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本
書
は
先
に
刊
行
さ
れ
た
『
生
き
物
と
食
べ
物
の
歴
史
』（
高
志
書
院
、
二
〇
二
一
年
）に
続
い
て
、
塚
本
学
先
生（
以
下
、
敬
称
を
略
す
）

が
遺
し
た
単
行
本
未
収
録
の
論
文
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
初
出
は
別
に
掲
げ
る
の
で
、
そ
の
補
足
お
よ
び
各
論
文
の
特
徴
と
背
景
、
位

置
づ
け
を
述
べ
て
、
解
題
と
し
た
い
。

　
塚
本
学
は
『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
―
元
禄
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
―
』（
平
凡
社
、
一
九
八
三
年
、
の
ち
に
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
三
年
）を

代
表
作
と
す
る
日
本
の
社
会
史
研
究
の
牽
引
者
の
ひ
と
り
と
し
て
知
ら
れ
る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
研
究
の
基
盤
を
構
成
す
る
論
考
を
集

め
て
い
る
。
塚
本
史
学
の
基
盤
と
し
て
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
史
料
へ
の
沈
潜
に
裏
づ
け
ら
れ
た
地
域
に
お
け
る
生
活
史
へ
の
持
続
的
な

関
心
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
学
に
進
学
す
る
以
前
、
旧
制
高
校
在
学
時
か
ら
の
柳
田
國
男
へ
の
傾
倒
に
よ
っ
て
側
面
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
一
九
八
三
年
に
信
州
大
学
人
文
学
部
か
ら
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
へ
転
じ
て
以
降
、
博
物
館
・
歴
史
民
俗
資
料
館
等
に
お
け
る
歴
史

研
究
の
意
義
と
そ
れ
を
支
え
る
史
資
料（
文
化
財
）に
つ
い
て
の
提
言
を
く
り
返
し
行
な
っ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
本
書
で
は
そ
れ

ら
を
「
Ⅰ
　
歴
史
研
究
と
民
俗
」「
Ⅱ
　
地
域
史
の
視
点
」「
Ⅲ
　
博
物
館
の
可
能
性
」
の
三
つ
に
区
分
し
て
、
発
表
年
順
に
配
列
し
て
い

る
。

　
通
読
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
思
考
の
軌
跡
は
別
箇
の
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
関
連
し
、
支
え
合
い
、
つ
な

が
り
あ
っ
て
い
る
。
本
書
で
は
民
俗
、
地
域
、
博
物
館
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
思
い
切
っ
て
区
分
し
、
配
列
し
て
み
た
こ
と
を
確
認
し
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て
お
き
た
い
。
収
録
に
あ
た
っ
て
は
原
則
と
し
て
初
出
の
ま
ま
と
し
、
注
記
や
参
考
文
献
の
あ
げ
方
な
ど
に
つ
い
て
全
体
を
通
し
て
の
統

一
は
あ
え
て
行
な
わ
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
事
実
関
係
の
誤
り
や
誤
植
の
修
訂
正
、
そ
し
て
ご
く
一
部
、
論
旨
を
明
確
に
す
る
た
め
に
言

葉
あ
る
い
は
句
読
点
を
補
っ
た
部
分
が
あ
る
。
ま
た
、
各
論
考
の
な
か
で
本
書
に
収
録
し
た
別
の
論
考
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
に
は
、
本

書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
い
る
。
以
下
、
各
論
考
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
点
を
述
べ
て
い
こ
う
。

　「
Ⅰ
　
歴
史
研
究
と
民
俗
」
は
六
編
を
収
録
し
た
。

　「
近
世
史
研
究
と
民
俗
学
」
は
、
徳
川
林
政
史
研
究
所
で
塚
本
が
行
な
っ
た
近
世
史
研
究
に
お
い
て
民
俗
学
的
手
法
の
有
効
性
を
考
え

る
趣
旨
の
報
告
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
。
近
世
史
研
究
の
立
場
か
ら
民
俗
学
の
視
点
を
生
か
す
こ
と
を
意
識
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
問
題
を

具
体
的
に
指
摘
す
る
。
民
俗
学
を
ふ
ま
え
た
歴
史
研
究
の
総
論
と
も
い
う
べ
き
論
考
で
あ
る
。
前
半
で
は
村
落
共
同
体
の
武
力
と
そ
の
表

れ
と
し
て
の
法
を
糸
口
に
論
が
進
め
ら
れ
、
後
半
で
は
、
研
究
と
そ
の
基
盤
に
あ
る
意
識
と
し
て
、
近
世
を
近
代
と
対
比
し
、
そ
こ
に
見

ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
や
意
識
を
、
明
る
い
／
暗
い
に
二
分
し
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
そ
の
先
に
導
か
れ
る
歴
史
像
を
論
じ
て
い
く
。
歴
史
研

究
と
民
俗
研
究
と
が
協
業
す
る
こ
と
で
よ
り
豊
か
な
歴
史
像
を
追
究
し
て
い
く
可
能
性
と
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

　
こ
の
論
考
は
、
塚
本
が
大
学
の
講
義
や
学
会
・
研
究
会
で
繰
り
返
し
、
論
じ
て
き
た
問
題
を
ベ
ー
ス
に
学
際
的
な
協
業
を
志
向
し
た
も

の
と
い
え
る
。
民
俗
学
の
諸
分
野
と
歴
史
研
究
と
の
対
応
で
は
な
く
、
生
活
を
構
成
し
、
維
持
し
て
い
く
人
び
と
の
知
恵
と
し
て
の
民
俗

を
通
時
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
塚
本
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
っ
た
。
末
尾
の
「
単
純
な
事
実
へ
の
探
求
欲
、
知
的
関
心
と
い
っ
た
も
の
を

つ
め
て
い
く
こ
と
と
、
人
生
そ
の
も
の
へ
の
真
剣
な
と
り
く
み
と
は
、
ど
こ
か
で
接
触
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
い
う
言
葉
は

塚
本
史
学
の
基
本
的
な
姿
勢
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
こ
で
は
後
に
「
士
農
分
離
と
呼
ん
で
み
た
ら
」（『
信
濃
』
五
六
巻
一
一

号
、
二
〇
〇
四
年
）で
提
示
さ
れ
た
兵
農
分
離
が
実
体
を
離
れ
た
概
念
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
が
既
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お

き
た
い
。

　「
歴
史
と
民
俗
と
の
共
同
の
学
の
課
題
」
と
「
権
力
と
階
級
を
め
ぐ
っ
て
」
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
お
け
る
共
同
研
究
「
日
本
民
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俗
学
方
法
論
の
研
究
」（
一
九
八
六
〜
八
八
年
度
、
代
表
・
福
田
ア
ジ
オ
）に
参
加
し
て
の
成
果
で
あ
り
、
前
者
は
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

研
究
報
告
』
第
二
七
集（
一
九
九
〇
年
）に
発
表
さ
れ
た
。
政
治
権
力
と
民
俗
と
の
関
係
を
支
配
層
の
文
字
知
に
代
表
さ
れ
る
知
識
と
生
活

の
な
か
の
知
恵
の
連
鎖
に
見
出
し
、
そ
の
具
体
的
な
姿
を
医
療
を
素
材
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
後
者
で
は
「
権
力
」
や
「
階
級
」
―
塚
本
は
こ
れ
に
代
え
て
「
階
層
」
を
用
い
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
。
―
と
い
っ
た
お
よ
そ
、

民
俗
学
が
意
識
し
て
捨
象
し
て
き
た
語
を
表
題
と
す
る
。
前
者
も
そ
う
だ
が
、『
生
類
を
め
ぐ
る
政
治
』
の
著
者
は
、
こ
こ
で
「
政
治
」

を
国
家
で
は
な
く
、
生
活
の
な
か
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
、
民
俗
と
の
関
わ
り
を
考
え
て
い
く
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
末
尾
近
く
に
示

さ
れ
た
「
日
常
生
活
へ
の
関
心
の
な
か
か
ら
人
類
の
社
会
と
文
化
と
を
問
い
た
だ
し
て
い
く
仕
事
」
こ
そ
が
、
塚
本
の
志
向
し
た
歴
史

研
究
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
発
表
さ
れ
た
の
は
國
學
院
大
學
で
折
口
信
夫
の
民
俗
学
を
意
識
、
継
承
す
る
志
向
の
も
と
に
編
集
刊
行
さ
れ
た

『
日
本
民
俗
研
究
大
系（
第
一
巻
）方
法
論
』（
一
九
九
一
年
）で
あ
る
。
こ
の
講
座
は
同
書
の
編
集
委
員
会
編
と
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
巻
の

担
当
は
、
倉
石
忠
彦
・
坪
井
洋
文
・
野
村
純
一
で
あ
る
。

　「
民
俗
史
料
と
歴
史
学
」
で
は
物
質
や
口
頭
伝
承
、
社
会
関
係
と
い
っ
た
民
俗
資
料
を
、
歴
史
を
と
ら
え
る
た
め
の
材
料
、
す
な
わ
ち

史
料
と
し
て
と
ら
え
、
利
用
し
て
い
く
際
の
基
本
的
な
認
識
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
歴
史
学
の
立
場
か
ら
民
俗
学
の
個
々
の
成
果
だ
け

で
は
な
く
、
そ
の
認
識
基
盤
ま
で
を
ふ
ま
え
て
新
た
な
歴
史
研
究
の
地
平
を
拓
こ
う
と
す
る
強
靭
な
思
考
を
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
た
塚
本
の
思
索
を
支
え
て
い
た
の
が
、
長
年
に
わ
た
る
柳
田
國
男
へ
の
傾
倒
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
「『
木
綿
以
前

の
事
』
へ
の
思
い
」
で
あ
る
。
論
文
で
は
な
い
こ
の
文
章
を
こ
こ
に
あ
え
て
収
め
た
の
は
、
こ
の
歴
史
家
が
、
研
究
の
根
底
で
、
柳
田
の

著
作
を
深
く
真
摯
に
受
け
止
め
、
個
々
の
課
題
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
思
考
の
枠
組
み
と
し
て
対
話
を
く
り
か
え
し
て
き
た
こ
と
を
確
認

し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
若
い
日
に
感
銘
を
受
け
た
読
書
の
記
憶
の
叙
述
に
と
ど
ま
ら
な
い
こ
と
に
注
意
を
む
け
て
ほ
し
い
。

　
な
お
、
研
究
会
で
の
報
告
と
そ
れ
に
続
く
討
論
記
録
の
か
た
ち
で
発
表
さ
れ
た
た
め
に
、
塚
本
個
人
の
論
考
と
し
て
収
録
す
る
こ
と
を


