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月
の
中
で
兎
が
餅
を
搗つ
い
て
い
る
と
い
う
お  

伽    

噺  

と
ぎ
ば
な
し

も
、
そ
れ
が
以
前

で
あ
っ
た
ら
、
何
等
不
自
然
な
感
じ
を
抱
か
せ
ず
に
子
供
達
の
頭
に
は
い
っ

た
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
の
小
学
校
へ
行
っ
て
い
る
者
に
、
月
を
指
し
て
、
あ

の
中
に
兎
が
棲
ん
で
い
る
と
い
っ
た
ら
、
た
と
い
そ
れ
が
お
話
で
あ
ろ
う
と
、

か
く
空
想
す
る
こ
と
に
却
て
骨
が
折
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
等

に
と
っ
て
あ
ま
り
不
自
然
な
事
柄
に
き
こ
え
る
か
ら
で
す
。

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
の
頃
の
子
供
達
に
、
著
る
し
く
詩
的
空

想
が
欠
乏
し
た
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
れ
ば
、

も
し
彼
等
に
月
の
世
界
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
だ
か
と
い
う
こ
と
を
話
し
た
ら
、

熱
心
に
な
っ
て
そ
の
話
を
き
く
ば
か
り
で
な
く
「
ど
ん
な
生
物
が
そ
こ
に
棲
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み
、
そ
し
て
、
昔
は
や
は
り
人
間
が
住
ん
で
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
昼
は
熱
く

夜
は
寒
い
と
い
う
が
、
ロ
ケ
ッ
ト
に
乗
っ
て
行
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、

ど
ん
な
だ
ろ
う
…
…
」
と
、
さ
ま
ざ
ま
に
空
想
を
逞
う
す
る
に
ち
が
い
な
い

か
ら
で
す
。

　
こ
れ
を
要
す
る
に
、
兎
が
餅
を
搗
い
て
い
る
と
い
っ
た
時
代
の
子
供
の
知

識
は
そ
の
生
活
状
態
と
調
和
し
て
い
た
が
た
め
に
、
何
等
不
自
然
を
感
ず
る

こ
と
な
く
、
そ
の
話
の
中
に
引
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
の
子
供
達

の
知
識
は
か
ゝ
る
現
実
に
根
拠
を
有
し
な
い
空
想
を
拒
否
す
る
が
た
め
に
他

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
彼
等
は
、
遊
び
の
上
に
も
、
娯
楽
の
上
に
も
、
知

識
と
の
調
和
を
求
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
極
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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空
想
は
い
か
に
自
由
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
現
実
に
立
脚
す
る
も
の
で
す
。

北
方
の
土
地
に
生
れ
た
子
供
達
に
は
、
南
国
の
自
然
や
、
生
活
は
、
た
と
い

書
物
で
見
た
り
、
話
で
き
い
た
り
し
て
も
、
真
に
分
る
も
の
で
は
な
い
の
で

す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
幾
何
で
も
分
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
芸
術
の
力
を
借

り
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
と
え
ば
、
同
じ
海
に
し
て
も
、
北
方
の
海
と
、
南
方
の
海
と
は
、
色
彩
、

感
覚
、
特
性
等
か
ら
、
そ
の
人
々
に
与
え
つ
ゝ
あ
る
影
響
に
至
る
ま
で
異
る

の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
そ
の
地
方
の
子
供
達
が
海
洋
に
対
す
る
空
想
、

憧
憬
は
、
決
し
て
同
じ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
れ
に
対
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す
る
愛
憎
、
喜
悲
の
感
情
に
至
る
ま
で
、
ま
た
同
じ
い
と
は
い
え
な
か
っ
た

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
概
念
的
に
、
た
だ
海
と
い
っ
て
も
、
す
べ
て
の
子
供

達
に
ぴ
っ
た
り
と
来
る
も
の
で
な
い
。
ま
た
、
海
と
い
う
も
の
ゝ
学
問
的
な

知
識
だ
け
で
も
満
足
さ
せ
得
る
も
の
で
な
い
。
彼
等
の
経
験
と
知
識
と
が
調

和
し
て
、
そ
の
上
に
築
か
れ
た
美
し
い
空
想
の
世
界
で
な
け
れ
ば
、
真
に
魅

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
す
べ
て
の
空
想
が
、
そ
の
華
麗
な
花
と
咲
く
た
め
に
は
、
豊
饒
の
現
実
を

温
床
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
と
く
、
現
実
に
発
生
し
な
い
童
話
は
、
す
で

に
生
気
を
失
っ
た
も
の
で
す
。
過
去
の
お
伽
噺
が
、
そ
の
当
時
の
生
活
、
経

験
に
調
和
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
、
新
し
い
童
話
は
、
今
日
の
生
活
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か
ら
生
れ
た
美
し
い
夢
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
童
話
は
、
空
想
的
産
物
な
る
が
故
に
そ
れ
だ
け
現
実
と
共
闘
し
、
現
実
性

を
帯
び
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
な
る
に
、
こ
れ
ま
で
の
作
家
は
、
童
話
は
お
伽

噺
で
あ
り
、
お
伽
噺
は
、
所
詮
架
空
を
材
料
と
し
た
作
品
な
り
と
の
理
由
を

も
っ
て
、
現
実
か
ら
出
来
る
だ
け
離
脱
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
れ
が
、
単
に
怖
が
ら
せ
の
妖
怪
談
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
滑
稽
も
の

で
あ
っ
た
り
、
然
ら
ざ
れ
ば
、
教
訓
的
な
童
話
で
あ
り
、
若
く
は
、
全
く
の

ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
っ
て
足
れ
り
と
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
か
く
の
ご
と
き
も
の
は
、
児
童
等
の
知
識
の
進
む
に
従
っ
て
、

満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
こ
の
欠
陥
と
不
満
は
、
す
で
に
従
来
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の
お
伽
噺
や
、
童
話
に
つ
い
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
児
童
の
読
物

を
科
学
的
の
も
の
に
引
戻
せ
と
い
う
声
は
、
そ
の
反
動
的
の
あ
ら
わ
れ
と
見

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
近
時
、
児
童
の
読
物
と
い
え
ば
、
先
ず
科
学
的
知

識
を
主
と
し
た
も
の
が
重
き
を
な
す
よ
う
に
な
っ
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
り

ま
す
。

　
し
か
し
、
科
学
的
知
識
の
み
を
基
礎
と
し
た
読
物
は
、
た
と
え
好
奇
心
と

興
味
と
を
多
分
に
持
た
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
個
性
や
、
特
質
や
、
体
験

と
い
う
こ
と
を
無
視
す
る
が
故
に
、
い
ま
だ
こ
れ
を
も
っ
て
真
の
理
解
に
到

達
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
暁
は
、
か
の
架
空
的

な
お
伽
噺
が
現
実
を
無
視
し
た
も
同
じ
結
果
に
陥
る
と
い
っ
て
も
い
ゝ
の
で

あ
り
ま
す
。
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な
ぜ
な
れ
ば
、
児
童
等
の
現
実
に
於
け
る
生
活
は
多
様
だ
か
ら
で
す
。
そ

し
て
、
真
の
児
童
の
た
め
の
読
物
は
、
彼
等
の
生
活
と
関
係
あ
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　
知
識
と
経
験
の
調
和
の
み
が
、
い
ゝ
童
話
を
、
そ
し
て
、
ま
た
、
い
ゝ
児

童
の
読
物
を
作
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
に
は
、
作
者
が
、
ま
ず
児
童
を
理

解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
か
に
深
く
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
作

品
は
、
児
童
の
真
の
友
達
と
な
り
忠
告
者
と
な
り
、
最
も
よ
き
代
弁
者
と
も

な
る
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
ゝ
で
の
如
く
強
圧
す
る
こ
と
の
か
わ
り
に
、
内
部

的
に
感
奮
興
起
せ
し
む
る
に
至
る
の
で
あ
り
ま
す
。
常
に
、
い
ゝ
作
品
は
、

強
い
ら
れ
た
る
感
激
で
な
く
し
て
、
実
に
自
か
ら
に
発
生
し
た
、
詩
的
感
情
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を
呼
び
起
す
に
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
に
は
、
そ
の
作
者
は
、
自
か
ら
子
供

と
な
り
、
子
供
の
時
代
の
人
と
な
っ
て
、
殆
ど
児
童
と
同
一
の
感
情
と
心
理

と
理
解
を
こ
の
自
然
に
対
し
て
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
成

人
を
相
手
と
す
る
読
物
以
上
に
骨
の
折
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
技
巧
と
か
、

単
な
る
経
験
有
無
の
問
題
で
な
く
天
分
に
も
よ
る
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
い

か
に
児
童
文
学
の
至
難
な
る
か
を
語
る
原
因
で
も
あ
り
ま
す
。

　
も
し
、
そ
の
作
者
が
、
真
実
と
純
愛
と
を
も
っ
て
世
上
の
子
供
達
を
見
た

時
に
は
果
し
て
い
か
に
感
じ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　
貧
富
の
相
違
は
も
と
よ
り
、
自
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
、
い
ま
だ
全
く
生
活

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
彼
等
は
、
土
地
、
両
親
、
境
遇
、
そ
し
て
性
質
等
に
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よ
っ
て
、
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
を
す
ら
異
に
し
、
し
か
も
彼
等
は
宿
命
に

甘
ん
じ
て
、
そ
の
裡
に
各
の
幸
福
を
見
出
さ
ん
と
し
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
か
く
の
如
く
多
様
の
生
活
を
な
し
つ
ゝ
あ
る
児
童
等
に
、
概
念
的
な
、

い
か
な
る
読
物
が
真
に
人
間
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
を
教
え
将
来
に
役
立
つ

と
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
知
れ
ば
、
必
ず
行
う
と
い
う
本
能
を
持
つ

児
童
等
に
、
架
空
的
な
お
伽
噺
や
、
道
徳
談
が
、
ど
れ
だ
け
の
役
割
を
果
し

得
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　
こ
ゝ
に
、
た
ゞ
一
つ
、
児
童
を
愛
す
る
作
家
が
あ
り
ま
す
。
各
階
級
層
を

通
じ
て
、
本
能
的
に
生
育
し
つ
つ
あ
る
児
童
の
生
活
を
見
、
理
論
で
な
し
に

愛
情
に
よ
っ
て
は
ぐ
く
ま
ん
と
し
ま
す
。
か
ゝ
る
一
群
の
作
家
こ
そ
、
独
り

芸
術
の
力
の
何
た
る
か
を
解
し
、
そ
し
て
、
童
話
こ
そ
は
、
詩
的
要
素
に
富
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む
、
芸
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
輩
で
す
。

　
学
校
に
於
け
る
画
一
教
育
の
長
所
と
短
所
は
、
す
で
に
世
論
に
よ
っ
て
明

に
さ
れ
た
る
が
如
く
、
彼
等
の
、
社
会
的
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
個
性
を

没
却
し
、
特
色
を
失
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
全
国
一
様
の

教
科
書
は
、
単
に
学
術
的
知
識
を
教
う
る
に
役
立
つ
け
れ
ど
、
そ
の
知
識
が
、

果
し
て
、
各
児
童
等
の
特
種
的
な
る
経
験
と
一
致
す
る
や
否
や
を
考
究
す
る

に
は
至
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
故
に
、
課
外
の
情
操
教
育
や
、
乃
至
人
格
を
造
る
上
に
役
立
つ
教
化

は
学
校
教
育
と
併
行
し
て
奨
励
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
急
務
に
迫
ら
れ
て
い

ま
す
。
児
童
を
中
心
と
す
る
文
学
は
、
そ
れ
自
か
ら
の
中
に
児
童
の
世
界
を
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展
開
し
、
生
活
し
、
観
察
し
、
思
考
す
る
こ
と
よ
り
描
か
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
児
童
の
心
理
は
一
脈
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ

っ
て
反
省
し
、
自
覚
し
、
ま
た
批
判
を
な
す
の
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
、
こ

れ
ら
の
文
学
よ
り
の
教
化
は
、
概
念
的
の
指
導
で
な
く
、
ま
た
強
圧
的
な
教

訓
で
も
な
く
、
全
く
、
体
験
に
訴
え
、
自
得
し
、
自
治
せ
し
む
る
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
を
要
約
す
る
に
、
現
実
に
立
脚
し
た
、
奔
放
不ふ
覊き
な
る
、
美
的
空
想

を
盛
り
、
若
し
く
は
、
不
可
思
議
な
郷
土
的
な
物
語
は
、
こ
れ
を
新
興
童
話

の
名
目
の
下
に
、
今
後
必
ず
や
発
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
機
運
に
置
か
れ
て

い
ま
す
。
い
ま
の
児
童
の
読
物
の
あ
ま
り
に
杜
撰
ず
さ
ん
な
る
、
不
真
面
目
な
る
、
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そ
し
て
調
子
の
低
き
な
ど
は
、
児
童
の
人
格
を
造
る
上
に
幾
何
の
影
響
あ
る

か
を
考
え
て
、
転うた
た
感
慨
な
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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