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フ
レ
ー
ザ
ー

著

『
図
説

金
枝
篇
』

（
東
京
書
籍
）［

］

163
F1
1

国
語
科

ロ
ー
マ
か
ら
程
近
い
そ
の
湖
は
、

湖
面
に
反
射
す
る
月
が
あ
ま
り
に
美

し
い
の
で
「
デ
ィ
ア
ナ
の
鏡
」
と
呼

ば
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
決
し
て
枝

を
折
り
取
っ
て
は
な
ら
な
い
聖
な
る

木
が
あ
り
、
森
の
王
が
祭
司
と
し
て

女
神
デ
ィ
ア
ナ
に
仕
え
て
い
る
。
王

は
か
つ
て
の
殺
人
者
で
あ
り
、
常
に

剣
を
身
に
付
け
て
は
自
分
を
殺
害
し

よ
う
と
す
る
者
に
怯
え
て
い
る
。

今
夜
、
一
人
の
逃
亡
奴
隷
が
聖
な

る
木
の
枝
を
そ
っ
と
折
り
取
り
、
王

を
殺
す
だ
ろ
う
。
奴
隷
は
元
の
王
に

代
わ
っ
て
王
と
な
る
が
、
彼
も
ま
た

次
の
王
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
運
命
に

あ
る
。
こ
れ
は
慣
習
な
の
だ
。
逃
亡

奴
隷
だ
け
が
「
金
枝
」
を
折
り
取
る

こ
と
を
許
さ
れ
、
王
と
決
闘
し
て
新

た
な
王
と
な
る
。
王
は
そ
の
最
後
の

使
命
と
し
て
殺
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

な
ぜ
逃
亡
奴
隷
が
王
と
な
る
の

か
。
な
ぜ
金
枝
を
折
り
取
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
。
な
ぜ
王
は
殺
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
う

し
た
問
題
を
説
明
す
る
た
め
に
著
者

の
フ
レ
ー
ザ
ー
は
世
界
中
の
伝
承
・

伝
説
の
中
を
駆
け
回
り
、
壮
大
な
推

論
を
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る
。

本
書
は
そ
の
一
三
巻
に
及
ぶ
大
著
を

わ
ず
か
一
冊
に
ま
と
め
、
図
版
ま
で

載
せ
た
も
の
で
あ
る
。『
金
枝
篇
』
は

金
枝
に
始
ま
り
金
枝
に
終
わ
る
。
し

か
し
、
そ
の
間
に
「
呪
術
」「
タ
ブ
ー
」

「
死
と
再
生
」「
生
贄
」
な
ど
た
く
さ

ん
の
興
味
深
い
テ
ー
マ
に
触
れ
て
ゆ

く
。
こ
れ
ら
は
全
て
先
程
挙
げ
た
よ

う
な
疑
問
を
考
察
す
る
う
え
で
導
か

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
知
的
な
世

界
の
広
が
り
に
は
一
見
の
価
値
が
あ

る
。
学
問
と
い
う
も
の
の
奥
深
さ
に

つ
い
て
も
教
え
て
く
れ
る
一
冊
だ
ろ

う
。星

新
一

著

『
ボ
ッ
コ
ち
ゃ
ん
』

（
新
潮
）［

］

913
1－131
1

化
学
科

趣
味
が
読
書
の
人
っ
て
何
と
な
く

か
っ
こ
い
い
。
そ
ん
な
人
に
憧
れ
る

が
、
国
語
の
教
科
書
程
度
の
長
文
で

す
ら
読
む
と
眠
く
な
る
、
と
い
う
人

に
勧
め
た
い
本
を
紹
介
し
ま
す
。

シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
文
庫

本
サ
イ
ズ
の
３
～
５
ペ
ー
ジ
で
一
話

が
完
結
し
て
し
ま
う
、
び
っ
く
り
す

る
く
ら
い
短
い
小
説
で
す
。
一
話
読

む
の
に
５
分
あ
れ
ば
十
分
。
飽
き
性

な
私
で
も
適
当
に
め
く
っ
た
ペ
ー
ジ

か
ら
読
み
進
め
ら
れ
、
せ
っ
か
ち
な

私
で
も
す
ぐ
に
オ
チ
ま
で
辿
り
着
き

満
足
感
を
得
ら
れ
る
。
そ
ん
な
わ
が

ま
ま
な
気
分
の
時
に
大
変

重
宝
す
る
本
で
す
。

そ
の
シ
ョ
ー
ト
シ
ョ
ー
ト

シ
リ
ー
ズ
で
最
も
有
名
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

の
が
『
ボ
ッ
コ
ち
ゃ
ん
』
で

す
。
こ
の
『
ボ
ッ
コ
ち
ゃ

ん
』
の
文
庫
本
の
中
に
も

た
く
さ
ん
の
話
が
あ
り
ま
す
が
、

お
気
に
入
り
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま

す
。
最
後
の
一
文
を
読
ん
だ
と
き
に

ヒ
ヤ
ッ
と
肝
が
冷
え
る
感
覚
を
味
わ

い
た
い
な
ら
「
暑
さ
」
、
も
し
自
分
が

起
承
転
結
に
つ
い
て
授
業
を
す
る
こ

と
が
あ
る
な
ら
「
宇
宙
通
信
」
、
故
事

成
語
の
矛
盾
を
彷
彿
さ
せ
る
内
容
だ

が
星
氏
な
ら
で
は
の
テ
ー
マ
設
定

と
、「
な
る
ほ
ど
！
」
と
思
わ
せ
る
オ

チ
の
「
信
用
あ
る
製
品
」
な
ど
、
本

屋
で
５
分
だ
け
時
間
を
潰
し
た
い
と

き
に
丁
度
良
い
の
で
よ
か
っ
た
ら
読

ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

読 書 案 内

星
氏
の
作
品
は
「
世
に
も
奇
妙
な

物
語
」の
脚
本
に
起
用
さ
れ
る
な
ど
、

複
数
映
像
化
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
伏

線
が
一
つ
に
繋
が
っ
た
と
き
や
、
予

想
も
し
な
か
っ
た
展
開
が
き
た
と
き

の
お
も
し
ろ
さ
は
、
や
っ
ぱ
り
文
字

で
読
ん
だ
時
が
一
番
ド
キ
ド
キ
す
る

な
ぁ
、
と
個
人
的
に
感
じ
ま
す
。
ぜ

ひ
読
書
が
苦
手
と
い
う
人
の
き
っ
か

け
の
一
冊
に
ど
う
ぞ
。

三
浦
綾
子

著

『
ひ
つ
じ
が
丘
』

（
講
談
社
文
庫
）［

］

913
M38
2

養
護

北
国
の
女
子
高
出
身
の
奈
緒
実
は

親
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
、
同
級
生

の
兄
と
結
婚
し
ま
す
。
彼
女
の
父
親

は
教
会
の
牧
師
で
、
夫
は
会
社
勤
め

を
し
な
が
ら
、絵
を
描
い
て
い
ま
す
。

作
品
は
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、

世
に
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。「
芸
術

家
は
わ
が
ま
ま
な
ん
だ
。
芸
術
は
命

が
け
の
激
し
い
自
己
主
張
で
も
あ
る

ん
だ
か
ら
な
」
こ
う
言
い
放
ち
、
家

庭
を
全
く
か
え
り
み
ず
、
ま
と
も
な

家
具
も
揃
え
て
く
れ
な
い
夫
に
、
い

つ
し
か
奈
緒
実
は
失
望
し
、
実
家
に

帰
り
ま
す
。
そ
ん
な
時
、
奈
緒
実
を

優
し
く
迎
え
つ
つ
も
「
愛
す
る
と
は

ゆ
る
す
こ
と
だ
」
と
言
っ
た
、
父
の

言
葉
が
彼
女
の
胸
に
突
き
刺
さ
り
ま

す
。
人
間
の
弱
さ
と
、
ゆ
る
す
こ
と

の
寛
大
さ
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る

キ
リ
ス
ト
教
の
中
の
愛
に
触
れ
る
こ

と
が
出
来
る
作
品
で
す
。

私
が
三
浦
綾
子
の
作
品
に
出
会
っ

た
の
は
高
校
生
の
時
で
す
。
以
来
、

彼
女
の
作
風
の
魅
力
に
引
き
込
ま

れ
、
何
作
も
読
み
ま
し
た
。
当
時
、

通
学
中
の
電
車
の
時
間
は
、寝
る
か
、

小
テ
ス
ト
等
の
勉
強
を
切
羽
詰
ま
っ

て
や
っ
て
い
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
し

た
。
そ
れ
が
い
つ
の
間
に
か
、
彼
女

の
作
品
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
、
お

楽
し
み
の
時
間
に
変
わ
り
ま
し
た
。

私
は
皆
さ
ん
に
読
書
を
好
き
に
な
る

こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
出
来
れ
ば
高
校

生
の
う
ち
に
、
好
き
な
作
家
を
見
つ

け
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん

の
忙
殺
を
極
め
る
生
活
の
中
に
、
ほ

ん
の
ひ
と
時
、
好
き
な
作
家
の
世
界

観
に
引
き
込
ま
れ
る
、
そ
ん
な
充
実

し
た
時
間
が
あ
れ
ば
な
、
と
思
い
ま

す
。
気
分
転
換
に
好
き
な
音
楽
を
聴

く
様
に
、
好
き
な
作
品
の
好
き
な
箇

所
を
読
む
、
そ
う
し
て
穏
や
か
な
が

ら
も
ハ
リ
の
あ
る
日
々
を
過
ご
し
て

も
ら
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
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ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト

著

『
方
法
序
説
・
情
念
論
』

（
中
公
文
庫
）［

］

081
I1-9
613-1

美
術
科

こ
の
本
に
は
、
現
実
で
人
が
関
わ
る

事
実
に
対
し
、
数
学
を
使
っ
て
考
え
て

い
く
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
デ

カ
ル
ト
は
、
現
実
の
世
界
に
向
き
合
う

に
あ
た
り
、
先
例
、
習
慣
か
ら
く
る
思

い
込
み
を
切
り
離
し
、
場
合
分
け
、
順

序
付
け
、
関
係
付
け
、
論
理
立
て
を
出

来
る
限
り
吟
味
し
て
行
う
こ
と
に
し
ま

し
た
。
こ
う
す
る
こ
と
で
「
確
か
だ
と

判
断
で
き
る
事
実
が
得
ら
れ
、
そ
れ
だ

け
で
世
界
を
捉
え
る
、
こ
の
方
法
で
捉

え
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ

れ
は
自
分
で
は
確
か
だ
と
判
断
で
き
な

い
か
ら
、
考
え
る
こ
と
か
ら
捨
て
る
」

と
、
き
っ
ぱ
り
し
て
い
ま
す
。

彼
が
生
き
た
十
七
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

は
混
沌
と
し
た
社
会
で
し
た
。
旧
教
と

新
教
の
対
立
が
三
十
年
戦
争
（1616-16

48

）
を
、
科
学
の
発
展
と
宗
教
的
価
値

観
の
対
立
が
ガ
リ
レ
オ
の
断
罪
を
起
こ

し
て
い
ま
す
。
ま
た
経
済
の
中
心
が
地

中
海
世
界
か
ら
北
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
移

っ
て
き
て
い
ま
す
。
宗
教
的
に
も
経
済

的
に
も
混
乱
し
、
価
値
観
の
揺
ら
い
で

い
た
時
代
で
し
た
。

揺
ら
が
な
い
も
の
へ
の
探
求
に
駆
ら

れ
発
見
し
た
の
が
、
数
学
を
あ
ら
ゆ
る

こ
と
の
基
礎
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
だ

と
デ
カ
ル
ト
は
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
の

伝
え
る
調
子
は
、
わ
た
し
に
は
冷
た
す

ぎ
ず
固
過
ぎ
ず
血
の
通
っ
た
も
の
に
感

じ
ら
れ
、「
そ
う
い
う
世
界
の
捉
え
方
が

あ
る
の
か
」
と
強
く
納
得
さ
せ
ら
れ
ま

す
。こ

の
本
の
表
紙
は
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
ル

ス
が
描
い
た
デ
カ
ル
ト
の
肖
像
画
で
す
。

ハ
ル
ス
は
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
肖

像
画
家
で
、
喜
怒
哀
楽
を
見
せ
る
庶
民

を
描
い
て
有
名
で
す
。
ハ
ル
ス
が
デ
カ

ル
ト
を
描
い
て
い
た
と
は
、
世
の
中
う

ま
く
出
来
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

国
木
田
独
歩

著

『
武
蔵
野
』（

新
潮
文
庫
）［

］

913
K11
2

英
語
科

仕
事
の
合
間
に
繰
り
返
し
親
し
ん

で
き
た
作
品
だ
。
往
年
の
里
山
の
風

景
が
想
像
さ
れ
、
何
と
も
落
ち
着
い

た
気
分
に
な
る
。
し
か
も
茶
店
の
婆

さ
ん
と
筆
者
の
軽
妙
な
会
話
も
織
り

込
ま
れ
て
微
笑
ま
し
い
。
内
容
は
そ

ん
な
と
こ
ろ
に
し
て
、
以
下
は
朗
読

論
め
い
た
も
の
に
な
る
。「
武
蔵
野
」

を
知
っ
た
の
は
、
公
共
図
書
館
で
借

り
た
朗
読

を
聴
い
た
の
で
あ

C
D

り
、
自
分
の
目
で
紙
の
本
を
読
ん
だ

の
で
は
な
い
。
作
者
独
歩
は
イ
ギ
リ

ス
文
学
に
親
し
ん
だ
夭
折
の
作
家

だ
。
そ
の
所
為
か
、
英
詩
の
よ
う
な

リ
ズ
ム
が
心
地
よ
い
。
無
論
、
C
D

や
レ
コ
ー
ド
さ
え
も
な
い
明
治
時

代
、

代
後
半
の
独
歩
は
読
者
自
身

20

に
文
字
か
ら
音
韻
を
感
じ
取
っ
て
ほ

し
い
と
思
っ
た
は
ず
だ
ろ
う
し
、
今

で
も
そ
れ
が
正
道
と
言
え
る
。
そ
れ

で
も
、
朗
読
で
名
作
を
聴
く
の
は
、

重
宝
な
娯
楽
で
あ
る
。
目
が
要
ら
な

い
読
書
は
、
満
員
電
車
、
就
寝
時
の

枕
元
、
散
歩
の
耳
友
達
と
利
用
場
面

は
多
様
で
、
し
か
も
耳
は
目
と
違
っ

て
疲
れ
る
こ
と
は
稀
だ
。
目
で
見
て

通
り
過
ぎ
る
と
こ
ろ
で
も
、
耳
で
は

意
外
と
気
に
な
る
。
す
る
と
、
紙
の

本
に
立
ち
戻
っ
て
該
当
箇
所
を
し
げ

し
げ
と
眺
め
て
み
る
。
そ
ん
な
本
末

転
倒
的
読
書
も
可
能
だ
。
欠
点
は
あ

る
。
朗
読
音
声
は
必
ず
し
も
読
み
た

い
作
品
を
網
羅
し
て
く
れ
は
し
な

い
。
さ
れ
ど
、
自
分
で
気
に
入
っ
た

作
品
を
読
ん
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
ご
時
世
で
あ

る
。
譜
面
を
読
む
よ
う
に
、
朗
読
が

生
ま
れ
る
。
情
報
技
術
が
文
学
を
音

楽
化
す
る
わ
け
だ
。
響
林
せ
い
じ
、

ご
存
じ
だ
ろ
う
か
？
こ
れ
は
ヒ
ト
で

は
な
く
、
実
在
す
る
合
成
音
声
の
名

前
だ
。
ほ
ど
無
く
し
て
、
原
作
と
共

に
、
読
み
人
知
ら
ず
音
声
が
巷
に
溢

れ
か
え
る
だ
ろ
う
。

山
下
正
夫

著

『
動
物
と
西
欧
思
想
』（

中
公
新
書
）

英
語
科

数
ヶ
月
前
、
Ｊ
Ｒ
塚
本
駅
か
ら
ほ

ど
近
い
マ
ン
シ
ョ
ン
の
ゴ
ミ
収
集
所

か
ら
出
て
き
た
イ
タ
チ
と
至
近
距
離

で
目
が
合
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ま

た
、
私
の
家
の
近
く
で
は
２
０
匹
以

上
の
野
生
の
猿
の
群
れ
が
民
家
の
屋

根
の
上
を
移
動
す
る
姿
を
よ
く
見
か

け
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
私
た
ち
の
周

り
に
は
た
く
さ
ん
の
小
動
物
が
い
る

の
で
す
が
、
そ
れ
ら
が
自
然
死
し
て

い
る
姿
を
見
か
け
る
こ
と
は
あ
ま
り

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
理
由
は
定
か
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
死
を
人
々
の
日

常
的
な
意
識
か
ら
遠
ざ
け
る
自
然
の

摂
理
で
は
な
い
の
か
と
考
え
て
い
ま

す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
動
物
と
人
間
の

思
考
、
つ
ま
り
動
物
の
シ
ン
ボ
リ
ズ

ム
に
昔
か
ら
興
味
が
あ
り
ま
す
。

今
回
取
り
上
げ
た
こ
の
本
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
社
会
に
お
け
る
狩
猟
採
集
時

代
の
鹿
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
古

典
古
代
の
羊
、
中
世
か
ら
近
代
に
至

る
ま
で
の
牛
と
馬
、
近
代
以
降
の
馬

や
機
械
の
イ
メ
ー
ジ
と
社
会
が
ど
の

よ
う
に
重
な
り
合
っ
て
い
く
の
か
を

詳
細
に
分
析
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
社
会
形
態
で
身
近
で
あ
っ
た
こ

れ
ら
の
動
物
が
必
ず
し
も
肯
定
的
な

イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
尊
重
さ
れ
る
だ

け
で
な
く
、
例
え
ば
鹿
や
羊
が
悪
魔

や
魔
女
と
い
っ
た
負
の
イ
メ
ー
ジ
を

持
つ
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た

こ
と
も
併
せ
て
描
か
れ
て
ま
す
。
そ

れ
は
犬
や
猫
、
牛
や
馬
な
ど
の
家
畜

に
、
身
近
で
家
族
の
一
員
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
と
同
時
に
、
差
別

的
な
意
味
を
付
与
し
て
き
た
こ
と
と

同
じ
で
す
。

同
じ
著
者
の
『
植
物
と
哲
学
』
、

さ
ら
に
生
き
物
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
を

専
門
的
に
分
析
し
た
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト

ロ
ー
ス
の
『
野
生
の
思
考
』
［
389
R1

］（
表
紙
は
ま
さ
に
三
色
す
み
れ

1

[pensée]

で
す
）
に
も
挑
戦
し
て
下

さ
い
。
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