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幸
田
文
、
前
期
作
品
の
言
語
景
観

│
序
説
と
語
彙
集
成

│

工

藤

力

男

序
　
　
　
説

わ
た
し
が
幸
田
文
の
文
章
に
初
め
て
接
し
た
の
は
、
大
学
を
出
た
春

に
赴
任
し
た
、
名
古
屋
の
高
等
学
校
二
年
生
の
教
室
で
、「
現
代
国

語
」
の
時
間
に
「
紙
」
を
読
ん
だ
時
で
あ
っ
た
。
四
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
短

い
文
章
に
盛
ら
れ
た
幸
田
露
伴
の
精
神
、
露
伴
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
著

者
の
素
養
に
感
銘
を
受
け
る
か
た
わ
ら
、
め
ぐ
り
あ
っ
た
幾
つ
か
の
表

現
に
心
が
引
か
れ
た
。

例
え
ば
「
捨
眼
も
利
か
し
て
」、
あ
る
い
は
「
出
ず
入
ら
ず
」、
こ
の

二
つ
は
そ
れ
ま
で
耳
に
し
た
こ
と
が
な
く
、
い
か
に
も
巧
み
な
表
現
だ

と
感
じ
た
。
ま
た
、
使
用
済
み
の
紙
を
「
ご
み
屋
さ
ん
に
浚
は
せ
る
」

の
簡
潔
さ
、
そ
し
て
、「
深
思
案
」「
気
象
を
養
ふ
」「
紙
の
脚
」
な
ど

の
気
の
利
い
た
言
い
回
し
に
感
心
し
た
の
で
あ
る
。

ピ
ア
ノ
の
藝
で
宮
家
な
ど
に
伺
候
し
た
文
の
叔
母
が
頂
戴
し
て
く
る
、

菓
子
を
包
む
和
紙
の
下
に
敷
か
れ
た
「
経
木
」
が
、
生
徒
た
ち
に
は
理

解
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
そ
れ
を
「
う
す
い
た
」
と
言
う
の
で
あ
っ

た
。
我
が
郷
里
の
秋
田
市
で
も
こ
れ
は
経
木
な
の
で
、
こ
ん
な
物
の
呼

び
方
に
も
、
名
古
屋
と
東
国
と
の
あ
い
だ
で
違
い
の
あ
る
こ
と
を
知
っ

た
。東

京
育
ち
の
幸
田
文
の
使
う
日
本
語
と
、
秋
田
に
育
っ
た
自
分
の
日

本
語
の
間
の
違
い
は
、
ど
ん
な
物
や
事
に
多
い
だ
ろ
う
か
、
ど
の
よ
う

に
違
う
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
、
停
年
退
職
の
三
年
前
、

国
語
学
演
習
で
「
こ
ん
な
こ
と
」（
新
潮
文
庫
『
父
・
こ
ん
な
こ
と
』
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所
収
）
を
読
ん
だ
。
案
の
定
、
学
生
に
は
理
解
し
に
く
い
表
現
や
表
記
、

行
動
や
習
慣
が
い
ろ
い
ろ
見
つ
か
っ
て
興
味
が
尽
き
な
か
っ
た
。

そ
の
二
年
後
、
右
の
演
習
に
出
席
し
た
学
生
の
大
半
が
最
終
学
年
を

迎
え
た
平
成
十
六
年
の
成
城
国
文
学
会
の
講
演
は
、
早
稲
田
大
学
教
授

の
秋
永
一
枝
氏
に
お
願
い
し
た
。
そ
し
て
、「
東
京
弁
の
い
ろ
い
ろ
」

と
題
し
て
話
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
た
。

わ
た
し
は
、
日
本
語
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
趣
味
や
な
り
わ
い
に

し
て
生
き
て
き
た
が
、
幸
田
文
は
お
ろ
か
、
近
代
の
東
京
語
に
関
し
て

は
無
智
に
近
い
。
東
京
語
に
つ
い
て
発
言
す
る
に
は
、
多
種
多
様
の
文

献
に
通
じ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
文
学
者
で
も
、
久
保
田
万
太
郎

を
筆
頭
に
、
宇
野
信
夫
、
戸
板
康
二
な
ど
無
数
と
い
え
る
ほ
ど
の
書
き

手
の
作
品
を
読
破
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
三
遊
亭
圓
朝
を
始
め
と
す

る
落
語
も
見
逃
せ
な
い
。
さ
か
の
ぼ
っ
て
江
戸
時
代
の
言
語
資
料
も
、

洒
落
本
に
人
情
本
に
滑
稽
本
、
歌
舞
伎
に
講
談
に
川
柳
と
、
数
え
上
げ

る
と
き
り
が
な
い
。
わ
た
し
は
そ
れ
ら
に
も
特
に
親
し
ん
で
は
こ
な
か

っ
た
。
幸
田
文
の
言
葉
づ
か
い
に
興
味
が
あ
る
、
そ
れ
だ
け
が
本
稿
の

作
業
に
つ
な
が
る
契
機
で
あ
る
。

幸
田
文
は
、
芸
術
院
賞
を
始
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
光
栄
に
浴
し
た

文
筆
家
で
あ
る
。
こ
の
人
と
そ
の
作
品
を
対
象
に
し
た
評
論
も
多
い
が
、

そ
の
文
章
の
歯
切
れ
の
良
さ
と
か
、
露
伴
し
こ
み
の
教
養
と
か
へ
の
言

及
は
多
い
が
、
大
半
が
文
学
全
集
・
文
庫
版
な
ど
の
解
説
で
、
内
実
は

印
象
の
表
明
で
と
ど
ま
る
こ
と
が
多
い
。
幸
田
文
研
究
の
文
献
目
録
を

見
て
も
、
日
本
語
学
の
た
ち
ば
か
ら
書
か
れ
た
も
の
は
意
外
に
少
な
い
。

そ
こ
で
、
今
の
自
分
で
も
何
か
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
う
考
え
て
、
少
し
試
み
の
鍬
を
入
れ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

幸
田
文
の
「
紙
」
は
、
丸
善
の
広
報
誌
『
學
鐙
』
の
昭
和
五
十
二
年

二
月
号
に
載
っ
た
。
そ
れ
に
い
ち
早
く
反
応
し
た
発
言
に
、
亀
井
孝
氏

の
「
文
章
と
い
ふ
も
の
」
が
あ
り
、
そ
の
年
の
五
月
号
に
発
表
さ
れ
た
。

今
は
同
氏
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
こ
と
ば
の
森
』（
吉
川
弘
文
館　

1995

）

で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

亀
井
氏
は
、「
紙
」
の
冒
頭
か
ら
十
行
ほ
ど
を
引
い
て
、
こ
の
文
章

に
は
冗
語
的
な
表
現
が
多
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。「
出
ず
入
ら
ず
の
手

ご
ろ
な
贈
り
も
の
」
を
始
め
と
す
る
そ
の
た
ぐ
い
を
挙
げ
た
う
え
で
、

「
こ
こ
が
大
切
な
こ
と
だ
が
」
と
方
向
を
か
え
、
こ
の
文
章
の
美
し
さ

に
は
、
そ
う
し
た
表
現
が
大
い
に
あ
ず
か
っ
て
い
る
の
だ
と
し
て
、

「
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
、
こ
の
よ
う
な
文
章
の
あ
や
に
心
を
ひ
か
れ
る

傾
向
の
強
い
こ
と
も
た
し
か
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
亀
井
氏
は
、
戦
後
間
も
な
い
時
期
の
あ
る
学
会
で
国
語
教
育

家
の
行
な
っ
た
講
演
に
話
題
を
転
ず
る
。
米
国
の
大
学
に
留
学
し
た
英
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語
教
師
が
、
作
文
の
教
室
で
、
自
身
の
文
章
を
集
中
が
足
り
な
い
と
し

て
厳
し
く
批
判
さ
れ
た
と
い
う
話
か
ら
、
そ
の
講
演
者
は
、
こ
れ
か
ら

の
日
本
人
に
は
集
中
が
大
切
で
あ
る
旨
を
説
い
た
の
だ
と
い
う
。
講
演

者
の
戦
時
中
の
言
動
を
快
か
ら
ず
思
っ
て
い
た
こ
と
も
加
わ
っ
て
の
亀

井
氏
の
感
想
な
の
だ
が
、「
文
章
道
の
極
致
は
、
こ
と
ば
を
こ
と
ば
と

し
て
、
ほ
ん
と
に
駆
使
し
お
お
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
、

「
紙
」
の
冒
頭
は
や
は
り
「
名
人
藝
」
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

近
代
日
本
の
作
家
五
十
人
の
作
品
を
選
ん
で
論
じ
た
、
中
村
明
『
名

文
』（
筑
摩
書
房　

1979

）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
幸
田
文
の
『
お
と

う
と
』
冒
頭
の
廿
行
ほ
ど
を
引
き
、『
流
れ
る
』
を
読
ん
だ
人
な
ら
、

こ
の
作
家
の
感
覚
描
写
が
ど
ん
な
に
ピ
ン
ピ
ン
し
て
い
る
か
わ
か
る
は

ず
だ
と
述
べ
、
こ
の
引
用
箇
所
か
ら
も
、
作
家
の
至
情
が
「
感
覚
的
な

表
現
に
よ
っ
て
生
き
い
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
」
と
評
し
て
い
る
。
そ
の

論
述
の
結
び
近
く
で
は
、
地
の
文
も
、
姉
「
自
身
の
体
を
と
お
し
て
出

て
く
る
」、「
東
京
下
町
の
話
し
こ
と
ば
が
地
の
文
に
続
出
す
る
」
と
し

て
、「
の
ろ
の
ろ　

と
っ
と
と　

は
す　

が
む
し
ゃ
ら　

追
い
着
か
れ

ち
ゃ　

惨
め
っ
た
ら
し
い　

い
っ
そ　

ほ
っ
と
い
て　

な
ま
じ
っ
か　

‥
‥
」
と
結
ん
で
い
る
。

本
稿
の
意
図
に
近
い
著
作
の
一
つ
に
、
林
え
り
子
氏
の
『
東
京
っ
子

こ
と
ば
抄
』（
講
談
社　

2000

）
が
あ
る
。
平
成
五
年
一
月
か
ら
十
二

年
五
月
ま
で
『
銀
座
百
点
』
に
連
載
さ
れ
た
短
章
と
、『
東
京
人
』
平

成
九
年
三
月
号
に
書
い
た
「
幸
田
文
の
こ
と
ば
辞
典
」
を
、「
東
京
っ

子
こ
と
ば
の
親
玉
は
幸
田
文
」
と
改
題
し
て
併
載
し
た
書
で
あ
る
。

そ
の
内
の
連
載
分
は
、「
あ
い
そ
が
な
い
」
か
ら
「
わ
け
し
り
」
ま

で
の
八
十
八
篇
か
ら
成
る
。
各
篇
の
標
題
の
語
に
つ
な
が
る
語
に
も
言

及
す
る
の
で
、
扱
っ
た
語
は
か
な
り
の
数
に
上
る
が
、
記
述
は
ご
く
簡

単
で
あ
り
、「
い
ん
ぎ
が
い
い
」「
さ
ぶ
い
」「
ち
ゅ
ッ
く
ら
い
」「
ふ
る

し
き
」「
ふ
ん
ず
り
か
え
る
」
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
東
京
訛
り
へ
の
言
及

も
多
い
。

林
氏
は
、
幸
田
文
の
東
京
こ
と
ば
の
記
述
に
あ
た
っ
て
、
池
田
彌
三

郎
「
久
保
田
文
学
と
下
町
こ
と
ば
」（『
言
語
生
活
』
六
十
一
号

1956.10

）
の
四
分
類
を
参
照
し
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
㈠
意
味
が

分
か
ら
ず
聞
い
た
こ
と
も
な
い
こ
と
ば
、
㈡
意
味
は
わ
か
る
が
使
わ
な

い
こ
と
ば
、
㈢
か
つ
て
周
囲
の
年
長
者
が
使
っ
て
い
た
こ
と
ば
、
㈣
今

の
若
い
人
た
ち
は
使
わ
な
い
こ
と
ば
、
と
い
う
内
訳
で
あ
る
。

林
氏
が
対
象
に
し
た
幸
田
文
作
品
は
、
初
期
の
『
父
』『
こ
ん
な
こ

と
』『
ち
ぎ
れ
雲
』
の
三
篇
で
、
百
二
十
の
単
語
と
成
句
を
見
出
し
に

立
て
て
い
る
。
そ
れ
ら
が
秋
永
一
枝
編
『
東
京
語
辞
典
』（
東
京
堂
出

版　

2004　

以
下
、「
秋
永
辞
典
」）
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
か
否
か
を
調

べ
る
と
、
約
半
数
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
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林
氏
が
参
照
し
た
池
田
彌
三
郎
氏
の
方
法
は
有
益
だ
、
と
わ
た
し
も

考
え
る
。
因
み
に
、
池
田
氏
が
久
保
田
作
品
か
ら
拾
い
あ
げ
た
語
は
、

㈠
が
最
多
で
五
十
五
、
㈡
が
三
十
四
、
㈢
が
廿
二
で
あ
る
。
㈣
は
主
に

敬
語
の
た
ぐ
い
で
前
の
三
つ
と
は
少
し
質
が
異
な
る
が
、
こ
の
数
値
の

意
味
は
重
い
。
池
田
氏
で
さ
え
、
万
太
郎
語
彙
の
半
数
近
く
が
難
解
だ

っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
幸
田
文
の
語
彙
が
わ
た
し
に
と
っ
て
難
し
い

の
も
道
理
だ
、
と
言
え
そ
う
に
思
う
。

幸
田
文
の
使
用
す
る
擬
声
語
・
擬
態
語
の
類
は
、
読
者
が
必
ず
注
目

す
る
と
言
え
る
ほ
ど
目
に
つ
く
表
現
で
あ
る
。
水
藤
新
子
氏
の
「
幸
田

文
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
―
―
初
期
作
品
を
対
象
と
し
て
―
―
」（『
早
稲
田
大
学

大
学
院　

文
学
研
究
科
紀
要
』
第
四
十
二
輯
の
三　

1997.2

）
は
、
も

っ
ぱ
ら
そ
れ
を
論
じ
た
一
篇
で
あ
る
。
副
題
の
「
初
期
作
品
」
は
、
処

女
作
の
『
雑
記
』
か
ら
、「
作
家
と
し
て
の
転
機
を
迎
え
る
作
品
と
な

っ
た
」『
流
れ
る
』
ま
で
と
し
て
お
り
、
岩
波
書
店
版
全
集
の
第
一
巻

か
ら
第
五
巻
ま
で
に
収
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
オ
ノ
マ
ト
ペ

の
用
例
数
は
九
百
五
十
三
、
異
な
り
語
数
は
七
百
三
十
五
、
や
は
り
多

い
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
し
か
も
作
り
だ
さ
れ
た
語
が
多
い
か
ら
目
だ

つ
の
で
あ
る
。

　

市
川
孝
「
幸
田
文
の
文
体
」
は
、『
講
座
現
代
語
』
第
５
巻
「
文
章

と
文
体
」（1963

）
所
収
の
論
考
で
、『
お
と
う
と
』（1956

～57

）
と

随
筆
集
『
さ
る
の
こ
し
か
け
』（1957

）
中
の
二
篇
が
対
象
で
あ
る
。

「
用
語
」「
文
の
表
現
」「
文
の
連
接
」
に
分
か
れ
る
考
察
は
、
統
計
的

な
考
察
も
含
ん
で
い
る
。
用
語
で
は
、
擬
声
語
・
擬
態
語
・
俗
語
・
比

喩
的
表
現
に
注
目
し
、
文
の
表
現
で
は
、「
文
の
長
さ
」
の
ほ
か
に
、

「
不
整
表
現
」「
中
止
の
表
現
」「
特
殊
な
連
体
修
飾
」
の
考
察
が
独
自

で
、
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。

東
京
弁
研
究
の
第
一
人
者
の
秋
永
一
枝
氏
が
、
幸
田
文
の
言
語
に
つ

い
て
発
言
し
た
も
の
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
代
表
的
な
業
績
の
一
つ

で
あ
る
『
東
京
弁
辞
典
』
に
供
せ
ら
れ
た
幸
田
文
の
著
作
は
、
刊
行
時

期
の
関
係
で
、
岩
波
書
店
版
全
集
の
第
三
巻
ま
で
と
、
単
行
本
『
木
』

（1962

）・『
幸
田
文　

対
話
』（1997

）
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
秋
永
氏
が
『
東
京
人
』
の
平
成
八
年
一
月
号
に
書
い
た
「
幸
田

文
の
作
品
か
ら　

あ
ざ
や
か
に
東
京
弁
」
は
、
幸
田
文
の
言
語
の
特
徴
を

説
い
て
有
益
な
四
千
余
字
で
あ
る
。
例
え
ば
、
明
治
期
の
東
京
下
谷
で

過
ご
し
た
父
露
伴
の
日
常
語
が
活
写
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
、
柔
ら
か
い

随
筆
の
中
に
小
難
し
い
漢
語
が
顔
を
出
す
こ
と
に
露
伴
の
影
響
を
推
測

し
て
い
る
。
故
事
、
こ
と
わ
ざ
、
し
ゃ
れ
、
も
じ
り
、
俗
語
の
多
用
な

ど
も
指
摘
し
、
久
保
田
万
太
郎
や
長
谷
川
時
雨
の
作
品
に
注
を
施
す
よ

り
難
し
い
だ
ろ
う
と
い
う
。

幸
田
家
の
父
と
娘
の
く
ら
し
の
記
録
か
ら
見
え
て
く
る
の
が
、
新
語
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の
創
造
、
造
語
癖
で
あ
る
。
露
伴
の
「
あ
と
み
よ
そ
わ
か
」
は
そ
の
代

表
で
あ
ろ
う
。
娘
の
文
は
父
の
性
癖
を
受
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
新
語
を

創
作
し
て
い
る
。
例
え
ば
「
ロ
ハ
ニ
ズ
ム
」、「
あ
づ
き
長
光
」、「
直
沈

流
」
で
あ
る
。
わ
た
し
に
と
っ
て
長
く
疑
問
で
あ
っ
た
、
父
の
動
作
を

言
う
「
ゆ
か
た
を
ぢ
か
」（
以
上
、
い
ず
れ
も
『
こ
ん
な
こ
と
』）
を
、

今
は
「
浴
衣
を
直
」
と
推
読
し
て
い
る
が
、
も
と
よ
り
自
信
は
な
い
。

晩
酌
の
膳
に
対
す
る
露
伴
が
、
へ
ら
の
よ
う
な
物
で
は
が
し
な
が
ら
読

み
か
つ
吟
ず
る
膝
の
上
の
「
落
水
本
」（『
み
そ
っ
か
す
』）
は
、
由
緒

あ
る
漢
語
に
よ
る
の
か
、
落
水
と
い
う
雅
号
に
よ
る
の
か
、
新
し
い
造

語
な
の
か
、
遂
に
解
け
ず
に
い
る
。

秋
永
氏
は
、「
懐
か
し
く
て
声
に
出
し
た
く
な
る
。
あ
の
文
章
を
文

法
的
に
み
て
い
っ
た
ら
問
題
は
多
い
の
だ
が
、
何
と
も
言
え
な
い
リ
ズ

ム
が
あ
る
。」
と
も
書
い
て
い
る
。
幸
田
文
の
文
章
の
負
の
側
面
を
衝

い
た
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
象
に
着
目
し
た
わ
た
し
の
採
録

カ
ー
ド
も
相
当
の
数
に
上
っ
て
い
る
。
平
仮
名
を
多
用
す
る
独
特
の
表

記
法
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
語
彙
・
文
法
・
表
記
、
こ
れ
ら
の
作

業
を
せ
ず
し
て
、
幸
田
文
作
品
の
言
語
景
観
の
正
確
な
記
述
は
完
成
し

な
い
。

な
お
、
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、『
江
戸
時
代
語
辞
典
』（
穎
原
退

蔵
著
・
尾
方
仂
編　

角
川
学
芸
出
版
刊
）・『
江
戸
語
辞
典
』（
大
久
保

忠
国
・
木
下
和
子
編　

東
京
堂
出
版
刊
）
な
ど
の
辞
書
類
を
頻
繁
に
め

く
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
解
け
た
疑
問
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。

こ
の
事
実
に
よ
っ
て
も
、
幸
田
文
の
語
彙
の
特
異
性
が
知
ら
れ
る
と
思

う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

本
稿
の
対
象
は
幸
田
文
の
「
前
期
作
品
」
に
限
っ
た
。
そ
の
設
定
に

つ
い
て
述
べ
る
。

著
者
の
文
筆
活
動
は
、
昭
和
廿
二
年
八
月
、
父
露
伴
の
死
を
め
ぐ
る

文
章
「
雑
記
」
を
『
藝
林
閒
歩
』
に
発
表
し
た
こ
と
に
始
ま
る
。
四
十

二
歳
で
あ
っ
た
。
以
後
、
露
伴
の
こ
と
、
自
身
の
幼
少
女
期
の
こ
と
、

身
辺
雑
記
の
随
筆
を
多
作
し
た
。
こ
こ
ま
で
は
、
文
筆
活
動
の
初
期
と

称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

や
が
て
小
説
「
黒
い
裾
」「
流
れ
る
」
の
執
筆
に
至
っ
た
。「
黒
い

裾
」
は
昭
和
三
十
年
に
讀
賣
文
学
賞
を
、「
流
れ
る
」
は
昭
和
三
十
一

年
に
芸
術
祭
文
部
大
臣
賞
と
新
潮
社
文
学
賞
を
受
賞
し
た
。
昭
和
三
十

一
年
に
は
小
説
「
お
と
う
と
」
を
『
婦
人
公
論
』
に
連
載
し
た
。

昭
和
三
十
二
年
に
雑
誌
の
企
画
で
井
川
ダ
ム
を
見
学
し
て
そ
の
体
験

記
を
発
表
し
、
あ
る
い
は
、
東
シ
ナ
海
で
捕
鯨
を
見
学
し
て
印
象
記
を

書
き
、
翌
年
は
鳴
門
海
峡
の
渦
潮
を
見
に
行
く
な
ど
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ

ュ
の
執
筆
が
多
く
な
る
。
こ
う
見
て
く
る
と
、「
流
れ
る
」
ま
で
を
一
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つ
の
画
期
と
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。「
雑
記
」
か
ら
十
年
で
あ
る
。

著
者
の
執
筆
活
動
を
区
分
す
る
に
あ
た
っ
て
、
さ
ら
に
留
意
す
べ
き

こ
と
が
あ
る
。
昭
和
廿
五
年
四
月
七
日
の
『
夕
刊
毎
日
新
聞
』
に
掲
載

さ
れ
た
談
話
「
私
は
筆
を
絶
つ
」
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
一
月
か
ら
『
婦

人
公
論
』
に
「
草
の
花
」
を
連
載
し
て
い
る
の
で
、
実
際
の
絶
筆
期
間

は
八
ヶ
月
ほ
ど
に
過
ぎ
な
い
が
、
執
筆
再
開
後
の
著
者
は
、
書
く
こ
と

に
対
し
て
い
っ
そ
う
自
覚
的
に
な
り
、
父
露
伴
の
思
い
出
屋
で
あ
る
こ

と
を
脱
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
し
て
、
昭
和
廿
五
年
四
月
ま
で
の
初
期
を
含
む
、
処
女
作
か
ら

『
お
と
う
と
』
執
筆
の
昭
和
廿
七
年
ま
で
を
前
期
と
画
す
る
こ
と
に
す

る
。著

者
の
活
動
を
画
す
る
も
う
一
つ
の
契
機
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
奈
良

県
斑
鳩
の
法
輪
寺
の
三
重
塔
再
建
へ
の
関
わ
り
で
あ
る
。
昭
和
四
十
年

八
月
に
現
地
で
住
職
か
ら
設
計
図
を
見
せ
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
関
与
が

本
格
的
に
な
っ
た
の
で
、
こ
の
年
の
連
載
小
説
『
闘
』
ま
で
を
、
著
者

の
執
筆
活
動
の
中
期
と
し
て
画
し
よ
う
と
思
う
。

そ
れ
以
後
、
著
者
は
、
三
重
塔
の
建
設
現
場
に
足
繁
く
通
い
、
遂
に

は
現
地
に
住
み
、
建
設
資
金
を
補
う
た
め
の
講
演
を
重
ね
る
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
の
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
を
含
む
没
年
ま
で
を

後
期
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

本
稿
で
は
、
全
集
の
本
文
廿
一
巻
の
う
ち
、
第
七
巻
ま
で
を
扱
う
。

す
な
わ
ち
、
初
期
を
含
む
前
期
作
品
に
限
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
本
稿

の
投
稿
を
予
定
し
て
い
る
掲
載
誌
の
枚
数
制
限
に
よ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

わ
た
し
の
初
め
の
試
み
は
、『
幸
田
文
全
集
』
第
二
刷
（
岩
波
書
店　

2001

～03

）
に
よ
っ
て
、
自
分
の
興
味
を
呼
ん
だ
語
―
―
自
分
の
理

解
を
越
え
た
言
葉
、
徳
川
幕
府
下
で
洗
練
さ
れ
た
ら
し
い
し
ゃ
れ
た
言

葉
、
下
町
ぐ
ら
し
を
彷
彿
と
さ
せ
る
威
勢
の
言
い
回
し
な
ど
―
―
を
拾

い
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
次
に
、
そ
れ
を
秋
永
辞
典
に
よ
っ
て
確
か

め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
全
集
の
初
め
の
三
巻
で
試
み
、
見
込
み
が

あ
り
そ
う
だ
っ
た
ら
、
残
る
二
十
巻
に
も
探
索
の
手
を
広
げ
る
つ
も
り

で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
作
業
で
全
集
三
巻
か
ら
拾
っ
た
語
や
表
現
の
う
ち
、「
あ

と
み
よ
そ
わ
か
」
か
ら
「
お
も
り
が
や
せ
る
」
ま
で
の
廿
二
語
が
、
秋

永
辞
典
の
「
あ
～
お
」
の
部
、
百
四
十
八
ペ
ー
ジ
ま
で
に
は
見
当
た
ら

な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
秋
永
氏
の
カ
ー
ド
に
は
な
か
っ
た
の
だ
と
解
釈

し
た
。
い
わ
ば
幸
田
文
の
独
自
語
か
と
言
え
そ
う
な
語
で
あ
る
。
残
る

五
百
ペ
ー
ジ
に
も
同
じ
比
率
で
そ
の
よ
う
な
独
自
語
が
得
ら
れ
る
と
し

た
ら
、
二
百
語
近
く
が
拾
え
る
勘
定
に
な
る
。
こ
れ
以
外
に
、
現
代
日

本
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
稀
な
語
に
も
目
を
向
け
よ
う
と
考
え
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た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
集
め
た
結
果
は
、
幸
田
文
作
品
の
《
語
彙
集

成
》
に
な
る
、
と
判
断
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

語
彙
に
属
す
る
が
採
ら
な
か
っ
た
語
も
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
オ
ノ
マ
ト

ペ
で
あ
る
。
そ
れ
は
先
に
紹
介
し
た
水
藤
新
子
氏
の
論
に
譲
っ
て
、
お

お
む
ね
省
く
こ
と
に
し
た
。
著
者
独
自
の
語
が
多
く
見
え
る
が
、
語
の

形
態
か
ら
容
易
に
そ
れ
と
わ
か
る
う
え
に
、
膨
大
な
数
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

表
記
に
も
い
ろ
い
ろ
な
特
徴
が
指
摘
で
き
る
が
、
本
稿
で
は
言
及
し

な
い
。

そ
の
文
法
の
傾
向
は
、
語
彙
に
次
い
で
言
及
す
べ
き
こ
と
が
多
く
、

著
者
の
文
体
に
大
き
く
関
与
す
る
の
で
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

語
彙
集
成

【
凡
例
】

一　

底
本
は
『
幸
田
文
全
集
』
第
二
刷
（
岩
波
書
店　

2001

～03

）

に
よ
る
。

二　

採
録
対
象
は
語
・
句
・
成
語
と
し
、
活
用
語
は
基
本
形
で
掲
げ
て
、

そ
れ
か
ら
転
成
し
た
語
も
含
む
も
の
と
す
る
。

三　

著
作
の
多
く
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
検
索
の

便
宜
を
図
っ
て
、
現
代
仮
名
遣
い
に
戻
し
て
排
列
す
る
。

四　

ひ
ら
が
な
が
多
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
対
象
の
語
句
の
見
つ
け
に

く
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
当
該
箇
所
を
太
字
で
示
す
。

五　

見
出
し
項
目
を
含
む
箇
所
を
適
宜
抄
出
し
て
掲
げ
、
所
在
箇
所
の

巻
・
ペ
ー
ジ
・
行
を
括
弧
書
き
す
る
。
行
の
位
置
を
数
え
る
に
は
、

作
品
の
標
題
・
章
題
・
節
題
等
を
含
ま
ず
、
純
粋
に
本
文
の
行
に
限

る
こ
と
に
す
る
。
巻
序
に
は
漢
数
字
を
、
ペ
ー
ジ
と
行
序
は
洋
数
字

を
用
い
て
示
す
。
ひ
と
つ
ペ
ー
ジ
に
複
数
の
用
例
が
あ
る
と
き
、
二

つ
め
以
下
に
つ
い
て
は
ペ
ー
ジ
を
省
略
す
る
。

　

例　
「
あ
が
り
え
」
の
項　
　
（
二356-15

）

　

例　
「
い
け
の
こ
す
」
の
項　
　
（
七212-4　

-6

）

六　

本
文
を
引
用
す
る
に
際
し
て
、
内
容
を
要
約
し
た
部
分
は
括
弧
内

に
小
字
で
示
し
、
省
略
し
た
箇
所
は
括
弧
内
に
点
線
で
示
す
。

七　

複
数
の
用
例
が
あ
る
と
き
は
、
三
個
ま
で
を
出
現
順
に
排
列
す
る

が
、
例
示
し
た
箇
所
を
筆
頭
に
す
る
。

　

例　
「
て
ん
が
け
」
の
項　
　
（
七272-7　

五272-13

）

八　

末
尾
に
丸
印
（
○
）
が
あ
る
の
は
、
そ
の
項
目
が
秋
永
辞
典
に
も

立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

九　

掲
出
項
目
が
秋
永
辞
典
の
用
例
に
採
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の

項
目
の
末
尾
に
二
重
丸
（
◎
）
を
つ
け
る
。
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例　
「
う
し
め
づ
か
い
」
の
項　
（
三103-14　

六430-6

）
◎

十　

幸
田
文
の
用
法
と
近
似
す
る
明
治
期
以
後
の
用
例
が
『
日
本
国
語

大
辞
典
』
第
二
版
に
得
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
書
名
を
記
す
。

　

例　
「
い
か
れ
る
」
の
項　
　

＊
「
日
本
隠
語
集
」

十
一　

そ
の
他
、
特
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
る
と
き
は
、
項
末
に
三
角

印
（
▽
）
を
置
い
て
、
そ
の
下
に
記
す
。

　
　

例　

▽
秋
永
辞
典
に
「
未
詳
」。

❖
あ
　
行

あ
い
ろ　

す
わ
つ
て
ゐ
る
己
が
膝
か
ら
さ
へ
文あ
い
ろ色

が
消
え
て
行
く
。

（
二276-7

）
〇

あ
が
り
え　

あ
が
り
餌
を
あ
さ
つ
て
ゐ
る
鳩
ど
も
を
見
て
ゐ
た
倉
は
、

（
二356-14

）

あ
さ
し
ぐ
れ　

そ
の
日
は
朝
し
ぐ
れ
の
曇
つ
た
日
で
あ
つ
た
。（
一

132-13

）

あ
ず
き
な
が
み
つ　
「
小あ
づ
き豆
な
が
み
つ
」
と
斬
り
お
ろ
す
し
ぐ
さ
を
す

る
。（
一118-15

）

あ
た
じ
け
な
い　

人
様
に
あ
た
じ
け
な
い
こ
と
は
し
な
い
や
つ
だ
」

（
一292-4　

五166-6　

167-4

）
〇

あ
だ
の
ぞ
み　

も
う
一
度
い
ゝ
妻
に
と
、
あ
だ
望
み
に
惹
か
れ
た
り
し

て
（
六355-11

）

あ
た
ぴ
ん　

角
樽
の
酒
は
一
盞
た
ち
ま
ち
父
を
失
笑
さ
せ
た
。
ア
タ
ピ

ン
保
証
つ
き
の
逸
品
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。（
二338-5

）
〇

あ
っ
た
ら　

あ
つ
た
ら
臼
行
き
も
子
供
を
産
ん
で
か
ら
痩
せ
て
し
ま
つ

て
、（
二54-12

）
〇

あ
っ
た
ら
も
の　

パ
イ
に
す
る
よ
り
ほ
か
な
い
が
、
そ
れ
も
あ
つ
た
ら

も
の
で
途
方
に
く
れ
て
ゐ
た
ら
、（
七276-14

）

あ
と
が
え
る　
（
犬
は
）
た
ち
ど
ま
つ
て
き
つ
0

0

と
見
、
ま
た
地
を
嗅
ぎ

し
て
あ
と
が
え
つ
て
い
る
。（
六395-8

）
＊
薄
田
泣
菫
「
茶
話
」

あ
と
ば
ら
や
む　
「
た
ゞ
し
跡あ
と

腹ば
ら

病
ま
な
い
で
も
ら
ひ
た
い
」（
四321-

5

）
〇

あ
と
み
よ
そ
わ
か　
「
あ
と
み
よ
そ
わ
か
。」（
一118-11　

-13

）
▽
本

項
の
み
、
出
典
で
も
太
字
。
◎

あ
ば
れ　

さ
か
な
は
暴
れ
ま
へ
に
食
ひ
だ
め
を
し
て
お
い
て
安
全
な
場

処
へ
待
避
し
、（
四279-4　

-5

）

あ
ま
か
な
し
い　

た
と
へ
苦
難
の
想
ひ
出
に
せ
よ
、
想
ひ
出
の
甘あ
ま

か
な

し
い
感
傷
は
快
い
。（
四120-2　

五196-14　

198-2

）

あ
り
が
た
め
の
じ　

主
人
は
あ
り
が
た
め0

の
字
で
頭
痛
の
た
ね
だ
か
ら
、

（
五134-11
）
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い
い
じ
ょ
う　

普
通
に
や
つ
て
ゐ
る
と
は
云
ひ
条
、
な
に
し
ろ
寡
婦
の

お
か
あ
さ
ん
が
奮
闘
し
て
ゐ
る
暮
し
で
あ
つ
て
み
れ
ば
（
三244-

4

）
○

い
か
だ　

そ
ば
に
は
か
は
い
い
朱
、
緑
、
黒
の
茶
筒
が
、
い
か
だ
に
置

い
て
あ
る
、（
四403-7

）

い
か
れ
る　

佐
伯
臭
い
も
の
が
附
い
て
ま
は
つ
て
ゐ
る
話
だ
と
お
も
ふ
。

い
か
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。（
五249-10

）
＊
「
日
本

隠
語
集
」

い
け
の
こ
す　

生
け
残
さ
れ
た
も
の
の
身
に
な
り
や
や
つ
ぱ
り
、
せ
め

て
花
な
ん
か
賑
や
か
な
は
う
が
い
ゝ
つ
て
気
が
す
ら
あ
。（
七212-4�

　

-6

）

い
さ
い
そ
く　

父
は
ぐ
づ

く
し
て
ゐ
た
。
た
う
と
う
居
催
促
に
な
つ

て
、
さ
す
が
に
走
つ
て
書
き
、
書
い
た
分
は
す
ぐ
印
刷
所
へ
ま
は
さ

れ
た
。（
四388-9

）
＊
三
遊
亭
円
朝
「
真
景
累
ヶ
淵
」

い
し
か
む　

乾
い
て
行
く
布
を
見
て
ゐ
る
と
き
急
に
こ
は
い
や
う
に
居ゐ

し
か
ん
だ
り
、（
一6-9

）
◎

い
し
か
る　

云
ひ
た
く
て
云
へ
な
い
も
の
が
、
ゐ
し
か
つ
て
ゐ
た
が
、

涙
が
塞
い
で
ゐ
る
。（
一262-7　

二200-11

）

い
じ
ょ
く　

居ゐ
じ
ょ
く職

の
主
人
を
先
頭
に
し
て
主
婦
も
自
分
の
技
術
を
も
つ

て
ゐ
る
、（
六100-12

）
○

い
た
ご
と　

あ
つ
ら
へ
の
桶
は
い
さ
ゝ
か
痛い

た

事ご
と

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
話

は
お
預
け
に
な
つ
た
が
、（
四76-11

）
〇

い
た
ち
の
み
ち　

田
舎
は
ふ
つ
つ
り
い
た
ち
の
道
だ
つ
た
が
、
久
し
ぶ

り
に
や
つ
て
来
た
（
二243-3

）
〇

い
ち
ら
つ　
（
家
事
は
）
何
事
を
お
い
て
も
先
づ
こ
れ
を
一
埓
さ
つ
と

か
た
づ
け
る
。（
二41-6

）
〇

い
っ
と
き
し
の
ぎ　

追
ひ
ま
は
し
な
み
に
使
は
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
、
自

分
で
も
一い
つ

時と
き

凌
ぎ
だ
と
云
ふ
し
、（
四7-11

）

い
て　

ひ
ど
い
凍い
て

だ
。
何
で
も
が
縛
つ
た
や
う
に
な
つ
て
揺
が
な
い
。

（
三342-8　

四410-8

）

い
と
み
ち　

糸
道
の
明
い
て
る
明
か
な
い
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
聴
い
て
も

ら
ふ
よ
り
ほ
か
あ
る
ま
い
。（
五259-8

）
〇

い
ら
つ　

私
は
い
ら
つ
て
物
干
で
桐
の
木
を
ひ
つ
ぱ
た
き
、
広
葉
の
お

皿
を
と
つ
た
。（
一180-9　

345-7

）
▽
秋
永
辞
典
は
「
い
ら
う
」

で
立
項
。
◎

い
り
こ
み　

夫
は
入
込
み
の
三
等
に
ま
づ
ぎ
よ
つ
と
し
た
し
、
代
り

く
の
若
い
イ
ン
タ
ー
ン
に
少
か
ら
ず
悪
感
情
を
持
つ
た
し
、（
六

356-5
）

い
れ
る　

さ
う
あ
ち
こ
ち
に
気
が
煎い

れ
る
や
う
ぢ
や
勝
て
な
い
よ
」

（
五49-15
）
＊
幸
田
露
伴
「
夜
の
雪
」
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う
う
も
す
う
も　

灸
所
々
々
へ
水
を
廻
し
て
お
い
て
、
う
ゝ
も
す
う
も

な
く
鋤
き
か
へ
し
ち
ま
ふ
（
五132-13

）

う
き
ば
し
ら　

母
は
小
さ
い
子
を
浮
き
柱
の
前
へ
連
れ
て
行
つ
た
。

（
二28-11
）　

▽
秋
永
辞
典
は
「
未
詳
」
と
す
る
。
◎

う
け　

物
干
に
は
竿
が
二
本
、
一
本
は
受う
け

か
ら
斜
に
外
れ
て
鋭
角
を
つ

く
つ
て
ゐ
る
。（
二300-10

）

う
し
め
づ
か
い　

牛
眼
づ
か
ひ
を
し
た
く
せ
に
急
に
作
り
笑
ひ
を
し
た

り
、（
三103-14　

六430-6
）
▽
秋
永
辞
典
は
「
未
詳
」
と
す
る
。
◎

う
ち
ば　

対
手
に
食
は
れ
て
影
が
霞
ん
で
し
ま
ふ
や
う
な
、
ご
く

く

内
端
な
線
の
弱
い
人
な
の
で
あ
る
。（
六198-7

）
〇

う
つ
つ　

う
つ
ゝ
の
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
熱
の
子
ど
も
は
乾
い
た
唇
を

明
け
る
。（
五104-1

）

う
る
し
い
た　

名な

札ふ
だ

が
さ
が
つ
て
ゐ
た
。
黒
い
漆う
る
し
い
た板に

胡
粉
で
、
楷
書

だ
つ
た
。（
七191-15

）

う
れ
う　

弟
の
性
格
の
弱
点
を
摑
ん
で
、
騒
ぎ
も
せ
ず
静
か
に
憂
ひ
て

ゐ
る
の
を
知
つ
た
。（
七151-15

）

う
ろ
ぬ
け
ご
え　

う
ろ
ぬ
け
声
と
い
つ
て
、
中
ご
ろ
の
調
子
の
と
こ
ろ

の
音
量
が
足
り
な
い
た
ち
な
の
だ
さ
う
で
、（
一190-7　

249-10　

二161-10

）

え
ご
い　

姦
通
の
最
後
は
、
ゑ
ご
く
も
男
の
生
首
で
始
末
し
て
ゐ
る
。

（
四389-13　

223-15　

五179-12

）
＊
坪
内
逍
遥
「
春
廼
舎
漫
筆
」

え
ず
き
ぐ
せ　

私
は
生
母
の
死
後
、
自
分
に
は
つ
き
り
お
ぼ
え
て
ゑ
づ
0

0

き0

癖
が
つ
い
た
。（
二103-4

）
◎

え
ど
る　

十
代
と
も
二
十
代
と
も
三
十
代
と
も
つ
か
ぬ
、
て
も
ゑ
ど
0

0

つ

た
顔
。（
一342-10

）
＊
歌
舞
伎
「
四
千
両
小
判
梅
葉
」

え
ん
ぜ
ん　

奥
さ
ま
こ
の
時
ち
つ
と
も
騒
が
ず
、「
…
…
」
と
嫣え
ん

然ぜ
ん

と

笑
つ
た
。（
三333-2

）

お
う
つ
り　

名
の
あ
る
菓
子
屋
の
名
の
あ
る
羊
か
ん
な
ど
を
お
う
つ
り

0

0

0

0

に
し
た
り
（
六151-5　

-6

）
〇

お
お
が
な
い　

石
山
さ
ん
と
し
て
も
大お
ほ
が
な
い

家
内
だ
し
、
こ
ゝ
よ
り
廉
い
間

代
の
と
こ
ろ
は
ま
づ
ち
よ
つ
と
な
い
し
、（
四144-8

）

お
お
ま
が
と
き　

お
ほ
ま
が

0

0

0

0

時
に
は
よ
く
な
い
こ
と
が
起
る
と
信
仰
の

や
う
に
思
ひ
こ
ん
で
ゐ
た
。（
二364-1

）
○

お
き
か
っ
て　

大
工
な
ん
ぞ
鉋
屑
の
中
へ
切
れ
物
を
は
ふ
り
出
し
て
お

い
た
り
す
る
が
、
あ
れ
は
皆
置
き
勝
手
と
い
ふ
も
の
が
ほ
ゞ
き
ま
つ

て
ゐ
る
か
ら
、（
一142-15

）

お
き
そ
う
ろ
う　

居
候
の
や
う
な
、
置
お
き
さ
ふ
ら
ふ
候
の
や
う
な
同
居
人
が
ゐ
た
。

（
七370-14　

-15

）

お
し
ぶ
と
い　

鈍
重
な
、
づ
う

く
し
い
、
押
し
太
い
に
ほ
ひ
だ
。

（
一24-1　

三151-7

）
＊
幸
田
文
「
父
―
そ
の
死
」
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お
し
ょ
く　

こ
の
な
か
で
お
職
は
伊
勢
海
老
だ
が
、（
三321-6　

二

120-10　
303-2

）
◎

お
し
ょ
く
け　
「
形
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
お
食
し
よ
く

気け

が
あ
る
な
ら

赤
の
御
飯
一
ㇳ
箸
め
し
あ
が
つ
て
く
だ
さ
い
」（
一66-14

）
◎

お
す
べ
り　

病
気
で
二
度
一
年
生
を
や
る
お
滑
り
さ
ん
だ
つ
た
。（
三

19-4

）

お
ぜ
ぜ　

明
治
の
末
、
大
正
の
は
じ
め
に
は
、
ま
だ
「
お
ぜ
ゞ
」
と
い

ふ
こ
と
ば
が
、
ち
ひ
さ
い
子
ど
も
の
あ
ひ
だ
に
遺
つ
て
ゐ
た
。（
三

373-1

）
◎

お
せ
た　

眼
ざ
ま
し
い
席
へ
、
縫
目
の
ぺ
つ
た
ん
こ
に
圧お

せ
た
去
年
の

著
物
を
著
て
出
れ
ば
（
五144-7

）

お
せ
る　

ご
た

く
に
押
せ
て
後
れ
た
朝
食
の
あ
と
で
、
梨
花
は
改
め

て
あ
や
ま
る
。（
五260-15

）

お
た
ち
ぶ
る
ま
い　

先
生
の
趣
向
だ
と
い
ふ
御
発た

ち
振
舞
の
お
菓
子
を

い
た
ゞ
い
た
。（
三20-14

）
◎

お
た
ん
ち
ん　

米
子
の
お
た
ん
ち
ん
は
、
こ
の
く
ら
ゐ
ぎ
く
つ
と
し
た

釘
を
打
た
れ
る
の
が
身
の
為
と
い
ふ
も
の
だ
。（
五186-5

）
〇

お
ち
ぐ
ち　

酒
を
運
び
だ
す
に
は
耳
が
い
る
の
だ
。
調
子
の
弾
ん
だ
盛

り
に
出
す
、
落
ち
口
に
だ
す
、
落
ち
き
つ
て
出
す
、（
三397-11

）

お
ち
ど　

逃
走
と
か
家
出
と
か
は
絶
対
の
向
う
が
は
の
越を
ち

度ど

で
あ
り
、

（
五196-1

）

お
っ
ぺ
す　

ち
び
た
竹
箒
な
ん
か
を
（
…
…
）
み
り

く
と
押
つ
ぺ
し

よ
つ
た
り
す
る
の
は
、（
四5-13　

41-8　

六15-9

）
▽
秋
永
辞
典

は
「
お
っ
ぺ
し
ょ
る
」
で
立
項
。
〇

お
ど
す　

学
校
友
達
に
武
者
人
形
の
鎧
を
専
門
に
威
す
稼
業
の
家
の
娘

が
あ
つ
た
。（
二110-13

）

お
ど
む　

氷
の
底
に
は
ま
だ

く
い
や
な
気
も
ち
が
澱を
ど

ん
で
ゐ
た
や
う

で
す
。（
四216-12

）
○

お
に
お
に
し
い　

が
に
0

0

股
の
力
足
を
踏
ん
で
出
て
行
つ
た
、
―
―
鬼お
に
〳
〵々

し
げ
に
。（
四346-6　

-8

）

お
は
づ
け　

お
葉
漬
も
手
薄
く
醤
油
樽
一
本
だ
け
、（
五138-1

）

お
は
む
き　

無
責
任
な
お
歯
向
き
の
口
一
ツ
で
容
易
に
翻
弄
さ
れ
る
の

に
、（
一56-1　

五129-9

）
◎

お
ま
じ
り　

指
示
に
従
つ
て
流
動
食
・
お
ま
じ
り
・
粥
食
・
普
通
食
に

分
け
て
、（
七232-1

）
〇

お
も
お
も　

洋
装
本
が
ぎ
つ
ち
り
と
並
ん
で
ゐ
る
の
は
、
見
る
か
ら
に

重
々
と
し
て
ゐ
る
が
、（
三363-3

）

お
も
し
ろ
づ
く　

子
供
の
は
う
は
、
お
も
し
ろ
づ
く
か
ら
毎
日
新し
ん

顔が
ほ

が

殖
え
る
一
方
で
、（
四129-7

）

お
も
に
に
こ
づ
け　

不
器
量
だ
と
背せ
い

ま
で
重
荷
に
小
づ
け
に
な
る
も
の
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な
ん
だ
わ
。（
五131-1

）
〇

お
れ
な
み　

折
れ
波
の
あ
ち
ら
は
随
意
な
三
角
の
頭
が
出
は
ひ
り
、
随

意
に
重
な
つ
て
ゐ
、（
六321-7

）

❖
か
　
行

か
か
り
う
ど　

最
近
か
へ
つ
て
来
た
出
戻
り
親
子
で
、
か
ゝ
り
う
ど
の

身
の
上
だ
な
ど
と
は
、（
二358-2

）
＊
坪
内
逍
遥
「
当
世
書
生
気

質
」
▽
秋
永
辞
典
に
項
目
「
か
か
り
む
す
こ
」
あ
り
。

か
か
り
こ　

か
ゝ
り
子
の
な
い
老
人
な
の
で
引
越
は
は
な
は
だ
億
劫
で

も
あ
り
、（
四144-7

）

か
か
り
び
と　

六
十
を
過
ぎ
て
こ
ゝ
へ
か
ゝ
り
び
と

0

0

0

0

0

に
な
つ
て
ゐ
る
境

遇
だ
つ
た
。（
六110-13

）

か
け
か
ま
い　

財
布
の
中
味
も
か
け
か
ま
ひ
な
く
、
や
た
ら
口
を
利
か

れ
て
は
た
ま
ら
な
い
。（
一54-11　

三104-2　

五18-7

）
◎

か
け
す
ず
り　

主
人
の
懸
硯
か
ら
現
金
が
少
し
紛
失
し
た
。（
三201-

14

）
〇

か
こ
う　

お
茶
に
来
な
か
つ
た
白
い
人
の
群
が
、
い
ま
や
重
な
り
あ
つ

て
ベ
ッ
ド
を
囲
つ
た
。（
七261-14

）

か
し
ず
き　

童
女
歌
子
の
昔
な
が
ら
の
や
さ
し
い
か
し
づ
き
を
得
て
、

安
泰
だ
ら
う
（
二59-14

）

か
し
わ　

毛
布
を
背
か
ら
廻
し
て
か
し
は

0

0

0

に
包
む
と
、
毛
布
の
端は
し

を
自

分
の
腰
の
下
に
敷
い
て
（
五84-10

）

か
ず
け
ど
こ
ろ　

好
ん
で
し
ば
ら
れ
た
縁
ゆ
ゑ
、
ど
こ
へ
も
身
の
か
づ

け
処
は
な
し
、（
二19-6

）
◎

か
ず
け
る　

褒
美
に
も
礼
に
も
か
づ
け
る
も
の
は
何
も
無
い
。（
一

197-5　

二32-12

）

か
ず
ま
え
る　
（
水
車
の
音
）
ご
と
ん
、
ご
と
ん
と
数か
す

ま
へ
て
ゐ
て
、

は
じ
め
て
並
木
の
松
の
声
に
気
づ
く
。（
六311-5

）
＊
二
葉
亭
四
迷

「
平
凡
」

が
せ
い　

さ
う
い
ふ
が
せ
い

0

0

0

な
働
き
の
で
き
る
健
康
を
恵
ま
れ
て
ゐ
る

か
ら
、（
五329-4　

六338-8

）
〇

か
ぞ
え
び　

こ
ん
な
数
へ
日
の
急
ぎ
し
ご
と
を
よ
く
や
つ
て
く
れ
ま
し

た
よ
。（
五140-2　

146-12

）
〇　
　

か
た
が
た　

人
形
の
深
け
る
は
ず
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
の
面
輪
は
堅か
た

が

た
と
締
つ
て
痩
せ
た
。（
四385-9

）

か
た
そ
げ
る　

片
方
は
明
る
く
な
り
得
な
い
苦
渋
な
状
態
に
片か
た

削そ

げ
て

ゐ
る
。（
三65-9

）

か
た
だ
す
き　

襷
も
十
文
字
に
取
る
ほ
ど
の
こ
と
は
い
ら
な
い
、
手
拭

取
つ
て
片か
た
だ
す
き襷で
十
分
だ
（
一137-2

）
◎
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か
た
だ
よ
り　

手
紙
は
あ
る
と
き
片
だ
よ
り
に
な
つ
て
し
ま
ふ
と
い
ふ

こ
と
を
、（
三64-15

）
○

か
た
み
が
わ
り　

聖
句
は
先
生
と
生
徒
が
一
句
づ
ゝ
か
た
み
が
は
り
に

読
み
進
む
。（
三12-8

）
◎

か
っ
て
つ
ん
ぼ　

を
か
し
い
の
は
勝
手
つ
ん
ぼ
で
あ
る
。
突
然
聞
え
な

く
な
る
。（
一238-1
）
＊
高
見
順
「
故
旧
忘
れ
得
べ
き
」

か
で
し　

近
処
の
清
元
だ
か
常
磐
津
だ
か
へ
蚊
弟
子
に
通
ふ
頃
合
で
、

（
二39-5

）
◎

か
と
う
ぐ
ち　

卓
を
は
さ
ん
だ
無
言
。
瓦く
わ

燈と
う

口ぐ
ち

が
明
い
て
じ
み
0

0

な
女
中

の
進
め
る
膳
。（
一396-12

）

か
な
い　

石
川
さ
ん
と
て
も
大お
ほ
が
な
い

家
内
だ
し
、
こ
ゝ
よ
り
廉
い
間
代
の
と

こ
ろ
は
（
四144-8

）

か
な
つ
ん
ぼ　

私
は
か
な
つ
ん
ぼ

0

0

0

0

0

だ
が
、
つ
れ
は
心
得
が
あ
つ
て
、

（
六258-6

）
〇

か
ね　

父
は
こ
ぼ
し
の
縁ふ
ち

に
矩か
ね

に
ひ
つ
か
け
た
人
差
指
に
力
を
入
れ
て

ぐ
つ
と
抵
抗
し
た
。（
一23-7　

二207-1

）

か
ぶ
と　

商
売
物
の
樽
の
吞
口
を
ひ
ね
つ
て
ゐ
た
。
か
ぶ
と

0

0

0

の
お
客
へ

使
ふ
コ
ッ
プ
で
（
二204-14

）
○

か
ら
が
え
り　

ど
れ
だ
け
か
は
か
な
ら
ず
釣
れ
て
、
ま
る

く
お
み
や

げ
な
し
の
空か
ら

帰が
へ

り
で
は
な
い
と
お
も
ふ
。（
六159-11

）

か
ら
き
り　
「
か
ら
き
り
意
気
地
が
無
く
な
つ
た
」
と
歎
く
の
も
無
理

な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。（
一236-2

）
◎

か
ら
せ
い
せ
き　

情
実
上
の
空か
ら

成
績
で
あ
る
と
ど
う
し
て
気
が
つ
か
な

か
つ
た
の
か
。（
三9-10

）

か
る
こ　

大
抵
の
荷
が
か
た
づ
い
て
ゐ
て
、
そ
れ
で
も
ま
だ
働
い
て
ゐ

る
軽か
る

子こ

も
ゐ
る
。（
六141-10

）
〇

き
あ
た
り　

あ
つ
と
直
感
し
た
。「
あ
ぶ
な
い
」
と
気
当
り
が
し
た
の

だ
が
、（
四256-9　

三429-13

）

き
が
さ　

無
気
力
な
も
の
と
気
が
さ
な
も
の
と
、
い
づ
れ
に
鞭
は
痛
い

か
知
ら
な
い
が
、（
二24-5　

一369-2　

六164-5

）
○

き
か
せ　

く
だ

く
と
聞
か
せ
を
な
ら
べ
た
て
ゝ
寝
巻
に
か
へ
た
。

（
五27-2

）
▽
秋
山
辞
典
は
「
き
か
せ
に
」
で
立
項
。
○

き
ぐ
み　

新
し
い
気き

組ぐ
み

の
せ
い
か
、
お
や
と
思
ふ
こ
と
に
ば
か
り
ぶ
つ

か
る
。（
四56-10

）
○

き
ぐ
る
み　

黒
い
羽
織
も
手
綱
染
の
襦
袢
も
著
ぐ
る
み
脱
い
で
や
つ
た

ら
、（
一197-6

）
＊
宮
嶋
資
夫
「
金
」

き
け
も
の　

あ
れ
が
ぴ
し
や
り
と
わ
か
る
な
ん
て
。
利き

け
も
の
つ
て
い

ふ
ん
で
せ
う
ね
え
、（
五261-2

）
〇

き
し
ば
な
れ　

土
橋
さ
ん
は
青
ざ
め
、
そ
の
眼
は
岸
離
れ
す
る
ほ
ど
見

開
か
れ
（
一95-10

）
▽
秋
山
辞
典
に
「
未
詳
」。
◎
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ぎ
し
や
ば
る　

孫
も
と
し
よ
り
も
ぎ
し
や
ば
り

0

0

0

0

0

か
へ
つ
て
ゐ
る
。（
二

138-2

）
◎

き
ず
み　

臥
た
き
り
の
床
か
ら
き
ず
み

0

0

0

で
蒟
蒻
の
葉
を
見
て
ゐ
る
。

（
三146-12　

一289-5　

五290-8

）
▽
秋
山
辞
典
に
「
未
詳
」。
◎

き
な
じ
み　

糊
が
強
す
ぎ
て
二
日
目
に
も
三
日
目
に
も
ま
だ
著
な
じ
み

が
わ
る
く
、（
三98-5
）
◎

き
ば
た
ら
き　

い
ち
ば
ん
大
切
な
の
が
気
働
き
と
い
ふ
こ
と
の
や
う
で

す
。（
六92-13　

271-5
）
〇

き
ぶ
っ
せ
い　

云
ひ
や
う
の
な
い
気
き
ぶ
つ
せ
い
さ
で
あ
つ
た
。（
二

7-10　

三84-7　

四231-14

）
〇

ぎ
ょ
う
ぎ　

物
を
行
儀
に
置
く
こ
と
も
、
行
儀
を
外は
づ

し
て
置
く
こ
と
も

で
き
る
（
一119-3

）

き
よ
げ　

ど
う
せ
乏
し
い
葬
式
で
も
、
な
ん
と
か
浄き
よ

げ
に
と
り
つ
く
ろ

つ
て
送
り
た
い
。（
一47-1

）

き
り
あ
が
る　

魚
市
場
は
早
く
に
切
り
あ
が
つ
て
し
ま
ふ
も
の
だ
つ
た
。

（
一65-8

）
▽
秋
山
辞
典
の
同
項
目
は
同
形
異
語
。

き
り
ぎ
り
す
ば
こ　

塀
の
あ
ち
ら
は
ビ
ー
ル
の
空あ
き

箱ば
こ

、
酒
醤
油
の
き
り

〴
〵
す
箱
が
重
ね
て
あ
る
。（
五120-13

）

く
え
る　

枝
の
揺
れ
る
ご
と
に
乾
い
た
土
が
ぼ
ろ

く
と
潰く

え
て
ゐ
る

こ
と
だ
ら
う
。（
三206-7

）

く
ぎ
に
な
る　

日
常
の
些
事
や
こ
と
ば
が
、
な
か

く
し
つ
か
り
し
た

釘
に
な
つ
て
の
こ
る
も
の
だ
。（
三187-12

）

く
ず
お
れ
る　

一
年
の
ス
ト
ッ
ク
は
持
ち
重お
も

り
が
し
て
き
た
が
、
私
は

か
へ
つ
て
く
づ
ほ
れ

0

0

0

0

な
か
つ
た
。（
四180-10

）

く
ち
あ
け　

子
供
た
ち
の
商
ひ
の
口
明
け

0

0

0

の
訪
問
に
会
ふ
わ
け
な
の
で

あ
る
。（
六41-9

）
○

く
ち
っ
ぱ
じ
け　

ど
ん
な
口
つ
ぱ
じ
け
も
我
慢
し
て
聞
い
て
お
い
て
や

る
」（
四378-9　

五198-13

）
〇

く
も
に
な
る　

―
―
私
は
蜘
蛛
に
な
つ
て
お
じ
ぎ
を
し
た
。（
二333-

15

）

け
い
ま
す
じ　

お
ま
へ
は
ど
う
も
桂
馬
筋
に
感
情
が
動
く
や
う
だ
か
ら
、

（
二37-8　

五348-3

）
◎

げ
し
ょ
う　
（
も
ら
っ
た
小
猫
に
つ
い
て
）
下げ
し
や
う性

が
よ
く
な
い
の
だ
。

（
三334-7

）
◎

げ
と
う　

ご
み
屋
と
屑
屋
の
意
趣
晴
ら
し
な
ど
の
話
を
聞
か
さ
れ
て
も
、

事
柄
の
愚
劣
、
話
し
ぶ
り
の
下げ

等と
う

さ
に
ひ
つ
か
ゝ
つ
て
、（
二201-

14

）
＊
加
藤
祐
一
「
文
明
開
化
」

け
ぬ
き
あ
わ
せ　

住
み
つ
い
て
安
穏
を
は
か
り
た
い
心
と
、
ど
こ
も

こ
ゝ
も
捨
て
ゝ
先
へ
先
へ
と
誘
は
れ
る
心
と
が
け
ぬ
き

0

0

0

合
せ
に
な
つ

て
ゐ
る
の
を
、（
三139-3

）
○
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け
ぶ
り　

彼
は
な
に
か
を
窺
つ
て
ゐ
る
け
ぶ
り
が
あ
つ
た
。（
六309-5　

四160-13

）
○

け
わ
う　

二
タ
間
の
障
子
が
い
つ
し
よ
に
明
い
て
、
美
し
く
粧け
は

つ
た
首

が
二
ツ
つ
き
出
た
。（
五5-4

）

け
ん
ど
ん
お
し
い
れ　

仏
壇
の
脇
の
け
ん
ど
ん

0

0

0

0

押
入
に
何
本
か
の
刀
が

あ
り
、（
二107-4

）

ご　

大
桶
に
漬
け
た
大
豆
ま
め
だ
。
染
物
の
ご0

に
す
る
大
切
な
道
具
な

の
だ
。（
二216-13

）
＊
東
京
日
日
新
聞

こ
う
げ
い
た　

身
の
ま
は
り
に
は
塵
取
・
こ
う
げ
板
・
敲
き
鏝
が
引
き

つ
け
て
あ
る
。（
一155-5　

-6　

156-3
）
◎

こ
え
や
け　

つ
か
つ
た
部
分
の
足
は
、
短
時
間
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
真
つ

赤
に
肥こ
え

焼や
け

し
て
、
ぴ
り

く
痛
い
と
云
つ
て
ゐ
た
。（
二411-4

）

こ
ぐ
ら
か
る　

一
人
余
計
な
ら
そ
れ
だ
け
こ
ぐ
ら
か
り

0

0

0

0

0

が
多
い
、（
五

249-1

）

こ
こ
ろ
い
れ　

蓋
に
は
千
代
の
イ
ニ
シ
ア
ル
が
彫
つ
て
あ
つ
た
。
桂
子

の
心
入
れ
ら
し
か
つ
た
。（
三411-13

）
○

こ
こ
ろ
ゆ
か
せ　

話
し
て
ゐ
る
だ
け
で
も
染
香
に
は
心
ゆ
か
せ
の
時
間

な
の
だ
。（
五274-9

）
○

こ
す
い　
「
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
わ
び
る
と
、
す
ぐ
こ
す
く
つ
け
こ
ん

で
き
た
。（
五380-6

）
○

こ
ぞ
う
だ
ち　

彼
は
さ
か
な
屋
、
小
僧
立
ち
か
ら
の
腕
は
さ
え
て
、

（
一301-8

）

ご
そ
っ
ぽ
い　

私
の
な
ど
は
合あ
ひ

赤あ
か

の
三
枚
が
さ
ね

0

0

0

に
な
つ
て
ゐ
る
始
末

だ
か
ら
、
ま
こ
と
に
ご
ぞ
つ
ぽ
い

0

0

0

0

0

著
物
で
あ
る
。（
六109-8

）　

ご
た
く
る　

思
い
の
た
け
を
ご
た
く

0

0

0

つ
て
い
る
事
く
ら
い
、
詩
か
ら
遠

い
は
な
し
は
な
い
。（
六152-11

）

こ
づ
け　

重
荷
に
小
づ
け
で
不
幸
な
上
に
後
悔
ま
で
し
よ
ひ
こ
む
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。（
四54-6

）
○

ご
っ
た
く　

土
間
が
ご
つ
た
く

0

0

0

0

で
い
つ
ぱ
い
に
散
ら
か
つ
て
ゐ
る
や
う

な
時
も
、（
三391-4　

六314-1

）

ご
っ
ぷ
う　

た
し
か
に
二
子
山
の
谷
の
洞
窟
か
ら
吹
き
だ
す
劫ご
つ

風ぷ
う

の
や

う
だ
。（
二227-9

）

こ
ど
り
ま
わ
し　

万
事
小
ど
り
ま
は
し
で
手
ば
し
こ
く
て
、（
一　

368-5　

125-4

）
◎

こ
ぼ
し
ば
な
し　

直
属
の
上
役
に
子
供
の
病
気
の
こ
ぼ
し
話
を
し
た
さ

う
で
す
。（
七304-9

）

こ
ま
い　

一
様
に
裕
福
と
は
云
へ
な
い
こ
ま
い

0

0

0

な
生
活
だ
か
ら
、（
四

353-5　

二73-11　

-14

）
○

こ
ま
か
し
い　

も
つ
と
細
か
し
い
含
み
の
あ
る
用
事
も
し
て
く
れ
る
。

（
五53-5
）
○
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こ
ま
ぎ
る　

盗
ん
だ
金
を
小
出
し
に
こ
ま
ぎ
る
と
い
ふ
か
け
ひ
き

0

0

0

0

を
や

つ
た
さ
う
な
。（
三203-6

）

ご
ま
け
る　

三
味
線
な
ん
か
ま
ち
が
つ
た
つ
て
、
ご
ま
か
せ
ば
ご
ま
け

0

0

0

ち
や
ふ
ん
だ
し
、（
五177-15

）

こ
よ
う
ば　
「
ど
う
も
お
小こ

用よ
う

場ば

を
よ
ご
し
ま
し
て
」
と
お
詫
び
に
な

る
（
三230-7
）
○

こ
ろ　

目
録
の
ま
ん
な
か
こ
ろ
へ
雑
の
雑
の
雑
々
犬
一
頭
と
書
け
ば
い

い
と
思
つ
た
。（
六435-5
）

こ
わ
ら
し
い　

母
の
顔
は
こ
は
ら
し
い
も
の
に
引
つ
吊
れ
て
ゐ
た
。

（
七65-6　

六187-10

）
○

ご
ん
ご
ん
ご
ま　

ご
ん

く
ご
ま
や
ら
零む

余か

子ご

や
ら
が
び
つ
し
り
纏
ひ

つ
い
て
ゐ
る
鉄か
な

網あ
み

じ
き
り
で
あ
つ
た
。（
二299-6
）

❖
さ
　
行

さ
い
そ
く
し
ま
だ　

げ
ん
の
や
う
な
齢
ご
ろ
の
娘
だ
と
、
す
ぐ
に
悪
口

の
種
に
さ
れ
る
。
催
促
島
田
と
ひ
や
か
さ
れ
る
の
だ
。（
七236-11　

237-10

）

さ
く
だ
つ　

あ
れ
も
少
し
こ
れ
も
ぽ
つ
ち
り
乍
ら
い
つ
も
整
然
と
さ
く

だ
つ
て
、（
一161-7

）

ざ
っ
か
け
な
い　

つ
め
た
い
コ
ロ
ッ
ケ
は
脂

あ
ぶ
ら

臭
く
葱
臭
く
ざ
つ
か
け
な

0

0

0

0

0

い0

味
が
す
る
（
五103-7

）
○

ざ
っ
ぱ
く
な
い　

自
分
が
ざ
つ
ぱ
く
な
い

0

0

0

0

0

0

起
き
か
た
を
し
て
ゐ
る
や
う

に
思
つ
た
（
五212-2

）

ざ
ど
る　

手
の
甲
に
少
か
ら
ず
縦
皺
が
寄
つ
て
、
老
人
斑
が
一
ツ
二
ツ

茶
色
に
ざ
ど
0

0

つ
て
ゐ
る
。（
五274-8

）
○

さ
れ
る　

三
年
も
あ
る
じ
の
倚
ら
な
い
机
は
、
沢つ
や

を
失
つ
て
さ0

れ
て
ゐ

た
。（
一77-4　

三299-9　

四296-4

）
◎

ざ
ん
ぐ
り　

父
の
方
か
ら
云
は
せ
れ
ば
、「
ざ
ん
ぐ
り
と
や
つ
0

0

し
た
の

に
」
と
い
ふ
。（
二87-6　

-10

）
◎

し　

云
々
の
こ
と
ば
が
駟し

も
ま
た
及
ば
ぬ
早
さ
で
ひ
と
の
耳
に
駈
け
つ

け
た
と
し
て
も
、（
二5-15

）

し
お　

眼
の
し
ほ
に
愛あ
い

敬き
や
うが

あ
つ
て
、
活
潑
で
、
人
馴
れ
て
ゐ
る
娘
だ

つ
た
。（
三200-1　

36-4　

五174-2

）
◎

し
お
ら
し
づ
ら　

犂す

き
こ
ま
れ
る
雑
草
の
花
と
し
を
ら
し
面づ
ら

を
す
る
の

も
い
ゝ
け
れ
ど
、（
一56-11

）

し
お
る　
（
牡
馬
の
声
を
聞
い
た
牧
場
の
牝
馬
は
）
び
く
と
耳
を
し0

折

っ
て
き
く
。（
六193-13　

七397-4

）

し
か
む　

薄
桃
色
の
著
物
は
べ
そ
を
か
い
て
し
か
ん
だ
。（
一320-2　

361-15　

二49-6

）
◎
◎
◎
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し
き
た
い　

礼
儀
正
し
く
一
ト
足
毎
を
式
体
し
つ
ゝ
や
う
や
う
に
妻
に

並
び
、（
二369-1

）

し
げ
い　
（
駿
河
台
の
坂
を
）
降
り
き
つ
た
と
こ
ろ
は
い
つ
そ
う
人
波

が
繁
か
つ
た
。（
七183-9

）

し
こ
る　

陰
謀
の
不
安
と
荷
担
の
恐
怖
が
ず
し
ん
と
重
く
し
こ
0

0

つ
て

（
三69-1　

279-12　

四384-3

）
○

し
こ
ん　

先
生
の
重
さ
は
ぶ
わ
〳
〵
と
し
つ
ゝ
、
か
つ
し
こ
ん

0

0

0

と
し
た

固
さ
で
、（
三50-15

）
◎

し
た
じ
っ
こ　

貧
の
た
め
に
娘
を
下
地
つ
子
に
貰
つ
て
も
ら
つ
た
と
か
、

（
三105-12

）
○

し
た
み
い
た　

と
き
に
は
し
た
み

0

0

0

板
の
裾
へ
逃
げ
て
い
る
鼠
に
腹
を
た

て
て
、（
六401-4

）
○

し
と
る　

著
物
も
髪
も
霧
を
噴
い
た
ほ
ど
に
し
と
0

0

つ
て
ゐ
る
。（
四

211-2

）
○

し
な
し
な　

娘
の
は
う
は
訊
い
た
は
う
が
て
れ
る
く
ら
ゐ
色
つ
ぽ
い
し0

な0

で
し
な

く
と
し
て
（
三356-5

）
○

し
に
じ
ゅ
う
ば
い　
「
死し
に

十
倍
、
あ
る
い
は
五
十
倍
百
倍
と
云
つ
て
、

親
父
の
死
ぬ
日
を
期
日
に
し
て
証
文
を
書
く
手
も
あ
る
」（
二333-

7

）
じ
の
し　

あ
ら
た
め
て
地ぢ

伸の

し
か
ら
し
た
が
、
は
ゝ
の
す
る
こ
と
は
た

い
へ
ん
丁
寧
で
、（
三95-12

）

じ
ぶ
く
る　

腹
を
立
て
る
、
泣
く
、
じ
ぶ
く
る
、
歯
を
剝
く
、（
一

127-3　

二56-8　

140-5

）
◎
◎
◎

じ
ぶ
り　

音
を
た
て
ゝ
渡
つ
て
き
て
、
す
う
つ
と
地ぢ

降ぶ
り

に
収
ま
り
、

（
四280-8　

329-15

）

し
ぼ
れ
で
る　

す
わ
る
と
一
時
に
、
か
ら
だ
中
か
ら
汗
が
し
ぼ
れ
出
て
、

（
一283-13

）

し
ぼ
れ
み
ず　

少
し
づ
ゝ
絶
え
ず
さ
し
て
来
る
絞
れ
水
を
か
ゝ
へ
て
ゐ

る
気
で
、（
四34-5

）

じ
み
ず　

雨
戸
を
立
て
た
縁
さ
き
を
す
で
に
地
水
が
と
り
ま
い
て
ゐ
た
。

（
四284-5　

34-2　

277-6

）

し
も
げ
る　

正
月
の
染
香
に
し
も
げ
た
古
著
で
ゐ
て
も
ら
ひ
た
く
な
い

気
も
ち
が
あ
つ
た
。（
五145-15

）
○

し
も
た
や　

今
戸
河
岸
に
は
倉
庫
と
し
も
た

0

0

0

家や

が
建
ち
な
ら
ん
で
ゐ
る
。

（
三56-8

）
○

し
ゃ
く
う　

あ
る
と
き
は
水
れ
ん
の
鮒
を
し
や
く
ひ
出
し
て
、
は
ね
る

や
つ
を
盆
に
載
せ
、（
二44-3

）
○

じ
ゅ
う　

一
年
病
め
ば
一
年
、
病
ん
で
ゐ
る
中
ぢ
ゆ
う

全
部
が
看
病
で
あ
り
、

（
一53-1
）

し
ゅ
も
く　
（
土
橋
さ
ん
は
）
私
と
撞し
ゅ

木も
く

に
長
々
と
の
び
て
し
ま
つ
て
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ゐ
た
。（
一75-10　

三142-9

）
◎

し
ょ
く
か
た　

息
子
が
又
あ
ま
り
類
の
な
い
職し
ょ
く
か
た方で
、
大
工
の
使
ふ
墨

壺
を
つ
く
る
（
一170-6

）
○

し
ょ
く
づ
く　

長
い
病
人
を
人
は
忘
れ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
や
つ
と
食
づ

い
て
き
た
。（
六384-11

）
＊
「
改
正
増
補
和
英
語
林
集
成
」

し
ょ
ふ
で　

町
内
会
の
寄
附
は
初し
ょ

筆ふ
で

を
持
つ
て
来
ら
れ
る
と
い
つ
た
も

の
で
あ
る
。（
五360-3
）　

し
る
し
ま
え　

ま
は
し
の
や
う
に
幅
が
広
く
て
、
ま
ん
な
か
に
酒
の
し0

る
し
ま
へ

0

0

0

0

が
で
か

く
と
印
刷
し
て
あ
る
。（
一351-15

）
◎

じ
れ
た
つ　

岩
の
な
い
岸
へ
砕
け
波
は
じ
れ
た
つ
て
砕
け
、（
六321-

7

）
し
わ
る　

そ
の
辺
の
物
に
し
が
み
つ
い
て
引
き
ず
ら
れ
ま
い
と
し
、
唐

紙
が
し
わ
つ
て
指
は
無
理
に
も
ぎ
放
さ
れ
、（
二91-1
）
○

す
え
る　

去
年
、
お
と
ゝ
し
の
古
い
汗
が
畳
ま
っ
て
饐す

え
て
い
る
。

（
三270-5

）

す
が
り　
「
す
が
り
の
味
、
尽
き
た
味
」
と
も
い
ふ
べ
き
好
も
し
く
な

さ
だ
つ
た
。（
七276-11

）

す
が
れ
に
ご
う　

足
腰
の
起
た
な
い
老
人
の
す
が
れ
二
号
、
す
た
れ
妾

と
噂
し
て
ゐ
た
。（
一13-15

）
◎

す
が
れ
ま
め　

秋
の
十
三
夜
さ
ま
に
あ
げ
る
す
が
れ
豆
に
至
る
ま
で
、

（
一163-9

）

す
け
で
っ
ぽ
う　

ま
は
り
か
ら
助
鉄
砲
を
打
つ
て
や
ら
な
く
て
は
だ
め

な
ん
だ
」（
七189-5

）
○

す
け
る　

月
給
全
部
を
母
へ
助す

け
つ
ゞ
け
る
手
筈
で
あ
る
。（
四148-8�

　

-12

）
○

す
さ
る　

父
の
心
は
身
を
す
さ
ら
せ
た
い
や
う
な
哀
し
い
お
そ
れ
を
も

つ
て
聴
い
た
。（
一159-9

）

す
た
れ
め
か
け　

足
腰
の
起
た
な
い
老
人
の
す
が
れ
二
号
、
す
た
れ
妾

と
噂
し
て
ゐ
た
。（
一13-15

）
◎

す
て
う
え　

季
節
外
れ
を
自
転
車
で
捜
し
、
捨
植
ゑ
に
残
つ
て
ゐ
た
の

を
辛
う
じ
て
一
本
持
つ
て
来
て
く
れ
た
。（
三146-11

）

す
て
め　

起
つ
て
行
き
際
に
ち
ら
り
と
捨
て
眼
を
置
い
て
行
く
癖
を
お

も
ふ
。（
三170-13　

六130-4

）

ず
ぼ
ん
ぼ　

ど
た
ば
た
騒
ぎ
の
な
か
で
は
、
ず
ぼ
ん
ぼ
が
最
も
子
供
た

ち
に
人
気
が
あ
つ
た
。（
一184-9

）
◎

す
や
す　

歯
切
れ
の
悪
い
へ
ま
0

0

を
や
つ
て
は
、
物
を
す
や
し
て
ゐ
る
が
、

（
四253-13　

252-14　

六267-10

）

す
ん
ぽ
う
の
び　

そ
の
鏡
は
私
の
嫁
入
支
度
の
一
ツ
な
の
だ
が
、
寸
法

延
び
で
ま
ぬ
け
に
大
き
か
つ
た
。（
五389-8

）

せ
き　

金
槌
を
揮ふ
る

つ
て
腕
を
動
か
す
せ
き
0

0

は
な
い
の
で
あ
る
。（
五
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118-15　

154-6　

六385-12

）
○

せ
し
め　

戦
争
で
焼
け
て
ゐ
る
か
ら
ほ
と
ん
ど
せ
し
め

0

0

0

は
利
か
な
く
な

つ
て
ゐ
る
。（
四334-10　

一16-1

）
◎

せ
っ
ち
ょ
う　

例
の
つ
る
ん
と
し
た
顔
つ
き
で
、
土
間
に
い
け
た
藍
甕

の
せ
つ
ち
や
う

0

0

0

0

0

を
は
じ
め
た
。（
二231-5

）
○

そ
う　

頭
は
総そ
う

に
立
つ
た
や
う
に
ざ
わ

く
と
騒
い
で
、
し
か
も
空
で

あ
つ
た
。（
一297-6　

四260-4
）

ぞ
う
じ
て
ん
ぱ
い　

今
ま
た
新
た
に
勇
猛
一
転
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

造ぞ
う

次じ

顚て
ん

沛ぱ
い

、
前
進
々
々
。（
一140-13
）
＊
吉
岡
徳
明
「
開
化
本
論
」

ぞ
う
ず
み　

い
づ
れ
に
せ
よ
雑ざ
ふ

炭ず
み

ぢ
や
な
い
、
老
来
円
熟
し
て
さ
く
ら

炭
か
、
い
よ

く
堅
い
椿
炭
か
。（
一318-6
）

そ
く
に　

後
ろ
に
け
は
い

0

0

0

を
感
じ
て
ふ
り
か
え
る
と
、
フ
ェ
ス
が
そ
く
0

0

に
駈
け
て
追
つ
て
来
た
の
だ
。（
六394-14

）

そ
げ
も
の　

私
は
（
…
…
）
い
は
ゞ
世
の
な
か
の
そ
げ
も
の

0

0

0

0

で
す
。

（
二314-5

）

そ
げ
る　

持
て
る
も
の
へ
の
片
意
地
な
、
そ
げ
た
気
持
が
底
流
れ
し
て

ゐ
て
、（
一194-6

）
○

そ
こ
な
が
れ　

そ
げ
た
気
持
が
底
流
れ
し
て
ゐ
て
、
と
か
く
批
判
的
な

眼
に
な
り
が
ち
だ
つ
た
。（
一194-6　

五271-2　

六172-12

）

そ
ぞ
ろ　

乱
さ
れ
る
こ
と
は
は
ゝ
に
も
隠
し
て
た
い
そ
ゞ
ろ
な
快
さ
で

あ
つ
た
。（
三58-13

）
○

そ
ば　

も
う
野
を
行
き
岨そ
ば

を
行
き
し
て
、
露
の
あ
る
う
ち
に
山
の
野
菜

を
集
め
て
ゐ
る
。（
六60-8

）

そ
ぼ
た
れ
る　

か
ま
き
り
が
露
に
そ
ぼ
た
れ
て
、
こ
ろ
り
と
こ
ろ
が
つ

て
ゐ
る
朝
も
あ
つ
た
。（
三111-2

）

ぞ
ろ
っ
ぺ
い　

大
丈
夫
で
す
よ
奥
さ
ま
、
ぞ
ろ
つ
ぺ
い
な
こ
と
は
し
ま

せ
ん
よ
。（
四59-1

）
○

そ
ん
が
た
つ　

自
分
ま
で
が
云
つ
ち
や
損
が
た
ち
ま
す
」
と
云
っ
た
。

な
る
ほ
ど
、
損
が
た
つ
勘
定
か
な
、（
四6-7

）
○

ぞ
ん
き　

ぞ
ん
き
な
デ
パ
ー
ト
家
具
だ
か
ら
狂
ひ
が
来
て
ゐ
る
が
、

（
五260-13　

六278-11

）
○

❖
た
　
行

た
い
き　

感
涙
会
の
招
待
文
は
大
気
な
こ
の
人
で
も
気
に
な
る
と
見
え

て
、（
五289-8

）
○

た
が
に
は
め
る　

組
ん
だ
手
を
箍
に
嵌
め
て
両
膝
を
抱
き
、（
二88-9

）

た
ぐ
ま
る　

胸
の
あ
た
り
も
ご
ち
や

く
と
た
ぐ
ま

0

0

0

つ
て
い
や
な
か
た

ち
だ
。（
五54-8

）

た
し
な
い　

炭
も
配
給
の
足た

し
な
さ
な
が
ら
、
そ
の
日
は
と
つ
て
お
き

0

0

0

0

0
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を
使
つ
て
ゐ
た
。（
三398-3

）
○

た
た
ま
る　

去
年
、
お
と
ゝ
し
の
古
い
汗
が
畳
ま
っ
て
饐す

え
て
い
る
。

（
三270-5　

四13-1

）
＊
宮
崎
湖
処
子
「
帰
省
」
▽
秋
永
辞
典
に
連

用
形
に
よ
る
名
詞
「
畳
ま
り
」
あ
り
。
○

だ
だ
ら
あ
そ
び　

こ
ゞ
と
も
利
か
な
い
し
、
遊
び
は
だ
ゞ
ら
遊
び
に
な

る
し
」（
七147-7
）
○

た
ち
は　

さ
う
お
ま
へ

0

0

0

の
せ
い
に
さ
れ
て
は
立た
ち
は端

が
な
か
つ
た
。（
一

58-10

）

た
ち
ま
さ
る　
「
こ
の
ひ
と
の
心
の
た
け
0

0

は
立た
ち

勝ま
さ

つ
た
な
あ
」（
六292-

4

）
○

た
て　

演
芸
会
に
は
か
な
り
な
立た
て

を
弾
く
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
の
に
、

（
五262-5

）

タ
フ
タ　

一
番
の
お
職
は
幅
広
の
タ
フ
タ
で
、
紅
や
薄
紫
の
薔
薇
の
花

模
様
が
浮
き
だ
し
て
ゐ
た
。（
二120-10

）
＊
幸
田
文
「
み
そ
つ
か

す
」

た
べ
つ
く　

い
つ
ま
で
も
細
い
食
事
だ
つ
た
が
、
こ
の
部
屋
へ
来
て
し

ば
ら
く
す
る
と
、
た
べ
つ
い
て
き
た
。（
六384-8

）

た
め
な
み
だ　

石
山
さ
ん
は
泣
い
て
ゐ
た
。
溜
め
涙
と
い
ふ
も
の
だ
と

お
も
つ
た
。（
五331-10

）

た
も
と
く
そ　

た
い
て
い
は
袂
く
そ
な
ぞ
で
自
分
療
治
を
や
つ
て
、
あ

げ
く
に
化
膿
し
た
り
し
て
い
る
。（
三240-9

）
○

だ
ん
だ
ん
ぶ
か　

思
ひ
か
へ
し
て
み
れ
ば
、
か
う
し
た
段だ
ん
〳
〵々

深ぶ
か

の
気
も

ち
が
、（
一48-15　

103-5

）
◎　

ち
か
ま
さ
り　

じ
み
0

0

な
の
に
博
士
だ
な
ど
と
は
で
な
あ
だ
な

0

0

0

を
貰
ふ
認

め
ら
れ
か
た
を
し
た
の
だ
か
ら
、
近ち
か

勝ま
さ

り
の
す
る
底
光
り
の
じ
み
0

0

で

あ
る
。（
四182-2

）

ち
か
ら
ぐ
い　

垣
根
は
と
こ
ろ
〴
〵
に
力
ち
か
ら

杭ぐ
ひ

が
残
つ
て
ゐ
る
だ
け
だ
つ

た
か
ら
、（
四308-3

）

ち
く
じ
や
く　

訳
を
し
て
く
れ
た
が
、
そ
れ
が
ひ
ど
い
逐
字
訳
で
、

（
一131-15

）

ち
ょ
く
ち
ん
り
ゅ
う　

泳
ぎ
が
で
き
な
く
て
も
や
れ
る
と
い
ふ
の
で
、

直ち
ょ
く
ち
ん
り
う

沈
流
の
私
は
（
一132-10

）

ち
ょ
ろ
っ
か　

私
に
は
ち
ひ
さ
い
時
か
ら
、
ち
よ
ろ
つ
か
な
、
ふ
た
し

か
な
処
が
あ
つ
た
。（
三132-1　

134-1　

317-3

）
◎

ち
ら
け
る　

台
処
は
鍋
も
笊
も
ぞ
ん
ぶ
ん
に
散
ら
け
て
あ
つ
て
、（
三

398-1

）

つ
い
っ
た
け　

一
枚
の
方
は
た
つ
ぷ
り
し
て
を
り
、
も
う
一
枚
の
方
は

つ
い
つ
た
け
の
裾
短
だ
つ
た
。（
二149-4

）
○

つ
が
え
る　
「
で
は
あ
し
た
か
ら
来
て
ね
」
と
こ
と
ば
を
番つ
が

へ
な
が
ら
、

（
四56-7
）
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つ
か
れ
あ
し　

若
い
日
に
歩
い
て
感
じ
た
疲
れ
足

0

0

0

の
生
理
的
な
感
覚
を

思
ひ
だ
し
て
ゐ
る
。（
六12-13

）

つ
き
あ
た
り　

地ぢ

味み

は
粋い
き

の
つ
き
あ
た
り
と
い
つ
た
す
つ
き
り
し
た
様

子
で
、（
一164-14

）

つ
き
い
き　

つ
き
息
の
と
き
は
正
調
で
、
引
き
息
の
と
き
は
う
ら
声
で

し
ゃ
べ
る
の
だ
か
ら
（
五377-4

）

つ
き
せ
ん　

父
は
例
の
印
伝
を
の
ろ

く
引
つ
ぱ
り
出
し
て
、
突
き
銭せ
ん

な
ん
か
で
勘
定
を
す
る
。（
三375-5　

375-8

）
◎

つ
ぐ
な
む　

讃
美
歌
で
立
つ
た
り
祈
禱
で
つ
ぐ
な
ん
だ
り
す
る
度
に
、

ぷ
う

く
だ
。（
二227-10　

353-10　

五42-9

）
○

つ
く
ね
る　

場
末
の
染
物
屋
さ
ん
の
棚
隅
に
廃
物
と
し
て
つ
く
ね
て
あ

る
染
見
本
（
三325-9　

六298-2

）

つ
の
つ
の　

白
い
足
は
草
履
の
鼻
緒
の
濃
い
色
を
は
つ
き
り
と
た
す
き

0

0

0

に
し
て
、
袴
の
襞
の
角つ
の

々〳
〵

か
ら
見
え
た
り
隠
れ
た
り
し
た
。（
七

337-8

）

つ
の
め
だ
つ　

い
や
に
ひ
つ
か
ら
ま
れ
た
り
角
目
だ
ゝ
れ
た
り
し
た
。

（
三283-2

）
◎

つ
め
ぎ
し　

油
気
の
な
い
手
は
、
さ
つ
そ
く
爪
ぎ
し
に
深
い
あ
か
ぎ
れ

0

0

0

0

の
傷
を
受
け
る
。（
七89-11

）
▽
秋
永
辞
典
の
「
つ
め
ぐ
し
【
爪

際
】」
の
項
に
、「
爪
の
き
わ
」
と
解
き
、「「
つ
め
ぎ
し
」
と
も
い
う

か
。」
と
あ
る
。

つ
り
え
ぼ　
（
耳
の
う
し
ろ
の
毛
の
）
生
え
際
に
は
吊
り
え
ぼ
0

0

が
い
く

つ
も
で
き
て
腫
れ
て
ゐ
る
。（
二93-7

）

て
い
が
く
と
う　

影
が
す
う
つ
と
暗
く
な
つ
た
。
定
額
燈
だ
ら
う
。

（
三342-13

）

て
か
き　

も
の

く
し
い
手て

舁か

き
で
、
掬す
く

は
れ
る
や
う
に
ベ
ッ
ド
に
移

さ
れ
る
と
、（
七192-4

）

て
が
わ
り　

娘
も
外
へ
出
て
ゐ
て
、
私
ひ
と
り
だ
つ
た
。
誰
か
手
代
り

が
あ
れ
ば
、（
四251-13

）

て
し
ょ
う　

理
路
整
然
た
る
も
の
だ
つ
た
が
、
た
ゞ
一
ツ
手
証
を
見
て

ゐ
な
い
の
が
弱
み
だ
つ
た
。（
三202-6

）
〇

で
ず　

私
は
大
急
ぎ
で
、
は
る
か
川
下
の
出
洲
の
桟
橋
へ
駈
け
だ
し
て

行
く
。（
三167-8

）
▽
日
本
国
語
大
辞
典
に
立
項
す
る
が
、
用
例
は

な
く
、「
砂
嘴
（
さ
し
）」
の
義
と
す
る
。

で
ず
い
ら
ず　

清
々
し
い
出
ず
入
ら
ず
の
手
頃
な
贈
り
も
の
だ
と
お
も

ひ
、（
六130-9

）
〇

て
つ
い
で　

孫
の
分
を
手
つ
い
で

0

0

0

に
一
ト
洗
ひ
な
ど
苦
に
は
な
ら
な
い

人
で
あ
る
。（
五329-2

）
＊
「
和
英
語
林
集
成
」

て
も　

十
代
と
も
二
十
代
と
も
三
十
代
と
も
つ
か
ぬ
、
て
も
ゑ
ど
0

0

つ
た

顔
。（
一342-10
）
〇
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テ
リ　

縁
づ
く
と
き
に
桑
の
小
机
を
こ
し
ら
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
ご

く
わ
ず
か
な
筆
返
し
の
テ
リ
が
あ
る
だ
け
で
、（
二303-1

）
▽
日
本

国
語
大
辞
典
に
立
項
せ
ず
。

て
ん
が
け　

原
稿
を
作
つ
て
読
む
の
で
な
く
、
メ
モ
で
て
ん
が
け

0

0

0

0

に
話

さ
う
と
す
る
の
だ
が
、（
七272-7　

五272-13

）

と
お
ど
お
し
い　

血
は
女
の
生
理
に
近
い
も
の
な
の
に
、
近
く
に
ゐ
な

が
ら
遠
々
し
く
し
か
考
へ
て
ゐ
な
い
（
六28-15

）
○

と
ぎ
ぬ
け
る　

裁
物
庖
丁
も
も
う
磨
ぎ
ぬ
け
た
と
い
つ
た
具
合
に
薄
く
、

（
三357-8

）

と
き
を
ふ
く　

お
も
む
ろ
に
両
翼
を
揚
げ
て
お
い
て
、
ば
さ
ば
さ
つ
と

や
つ
て
と
き
0

0

を
ふ
く
。（
二216-2

）

と
ご
こ
ろ　

二
十
歳
を
越
え
た
青
年
は
、
共
同
井
戸
に
米
を
と
が
さ
れ

て
ゐ
る
。
利と
ご
ゝ
ろ心

も
文
才
も
へ
つ
た
む
く
れ
で
あ
る
。（
二39-3

）

と
こ
み
せ　

小
商
ひ
の
店
は
資
力
も
才
覚
も
な
く
て
と
こ
0

0

店
し
か
借
り

ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
（
一389-11　

四200-10　

六329-5
）
〇

と
し
っ
く
い　

束
髪
に
し
た
髪
の
か
た
ち
も
年と
し

つ
食く

ひ
に
見
え
た
。

（
三103-7

）
◎

と
し
ば
え　

も
う
、
男
に
勤
め
よ
う
と
す
る
齢と
し

ば
へ
に
い
つ
か
な
つ
て

ゐ
る
の
だ
つ
た
。（
六309-3

）
＊
幸
田
露
伴
「
新
浦
島
」
○

と
っ
こ
に
と
る　

実
体
を
ち
や
ん
と
知
り
き
つ
て
ゐ
る
く
せ
に
人
の
評

判
を
と
つ
こ
に
取
つ
て
、（
六381-6

）
〇

と
ば
く
さ　
「
こ
れ
で
何
で
も
大
騒
ぎ
に
と
ば
く
さ
し
な
い
で
も
済

む
」（
一204-2

）
◎

と
ば
つ
く　

あ
た
し
や
こ
と
し
は
と
ば
0

0

つ
い
ち
や
つ
て
ね
、
新
年
の
挨

拶
な
ん
て
誰
に
も
云
ひ
そ
び
れ
た
よ
。（
五172-9

）
○

と
め　
（
鶤し
や
もは

）
羽
搏
く
。
実
際
、
勇
壮
だ
。
き
ら
つ
と
し
た
利と

眼め

だ
、

（
二216-1

）

と
り
と
ま
る　

し
ご
と
に
か
ゝ
ら
う
と
す
る
と
、
お
ち
つ
い
て
ゐ
な
い

こ
と
が
は
つ
き
り
し
た
。
勢き
ほ

ひ
た
つ
て
ゐ
る
く
せ
に
と
り
と
ま
ら
な

い
の
だ
つ
た
。（
六28-1

）
○

ど
ろ
ぼ
っ
け　

折
角
よ
ご
れ
な
く
産
み
つ
け
て
も
ら
つ
た
著
物
は
泥
ぼ

つ
け
に
な
つ
た
が
（
一199-4　

303-12

）
◎

と
ろ
ろ
ぐ　

一
匹
の
犬
が
来
て
伸
び
て
ゐ
た
。
一
見
、
全
身
膿
み
と

ろ
ゝ
ぎ
、
病
犬
だ
。（
二221-5

）

と
ん
が
ら
し　

と
ん
が
ら
し

0

0

0

0

0

を
舐
め
た
や
う
な
、
痛
い
熱
い
ど
き
〳
〵

し
た
気
持
（
二160-8

）
○

ど
ん
つ
く　

ど
ん
つ
く
布
子
な
ら
縫
ひ
ま
す
、
柔
か
も
の
は
縫
ひ
ま
せ

ん
（
二32-14　

389-7

）
◎

ど
ん
も
り　

私
は
ど
ん
も
り
み
た
い
に
、
抗
議
し
よ
う
と
し
て
も
云
へ

な
か
つ
た
。（
六48-3　

一372-9

）
○
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❖
な
　
行

な
い
ふ
く　

お
医
者
様
と
は
噂
通
り
に
随
分
内
福
な
も
の
ら
し
い
と
、

（
七305-9

）

な
え
ぎ
ぬ　

私
は
な
ん
で
ゆ
ず
子
の
萎な

え
衣ぎ
ぬ

を
蔑
ん
だ
の
だ
ら
う
。

（
三110-10

）

な
ぎ
あ
げ
る　

眼
ば
か
り
私
の
腰
の
あ
た
り
を
じ
ろ
つ
と
薙
ぎ
あ
げ
て

見
た
く
せ
に
、（
三103-8

）

な
さ
け
ら
し
い　

ゆ
か
た
を
褒
め
れ
ば
、
こ
れ
は
肌
に
情な
さ
けら
し
い
著
物

だ
と
い
ふ
こ
と
だ
。（
五320-7

）
○

な
じ
み
が
い　

な
じ
み
甲
斐
に
私
が
助す
け

手て

に
行
つ
て
あ
げ
ま
し
た
。

（
六295-14

）
＊
徳
永
直
「
太
陽
の
な
い
街
」

な
な
と
こ
は
ぎ　

露
伴
家
は
富
裕
で
な
い
、
肩
あ
て
・
裏
打
・
七
と
こ

継は
ぎ

で
は
あ
つ
た
が
、（
一46-14　

三330-8

）
◎

な
び
じ
ん　
（
七
重
の
語
り
）
名な

美び

人じ
ん

だ
な
ん
て
蔭
口
ま
で
き
か
れ
る

く
ら
ゐ
で
し
た
。（
七298-4

）

な
め
ら
れ　

鯨
や
蟒
う
は
ゞ
みに
な
め
ら
れ
る
と
、
つ
る
ん
と
し
た
顔
に
な
つ
ち

ま
ふ
、
そ
れ
を
な
め
ら
れ

0

0

0

0

と
い
ふ
ん
だ
さ
う
だ
。（
二225-11�

　

-10

）
＊
幸
田
文
「
糞
土
の
墻
」

な
り
が
わ　

長
い
袂
に
袴
を
穿
い
て
鳴な

り

革が
は

の
靴
を
踏
ん
で
歩
く
女
学
生

姿
（
三9-4　

17-2

）

な
ん
ど
り　

あ
ゝ
い
ふ
手て

合あ
ひ

に
持
つ
て
行
く
話
は
、
な
ん
ど
り
と
や
ら

な
く
つ
ち
や
い
け
な
い
（
五193-9　

199-14　

281-4

）
○

に
が
つ
ど
う　

壁
際
に
書
棚
だ
け
、
縁
側
寄
り
に
二
月
堂
の
机
一
ツ
置

い
て
（
六286-2　

-11　

287-3

）

に
く
て
ぐ
ち　

い
え
、
孫
の
憎に
く

て
口
な
ん
か
ど
う
で
も
い
ゝ
ん
で
す
。

（
五331-6

）
○

に
ざ
い
り
ょ
う　

こ
れ
か
ら
荷
宰
領
に
お
膳
を
出
す
の
だ
と
云
つ
た
。

（
二65-11

）
＊
安
藤
鶴
夫
「
巷
談
本
牧
亭
」

に
た
り　

摺
れ
ち
が
つ
て
下
る
荷に

足た
り

、
横
切
る
渡わ
た
し船

。（
三56-8　

七

155-13

）
○

に
ゅ
う
ば
い　

入
梅
が
も
う
あ
が
り
さ
う
だ
と
い
ふ
と
き
に
、（
七

220-7

）
○

ぬ
け
さ
く　

ぽ
か
ん
と
抜
作
に
そ
の
置
場
を
忘
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

（
四266-5　

-7

）
○

ね
が
っ
て　

こ
の
と
き
ま
で
父
は
右
下
が
臥
勝
手
だ
つ
た
の
が
、（
一

70-5　
255-4

）

ね
こ
っ
け　

い
つ
も
ひ
け
め

0

0

0

の
も
と
に
な
つ
て
ゐ
る
猫
つ
毛
を
ま
さ
ぐ

ら
れ
て
（
三49-4
）
○
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ね
こ
め
で
ご
え　

つ
く
り
声
で
は
な
く
て
、
し
ん
か
ら
の
猫
賞め

で
声
に

な
つ
て
ゐ
る
の
だ
（
四196-2

）

ね
っ
き
う
ち　

私
は
独
楽
廻
し
・
ネ
ッ
キ
打
ち
ま
で
し
た
。（
二111-

8

）
◎

ね
っ
き
り
は
っ
き
り　

同
じ
汗
な
ら
根
っ
き
り
葉
っ
き
り
こ
れ
っ
き
り

の
汗
に
、（
三162-7
）
◎

ね
つ
こ
い　

例
の
割
れ
声
を
わ
ざ
と
ひ
そ
め
て
話
す
ね
つ
こ
さ
、（
二

197-10

）
＊
里
見
弴
「
桐
畑
」

の
た
れ
る　

病
ん
で
起
て
な
い
父
と
い
つ
し
よ
に
、
ど
こ
で
焼
け
死
ぬ

か
、
の
た
れ
る
か
、（
一80-14

）

の
と
ろ　

私
は
む
つ
と
し
て
横
を
向
い
た
。
の
と
ろ

0

0

0

に
平
つ
た
い
神
経

で
な
い
と
負
け
る
と
気
を
つ
け
な
が
ら
、（
二198-10

）
○

❖
は
　
行

は
ち
び
ら
き　

一
見
し
て
病
身
と
わ
か
る
、
鉢は
ち

開び
ら

き
の
頭
を
も
つ
た
少

年
工
で
あ
る
。（
六398-14

）

は
つ
み
ち　

駅
か
ら
は
一
本
道
で
（
…
…
）、
は
つ
道
で
も
手
間
な
し

に
来
ら
れ
る
、（
六310-5

）

は
な
が
し
ら　

紫
菀
は
花
が
し
ら

0

0

0

を
重
く
し
て
や
つ
と
立
つ
て
ゐ
ま
す
。

（
五418-13

）

は
な
っ
ぱ
り　

依い

怙こ

地ぢ

な
く
ら
ゐ
の
鼻
つ
ぱ
り
の
強
さ
が
あ
つ
た
。

（
三27-13　

四184-11

）
○

は
や
の
り
も
の　

い
つ
東
京
の
空
で
早
乗
物
に
轢
か
れ
る
廻
り
あ
は
せ

に
な
る
か
知
れ
ず
、（
五344-6

）

は
や
ま　

は
じ
め
は
こ
と
ん

く
と
、
そ
の
う
ち
だ
ん

く
に
早は
や

間ま

に

と
ゝ
ゝ
と
、（
六309-6　

342-10

）
○

ひ
あ
わ
い　

倉
へ
通
ふ
ひ
あ
は
ひ
で
停
滞
し
て
何
か
し
や
べ
つ
て
ゐ
る
。

（
一158-12　

五118-14

）
◎

ひ
か
た　

痩
せ
た
骨
の
上
に
皮
が
ゆ
と
り
な
く
引
つ
張
れ
て
て
か

く

し
、
耳
が
薄
く
立
つ
て
ゐ
る
。
火
形
の
相
で
あ
る
。（
二8-4

）
▽
第

二
拍
は
濁
音
の
ガ
か
。

ひ
き
あ
け　

そ
ん
な
夜
の
ひ
き
あ
け
ど
き
の
土
手
道
は
、（
六154-7　

166-11　

-14

）
○

ひ
き
い
き　

つ
き
息
の
と
き
は
正
調
で
、
引
き
息
の
と
き
は
う
ら
声
で

し
ゃ
べ
る
の
だ
か
ら
（
五377-4

）

ひ
き
の
こ
り　

引
残
り
の
多
い
う
ち
に
は
ち
く
り
と
い
や
み
の
一
ツ
や

二
ツ
は
云
ふ
の
で
あ
る
。（
五135-5

）
＊
歌
舞
伎
「
月
梅
薫
朧
夜
」

ひ
ぞ
り
あ
い　

た
が
ひ
に
意
地
の
張
り
あ
ひ
ひ
ぞ
り
あ
ひ

0

0

0

0

0

を
し
て
、

（
五252-14
）
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ひ
ぞ
り
ご
と　

悪
口
や
ひ
ぞ
り
言
を
云
ふ
な
ら
、（
一57-14

）
◎

ひ
だ
つ　

睡
る
と
い
ち
ば
ん
よ
く
ひ
だ
つ

0

0

0

ん
で
す
」
と
云
つ
て
ゐ
た
。

（
六126-10
）

ひ
た
に　

真
夜
中
に
か
ゝ
ら
う
と
し
て
、
ひ
た
に
静
か
に
、
ひ
た
に
冷

え
て
、（
三383-7
）

ひ
だ
り
ば　

小
刀
は
左
刃
で
あ
つ
た
。（
二36-13

）
◎

ひ
っ
ぱ
れ
る　

痩
せ
た
骨
の
上
に
皮
が
ゆ
と
り
な
く
引
つ
張
れ
て
て
か

く
し
、（
二8-3　

三87-10
）
▽
秋
永
辞
典
に
は
五
段
活
用
と
し

て
あ
げ
る
。

ひ
と
さ
ざ
な
み　

後
家
根
性
な
ん
か
は
母
親
に
属
す
る
一
ト
さ
ゞ
波
だ

が
、（
四6-13

）

ひ
と
ち
ょ
う
ば　

私
の
住
ひ
は
も
う
一
ト
丁
場
さ
き
だ
か
ら
、（
三

205-9

）
◎

ふ
う
つ
き　

町
育
ち
の
す
つ
き
り
し
た
風ふ
う

つ
き
が
あ
つ
た
か
ら
で
あ
る

し
、（
四311-15

）
＊
二
葉
亭
四
迷
「
浮
雲
」

ふ
か
つ
く　

男
に
は
体
の
ま
は
り
に
ひ
ら
0

0

つ
く
も
の
、
ふ
か
つ
く
も
の

が
な
い
か
ら
（
四208-2

）

ふ
き
し
お
る　

問
題
が
一
人
一
人
に
配
ら
れ
、
吹
き
し
を
ら
れ
る
や
う

に
ど
の
子
も
机
に
か
ぶ
さ
つ
た
。（
三5-14

）

ふ
け
あ
じ　

料
理
に
は
上
手
下
手
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
若わ
か

味あ
ぢ

と
ふ
け
0

0

味
が

つ
く
も
の
の
や
う
に
思
ふ
。（
六199-3

）

ふ
さ
る　

芳
の
小
屋
が
ま
つ
暗
に
臥ふ
さ

つ
て
ゐ
る
の
を
透す
か

し
た
。（
六

158-12

）

ふ
し
ょ
う　
（
母
は
）
気
の
強
い
人
だ
か
ら
、
さ
つ
さ
と
不
承
し
て
く

れ
た
の
だ
と
お
も
ふ
。（
三10-2

）
○

ふ
た
の　

男
の
子
は
な
ん
に
も
な
し
の
ス
ツ
ポ
ラ
ポ
ン
、
女
の
子
は
二

布
形
式
だ
つ
た
か
ら
（
三242-1

）
○

ぶ
ま　

ど
つ
ち
も
無
理
の
な
い
ぶ
ま
な
形
だ
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。（
一

38-7　

五390-1

）
◎

ふ
み
ひ
ろ
が
る　
（
新
調
し
て
く
れ
た
靴
が
）
村
育
ち
の
踏
み
ひ
ろ
が

つ
て
し
ま
つ
た
足
に
は
（
三4-6

）
◎

ふ
り　

ま
つ
た
く
の
ふ
り
0

0

の
薬
売
り
だ
つ
た
若
者
の
方
に
は
、
執
拗
な

押
売
り
に
罪
が
あ
り
、（
二230-11

）

ふ
ん
し　
（
拾
い
犬
の
変
化
に
つ
い
て
）
当
然
の
こ
と
だ
が
糞ふ
ん

仕し

が
き

れ
い
だ
つ
た
。（
六391-15

）
○

へ
っ
た
む
く
れ　

青
年
は
、
共
同
井
戸
に
米
を
と
が
さ
れ
て
ゐ
る
。
利と

心ご
ゝ
ろも

文
才
も
へ
つ
た
む
く
れ
で
あ
る
。（
二39-3

）
◎

へ
ん
が
え　

み
ん
な
が
い
ゝ
だ
と
か
悪
い
だ
と
か
、
て
ん
で
が
今
云
つ

た
こ
と
を
す
ぐ
変
が
へ
し
て
、（
一49-11

）
▽
秋
永
辞
典
に
「
へ
ん

が
い
【
変
改
】」
あ
り
。
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ほ
き
だ
す　

弟
は
十
分
間ま

を
置
い
て
沈
黙
し
て
の
ち
に
、
ほ
き
だ
し
て

云
つ
た
。（
七115-13

）
○

ほ
き
た
つ　

垣
に
は
蔓
物
が
纏
ひ
つ
い
て
ゐ
、
毎
春
枸
杞
は
勢
ひ
よ
く

ほ
き
0

0

立
つ
て
、（
二108-6　

一153-9

）

ほ
け
る　

こ
の
ご
ろ
は
ぐ
づ

く
の
ろ

く
し
て
ゐ
る
。
惚ほ

け
た
と
云

は
れ
る
と
（
四13-9　

-10

）
○

ぼ
っ
く
い　
（
乾
燥
い
も
を
）
か
み
か
み
行
け
ば
道
は
ぼ
っ
く
い
の
歯

に
凍
て
て
い
て
、（
五335-7
）

ほ
ま
え
か
け　

そ
の
帯
の
腰
へ
、
そ
の
着
物
の
膝
へ
、
楯
の
如
く
ギ
ブ

ス
の
如
く
遮
断
扉
の
如
く
、
ぎ
り
つ
と
帆ほ

前ま
へ

掛か
け

が
か
ゝ
つ
て
ゐ
た
。

（
一350-2　

四200-13　

201-10

）
◎

❖
ま
　
行

ま
が
な
ひ
ま
が
な　

あ
れ
ほ
ど
好
き
で
間
が
な
暇
が
な
読
ん
で
ゐ
た
人

が
、（
一6-2

）
◎

ま
き
ざ
っ
ぽ
う　
（
刻
ん
だ
大
根
）
あ
ち
ら
の
は
薪
ざ
つ
ぽ
う
の
や
う

に
太
く
て
、
千
六
本
は
せ
い
〴
〵
十
六
本
程
度
で
あ
る
。（
四304-

7

）
○

ま
ぎ
り　

続
い
て
間
切
り

く
、
泡
立
つ
た
鮮
か
な
色
は
押
し
出
さ
れ

た
。（
一255-6

）

ま
じ
り
ま
じ
り　

そ
の
楽
し
み
を
投
げ
て
、
ま
じ
り

く
と
し
て
ゐ
た
。

（
一6-2

）
◎

ま
ど
か
け　

窓
か
け
を
引
か
な
い
大
き
な
ガ
ラ
ス
窓
か
ら
、（
七264-

13

）
＊
「
改
正
増
補
和
英
語
林
集
成
」

ま
な
ご　

姉
や
弟
と
と
も
に
私
も
ま
た
愛
子
で
あ
つ
た
の
だ
。（
二5-8�

　

-9

）

ま
る
ま
っ
ち
い　

浅
黒
い
ま
る
ま
つ
ち
い
手
が
箆
で
し
ゆ
つ
と
し
ご
く

と
、（
五357-9

）
○

み
ご
う
し
ゃ　

ど
ん
な
見
巧
者
な
人
の
眼
に
も
何
歳
だ
か
わ
か
り
は
し

な
い
。（
四263-6

）
○

み
ざ
め　

よ
く
見
る
と
そ
の
色
は
見
ざ
め
の
し
な
い
染
め
あ
が
り
を
見

せ
て
ゐ
ま
す
。（
六99-7

）

み
じ
ん
ま
く　

自
分
の
身
じ
ん
ま
く
は
自
分
で
お
し
つ
て
云
ふ
ん
だ
」

と
い
ふ
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
た
。（
五186-14　

246-3

）
○

み
そ
っ
か
す　
「
あ
の
児
は
み
そ
つ
か
す
で
す
ね
」
と
つ
か
は
れ
る

（
二171-9　

169-11　

170-1

）
◎

み
だ
て　
（
庭
は
）
見
だ
て
は
な
い
が
箒
が
届
い
て
涼
し
げ
で
あ
る
。

（
三191-5　

六106-3

）
◎

み
づ
く　

父
も
母
も
水み

漬づ

い
て
ゐ
る
や
う
に
黙
つ
て
ゐ
た
。（
七201-
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2
）

み
づ
み
づ　

麦
は
扱こ

い
た
ば
か
り
な
の
で
あ
ら
う
、
粒
が
み
づ

く
と

大
き
く
、（
五302-1

）

み
て
く
れ
が
し　

こ
と
さ
ら
に
見
て
く
れ
が
し
な
気
も
ち
で
い
る
人
も

な
い
だ
ろ
う
。（
二293-8

）
＊
田
山
花
袋
「
春
潮
」

み
の
ば
り　
（
襖
に
つ
い
て
は
）
簔み
の

貼ば

り
と
い
ふ
こ
と
ば
だ
け
し
か
耳

に
残
つ
て
ゐ
な
い
。（
一144-10
）

み
ゃ
く
す
ず　
「
魚
さ
か
な

釣つ
り

の
鈴
な
ん
で
、
…
…
脈
み
や
く

鈴す
ゞ

一
ツ
で
い
ゝ
ん
で
」

と
答
へ
た
。（
六176-7　

-8

）
＊
幸
田
露
伴
「
幻
談
」

み
ん
な
に
な
る　

炊た

い
た
ば
か
り
の
御
飯
は
み
ん
な
に
な
つ
て
、
空か
ら

の

お
櫃
に
（
六179-8

）

む
き
つ
け　

女
中
な
ど
か
ら
は
づ
う
0

0

く
し
い
と
い
ふ
評
を
む
き
つ
け

に
云
は
れ
た
。（
三9-15　

一216-11

）
◎

む
き
な　

無
理
に
で
つ
ち
あ
げ
よ
う
と
す
る
愚
か
さ
、
む
き
な
若
年
の

滑
稽
の
努
力
で
あ
る
。（
二349-11

）

む
き
も
の　

尾
鰭
胸
鰭
い
さ
ぎ
よ
く
、
取
合
せ
の
む
き
物
よ
せ
物
、

「
さ
あ
こ
れ
を
ど
う
す
る
。」（
一206-4

）
＊
幸
田
文
「
父
―
そ
の

死
」

む
く
お
き　

い
つ
か
の
や
う
に
む
く
起
き
に
顔
相
の
変
る
や
う
な
こ
と

は
な
い
。（
六172-3

）

む
さ
い　

父
に
は
精
力
的
な
頸く

び

が
が
つ
ち
り
と
つ
い
て
ゐ
る
の
に
、
小

鬢
は
汚む
さ

く
ご
ま
0

0

塩
に
な
つ
て
ゐ
た
。（
七205-9

）
○

む
し
ゃ
ぐ
る　
「
ぐ
づ

く
す
つ
こ
と
ね
え
、
菊
の
葉
つ
ぱ
だ
あ
。」
ぢ

い
さ
ん
が
む
し
や
ぐ
つ
て
来
る
。（
二221-10

）
＊
幸
田
文
「
糞
土

の
墻
」

む
す
ば
る　

二
人
の
心
が
何
か
の
色
彩
を
帯
び
て
結
ば
つ
た
と
い
ふ
甘あ
ま

い
こ
と
で
は
（
四229-5

）

む
す
め
だ
ち　

私
は
た
ゞ
普
通
の
娘
立
ち
か
ら
嫁
し
た
が
、（
三145-

12

）
◎

む
や
く
し
い　

い
た
づ
ら
に
意
を
尽
し
て
無
益
し
く
、
む
な
し
く
気
を

嶊
い
て
妄
言
と
な
る
、（
二282-6

）

む
り
か
ら　

ヒ
レ
と
い
へ
ど
も
時
を
失
つ
た
も
の
に
価
値
は
無
い
。
無

理
か
ら
に
、
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
な
い
か
ら
、（
一241-4

）
＊

斎
藤
緑
雨
「
門
三
味
線
」
○

め　
（
染
香
の
著
物
）
何
と
云
つ
て
も
匁め

の
十
分
で
な
い
も
の
の
お
寒

さ
は
し
や
う
が
な
く
、（
五173-7

）

め
い
き
ゅ
う　

し
こ
り

0

0

0

に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
明
ら
か
な
の
に
、
そ
れ
を

明
究
し
て
し
ま
は
な
い
で
お
い
て
、（
七97-9

）

め
が
け　

あ
る
と
き
玉
の
盃
を
め
が
け

0

0

0

に
し
た
の
を
最
後
に
し
て
、
私

の
ぶ
つ
こ
は
し
屋
が
を
さ
ま
る
よ
り
一
ㇳ
足
早
く
、
父
の
方
が
あ
き
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ら
め
に
行
き
つ
い
た
の
で
あ
つ
た
。（
一269-1

）
▽
秋
永
辞
典
「
未

詳
」
と
す
。
○

め
く
ら
さ
ぐ
り　

そ
の
経
験
と
人
か
ら
聞
い
た
話
と
を
、
盲
さ
ぐ
り
に

配
列
し
て
み
た
（
六186-7

）

め
し
ょ
う　
「
自
然
は
あ
ま
り
大
き
い
。
お
ま
へ
は
眼め

性し
や
うが
よ
く
な
い

ら
し
い
。（
一400-13
）
○

め
ど
と
お
し　

糸
と
針
を
奪
つ
た
が
、
自
分
も
眼
鏡
な
し
に
は
不
可
能

な
め
ど
通
し

0

0

0

0

だ
。（
三428-5
）

め
は
し
が
き
く　

あ
ん
た
は
眼
は
し
0

0

が
利
い
て
る
し
、（
五122-14

）

○
め
ひ
き
そ
で
ひ
き　

融
通
し
て
き
た
五
万
は
眼
ひ
き
袖
ひ
き
の
大
金
な

の
で
あ
る
。（
五149-3

）

め
み
え　

目
見
え
の
女
中
だ
と
紹
介
者
の
名
を
云
つ
て
答
へ
、（
五4-8　

19-3

）
○

め
よ
り　

ス
フ
蚊
帳
は
緯よ
こ

糸い
と

も
経た
て

糸い
と

も
目
寄
り
が
し
た
り
、
へ
ば
つ
た

り
し
て
、（
一75-3

）
＊
幸
田
文
「
父
―
そ
の
死
」

も
ぎ
る　
（
桑
の
実
採
り
に
）
ア
子
ち
ゃ
ん
は
夢
中
に
な
っ
た
、
ひ
っ

ぱ
っ
て
は
も
ぎ
っ
た
。（
一303-7

）

も
ぐ　

一
郎
さ
ん
は
力
い
っ
ぱ
い
に
竿さ
お

を
も
ぎ
と
っ
た
は
ず
み
に
よ
ろ

け
、（
一307-3

）

も
し
び　

台
処
の
葭
簾
か
ら
漏
れ
る
燃も

し
火
は
色
衰
へ
て
ち
ら

く
し
、

（
六162-14

）

も
ち
お
も
り　

不
安
も
づ
つ
し
り
と
持
ち
お
も
り
が
し
て
ゐ
た
（
二

256-2　

一338-3　

四180-10

）
○

も
ち
じ
め
ん　

お
き
の
さ
ん
の
持も
ち

地ぢ

面め
ん

に
、
道
路
に
削そ

ぎ
と
ら
れ
た
た

め
に
（
四157-9

）

も
や
う　

ボ
ー
ト
は
本
流
へ
流
れ
こ
む
支
流
の
落
ち
口
に
舫も
や

つ
て
ゐ
る
。

（
六255-13

）

も
り
つ
ぶ
す　

話
を
う
や
む
や
に
ひ
き
の
ば
す
は
う
が
い
ゝ
と
云
ふ
の

で
、
盛
り
つ
ぶ
す
こ
と
に
な
つ
た
。（
五50-13

）

も
ん
ぱ
う
ら　

ネ
ル
裏
―
―
こ
れ
を
以
前
は
も
ん
ぱ

0

0

0

裏
と
い
つ
た
―
―

（
七331-10

）
○

❖
や
　
行

や
す
て
ら　

贅
沢
な
ん
か
か
け
ら
も
含
ん
で
ゐ
な
い
安
て
ら
0

0

な
た
べ
も

の
な
の
だ
。（
六378-8　

-11

）

や
つ
れ
き
ぬ　

羽
根
の
塵
払
ひ
を
つ
か
へ
、
羽
根
の
無
い
と
き
に
は
や

つ
れ
絹
を
つ
か
へ
、（
一117-12

）

や
の
ね　

先
代
旦
那
さ
ま
が
屋
の
根
を
護
つ
て
ゐ
て
く
だ
さ
る
ん
で
す
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よ
（
四4-7

）

や
め
る　

月
給
と
は
跡
腹
の
病
め
な
い
安
心
な
収
入
で
あ
つ
た
。（
五

361-13
）

や
り
て
ん
ぼ
う　

私
は
若
さ
の
や
り
て
ん
ぼ
う
を
振
り
か
ぶ
つ
て
ゐ
た

し
、（
三170-7　

一373-6

）
◎

や
り
ぶ
る　
「
い
や
だ
わ
、
あ
ん
な
に
や
り
ぶ
つ
て
見
せ
て
」
と
多
分

顰
蹙
を
買
つ
て
ゐ
る
。（
四170-5

）

ゆ
た
び　

一
家
を
ひ
き
つ
れ
て
湯
旅
に
も
行
け
ば
、（
五360-2

）

ゆ
づ
ら　

薄
い
煙
が
ふ
う
つ
と
あ
が
つ
て
、
ゆ
る
く
湯
づ
ら
を
離
れ
た
。

（
六127-15

）

よ
う
ほ
ん　

茶
を
飲
ん
で
更
に
一
服
、
暫
時
し
て
お
経
を
誦よ

む
。
要え
う

本ほ
ん

で
あ
る
。（
一9-9

）

よ
く
せ
き　

酒
飲
み
も
炊
事
も
よ
く
せ
き
嫌
ひ
だ
つ
た
の
だ
ら
う
（
二

96-10　

201-8　

三241-8

）
◎

よ
く
ど
お
し
い　

も
つ
と
か
う
な
り
た
い
あ
ゝ
な
り
た
い
と
い
ふ
慾
ど

ほ
し
さ
で
気
が
休
ま
ら
な
か
つ
た
。（
三314-2

）
▽
秋
永
辞
典
の
見

出
し
は
「
よ
く
ど
う
し
い
」
○

よ
じ
お　

春
の
夜
潮
の
ふ
く
ら
み
、
秋
の
あ
ら
し
に
近
い
淵
の
淀
み
な

ど
は
、（
一135-5

）

よ
ろ
う　

顔
の
な
い
影
へ
対
し
て
鎧よ
ろ

は
う
と
し
て
、
げ
ん
は
勉
強
が
手

に
つ
か
な
い
。（
七119-15　

124-3

）

よ
ろ
け
じ
ま　

挽
茶
色
の
よ
ろ
け
縞
も
紫
色
の
菫
の
模
様
も
赤
い
十
の

字
絣
も
、（
三190-11

）
○

❖
ら
　
行

ら
ち
く
ち
な
い　

芝
居
を
見
て
来
る
と
、
あ
と
は
ら
ち
く
ち

0

0

0

0

も
な
く
ぼ

ん
や
り
と
思
ひ
に
ふ
け
つ
た
。（
三159-14

）
◎

り
か
た　

ひ
ま
な
時
も
抱
へ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
住
込
み
よ
り

利り

方か
た

な
の
で
あ
る
。（
五358-8

）

り
ょ
う
だ
め　

こ
ゝ
の
う
ち
も
さ
き
ゆ
き
も
あ
ん
た
を
使
つ
て
行
き
た

い
に
き
ま
つ
て
る
ん
だ
よ
。
い
ゝ
か
ら
休
み
な
さ
い
。
そ
れ
が
両
り
や
う
だ
め為

に
な
る
つ
て
も
ん
だ
。（
五162-10

）

り
ょ
う
る　

い
ま
料れ
う

つ
て
鍋
か
ら
揚
げ
た
と
い
ふ
新
鮮
な
皿
を
欲
し
が

つ
た
。（
一204-8　

二42-14

）
◎

ロ
ー
ズ　

家
事
技
術
を
向
上
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
料
理
に
は
ロ
ー
ズ
材

料
の
損
を
し
、（
四158-9

）
○

ろ
く　

こ
う
げ
板
を
使
つ
て
土
を
な
ら
し
、
穴
を
埋
め
て
ろ
く
0

0

に
す
る
。

（
一155-7
）
◎

ロ
ハ
ニ
ズ
ム　

父
の
俳
句
は
随
分
父
の
色
が
濃
い
。
そ
こ
を
狙
つ
て
や
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る
の
を
、
私
は
ロ
ハ
ニ
ズ
ム
と
ひ
そ
か
に
称
し
て
ゐ
た
。（
一227-1　

226-15　

227-2

）

❖
わ
　

わ
か
あ
じ　

料
理
に
は
上
手
下
手
に
か
ゝ
は
ら
ず
、
若わ
か

味あ
ぢ

と
ふ
け
0

0

味
が

つ
く
も
の
の
や
う
に
思
ふ
。（
六199-3

）

わ
く
せ
き　

私
が
わ
く
せ
き
動
乱
し
て
ゐ
る
う
ち
に
も
、
立
像
と
坐
像

の
烈
し
い
問
答
が
斬
り
あ
は
さ
れ
、（
二90-2

）

わ
げ
る　

足
も
と
に
は
綰わ

げ
た
縄
が
二
ツ
三
ツ
と
、
よ
ご
れ
た
手
拭
が

落
ち
て
ゐ
た
。（
四335-4

）

わ
さ
く
さ　

病
人
が
病
院
に
、
う
ち
に
は
幼
い
も
の
一
人
、
役
に
立
つ

自
分
は
両
方
か
け
も
ち
の
わ
さ
く
さ
し
て
ゐ
る
と
き
、（
六378-5

）
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