

こ
れ
は
、
発
端
で
猿
と
蟹
と
の
交
換
の
場
面
が
あ
る
点
で
、
１
の
赤
本
『
さ
る
か
に
合 

戦
』
と
同
じ
で
あ
る
が
、
傷
つ
け
ら
れ
た
蟹
が
死
に
、
そ
の
子
ど
も
（
こ
の
場
合
は
子
ど 

も
だ
け
で
な
く
親
族
・
妻
子
も
含
む
）
が
仇
を
討
と
う
と
す
る
点
で
は
２
で
取
り
上
げ
た

赤
本
『
猿
蟹
合
戦
』
に
近
い
。
さ
ら
に
、
臼
た
ち
が
活
躍
す
る
前
に
猿
と
蟹
が
集
団
で
戦

う
場
面
が
あ
る
こ
と
も
２
の
赤
本
『
猿
蟹
合
戦
』
に
近
い
。 

こ
の
「
猴
蟹
合
戦
」
の
項
の
冒
頭
に
は
「
昔
よ
り
童
蒙
（
わ
ら
は
べ
）
の
す
な
る
物
話 

…

」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
内
容
は
『
燕
石
雑
志
』 

の
筆
者
自
身
の
記
憶
と
い
う
よ
り
、
当
時
の
子
ど
も
た
ち
が
語
り
合
っ
て
い
る
昔
話
の
内

容
を
書
き
留
め
た
（
そ
の
よ
う
な
姿
勢
で
記
し
た
）
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

以
上
の
こ
と
か
ら
、
江
戸
期
の
昔
話
「
猿
蟹
合
戦
」
と
し
て
、
猿
が
投
げ
つ
け
た
柿
に

（5） 

（6） 

（7） 

1） 

昔話絵本再考

－69（2）－



 

5 頁頁以以上上 10 頁頁ままでででで執執筆筆ししててくくだだささいい ⇒⇒   3 
 

よ
っ
て
蟹
が
傷
つ
き
、
同
情
し
た
蟹
の
仲
間
た
ち
の
助
力
を
得
て
敵
討
ち
を
果
た
す
と

い
っ
た
内
容
が
大
筋
と
し
て
あ
り
、
敵
討
ち
は
傷
つ
い
た
蟹
が
行
う
場
合
と
そ
の
子
供
が

行
う
場
合
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
猿
と
蟹
の
交
換
の
場
面
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
な
い
パ
タ
ー

ン
も
当
時
の
人
々
に
享
受
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
等
が
確
認
で
き
た
。 

ⅢⅢ
．．
江江
戸戸
期期
のの
赤赤
本本
にに
おお
けけ
るる
昔昔
話話
「「
猿猿
蟹蟹
合合
戦戦
」」
のの
絵絵
本本
化化  

で
は
、
Ⅱ
で
述
べ
た
よ
う
な
江
戸
期
の
昔
話
「
猿
蟹
合
戦
」
の
内
容
は
、
実
際
ど
の
よ

う
に
絵
本
化
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
先
の
Ⅱ
の
１
と
２
で
述
べ
た
赤
本

の
二
作
品
に
つ
い
て
、
表
紙
及
び
発
端
の
場
面
を
取
り
上
げ
分
析
・
考
察
し
て
み
た
い
。 

１１
．．
表表
紙紙
にに
つつ
いい
てて  

当
然
の
こ
と
だ
が
、
語
り
の
場
合
に
は
存
在
し
な
い
も
の
に
表
紙
が
あ
る
。
実
は
「
猿

蟹
合
戦
」
の
原
の
表
紙
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
他
の
昔
話
絵
本
で
は
赤
本
以
前
の
「
赤

小
本
」
と
呼
ば
れ
る
体
裁
で
、
現
代
の
「
か
ち
か
ち
山
」
に
あ
た
る
『
む
ぢ
な
の
敵
討
』

と
い
う
小
本
に
は
原
の
表
紙
が
あ
る
。
そ
の
表
紙
に
は
図
１
に
示
す
よ
う
な
文
字
だ
け
を

記
し
た
題
簽
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
題
簽
に
は
中
央
に
大
き
く
「
む
ぢ
な
の
敵
討
」

と
あ
り
、
そ
の
上
に
小
さ
く
「
本
年
／
四
つ
切
」
と
い
う
角
書
、
そ
し
て
左
に
や
や
小
さ

く
「
う
さ
ぎ
の
ち
り
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
絵
本
の
内
容
を
示
す
情
報
と
し
て
は
適

切
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
者
と
し
て
こ
の
絵
本
を
見
開
く
上
で
の
目
印
に
は
な
る
も

の
の
、
文
字
方
法
だ
け
記
し
た
題
簽
の
み
の
表
紙
は
、
イ
ン
パ
ク
ト
性
に
欠
け
る
。 

そ
の
点
、
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
の
場
合
は
、
図
２
に
示
す
よ
う
に
「
さ
る
か
に
合

戦
」
と
い
う
文
字
の
下
に
、
柿
の
木
に
登
る
猿
と
、
そ
の
下
で
手
を
伸
ば
す
蟹
の
姿
が
、

互
い
に
視
線
を
合
わ
せ
る
構
図
で
描
か
れ
て
い
る
。
左
手
に
柿
を
持
つ
猿
は
、
羽
織
を

纏
っ
て
は
い
る
が
体
は
動
物
（
猿
）
の
姿
で
あ
る
の
に
対
し
、
蟹
は
人
間
の
姿
を
し
て
蟹

を
頭
に
付
け
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
、
こ
の
後
こ
の
よ
う
な
人
物
と
場
面
が
展

開
す
る
場
面
を
想
像
し
な
が
ら
頁
を
め
く
っ
た
で
あ
ろ
う
。
読
者
に
と
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
絵
題
箋
が
付
さ
れ
た
表
紙
は
、
文
字
だ
け
の
表
紙
よ
り
魅
力
を
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

図
１ 

赤
小
本
『
む
ぢ
な
の
敵
討
』（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
表
紙 

 

 図
２ 

赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』（
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
《
岩
崎
文
庫
》
所
蔵
） 

 
 
 

表
紙 
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ま
た
、
こ
こ
に
取
ら
れ
て
い
る
場
面
の
選
び
方
も
よ
く
計
算
さ
れ
て
い
る
。
も
し
表
紙

に
こ
の
昔
話
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
あ
る
「
猿
が
退
治
さ
れ
る
場
面
」
を
描
い
て
し
ま
う

と
、
読
者
に
と
っ
て
、
結
末
を
予
想
す
る
楽
し
み
が
う
ば
わ
れ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
描
か
れ
る
人
物
も
主
要
な
人
物
二
者
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
柿
を
効
果
的
に
配
し
て 

い
る
。
さ
ら
に
作
者
名
「
西
村
重
長
」
と
記
す
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
あ
ま
り
表
紙
に
作
者 

名
を
記
す
こ
と
が
な
か
っ
た
絵
本
に
つ
い
て
、
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
を
提
案
す
る
も
の
に
も

な
っ
て
い
る
。 

赤
本
以
後
の
草
双
紙
の
中
に
は
、
全
面
絵
柄
に
す
る
傾
向
も
見
ら
れ
た
が
、
当
時
の
人

気
役
者
を
配
す
る
な
ど
、
表
紙
は
「
猿
蟹
合
戦
」
の
内
容
と
離
れ
る
傾
向
も
見
ら
れ
始
め
、

絵
本
の
表
紙
が
よ
り
目
立
ち
人
々
の
目
に
留
ま
る
こ
と
を
意
識
し
出
し
た
結
果
と
も
考

え
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
こ
の
赤
本
（
図
２
）
の
表
紙
は
、
昔
話
絵
本
の
内
容

に
関
連
さ
せ
読
者
の
興
味
関
心
を
ひ
き
だ
そ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
点
で
、
特
筆
す
べ
き

も
の
で
あ
る
。 

な
お
、
読
者
の
中
に
は
、
こ
の
絵
柄
の
擬
人
化
の
表
現
に
関
心
を
も
つ
者
も
い
る
だ
ろ

う
。
例
え
ば
、
猿
は
顔
や
姿
形
は
動
物
の
猿
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
袖
の
短
い
羽

織
を
纏
い
、
そ
の
絵
柄
に
桃
の
模
様
が
あ
る
。
桃
の
模
様
か
ら
、
猿
は
「
桃
太
郎
」
の
猿

を
読
者
に
想
起
さ
せ
る
。 

 

こ
の
絵
本
を
開
く
読
者
に
と
っ
て
は
、「
こ
れ
は
桃
太
郎
と
同
じ
猿
な
の
か
？
」「
桃
太

郎
の
猿
の
後
日
譚
な
の
か
？
」
等
と
想
像
を
膨
ら
ま
せ
て
読
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た

そ
の
下
に
描
か
れ
る
蟹
は
人
間
の
若
者
で
あ
り
蟹
を
頭
に
付
け
て
い
る
蟹
そ
の
も
の
で

は
な
い
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
項
で
述
べ
る
）。 

 
 

こ
の
よ
う
に
、
表
紙
の
一
部
、
題
簽
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
読
者
の
目
に
は
、
本
を
開

く
楽
し
さ
や
想
像
力
を
膨
ら
ま
せ
る
工
夫
の
あ
る
も
の
は
魅
力
的
に
映
っ
た
で
あ
ろ
う
。

表
紙
を
め
く
る
と
、
い
よ
い
よ
昔
話
の
始
ま
り
で
あ
る
。
語
り
で
あ
れ
ば
、「
さ
あ
、
そ

ろ
そ
ろ
昔
話
を
語
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
準
備
が
整
い
、
語
り
手
も
聞
き
手
も
、
こ
れ
か
ら

始
ま
る
昔
話
の
世
界
を
そ
れ
ぞ
れ
想
像
し
、
昔
話
を
語
る
（
聞
く
）
モ
ー
ド
に
切
り
替
わ

る
。
昔
話
絵
本
の
表
紙
は
そ
の
よ
う
な
役
割
も
担
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。 

な
お
、
赤
本
『
猿
蟹
合
戦
』
は
原
題
簽
が
外
れ
て
お
り
後
の
題
簽
「
猿
蟹
合
戦 

赤
本
」

が
付
さ
れ
て
い
る
の
み
の
た
め
、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
。 

２２
．．
絵絵
本本
化化
のの
実実
際際  

こ
こ
で
は
、
作
品
の
発
端
部
分
を
例
に
、
ど
の
よ
う
に
絵
本
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、（
１
）

赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
の
場
合
、（
２
）
赤
本
『
猿
蟹
合
戦
』
の
場
合
と
し
て
分
け
て

述
べ
る
。 

 

（
１
）
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
の
場
合 
 

①
本
文
と
絵
の
配
置 

赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
の
発
端
に
は
、
図
３
に
示
す
よ
う
に
、
猿
と
蟹
が
出
会
う
場

面
が
描
か
れ
て
い
る
（
一
丁
表
）。
表
紙
の
絵
題
簽
と
は
逆
に
、
右
側
に
猿
、
左
手
前
に

蟹
が
描
か
れ
、
猿
は
桃
の
実
と
葉
を
あ
し
ら
っ
た
羽
織
付
き
の
着
物
を
身
に
つ
け
、
右
手

に
柿
の
種
（
さ
ね
）
を
持
つ
。
蟹
は
渦
巻
き
模
様
を
あ
し
ら
っ
た
羽
織
を
纏
い
、
右
手
に

「
や
き
め
し
（
焼
飯
・
火
飯
）
手
に
し
て
い
る
。 

読
者
は
、
表
紙
を
め
く
る
と
、
ま
ず
、
本
文
「
む
か
し
む
か
し
あ
っ
と
さ
。
山
の
さ
る

と
さ
わ
べ
の
か
に
と
、
山
を
ま
わ
り
あ
そ
び
け
る
」（
表
記
は
原
本
に
従
い
、
句
読
点
は

筆
者
が
適
宜
付
す
。
た
だ
し
踊
り
字
の
「

く
」
は
書
き
下
し
て
表
記
し
た
。
以
下
同
じ
）

が
目
に
入
り
、
こ
の
場
面
の
流
れ
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
、
同
時
に
こ
の
本
文

の
下
に
描
か
れ
る
、
こ
の
昔
話
の
主
要
人
物
で
あ
る
猿
と
蟹
の
姿
を
確
認
し
た
で
あ
ろ
う
。 

次
に
猿
の
膝
元
に
「
さ
る
は
か
き
の
さ
ね
を
ひ
ろ
い
、
か
に
は
や
き
め
し
を
ひ
ろ
い
、

か
に
と
と
り
か
へ
け
る
」
と
あ
り
、
先
の
本
文
と
の
時
間
の
隔
た
り
を
、
そ
し
て
こ
の
二

人
が
何
を
し
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
。
猿
の
右
手
に
は
先
の
と
が
っ
た
柿
の
種
ら
し
き

も
の
、
蟹
の
右
手
に
は
三
角
の
お
握
り
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。 

和
書
は
右
頁
か
ら
左
頁
へ
と
読
み
進
め
て
い
く
の
で
、
次
に
読
者
は
視
線
を
右
上
か
ら

左
下
に
移
す
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
猿
は
右
上
に
蟹
は
左
下
に
、
猿
と
柿

の
描
き
方
は
視
線
が
合
う
よ
う
に
、
ま
た
猿
の
右
手
と
蟹
の
右
手
の
距
離
は
、
そ
の
後
の

交
換
へ
と
つ
な
が
る
、
ほ
ど
良
い
間
隔
で
描
か
れ
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
読
者
が
、
猿
と
蟹
と
の
交
換
の
様
子
を
容
易
に
理
解
で
き
る
よ
う
な
、
本
文

と
絵
の
配
置
、
構
図
が
工
夫
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
語
り
で
あ
れ
ば
、
語
り
手
の
聞
き

手
の
反
応
を
見
な
が
ら
話
を
進
め
て
い
く
間
の
よ
う
な
も
の
が
、
本
文
や
絵
の
配
置
に
も

表
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。 

（8） 
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図
３ 

赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』（
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
《
岩
崎
文
庫
》
所
蔵
） 

 

一
丁
表 

 

 ②
登
場
人
物
の
擬
人
化 

登
場
人
物
の
擬
人
化
は
、
絵
本
化
す
る
こ
と
に
生
じ
た
課
題
で
あ
り
、
作
者
は
ど
の
よ

う
に
絵
柄
と
し
て
表
現
し
た
よ
い
の
か
頭
を
悩
ま
せ
た
で
あ
ろ
う
。
語
り
で
あ
れ
ば
、「
猿

と
蟹
が
柿
の
種
と
焼
き
飯
を
交
換
し
た
」
と
言
葉
で
表
す
だ
け
で
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
面
の
絵
本
化
と
し
て
、
注
目
し
た
い
の
は
猿
と
蟹
の
擬
人
化
の

方
法
で
あ
る
。
猿
は
大
き
さ
も
体
の
構
造
も
人
間
に
近
く
擬
人
化
し
や
す
い
が
、
問
題
は

蟹
の
擬
人
化
で
あ
る
。「
猿
蟹
合
戦
」
の
猿
と
蟹
は
、
昔
話
の
中
で
は
対
等
の
関
係
で
、

台
詞
も
同
等
に
交
わ
す
。
語
り
で
あ
れ
ば
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
も
し
こ
の
場
面
を
絵
で

そ
の
ま
ま
描
く
と
、
蟹
は
猿
よ
り
か
な
り
小
さ
く
描
か
ね
ば
な
ら
ず
、
絵
と
し
て
迫
力
に

欠
け
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
赤
本
で
は
蟹
を
猿
と
同
じ
よ
う
な
人
間
の
若
者
の
姿
で
描
き
、

蟹
は
頭
に
載
せ
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
猿
の
左
袖
に
は
猿

、
蟹

の
背
に
は
蟹
と
、
読
者
が
登
場
人
物
を
す
ぐ
識
別
で

き
る
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
の
作
品
だ
け
で
は
な
く
多
く
の
草
双
紙

作
品
に
見
ら
れ
る
描
き
方
の
工
夫
で
あ
る
が
、
赤
本
は
そ
の
初
期
の
も
の
と
し
て
、
ま
た

読
み
聞
か
せ
を
行
う
場
合
に
指
し
示
す
目
印
と
し
て
、
さ
ら
に
は
文
字
を
習
い
始
め
た
子

ど
も
に
と
っ
て
も
、
登
場
人
物
の
把
握
や
文
字
へ
の
関
心
に
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
注
目

し
た
い
。 

 

③
描
か
れ
る
場
面
の
背
景 

こ
の
場
面
の
背
景
に
は
山
の
稜
線
や
松
の
木
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
こ

の
瞬
間
の
背
景
と
し
て
の
絵
柄
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
文
に
は
、
猿
と
蟹
が
柿
の
種
と
焼
飯

を
交
換
す
る
前
の
こ
と
と
し
て
、「
山
の
さ
る
と
さ
わ
べ
の
か
に
が
山
を
ま
わ
り
あ
そ
び

け
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
絵
本
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
場
面
を
切
り
取
り
時
間

の
流
れ
を
止
め
て
し
ま
う
。 

語
り
で
あ
れ
ば
、
時
間
の
流
れ
は
そ
の
ま
ま
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
よ
い
が
、
絵
で
時
間

の
流
れ
を
表
現
す
る
の
は
難
し
い
。
特
に
一
枚
の
絵
で
表
現
す
る
の
は
不
可
能
に
近
い
。

猿
と
蟹
が
山
を
回
っ
て
遊
ん
で
い
る
様
子
を
同
じ
場
面
に
描
く
方
法
と
し
て
は
異
時
同

図
法
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
使
わ
ず
、「
山
を
ま
わ
り
あ
そ
び
け
る
」
と
記
さ
れ

た
本
文
の
す
ぐ
下
に
、
松
の
木
や
山
の
稜
線
が
描
く
こ
と
で
、
読
者
は
猿
と
蟹
の
交
換
の

前
に
ど
の
よ
う
な
光
景
が
あ
っ
た
の
か
を
想
像
で
き
る
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
い
か
。 

こ
の
「
山
の
さ
る
と
さ
わ
べ
の
か
に
が
山
を
ま
わ
り
あ
そ
び
け
る
」
と
い
う
本
文
を
読

む
限
り
、
こ
の
時
点
で
こ
の
二
人
に
敵
対
関
係
は
な
く
、
む
し
ろ
一
緒
に
遊
び
回
る
ほ
ど
、

近
し
い
友
達
の
よ
う
な
関
係
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
猿
と
蟹
の
そ
ば

に
付
さ
れ
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
次
の
よ
う
な
会
話
の
や
り
と
り
か
ら
も
う
か
が
え
る
。 

（
猿
）「
う
ま
そ
う
な
や
き
め
し
の
。
こ
の
か
き
の
さ
ね
と
と
り
か
へ
て
く
だ
さ
い
。
し

か
も
こ
れ
は
こ
し
よ
よ
か
き
の
た
ね
、
こ
れ
を
う
へ
て
か
き
か
で
き
た
ら
、
お
れ

に
く
れ
さ
つ
し
や
い
」 

（
蟹
）「
や
す
い
こ
と
、
か
へ
て
し
ん
じ
よ
う
」 

猿
は
蟹
に
自
分
の
気
持
ち
を
素
直
に
表
現
し
、
蟹
は
そ
れ
に
対
し
て
「
易
い
こ
と
」
と 

気
軽
に
承
諾
を
し
て
い
る
。
な
お
、「
こ
し
よ
か
き
」
と
は
「
御
所
柿
」
を
指
す
と
さ
れ
、 

当
時
の
読
者
に
は
極
上
の
柿
で
あ
る
と
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
「
し
か
も
」
以
下
の

台
詞
は
蟹
に
と
っ
て
も
利
益
に
な
る
と
受
け
止
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。 
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（
２
）
赤
本
『
猿
蟹
合
戦
』
の
場
合 

 
①
本
文
と
絵
の
配
置 

赤
本
『
猿
蟹
合
戦
』
の
発
端
は
、
図
４
に
示
す
よ
う
に
、
三
匹
の
猿
が
描
か
れ
て
い
る

が
、
読
者
は
こ
の
絵
柄
を
見
て
も
、
ど
の
よ
う
な
場
面
か
は
す
ぐ
に
は
理
解
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
。
本
文
は
先
の
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
と
同
じ
く
右
上
か
ら
始
ま
る
。
た
だ
し
、

右
上
と
い
っ
て
も
文
字
の
上
に
桃
の
模
様
の
あ
る
戸
袋
の
絵
が
あ
り
、
赤
本
『
さ
る
か
に

合
戦
』
と
比
べ
る
と
や
や
読
み
に
く
い
。
そ
の
本
文
に
は
「
子
供
の
昔
話
に
い
は
く
」
と

こ
れ
が
（
作
者
の
創
作
で
は
な
く
）
子
ど
も
の
（
子
ど
も
向
け
の
、
あ
る
い
は
子
ど
も
が

語
っ
て
い
る
）
昔
話
で
あ
る
こ
と
を
断
っ
た
上
で
、「
大
ざ
る
り
う
く
う
よ
り
か
へ
り
に
、

水
中
に
て
う
る
し
に
か
ぶ
れ
、
け
く
わ
を
た
の
み
け
（
る
）」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
猿

が
竜
宮
よ
り
帰
る
途
中
で
漆
に
か
ぶ
れ
、
外
科
（
医
師
）
を
頼
ん
だ
」
と
い
う
内
容
が
わ

か
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
文
の
内
容
か
ら
、
右
が
漆
に
か
ぶ
れ
た
大
猿
、
左
は
恐
ら
く
そ

の
女
房
、
手
前
は
医
師
で
あ
る
。 

大
猿
と
医
師
は
向
き
合
い
、
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
大
猿
の
言
葉
は
記
さ

れ
て
い
な
い
。
手
前
に
医
師
（
背
に
庵

と
い
う
印
）
の
言
葉
は
、
医
師
の
左
右
に
記
さ

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
此
い
た
み
は
、
か
う
や
く
も
よ
け
れ
と
も
、
か
に
の
み
そ
に
し

く
は
な
し
と
で
ん
じ
ゆ
す
る･･･

」
と
あ
り
、
こ
の
言
葉
か
ら
、
大
猿
は
痛
み
で
苦
し
ん

で
い
る
こ
と
、
こ
の
痛
み
に
は
膏
薬
を
貼
っ
て
い
る
が
そ
れ
よ
り
蟹
味
噌
が
よ
い
こ
と
」

を
伝
授
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
場
面
に
は
蟹
は
登
場
し
な
い
が
、
次

の
場
面
に
蟹
と
の
出
会
い
が
あ
る
こ
と
、
猿
は
蟹
味
噌
を
得
よ
う
と
す
る
（
蟹
を
傷
つ
け

る
）
場
面
が
あ
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。 

本
文
と
絵
の
バ
ラ
ン
ス
と
い
う
観
点
で
は
、
先
の
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
よ
り
余
白

が
少
な
く
、
絵
と
文
字
を
両
方
合
わ
せ
て
楽
し
も
う
と
す
る
読
者
に
は
読
み
に
く
い
。
最

初
の
読
み
始
め
と
な
る
文
章
は
か
ろ
う
じ
て
右
上
に
あ
る
も
の
の
、
読
者
の
視
線
や
登
場

人
物
の
位
置
を
計
算
し
て
文
字
を
配
し
た
と
い
う
よ
り
、
絵
の
隙
間
に
文
字
を
入
れ
込
ん

だ
と
い
う
印
象
が
強
い
。
こ
れ
は
絵
本
と
い
え
ど
も
、
読
み
物
の
よ
う
に
文
章
を
増
加
さ

せ
て
い
く
、
赤
本
以
降
の
草
双
紙
の
傾
向
と
重
な
る
。
昔
話
絵
本
が
次
第
に
、
絵
を
読
み

解
く
よ
り
、
絵
を
見
な
が
ら
文
章
を
楽
し
む
も
の
に
変
わ
っ
て
い
く
、
そ
の
よ
う
な
作
品

を
楽
し
む
読
者
が
増
え
て
い
く
こ
と
を
示
唆
す
る
例
と
も
い
え
る
。 

 

 

 

②
登
場
人
物
の
擬
人
化 

こ
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
い
ず
れ
も
猿
で
あ
り
、
擬
人
化
と
い
う
点
で
は
、
基

本
的
に
衣
服
を
着
せ
る
だ
け
で
よ
く
、
蟹
に
比
べ
れ
ば
描
き
や
す
い
。
た
だ
、
全
て
猿
と

い
う
点
で
は
描
き
分
け
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
漆
に
か
ぶ
れ
て
痛
み
に
苦
し
む
大
猿

を
右
奥
に
大
き
く
描
き
、
右
袖
に
大

の
印
を
付
け
、
着
物
を
ゆ
る
く
着
せ
る
こ
と
で
、

痛
み
を
取
る
た
め
に
貼
っ
た
で
あ
ろ
う
黒
い
湿
布
薬
（
膏
薬
）
が
見
え
る
よ
う
に
し
て
い 

る
。
大
猿
の
横
に
は
、
太
帯
を
手
前
に
結
ぶ
小
柄
な
猿
が
お
り
、
大
猿
の
そ
ば
に
寄
り
添 

う
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
大
猿
の
女
房
と
見
ら
れ
る
。
手
前
の
猿
は
背
に
庵 

の
印
を
付
け
、
薬
箱
が
そ
ば
に
置
く
こ
と
で
、
大
猿
の
見
立
て
を
す
る
医
師
で
あ
る
よ 

う
に
描
か
れ
て
い
る
。 

こ
の
よ
う
に
同
じ
猿
で
も
、
大
き
さ
や
扮
装
や
小
物
に
よ
り
描
き
分
け
て
い
る
。
ま
た
、

大
猿
の
場
合
に
付
け
ら
れ
る
印
が
猿
で
は
な
く
大
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次

（10） 

（11） 
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の
丁
（
図
５
）
で
息
子
の
蟹
平
が
登
場
し
、
そ
れ
と
区
別
す
る
た
め
で
あ
る
（
息
子
の
猿

の
左
袖
に
は
蟹
平
の
平
が
付
け
ら
れ
て
い
る
）。 

な
お
、
図
５
に
は
猿
に
傷
つ
け
ら
れ
る
蟹
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
蟹
は
赤
本
『
さ

る
か
に
合
戦
』
の
蟹
の
よ
う
な
人
間
の
姿
で
は
な
く
、
蟹
の
姿
で
描
か
れ
て
い
る
。「
蟹

味
噌
を
取
る
」
こ
と
を
描
く
た
め
に
蟹
の
姿
で
描
い
た
の
か
。
た
だ
し
、
左
上
の
蟹
の
息

子
（
蟹
八
）
は
、
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
と
同
様
、
頭
に
蟹
を
付
け
た
人
間
の
姿
で
描

か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
蟹
の
息
子
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
今
後
猿
と
蟹
が
争
う
場
面
に

展
開
す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ
る
。 

 

③
描
か
れ
る
場
面
の
背
景 

図
４
に
描
か
れ
る
場
面
は
三
匹
の
猿
が
描
か
れ
、
そ
の
背
景
、
大
猿
の
頭
上
に
桃
の
絵

柄
が
見
え
る
。
そ
れ
は
猿
の
家
の
戸
袋
に
あ
り
、
読
者
な
ら
ま
ず
目
に
入
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
こ
の
位
置
に
桃
を
目
立
つ
よ
う
に
描
い
た
の
か
。
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
の

場
合
も
、
猿
は
桃
の
模
様
を
付
け
た
着
物
を
纏
っ
て
い
た
。
そ
れ
よ
り
は
る
か
に
明
確
で

あ
る
。
読
者
に
と
っ
て
、
猿
と
桃
と
い
え
ば
、
や
は
り
「
桃
太
郎
」
に
登
場
す
る
猿
を
思

い
浮
か
べ
る
で
あ
ろ
う
。「
桃
太
郎
」
と
「
猿
蟹
合
戦
」
は
別
の
昔
話
で
あ
る
が
、
こ
こ

に
桃
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
桃
太
郎
」
を
知
っ
て
い
る
読
者
は
そ
れ
を
想
起
し
、
ま

だ
そ
の
昔
話
を
知
ら
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
何
を
意
味
す
る
の
か
関
心
を
も
っ
た
り
、
子

ど
も
で
あ
れ
ば
身
近
な
大
人
に
尋
ね
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。 

ま
た
、
桃
の
絵
柄
の
下
に
あ
る
本
文
を
読
む
こ
と
で
、
こ
の
猿
は
竜
宮
か
ら
帰
っ
て
き

た
、
つ
ま
り
「
猿
の
生
き
肝
」（
現
代
の
「
く
ら
げ
の
お
つ
か
い
」）
の
昔
話
に
登
場
し
た

猿
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
こ
こ
で
ま
た
読
者
は
過
去
の
昔
話
体
験
を
想
起
し
た
り
、
ま

だ
そ
れ
を
知
ら
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
他
の
昔
話
に
関
心
を
持
つ
き
っ
か
け
に
な
っ
た

り
し
た
可
能
性
が
あ
る
。 

実
は
「
猿
の
生
き
肝
」
に
関
し
て
は
、
赤
本
と
し
て
『
猿
の
い
き
ぎ
も
』
と
い
う
作
品 

が
あ
り
、
そ
の
表
紙
の
題
簽
に
描
か
れ
る
猿
も
桃
の
枝
を
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
当 

時
の
読
者
に
と
っ
て
、
猿
は
三
つ
の
昔
話
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
読
む 

図
５ 

赤
本
『
猴
蟹
合
戦
』（
大
東
急
記
念
文
庫
所
蔵
）
一
丁
裏
・
二
丁
表 

 

 楽
し
み
方
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
読
む
と
、
こ
の
猿
は
か
つ
て
桃
太

郎
で
鬼
と
戦
い
、
さ
ら
に
「
猿
の
生
き
肝
」
で
も
知
恵
を
使
っ
て
生
き
延
び
た
猿
と
し
て
、

（12） 
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経
験
豊
か
な
大
猿
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
場
面
に
至
る
ま
で
の
背
景
と
し
て
「
竜
宮
よ
り
帰
る
」
こ
と
を
本

文
に
入
れ
た
り
、
絵
柄
の
中
に
「
桃
」
を
描
い
た
り
す
る
こ
と
で
、
読
者
の
想
像
力
を
膨

ら
み
、
こ
の
作
品
の
楽
し
み
方
も
い
っ
そ
う
広
が
っ
た
に
違
い
な
い
。
語
り
で
あ
れ
ば
、

聞
き
手
が
昔
話
を
聞
い
て
思
い
描
い
た
こ
と
を
想
像
し
た
り
、
語
り
手
が
そ
の
昔
話
か
ら

着
想
し
た
解
釈
を
付
け
加
え
た
り
、
そ
の
よ
う
な
や
り
と
り
が
表
現
さ
れ
て
い
た
可
能
性

も
あ
る
。 

ⅣⅣ
．．
まま
とと
めめ
とと
今今
後後
のの
課課
題題  

赤
本
は
江
戸
期
昔
話
絵
本
の
初
期
に
あ
ら
わ
れ
る
出
版
形
態
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も

今
回
取
り
上
げ
た
作
品
の
一
つ
『
さ
る
か
に
合
戦
』
は
表
紙
か
ら
最
終
丁
ま
で
欠
け
る
こ

と
な
く
現
存
す
る
貴
重
な
作
品
で
あ
る
。
こ
の
頃
は
踏
襲
す
べ
き
作
品
な
ど
は
ほ
と
ん
ど

な
く
、
昔
話
の
絵
本
化
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
作
者
自
身
の
創
意
工
夫
が
発
揮
さ
れ
た
で

あ
ろ
う
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
『
猿
蟹
合
戦
』
に
つ
い
て
は
、
先
の
作
品
よ
り
、
本
文
と

絵
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
重
き
が
置
か
れ
ず
、
本
文
・
絵
柄
と
も
情

報
量
を
増
や
し
て
読
者
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
い
た
可
能
性
が
あ

る
。 こ

れ
ま
で
赤
本
は
草
双
紙
の
初
期
の
形
態
と
し
て
、
そ
の
中
の
昔
話
も
の
も
赤
本
の
一

作
品
と
し
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
描
き
方
や
画
風
、
つ
ま
り
は
江
戸
期
と
し
て
の
絵
本
の

書
誌
や
特
徴
に
関
す
る
研
究
が
中
心
と
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
「
昔
話
の
絵
本
化
」

と
い
う
観
点
で
と
ら
え
な
お
す
こ
と
で
、
昔
話
絵
本
の
絵
本
化
と
は
い
か
あ
る
べ
き
か
、

と
い
っ
た
現
代
の
昔
話
絵
本
研
究
に
と
っ
て
参
考
に
な
る
べ
き
視
点
を
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。 

例
え
ば
赤
本
『
さ
る
か
に
合
戦
』
で
い
え
ば
、
最
初
に
読
者
に
読
ん
で
ほ
し
い
地
の
文

は
右
上
に
、
登
場
人
物
の
台
詞
は
そ
の
す
ぐ
そ
ば
に
余
白
を
と
っ
て
配
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
登
場
人
物
が
リ
ア
ル
に
言
葉
を
発
し
て
い
る
よ
う
に
描
い
た
り
、
背
景
も
そ
れ
ま
で
の

時
間
の
流
れ
を
つ
な
ぐ
よ
う
に
背
景
を
配
し
て
い
た
り
す
る
等
、
読
者
の
視
線
の
流
れ
、

語
り
で
い
え
ば
、
聞
き
手
の
理
解
に
沿
っ
て
話
し
た
り
、
語
り
手
の
間
の
よ
う
な
も
の
を

意
識
し
て
楽
し
め
る
よ
う
な
工
夫
が
あ
っ
た
。 

赤
本
『
猿
蟹
合
戦
』
で
は
、
猿
を
登
場
さ
せ
る
場
合
も
、
猿
が
登
場
す
る
他
の
昔
話
を

想
像
さ
せ
る
よ
う
な
本
文
や
絵
柄
の
工
夫
が
見
ら
れ
た
。
例
え
ば
猿
は
「
猿
の
生
き
肝
」

（
現
代
で
は
「
く
ら
げ
の
お
つ
か
い
」
と
し
て
知
ら
れ
る
）
か
ら
帰
っ
て
き
た
と
い
う
設

定
で
あ
っ
た
り
、
発
端
の
絵
柄
の
背
景
（
猿
の
家
の
戸
袋
）
に
桃
の
絵
を
描
き
、
そ
の
絵

を
読
者
が
目
に
入
り
や
す
い
場
所
に
配
置
し
た
り
す
る
等
、
読
者
の
そ
れ
ま
で
の
昔
話
体

験
や
想
像
力
を
膨
ら
ま
せ
る
工
夫
が
見
ら
れ
る
。 

こ
の
よ
う
な
工
夫
の
中
で
、
例
え
ば
文
字
と
絵
の
配
置
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
昔
話
絵

本
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
読
者
の
昔
話
体
験
を
想
起
さ
せ
た
り
、
想

像
力
を
膨
ら
ま
せ
楽
し
ま
せ
よ
う
と
し
た
り
す
る
も
の
は
あ
ま
り
見
受
け
ら
れ
な
い
。
赤

本
は
昔
話
を
絵
本
化
す
る
と
い
う
点
で
、
踏
襲
す
る
よ
う
な
作
品
も
ま
だ
少
な
く
、
作
者

が
真
剣
に
「
昔
話
を
ど
の
よ
う
に
絵
本
化
し
た
ら
よ
い
か
」
を
考
え
、
試
行
錯
誤
の
結
果

い
ろ
い
ろ
な
表
現
方
法
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
は
現
代
の
昔
話
絵

本
の
表
現
や
構
成
の
在
り
方
に
つ
い
て
も
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
今
後

分
析
の
対
象
を
広
げ
て
検
討
し
た
い
。 

 

付付
記記  本

稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
、
大
東
急
記
念
文
庫
よ
り
図
版
掲

載
の
許
可
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
図
版
は
、
国
立
国
会
図

書
館
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
転
載
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
深
謝
い
た
し

ま
す
。 

 

注注  

（１）
江
戸
期
昔
話
絵
本
の
定
義
に
つ
い
て
、
詳
細
は
、
拙
著
（
一
九
九
九
）『
江
戸
期
昔

話
絵
本
の
研
究
と
資
料
』（
三
弥
井
書
店
）
序
章
第
一
節
の
１
「『
江
戸
期
昔
話
絵

本
』
と
は
」
一
～
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。 

（２）
そ
の
他
「
猿
蟹
合
戦
」
一
覧
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙
著
（『
江
戸
期
昔
話
絵
本
の

研
究
と
資
料
』（
一
九
九
九
）
第
五
章
「
猿
蟹
合
戦
」
一
六
六
～
一
六
九
頁
を
参
照

の
こ
と
。 

（３）
本
稿
で
取
り
上
げ
る
赤
本
「
猿
蟹
合
戦
」
に
つ
い
て
、
鈴
木
重
三
・
木
村
八
重
子
編

『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
江
戸
篇
（
一
九
八
五
）
岩
波
書
店
）
所
収
の
「
さ
る

か
に
合
戦
」
（
三
〇
～
三
五
頁
）
及
び
「〔
猿
蟹
合
戦
〕」（
四
六
～
五
六
頁
）
に
、

解
題
・
影
印
・
翻
刻
・
注
・
解
説
が
あ
る
。
た
だ
し
、「〔
猿
蟹
合
戦
〕」
の
書
名
の

昔話絵本再考
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記
載
に
つ
い
て
は
、
題
簽
が
後
の
も
の
で
「
猿
蟹
合
戦 

赤
本
」
と
あ
り
、
元
の

書
名
は
不
明
で
あ
る
。
本
稿
で
こ
の
「〔
猿
蟹
合
戦
〕」
の
書
名
を
表
記
す
る
際
は
、

後
の
題
簽
の
表
記
を
用
い
『
猿
蟹
合
戦
』
と
し
た
。 

（４）
現
存
す
る
江
戸
期
昔
話
絵
本
「
猿
蟹
合
戦
」
も
の
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
拙

著
『
江
戸
期
昔
話
絵
本
の
研
究
と
資
料
』
第
五
章
「
猿
蟹
合
戦
」
一
六
六
頁
参
照

の
こ
と
。 

（５）
曲
亭
（
滝
沢
）
馬
琴
著
『
燕
石
雑
志
』
は
、
文
化
十
一
《
一
八
一
一
》
年
に
刊
行
さ

れ
た
五
巻
六
冊
の
随
筆
で
、
そ
の
巻
の
四
に
「
猿
蟹
合
戦
」
に
つ
い
て
の
言
及
が

あ
る
。
な
お
、
活
字
版
は
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
十
九
巻
（
一
九
七
五
年 

吉

川
弘
文
館
）
等
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。「
猴
蟹
合
戦
」
の
本
文
を
も
と
に
筋
展
開
を

ま
と
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
活
字
版
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
十
九
巻
「
四

三
四
～
四
三
五
頁
を
も
と
に
し
た
。 

（６）
注
５
に
同
じ
。 

（７）
傷
つ
い
た
蟹
に
つ
い
て
、
注
５
に
揚
げ
た
『
燕
石
雑
志
』「
猴
蟹
合
戦
」
の
本
文
に

あ
る
「
そ
の
疼
痛
堪
が
た
く
て
、
遂
に
得
起
き
ず
」
と
い
う
記
述
に
よ
り
、
蟹
は

命
を
落
と
し
た
と
判
断
し
た
。 

（８）
西
村
重
長
（
に
し
む
ら 

し
げ
な
が
）、
享
保
期
～
宝
暦
前
期
を
中
心
に
活
躍
し
た
浮

世
絵
師
。
宝
暦
六
（
一
七
五
六
）
年
没
。 

（９）
御
所
柿
に
つ
い
て
は
、
江
戸
後
期
の
辞
書
『
和
訓
栞
』
中
編
（
谷
川
士
清
編
）「
か

き
」
の
項
に
「
御
所
柿
を
第
一
と
す
、
大
和
葛
上
郡
御
所
村
よ
り
出
す
」
等
の
記

述
が
あ
り
、
現
在
の
奈
良
県
御
所
地
区
原
産
の
柿
で
、
江
戸
時
代
に
は
極
上
の
柿

と
し
て
幕
府
や
御
所
に
も
献
上
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
猿
が
持
っ
て
い

る
柿
の
種
が
本
当
に
御
所
柿
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
美
味
し
い

柿
に
な
る
こ
と
を
伝
え
、
何
と
か
し
て
蟹
の
焼
飯
と
交
換
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
当
時
の
読
者
で
あ
れ
ば
、「
御
所
柿
」
と
い
う
名
前
を
出
す
こ
と
で
、
そ
の
柿

の
美
味
し
さ
を
想
像
で
き
た
に
違
い
な
い
。 

(10)
前
掲
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
江
戸
篇
所
収
の
「〔
猿
蟹
合
戦
〕」
の
五
六
頁
記
載

の
注
釈
に
「
猿
は
応
急
処
置
と
し
て
体
に
黒
い
膏
薬
を
い
く
つ
も
貼
っ
て
い
る
」

と
あ
る
。 

(11)
前
掲
『
近
世
子
ど
も
の
絵
本
集
』
江
戸
篇
所
収
の
「〔
猿
蟹
合
戦
〕」
の
五
六
頁
記
載

の
注
釈
に
「
医
師
は
何
庵
と
号
す
る
者
が
多
か
っ
た
の
で
、
背
に
「
庵
」
と
あ
る
」

と
い
う
解
説
が
あ
る
。 

(12)
赤
本
『
猿
の
い
き
ぎ
も
』（
画
作
者
名
・
刊
記
な
し 

公
益
財
団
法
人
東
洋
文
庫
《
岩

崎
文
庫
》
所
蔵
）
の
表
紙
に
よ
る
。 

 

引引
用用
文文
献献  

1)
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
（
一
九
九
五
）『
日
本
随
筆
大
成
』
第
二
期
十
九
巻
「
燕

石
雑
志
」
吉
川
弘
文
館
、
四
三
四
頁
。 

                       

1） 

研究論文
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