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近
世
日
本
に
お
け
る
ウ
ズ
ラ
の
飼
育
書

 　
　
　

―
「
鶉
目
利
問
答
書
」『
鶉
書
』『
喚
子
鳥
』
を
中
心
に 

―

本　

田　

歩　

美

　
は
じ
め
に

　

現
在
日
本
で
は
、犬
や
猫
、魚
や
爬
虫
類
な
ど
様
々
な
動
物
が
ペ
ッ

ト
と
し
て
飼
育
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
犬
、
猫
は
日
本
の
一
五
歳
未

満
の
人
口
を
は
る
か
に
上
回
る
数
が
飼
育
さ
れ
て
お
り

一
、
そ
れ
だ

け
ペ
ッ
ト
が
身
近
な
存
在
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ペ
ッ
ト
を

飼
う
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
動
物
が
好
き
だ
か
ら
、
気
持
ち

が
和
ら
ぐ
か
ら
と
い
っ
た
声
が
多
く
あ
げ
ら
れ
る
。

二

　

こ
の
よ
う
な
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
に
伴
い
、
様
々
な
ペ
ッ
ト
関
連
の
書

物
が
書
店
に
並
ん
で
い
る
。
飼
育
書
も
そ
の
一
画
を
占
め
て
お
り
、

初
め
て
ペ
ッ
ト
を
飼
う
人
や
病
気
や
け
が
の
対
処
法
を
知
り
た
い
人

な
ど
、
ペ
ッ
ト
と
よ
り
良
い
関
係
を
築
く
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
代

物
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
歴
史
に
目
を
向
け
、
そ
の
発
想
や
営

為
の
源
泉
を
訪
ね
る
と
、
近
世
前
期
か
ら
様
々
な
動
物
の
飼
育
書
が

刊
行
さ
れ
始
め
た
事
実
に
行
き
着
く
。

　

そ
も
そ
も
愛
玩
を
目
的
と
し
て
動
物
が
飼
育
さ
れ
始
め
た
の
は
近

世
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
安
定
し
た
生
活
に
よ
り
時
間
と
暮
ら
し

に
余
裕
が
生
ま
れ
、
趣
味
や
楽
し
み
の
一
つ
と
し
て
ペ
ッ
ト
を
飼
う

よ
う
に
な
っ
た
。
確
か
に
そ
れ
以
前
か
ら
も
鷹
や
馬
の
飼
育
は
盛
ん

に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
動
物
は
政
治
と
強
く
結
び
つ
い
て

人
間
に
使
役
さ
れ
て
い
た
た
め
、
愛
玩
を
目
的
と
し
て
飼
わ
れ
た
動

物
と
は
別
物
で
あ
る
。

三

　

そ
う
し
た
中
、
初
め
て
ペ
ッ
ト
の
飼
育
書
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の

が
『
鶉
書
』
で
あ
る
。
近
世
に
お
い
て
、
美
麗
な
姿
や
声
で
人
を
和

ま
せ
る
鳥
類
は
非
常
に
人
気
が
あ
り
、
野
鳥
や
外
国
の
珍
し
い
鳥
を

集
め
図
画
に
残
す
大
名
や
旗
本
も
い
た
。
ま
た
囀
り
や
羽
色
の
美
し

さ
な
ど
を
競
う
小
鳥
合
は
、
大
名
か
ら
庶
民
に
至
る
ま
で
身
分
を
超

え
て
人
気
を
博
し
た
。

四
多
く
の
鳥
の
図
画
を
残
し
て
い
る
曲
亭
馬

琴
は
『
吾
仏
乃
記
』
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
お
り
、
こ
の
状
況
の
一



― 46 ―

端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

 
文
化
年
間
、
戯
墨
壮
り
に
行
は
れ
て
一
日
も
休
暇
あ
る
こ
と
な

け
れ
ば
、
折
々
逆
上
し
て
口
痛
の
患
あ
り
。
一
日
、
心
と
も
な

く
思
へ
ら
く
、
吾
今
、
筆
硯
の
為
に
繁
れ
て
保
養
に
由
な
し
。

小
鳥
な
ど
の
活
物
を
坐
右
に
在
ら
せ
て
、
常
に
そ
の
運
動
を
見

る
な
ら
ば
、
気
を
散
じ
て
宜
し
か
る
べ
し
と
思
ひ
し
か
ば
、
文

化
十
年
癸
酉
の
夏
の
比
、
紅
鷽
一
隻
を
求
得
て
、
其
籠
を
書
斎

の
窓
に
掛
け
た
り
し
に
、
終
日
よ
く
鳴
け
ば
、
聊
保
養
に
な
ら

ざ
る
に
あ
ら
ず

五

　

簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
文
化
年
間
、
馬
琴
は
一
日
も
休
む
こ
と
な

く
戯
作
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
精
神
的
に
も
疲
労
が
た
ま
り
、

時
々
言
葉
で
人
に
八
つ
当
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
で
は
心
が
休
ま
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
小
鳥
な
ど
の
生

き
物
を
そ
ば
に
置
き
、
い
つ
も
そ
の
動
き
を
見
れ
ば
気
も
紛
れ
て
よ

い
だ
ろ
う
と
思
い
、
一
羽
の
紅
鷽
を
手
に
入
れ
る
。
そ
の
籠
を
書
斎

の
窓
に
掛
け
て
み
る
と
、
一
日
中
よ
く
鳴
き
ま
あ
ま
あ
保
養
に
な
っ

た
と
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
今
も
昔
も
ペ
ッ
ト
に
癒
し
を
求
め
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
現
代
に
お
い
て
は
、
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
に
伴
い
必
要
以
上

に
繁
殖
を
行
う
こ
と
で
、
売
れ
残
っ
た
動
物
が
殺
処
分
さ
れ
た
り
、

ア
ク
セ
サ
リ
ー
感
覚
で
ペ
ッ
ト
を
飼
育
し
た
り
と
、
人
間
本
位
の
行

為
が
横
行
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
ペ
ッ
ト
と
よ
り
よ

い
関
係
を
築
い
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
歴
史
的
視
点
を
も
っ
て
人
と
ペ
ッ
ト
と
の
関

係
性
を
再
考
す
る
べ
く
、
小
鳥
合
わ
せ
で
人
気
を
博
し
、
身
分
を
問

わ
ず
広
く
飼
育
さ
れ
て
い
た
ウ
ズ
ラ
に
焦
点
を
当
て
、
管
見
の
限
り

日
本
で
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
飼
育
書
で
あ
る
『
鶉
書
』、
そ
し
て
同

じ
著
者
に
よ
り
成
さ
れ
た
「
鶉
目
利
問
答
書
」、『
喚
子
鳥
』
を
研
究

対
象
と
し
た
。
本
稿
で
は
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
『
鶉
書
』
の
差

異
を
比
較
し
関
係
性
を
探
る
こ
と
、
そ
し
て
近
世
に
刊
行
さ
れ
た
ウ

ズ
ラ
の
飼
育
書
を
通
し
て
、
ウ
ズ
ラ
に
対
す
る
眼
差
し
の
変
遷
を
描

く
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

　
一
　
文
献
に
み
る
鳥
と
人
と
の
か
か
わ
り

　
一
（
一
）
古
代
・
中
世
の
鳥
と
人

　

近
世
の
ウ
ズ
ラ
の
飼
育
書
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
で
い
く
前
に
、
ま

ず
は
そ
れ
以
前
の
ウ
ズ
ラ
や
そ
の
他
の
鳥
が
い
つ
頃
か
ら
飼
わ
れ
始

め
、
ど
の
よ
う
に
人
と
関
わ
っ
て
い
た
か
、
そ
の
沿
革
を
探
っ
て
い

く
。

　

鳥
の
文
献
に
お
け
る
登
場
は
古
く
、『
古
事
記
』
の
時
代
に
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
。
そ
の
多
く
は
神
の
使
い
や
信
仰
の
対
象
と
し
て
描
か

れ
て
お
り
、
鳥
が
神
聖
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
方
、『
日
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本
書
紀
』
雄
略
天
皇
七
年
八
月
条
に
は
雄
鶏
同
士
を
戦
わ
せ
る
闘
鶏

の
記
載
が
あ
る
。

　
　

 

八
月
、
官
者
吉
備
弓
削
部
虚
空
、
取
レ
急
帰
レ
家
。
吉
備
下
道

臣
前
津
屋
或
本
云
、
国
造
吉
備
臣
山
。
留
二
使
虚
空
一
、
経
レ
月

不
レ
肯
レ
聴
二
上
京
都
一
。
天
皇
遣
二
身
毛
君
大
夫
一
召
焉
。
虚
空

被
レ
召
来
言
、
前
津
屋
以
二
小
女
一
為
二
天
皇
人
一
、
以
二
大
女
一

為
二
己
人
一
、
競
令
二
相
闘
一
。
見
二
幼
女
勝
一
、
即
抜
レ
刀
而
殺
。

復
以
二
小
雄
鶏
一
、
呼
為
二
天
皇
鶏
一
、
抜
レ
毛
剪
レ
翼
、
以
二
大

雄
鳥
一
、
呼
為
二
己
鶏
一
、
著
二
鈴
・
金
矩
一
、
競
令
二　
　
　

戦
之
。

見
二
禿
鶏
勝
一
、
亦
抜
レ
刀
而
殺
。
天
皇
聞
二
是
語
一
、
遣
物
部
兵

士
三
百
十
人
一
、
誅
二
殺
前
津
屋
幷
族
七
十
人
一
。

六

　

要
約
す
る
と
、
吉
備
下
道
臣
は
体
が
小
さ
く
羽
を
む
し
ら
れ
た
鶏

を
天
皇
と
見
立
て
、
体
の
大
き
く
強
そ
う
な
鶏
を
自
分
と
見
立
て
て

闘
わ
せ
、
そ
れ
で
も
勝
っ
て
し
ま
っ
た
天
皇
の
鶏
を
殺
す
こ
と
に
よ

り
天
皇
を
呪
詛
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
古
代
に
お
け
る
闘

鶏
は
神
事
の
延
長
で
あ
り
、
吉
兆
を
占
う
な
ど
の
目
的
が
主
と
考
え

ら
れ
て
い
る
た
め
、
宗
教
的
な
色
合
い
が
強
い
。

七

　

娯
楽
の
一
つ
と
し
て
鳥
が
飼
わ
れ
始
め
る
の
は
平
安
時
代
に
入
っ

て
か
ら
で
あ
る
。
経
済
と
時
間
に
余
裕
の
あ
る
貴
族
階
級
が
生
ま
れ

た
こ
と
が
理
由
の
一
つ
だ
ろ
う
。
こ
の
時
代
に
な
る
と
野
鳥
の
姿
や

声
を
楽
し
む
様
子
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

八
清
少
納
言
に
よ
る

『
枕
草
子
』
の
「
う
つ
く
し
き
物
」
の
段
で
は
、
鶏
の
雛
の
愛
ら
し

さ
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　

 

庭に
わ

鳥と
り

の
雛ひ

な

の
、
足あ

し

高だ
か

に
、
し
ろ
う
を
か
し
げ
に
、
衣き

ぬ

み
じ
か
き

な
る
さ
ま
し
て
、
ひ
よ

〱
と
、
か
し
が
ま
し
う
な
き
て
、
人

の
し
り
さ
き
に
た
ち
て
あ
り
く
も
、
を
か
し
。
又
、
を
や
の
と

も
に
つ
れ
て
、
立
ち
て
走
る
も
み
な
う
つ
く
し
。

九
（
足
が
長

く
丈
の
短
い
着
物
を
着
て
い
る
よ
う
な
白
く
か
わ
い
ら
し
い
鶏

の
雛
が
、
ピ
ヨ
ピ
ヨ
と
や
か
ま
し
く
鳴
き
な
が
ら
人
の
前
や
後

ろ
に
立
っ
て
歩
い
て
い
る
も
の
か
わ
い
ら
し
い
。
ま
た
親
と
連

れ
立
っ
て
走
っ
て
い
る
の
も
皆
か
わ
い
ら
し
い
。
一
〇
）

　

当
時
の
庭
先
と
、
そ
こ
で
飼
わ
れ
る
鶏
の
様
子
が
窺
え
る
記
述
で

あ
る
。平
安
時
代
後
期
に
は
貴
族
同
士
で
の
闘
鶏
が
流
行
し
て
お
り
、

そ
の
影
響
で
多
く
の
貴
族
が
鶏
を
飼
っ
て
い
た
と
い
う
。
一
一

　

ま
た
、
同
じ
く
『
枕
草
子
』
の
「
心
と
き
め
き
す
る
物
」
の
段
に

は
、「
雀す

ゞ
めの
子こ

が
ひ
一
二
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
の
若

紫
の
巻
に
も
飼
っ
て
い
た
雀
の
子
を
逃
が
し
て
し
ま
う
場
面
が
あ
る

通
り
、
当
時
貴
族
の
間
で
は
雀
の
雛
を
飼
う
こ
と
は
め
ず
ら
し
く
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、
時
代
は
下
っ
て
平
安
後
期
に
な
る
と
小
鳥
合
が
行
わ
れ
る
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よ
う
に
な
る
。

　　
　

 
寛
治
五
年
十
月
六
日
、
殿
上
人
・
所
の
衆
・
小こ

ど
ね
り

舎
人
、
左
右

を
わ
か
ち
て
小
鳥
合
の
事
あ
り
け
り
。
公
卿
は
参
ら
れ
ず
。

殿て
ん
が下
・
三
位
中
将
ば
か
り
ぞ
候
は
れ
け
る
。
殿
上
人
、
左
方
、

頭
中
将
実
朝
臣
、
右
方
、
宗
通
朝
臣
以い

げ下
、
夏
の
袍
ど
も
に
冬

の
指
貫
を
ぞ
き
た
り
け
る
。
左
勝か

ち

て
殿
上
に
と
ま
り
て
、朗
詠
・

今
様
・
猿
楽
な
ど
あ
り
け
り
。
右
は
み
な
逃に

げ

ち
り
に
け
り
。
小

鳥
は
後
に
院
へ
参
ら
せ
ら
れ
に
け
り
。
一
三

　

小
鳥
合
に
勝
っ
た
も
の
は
昇
殿
を
許
さ
れ
、
催
し
物
を
楽
し
む
こ

と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
勝
ち
上
が
っ
た
鳥
は
上
皇
に
献

上
さ
れ
て
い
る
。『
古
今
著
聞
集
』承
安
二
年
五
月
条
に
公
卿
や
侍
臣
、

僧
な
ど
を
呼
び
行
わ
れ
た
鵯

ひ
よ
ど
り

合
に
つ
い
て
の
記
述
も
あ
り
、
こ
こ

に
は
鵯
合
の
手
順
や
配
席
、
勝
敗
の
つ
け
方
な
ど
に
つ
い
て
非
常
に

細
か
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。た
だ
鳥
を
鳴
き
合
わ
せ
る
だ
け
で
な
く
、

鵯
の
籠
の
周
り
を
賢
木
一
四
や
色
と
り
ど
り
の
藤
の
花
で
飾
り
立
て

た
り
、
雅
楽
や
和
歌
も
同
時
に
楽
し
ま
れ
て
い
る
様
子
が
描
か
れ
て

い
る
。
ま
た
、
小
鳥
に
は
無
名
丸
、
千
与
丸
な
ど
と
名
前
が
付
け
ら

れ
、
愛
着
を
持
っ
て
飼
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
一
五

　

平
安
時
代
に
お
い
て
鳥
を
飼
う
こ
と
は
、
貴
族
に
の
み
許
さ
れ
た

贅
沢
な
遊
び
で
あ
っ
た
。そ
し
て
小
鳥
合
は
、左
右
に
分
か
れ
て
競
っ

て
い
る
こ
と
や
、
殿
上
人
や
公
卿
な
ど
社
会
的
身
分
の
高
い
人
々
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
歌
合
と
類
似
し
て
お
り
、
勝
負

事
の
意
は
も
ち
ろ
ん
、
同
時
に
社
交
場
と
し
て
の
役
割
も
果
た
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

鎌
倉
時
代
に
入
る
と
鳩
の
飼
育
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
。
藤
原
定
家
の
日
記
で
あ
る
『
明
月
記
』
承
元
二
年

（
一
二
〇
八
）
九
月
二
八
日
条
に
は
「
近
年
天
子
上
皇
皆
好
鳩
給
、

長
房
卿
、
保
教
等
自
養
鳩
。
得
時
而
馳
走
一
六
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い

う
馳
走
は
食
事
を
提
供
す
る
意
で
は
な
く
、「
競
争
す
る
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鳩
の
レ
ー
ス
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示

す
。
一
七
同
じ
く
『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
（
一
二
二
六
）
二
月
七
日

条
に
は
オ
ウ
ム
に
関
す
る
記
載
も
あ
る
。

　
　

 

鸚カ
ヒ
コ歌
と
云
鳥
為
一
見
也
、
可
進
殿
下
云
々
、
其
鳥
大
同
鴨
、
色

青
、
毛
極
濃
柔
、
嘴
如
鷹
而
細
、
食
柑
子
栗
柿
等
云
々
、
喚
人

名
由
雖
聞
其
説
当
時
無
音
一
八

　

オ
ウ
ム
が
日
本
に
舶
来
し
た
最
古
の
記
述
は
、『
日
本
書
紀
』
巻

第
二
五
の
大
化
三
年
条
に
あ
る
。
一
九
そ
れ
以
降
、
イ
ン
コ
や
オ
ウ

ム
は
度
々
、
朝
鮮
や
中
国
か
ら
日
本
に
送
ら
れ
て
い
る
。
立
ち
戻
っ

て
『
明
月
記
』
嘉
禄
二
年
五
月
一
六
日
条
に
は
、「
伝
聞
、
去
今
年

宋
朝
之
鳥
獣
、
充
満
于
華
洛
、
唐
船
任
意
之
輩
、
面
々
而
渡
之
歟
、
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豪
家
競
而
豢く

わ
ん
や
う養
云
二々
〇
」
と
あ
る
。
中
国
か
ら
珍
し
い
鳥
獣
が
大

量
輸
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
経
済
力
や
権
力
の
高
い
者
た
ち
が
競

う
よ
う
に
飼
っ
て
い
る
と
い
う
の
だ
。
鎌
倉
時
代
初
期
は
平
安
時
代

と
比
べ
飼
育
さ
れ
る
鳥
獣
の
種
類
が
増
え
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
後
室
町
時
代
に
か
け
て
、
日
本
で
唯
一
家
禽
化
に
成
功
し
た

鳥
と
い
わ
れ
る
、
ウ
ズ
ラ
の
飼
育
が
本
格
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
二
一
戦
国
時
代
の
公
家
、山
家
言
継
の
日
記
で
あ
る
『
言
継
卿
記
』

永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
五
月
九
日
条
に
は
「
甲
斐
守
久
宗
参
鶉
籠

仕
了
二
二
」
と
あ
り
、
ウ
ズ
ラ
を
入
れ
る
籠
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
同
じ
く
『
言
継
卿
記
』
永
禄
一
二
年
（
一
五
六
九
）
四
月

一
六
日
条
に
は
「
自
一
條
殿
御
使
有
之
、
織
田
所
へ
鶉
被
遣
之
二
三
」

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
飼
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
贈
答
品
と
し
て
贈

ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

　
一
（
二
）
近
世
の
鳥
と
人

　

古
代
・
中
世
で
は
、
主
に
貴
族
や
上
級
の
武
士
の
間
で
見
ら
れ
た

飼
い
鳥
文
化
で
あ
る
が
、
近
世
に
入
る
と
大
名
か
ら
庶
民
に
い
た
る

ま
で
、
幅
広
い
身
分
に
広
が
り
を
見
せ
る
。
そ
の
主
な
要
因
は
大
き

く
三
つ
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
「
平
和
」
で
あ
る
。
慶
安
事
件
や
島
原
・

天
草
一
揆
な
ど
い
く
つ
か
の
動
乱
は
あ
っ
た
も
の
の
、
江
戸
幕
府
開

幕
と
閉
幕
の
時
期
を
除
い
た
お
よ
そ
二
百
年
間
は
お
お
む
ね
平
和
な

時
代
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
安
定
し
た
生
活
が
手
に
入
り
、
相
撲

や
歌
舞
伎
、
見
世
物
と
い
っ
た
庶
民
文
化
が
開
花
し
て
い
く
。
飼
い

鳥
文
化
も
そ
の
一
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
二
四

　

ま
た
、
安
定
し
た
生
活
が
手
に
入
る
こ
と
で
、
所
得
の
面
で
も
余

裕
が
生
ま
れ
た
こ
と
も
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
が
二
つ
目
の
理
由
で
あ
る
。
大
金
持
ち
に
な
れ
な
く
と
も
、
経
済

的
に
安
定
す
る
こ
と
で
、
趣
味
を
楽
し
む
人
々
が
増
え
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

最
後
は
「
専
門
的
な
情
報
の
流
通
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
二
つ

の
要
因
が
あ
る
。
ひ
と
つ
は
鳥
屋
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
元
禄
三

年
（
一
六
九
〇
）
に
出
版
さ
れ
た
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
の
巻
四
に
よ

る
と
、「
小
鳥
や
」
の
名
で
次
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。「
諸

も
ろ
／
＼

の
飼
鳥
を
商

あ
き
な
ふ。
其
外
鶯
、
鶉
等
の
鳴な

く
鳥と

り
を
持も

て
ば
、
諸
方
の
鳥
に
音ね

付つ
け
す
る
也
二
五
」。
当
時
の
鳥
屋
は
単
に
鳥
を
売
る
だ
け
で
な
く
、
鶯

や
ウ
ズ
ラ
な
ど
に
鳴
き
声
の
訓
練
も
行
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

（
図
1
）。
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図
1�
　
近
世
前
期
の
小
鳥
屋
（
蒔
絵
師
源
三
郎
［
他
］
筆
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』
巻
四
、一
六
九
〇
年
刊
、
国
立
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
転
載
）



― 51 ―

　

ま
た
鳥
屋
は
、
鳥
の
病
気
や
け
が
、
飼
育
方
法
な
ど
に
関
す
る
相

談
役
と
し
て
も
重
宝
さ
れ
て
い
た
。
近
世
後
期
の
読
本
作
家
で
あ
る

曲
亭
馬
琴
の
日
記
に
は
、
文
政
一
二
年
（
一
八
二
九
）
五
月
一
一
日

条
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

 

う
へ
木
や
金
次
、
お
く
庭
東
之
方
、
山
梔
子
の
枝
ニ
鶯
の
巣
有

之
、
卵
五
ツ
有
之
候
。﹇
中
略
﹈
右
之
卵
あ
ま
り
赤
く
候
間
、

広
小
路
鳥
や
ニ
て
聞
せ
候
処
、
鶯
ニ
相
違
無
之
よ
し
、
申
之
。
二
六

　

前
後
の
文
章
も
含
め
要
約
す
る
と
、
奥
庭
の
く
ち
な
し
の
枝
に
鶯

が
巣
を
か
け
て
卵
を
生
ん
で
い
た
が
、（
馬
琴
は
）
確
信
が
持
て
な

か
っ
た
た
め
、
広
小
路
の
鳥
屋
に
聞
い
た
と
こ
ろ
、
鶯
の
卵
に
間
違

い
な
い
と
答
え
が
返
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

ち
ょ
っ
と
し
た
相
談
事
で
も
気
軽
に
聞
く
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。

　

馬
琴
の
時
代
、
江
戸
市
中
だ
け
で
も
四
十
軒
か
ら
六
十
軒
の
鳥
屋

が
あ
っ
た
と
い
う
。
二
七
い
か
に
飼
い
鳥
が
人
気
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
こ
れ
だ
け
鳥
屋
が
軒
を
連
ね
て
い
れ
ば
、
た
だ
客
足
を
待
っ
て

い
る
だ
け
で
は
経
営
が
立
ち
行
か
な
く
な
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
鳥
屋
に
と
っ
て
、
適
切
な
飼
育
方
法
、
病
気
や
け
が
の
対
処
法

を
身
に
着
け
る
こ
と
は
、
商
品
で
あ
る
鳥
を
よ
り
良
い
状
態
に
保
つ

こ
と
に
役
立
ち
、
こ
の
競
争
市
場
に
お
い
て
は
必
要
不
可
欠
な
こ
と

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
飼
い
鳥
の
初
心
者
や
、
飼
育
の
難

し
い
鳥
に
挑
戦
し
た
い
者
に
は
的
確
な
助
言
や
指
示
を
与
え
る
こ
と

が
で
き
た
だ
ろ
う
。

　

近
世
中
期
に
京
都
に
住
ん
で
い
た
絵
師
西
川
祐
信
は
、
元
文
五
年

（
一
七
四
〇
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
絵
本
徒
然
草
』
の
中
に
、
鳥
を
商

う
様
子
の
絵
を
描
い
て
い
る
（
図
2
）。
武
士
と
み
ら
れ
る
男
が
腰

を
下
ろ
し
、
主
人
と
話
し
込
ん
で
い
る
。
手
前
に
あ
る
す
り
鉢
は
す

り
餌
を
作
る
た
め
の
道
具
で
あ
ろ
う
。
馬
琴
の
日
記
や
、
こ
の
絵
の

客
と
主
人
が
話
し
込
ん
で
い
る
様
子
か
ら
、
鳥
屋
が
鳥
を
買
う
た
め

だ
け
の
場
所
で
は
な
く
、
そ
の
道
に
精
通
し
た
専
門
家
に
話
を
聞
く

こ
と
が
で
き
る
場
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

で
は
、
鳥
屋
は
ど
の
よ
う
に
し
て
専
門
的
な
知
識
を
身
に
付
け
た

の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
代
々
続
い
て
い
る
鳥
屋
の

場
合
先
代
か
ら
仕
込
ま
れ
た
り
、
作
業
を
手
伝
う
う
ち
に
自
然
と
知

識
を
身
に
付
け
た
り
す
る
方
法
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
細
川
博
昭
氏

に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
に
飼
わ
れ
た
可
能
性
の
あ
る
鳥
は
、
和
鳥
が

百
十
八
種
、
輸
入
鳥
が
七
十
種
で
あ
る
と
い
う
。
二
八
い
く
ら
専
門

的
な
知
識
を
持
つ
鳥
屋
と
い
え
ど
、
す
べ
て
の
鳥
の
飼
育
条
件
や
病

気
や
け
が
の
対
処
法
を
記
憶
し
て
お
く
こ
と
は
不
可
能
に
近
く
、
自

ら
の
知
識
や
経
験
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
。

　

そ
ん
な
時
に
頼
り
に
さ
れ
た
の
が
鳥
の
飼
育
書
で
あ
り
、
こ
れ
が

「
専
門
的
な
情
報
の
流
通
」
の
二
つ
目
の
要
因
で
あ
る
。
近
世
に
入
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図
2�
　
近
世
中
期
の
鳥
屋
（
西
川
祐
信
画
『
絵
本
徒
然
草
』
下
巻
、
一
七
四
〇
年
刊
、
国

立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
よ
り
転
載
）
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り
鳥
の
飼
育
書
が
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
江
戸
市
中
に

は
複
数
の
飼
育
書
が
普
及
し
て
い
た
が
、
そ
の
一
部
は
鳥
屋
に
よ
っ

て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
管
見
の
限
り
日
本
で
最
初
に
刊

行
さ
れ
た
飼
育
書
で
あ
る
『
鶉
書
』（
一
六
四
九
）
や
、
鳥
の
飼
養

法
を
記
し
た
『
喚
子
鳥
』（
一
七
一
〇
）
は
蘇
生
堂
主
人
に
よ
っ
て
、

近
世
後
期
に
最
も
普
及
し
て
い
た
と
さ
れ
る『
百
千
鳥
』（
一
七
九
九
）

は
泉
花
堂
三
蝶
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
著
者
名
や
書
籍
の

内
容
か
ら
、
い
ず
れ
の
著
者
も
鳥
屋
か
そ
の
関
係
者
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
二
九
以
上
の
こ
と
か
ら
、
店
で
培
わ
れ
た
技
術
や
情
報
を

提
供
す
る
形
で
刊
行
さ
れ
た
の
が
、
飼
育
書
や
解
説
書
で
あ
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
近
世
は
印
刷
技
術
が
発
達
し
た
時
代
で
も
あ
る
。
必
要
な

事
柄
が
的
確
に
ま
と
め
ら
れ
た
鳥
の
飼
育
書
は
、
専
門
的
な
情
報
を

必
要
と
し
た
鳥
屋
だ
け
で
な
く
、
趣
味
や
娯
楽
で
鳥
を
飼
う
人
々
の

手
に
も
渡
っ
て
い
た
。
馬
琴
の
家
記
、『
吾
仏
乃
記
』に
は
、『
百
千
鳥
』

を
熟
読
し
た
お
か
げ
で
鳥
を
飼
う
技
術
が
し
っ
か
り
身
に
つ
い
た
と

い
う
記
述
が
認
め
ら
れ
る
。
三
〇『
百
千
鳥
』は
基
本
的
な
飼
育
法
や
、

飼
い
鳥
に
起
こ
り
が
ち
な
病
気
の
処
置
法
が
記
さ
れ
た
鳥
の
飼
育
書

で
あ
る
。
こ
れ
を
参
考
に
し
、
体
に
不
調
の
あ
る
鳥
に
処
置
を
行
っ

た
記
述
が
、
馬
琴
の
日
記
、
文
政
一
〇
年
二
月
一
八
日
条
に
認
め
ら

れ
る
。

【
馬
琴
の
日
記
】

　

 

昨
一
七
夕
方
、
橋
本
彦
兵
衛
ゟ
、
旧
冬
遣
し
候
カ
ナ
リ
ヤ
少
々
糞

づ
ま
り
の
様
子
ニ
て
、
見
せ
ニ
来
ル
。
牡
蠣
末
、
少
々
遣
之
。
三
一

【『
百
千
鳥
』】

　
　

糞
詰
り
の
事

　

 

糞フ
ン
詰ツ

マ
り
て
尻シ

リ
ヲ尾
を
上ア

ケ
て
振フ

る
も
の
之
。
是
に
ハ
蛎

カ
キ
カ
ラの
腐

ク
サ
リた
る

を
能ヨ

ク
粉コ

に
し
て
、
水
に
ほ
だ
て
呑ノ

マ
す
べ
し
。
是
を
ボ
レ
イ
と
い

ふ
な
り
。
薬ヤ

ク
シ
ュ
ヤ

種
屋
に
も
あ
る
な
り
。
そ
れ
に
て
も
通ツ

ウ
ぜ
ざ
れ
ハ
、

か
た
紅ヘ

ニ
を
と
き
て
用
ゆ
べ
し
。
尤

モ
ツ
ト
モ
擂ス

リ
エ餌
の
上
へ
も
ぬ
る
べ
し
。

腹フ
ク
チ
ウ中
の
熱ね

ツ
キ気
に
て
つ
ま
る
が
ゆ
へ
也
。
三
二

　

上
記
の
よ
う
に
、
馬
琴
が
行
っ
た
糞
詰
ま
り
に
対
す
る
処
置
は
、

『
百
千
鳥
』
に
載
っ
て
い
る
糞
詰
ま
り
の
対
処
法
と
一
致
す
る
た
め
、

馬
琴
は
『
百
千
鳥
』
に
従
い
処
置
を
行
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
鳥

を
飼
う
上
で
必
要
と
な
る
情
報
を
、
知
り
た
い
時
に
い
つ
で
も
手
に

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
飼
育
書
は
重
宝
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
鳥
屋
や
鳥
の
飼
育
書
に
よ
り
飼
い
鳥
に
関
心
の

あ
る
人
々
が
手
軽
に
情
報
を
得
ら
れ
る
環
境
が
で
き
た
こ
と
が
、
近

世
の
飼
い
鳥
文
化
の
隆
盛
に
繋
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
近
世
の
人
々
は
飼
い
鳥
の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
楽
し
み

を
見
出
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
に
最
も
人
気
が
あ
っ
た
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の
は
、小
鳥
の
囀
り
や
羽
色
の
美
し
さ
を
競
う
「
小
鳥
合
」
で
あ
る
。

前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
小
鳥
合
は
平
安
時
代
に
貴
族
の
娯
楽
の
一

つ
と
し
て
始
ま
っ
た
。
そ
れ
が
近
世
に
な
り
、
飼
い
鳥
文
化
が
武
士

や
庶
民
層
に
広
が
る
こ
と
で
、
飼
育
者
の
数
が
増
え
、
小
鳥
合
の
頻

度
や
規
模
が
大
き
く
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
三
三
そ
の
こ

と
が
わ
か
る
例
と
し
て
、ウ
ズ
ラ
の
声
や
見
目
の
美
し
さ
を
競
う「
鶉

合
」
が
あ
る
。

　

喜
多
村
筠
庭
に
よ
る
江
戸
時
代
の
百
科
事
典
の
「
喜
遊
笑
覧
」（
天

保
元
年
〈
一
八
三
〇
〉
自
序
）
に
よ
る
と
、「
慶
長
よ
り
寛
永
の
頃
、

鶉
合
大
に
行
は
れ
し
事
、
其
頃
の
草
子
に
往
々
見
え
た
り
三
四
」
と
記

述
さ
れ
て
い
る
。
一
六
世
紀
末
か
ら
一
七
世
紀
前
半
頃
に
鶉
合
が
流

行
し
、
そ
れ
に
伴
い
当
時
の
書
物
に
鶉
合
の
様
子
が
描
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
近
世
前
期
の
俳
人
で
あ
る
松
江
重
頼
に
よ
る『
犬
子
集
』

（
一
六
三
三
）
に
は
、「
籠
持
ち
つ
れ
て
帰
る
さ
の
袖
、
暮
る
よ
り
鶉

合
や
み
て
ぬ
ら
ん
三
五
」
と
あ
る
。
鶉
合
後
の
帰
り
道
を
詠
ん
だ
歌
で

あ
る
。
同
じ
く
近
世
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
俳
人
、
岩
翁
に
よ

る
『
若
葉
合
』
に
は
、「
や
く
そ
く
も
二
所
な
り
月
二
夜
、
う
ず
ら

合
は
途

［
金
か
］ほ
と
の
声
三
六
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
鶉
合
の
人
気
に
伴
い
一
六
四
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
の

が
、
前
述
し
た
『
鶉
書
』
で
あ
る
。『
鶉
書
』
の
刊
行
か
ら
お
よ
そ

百
年
後
、
近
世
後
期
に
な
る
と
、
鶉
合
は
大
名
や
旗
本
な
ど
、
特
に

上
流
階
級
の
間
で
流
行
す
る
よ
う
に
な
る
。

　
　

 

近
年
明
和
・
安
永
の
頃
、
鶉
合
流
行
て
、
大
諸
侯
競
ひ
て
飼
は

れ
け
る
。
鳥
籠
は
金
銀
を
鏤
め
、
唐
木
・
象
牙
・
彫
物
・
螺
鈿
・

高
蒔
絵
に
て
、
皆
一
双
二
双
づ
ゝ
に
作
り
、
装
束
は
足
掛
、
天

幕
を
金
爛
、
猩
々
緋
に
繡
も
の
手
を
く
し
、
用
ひ
ざ
る
物
な

し
。
三
七

　
「
嬉
遊
笑
覧
」
に
よ
る
と
、
ウ
ズ
ラ
は
大
名
た
ち
に
よ
り
、
金
銀

を
ち
り
ば
め
た
豪
華
絢
爛
な
鳥
籠
で
飼
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。ま
た
、

上
記
の
引
用
文
に
続
い
て
、「
其
会
日
に
は
江
戸
中
の
鳥
好
の
者
は
、

是
も
件
の
如
く
劣
ら
じ
と
美
を
尽
く
し
、
風
流
を
巧
み
、
よ
き
鳥
を

選
び
持
出
て
、
お
な
じ
く
飾
り
立
、
勝
負
を
争
う
三
八
」
と
あ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
上
流
階
級
に
限
ら
ず
、
下
級
の
武
士
や
町
人
な

ど
も
鶉
合
に
参
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
書
に
は
当
時
の
鶉

合
の
様
子
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 

鶉
は
朝
を
む
ね
と
啼
も
の
な
れ
ば
、
必

か
な
ら
ず
朝
と
く
会
あ
り
。
飼

鳥
屋
は
江
戸
中
の
者
み
な
集
ま
り
、
良
し
悪
し
を
聞
き
わ
け
、

甲
乙
を
定
め
、
角す

も
う力
番
付
の
如
く
東
西
分
ち
、
一
、二
を
以
て

記
す
に
、
大
奉
書
を
横
に
継
て
書
付
、
東
西
の
壁
に
貼
、
も
し

江
戸
一
と
な
れ
ば
、
鳥
屋
共
に
祝
儀
と
し
て
目
録
を
遣
す
。
此

費つ
い
え

許
多
也
。
三
九
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江
戸
中
の
鳥
屋
が
集
ま
り
協
議
し
、
東
西
に
分
か
れ
、
角
力
番
付

の
よ
う
に
し
て
そ
の
結
果
が
発
表
さ
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
鶉
合
は
身
分
の
壁
を
越
え
て
江
戸
中
の
鳥
好
き
が
集
ま
る
一

大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
鳥
を
雛
の
頃
か
ら
飼
い
な
ら
し
、
手
乗
り
に
し

た
り
、
芸
を
覚
え
さ
せ
た
り
、
珍
し
い
種
類
や
飼
育
の
難
し
い
鳥
を

収
集
す
る
な
ど
、
近
世
に
お
け
る
飼
い
鳥
の
楽
し
み
方
は
様
々
で

あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
、
鳥
と
人
の
関
係
が
密
な
も
の
に
な
っ
た

時
代
で
あ
る
近
世
で
は
、
自
然
と
飼
育
書
の
重
要
性
も
高
ま
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
次
章
で
は
、
近
世
に
お
い
て
特
に
人
気
が
高
か
っ
た

ウ
ズ
ラ
の
飼
育
書
に
つ
い
て
紐
解
い
て
い
く
。

　
二
　
近
世
日
本
に
お
け
る
ウ
ズ
ラ
の
飼
育
書

　
二
（
一
）「
鶉
目
利
問
答
書
」『
鶉
書
』『
喚
子
鳥
』
の
書
誌

　
「
鶉
目
利
問
答
書
」
は
全
一
冊
の
写
本
で
あ
り
、
書
写
奥
書
に
は

宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
秋
に
転
写
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
著

者
は
蘇
生
堂
主
人
と
指
摘
さ
れ
る
。

　

本
書
は
ウ
ズ
ラ
の
見
極
め
方
や
ウ
ズ
ラ
の
声
に
つ
い
て
の
解
説
、

病
気
や
け
が
の
処
置
法
な
ど
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
問
答
書
で
あ

る
。
総
計
三
十
九
の
問
答
か
ら
成
り
、
問
答
38
ま
で
は
ウ
ズ
ラ
の
見

極
め
方
や
鳴
き
声
の
優
劣
に
つ
い
て
、
問
答
39
に
は
病
気
や
け
が
の

処
置
法
に
つ
い
て
、
五
十
の
項
目
に
分
け
ら
れ
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

続
い
て
、『
鶉
書
』
は
一
冊
に
成
る
大
本
の
木
版
本
で
あ
り
、
刊

記
に
よ
る
と
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
三
月
に
開
版
さ
れ
た
。
著

者
に
つ
い
て
の
記
述
は
底
本
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
蘇
生
堂
主
人
と

指
摘
さ
れ
る
。
で
は
、
本
書
の
序
文
を
以
下
見
て
み
よ
う
。

　
　

 

い
つ
し
か
年
た
ち
か
へ
る
は
し
め
よ
り
、
う
つ
ら

〱
と
す
き

ゆ
き
し
ほ
と
に
、
花
も
や
う

〱
さ
か
り
な
る
よ
し
な
れ
ハ
、

我
も
ま
た
と
り
の
す
を
た
ち
い
て
、
し
た
が
へ
る
童

ワ
ら
ハに
さ
ゝ
へ

を
も
た
せ
て
と
う
ゑ
い
山
に
と
こ
ゝ
ろ
さ
し
ゆ
く
。
ま
づ
東と

う
せ
う照

権ご
ん
げ
ん現
お
か
み
た
て
ま
つ
り
一
れ
い
し
て
、
こ
ゝ
や
か
し
こ
に
め

を
く
ば
り
侍
る
に
、
花
の
も
と
に
ハ
ま
く
ひ
き
ま
ハ
し
、
色い

ろ

〱

の
し
き
も
の
ま
こ
と
に
樽そ

ん
の
ま
へ
に
ゑ
い
を
す
ゝ
む
る
ハ
、
是こ

れ

春は
る
の
風
な
と
う
た
ひ
な
く
さ
む
あ
り
さ
ま
、
老お

い
た
る
も
わ
か
き

も
こ
ゝ
ろ
を
の
ふ
る
な
か
た
ち
な
ら
ん
。
ま
こ
と
に
あ
め
が
し

た
を
だ
や
か
に
、
民た

ミ
も
ゆ
た
か
に
さ
か
へ
つ
ゝ
、
松ま

つ
は
千
と
せ

の
み
と
り
を
な
し
、
木き

々〱
の
こ
す
ゑ
も
た
い
ら
か
に
、
花
も

色い
ろ
か香
を
ま
し
鳥
の
こ
ゑ
も
お
の
か
さ
ま

〱
、
の
と
や
か
に
さ

ゑ
づ
り
、
け
に
お
さ
ま
れ
る
御
代よ

の
さ
ら
な
る
も
、
ひ
と
へ
に

此
御
神か

ミ
の
御
い
く
ハ
う
の
あ
り
か
た
や
。
ゆ
く
す
ゑ
ち
よ
の
た

め
し
そ
と
。
さ
て
に
わ
う
も
ん
へ
た
ち
い
て
あ
た
り
を
見
れ

ハ
、
こ
ゝ
に
耳に

順し
ゆ
んあ
ま
り
の
老ら

う
じ
ん人
の
た
ち
や
す
ら
ひ
て
お
ハ
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せ
し
ほ
ど
に
、
よ
き
と
も
人
ま
う
け
し
と
お
も
ひ
、
我
も
た
ち

よ
り
や
す
ミ
け
る
。
も
た
せ
た
る
さ
ゝ
へ
を
と
り
い
た
し
、
か

の
ら
う
人
へ
も
す
ゝ
め
つ
ゝ
、
さ
て
よ
も
や
ま
の
物
か
た
り
し

侍
る
に
、
よ
ろ
つ
の
こ
と
を
と
ひ
き
く
に
お
も
し
ろ
く
理り

を
つ

け
こ
た
へ
た
ま
ふ
ハ
、
仏ぶ

つ
神じ

ん
の
御
ひ
き
あ
は
せ
と
お
も
ひ
侍
る

な
り
。
四
〇

　

主
人
公
の
我
が
上
野
の
東
叡
山
寛
永
寺
へ
花
見
に
向
か
う
と
、
一

人
の
老
人
と
出
会
う
。
そ
の
老
人
と
話
を
し
て
い
る
と
大
変
博
識
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
の
後
ウ
ズ
ラ
に
つ
い
て
も
尋
ね
、
問
答
が

始
ま
る
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。

　

本
書
も
問
答
書
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
ほ

ぼ
同
じ
で
、
主
に
ウ
ズ
ラ
の
見
極
め
方
や
鳴
き
声
の
解
説
、
傷
病
の

処
置
法
に
な
ど
で
あ
る
。
総
計
四
十
五
の
問
答
か
ら
な
り
、
最
後
の

問
答
は
傷
病
に
関
す
る
内
容
で
、二
十
七
の
項
目
に
分
か
れ
て
い
る
。

最
後
に
お
ま
け
と
し
て
、
ウ
ズ
ラ
の
見
極
め
方
の
口
伝
や
「
う
ず
ら

笛
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
こ
れ
ら

の
記
述
は
な
い
。
ま
た
、
先
述
の
通
り
『
鶉
書
』
は
管
見
の
限
り
最

初
に
刊
行
さ
れ
た
鳥
の
飼
育
書
で
あ
る
。

　

最
後
に
、『
喚
子
鳥
』
で
あ
る
。
本
書
は
上
下
二
巻
二
冊
か
ら
な

る
半
紙
本
の
書
物
で
あ
り
、
刊
記
に
は
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
歳
次

庚
寅
八
月
一
五
日
と
あ
る
。
序
文
の
末
に
蘇
生
堂
主
人
題
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
作
者
は
蘇
生
堂
主
人
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
版
元
は
須
原

屋
茂
兵
衛
、塩
屋
喜
助
で
あ
る
。
本
書
の
目
次
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

諸し
よ

鳥と
り

餌ゑ

飼が
ひ

こ
し
ら
へ
用よ

う

の
事

　
　

小こ

鳥と
り

煩わ
ず
らふ
に
妙め

う

薬や
く

の
事

　
　

飼か
ひ

用よ
う

に
よ
り
毛け

色い
ろ

か
ハ
る
事

　
　

小こ

禽と
り

ゑ
が
ひ
加か

減げ
ん

の
事

　
　

諸し
よ

鳥て
う

の
形か

た

ち
毛け

色い
ろ

名な

を
顕あ

ら
ハし
か
へ
名な

迠ま
で

知し

る
事

 

　
　
付
り
絵ゑ

師し

の
指し

南な
ん
並
彩さ

い

色し
き

の
手て

本ほ
ん

に
成な

る
事

　
　

子こ

飼が
ひ

新あ
ら

鳥と
り

の
か
ひ
よ
う
の
事

　
　

囀さ
へ
つり
の
善せ

ん

悪あ
く

音ね

色い
ろ

直な
を

し
用よ

う

の
事

　
　

と
ま
り
木き

の
か
げ
ん
其そ

の

鳥と
り

／
＼
の
心

こ
ゝ
ろ

得へ

の
事

　
　

四
季き

の
心
持も

ち

替か
ハ

り
品し

な

々
有あ

る

事

　
　

鳥と
り

の
出で

所ど
こ
ろ

上
品ぼ

ん

下げ

品ぼ
ん

の
事

　
　

強つ
よ

き
鳥と

り

よ
わ
き
鳥
の
事

　
　

粒つ
ふ

餌ゑ

小こ

鳥と
り

の
事

　
　

小こ

鳥と
り

藝げ
い

の
付つ

け

用よ
う

色い
ろ

／
＼
有あ
る

事
四
一

　

上
記
の
通
り
、
本
書
は
主
に
鳥
の
飼
育
に
つ
い
て
様
々
な
情
報
を

扱
っ
た
書
物
で
あ
り
、
上
巻
の
前
半
は
、
全
て
の
鳥
に
共
通
す
る
え

さ
の
作
り
方
や
、
病
気
や
け
が
の
処
置
法
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
後
、
各
鳥
ご
と
に
目
録
に
あ
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
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上
巻
に
は
五
十
三
種
、
下
巻
に
は
六
十
七
種
、
総
計
百
二
十
種
の
鳥

に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
、「
鶉
目
利

問
答
書
」
や
『
鶉
書
』
の
よ
う
な
一
つ
の
鳥
に
特
化
し
た
飼
育
書
や
、

同
時
代
の
百
科
事
典
的
な
書
物
四
二
の
中
に
鳥
の
部
が
存
在
す
る
よ

う
な
こ
と
は
あ
っ
た
が
、
鳥
全
般
を
専
門
と
し
た
飼
育
書
と
し
て
は

『
喚
子
鳥
』
が
嚆
矢
で
あ
る
。
四
三

　
　
二
（
二
）「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
『
鶉
書
』
の
比
較

　
二
（
二
）
ア
　
問
答
の
比
較

　

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
写
本
で
あ
る
「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
刊

本
で
あ
る
『
鶉
書
』
は
、
構
成
や
問
答
の
内
容
な
ど
、
多
く
に
共
通

点
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
松
尾
真
一
氏
は
、「「
鶉
目
利
問
答

書
」
の
う
ず
ら
の
鳴
き
声
と
病
気
手
当
の
方
法
の
内
容
は
『
鶉
書
』

と
同
じ
文
章
の
部
分
が
多
く
あ
り
、
成
立
年
代
か
ら
み
て
『
鶉
書
』

の
下
書
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
四
四
」と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
具
体
的
な
内
容
の
共
通
点
を
挙
げ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た

「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
底
本
に
は
成
立
年
が
確
認
で
き
ず
、
典
拠
も

明
ら
か
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
憶
測
の
域
を
出
て
い
な
い
。
そ
こ
で

両
書
の
問
答
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
比
較
し
、
共
通
点
や
相
違
点
を
見
る

こ
と
で
、
両
書
の
関
係
性
と
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
性
格
を
改
め
て
明
ら

か
に
し
て
い
き
た
い
。

　

ま
ず
共
通
す
る
点
と
し
て
、
両
書
と
も
問
答
書
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
両
書
が
問
答
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
理
由
と
し

て
は
、
飼
い
鳥
の
初
心
者
に
向
け
た
入
門
書
と
し
て
記
さ
れ
た
た
め

で
あ
ろ
う
。伊
藤
仁
斎
の『
童
子
問
』（
一
七
〇
七
）や
中
江
藤
樹
の『
翁

問
答
』（
一
六
四
一
）
な
ど
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
問
答
書
は

体
系
的
に
そ
の
事
柄
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
た
め
四
五
、
初
歩

的
な
こ
と
か
ら
順
を
追
っ
て
深
く
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
平

易
な
言
葉
や
表
現
で
会
話
を
す
る
よ
う
に
一
問
一
答
が
な
さ
れ
る
た

め
四
六
、
自
ら
質
問
し
、
講
師
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
と
い
う
利
点
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
問
答
書
は
、

読
者
を
意
識
し
た
形
式
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
両
書
の
問
答
の
内
容
を
見
て
い
く
。
本
文
の
内
容
に
沿
っ

て
任
意
の
項
目
題
を
つ
け
、概
要
を
ま
と
め
た
一
覧
表
を
作
成
し
た
。

　

表
1
の
備
考
欄
を
見
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
ウ
ズ
ラ
の
鳴
き
声
に

関
す
る
内
容
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
理
由
は
本
稿
第

一
（
二
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
慶
長
か
ら
寛
永
の
頃
（
一
五
九
六
〜

一
六
四
五
）
に
鶉
合
が
流
行
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
表
に
よ
っ
て
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
『
鶉
書
』
の
内
容
は
ほ

と
ん
ど
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
で
は
、
具
体
的
に
ど

の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
内
容
に
注

目
す
る
。
表
1
よ
り
、『
鶉
書
』
に
は
あ
る
が
「
鶉
目
利
問
答
書
」

に
は
な
い
内
容
が
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
よ
り
詳
し
い

違
い
を
見
る
た
め
に
、
以
降
「
鶉
目
利
問
答
書
」
は
『
鶉
書
』
の
草
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1 
 

表表 11  「「鶉鶉目目利利問問答答書書」」、、『『鶉鶉書書』』のの内内容容一一覧覧  

通通番番 章章題題 「「鶉鶉目目利利問問

答答書書」」のの該該

当当すするる問問答答 

『『鶉鶉書書』』

のの該該当当すす

るる問問答答 

備備考考 

1 ウズラの飼育が始まった時期  1  

2 ウズラの見極め方 1-2 2-3 見極め方 

3 上等、中等、下等の声について 3-6 4-7 声 

4 強音、細音について 7-9 8-11 声 

5 「弱かなる声」について 10 12 声 

6 賞翫すべきウズラについて 11 13 見極め方 

7 「引鳥」について 12-13 14-15 声 

8 「非声」について 14-15 16-17 声 

9 良い声色について 16-20 18-22 声 

10 悪い声色について 21-23 23-25 声 

11 「つける」、「かしらはやき」につい

て 

 26-27 声 

12 「はつす」について 24-25 28-29 声 

13 「跡」が短い鳥について 26 30 声 

14 「平音」について 27-28 31-32 声 

15 ウズラの鳴き方、鳴く時の様子につ

いて 

29-31 33-36  

16 ウズラの繁殖期について 32 37  

17 ウズラの上、中について  38 声 

18 春の鳴き方について 33 39 声 

19 野生のウズラの声の聞き分け方 34 40 声 

20 ウズラの声色の種類について 35-38 41-44 声 

21 ウズラの病気やけがの処置法 39 45  
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稿
で
あ
る
と
仮
定
し
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
は
存
在
し
な
い
『
鶉
書
』

の
設
問
、
つ
ま
り
『
鶉
書
』
を
刊
行
す
る
際
に
追
加
さ
れ
た
設
問
に

つ
い
て
見
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
設
問
が
な
ぜ
『
鶉
書
』
で
追
加

さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
も
探
る
こ
と
と
す
る
。

　

表
2
か
ら
、
八
つ
の
設
問
が
「
鶉
書
」
に
追
加
さ
れ
て
お
り
、
設

問
1
は
ウ
ズ
ラ
が
飼
育
さ
れ
始
め
た
時
期
に
つ
い
て
、
そ
の
他
は
ウ

ズ
ラ
の
鳴
き
声
に
関
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
先
述
し

た
よ
う
に
、『
鶉
書
』
が
ウ
ズ
ラ
を
飼
育
す
る
た
め
の
入
門
書
で
あ

る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
設
問
1
は
ウ
ズ
ラ
を
飼
う
上
で
知
っ
て
お

き
た
い
前
知
識
と
し
て
追
加
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
残
り
の
鳴
き
声
に
関
す
る
設
問
を
見
て
い
く
が
、ま
ず
は『
鶉

書
』
の
「
つ
け
る
」
と
「
か
し
ら
は
や
き
」
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
設

問
26
、
27
に
注
目
す
る
。
こ
れ
ら
は
問
い
も
答
え
も
「
鶉
目
利
問
答

書
」
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
内
容
で
あ
る
。
以
下
、『
鶉
書
』
の
該

当
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　

 ﹇
設
問
26
﹈
問と

ふ
て
い
は
く
、
つ
け
る
と
は
い
か
や
う
の
事
に
て

候
や
。

　
　

答
こ
た
へて
い
は
く
、
か
し
ら
二
ツ
め
は
や
き
を
い
ふ
な
り
。

　
　

 ﹇
設
問
27
﹈
問
て
い
は
く
、
か
し
ら
は
や
き
と
は
い
か
や
う
の

事
に
て
候
や
。

　
　

 

答
え
て
い
は
く
、
三
ツ
の
ひ
や
う
し
せ
ハ
し
き
を
い
ふ
な

2 
 

表表 22  『『鶉鶉書書』』にに追追加加さされれたた設設問問  

設設問問 内内容容 

1 近年
きんねん

鶉
うづら

のとりわけはやり、上
かミ

なか下
しも

ばんミんにいたるまてもてあそひ、いか

なるところまても鶉の一ツ二ツなきところもなく見え侍るなり。むかしも

かゝるためしの侍るかと。 

9 せけんにほそねといふハいかやうなるを申候や。 

26 つけるとはいかやうの事にて候や。 

27 かしらはやきとはいかやうの事にて候や。 

28 はづさんとハいかやうなるをきゝ申候や。 

34 本音のもミち
［ミもちか］

はいかやうなるを申候や。 
37 鶉のさかりといふはいつれを申候や。 

38 いつれを上といつれを中と申候や。 

 

 

表表 33  文文体体のの比比較較  

「「鶉鶉目目利利問問答答書書」」 『『鶉鶉書書』』 

問云、鶉の見鳥顔相、いかやう成をよきと

云そや。 

答云、見鳥の目利様ニ有当時定めなきとへ

ども、頭大きになかくはしねくゝらす雀は

しに、首なかくむね出て、肩いかりにひろ

く、とうあいなかく、大小によらす毛の色

ハほうよりむねまてかきいろにて、赤蒔な

る吉。ふたん篭の内にして静にてとらへみ

れハ、鳥よわく成。是上鳥なり。かやうの

鳥にはふとね多し。 

問
とふ

ていはく、鶉
うつら

の見
ミ

鳥
とり

ハいかやうなるが

よく候や。 

答
こたへ

ていはく、見鳥のめきゝさま／＼あり

といへとも、あたる事不
ふ

定
ぢやう

なり。さりな

から、かしら大きくながくして、はしね

くゝらす、すゝめはしくびながく、むねい

でゝ、かたいかり、くちひろくどうあいな

がく、大小
だいせう

によらず。いろハほうよりむね

まてかきいろにて、あかふよし。いかにも

ふだんかごのうちしつかにして、とらへて

見れハ、鳥
とり

やハらかなるが上の鳥なり。か

やうのとりにハふとねおほきものなり。 
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り
。
四
七

　

ど
ち
ら
も
ウ
ズ
ラ
の
声
の
調
子
の
早
さ
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
お

り
、
せ
わ
し
く
鳴
く
様
子
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
必

要
な
い
内
容
で
あ
る
た
め
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
は
記
載
さ
れ
な

か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、「
鶉
目
利
問
答
書
」、『
鶉
書
』

と
も
に
、
そ
の
次
の
設
問
の
答
え
に
「
か
し
ら
三
ツ
ひ
や
う
し
ゆ
る

や
か
に
四
八
」
と
あ
る
よ
う
に
、
は
じ
め
の
三
声
の
調
子
が
緩
や
か
な

鳴
き
声
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
対
比
さ
せ
る
た
め
に
、
声

の
調
子
が
早
い
鳴
き
声
の
説
明
が
追
加
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然

で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
『
鶉
書
』
の
設
問
26
、
27
は
、「
鶉
目
利
問
答

書
」
に
不
足
し
て
い
た
内
容
を
補
う
た
め
に
追
加
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　

次
に
、『
鶉
書
』
に
お
い
て
本
音
の
時
の
動
作
に
つ
い
て
尋
ね
る

設
問
34
で
あ
る
が
、
先
に
「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
問
答
29
に
注
目
し

た
い
。

　
　

問
云
、
鳴
出
し
に
重
鳴
は
あ
し
き
や
。

　
　

 

答
云
、
鳴
出
し
に
二
ツ
三
ツ
重
ぬ
る
共
、
其
内
身
に
入
て
鳴
を

本
と
知
る
へ
し
。
惣
し
て
、
鳴
て
そ
の
ま
ゝ
頭
を
ふ
り
む
せ
る

や
う
に
す
る
鳥
も
有
。
又
あ
た
り
を
見
廻
し
、
或
ハ
頭
を
は
や

く
さ
け
る
も
あ
り
。
何
れ
も
本
鳥
に
ハ
あ
ら
す
。
本
音
鳴
時

は
、
立
あ
か
り
い
か
に
も
お
も
ひ
入
て
鳴
也
。
是
は
常
の
鳥
な

り
。
四
九

　

下
線
部
を
見
る
と
、本
音
の
時
の
動
作
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
お
り
、

『
鶉
書
』
の
設
問
34
の
回
答
で
あ
る
「
本ほ

ん
ね音
な
く
と
き
ハ
、
あ
し
あ

が
り
い
か
に
も
お
も
ひ
入
り
て
な
く
も
の
な
り
。
是こ

れ
つ
よ
ね
の
鳥と

り
な

り
」
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
問
答
29
で
は
、

鳴
き
始
め
に
重
ね
て
鳴
く
鳥
に
つ
い
て
尋
ね
て
お
り
、
本
音
の
時
の

動
作
ま
で
一
緒
に
答
え
て
し
ま
う
と
情
報
量
が
多
く
埋
も
れ
て
し
ま

う
。
ま
た
『
鶉
書
』
の
設
問
34
の
前
に
は
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
の

問
答
29
と
同
じ
く
鳴
き
始
め
に
重
ね
て
鳴
く
鳥
に
つ
い
て
尋
ね
る
設

問
が
存
在
す
る
。
そ
の
た
め
『
鶉
書
』
で
は
、
鳴
き
始
め
に
重
ね
て

鳴
く
鳥
に
つ
い
て
の
設
問
33
と
、
本
音
の
時
の
動
作
に
つ
い
て
の
設

問
34
を
分
け
て
作
る
こ
と
に
よ
り
、
情
報
過
多
に
な
る
こ
と
を
防
い

だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
「
は
づ
さ
ん
」
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
『
鶉
書
』
の
設
問

28
の
回
答
を
見
る
と
、「
か
し
ら
三
ツ
ひ
や
う
し
ゆ
る
や
か
に
、
色い

ろ

に
ほ
ひ
す
く
れ
た
る
ハ
、
か
な
ら
す
の
ち
は
づ
す
こ
と
あ
り
。
し
さ

い
は
、
ひ
や
う
し
し
つ
か
に
色い

ろ
に
ほ
ひ
ふ
か
け
れ
は
、
あ
と
の
い
き

ミ
じ
か
く
な
る
ゆ
へ
、
は
づ
す
な
り
五
〇
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
「
鶉
目

利
問
答
書
」
の
問
答
24
を
見
る
と
、
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問
云
、
希
頭
と
ハ
如
何
様
の
事
そ
や
。

　
　

 
答
云
、
頭
三
ツ
拍
子
ゆ
る
や
か
に
色
に
ほ
ひ
す
く
れ
た
る
が
、

後
は
つ
す
事
あ
り
。
子
細
ハ
、拍
子
静
に
色
に
ほ
ひ
よ
け
れ
ハ
、

跡
の
息
短
し
て
は
つ
す
也
。
五
一

と
あ
り
、「
希
頭
」と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
答
え
は『
鶉
書
』

の
「
は
づ
さ
ん
」
の
解
説
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
問
答
の
後
に

は
両
書
と
も
共
通
し
て
、
拍
子
は
よ
く
て
も
は
ず
れ
る
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
か
と
い
う
内
容
の
問
答
が
続
い
て
お
り
、『
鶉
書
』
で
は
、

こ
の
問
答
と
の
つ
な
が
り
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
設
問
に

お
い
て
「
希
頭
」
で
は
な
く
「
は
づ
さ
ん
」
と
い
う
語
句
に
変
更
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

で
は
、『
鶉
書
』
に
お
い
て
「
ほ
そ
ね
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
設

問
9
を
見
る
。「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
設
問
項
目
に
「
ほ
そ
ね
」
は

見
当
た
ら
な
い
が
、
回
答
の
部
分
が
『
鶉
書
』
の
設
問
9
の
答
え
と

一
致
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
に
引
用
す
る
。

　
　

 

問
云
、
世
間
に
強
音
と
云
て
大
き
に
き
こ
ゆ
る
ハ
如
何
様
成
を

云
そ
や
。

　
　

 

答
云
、
拍
子
能
こ
ろ
は
し
、
に
を
ひ
あ
り
て
跡
強
引
さ
れ
共
、

声
ち
い
さ
き
ゆ
へ
に
細
音
と
い
ふ
。
是
上
声
也
。
五
二

　

こ
こ
で
の
設
問
は
「
強
音
」
に
つ
い
て
だ
が
、
回
答
で
は
下
線
部

に
あ
る
よ
う
に
「
細
音
」
の
説
明
が
さ
れ
て
い
る
。『
鶉
書
』
の
「
ほ

そ
ね
」
の
説
明
に
は
、「
ひ
や
う
し
よ
く
こ
ろ
ば
し
、
に
ほ
ひ
こ
れ

あ
り
。
あ
と
つ
よ
く
ひ
く
さ
れ
と
も
、
こ
ゑ
ち
い
さ
き
ゆ
へ
、
ほ
そ

ね
と
い
ふ
。
こ
れ
上
の
こ
ゑ
な
り
五
三
」
と
あ
り
、「
鶉
目
利
問
答
書
」

の
「
強
音
」
の
回
答
と
内
容
が
一
致
す
る
。
一
方
、「
鶉
目
利
問
答
書
」

に
は
、「
強
音
」
に
対
す
る
回
答
が
な
い
。
そ
こ
で
、「
鶉
目
利
問
答

書
」
で
抜
け
て
い
た
「
ほ
そ
ね
」
に
つ
い
て
の
設
問
を
『
鶉
書
』
で

付
け
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
で
設
問
と
回
答
に

生
じ
た
ず
れ
を
正
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
『
鶉
書
』
の
設
問
37
、
38
を
見
て
い
く
。
設
問
37
は
ウ

ズ
ラ
の
繁
殖
期
の
時
期
に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
る
が
、「
鶉
目
利
問

答
書
」
の
設
問
32
に
も
「
問
云
、
五
と
や
ま
て
盛
な
ら
ん
歟
五
四
」
と

あ
り
、
文
言
は
多
少
異
な
る
が
同
じ
く
繁
殖
期
の
時
期
に
つ
い
て
の

設
問
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
設
問
32

の
答
え
に
は
、「
世
間
に
は
頭
様
々
有
と
い
へ
と
も
、
翁
ハ
そ
の
品

を
一
切
し
ら
つ
。
能
に
ほ
ひ
の
色
声
有
は
上
と
す
五
五
」
と
あ
り
、
こ

れ
は
繁
殖
期
の
時
期
を
問
う
設
問
に
対
す
る
答
え
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
そ
こ
で
『
鶉
書
』
の
設
問
38
の
ウ
ズ
ラ
の
見
極
め
方
に
対
す
る

回
答
五
六
を
み
る
と
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
設
問
32
の
回
答
と
同
じ

内
容
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
設
問
32
に
対
す

る
本
来
の
回
答
は
存
在
せ
ず
、
記
さ
れ
て
い
る
回
答
は
ウ
ズ
ラ
の
見
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極
め
方
の
答
え
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
『
鶉
書
』
で
設
問
38
（
ウ

ズ
ラ
の
見
極
め
方
に
つ
い
て
）
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
「
鶉
目
利
問

答
書
」
に
生
じ
て
い
た
ず
れ
を
正
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

以
上
を
勘
案
す
る
と
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
何
ら
か
の
誤
り
や

ず
れ
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
を
正
す
た
め
に
『
鶉
書
』
で
改
訂
が
行

わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
設
問
27
、
28
の
よ
う
に
新
し
い
知
識

の
追
加
も
見
ら
れ
る
た
め
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
が
『
鶉
書
』
の
草

稿
で
あ
っ
た
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
鶉
書
』
の
前
付
け
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

先
述
し
た
通
り
、『
鶉
書
』
に
の
み
「
我
」
と
「
老
人
」
が
問
答
を

か
わ
す
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
前
付
け
に
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

「
我
」
に
つ
い
て
松
尾
氏
は
「
著
者
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
五
七
」
と

述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
付
け
が
な
く
登
場
人
物
も
存
在
し
な
い

「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
或
る
設
問
に
対
す
る
回
答
に
は
、「
世
間
に
は

頭
様
々
有
と
い
へ
と
も
、翁
ハ
そ
の
品
を
一
切
し
ら
つ
五
八
」
と
あ
る
。

と
す
る
と
、
実
は
こ
の
「
翁
」
こ
そ
が
著
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

問
答
書
を
書
く
際
の
手
順
と
し
て
、
自
分
で
自
分
に
問
い
か
け
な
が

ら
問
答
を
書
き
出
す
方
法
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
回
答
を
書

く
際
に
、
一
人
称
と
し
て
「
翁
は
」
と
記
し
た
の
だ
ろ
う
。
と
す
る

と
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
お
い
て
回
答
者
で
あ
る
「
翁
」
が
、『
鶉
書
』

に
お
い
て
質
問
者
で
あ
る
「
我
」
と
入
れ
替
わ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、こ
れ
ま
で
の
調
査
か
ら「
鶉
目
利
問
答
書
」は『
鶉
書
』

の
草
稿
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
て
お
り
、
著
者
で
あ
る
蘇
生
堂
主

人
は
「
鶉
目
利
問
答
書
」
を
著
し
た
時
点
で
知
識
も
経
験
も
熟
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、『
鶉
書
』
に
お
い
て
己
を
未
熟
な
「
我
」

に
置
き
換
え
る
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
文
体
の
違
い
に
も
注
目
し
た
い
。
以
下
、
表
1
の
第
二
項

「
ウ
ズ
ラ
の
見
極
め
方
」
に
あ
た
る
問
答
の
引
用
で
あ
る
。

　

表
3
の
下
線
部
に
注
目
す
る
と
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
は
常
体
で

記
さ
れ
て
い
る
が
、『
鶉
書
』
は
候
文
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

『
鶉
書
』
に
は
「
我
」
と
「
老
人
」
が
登
場
し
、「
我
」
が
「
老
人
」

に
ウ
ズ
ラ
に
つ
い
て
尋
ね
る
形
式
で
問
答
が
進
む
た
め
、目
上
の「
老

人
」
に
対
し
て
「
我
」
が
敬
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
本
節
の
序
盤
で
述
べ
た
が
、
問
答
書
は
質
疑
応
答

の
形
で
あ
る
た
め
、
自
ら
質
問
し
、
講
師
か
ら
直
接
教
え
を
受
け
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。『
鶉
書
』
に
文
体
の
違
い
が
見
ら
れ
る

の
は
、
講
師
に
敬
語
で
質
問
す
る
形
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
講
師
と

質
問
者
の
関
係
を
よ
り
意
識
付
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
『
鶉

書
』
に
質
問
者
で
あ
る
「
我
」
と
回
答
者
で
あ
る
「
老
人
」
が
登
場

す
る
の
は
、
読
み
手
が
「
我
」
と
同
じ
目
線
に
立
つ
こ
と
で
、
直
接

教
え
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
感
覚
に
な
り
、
よ
り
読
み
や
す
く
な
る

と
い
う
演
出
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、「
我
」
は
著
者

で
は
な
く
読
者
で
あ
り
、
下
書
き
で
あ
る
「
鶉
目
利
問
答
書
」
よ
り

も
、
刊
本
で
あ
る
『
鶉
書
』
の
方
が
よ
り
読
者
を
意
識
し
て
記
さ
れ
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た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
（
二
）
イ
　
傷
病
に
関
す
る
項
目
の
比
較

　

続
い
て
ウ
ズ
ラ
の
病
気
や
け
が
に
関
す
る
項
目
に
注
目
す
る
。「
鶉

目
利
問
答
書
」
は
問
答
39
に
お
い
て
四
十
三
項
、『
鶉
書
』
は
問
答

45
に
お
い
て
二
十
六
項
の
傷
病
の
症
状
と
処
置
法
に
つ
い
て
解
説
さ

れ
て
お
り
、項
目
数
は
刊
本
で
あ
る
『
鶉
書
』
よ
り
写
本
で
あ
る
「
鶉

目
利
問
答
書
」
の
方
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
な
ぜ
こ
こ
ま
で
項
目

数
に
差
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
、

本
文
に
沿
っ
て
任
意
の
項
目
題
を
つ
け
、
内
容
の
一
覧
表
を
作
成
し

た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
問
答
39
お
よ
び
『
鶉
書
』

の
問
答
45
に
は
病
気
や
け
が
の
処
置
法
や
季
節
ご
と
の
飼
育
法
、
若

鳥
の
鳴
か
せ
方
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
傷
病

の
処
置
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
第
26
項
ま
で
は
両
書
と
も
ほ

と
ん
ど
の
項
目
が
共
通
し
て
い
る
が
、
第
27
項
以
降
は
「
鶉
目
利
問

答
書
」
に
の
み
存
在
し
、『
鶉
書
』
に
は
欠
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
「
鶉
目
利
問
答
書
」
が
『
鶉
書
』

の
草
稿
で
あ
る
と
仮
定
し
た
場
合
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
の
み
見

ら
れ
る
第
27
項
以
降
の
項
目
は
、『
鶉
書
』
を
刊
行
す
る
際
に
全
て

削
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
真
偽
を
確
か
め
る
た
め
に
、

ま
ず
は
「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
の
み
見
ら
れ
る
第
27
項
以
降
の
内
容

2 
 

表表 22  『『鶉鶉書書』』にに追追加加さされれたた設設問問  

設設問問 内内容容 

1 近年
きんねん

鶉
うづら

のとりわけはやり、上
かミ

なか下
しも

ばんミんにいたるまてもてあそひ、いか

なるところまても鶉の一ツ二ツなきところもなく見え侍るなり。むかしも

かゝるためしの侍るかと。 

9 せけんにほそねといふハいかやうなるを申候や。 

26 つけるとはいかやうの事にて候や。 

27 かしらはやきとはいかやうの事にて候や。 

28 はづさんとハいかやうなるをきゝ申候や。 

34 本音のもミち
［ミもちか］

はいかやうなるを申候や。 
37 鶉のさかりといふはいつれを申候や。 

38 いつれを上といつれを中と申候や。 

 

 

表表 33  文文体体のの比比較較  

「「鶉鶉目目利利問問答答書書」」 『『鶉鶉書書』』 

問云、鶉の見鳥顔相、いかやう成をよきと

云そや。 

答云、見鳥の目利様ニ有当時定めなきとへ

ども、頭大きになかくはしねくゝらす雀は

しに、首なかくむね出て、肩いかりにひろ

く、とうあいなかく、大小によらす毛の色

ハほうよりむねまてかきいろにて、赤蒔な

る吉。ふたん篭の内にして静にてとらへみ

れハ、鳥よわく成。是上鳥なり。かやうの

鳥にはふとね多し。 

問
とふ

ていはく、鶉
うつら

の見
ミ

鳥
とり

ハいかやうなるが

よく候や。 

答
こたへ

ていはく、見鳥のめきゝさま／＼あり

といへとも、あたる事不
ふ

定
ぢやう

なり。さりな

から、かしら大きくながくして、はしね

くゝらす、すゝめはしくびながく、むねい

でゝ、かたいかり、くちひろくどうあいな

がく、大小
だいせう

によらず。いろハほうよりむね

まてかきいろにて、あかふよし。いかにも

ふだんかごのうちしつかにして、とらへて

見れハ、鳥
とり

やハらかなるが上の鳥なり。か

やうのとりにハふとねおほきものなり。 
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表表 44  病病気気ややけけががのの内内容容一一覧覧  

通通番番 内内容容 「「鶉鶉目目利利

問問答答書書」」 
『『鶉鶉書書』』 備備考考 

1 胸を痛めた時 ○ ○    『鶉書』の方が症状の

記載が多い。 

2 胴を打った時 ○ ○  

3 身体に痛みがある時 ○ ○ 『鶉書』の方が処置法

の記載が多い。 

4 脚が弱い時 ○ ○ 『鶉書』の方が処置法

の記載が多い。 

5 足首をひねった時 ○ ○ 処置法に違いあり。 

6 腿をねじった時 ○ ○ 症状に違いがあり、

『鶉書』の方が処置法

の記載も多い。 

7 身体の自由が利かない時 ○ ○  

8 脚が折れた時 ○ ○  

9 痩せすぎの鳥 ○ ○ 『鶉書』の方が症状の

記載が多い。 

10 糞が詰まった時 ○ ○  

11 羽の根本を痛めた時 ○ ○  

12 翼の関節を痛めた時 ○ ○  

13 羽の先の関節を痛めた時 ○ ○  

14 太りすぎの鳥 ○ ○  

15 風ばれの鳥 ○ ○  

16 下痢になった時 ○ ○  

17 羽ジラミがついた時 ○ ○  

18 嘴の付け根にこぶができた時 ○ ○  

19 眼病になった時 ○ ○  

20 ネズミにかまれて傷ついた時  ○ 「鶉目利問答書」には

ない項目。 

21 足の裏にタコができた時 ○ ○  

22 夜中に動き回る時 ○ ○  

23 なかなか鳴き出さない若鳥 ○ ○  

24 ウズラが鳴かなくなった時 ○ ○  
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25 換羽の時の注意点 ○ ○ 処置法に相違点があ

り、『鶉書』の方が記

載も多い。 

26 春、夏、冬の飼養法 ○ ○ 「鶉目利問答書」の方

が処置法の記載が多

い。 

27 ウズラが跳ねて死んでしまっ

た時 

○   

28 太った時 ○   

29 ウズラが失神した時の処置法 ○   

30 ウズラが鳴き出す前に与える

もの 

○   

31 水を多く飲み長い糞をする鳥 ○   

32 口にできものができ、えさが

食べられねくなった時 

○   

33 目ヤニが出るとき ○   

34 目が悪い時 ○   

35 身体が不自由な鳥 ○   

36 擦り傷ができ血が出てしまっ

た時 

○   

37 若鳥の鳴かせ方 ○   

38 ウズラに与えるべきもの ○   

39 ウズラに与えてはいけないも

の 

○   

40 病気になった時 ○   

41 水をたくさん飲む時 ○   

42 万病に効く薬の作り方 ○   

43 基本のおさらい ○   

44 羽が抜け替わった時 ○   
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に
注
目
す
る
。「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
第
26
項
以
前
と
第
27
項
以
降

を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
内
容
が
一
部
重
複
す
る
項
目
が
確
認
で
き
た

た
め
該
当
部
分
の
本
文
を
引
用
す
る
。

　

二
重
下
線
部
が
実
際
に
重
複
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
全

て
の
内
容
が
症
状
に
当
た
り
、
処
置
法
に
内
容
の
重
複
は
見
ら
れ
な

い
。
ま
た
表
4
よ
り
、
第
7
項
、
第
14
項
、
第
19
項
は
『
鶉
書
』
に

も
同
じ
内
容
が
存
在
す
る
。
仮
定
に
沿
っ
て
、「
鶉
目
利
問
答
書
」

が
『
鶉
書
』
の
下
書
き
で
あ
る
と
し
た
場
合
、「
鶉
目
利
問
答
書
」

で
症
状
が
重
複
す
る
項
目
は
、『
鶉
書
』
と
し
て
改
訂
さ
れ
る
際
に

ひ
と
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
な
る
と
、『
鶉
書
』

の
第
7
項
、
第
14
項
、
第
19
項
に
は
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
の
み

見
ら
れ
、か
つ
症
状
が
一
致
す
る
項
目
（
第
35
項
、第
28
項
、第
34
項
）

に
記
さ
れ
た
処
置
法
が
追
加
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
該
当
す
る
項
目
を
「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
対
応
す
る
項
目

と
比
較
し
た
が
、
重
複
す
る
の
は
「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
同
じ
く
症

状
に
当
た
る
部
分
の
み
で
あ
っ
た
。
五
九
よ
っ
て
「
鶉
目
利
問
答
書
」

に
の
み
見
ら
れ
る
処
置
法
が
『
鶉
書
』
に
追
加
さ
れ
た
事
実
は
な
い

こ
と
が
分
か
っ
た
。
と
な
る
と
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
第
27
項
以

降
は
、『
鶉
書
』
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
な
く
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
仮
定
と
は
反
対
に
『
鶉

書
』
で
不
足
し
て
い
た
項
目
が
「
鶉
目
利
問
答
書
」
で
追
加
さ
れ
た

5 
 

表表 55  「「鶉鶉目目利利問問答答書書」」でで内内容容がが重重複複すするる項項目目  

第第 26 項項以以前前のの項項目目 第第 27 項項以以降降のの項項目目 

7 中風気の鳥ハ、篭まわりの時足を

重
ヤヱ

こはんにもたれかゝるもの也。

桑の根を煎し、常に水器に入へ

し。 

35 中風の鶉にハ百会に灸して吉。 

14 油掛りたる鳥ハ、首根ふとく見ゆ

るものなり。是にハ赤土をしいて

置なり。又もぐさにてその油の懸

りたる所少つゝ灸するもよし。 

28 鶉に油かゝりたるハ、その所をそ

ろ／＼と指にてもめばうする物

也。 

19 目のはたに出る事有ハ、五冷香

｛馬嶋五霊膏乎｝細々指てよし。 

34 目のわた出るには、上に紙をぬら

し置、かねを焼少つゝあて湯に入

れは能なり、もゝのいたみも時々

右のことくすれハ吉。口の内はに

草出来たるにも同前。 

31 水多ク呑鳥、つゝこへふんなかく

する鶉
ウヅラ

有。是には蛤の売
カラ

焼て粉に

し篭へ入て吉。又軽
カル

石ひへふとに

して籠へ入もよし。 

41 大水を呑鳥には、油少ツゝ一日に

二三度用へし。二三日の内に当る

也。 
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と
い
う
可
能
性
が
浮
上
す
る
。
し
か
し
、
両
書
に
共
通
す
る
第
26
項

以
前
の
項
目
を
比
較
す
る
と
、
そ
う
と
も
言
い
難
い
こ
と
が
確
認
で

き
た
。
表
4
の
備
考
に
あ
る
よ
う
に
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
『
鶉
書
』

に
は
内
容
が
僅
か
に
異
な
る
項
目
が
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、
内
容
の

異
な
る
項
目
の
本
文
を
比
較
す
る
た
め
に
表
を
作
成
し
た
。
波
線
は

一
方
の
書
に
の
み
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
、
太
線
は
内
容
は
ほ
ぼ
同

じ
だ
が
、
使
用
さ
れ
る
語
句
が
異
な
る
部
分
を
示
す
。

　

表
6
よ
り
、
九
つ
の
項
目
に
内
容
の
違
い
が
確
認
で
き
た
。
波
線

部
を
見
る
と
、そ
の
ほ
と
ん
ど
が
「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
は
な
く
、『
鶉

書
』
に
の
み
見
ら
れ
る
情
報
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
例
外
と

し
て
、
第
26
項
に
の
み
互
い
に
存
在
し
な
い
情
報
が
記
載
さ
れ
て
お

り
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
は
砂
を
月
に
一
度
代
え
る
こ
と
、『
鶉
書
』

に
は
と
り
わ
け
与
え
る
べ
き
虫
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他

は
『
鶉
書
』
の
第
1
項
、
第
6
項
、
第
9
項
に
お
い
て
よ
り
詳
し
い

症
状
の
説
明
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、
第
3
項
、
第
4
項
で
は
薬
を
水

け
と
呼
ば
れ
る
水
入
れ
に
入
れ
て
与
え
る
こ
と
な
ど
が
新
た
に
追
加

さ
れ
て
い
る
。
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
片
方
の
書
と
比
べ
て
情
報

が
多
く
記
さ
れ
た
項
目
は
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
一
項
、『
鶉
書
』

に
七
項
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
比
べ
て
『
鶉
書
』

は
よ
り
丁
寧
な
解
説
が
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
5
項
、
第
6
項
、
第
25
項
に
は
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
『
鶉

書
』
と
で
、
内
容
は
同
じ
だ
が
語
句
は
異
な
る
部
分
が
あ
る
。
ま
ず

は
第
25
項
で
あ
る
が
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
は
「
月
の
輪
極
れ
ハ
」

と
あ
る
が
、『
鶉
書
』
に
は
「
目
の
わ
き
は
り
出い

で
候
ハ
ゝ
」
と
記
さ

れ
て
い
る
。
鳥
に
は
囲い

が
ん
り
ん

眼
輪
と
呼
ば
れ
る
目
の
周
り
を
囲
う
輪
っ
か

が
存
在
す
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
こ
で
の
「
月
の
輪
」
と
「
目
の
わ

き
」
は
そ
れ
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
月
の
輪
」
に
つ
い
て
は
、

単
純
に
「
目
の
輪
」
の
誤
字
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、「
月
の
輪
」

と
い
う
用
語
が
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り

囲
眼
輪
を
「
月
の
輪
」
と
表
現
す
る
記
述
は
「
鶉
目
利
問
答
書
」
以

外
に
は
見
ら
れ
ず
、そ
の
真
偽
は
明
ら
か
で
な
い
。
仮
に
「
月
の
輪
」

と
い
う
語
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
鶉
書
』
が
刊
本
で
あ
り
大
衆
に

読
ま
れ
る
機
会
が
多
い
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
わ
か
り
や
す
い
表
現

で
あ
る
「
目
の
わ
き
」
が
採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

続
い
て
第
5
項
で
あ
る
が
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
で
「
た
き
に
う

た
せ
て
よ
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
、『
鶉
書
』
で
は
「
夜や

き気

に
う
た
せ
て
よ
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
『
鶉
書
』
の
第
6

項
の
処
置
法
を
見
る
と
、「
は
さ
ミ
む
し
を
か
ひ
、
夜
気
に
う
た
せ

て
、
人
と
を
き
と
こ
ろ
に
を
き
て
よ
し
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ

れ
は
『
鶉
書
』
の
第
5
項
の
処
置
法
と
同
様
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い

る
。
一
方「
鶉
目
利
問
答
書
」の
第
6
項
を
見
る
と
、処
置
法
に
は「
は

さ
み
虫
飼
て
よ
し
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
『
鶉
書
』
の

第
5
項
の
「
夜
気
」
が
誤
り
で
「
鶉
目
利
問
答
書
」
で
「
た
き
」
に
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表表 66  内内容容のの異異ななるる項項目目のの本本文文比比較較  

通通番番 「「鶉鶉目目利利問問答答書書」」 『『鶉鶉書書』』  

1 胸をつきたる鳥ハ、ふける時むねを出

し、頭をそらし鳴もの也。 

是にハ三七根を割、水器
ゲ

に入、時々は

たか虫かふへし。 

むねをつきたる鳥
とり

ハ、ふけるときむね

をいたし、かしらをそらしてとうへつ

けなくものなり。 

このくすりにハ、三七のねをきさミ、

水
すい

けへ入もちゆへし。とき／＼はだか

むし（＝羽や毛のない虫）をかふな

り。 

3 頭をあけす、こはんきわにて鳴鳥ハ、

身に痛あり。 

甘草、せきしやう割、等分用へし。 

かしらあけす、かうはんきハにてなく

鳥ハ、身にいたミあり。 

このくすりにハ、かんさう、せきしや

うきさミ、等分にして水
ミづ

けへ入用。は

だかむし毎
まい

日
にち

かふなり。 
4 足弱鳥ハ、篭廻りの時、篭に肩さきを

付てまわるもの也。老鳥も是に同し。 

人参割用へし。 

あしよハき鳥ハ、かこまハりのとき、

かこにかたさきをつけてまハるものな

り。老
らう

鳥
てう

も同
どう

ぜん。 
このくすりにハ、にんじんをきざミ、

すこしつゝ水けへ入用なり。 

5 ひちをねじたる鳥ハ、其方の足をふみ

出し鳴もの也。 

はさみ虫を飼、人遠き所に常に置な

り。たきにうたせてよし。 

ひちをねぢたる鳥ハ、そのかたのあし

をふミ出しなくものなり。 

このくすりにハ、はさミむし（＝腹端

にかぎ状のはさみを持つ虫）をかひ、

人とをきところにつねにをき、おり／

＼夜気
や き

にうたせてよし。 
6 もゝをねしたる鳥ハ、鳴跡へまわる

時、ひちをねち、その方の足をひきつ

るもの也。 

はさみ虫飼てよし。 

もゝをねちたる鳥ハ、ふけるにあとへ

すさるとき、ひちをのべ、そのかたの

あしをひきつるものなり。 

このくすりにハ、右
ミぎ

同
どう

ぜん。はさミむ

しをかひ、夜気にうたせて、人とをき

ところにをきてよし。 

9 肉ひけたる鳥ハ、第一毛いろあしくみ

ゆるなり。 

槝栗を粉にしてすり飼へし。 

しゝのひけたる鳥は、第
だい

一けいろあし

く見え、鳥むつけばきたなくなるもの

なり。 

このくすりにハ、かちくりをすりゑに

してかふへし。 
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20  ねずミにもしくハれ候て、いたミ候

ハゝ、とりもちをあつきほとに丸じ

て、ころもにすりゑのこにても、又ハ

こぬかにてもころもにかけて、鶉
うづら

の口

をあけ、右のくすり入候て、水すこし

入候へハのミ申候。たちまちいたミも

やミ、はれもひく。十日ばかりのうち

にけもはへ申候。 

25 とやの時、餌にハあわひへ等分に合

用、第一ハすり餌用て吉。粉にハあわ

を粉にして、せりにても合するなり。

とやの内砂替
カユ

へからす。但、篭の内薫

ひ悪くハ替ても吉。月の輪極れハ、其

鳥とや仕舞と心得へし。とや前につめ

はしをつくる物也。 

とやのときのゑにハ、あわひゑを等
とう

分
ぶん

に合せ用候て、第
だい

一すりゑ用てよし。

すりゑのこにハ、あわを粉
こ

にして、せ

りにてもなにてもあをミに合なり。と

やのうち、すなをかへましく候。たゞ

し、かこのうちあしきにほひ出
いで

候ハゝ

かへてもよし。目のわきはり出
いで

候

ハゝ、そのとりハとやしまひ候としる

べし。とやまへにつめはしつくる事な

らひ口
く

伝
でん

あり。 
26 春夏の飼様、砂十日に一度つゝ替へ

し。砂水ハ土を一ヶ月に四五度程あび

せ、二ヶ月に一度ツゝ鶉を小雨にうた

せ、餌ハ粟、ひへ等分にして飼へし。

春ハはさみ虫一日に一二ツ程飼、せり

はこべ折々用へし。夏ハいなご一日に

一二ツ用、せり、地しばり、杓杞の葉

時々可用。冬の内ハ、油ゑ、あわ、ひ

ゑ等分にして飼へし。はさみ虫、はだ

か虫細々飼て吉。一ヶ月に一度ツゝ砂

替べし。 

春
はる

夏
なつ

のかひやうハ、すな十日に一度
ど

つゝかへべし。すな水には、くろ土
つち

を

一ケ
か

月に四五度
ど

ほとあびせ、二ケ
か

月に

一度
ど

つゝ鶉
うづら

を小
こ

雨
さめ

にうたせて、ゑにハ

あわ、ひゑを等分
とうぶん

にしてかふへし。春

ハはさミむし一日に二ツほとかひ、せ

り、はこべ、おり／＼用。夏
なつ

ハいなご

一日に一ツ二ツ、せり、くこのはとき

／＼よし。冬
ふゆ

はあふらゑ、あわ、ひゑ

等分
とうぶん

にしてかふべし。はさミむし、は

だかむしさい／＼かふへし。とりわ

け、いなご、はさミむしハあるかなか

にもくすりなり。とやにかゝりてよ

り、これにしくハなし。 
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直
さ
れ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
で
誤
っ
て
書
か

れ
た
「
た
き
」
が
『
鶉
書
』
で
「
夜
気
」
に
改
め
ら
れ
、
か
つ
『
鶉

書
』
の
第
6
項
に
も
そ
の
情
報
が
追
加
さ
れ
た
と
考
え
る
方
が
自
然

で
あ
ろ
う
。

　

続
い
て
第
6
項
で
あ
る
が
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
で
は
「
ひ
ち
を

ね
ち
」
と
記
さ
れ
た
箇
所
が
『
鶉
書
』
で
は
「
ひ
ち
を
の
べ
」
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
適
切
に
真
偽
を
確
か
め
る
こ
と
は
致
し
か

ね
る
。
し
か
し
第
5
項
の
考
察
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
鶉
書
』
の
第

6
項
は
「
鶉
目
利
問
答
書
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る
語
句
を
「
夜
気
」

に
直
し
、か
つ
新
た
に
情
報
も
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、

『
鶉
書
』
の
「
ひ
ち
を
の
べ
」
の
方
が
正
し
い
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
も
う
一
度
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
の
み
見
ら
れ
る
第
27

項
以
降
に
注
目
し
た
い
。
先
に
こ
れ
ま
で
の
仮
定
と
は
反
対
に
、『
鶉

書
』
で
不
足
し
て
い
た
項
目
が
「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
追
加
さ
れ
た

と
い
う
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
そ
こ
で
、「
鶉
目
利
問
答
書
」

の
第
27
項
以
降
と
第
26
項
以
前
を
比
較
す
る
と
、
症
状
が
重
複
す
る

項
目
は
見
ら
れ
た
が
、処
置
法
に
内
容
の
重
複
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

一
方
で
『
鶉
書
』
は
第
26
項
ま
で
し
か
記
載
が
な
い
が
、
項
目
の
内

容
に
重
複
は
見
ら
れ
ず
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
比
べ
て
よ
り
詳
し

い
解
説
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
「
鶉
目
利
問
答
書
」
で
は
、

先
に
重
要
性
も
し
く
は
信
憑
性
の
高
い
情
報
に
つ
い
て
書
き
出
し
、

後
半
は
そ
れ
以
外
の
重
要
性
が
低
か
っ
た
り
、
他
と
比
べ
て
古
か
っ

た
り
す
る
情
報
を
書
き
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、『
鶉
書
』
は
刊
本
で
あ
る
。
出
版
元
や
読
者
が
存
在
す
る

刊
本
で
は
、
需
要
に
応
え
、
あ
る
程
度
の
売
り
上
げ
を
あ
げ
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
た
め
正
確
で
な
い
情
報
や
必
要

以
上
に
知
識
を
羅
列
す
る
こ
と
は
好
ま
れ
ず
、
頁
数
の
関
係
上
内
容

を
削
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
、
全
体
を
通

し
て
唯
一
「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
な
く
『
鶉
書
』
に
の
み
見
ら
れ
る

項
目
で
あ
る
第
20
項
は
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
で
は
必
要
な
い
と
思

わ
れ
て
い
た
、
も
し
く
は
書
き
そ
び
れ
て
い
た
情
報
が
『
鶉
書
』
の

発
行
に
あ
た
り
必
要
と
さ
れ
追
加
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
た
が
っ
て
、
下
書
き
と
し
て
ひ
と
ま
ず
考
え
得
る
限
り
を
書
き
出

さ
れ
た
「
鶉
目
利
問
答
書
」
が
、
刊
本
に
さ
れ
る
際
に
内
容
を
整
理

さ
れ
、重
要
な
事
柄
に
関
し
て
は
加
筆
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
『
鶉
書
』

の
形
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
、『
鶉
書
』

は
「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
加
筆
修
正
を
加
え
た
改
訂
版
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

二
（
三
）�

近
世
初
期
と
中
期
以
降
に
お
け
る
ウ
ズ
ラ
の
飼
育
書
の

違
い

　

一
七
一
〇
年
に
蘇
生
堂
主
人
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
と
指
摘
さ
れ
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る
『
喚
子
鳥
』
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
『
鶉
書
』
の
よ
う
に
ウ
ズ

ラ
に
の
み
特
化
し
た
飼
育
書
で
は
な
く
、
様
々
な
種
類
の
鳥
に
つ
い

て
そ
の
特
徴
や
飼
育
法
、
芸
の
仕
込
み
方
な
ど
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
解
説
は
多
岐
に
渡
る
。
そ
こ
で
『
喚
子
鳥
』
で
は
ど
の
よ
う
に

ウ
ズ
ラ
が
描
か
れ
、『
鶉
書
』
と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る

の
か
見
て
い
き
た
い
が
、そ
の
前
に
あ
る
疑
問
が
生
じ
る
。
こ
の『
喚

子
鳥
』
は
、
一
六
四
九
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
鶉
書
』
と
同
じ
蘇
生
堂

主
人
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、
な
ぜ
著
者
が
同
じ
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
二
冊
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
に
六
十
年
以
上
の
隔
た
り

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
じ
く
蘇
生
堂
主
人
に
よ
り
一
六
四
五
年
に

成
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
至
っ
て
は
、
六
十
五

年
も
の
隔
た
り
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
細
川
博
昭
氏
は
、
当
時
の

平
均
寿
命
な
ど
か
ら
考
え
て
『
鶉
書
』
と
『
喚
子
鳥
』
は
同
一
人
物

に
よ
る
も
の
と
は
考
え
難
い
こ
と
、
ま
た
、
内
容
の
充
実
度
や
文
章

か
ら
『
鶉
書
』
が
書
か
れ
た
時
点
の
著
者
の
年
齢
が
二
十
代
前
半
と

は
思
え
な
い
こ
と
か
ら
以
下
の
よ
う
に
推
測
し
て
い
る
。

　
　

㋐ 　

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
か
ら
宝
永
六
年
（
一
七
〇
九
）

に
か
け
て
の
「
生
類
憐
み
の
令
」
の
た
め
、本
は
書
き
あ
が
っ

て
い
た
も
の
の
、
出
版
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　
　

㋑ 　

蘇
生
堂
と
い
う
の
は
屋
号
か
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
、
代

が
替
わ
っ
て
も
出
版
物
に
記
載
す
る
名
前
は
同
じ
蘇
生
堂
主

人
を
用
い
た
。
六
〇

　
『
喚
子
鳥
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
は
、「
生
類
憐
み
の
令
」
が
取
り
下

げ
ら
れ
た
年
の
翌
年
、
宝
永
七
年
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
類
憐
み
の
政

策
と
し
て
実
際
に
出
さ
れ
た
町
触
を
調
べ
る
と
、
慰
み
者
と
し
て
生

き
物
を
売
買
し
た
り
飼
育
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
御
触
が
確
認

で
き
た
。
六
一
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
飼
育
書
の
需
要
は
望
め
ず
、

出
版
を
自
粛
し
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、『
鶉

書
』
の
著
者
の
後
継
者
が
『
喚
子
鳥
』
を
記
し
た
可
能
性
も
捨
て
き

れ
な
い
。
よ
っ
て
、
既
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
『
喚
子
鳥
』
が
、「
生

類
憐
み
の
令
」
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
後
に
蘇
生
堂
主
人
の
後
継
者
に

よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
本
題
に
入
っ
て
い
こ
う
。
本
書
の
目
次
は
本
稿
二
（
一
）
に

あ
る
通
り
だ
が
、
そ
の
内
容
は
飼
育
情
報
の
部
と
、
各
種
類
の
鳥
の

解
説
の
部
の
大
き
く
二
部
に
分
け
ら
れ
る
。
飼
育
情
報
の
部
に
は
一

般
的
な
鳥
の
飼
い
方
が
記
さ
れ
て
お
り
、
目
録
に
あ
る
①
「
諸し

よ

鳥と
り

餌ゑ

飼が
ひ

こ
し
ら
へ
用よ

う
の
事
」
と
②
「
小こ

鳥と
り

煩わ
ず
らふ

に
妙め

う
薬や

く
の
事
」
が
そ

れ
に
該
当
す
る
。

　

①
で
は
、
九
種
類
の
餌
の
材
料
や
作
り
方
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て

い
る
。『
鶉
書
』
で
は
、
餌
に
関
す
る
情
報
は
問
答
45
の
第
26
項
に

の
み
見
ら
れ
、
季
節
ご
と
に
与
え
る
べ
き
餌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま

ず
は
『
鶉
書
』
に
み
ら
れ
る
餌
の
特
徴
を
ま
と
め
た
。
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表
7
に
よ
る
と
、
基
本
は
粟
、
稗
を
同
じ
分

量
与
え
、
春
と
夏
は
そ
こ
に
虫
と
青
菜
を
加
え

る
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
冬
は
粟
と
稗
に
荏

胡
麻
も
加
え
て
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
分
量
を
与
え
、

虫
も
与
え
る
と
良
い
そ
う
だ
。
ま
た
、
蝗

い
な
ごと
鋏

虫
は
何
よ
り
も
良
い
薬
に
な
り
、
特
に
換
羽
期

の
際
に
与
え
る
と
良
い
こ
と
も
記
さ
れ
て
い

る
。
続
い
て
、『
喚
子
鳥
』
に
見
ら
れ
る
餌
の

特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。

　

先
述
し
た
通
り
、『
喚
子
鳥
』
で
は
九
つ
の

餌
の
材
料
や
作
り
方
、
そ
の
特
徴
な
ど
に
つ
い

て
記
さ
れ
て
い
る
。
表
8
に
あ
る
餌
は
各
鳥
の

解
説
の
部
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
鳥
ご
と
に
与

え
る
べ
き
餌
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

で
は
、
ウ
ズ
ラ
に
は
何
を
与
え
る
よ
う
に
記

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
喚
子
鳥
』
の
ウ

ズ
ラ
の
解
説
を
見
る
と
、「
餌え

飼が
ひ　

き
び　

粟あ
ハ

　

ひ
ゑ　

米
六
二
」
と
な
っ
て
お
り
、
表
8
の
つ

み
餌
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
。『
鶉
書
』
に
記

さ
れ
て
い
る
餌
と
大
方
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
分

か
っ
た
。
違
い
と
し
て
は
、『
鶉
書
』
で
は
虫

を
与
え
る
こ
と
を
推
奨
し
て
い
る
の
に
対
し
、

『
喚
子
鳥
』
で
は
餌
と
し
て
虫
を
与
え
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
の
代
わ
り
、
②
「
小こ

鳥と
り

煩わ
ず
らふ
に
妙め

う

薬や
く

の
事
」
の
中
に
虫
を
薬
と
し

て
与
え
る
と
い
う
記
述
を
発
見
し
た
。

　
　

 

木わ
た
綿
の
む
し
六
三
、
又
ば
う
ふ
り
む
し
六
四
、
又
ほ
そ
き
ミ
ゝ
ず
ゑ

に
ま
ぜ
、
又
ハ
ゑ
の
う
へ
に
を
き
、
よ
ハ
き
鳥
に
か
ふ
べ
し
。

第
一
鶯

う
ぐ
ひ
すに
用

も
ち
ひて
き
め
う
な
り
。
右
の
む
し
な
き
と
き
ハ
、
ゑ

ひ
ず
る
の
む
し
六
五
い
よ
／
＼
よ
し
。
何
れ
も
な
き
と
き
は
た

ま
ご
を
か
ふ
べ
し
。
ゑ
ひ
ず
る
と
い
ふ
ハ
、
く
た
ぎ
の
む
し
の

ご
と
く
か
づ
ら
の
く
き
の
中
に
有
虫
な
り
。
三
家が

よ
り
売
に
い

つ
る
。
六
六

　

綿
虫
、
棒
振
虫
、
蚯み

み
ず蚓
を
餌
に
混
ぜ
て
与
え
、
こ
れ
ら
の
虫
が
な

い
場
合
は
葡え

び
づ
る
む
し

萄
蔓
虫
を
与
え
る
の
が
良
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方

『
鶉
書
』
で
は
、
餌
と
し
て
鋏
虫
や
裸
虫
、
蝗
を
与
え
る
こ
と
を
紹

介
し
て
い
る
が
、
薬
と
し
て
と
て
も
良
い
と
い
う
こ
と
も
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、『
鶉
書
』
に
お
い
て
餌
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
第

26
項
は
、
ウ
ズ
ラ
の
傷
病
の
処
置
法
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
問
答
45
の

中
の
一
項
目
で
あ
る
。
そ
の
中
で
餌
に
関
す
る
解
説
が
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
餌
も
治
療
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
反
対
に
『
喚
子
鳥
』
で
は
、
目
録
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
餌
に
関
す
る
こ
と
と
傷
病
の
処
置
法
と
は
分
け
て
記
さ
れ

8 
 

表表 77  『『鶉鶉書書』』にに見見らられれるる餌餌のの特特徴徴  

春春のの餌餌 粟、稗を同量与え、鋏虫 1，2 匹と芹、繁縷
は こ べ

を時々与える。 
夏夏のの餌餌 粟、稗を同量与え、鋏虫 1，2 匹と芹、枸杞の葉を時々与える。 

冬冬のの餌餌 粟、稗、荏胡麻を同量与え、鋏虫、裸虫を少しずつ与える。 

 

 

表表 88  『『喚喚子子鳥鳥』』にに見見らられれるる餌餌のの特特徴徴  

名名称称 材材料料 特特徴徴 

すり餌 はいざこ（＝川魚の名称か）、米、

ぬか、青葉の汁 

鳥により生餌とはったい（＝黒米と

ぬかを炒った上で挽いたもの）の分

量などに違いがある。材料を入れる

順番など、詳細な作り方の記述あ

り。材料の配分によって、餌の名称

が異なることも説明されている。 

生餌 はいざこ、小鮒、その他川魚 すり餌の一種。どんな川魚が入って

いても良いが、はいざこが最も良

い。 

はったい 黒米一升、ぬか一升 どんな鳥にも左の分量で作ると良

い。 

青み 芹、大根の葉、菜の花、箒木  

胡桃 胡桃  

合わせ粉 生餌、はったい、青みの汁 鳥ごとに材料の配分が記されてい

る。すり餌を作るのが難しい時や、

小鳥をあまり飼っていない人に適し

た餌。 

つみ餌 稗、粟、きび、米、荏胡麻、胡桃 左の穀物を食べる鳥をつみ餌とい

う。この鳥には何よりも水を与え

る。左の穀物の他に木の実などを好

む鳥もいるが、それらを与えてよい

か判断することは難しいため、左の

餌を与えると良い。 

白餌 すり餌に青みを入れていないもの、

生餌、胡桃 

 

さし餌  自分で餌を食べられない雛鳥のため

に、小さいヘラに餌をのせて与える

ことをいう。 
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て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
近
世
中
期
に
は
治
療
す
る
こ
と
と
飼

い
養
う
こ
と
の
区
別
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

　

続
い
て
②
「
小こ

鳥と
り

煩わ
ず
らふ
に
妙め

う

薬や
く

の
事
」
に
注
目
す
る
。
傷
病
に
関

し
て
は『
鶉
書
』に
多
く
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、『
喚

子
鳥
』に
は
ど
の
よ
う
な
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
か
確
認
し
、『
鶉
書
』

と
比
較
す
る
た
め
に
②
の
内
容
に
任
意
の
項
目
題
を
つ
け
た
表
9
を

作
成
し
た
。

　

第
1
項
か
ら
第
七
項
ま
で
は
病
気
や
け
が
の
処
置
法
、
第
8
項
か

ら
第
11
項
は
鳥
を
飼
う
上
で
知
っ
て
お
く
べ
き
飼
育
情
報
が
記
さ
れ

て
い
る
。
第
8
項
以
降
の
飼
育
情
報
は
『
鶉
書
』
に
は
全
く
見
ら
れ

な
い
が
、第
7
項
ま
で
の
傷
病
の
処
置
法
に
関
す
る
情
報
は
『
鶉
書
』

に
も
存
在
す
る
。
そ
こ
で
、『
喚
子
鳥
』
と
『
鶉
書
』
の
傷
病
に
関

す
る
本
文
を
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
症
状
と
処
置
法
が
共
に
一
致
す
る

箇
所
が
あ
る
も
の
は
、
第
6
項
の
虫
が
湧
い
た
時
に
つ
い
て
の
み
で

あ
っ
た
。

　
　
【『
喚
子
鳥
』】

　
　

 

虫む
し
わ
き
申
時
ハ
、
尾
の
方か

た
よ
り
さ
か
ぶ
き
に
た
ば
こ
の
け
ふ
り

ふ
き
か
け
て
よ
し
。
六
七

9 
 

表表 99  「「小小
こ

鳥鳥
とり

煩煩
わずら

ふふにに妙妙
めう

薬薬
やく

のの事事」」のの内内容容一一覧覧  

通通番番 内内容容 

1 鳥が餌を食べない時 

2 餌を食べるが弱る鳥の処置法 

3 弱っている鳥に食べさせるべき虫について 

4 脚を患った時 

5 脚、口、腰など何にでも効く薬について 

6 虫が湧いた時 

7 糞が詰まった時 

8 籠の掃除の仕方 

9 水浴びの方法と水浴びができない鳥について 

10 鳥を多く買う人の餌の仕入れ方 

11 雀に紅粉を多く与えると毛色が赤くなるらしい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 
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【『
鶉
書
』】

　
　

 
羽
む
し
つ
き
た
る
鳥
ハ
、
ふ
く
れ
て
け
し
ろ
あ
し
く
、
ま
も
な

く
身
を
せ
ゝ
る
も
の
な
り
。
こ
の
く
す
り
に
ハ
、
か
ち
く
り
こ

に
し
て
ひ
ね
り
か
く
る
も
よ
し
。
ま
た
、
鶉う

づ
らを
か
ミ
の
ふ
く
ろ

に
入
、
か
し
ら
を
い
た
し
、
た
ば
こ
の
い
き
ふ
き
か
く
る
な
り
。

又
、
く
ろ
土つ

ち

に
い
わ
う
を
こ
ま
か
に
し
て
、
す
こ
し
合
せ
あ
び

せ
て
も
よ
し
。
六
八

　

虫
が
湧
い
た
時
に
は
、
ウ
ズ
ラ
に
た
ば
こ
の
煙
を
吹
き
か
け
る
と

良
い
と
い
う
記
述
が
両
書
に
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、『
鶉
書
』
に

は
虫
が
湧
い
た
際
に
ウ
ズ
ラ
が
訴
え
る
症
状
や
、
た
ば
こ
の
煙
を
吹

き
か
け
る
こ
と
以
外
の
処
置
法
に
つ
い
て
も
記
さ
れ
て
お
り
、『
鶉

書
』
の
方
が
よ
り
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
喚
子
鳥
』
の
第
4
項
と
第
7
項
は
症
状
の
み
『
鶉
書
』

と
類
似
す
る
項
目
が
確
認
で
き
た
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
処
置
法
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
『
喚
子
鳥
』
の
第
四
項
、

ウ
ズ
ラ
が
足
を
患
っ
た
時
か
ら
見
て
い
く
。

　
　

 

諸し
よ

鳥て
う
足あ

し
を
わ
づ
ら
ふ
時
ハ
、
大
鷹た

か
の
ふ
ん
を
付
る
な
り
。
又

足あ
し
は
れ
い
た
ミ
、あ
る
ひ
ハ
と
し
ぬ
け
大
き
に
わ
つ
ら
ふ
時
ハ
、

た
か
の
つ
め
草
と
い
ふ
草
の
は
を
す
り
は
ち
に
て
す
り
付
て
よ

し
。
此
草
諸し

よ
鳥て

う
の
し
よ
び
や
う
に
よ
し
。
口
に
入
て
口
け
に

よ
し
。
又
お
と
き
り
さ
う
と
い
ふ
草
、し
よ
鳥て

う
の
く
す
り
な
り
。

ま
た
え
も
ぎ
草
も
足あ

し
を
わ
づ
ら
ふ
に
ふ
ま
せ
て
よ
し
。
し
か
れ

ど
も
た
か
の
爪つ

め
草
に
ハ
を
と
り
た
り
。
六
九

　

脚
を
患
っ
た
時
は
、
大
鷹
の
糞
を
つ
け
た
り
弟
切
草
を
与
え
た
り

蓬
を
踏
ま
せ
る
な
ど
の
処
置
法
が
あ
る
が
、
何
よ
り
も
鷹
爪
を
す
り

つ
ぶ
し
た
も
の
を
与
え
る
の
が
よ
い
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
『
鶉

書
』
で
は
、
ウ
ズ
ラ
が
足
を
負
傷
し
た
際
の
症
状
を
複
数
に
分
け
て

紹
介
し
て
お
り
、そ
の
症
状
は
脚
が
弱
っ
て
い
る
時
、足
首
を
ひ
ね
っ

た
時
、腿
を
ね
じ
っ
た
時
、骨
折
し
た
時
の
四
つ
で
あ
る
。『
喚
子
鳥
』

で
は
、
脚
の
負
傷
に
つ
い
て
は
一
つ
の
症
状
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、『
鶉
書
』と
比
べ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、『
鶉
書
』
の
四
つ
の
症
状
に
対
す
る
処
置
法
に
つ
い
て
見
て

い
く
が
、
足
首
を
ひ
ね
っ
た
時
と
腿
を
ね
じ
っ
た
時
は
同
じ
だ
が
、

そ
の
他
は
異
な
っ
て
い
る
。
足
が
弱
っ
て
い
る
時
は
「
に
ん
じ
ん
を

き
ざ
ミ
、す
こ
し
つ
ゝ
水
け
へ
入
用
な
り
七
〇
」、足
首
や
腿
を
ね
じ
っ

た
時
は
「
は
さ
ミ
む
し
を
か
ひ
、人
と
を
き
と
こ
ろ
に
つ
ね
に
を
き
、

お
り

〱
夜や

き気
に
う
た
せ
て
よ
し
七
一
」、
骨
折
し
た
時
は
「
ま
も
ゝ

の
か
わ
粉こ

に
し
て
、
か
う
や
の
の
り
に
ま
せ
つ
け
て
、
柳や

な
きを
そ
へ
木

に
ゆ
ひ
、
す
な
ハ
ち
や
な
き
の
か
わ
に
て
ま
き
を
く
へ
し
七
二
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
使
用
す
る
薬
も
行
う
処
置
も
『
喚
子
鳥
』
と
は
全
く

異
な
る
。
続
い
て
『
喚
子
鳥
』
の
第
7
項
、
糞
が
詰
ま
っ
た
時
の
処
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置
法
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

 
諸し

よ
鳥て

う
ふ
ん
の
け
つ
し
て
つ
ま
る
に
ハ
、
紅べ

に
粉
を
と
き
ゑ
に
ま
ぜ

く
ハ
せ
て
よ
し
。
つ
ミ
ゑ
鳥
に
ハ
水
に
ま
ぜ
て
よ
し
。
又
は
づ

を
水
に
つ
け
、
そ
の
水
を
の
ま
し
む
。
し
か
し
過す

ぐ
る
時
ハ
け
が

有
。
上
鳥
に
ハ
無
用
。
七
三

　

紅
粉
を
溶
き
餌
に
ま
ぜ
て
与
え
る
こ
と
を
基
本
と
し
、「
つ
み
え
」

と
呼
ば
れ
る
粟
、
稗
、
米
、
荏
胡
麻
、
胡
桃
な
ど
を
主
食
と
す
る
鳥

に
は
、
紅
粉
を
水
に
溶
い
た
も
の
や
巴
豆
を
つ
け
た
水
を
与
え
る
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
ら
を
与
え
す
ぎ
る
と
よ
く
な
い
こ

と
や
、
上
鳥
に
は
与
え
る
必
要
は
な
い
旨
も
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方

『
鶉
書
』
の
処
置
法
は
、

　
　

 

う
ち
の
つ
ま
り
た
る
鳥
ハ
尾お

を
さ
す
も
の
な
り
。
こ
の
く
す
り

に
ハ
、
い
の
こ
づ
ち
き
さ
み
、
水
け
へ
入
か
ふ
へ
し
。
ま
た
く

ハ
つ
せ
き
を
粉こ

に
し
て
、口く

ち
へ
入
水ミ

づ
を
す
く
ひ
入
も
よ
し
。た
ゞ

し
す
な
に
て
つ
ま
り
た
る
も
、
右
同ど

う
せ
ん
に
尾お

を
さ
し
鳥
ふ
く

れ
口く

ち
を
あ
く
も
の
な
り
。
こ
れ
は
つ
む
の
ほ
に
て
ほ
り
出
す
な

り
。
七
四

と
な
っ
て
い
る
。
猪
小
槌
を
刻
ん
だ
も
の
や
滑
石
の
粉
を
与
え
る
よ

う
に
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
『
喚
子
鳥
』
の
処
置
法
と
は
異
な
っ

て
い
る
。
ま
た
砂
が
詰
ま
っ
た
際
の
対
処
法
も
記
さ
て
い
る
が
、
こ

れ
も
同
じ
く
『
喚
子
鳥
』
に
は
見
ら
れ
な
い
情
報
で
あ
る
。

　
『
喚
子
鳥
』
と
『
鶉
書
』
で
症
状
が
類
似
す
る
第
4
項
と
第
7
項

に
つ
い
て
比
較
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
処
置
法
は
全
く
異
な
っ
て
い

た
。
理
由
と
し
て
は
、『
鶉
書
』
は
『
喚
子
鳥
』
よ
り
も
六
十
年
以

上
昔
の
書
物
で
あ
る
た
め
、『
喚
子
鳥
』
が
刊
行
さ
れ
る
頃
に
は
『
鶉

書
』
の
情
報
は
古
く
な
っ
て
し
ま
い
、
新
し
く
確
立
し
た
処
置
法
が

『
喚
子
鳥
』に
記
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、『
鶉
書
』

で
は
二
十
六
項
も
あ
っ
た
傷
病
に
関
す
る
項
目
が
、『
喚
子
鳥
』
に

は
七
項
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
や
、『
鶉
書
』
で
は
四
つ
に
分
か
れ

て
い
た
足
の
負
傷
に
関
す
る
項
目
が
、『
喚
子
鳥
』
で
は
一
つ
の
項

目
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
『
喚
子
鳥
』
の
第
6
項
と

内
容
が
一
致
す
る
『
鶉
書
』
の
項
目
に
は
、『
喚
子
鳥
』
よ
り
も
多

く
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
ど
れ
も

『
鶉
書
』
の
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
情
報
量
が
多
く
、『
喚
子
鳥
』
の

方
は
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
関
し
て
は
、
作
り
手
の
狙

い
や
読
者
か
ら
の
需
要
が
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
餌
の
作
り
方
や
表
7
の
第
8
項
か
ら
第
11
項
な
ど
、『
喚

子
鳥
』
の
飼
育
情
報
の
部
に
載
っ
て
い
る
内
容
の
ほ
と
ん
ど
は
『
鶉

書
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
反
対
に
『
鶉
書
』
で
大
部
分

を
占
め
て
い
た
ウ
ズ
ラ
の
鳴
き
声
に
関
す
る
情
報
は
、『
喚
子
鳥
』



― 77 ―

で
は
さ
し
て
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。
近
世
中
期
以
降
は
鳴
き
合
わ
せ

に
関
す
る
情
報
よ
り
、鳥
に
合
っ
た
餌
の
作
り
方
や
住
処
の
整
え
方
、

鳥
の
習
性
を
知
る
こ
と
な
ど
に
需
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
で
『
喚
子
鳥
』
の
ウ
ズ
ラ
の
解
説
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
　

鶉
う
づ
ら 
餌え

飼が
ひ　

き
び　

粟あ
ハ　

ひ
ゑ　

米

　
　

 

大
き
さ
毛け

色い
ろ

世よ

に
知し

る
鳥
な
れ
ば
、
し
る
す
に
お
よ
ば
ず
。
こ

ゑ
大
き
に
善ぜ

ん
あ
く悪
あ
り
。よ
き
鳥
ま
れ
に
有
時
ハ
大
き
に
調て

う

法ほ
う

す
。

あ
ら
鳥
冬ふ

ゆ

お
ほ
く
い
つ
る
。
此
か
ご
上
ハ
あ
ミ
を
は
り
、
下
に

ハ
砂す

な

を
入
か
ふ
べ
し
。
う
な
き
の
生な

ま

ゑ
に
て
夜よ

が
ひ
な
ど
す
る

時
ハ
、
冬ふ

ゆ

も
ふ
け
る
物
な
り
。
お
鳥
に
ハ
す
り
ゑ
を
用も

ち

ゆ
。
七
五

　

ま
ず
は
ウ
ズ
ラ
に
与
え
る
べ
き
餌
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
続

い
て
ウ
ズ
ラ
の
見
た
目
の
特
徴
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
人
口
に
膾
炙

し
た
鳥
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
詳
し
い
説
明
は
省
か
れ
て
い
る
。
当

時
、
ウ
ズ
ラ
が
非
常
に
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
記
述

で
あ
る
。
そ
の
後
、ウ
ズ
ラ
の
鳴
き
声
に
関
す
る
解
説
が
さ
れ
る
が
、

鳴
き
声
に
は
善
悪
が
あ
り
良
い
声
の
個
体
は
非
常
に
大
切
に
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。『
鶉
書
』
の
よ
う
に
声
色
の
説

明
や
そ
れ
ぞ
れ
の
声
の
優
劣
に
つ
い
て
は
解
説
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

の
代
わ
り
『
喚
子
鳥
』
で
は
、
ウ
ズ
ラ
は
冬
に
な
る
と
飛
び
上
が
る

習
性
が
あ
る
こ
と
を
説
明
し
、
そ
の
対
処
法
と
し
て
籠
の
上
に
網
を

張
り
下
に
は
砂
を
敷
く
こ
と
や
、
鰻
の
生
餌
で
夜
飼
い
す
れ
ば
冬
も

囀
る
こ
と
、
小
鳥
に
は
す
り
餌
を
与
え
る
こ
と
な
ど
を
進
言
し
て
い

る
。

　

で
は
、こ
こ
で『
鶉
書
』と『
喚
子
鳥
』の
特
徴
を
ま
と
め
よ
う
。『
鶉

書
』
は
、
近
世
初
期
の
鶉
合
の
流
行
に
伴
い
刊
行
さ
れ
た
飼
育
書
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
ウ
ズ
ラ
の
鳴
き
声
の
特
徴
や
優
劣
な
ど
に
つ
い

て
非
常
に
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
お
り
、
ウ
ズ
ラ
を
飼
育
す
る
意
義
の

大
部
分
が
、
優
秀
な
鳴
き
声
の
ウ
ズ
ラ
を
選
出
し
鶉
合
を
行
う
こ
と

に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
本
書
の
後
半
に
は
、
ウ
ズ
ラ
が
病
気
や

け
が
を
し
た
際
の
処
置
法
に
つ
い
て
、
細
か
く
分
類
さ
れ
た
症
状
ご

と
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。
換
羽
期
の
こ
と
や
飼
育
す
る
上
で
季
節
ご

と
に
注
意
す
べ
き
こ
と
な
ど
、
飼
育
法
に
つ
い
て
も
多
少
触
れ
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
分
量
は
鳴
き
声
や
傷
病
の
処
置
法
と
比
べ
る
と
非

常
に
少
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
近
世
初
期
の
ウ
ズ
ラ

の
飼
育
は
、
捕
ら
え
た
ウ
ズ
ラ
の
優
劣
を
見
極
め
、
そ
の
鳥
を
良
い

状
態
に
保
つ
た
め
に
、
何
か
あ
っ
た
際
に
は
治
療
す
る
と
い
う
こ
と

に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
方
『
喚
子
鳥
』
は
、
様
々
な
鳥
に
つ
い
て
そ
の
特
徴
や
飼
育
法

な
ど
が
解
説
さ
れ
た
飼
育
書
で
あ
る
。
本
書
は
最
初
に
主
要
な
餌
の

種
類
と
作
り
方
、
そ
し
て
傷
病
の
治
療
法
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

後
、
各
鳥
ご
と
に
そ
の
特
徴
や
与
え
る
べ
き
餌
、
適
切
な
住
処
の
作

り
方
な
ど
が
簡
潔
に
記
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ズ
ラ
の
説
明
で
は
、
主
に
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そ
の
特
徴
や
飼
育
法
、
習
性
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、『
鶉
書
』

の
よ
う
に
鳴
き
声
に
関
す
る
詳
細
な
解
説
は
見
ら
れ
ず
、
飼
育
法
を

中
心
に
解
説
さ
れ
て
い
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
喚
子
鳥
』
は
そ

れ
ぞ
れ
の
鳥
に
合
っ
た
適
切
な
飼
育
方
法
を
知
る
た
め
の
書
物
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
喚
子
鳥
』
が
刊
行
さ
れ
て
し
ば
ら
く
経
っ
た

明
和
・
安
永
（
一
七
六
四
〜
八
一
）
の
頃
、
江
戸
で
は
鶉
合
の
再
流

行
が
あ
り
、
優
れ
た
鳴
き
声
の
ウ
ズ
ラ
は
高
値
で
取
引
が
行
わ
れ
た

と
い
う
。
七
六
「
嬉
遊
笑
覧
」
に
は
「
凡
鶉
は
鶯
な
ど
の
如
く
、
よ
き

鳥
に
付
置
て
音
を
学
ば
す
る
事
な
ら
ぬ
七
七
」
と
あ
り
、
ウ
ズ
ラ
は
鶯

な
ど
と
違
い
鳴
き
声
を
教
え
込
む
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
善
し
悪
し

の
ほ
と
ん
ど
が
遺
伝
で
決
ま
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
優
れ
た
鳴
き
声

の
ウ
ズ
ラ
が
高
値
で
取
引
さ
れ
て
い
た
の
は
こ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

ま
た
同
書
に
は
、「
近
ご
ろ
文
政
頃
よ
り
、や
う

〱
巧
み
に
な
り
て
、

子
を
生
ま
せ
て
、よ
き
種
を
そ
だ
つ
と
か
や
七
八
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

文
政
頃
（
一
八
一
八
〜
三
一
）
か
ら
優
秀
な
鳥
を
つ
が
い
で
飼
い
、

繁
殖
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
良
い
血
統
の
鳥
を
育
て
る
こ
と
が

行
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。『
喚
子
鳥
』
に
は
繁
殖
方
法
に
つ
い
て
の

記
述
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
ウ
ズ
ラ
の
解
説
の
最
後
に
「
お
鳥

に
ハ
す
り
ゑ
を
用も

ち

ゆ
七
九
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
雛
の
飼
育
方
法
は
確

立
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
よ
っ
て
近
世
中
期
以
降
の
飼
育

は
、
そ
の
鳥
に
あ
っ
た
適
切
な
環
境
づ
く
り
を
行
い
、
繁
殖
さ
せ
る

こ
と
で
優
秀
な
血
統
を
保
つ
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。

　
お
わ
り
に
　

　

本
稿
で
は
「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
『
鶉
書
』
の
差
異
を
比
較
し
関

係
性
を
探
る
こ
と
、
そ
し
て
近
世
に
刊
行
さ
れ
た
ウ
ズ
ラ
の
飼
育
書

を
通
し
て
、
ウ
ズ
ラ
に
対
す
る
眼
差
し
の
変
遷
を
描
く
こ
と
を
目
標

と
し
て
論
を
進
め
て
き
た
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
の
は
次
の
二
点

で
あ
る
。

　

第
一
に
、
管
見
の
限
り
日
本
で
最
初
に
刊
行
さ
れ
た
動
物
飼
育
書

『
鶉
書
』と
写
本「
鶉
目
利
問
答
書
」の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

先
行
研
究
で
は
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
と
『
鶉
書
』
は
内
容
が
類
似

し
て
お
り
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
の
後
に
『
鶉
書
』
が
成
立
し
た
と

さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
は
『
鶉
書
』
の
草
稿

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
内
容
分
析
や
成
立
年
次
の
同

定
が
行
わ
れ
た
上
で
の
論
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、問
答
の
内
容
、

傷
病
に
関
す
る
解
説
の
二
点
を
比
較
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

真
偽
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
ず
、
問
答
の
比
較
で
は
、「
鶉

目
利
問
答
書
」
に
は
な
く
『
鶉
書
』
に
の
み
見
ら
れ
る
設
問
の
存
在

に
つ
い
て
指
摘
し
、
周
辺
の
問
答
と
比
較
す
る
こ
と
で
、「
鶉
目
利

問
答
書
」
に
生
じ
て
い
る
記
述
の
誤
り
や
項
目
の
ず
れ
が
、『
鶉
書
』

で
は
訂
正
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
傷
病
に
関
す
る
項
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目
の
比
較
で
は
、両
書
で
内
容
が
共
通
す
る
前
半
の
項
目
に
お
い
て
、

『
鶉
書
』
が
「
鶉
目
利
問
答
書
」
よ
り
丁
寧
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
な
お
、「
鶉
目
利
問
答
書
」
に
の
み
見

ら
れ
る
後
半
の
項
目
が
、『
鶉
書
』に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
関
し
て
は
、

重
要
性
や
信
憑
性
が
低
い
情
報
で
あ
っ
た
た
め
『
鶉
書
』
の
執
筆
の

際
に
省
か
れ
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。以
上
か
ら
、「
鶉
目
利
問
答
書
」

を
土
台
と
し
て
『
鶉
書
』
が
成
立
し
た
と
考
え
て
よ
い
と
結
論
付
け

た
。

　

第
二
に
、
近
世
を
通
し
て
鳥
の
飼
育
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の

か
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
近
世
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
鶉
書
』
で
は
、

捕
ら
え
た
ウ
ズ
ラ
の
優
劣
を
見
極
め
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
、
残

り
の
ほ
と
ん
ど
は
傷
病
の
処
置
法
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
た
。一
方
、

近
世
中
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
喚
子
鳥
』
は
、
餌
の
作
り
方
や
傷
病
の

治
療
法
、
鳥
の
習
性
に
合
わ
せ
た
住
処
の
作
り
方
な
ど
、
飼
育
に
つ

い
て
『
鶉
書
』
よ
り
も
充
実
し
た
解
説
が
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
雛
の

飼
育
法
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
繁
殖
も
視
野
に
入
れ
た
飼

育
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
が
、
そ
の
目
的
の
多
く
は
優

秀
な
鳥
同
士
を
掛
け
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
良
い
遺
伝
子
を

遺
す
た
め
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
泉
花
堂
三
蝶
に
よ
り
寛
政
一
一
年
（
一
七
九
九
）
に

刊
行
さ
れ
た『
百
千
鳥
』と
い
う
飼
育
書
が
あ
る
。
こ
れ
も『
喚
子
鳥
』

と
同
じ
く
、
様
々
な
鳥
に
つ
い
て
飼
育
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
が

記
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。
こ
の
序
文
か
ら
は
、
近
世
後
期
の
人
々
の

飼
い
鳥
に
対
す
る
思
い
の
一
端
が
窺
え
る
。

　
　

 

野ヤ
ち
う鳥
は
霜そ

う
せ
つ雪
に
寒こ

ゞ
へ
、
風う

ろ雨
に
も
ま
れ
一い

ツ
口こ

ち
の
水

す
い
し
よ
く
食
も
、
鷲し

鷹お
う
の
難な

ん
を
愁

う
れ
い

塒ね
く
らす
る
時
は
、
木を

く
兎と

梟け
う
ゆ
う柚
の
為
に
心
を
痛い

た
む
。

籠こ
ち
う中
に
て
ハ
寒か

ん
し
よ暑
の
苦

く
る
しミ
な
し
﹇
中
略
﹈
飼か

い
鳥と

り
も
下へ

た手
に
飼か

は
れ

命い
の
ちを
ち
ゞ
む
。
是
を
救

す
く
はん
事
を
思
ひ
一
冊
を
綴つ

ゞ
り
ぬ
。
八
〇

　

野
鳥
は
寒
さ
や
雨
風
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
餌
や
水
に
困

り
、
換
羽
期
の
際
に
は
天
敵
に
襲
わ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。
し
か
し
籠

の
中
で
飼
わ
れ
る
鳥
に
そ
の
心
配
は
な
い
。
た
だ
し
下
手
に
飼
わ
れ

れ
ば
命
を
縮
め
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
鳥
を
救
う
た
め

に
こ
の
本
を
綴
る
の
だ
と
い
う
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
百
千
鳥
』

は
ま
さ
に
鳥
を
飼
う
人
の
た
め
、
そ
し
て
飼
わ
れ
る
鳥
の
た
め
に
記

さ
れ
た
飼
育
書
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
鳥

に
適
し
た
餌
や
住
処
を
提
供
す
る
飼
育
方
法
が
、
優
れ
た
鳥
を
掛
け

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
優
秀
な
血
統
を
遺
す
た
め
に
開
拓
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、『
百
千
鳥
』
の
著
者
の
よ
う
に
、
鳥
の

こ
と
を
思
う
た
め
に
鳥
に
と
っ
て
良
い
環
境
を
整
え
た
い
と
思
っ
た

人
々
が
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
『
鶉
書
』
は
近
世
初
期
の
鶉
合
の
流
行
に
伴
い
刊
行
さ
れ
て
お
り
、

鳴
合
に
関
す
る
情
報
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
人
々
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は
ウ
ズ
ラ
を
鳴
合
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
壊
れ
た
も
の
を
直
す
と
い
う
感
覚
で
、

飼
育
法
よ
り
も
傷
病
の
治
療
法
が
よ
り
多
く
記
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
、
近
世
中
期
に
刊
行
さ
れ
た
『
喚
子
鳥
』
は
、
鳥

ご
と
に
与
え
る
べ
き
餌
や
適
し
た
住
処
の
作
り
方
な
ど
、
飼
育
法

を
中
心
に
記
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、『
喚
子
鳥
』
で
は
ウ
ズ
ラ
を

道
具
で
と
し
て
で
は
な
く
、
命
あ
る
生
き
物
と
し
て
捉
え
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
〇
〇
九
年
、
一
四
三
頁
。

　

五
 
　

滝
沢
馬
琴
『
吾
仏
乃
記
』（
細
川
博
昭
『
大
江
戸
飼
鳥
草
紙　

江
戸

の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』
よ
り
孫
引
き
）。

　

六
 
　

小
島
憲
之﹇
他
﹈校
注
・
訳『
日
本
書
紀
』、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、

二
、
小
学
館
、
一
九
九
四
―
一
九
九
八
年
、
一
六
九
―
一
七
〇
頁
。

　

七
 
　

細
川
博
昭
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
歴

史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
三
九
八
、吉
川
弘
文
館
、二
〇
一
五
年
、四
六
頁
。

　

八
 
　

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
四
七
頁
。

　

九
 
　

渡
辺
実
校
注
『
枕
草
子
』、新
日
本
古
典
文
学
大
系
二
五
、岩
波
書
店
、

一
九
九
一
年
、
一
九
四
―
一
九
五
頁
。

一
〇　

筆
者
意
訳
。
以
後
、﹇　

﹈
は
全
て
筆
者
に
よ
る
。

一
一　

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
四
九
頁
。

一
二　

前
掲
『
枕
草
子
』、
三
七
頁
。

一
三　

永
積
安
明
、
島
田
勇
雄
校
注
『
古
今
著
聞
集
』、
日
本
古
典
文
学
大

系
八
四
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
、
五
一
六
頁
。

一
四　

 

葉
と
枝
。

一
五　

前
掲
『
古
今
著
聞
集
』、
五
一
八
―
五
二
〇
頁
。

一
六　

難
波
常
雄
﹇
他
﹈
校
『
明
月
記
』
第
二
国
書
刊
行
会
、一
九
六
九
年
、

九
四
頁
。

一
七　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
五
三
頁
。

一
八　

 

前
掲
『
明
月
記
』
第
二
、四
七
九
頁
。

一
九　

 

文
化
三
年
条
「
新
羅
遣
二
上
臣
大
阿
飡
金
春
秋
等
一
、
送
二
博
士
小
山

中
中
臣
連
押
熊
一
来
、献
二
孔
雀
一
隻
・
鸚
鵡
一
隻
」（
前
掲
『
日
本
書
紀
』

三
、一
六
九
頁
）。

二
〇　

 

前
掲
『
明
月
記
』
第
二
、五
〇
四
頁
。

注一
 
　

一
般
社
団
法
人
ペ
ッ
ト
フ
ー
ド
協
会
「
平
成
三
〇
年　

全
国
犬
猫
飼
育

実
態
調
査
」、
総
務
省
統
計
局
「
人
口
推
計
（
二
〇
一
八
年
〈
平
成
三
〇

年
〉
一
〇
月
一
日
現
在
）」（https://petfood.or.jp/data/chart2

0
1
8/index.

htm
l

）
二
〇
二
〇
年
一
月
九
日
取
得
。

　

二
 
　
「
動
物
愛
護
に
関
す
る
世
論
調
査
」
平
成
一
五
年
七
月
調
査
（https://

w
w

w.stat.go.jp/data/jinsui/2
0
1
8np/index.htm

l

）
二
〇
二
〇
年
一
月

九
日
取
得
。

　

三
 
　

兼
平
賢
治
『
馬
と
人
の
江
戸
時
代
』、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

三
九
八
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
五
年
、
根
崎
光
男
『
犬
と
鷹
の
江
戸

時
代　
「
犬
公
方
」
綱
吉
と
「
鷹
将
軍
」
吉
宗
』、
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
四
二
三
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
参
照
。

　

四
 
　

長
谷
川
強
﹇
他
﹈
校
訂
『
嬉
遊
笑
覧
』
第
五
巻
、
岩
波
書
店
、
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二
一　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
五
五
頁
。

二
二　

 
国
書
刊
行
会
編
『
言
継
卿
記
』
第
三
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、

一
九
九
八
年
、
六
四
八
頁
。

二
三　

 

前
掲
『
言
継
卿
記
』
第
三
、三
二
六
頁
。

二
四　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
九
八
―

九
九
頁
。

二
五　

 

朝
倉
治
彦
校
注
『
人
倫
訓
蒙
図
彙
』、
平
楽
寺
﹇
他
﹈
出
版
、

一
六
九
〇
年
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）、
一
五
四
頁
。

二
六　

 

柴
田
光
彦
新
訂
増
補
『
曲
亭
馬
琴
日
記
』
第
二
巻
、中
央
公
論
新
社
、

二
〇
〇
九
―
二
〇
一
〇
年
、
九
二
頁
。

二
七　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
一
〇
二

頁
。

二
八　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
八
二
―

八
三
頁
、
八
五
頁
。

二
九　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
一
四
七

―
一
四
八
頁
。

三
〇　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
一
〇
六

頁
。

三
一　

 

前
掲
『
曲
亭
馬
琴
日
記
』
第
一
巻
、
六
三
頁
。

三
二　

 

泉
花
堂
三
蝶
『
百
千
鳥
』、
柏
原
屋
与
左
衛
門
﹇
他
﹈
出
版
、

一
七
九
九
年
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）、
一
一
丁
表
か
ら
一
一
丁
裏
。

三
三　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
九
二
―

九
四
頁
。

三
四　

 

前
掲
『
嬉
遊
笑
覧
』
第
五
巻
、
一
四
二
―
一
四
三
頁
。

三
五　

 

森
川
昭
﹇
他
﹈
校
注
『
初
期
俳
諧
集
』、
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、

一
五
二
頁
。

三
六　

 

大
野
洒
竹
編
纂
校
訂
『
其
角
全
集
』、
博
文
館
、
一
八
九
八
年
、

九
六
頁
。

三
七　

 

前
掲
『
嬉
遊
笑
覧
』
第
五
巻
、
一
四
三
頁
。

三
八　

 

前
掲
『
嬉
遊
笑
覧
』
第
五
巻
、
一
四
三
頁
。

三
九　

 

前
掲
『
嬉
遊
笑
覧
』
第
五
巻
、
一
四
三
頁
。

四
〇　

 

蘇
生
堂
主
人
『
鶉
書
』、
出
版
者
不
明
、
一
六
四
九
年
（
国
立
国
会

図
書
館
蔵
）、
一
丁
表
か
ら
二
丁
表
。

四
一　

 

蘇
生
堂
主
人
『
喚
子
鳥
』、
須
原
屋
茂
兵
衛
、
塩
屋
喜
助
、

一
七
一
〇
年
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）、
二
丁
表
か
ら
二
丁
裏
。

四
二　

 

人
見
必
大
『
本
朝
食
鑑
』（
一
六
九
七
）
や
貝
原
益
軒
『
大
和
本
草
』

（
一
七
〇
九
）。

四
三　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
一
四
四

頁
。

四
四　

 

松
尾
信
一
﹇
他
﹈
校
注
『
鶉
書
・
犬
狗
養
畜
伝
・
厩
柵
附
飼
方
次
第
・

牛
書
・
安
西
流
馬
医
巻
物
・
万
病
馬
療
鍼
灸
撮
要
・
解
馬
新
書
』、
日

本
農
書
全
集
六
〇
、
農
山
漁
村
文
化
協
会
、
一
九
九
六
年
、
七
一
〇
頁
。

四
五　

 

『
童
子
問
』
で
は
孔
孟
の
正
指
や
学
問
の
正
道
、『
論
語
』
に
つ
い

て
な
ど
、
基
礎
知
識
の
問
答
か
ら
始
ま
り
、
そ
の
後
『
論
語
』
と
六
経

や
孔
孟
の
意
義
な
ど
よ
り
細
か
い
解
説
に
入
っ
て
い
る
。

四
六　

 

「
体
充
問
曰
、
人
間
の
心
だ
て
さ
ま

あ
り
て
、
を
こ
な
ふ
と
こ

ろ
そ
の
品
お
ほ
し
。（
中
略
）
人
間
一
生
涯
、
い
づ
れ
の
道
を
か
受
容

の
業
と
仕
る
べ
く
候
や
。
師
の
曰
、
わ
れ
人
の
う
ち
に
、
至
徳
要
道
と

い
へ
る
天
下
無
双
の
霊
宝
あ
り
。
こ
の
た
か
ら
を
用
て
、
心
に
ま
も
り

身
に
お
こ
な
ふ
要
領
と
す
る
也
。（
中
略
）
体
充
曰
、
さ
や
う
の
た
か
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ら
は
ま
こ
と
に
も
と
め
ま
ほ
し
き
事
に
て
御
座
候
へ
ど
も
、
あ
ま
り
に

広
大
な
る
道
な
れ
ば
、
わ
れ

が
分
に
て
は
を
よ
び
が
た
く
お
ぼ
え

候
。
師
の
曰
、
そ
れ
は
あ
し
き
心
得
也
。
広
大
な
る
ゆ
へ
に
我
人
の
を

よ
ぶ
こ
と
に
て
候
」（
山
井
湧
﹇
ほ
か
﹈
校
注
『
中
江
藤
樹
』、
日
本
思

想
体
系
二
九
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
二
二
―
二
三
頁
）。

四
七　

 

前
掲
『
鶉
書
』、
九
丁
表
。

四
八　

 

前
掲
『
鶉
書
』、
九
丁
表
。

四
九　

 

前
掲
「
鶉
目
利
問
答
書
」、
一
二
丁
表
か
ら
一
三
丁
表
。

五
〇　

 

前
掲
『
鶉
書
』、
九
丁
表
か
ら
九
丁
裏
。

五
一　

 

前
掲
「
鶉
目
利
問
答
書
」、
一
〇
丁
表
か
ら
一
〇
丁
裏
。

五
二　

 

前
掲
「
鶉
目
利
問
答
書
」、
四
丁
表
。

五
三　

 

前
掲
『
鶉
書
』、
五
丁
裏
。

五
四　

 

前
掲
「
鶉
目
利
問
答
書
」、
一
三
丁
裏
。

五
五　

 

前
掲
「
鶉
目
利
問
答
書
」、
一
三
丁
裏
か
ら
一
四
丁
表
。

五
六　

 

「
せ
け
ん
に
か
し
ら
さ
ま

あ
り
と
い
ふ
と
も
老ら

う
人じ

ん
は
さ
や
う
の

事
一
さ
い
し
ら
ず
ひ
や
う
し
色い

ろ
に
ほ
ひ
あ
れ
ハ
上
と
い
ふ
」（
前
掲
『
鶉

書
』、
一
一
丁
表
か
ら
一
一
丁
裏
）。

五
七　

 

前
掲
『
鶉
書
・
犬
狗
養
畜
伝
・
厩
柵
附
飼
方
次
第
・
牛
書
・
安
西

流
馬
医
巻
物
・
万
病
馬
療
鍼
灸
撮
要
・
解
馬
新
書
』、
四
三
頁
。

五
八　

 

前
掲
「
鶉
目
利
問
答
書
」、
一
三
丁
裏
。

五
九　

 

付
録
四
の
第
七
項
、
第
一
四
項
、
第
一
九
項
参
照
。

六
〇　

 

前
掲
『
大
江
戸
飼
い
鳥
草
紙　

江
戸
の
ペ
ッ
ト
ブ
ー
ム
』、
一
四
五

―
一
四
六
頁
。

六
一　

 

貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
卯
三
月
「
生
鳥
類
飼
置
候
儀
可
為
無
用
」、

同
年
七
月
二
日
「
何
ニ
而
も
生
類
売
買
仕
間
敷
候
、
き
り

す
松
虫

玉
虫
之
類
、
慰
ニ
も
飼
申
間
敷
由
被
渡
候
」（
横
田
悠
紀
「
近
世
日
本

に
お
け
る
鼠
の
飼
育
書　
『
養
鼠
玉
の
か
け
は
し
』（
一
七
七
五
）・『
珍

翫
鼠
育
艸
』（
一
七
八
七
）
を
中
心
に
」（
熊
本
県
立
大
学
文
学
部
日
本

語
日
本
文
学
科
卒
業
論
文
、
二
〇
一
四
年
三
月
）
付
録
二
よ
り
。

六
二　

 

前
掲
『
喚
子
鳥
』
下
巻
、
七
丁
裏
。

六
三　

 

ワ
タ
ム
シ
か
。
ア
ブ
ラ
ム
シ
の
一
種
。

六
四　

 

ボ
ウ
フ
ラ
の
別
称
。

六
五　

 

エ
ビ
ヅ
ル
ム
シ
か
。
ブ
ド
ウ
ス
カ
シ
バ
の
幼
虫
。
小
鳥
の
餌
と
し

て
用
い
ら
れ
る
。

六
六　

 

前
掲
『
喚
子
鳥
』
上
巻
、
六
丁
裏
。

六
七　

 

前
掲
『
喚
子
鳥
』
上
巻
、
七
丁
裏
。

六
八　

 

前
掲
『
鶉
書
』、
一
六
丁
裏
。

六
九　

 

前
掲
『
喚
子
鳥
』
上
巻
、
六
丁
裏
か
ら
七
丁
表
。

七
〇　

 

前
掲
『
鶉
書
』、
一
三
丁
裏
か
ら
一
四
丁
表
。

七
一　

 

前
掲
『
鶉
書
』、
一
四
丁
表
。

七
二　

 

前
掲
『
鶉
書
』、
一
四
丁
裏
。

七
三　

 

前
掲
『
喚
子
鳥
』
上
巻
、
七
丁
裏
。

七
四　

 

前
掲
『
鶉
書
』、
一
五
丁
表
。

七
五　

 

前
掲
『
喚
子
鳥
』
下
巻
、
七
丁
裏
か
ら
八
丁
表
。

七
六　

 

前
掲
『
嬉
遊
笑
覧
』
第
五
巻
、
一
四
三
頁
。

七
七　

 

前
掲
『
嬉
遊
笑
覧
』
第
五
巻
、
一
四
三
頁
。

七
八　

 

前
掲
『
嬉
遊
笑
覧
』
第
五
巻
、
一
四
三
頁
。

七
九　

 
前
掲
『
喚
子
鳥
』
下
巻
、
八
丁
表
。

八
〇　

 
前
掲
『
百
千
鳥
』、
一
丁
表
か
ら
一
丁
裏
。


