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Ａ　

其
肉
の
腐
り
爛
る
を
吝
み
て
、
肉
を
吸
、
骨
を
嘗
て
、

は
た
喫
ひ
つ
く
し
ぬ
。

Ｂ　

麻
叔
謀
と
い
ふ
も
の
、
小
児
の
肉
を
嗜
好
て
、
潜
に
民

の
小
児
を
偸
み
、
こ
れ
を
蒸
て
喫
ひ
し
も
あ
な
れ
ど
、

Ｃ　

も
し
飢
給
ふ
と
な
ら
ば
、
野
僧
が
肉
に
腹
を
み
た
し
め

給
へ
。

Ｄ　

我
あ
さ
ま
し
く
も
人
の
肉
を
好
め
ど
も
、
い
ま
だ
仏
身

の
肉
味
を
し
ら
ず
。

Ｅ　

か
の
青
頭
巾
と
骨
の
み
ぞ
草
葉
に
と
ゞ
ま
り
け
る
。

〈
肉
体
の
不
在
〉

Ｆ　

初
祖
の
肉
い
ま
だ
乾
か
ず
と
ぞ
称
歎
し
け
る
と
な
り
。

以
降
、
岡
崎
氏
の
こ
の
分
類
を
お
借
り
し
て
検
討
し
て
い
く
た
め
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
つ
い
て
状
況
の
補
足
を
加
え
る
。

　

Ａ
は
、
通
り
す
が
り
の
快
庵
に
対
し
て
、
院
主
の
行
い
に
悩
ま

さ
れ
て
い
る
村
の
荘
主
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
院
主
が
屍
を
喰
ら

一
、「
青
頭
巾
」
作
中
に
お
け
る
「
肉
」
と
い
う
語

に
つ
い
て
の
岡
崎
淳
一
氏
の
論

　

上
田
秋
成
が
著
し
た
『
雨
月
物
語
』
の
巻
之
五
に
収
め
ら
れ
た

「
青
頭
巾
」
の
あ
ら
ま
し
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

愛
す
る
童
児
を
失
い
、
そ
の
屍
を
喰
い
果
て
た
僧
で
あ
る
院
主

が
、
村
の
墓
を
暴
き
屍
を
喰
ら
う
よ
う
に
な
っ
た
。
村
を
通
り
か

か
っ
た
僧
、
快
庵
は
村
の
荘
主
か
ら
話
を
聞
き
、
院
主
を
「
教

化
」
し
よ
う
と
荒
れ
た
寺
へ
向
か
う
―
。

　

こ
う
し
た
内
容
の
た
め
、
作
中
に
は
肉
を
喰
ら
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

や
「
肉
」
の
語
を
用
い
た
対
話
が
随
所
に
見
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
青
頭
巾
」
作
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
肉
」
の
語
に
つ

い
て
分
類
を
試
み
た
も
の
と
し
て
、
岡
崎
淳
一
氏
の
「『
青
頭
巾
』

論
）
1
（

」
が
あ
る
。
そ
の
中
で
岡
崎
氏
は
「
肉
」
と
い
う
語
の
出
て
く

る
場
面
を
次
の
Ａ
〜
Ｆ
に
分
類
し
て
い
）
2
（

る
。

『
雨
月
物
語
』「
青
頭
巾
」
に
お
け
る
「
肉
」
と
い
う
語
に
つ
い
て

小
野
寺　

貴　

之
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Ｅ
は
、
Ｄ
の
場
面
で
快
庵
が
院
主
に
証
道
歌
二
句
を
授
け
、

「
汝
こ
ゝ
を
去
ら
ず
し
て
徐
か
に
此
の
句
の
意
を
も
と
む
べ
し
。

意
解
け
ぬ
る
則
は
お
の
づ
か
ら
本
来
の
仏
心
に
会
ふ
な
る
は
」
と

言
い
聞
か
せ
た
一
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
院
主
は
一
年
後
も
そ
の

場
で
証
道
歌
を
唱
え
続
け
て
お
り
、
そ
れ
を
見
た
快
庵
が
一
喝
し

て
院
主
の
頭
を
打
っ
た
後
の
場
面
と
な
る
。

　

忽
氷
の
朝
日
に
あ
ふ
が
ご
と
く
き
え
う
せ
て
、
か
の
青
頭

巾
と
骨
の
み
ぞ
草
葉
に
と
ゞ
ま
り
け
る
。
現
に
も
久
し
き
念

の
こ
ゝ
に
消
じ
つ
き
た
る
に
や
あ
ら
ん
。
た
ふ
と
き
こ
と
わ

り
あ
る
に
こ
そ
。

　

Ｆ
は
、
Ｅ
に
続
く
結
尾
の
文
章
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

さ
れ
ば
禅
師
の
大
徳
、
雲
の
裏
海
の
外
に
も
聞
え
て
、
初

祖
の
肉
い
ま
だ
乾
か
ず
と
ぞ
称
歎
し
け
る
と
な
り
。
か
く
て

里
人
あ
つ
ま
り
て
、
寺
内
を
清
め
、
修
理
を
も
よ
ほ
し
、
禅

師
を
推
た
ふ
と
み
て
こ
ゝ
に
住
し
め
け
る
よ
り
、
故
の
密
宗

を
あ
ら
た
め
て
、
曹
洞
の
霊
場
を
ひ
ら
き
給
ふ
。
今
な
ほ
御

寺
は
た
ふ
と
く
栄
え
て
あ
り
け
る
と
な
り
。

岡
崎
氏
は
、
こ
れ
ら
Ａ
〜
Ｆ
の
「
肉
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
、

「
物
理
的
」
と
「
宗
教
的
」
の
二
つ
に
分
類
す
る
こ
と
を
試
み
て

う
よ
う
に
な
っ
た
か
、
そ
の
話
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ

で
扱
わ
れ
て
い
る
「
肉
」
は
、
院
主
に
愛
さ
れ
、
そ
し
て
死
後
に

「
喫
ひ
つ
く
」
さ
れ
た
童
児
の
肉
で
あ
る
。

　

Ｂ
は
、
荘
主
の
話
を
聞
き
終
え
た
快
庵
が
、
人
肉
を
喰
ら
う
人

物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
場
面
で
あ
る
。
話
は
隋
の
煬
帝
の
臣
下

「
麻
叔
謀
」
の
話
で
あ
り
、
明
の
時
代
の
随
筆
『
五
雜
組
』
に
見

ら
れ
る
話
で
あ
る
。

　

Ｃ
は
、
快
庵
が
院
主
の
寺
で
一
夜
を
過
ご
し
た
後
の
場
面
で
あ

る
。
夜
に
快
庵
を
求
め
て
躍
り
狂
っ
た
院
主
が
、
疲
れ
果
て
て
伏

し
た
ま
ま
朝
を
迎
え
て
い
る
の
に
対
し
て
快
庵
が
か
け
た
言
葉
。

全
文
は
「
院
主
何
を
か
歎
き
給
ふ
。
も
し
飢
給
ふ
と
な
ら
ば
、
野

僧
が
肉
に
腹
み
た
し
め
給
）
3
（

へ
」
と
な
る
。

　

Ｄ
は
、
Ｃ
の
言
葉
に
対
し
て
院
主
が
応
じ
た
言
葉
で
あ
る
。
Ｃ

に
続
く
場
面
を
引
用
す
る
。

　

あ
る
じ
の
僧
い
ふ
。「
師
は
夜
も
す
が
ら
そ
こ
に
居
さ
せ

た
ま
ふ
や
。
禅
師
い
ふ
。「
こ
ゝ
に
あ
り
て
ね
ふ
る
事
な
し
」。

あ
る
じ
の
僧
い
ふ
。「
我
あ
さ
ま
し
く
も
人
の
肉
を
好
め
ど

も
、
い
ま
だ
仏
身
の
肉
味
を
し
ら
ず
。
師
は
ま
こ
と
に
仏
な

り
。
鬼
畜
の
く
ら
き
眼
を
も
て
、
活
仏
の
来
迎
を
見
ん
と
す

る
と
も
、
見
ゆ
べ
か
ら
ぬ
理
り
な
る
か
な
。
あ
な
た
ふ

と
」
ゝ
頭
を
低
て
黙
し
け
る
。
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尼
総
持
曰
く
、
我
が
今
の
所
解
の
如
き
は
、
慶
喜
が
阿
閦
仏

国
を
見
る
に
、
一
た
び
見
て
更
に
再
見
せ
ざ
る
が
如
し
。
祖

曰
く
、
汝
、
吾
が
肉
を
得
た
り
。
更
不
再
見
。
道
育
曰
く
、

四
大
本
空
な
り
、
五
陰
、
有
に
あ
ら
ず
、
し
か
も
我
が
見
処

は
、
一
法
と
し
て
得
べ
き
無
し
。
祖
曰
く
、
汝
、
吾
が
骨
を

得
た
り
。
最
後
に
慧
可
、
礼
三
拝
し
て
後
、
位
に
依
っ
て
立

つ
。
祖
曰
く
、
汝
、
吾
が
髄
を
得
た
り
。
果
し
て
二
祖
と
な

し
て
、
伝
法
・
伝
衣
せ
り
。〉

　

達
磨
大
師
よ
り
、
四
人
の
弟
子
が
そ
の
得
た
る
と
こ
ろ
を
問
わ

れ
、
そ
の
回
答
に
対
し
て
達
磨
が
反
応
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の

場
面
に
お
け
る
「
肉
」
は
、
他
の
皮
、
骨
、
髄
と
同
様
に
達
磨
の

何
が
し
か
を
受
け
継
い
で
い
る
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
う
し
た

文
脈
を
踏
ま
え
、
岡
崎
氏
は
Ｆ
「
初
祖
の
肉
」
の
「
肉
」
を
、

〈
宗
教
的
な
意
味
〉を
帯
び
る
と
判
断
し
て
い
る
。
本
稿
も
こ
れ
に

従
う
。

　

岡
崎
氏
は
「
肉
」
と
い
う
単
語
の
不
統
一
性
に
積
極
的
な
意
味

を
見
出
し
、
物
語
中
の
院
主
の
在
り
方
に
重
ね
よ
う
と
し
て
い
る
。

そ
の
上
で
岡
崎
氏
は
、「
肉
」
と
い
う
意
味
が
分
裂
し
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
は
、
語
り
の
性
質
に
よ
る
も
の
だ
と
考
察
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
作
中
に
出
て
く
る
複
数
の
「
肉
」
の
語
の
イ
メ

ー
ジ
に
つ
い
て
の
考
察
は
そ
の
後
、
小
椋
嶺
一
氏
が
「
秋
成
『
青

頭
巾
』
論）

7
（

」
の
結
び
で
、

い
る
。
Ａ
、
Ｂ
に
お
け
る
「
肉
」
を
「
物
理
的
な
肉
」、
Ｆ
を
「
宗

教
的
な
意
味
を
持
っ
た
悟
り
の
象
徴
」、
Ｃ
と
Ｅ
を
留
保
付
き
で

は
あ
る
が
「
物
理
的
な
肉
」
と
し
、
Ｄ
の
中
に
出
て
く
る
二
つ
の

肉
の
意
味
を
、
院
主
と
い
う
一
人
の
台
詞
か
ら
出
て
い
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
不
統
一
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

　

Ｆ
を〈
宗
教
的
な
意
味
〉を
持
つ
と
し
た
根
拠
と
し
て
、
岡
崎
氏

は
達
磨
大
師
と
弟
子
の
「
祖
云
、
汝
得
我
）
4
（

肉
」
と
い
う
や
り
と
り

を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
れ
は
『
景
徳
伝
燈
録
』
の
第
三
巻
、「
第

二
十
八
祖
菩
提
達
磨
」
に
記
さ
）
5
（

れ
、『
正
法
眼
蔵
』
の
「
葛
藤
」

の
巻
に
も
引
か
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
前
後
の
部
分
を
引

用
す
）
6
（

る
。

　

第
二
十
八
祖
、
謂
門
人
曰
、
時
将
至
矣
、
汝
等
盍
言
所
得

乎
。
時
門
人
道
副
曰
、
如
我
今
所
見
、
不
執
文
字
、
不
離
文

字
、
而
為
道
用
。
祖
曰
、
汝
得
吾
皮
。
尼
総
持
曰
、
如
我
今

所
解
、
如
慶
喜
見
阿
閦
仏
国
、
一
見
更
不
再
見
。
祖
曰
、
汝

得
吾
肉
。
道
育
曰
、
四
大
本
空
、
五
陰
非
有
、
而
我
見
処
、

無
一
法
可
得
。
祖
曰
、
汝
得
吾
骨
。
最
後
慧
可
、
礼
三
拝
後
、

依
位
而
立
。
祖
曰
、
汝
得
吾
髄
。
果
為
二
祖
、
伝
法
伝
衣
。

〈
第
二
十
八
祖
、
門
人
に
謂
て
曰
く
、
時
将
に
至
ら
ん
と
す
、

汝
等
盍
ぞ
所
得
を
言
わ
ざ
る
や
。
時
に
門
人
道
副
曰
く
、
我

が
今
の
所
見
の
如
き
は
、
文
字
を
執
せ
ず
、
文
字
を
離
れ
ず
、

し
か
も
道
用
を
な
す
。
祖
曰
く
、
汝
、
吾
が
皮
を
得
た
り
。
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層
、
そ
の
間
を
中
層
と
仮
定
す
る
と
、

上
層

：
高
僧
伝（
語
り
手
）

中
層

：

快
庵
と
院
主
の
対
決

下
層

：

快
庵
と
荘
主
の
語
る
話

と
な
る
。
こ
こ
に
、
前
に
示
し
た
岡
崎
氏
の
「
肉
」
の
イ
メ
ー
ジ

の
分
類
を
対
応
さ
せ
る
と
、
三
層
に
均
等
に
振
り
分
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
は
「
肉
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
出

現
す
る
序
盤
、
中
盤
、
終
盤
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

上
層
／
終
盤

：

Ｅ
と
Ｆ

中
層
／
中
盤

：

Ｃ
と
Ｄ

下
層
／
序
盤

：

Ａ
と
Ｂ

こ
の
よ
う
に
、
岡
崎
氏
が
示
し
た〈
物
理
的
な
肉
〉〈
宗
教
的
な
意

味
〉以
外
に
も
、「
肉
」
と
い
う
言
葉
の
語
ら
れ
て
い
る
階
層
に
よ

っ
て
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
分
け
が
可
能
で
あ
る
。
以
降
、
順
に
検

討
し
て
い
く
。

Ａ　

其
肉
の
腐
り
爛
る
を
吝
み
て
、
肉
を
吸
、
骨
を
嘗
て
、
は

た
喫
ひ
つ
く
し
ぬ
。

↓（
荘
主
に
よ
る
「
稀
有
の
物
が
た
り
」）

童
児
の
肉
、
野
僧
の
肉
、
仏
身
の
肉
、
初
祖
の
肉
な
ど
と
、

「
肉
」
と
い
う
表
象
は
同
じ
で
も
指
し
示
す
と
こ
ろ
は
大
き

く
違
う
か
の
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
貫
徹
す
る
も
の
は
、「
直

く
た
く
ま
し
き
性
」
と
す
る
秋
成
自
身
の
認
識
が
こ
の
作
品

に
異
彩
を
放
た
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
、「
肉
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
不
統
一
で
あ
る
と
い
う
同
様
の
問
題

意
識
を
提
示
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
岡
崎
氏
が
示
し
た
Ａ
〜
Ｆ
の
場
面
分
け
と〈
物
理

的
な
肉
〉〈
宗
教
的
な
意
味
〉と
い
う
分
類
に
従
い
な
が
ら
、『
青
頭

巾
』
に
お
け
る
「
肉
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
不
統
一
性
に
つ
い
て
の
検

討
を
試
み
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

二
、「
肉
」
の
語
の
発
語
さ
れ
る
階
層
に
よ
る
分
類

　
「
青
頭
巾
」
は
話
が
入
れ
子
状
と
な
っ
て
お
り
、
一
番
外
郭
の

語
り
が
快
庵
を
称
揚
す
る
高
僧
伝
の
形
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が

先
行
研
究
か
ら
続
く
認
識
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
中
に
話
の
メ
イ

ン
と
な
る
快
庵
と
院
主
の
対
決
の
話
が
あ
り
、
さ
ら
に
登
場
人
物

で
あ
る
快
庵
と
荘
主
に
よ
っ
て〈
院
主
の
屍
喰
い
の
話
〉と〈
人
肉

を
喰
ら
う
人
物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
〉が
語
ら
れ
る
と
い
う
三
層
構
造

で
あ
る
。
こ
う
し
た
構
造
の
一
番
外
側
を
上
層
、
一
番
内
側
を
下
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庵
と
院
主
の
直
接
の
対
話
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

Ｃ
と
Ｄ
は
そ
の
間
に
一
往
復
の
対
話
を
挟
ん
で
い
る
も
の
の
、
繫

が
り
と
し
て
は
直
接
対
応
し
て
い
る
と
読
め
る
部
分
で
あ
る
。

　

Ｃ
の
「
肉
」
に
つ
い
て
は
、
単
に
快
庵
が
自
身
の
肉
を
差
し
出

し
た
と
す
れ
ば
、
Ａ
と
Ｂ
が
序
盤
で
形
成
し
た
文
脈
に
属
す
る

〈
物
理
的
な
肉
〉と
も
解
釈
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
と
き
の

快
庵
の
行
為
は
、
宗
教
的
な
意
味
を
も
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
可

能
な
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
そ
の

イ
メ
ー
ジ
の
典
拠
が
推
測
さ
れ
て
お
り
、
自
ら
の
肉
を
割
き
与
え

よ
う
と
す
る
仏
の
慈
悲
を
示
す
説
話
と
重
な
る
も
の
と
し
て
解
釈

さ
れ
て
い
）
8
（

る
。
こ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
秋
成
と
読
者
の
間
に
共
有

さ
れ
て
い
れ
ば
、
Ｃ
の
「
肉
」
は
、
直
接
的
に
は
快
庵
が
院
主
の

物
理
的
な
「
飢
え
」
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
と
す
る〈
物
理
的
な

肉
〉と
し
て
見
え
つ
つ
も
、
高
僧
伝
の
枠
組
み
で
捉
え
た
と
き
に

快
庵
の
聖
性
を
示
す
場
面
と
し
て
、〈
宗
教
的
な
意
味
〉を
帯
び
た

も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

Ｄ
に
つ
い
て
は
、
多
重
の
意
味
を
含
み
誤
読
を
誘
う
文
で
あ
る

と
す
る
見
解
が
、
西
田
勝
氏
「
も
う
一
つ
の
骨
―
「
青
頭
巾
」
私

想
稿
―
」
に
見
ら
れ
）
9
（

る
。

「
飢
」
と
い
う
語
の
後
に
「
肉
を
好
」
と
あ
る
こ
と
が
、
も

う
一
つ
の
目
晦
ま
し
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
一
の
食
人
、
即
ち
院
主
に
よ
る
童
児
の
そ
れ
。

Ｂ　

麻
叔
謀
と
い
ふ
も
の
、
小
児
の
肉
を
嗜
好
て
、
潜
に
民
の

小
児
を
偸
み
、
こ
れ
を
蒸
て
喫
ひ
し
も
あ
な
れ
ど
、

↓（
快
庵
に
よ
る
作
中
の
説
話
引
用
）

　

Ａ
と
Ｂ
は
作
中
、
高
僧
伝
の
登
場
人
物
が
語
る
物
語
の
中
に
登

場
す
る
語
と
し
て
語
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ

る
「
肉
」
の
意
味
は
話
者
で
あ
る
荘
主
と
快
庵
の
目
的
か
ら
、
人

肉
を
食
べ
る
異
常
さ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

特
に
宗
教
的
な
意
味
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
な
い
た
め
、
岡
崎

氏
の
分
類
を
対
応
さ
せ
る
と〈
物
理
的
な
肉
〉と
し
て
処
理
で
き
る
。

　

ま
た
、
Ａ
と
Ｂ
は
「
肉
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
出
現
す
る
順
序

と
し
て
は
序
盤
の
語
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
読
者
の
視
点
か
ら
は

こ
の
、
異
常
者
に
よ
る
人
肉
喰
い
と
い
う
劇
中
説
話
の
視
点
が
最

初
の
「
肉
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ｃ　

も
し
飢
給
ふ
と
な
ら
ば
、
野
僧
が
肉
に
腹
を
み
た
し
め
給

へ
。

↓（
快
庵
に
よ
る
作
中
の
会
話
）

Ｄ　

我
あ
さ
ま
し
く
も
人
の
肉
を
好
め
ど
も
、
い
ま
だ
仏
身
の

肉
味
を
し
ら
ず
。

↓（
院
主
に
よ
る
作
中
の
会
話
）

　

次
に
Ｃ
と
Ｄ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
作
中
の
登
場
人
物
で
あ
る
快



― 56 ―

が〈
宗
教
的
意
味
〉を
帯
び
る
Ｃ
の
「
野
僧
が
肉
」
と
対
応
し
て
見

え
る
と
、「
人
の
肉
」
は
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
、
悟
り
に
至
る
前

の
状
態
を
示
す〈
宗
教
的
な
意
味
〉を
持
っ
て
い
る
と
捉
え
直
す
こ

と
が
で
き
）
12
（

る
。「
人
の
肉
」
は
、
読
み
手
の
文
脈
に
よ
っ
て
左
右

さ
れ
る
二
重
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

Ｅ　

か
の
青
頭
巾
と
骨
の
み
ぞ
草
葉
に
と
ゞ
ま
り
け
る
。〈
肉

体
の
不
在
〉

↓（
語
り
手
）

Ｆ　

初
祖
の
肉
い
ま
だ
乾
か
ず
と
ぞ
称
歎
し
け
る
と
な
り
。

↓（
語
り
手
）

　

最
後
が
Ｅ
と
Ｆ
で
あ
る
。
こ
れ
は
物
語
の
一
番
外
郭
を
覆
う
語

り
手
に
よ
る
表
現
で
あ
り
、
Ｆ
が
岡
崎
氏
の
言
う
よ
う
に〈
宗
教

的
な
意
味
〉を
持
つ
こ
と
に
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

Ｅ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
肉
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
妥
当
か
と

い
う
と
こ
ろ
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
面
に
つ

い
て
は
、「
青
頭
巾
」
の
研
究
上
様
々
な
視
点
が
あ
り
、
院
主
の

執
心
や
解
脱
の
是
非
に
絡
め
て
解
釈
さ
れ
る
一
方
、「
肉
」
の
イ

メ
ー
ジ
の
文
脈
か
ら
は
快
庵
に
よ
っ
て〈
喰
わ
れ
た
〉院
主
の
姿
で

あ
る
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。
例
え
ば
永
井
裕
司
氏
に
よ
）
13
（

る

院
主
は
人
の
肉
を
喰
う
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
人
間
を
骨
だ

　

第
二
の
食
人
、
即
ち
院
主
に
よ
る
里
人
・
屍
の
そ
れ
。

こ
こ
で
西
田
氏
は
、
作
者
に
よ
る
ミ
ス
リ
ー
ド
の
可
能
性
を
示
唆

し
て
い
る
。
西
田
氏
の
言
う
よ
う
に
「
飢
」
と
い
う
言
葉
が
快
庵

か
ら
発
せ
ら
れ
、
ま
た
単
に
肉
体
上
の
「
飢
」
と
し
て
処
理
し
き

れ
な
い
会
話
が
後
に
続
い
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
例
え
ば
『
聖
徳
太
子
伝
』
で
は
、
飢
え
た
旅
人
と
し
て
達
磨

が
登
場
す
る
が
、
そ
の
達
磨
に
太
子
が
与
え
た
詠
歌
の
「
飯
に
飢

へ
て
」
と
い
う
部
分
は
「
禅
味
に
う
へ
た
る
衆
生
」
の
こ
と
だ
と

説
明
し
て
い
）
10
（
る
。
こ
の
Ｄ
に
現
れ
る
二
つ
の
「
肉
」
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
を
岡
崎
氏
は
次
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
）
11
（

る
。

ま
ず
、「
人
の
肉
」
を
悟
り
の
象
徴
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は

不
可
能
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
や
は
り
、
院
主
に
よ
っ
て
喰
ら
わ

れ
て
き
た
稚
児
や
村
人
の
肉
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
直
後
に
あ
ら
わ
れ
る
「
仏
身
の
肉
味
」
に
お
け

る
肉
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
「
初
祖
の
肉
い
ま
だ
乾
か
ず
」

に
お
け
る
肉
と
同
様
に
悟
り
の
象
徴
と
し
て
取
る
こ
と
が
妥

当
だ
ろ
う
。

岡
崎
氏
の
言
う
よ
う
に
、
最
初
の
「
人
の
肉
」
は
読
み
の
流
れ
か

ら
す
れ
ば
Ａ
、
Ｂ
か
ら
の
文
脈
に
属
す
る〈
物
理
的
な
肉
〉の
意
味

を
有
し
て
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
次
に
来
る
「
仏
身
の
肉
味
」
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こ
り
か
た
ま
つ
て
、
そ
の
念
に
て
こ
れ
ま
で
具
足
し
て
あ
り

し
形
、
愛
着
の
念
消
ゆ
る
と
と
も
に
、
仮
の
五
体
も
消
へ

失
）
15
（

り
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
骨
が
残
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
前
に

は
「
肉
身
朽
ち
」
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
岡
崎
氏
の
言
う
よ
う
に
Ｅ
「
か
の
青
頭
巾
と
骨
の

み
」
に
対
し
て〈
肉
の
不
在
〉の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
ら
れ
る
一
方
、

同
じ
く
語
り
手
の
文
脈
で
語
ら
れ
る
Ｆ
「
初
祖
の
肉
」
は
、
非
常

に
生
々
し
い
「
い
ま
だ
乾
か
ず
」
と
い
う
語
が
示
す
通
り
、
消
え

て
い
な
い
肉
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
て
お
り
、
Ｅ
と
Ｆ
は
対
比
さ

れ
る
構
造
に
あ
る
と
読
め
る
。「
青
頭
巾
」
の
外
郭
と
し
て
の
高

僧
伝
の
語
り
手
の
視
点
で
は
、
こ
の
結
部
の
「
初
祖
の
肉
い
ま
だ

乾
か
ず
」
と
い
う
言
葉
こ
そ
が
快
庵
の
行
為
を
称
揚
し
意
味
づ
け

る
最
も
重
要
な
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
後
も
「
た
ふ
と
く
栄
え
て
あ

り
け
る
」
曹
洞
の
霊
場
の
正
統
性
の
源
泉
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
Ｆ
の
「
肉
」
が〈
宗
教
的
な
意
味
〉を
孕
む
以
上
、
対
比
の
構

造
に
あ
る
Ｅ
も〈
宗
教
的
な
意
味
〉を
帯
び
る
と
推
測
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
改
め
て
整
理
す
る
。

　
「
肉
」
と
い
う
語
に
色
濃
く〈
宗
教
的
な
意
味
〉が
伴
う
の
は
、

話
の
構
造
上
最
も
外
郭
の
語
り
手
の
言
葉
に
位
置
し
、
ま
た
読
者

に
と
っ
て
最
も
終
盤
に
位
置
す
る
Ｆ
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｅ
に〈
肉

の
不
在
〉の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
す
る
と
き
、
こ
れ
も
同
様
に〈
宗

け
の
姿
に
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
院
主
が
最
期
に
自

ら
も
骨
だ
け
の
姿
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
肉
を
喰
う
と
い

う
行
為
と
無
関
係
と
は
思
え
な
い
。
院
主
の
骨
が
残
っ
た
こ

と
は
間
接
的
に
快
菴
が
院
主
を
喰
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る

の
だ
。

と
の
読
み
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
院
主
が
快
庵
の
一
喝
に
よ
っ
て

解
脱
し
た
か
、
し
て
い
な
い
か
と
い
う
、
Ｅ
の
場
面
に
つ
い
て
の

「
青
頭
巾
」
研
究
上
で
見
解
が
分
か
れ
て
き
た
論
点
に
は
踏
み
込

ま
ず
、「
肉
」
と
い
う
言
葉
や
イ
メ
ー
ジ
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て

検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
右
に
挙
げ
た
永
井
氏
の
解
釈
同
様
、

「
青
頭
巾
」
が
「
肉
」
と
い
う
語
を
繰
り
返
し
扱
っ
て
き
た
こ
と

か
ら
考
え
て
、
こ
の
Ｅ
の
場
面
は
骨
に
焦
点
が
当
た
る
の
で
は
な

く
、〈
肉
体
の
不
在
〉を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
岡
崎
氏
の
分
類
に
は

頷
け
る
も
の
が
あ
る
。
後
藤
丹
治
氏
の
「
雨
月
物
語
『
青
頭
巾
』

の
一
典
）
14
（

據
」
で
の
紹
介
以
降
、
こ
の
場
面
の
有
力
な
典
拠
の
一
つ

と
し
て
目
さ
れ
て
い
る
、『
都
鳥
妻
恋
笛
』
五
の
巻
「
粋
自
慢
の

天
狗
も
鼻
を
突
く
大
夫
が
仕
懸
」
の
終
盤
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

天
狗
坊
班
女
の
姿
の
か
は
り
果
て
た
る
体
を
見
て
、
忽
ち
染

着
せ
し
愛
念
去
る
と
、
は
つ
と
い
ふ
声
の
下
よ
り
、
肉
身
朽

ち
て
霜
の
消
ゆ
る
ご
と
く
、
四
大
分
散
し
て
た
だ
一
連
の
白

骨
と
な
る
。
残
る
物
は
頭
巾
す
ず
か
け
衣
装
ば
か
り
。
執
心
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三
、「
肉
」
の
語
の
所
在
に
つ
い
て

　

も
う
一
点
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
と
し
て
、
岡
崎
氏
が
分
類

し
た
Ｅ
が
属
す
る
一
文
に
、「
肉
」
の
一
語
が
な
ぜ
存
在
し
な
い

の
か
、
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。

　

先
行
研
究
が
示
す
、
有
力
な
典
拠
と
し
て
目
さ
れ
る
類
例
に
は
、

必
ず
消
え
る
対
象
と
し
て
の
「
肉
」
の
一
語
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

『
都
鳥
妻
恋
笛
』
は
前
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
が
、『
金
玉
ね
ぢ
ぶ

く
さ
』
巻
之
一
、「
讃
州
雨
鐘
の
事
」
で
は

　

肉
身
く
ち
て
霜
の
き
ゆ
る
ご
と
く
、
四
大
分
散
し
て
、

た
ゞ
一
連
の
白
骨
と
な
る
。
衣
を
取
あ
げ
て
見
れ
ば
、
灰
の

ご
と
く
は
ら
〳
〵
と
消
う
せ
ぬ
。
誠
に
一
念
五
百
生
け
ね
ん

無
量
劫
、
お
そ
る
べ
く
慎
べ
き
は
愛
着
な
）
16
（

り
。

　

と
、
朽
ち
る
対
象
で
あ
る
「
肉
身
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

『
老
媼
茶
話
』
巻
之
七
、「
入
定
の
執
念
」
の
結
尾
で
は

　

朝
日
に
向
ふ
霜
の
如
こ
と
く
皮
肉
忽
消
失
て
、
一
具
の
白

骨
斗
残
た
り
。
誠
に
人
の
執
心
程
お
そ
ろ
し
き
も
の
は
な
）
17
（

し
。

と
、
消
失
し
た
「
皮
肉
」
を
示
し
て
い
る
。

　

対
し
て
、「
青
頭
巾
」
に
お
い
て
Ｅ
の
属
す
る
一
文
、

教
的
〉意
味
合
い
を
持
つ
と
推
測
で
き
る
。

　
「
肉
」
と
い
う
語
が
色
濃
く〈
物
理
的
な
肉
〉を
意
味
し
て
い
る

の
は
、
話
の
構
造
上
最
も
内
部
に
位
置
し
、
ま
た
読
者
に
と
っ
て

最
も
序
盤
に
位
置
す
る
劇
中
話
の
中
の
Ａ
、
Ｂ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
「
肉
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、
異
常
な
者
に
よ
る
人
肉
食
と
い
う

属
性
を
強
調
す
る
役
割
が
あ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
層
の
中
間
に
位
置
す
る
の
は
、
中
盤
の

Ｃ
と
Ｄ
で
あ
る
。

　

こ
の
層
は
、
Ａ
と
Ｂ
で
語
ら
れ
た
人
肉
食
の
文
脈
の
影
響
を
受

け
る
位
置
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
肉
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
最

も
外
郭
の
語
り
で
覆
う
結
末
部
の
Ｅ
と
Ｆ
に
到
達
し
た
読
者
か
ら

は
、「
宗
教
的
」
意
味
を
帯
び
た
対
話
と
し
て
も
捉
え
な
お
す
こ

と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
ど
ち
ら
の
文
脈
で
捉
え
る
か
に
よ
っ

て
、
岡
崎
氏
の
言
う
よ
う
に
院
主
の
人
物
像
が
変
化
し
て
見
え
る

と
思
わ
れ
る
。

　
「
青
頭
巾
」
の
入
れ
子
状
の
階
層
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ

の
階
層
に
属
す
る
「
肉
」
の
語
が
持
つ
役
割
と
対
応
さ
せ
て
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
入
れ
子
の
一
番
内
側
で
は
「
肉
」
は
物
理
的

な
人
肉
を
喰
う
こ
と
と
セ
ッ
ト
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
最
も
外
郭

で
は
宗
教
的
な
象
徴
を
帯
び
る
。
中
間
に
位
置
す
る
快
庵
と
院
主

の
対
話
は
、
読
者
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
そ
の
双
方
に
影
響
を
受
け

る
形
で
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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と
は
、
直
接
に
語
り
手
が
快
庵
を
称
揚
し
た
評
語
で
は
な
い
。
語

り
手
が
直
接
評
価
し
た
よ
う
な
書
き
方
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、

作
者
は
そ
う
は
し
て
い
な
い
。
語
り
手
が
自
分
の
言
葉
と
し
て

「
肉
」
の
語
を
発
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
単
な
る
偶
然

か
も
し
れ
な
い
が
、「
青
頭
巾
」
作
中
の
「
肉
」
の
一
語
の
在
処

に
つ
い
て
、
作
者
の
慎
重
な
操
作
が
あ
っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は

留
意
す
る
余
地
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
「
青
頭
巾
」
で
は
、
す
べ
て
「
肉
」
の
語
は
語
り
手
が
他
人
の

言
葉
を
引
用
し
て
き
た
と
い
う
形
で
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

「
肉
」
の
語
の
意
味
も
各
々
の
背
景
の
文
脈
に
沿
っ
て
存
在
し
て

お
り
、
そ
の
意
味
で
不
統
一
は
必
然
で
あ
る
。
ま
た
、
語
り
手
が

直
接
自
分
の
言
葉
で
「
肉
」
の
一
語
を
発
し
な
い
構
造
上
、
物
語

中
に
高
い
次
元
で
統
一
さ
れ
た
「
肉
」
の
意
味
付
け
が
さ
れ
る
こ

と
も
な
い
。

　

こ
う
し
た
「
青
頭
巾
」
に
お
け
る
語
り
手
の
責
任
の
曖
昧
さ
に

つ
い
て
は
井
上
泰
至
氏
）
18
（

が

本
作
の
「
語
り
」
は
、
聖
性
、
規
範
性
を
も
っ
た
本
来
的

「
語
り
」
に
擬
し
つ
つ
、
語
ら
れ
る
内
容
の
事
実
性
に
責
任

を
取
る
べ
き
主
体
を
消
し
て
し
ま
っ
た
か
、
あ
る
い
は
無
化

し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

と
ま
と
め
て
い
る
が
、「
肉
」
と
い
う
語
の
不
統
一
さ
は
こ
う
し

　

忽
氷
の
朝
日
に
あ
ふ
が
ご
と
く
き
え
う
せ
て
、
か
の
青
頭

巾
と
骨
の
み
ぞ
草
葉
に
と
ゞ
ま
り
け
る
。
現
に
も
久
し
き
念

の
こ
ゝ
に
消
じ
つ
き
た
る
に
や
あ
ら
ん
。

に
は
「
肉
」
の
一
語
が
存
在
し
な
い
。
仮
に
作
者
の
念
頭
に
こ
れ

ら
類
例
の
定
型
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、「
肉
」
の
語
が
含
ま
れ
て

い
な
い
文
と
な
る
こ
と
の
方
が
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

「
肉
」
の
語
の
不
在
に
は
、
例
え
ば
「
影
の
や
う
な
る
人
」
と
な

っ
た
院
主
に
対
し
て
、
あ
る
い
は
こ
の
場
面
に
対
し
て
、「
肉
」

の
語
を
使
わ
な
い
と
い
う
作
者
の
意
思
を
想
定
で
き
る
。

　

ま
た
、
Ｅ
と
は
異
な
り
「
肉
」
の
語
を
直
接
含
む
文
章
で
あ
る

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｆ
は
、
物
語
中
の
階
層
か
ら
す
れ
ば
、
前
節

で
見
て
き
た
よ
う
に
Ａ
と
Ｂ
、
Ｃ
と
Ｄ
、
そ
し
て
Ｆ
と
い
う
よ
う

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
青
頭
巾
」
上
の
最
も

外
郭
の
存
在
で
あ
る
語
り
手
か
ら
み
る
と
、
全
て
他
者
の
発
言
に

属
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
語
り
手
は
「
肉
」
の
語
を
自
分

の
言
葉
と
し
て
は
い
っ
さ
い
発
し
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

　

Ａ
は
荘
主
の
語
る
説
話
、
Ｂ
は
快
庵
の
語
る
説
話
、
Ｃ
は
快
庵

の
発
言
、
Ｄ
は
院
主
の
発
言
に
属
す
る
。
そ
し
て
Ｆ
は
、
快
庵
を

評
価
す
る
高
僧
伝
の
形
式
を
支
え
る
語
り
手
の
階
層
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
厳
密
に
は
語
り
手
が
伝
え
聞
い
た
、
快
庵
の
行
い

を
称
揚
す
る
人
々
の
声
で
あ
る
。「
初
祖
の
肉
い
ま
だ
乾
か
ず
」
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二
四
八
頁

（
8
）　
『
雨
月
物
語
評
釈
』
鵜
月
洋
著　

一
九
六
九
年
三
月　

角
川

書
店
の
「
青
頭
巾
」
六
一
九
頁
「
補
説
」
に
は
、『
今
昔
物
語
集
』

巻
第
五
の
第
七
話
、「
波
羅
奈
国
羅
睺
大
臣
擬
罰
国
王
語
第
七
」

や
第
十
三
話
「
三
獣
行
菩
薩
道
兎
焼
身
語
第
十
三
」
を
挙
げ
て
い

る
。

（
9
）　

西
田
勝
「
も
う
一
つ
の
骨
―
『
青
頭
巾
』
私
想
稿
―
」『
江

戸
文
学　

第
一
〇
号
』
一
九
九
三
年
四
月　

ぺ
り
か
ん
社　

一
三

六
頁
〜
一
三
七
頁

（
10
）　
『
聖
徳
太
子
伝
』
杉
本
好
伸　

著　

二
〇
一
一
年
二
月　

国

書
刊
行
会　

三
七
〇
頁

（
11
）　

前
掲
岡
崎
論
文（
一
九
八
八
）一
一
九
頁
下
段

（
12
）　

例
え
ば
先
行
研
究
に
「
こ
こ
で
対
置
さ
れ
て
い
る
の
は
仏
／

人
と
い
う
対
立
項
」
で
あ
る
と
い
う
読
み
が
あ
る
。『
三
弥
井
古

典
文
庫　

雨
月
物
語
』
田
中
康
二　

木
越
俊
介　

天
野
聡
一　

編　

二
〇
〇
九
年
十
二
月　

三
弥
井
書
店　

二
二
四
頁

（
13
）　

永
井
裕
司
「『
雨
月
物
語
』
青
頭
巾
の
論
―
分
身
説
と
食
屍

の
隠
喩
―
」『
愛
知
大
學
國
文
學　

第
43
號
』
二
〇
〇
七
年
十
一

月　

愛
知
大
學
國
文
學
會

（
14
）　

後
藤
丹
治
「
雨
月
物
語
『
青
頭
巾
』
の
一
典
據
」『
国
語
国

文　

第
十
七
巻
七
号
』
一
九
四
八
年
十
月　

京
都
大
學
文
學
部
國

語
國
文
學
研
究
室

（
15
）　
『
江
戸
怪
談
文
芸
名
作
選　

第
一
巻　

新
編
浮
世
草
子
怪
談

集
』
木
越
治　

校
訂
代
表　

二
〇
一
六
年
八
月　

国
書
刊
行
会　

四
一
八
〜
四
一
九
頁
。

た
語
り
の
性
質
に
も
因
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

語
り
手
に
よ
る
物
語
中
の
「
肉
」
の
意
味
の
統
一
は
さ
れ
な
く

と
も
、
作
者
で
あ
る
秋
成
が
「
肉
」
と
い
う
語
を
、
序
盤
、
中
盤
、

終
盤
で
、
ま
た
語
ら
れ
る
階
層
に
よ
っ
て
役
割
の
異
な
る
配
置
を

し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
所
在
に
つ
い
て
も
慎
重
な
操
作
が
あ
っ
た

可
能
性
に
つ
い
て
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

【
注
】

（
1
）　

岡
崎
淳
一
「『
青
頭
巾
』
論
」『
大
学
院
研
究
年
報　

第
27
号　

文
学
研
究
科
篇
』
一
九
八
八
年
二
月　

中
央
大
学
大
学
院
研
究
年

報
編
集
委
員
会

（
2
）　

前
掲
岡
崎
論
文（
一
九
八
八
）、
一
一
九
頁

（
3
）　
『
大
学
古
典
叢
書　

新
註　

雨
月
物
語
』
高
田
衛　

稲
田
篤

信　

編
著　

一
九
八
五
年
四
月　

勉
誠
社

前
掲
の
岡
崎
論
文（
一
九
八
八
）で
は
、
本
文
の
引
用
を
勉
誠
社
の

高
田
・
稲
田
版
に
拠
っ
て
い
る
た
め
、
以
降
特
別
な
表
記
の
な
い

限
り
『
雨
月
物
語
』
本
文
の
引
用
を
こ
れ
に
あ
わ
せ
る
。

（
4
）　

前
掲
岡
崎
論
文（
一
九
八
八
）、
一
一
九
頁
上
段

（
5
）　
『
五
山
版
中
国
禅
籍
叢
刊　

第
一
巻
』
椎
名
宏
雄　

編　

二

〇
一
二
年
七
月　

臨
川
書
店　

二
六
頁

（
6
）　
『
道
元
禅
師
全
集　

第
一
巻
』
河
村
孝
道　

校
註　

一
九
九

一
年
一
月　

春
秋
社　

四
一
七
頁

（
7
）　

小
椋
嶺
一
「
秋
成
『
青
頭
巾
』
論
」『
日
本
近
世
文
学
研
究

の
新
領
域
』
宗
政
五
十
緒　

編　

一
九
九
八
年
五
月　

思
文
閣　
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（
16
）　
『
叢
書
江
戸
文
庫
34　

浮
世
草
子
怪
談
集
』
木
越
治　

校
訂　

一
九
九
四
年
十
月　

国
書
刊
行
会　

二
五
八
頁

（
17
）　
『
叢
書
江
戸
文
庫
26　

近
世
奇
談
集
成（
一
）』
高
田
衛　

校

訂
代
表　

一
九
九
二
年
十
二
月　

国
書
刊
行
会　

一
七
六
頁

（
18
）　
『
雨
月
物
語
の
世
界
―
上
田
秋
成
の
怪
異
の
正
体
―
』
井
上

泰
至
著　

二
〇
一
三
年
五
月　

角
川
学
芸
出
版　

一
五
〇
頁

ま
た
、
典
拠
に
つ
い
て
は
井
上
泰
至
「『
雨
月
物
語
』
典
拠
一
覧
」

『
秋
成
文
学
の
生
成
』
飯
倉
洋
一　

木
越
治　

編　

二
〇
〇
八
年

二
月　

厚
徳
社　

を
参
照
し
た
。

（
お
の
で
ら　

た
か
ゆ
き　

本
学
大
学
院

博
士
前
期
課
程　

令
和
二
年
度
修
了
）　




