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行
動
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
１

　
３
月
の
声
を
聞
く
と
北
陸
の
冬
も
間
も
な

く
終
わ
り
を
告
げ
ま
す
。暖
冬
傾
向
で
雪
が
少

な
く
な
っ
た
と
は
言
え
、北
陸
の
冬
の
気
候
は

人
々
の
行
動
を
大
い
に
規
制
す
る
も
の
で
す
。

雪
が
解
け
、草
木
が
芽
吹
き
、屋
外
で
の
行
動
が

自
由
に
な
る
春
が
も
う
目
の
前
に
や
っ
て
き
て

い
ま
す
。

　
今
月
か
ら
は
、屋
外
、屋
内
を
問
わ
ず
、そ
う

し
た
人
々
の
行
動
に
関
す
る
小
松
の
方
言
を
見

て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

悪あ

し
き
行
動
に
は
方
言
が
豊
富

　
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
悪
い
行
動
か
ら
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　「
い
た
ず
ら
す
る
」「
駄だ

だ々

を
こ
ね
る
」こ
と
を

ヤ
ン
チ
ャ
コ
ク
と
言
い
ま
す
。「
い
た
ず
ら
す
る
」

で
も「（
親
し
い
友
だ
ち
同
士
で
）い
た
ず
ら
す

る
、ふ
ざ
け
る
」こ
と
は
カ
ス
ゲ
ル
、カ
ス
オ
コ

ス
と
言
う
よ
う
で
す
。「
い
た
ず
ら
っ
子
」の
方

言
に
は
、ヤ
ン
チ
ャ
ゴ
、ヤ
ン
チ
ャ
ボ
ー
ズ
、ヤ
ン

チ
ャ
ボ
ー
の
ほ
か
、ワ
ル
ボ
ー
ズ
、ワ
ル
ボ
ー
な

ど
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　「
い
じ
め
る
」こ
と
を
イ
タ
メ
ル
と
言
い
ま

す
。イ
タ
メ
ル
の
場
合
は
、言
葉
で
い
じ
め
る
の

で
は
な
く
、「
手
を
出
し
て
力
で
い
じ
め
る
」こ

と
を
さ
し
ま
す
。ま
た
、「
い
び
る
」「
い
じ
め
る
」

に
近
い「
ち
ょ
っ
か
い
を
出
す
」の
意
味
で
イ
ジ

ル
も
聞
か
れ
ま
し
た
。「
人
を
馬ば

か鹿
に
す
る
」「
人

を
軽
蔑
す
る
」「
人
を
見
下
げ
る
」こ
と
は
、メ

ト
ニ
ス
ル（
メ
ト
ン
シ
ル
と
も
）と
言
い
ま
す
。

例
え
ば
、馬
鹿
に
さ
れ
た
人
は
、「
ヒ
ト
オ
　
メ

ト
ニ
シ
テ
！
」（
人
を
馬
鹿
に
し
て
！
）と
言
っ
て

怒
っ
た
り
し
ま
す
。「
皮
肉
を
言
う
」「
意
地
悪
を

言
う
」こ
と
は
ア
テ
コ
ス
ル
で
す
。

　
子
ど
も
が
親
に
何
か
を
欲
し
い
と「
ね
だ
る
」

こ
と
を
、セ
ブ
ル（
シ
ェ
ブ
ル
と
も
）、ム
セ
ル
な

ど
と
言
い
ま
す
。赤
ん
坊
な
ど
が「
む
ず
か
る
」

こ
と
は
、グ
ズ
ル
の
ほ
か
に
グ
ズ
レ
ル
と
も
言

い
ま
す
。

　
逆
に
子
ど
も
が
親
に
逆
ら
っ
た
り
、口
答
え

し
た
り
す
る
こ
と
を
、ハ
ゴ
タ
エ
ス
ル（「
歯
答

え
」か
ら
）、ハ
ゴ
ム
ク
、ハ
ガ
ム
ク
、ゴ
タ
ム
ク

な
ど
と
言
い
ま
す
。「
オ
ヤ
ニ
　
ハ
ゴ
ム
ク
ナ
」

（
親
に
口
答
え
す
る
な
）の
よ
う
に
使
わ
れ
ま

す
。

　「
つ
ね
る
」こ
と
は
、チ
ミ
ル
、チ
ミ
カ
ク
、ツ

メ
ル
、ツ
メ
カ
ク
な
ど
と
言
い
ま
す
。「
つ
ね
る
」

よ
り
チ
ミ
ル
の
方
が
痛
そ
う
に
感
じ
る
の
は
筆

者
だ
け
で
し
ょ
う
か
。

　「
う
そ
を
つ
く
」は
ウ
ソ
コ
ク（「
う
そ
つ
き
」

は
ウ
ソ
コ
キ
）で
す
。「
だ
ま
す
」は
ダ
マ
カ
ス
で
、

「
ダ
マ
カ
イ
テ
　
ツ
レ
テ
イ
ク
」（
だ
ま
し
て

連
れ
て
行
く
）の
よ
う
に
言
い
ま
す
。大
杉
で
は

「
お
お
げ
さ
な
う
そ
を
つ
く
」こ
と
を
テ
ン
ポ

コ
ク
、ホ
ラ
コ
ク
と
も
言
う
よ
う
で
す
。

　
動
詞
の
形
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
喧け
ん
か嘩

」の

意
の
イ
サ
カ
イ
が
あ
り
ま
す
。共
通
語
的
に
も

言
わ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、や
や
古

め
か
し
い
言
い
方
と
の
印
象
が
あ
り
ま
す
。小

松
で
は
イ
サ
カ
イ
、そ
し
て
イ
サ
カ
イ
か
ら
発

音
が
変
化
し
た
エ
サ
カ
イ
、ヨ
サ
カ
イ
が
よ
く

聞
か
れ
、さ
ら
に
そ
れ
が
変
化
し
た
エ
サ
キ
、ヨ

サ
キ
も
聞
か
れ
ま
す
。

　
来
月
か
ら
は
本
連
載
も
い
よ
い
よ
７
年
目
に

突
入
で
す
。こ
こ
し
ば
ら
く
は
、多
様
な
人
の
行

動
に
関
す
る
方
言
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

引
き
続
き
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。
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行
動
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
２

　
連
載
７
年
目
の
ス
タ
ー
ト
に
当
た
る
今
月

は
、先
月
に
続
い
て〈
行
動
に
関
す
る
方
言
〉を

見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

江
戸
期
上
方
語
に
由
来
す
る
ワ
ナ
ル
、ボ
ー

な
ど

　
ま
わ
り
の
迷
惑
も
考
え
ず
に
、人
前
で
子
ど

も
を
大
声
で
叱し
か

り
つ
け
た
り
、ど
な
っ
た
り
す

る
人
が
い
ま
す
が
、は
た
迷
惑
な
話
で
す
。そ
の

よ
う
に
、「
大
声
を
出
す
」こ
と
、「
ど
な
る
」こ
と

を
ワ
ナ
ル
と
言
い
ま
す
。「
ド
レ
ダ
ケ
　
ワ
ナ
ッ

テ
モ
　
デ
デ
コ
ン
」（
ど
れ
だ
け
大
声
で
呼
ん
で

も
出
て
こ
な
い
）の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。『
日

本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、「
叫
ぶ
、

ど
な
る
、わ
め
く
」と
い
っ
た
意
味
の
ワ
ナ
ル
と

い
う
こ
と
ば
は
、小
松
以
外
の
石
川
県
内
を
は

じ
め
、山
梨
、新
潟
、富
山
、滋
賀
、兵
庫
、鳥
取
な

ど
に
も
分
布
し
、江
戸
期
の
上
方
系
の
文
献
例

も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、か
つ
て
の
中
央
語（
京

都
語
）が
伝で
ん
ぱ播
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

　
か
つ
て
の
中
央
語
と
言
え
ば
、「
弁
償
す
る
」

の
意
の
マ
ド
ー
、「
追
う
、追
い
か
け
る
」の
意
の

ボ
ー
も
そ
う
で
す
。「
ジ
ェ
ン
デ
　
マ
ド
ー
」（
お

金
で
弁
償
す
る
）、「
ボ
ー
テ
キ
タ
」（
追
っ
て
き

た
）の
よ
う
に
言
い
ま
す
。現
代
語
と
し
て
は
、

共
通
語
で
こ
そ
使
わ
れ
な
い
も
の
の
、新
潟
か

ら
北
陸
三
県
、愛
知
や
近
畿
地
方
、そ
し
て
中

国
・
四
国
・
九
州
地
方
の
広
い
範
囲
に
マ
ド
ー
の

分
布
が
見
ら
れ
、ボ
ー
も
北
海
道
・
東
北
地
方
か

ら
中
部
・
北
陸
・
近
畿
・
中
国
・
四
国
地
方
に
分
布

し
ま
す
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』に
は
浄じ
ょ
う
る
り

瑠
璃
・
夏

祭
浪な
に
わ
か
が
み

花
鑑（
１
７
４
５
年
初
演
）の「
往い

な
ず
ば

早は
や

う
ぼ
ひ
往い

な
せ
」（「
行
か
な
い
な
ら
ば
早
く

追
っ
て
行
か
せ
ろ
」の
意
）の
文
献
例
が
載
り
ま

す
。「
追
い
か
け
る
」の
意
で
は
ボ
イ
カ
ケ
ル
の

形
も
使
わ
れ
ま
す
。

　「
や
き
も
ち
を
焼
く
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
リ

ン
キ
ス
ル
の
リ
ン
キ
は
、漢
語「
悋り
ん
き気

」に
由
来

す
る
も
の
で
す
。

子
ど
も
が
大お
と
な人
に
ク
ド
ク
っ
て
？

　
男
性
が
女
性
を
ク
ド
ク（
口く

説ど

く
）と
い
う
な

ら
わ
か
り
ま
す
が
、そ
れ
と
は
別
に
、小
松
で
は

「
コ
ド
モ
ガ
　
オ
ト
ナ
ニ
　
ク
ド
ク
」（
子
ど
も

が
大
人
に
告
げ
口
を
す
る
）と
言
う
こ
と
も
で

き
ま
す
。共
通
語
的
に
も
ク
ド
ク
で「（
愚ぐ

ち痴
な

ど
を
）く
ど
く
ど
言
う
」こ
と
を
表
す
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、そ
れ
に
近
い
意
味
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。

　
ヘ
ン
ガ
イ
ス
ル
は「
断
る
、拒
絶
す
る
」の
意

味
で
す
。「
タ
ノ
マ
レ
タ
ケ
ン
ド
　
ヘ
ン
ガ
イ
シ

タ
ワ
ー
」（
頼
ま
れ
た
け
れ
ど
断
っ
た
よ
）の
よ

う
に
使
い
ま
す
。

　
ナ
ゴ
ナ
ル
は「
長
く
な
る
」で
す
が
、文
字
通

り
の
意
味
の
ほ
か
に
、「
体
を
横
に
し
て
寝
た
形

で
休
む
」こ
と
も
意
味
し
ま
す
。い
か
に
も
ゆ
っ

た
り
休
ん
で
い
る
感
じ
の
す
る
表
現
で
す
。

　
エ
ロ
ー
は「
弄い
ら

う
」の
変
化
し
た
形
で
、イ
ラ

ウ
、イ
ロ
ウ
な
ど
の
形
で
、北
陸
地
方
の
ほ
か
、

近
畿
・
中
国
・
四
国
地
方
な
ど
に
も
分
布
し
ま

す
。中
世
末
期
や
江
戸
初
期
の
文
献
例
も
見
ら

れ
ま
す
。同
じ
手
を
使
う
も
の
と
し
て
、ニ
ガ
ム

と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。「
力
を
入
れ
て
物

を
握
る
」の
意
味
で
す
。

　
今
回
は
こ
れ
で
字
数
が
尽
き
ま
し
た
。来
月

も
ま
た〈
行
動
に
関
す
る
方
言
〉を
続
け
ま
す
。
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行
動
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
３

チ
ャ
ベ
チ
ャ
ベ
カ
モ
ー
っ
て
ど
う
す
る
こ
と
？

　
チ
ャ
ベ
チ
ャ
ベ
カ
モ
ー
と
は「
何
や
か
や
と
構

う
」「
お
せ
っ
か
い
を
す
る
」こ
と
を
言
い
ま
す
。

チ
ャ
ベ
は「
お
し
ゃ
べ
り
な
人
」の
こ
と
で
、石
川

県
、富
山
県
の
ほ
か
、東
北
・
関
東
・
中
部
・
四
国

の
一
部
に
分
布
し
ま
す
。「
何
や
か
や
と
お
せ
っ

か
い
に
口
を
出
し
て
構
う
」と
い
う
わ
け
で
す
。 

　
ベ
ン
ト
タ
レ
ル
は「
お
世
辞
を
言
う
」こ
と
で

す
。「
お
世
辞
ば
か
り
言
う
人
」の
こ
と
を
ベ
ン

タ
レ
と
も
言
い
ま
す
。 

　
チ
ャ
ベ
チ
ャ
ベ
カ
マ
ッ
て
も
、ベ
ン
ト
タ
レ
て

も
、ど
ち
ら
も
嫌
わ
れ
そ
う
で
す
ね
。 

　
お
せ
っ
か
い
と
言
え
ば
、人
を「
か
ら
か
う
」

こ
と
を
カ
カ
リ
ユ
ー
、チ
ョ
ッ
カ
イ
カ
ケ
ル
な
ど

と
言
い
ま
す
。カ
カ
リ
ユ
ー
と
い
う
言
い
方
は
、

石
川
県
、富
山
県
西
部
、岐
阜
県
飛
騨
地
方
の
範

囲
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。か
つ
て
、夏
目
漱
石
の

名
作「
坊
ち
ゃ
ん
」の
冒
頭
部
分
の
各
地
方
言
訳

が
試
み
ら
れ
た
と
き（『
方
言
研
究
の
す
べ
て
』

至
文
堂
　
１
９
６
９
年
）、石
川
県
南
能
登
地
方

の
方
言
訳（
岩
井
隆
盛
訳
）で
、「
同
級
生
の
一
人

が
冗
談
に
」と
い
う
原
文
に
対
し
て
、「
同ど
ー
き
ゅ
せ

級
生

の
一し
っ
と
り人
ゃ
か
か
り
言ゆ

ー
て
」と
、「
冗
談
に（
か
ら

か
う
）」の
意
の
カ
カ
リ
ユ
ー
が
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
。反
対
に
、人
を「
無
視
す
る
」こ
と
は
イ
ラ

ン
モ
ン
ニ
ス
ル（「
要い

ら
な
い
者
に
す
る
」か
ら
）

で
す
。 

　
人
を「
頼
る
、頼
み
に
す
る
」こ
と
を
表
す
ア

シ
メ
ル
、ア
シ
メ
ニ
ス
ル
は
、石
川
県
、富
山
県
、

岐
阜
県
飛
騨
地
方
で
使
わ
れ
ま
す
。野
々
市
町

の
方
言
語ご

い彙
を
記
述
し
た『
ワ
ガ
ミ
の
こ
と
ば

辞
典
』（
中
島
桂
三
）に
よ
る
と
、ア
シ
ミ（
ア
シ

メ
）が「
当
て
」、ア
シ
ミ
ル（
ア
シ
メ
ル
）が「
当

て
に
す
る
」の
意
と
あ
り
ま
す
。 

　
フ
ロ
シ
キ
ヒ
ロ
ゲ
ル（「
風ふ
ろ
し
き

呂
敷
を
広
げ
る
」

か
ら
）は「
自
慢
を
す
る
」こ
と
で
す
。カ
ス
メ
ル

は「
だ
ま
す
」、ア
カ
ス
は「（
人
の
秘
密
な
ど
を
）

ば
ら
す
」の
意
味
と
な
り
ま
す
。 

　
カ
ン
ニ
ン
ス
ル
は「
許
す
」の
意
味
で
、カ
ン

ニ
ン
シ
テ
モ
ロ
ー（
許
し
て
も
ら
う
）の
よ
う
に

使
わ
れ
ま
す
。 

　
ヨ
ボ
ル
は「
招
く
、呼
ぶ
、大
声
で
叫
ぶ
」、ヨ

バ
レ
ス
ル
は「
人
を
招
く
、ご
ち
そ
う
を
し
て
も

て
な
す
」の
意
味
で
す
。 

ホ
ド
ス
、ヘ
グ
、タ
コ
シ
ア
ゲ
ル
は
衣
生
活
に
関か
か

わ
る
行
動

　
で
は
、衣
生
活
で
の
行
動
を
表
す
方
言
に
は

ど
ん
な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。符
津
町
の

例
を
中
心
に
ご
紹
介
し
ま
す
。 

　
ホ
ド
ス
は「
ほ
ど
く
」こ
と
で
す
。イ
ト
オ
　

ホ
ド
シ
テ（
糸
を
ほ
ど
い
て
）の
よ
う
に
使
い
ま

す
。布
な
ど
を「
裂さ

く
」は
シ
ャ
ク
と
言
い
ま
す
。

ツ
ブ
ク
ル
は「
繕
つ
く
ろ
う
」、ク
ケ
ル
は「（
針
目
を
出

さ
な
い
よ
う
に
）ま
つ
り
縫
い
を
す
る
」、タ
コ

シ
ア
ゲ
ル
は「（
着
付
け
の
と
き
に
）身
長
に
合

わ
せ
て
裾す
そ

の
長
さ
を
調
節
す
る
」こ
と
で
す
。 

　
ヘ
グ
は
、ソ
ン
ナ
　
ア
ツ
ケ
リ
ャ
ー
　
イ
チ
マ

イ
　
ヘ
グ
コ
ッ
チ
ャ
ー（
そ
ん
な
に
暑
か
っ
た
ら

一
枚
脱
ぐ
こ
と
だ
）の
よ
う
に「
脱
ぐ
」の
意
味

で
使
わ
れ
ま
す
。 

　「
お
し
ゃ
れ
を
す
る
」こ
と
は
、ダ
テ
コ
ク
、

ミ
ー
カ
モ
ー（「
身
を
構
う
」か
ら
）、メ
カ
ス
な

ど
と
言
い
ま
す
。 

　
来
月
も
、も
う
一
度〈
行
動
に
関
す
る
方
言
〉

を
続
け
ま
す
。 
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行
動
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
４

　
水み
な
づ
き

無
月
は
旧
暦
６
月
の
称
で
す
。と
こ
ろ
が

新
暦
の
６
月
は「
水
の
無
い
月
」ど
こ
ろ
か
雨
の

多
い
梅つ

ゆ雨
の
季
節
で
す
。北
陸
で
は
、雪
の
降
る

冬
に
次
い
で
屋
外
で
の
行
動
が
規
制
さ
れ
る
時

期
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。前
回
ま
で
、３
回
に
わ

た
っ
て
小
松
で
の〈
行
動
に
関
す
る
方
言
〉を
見

て
き
ま
し
た
が
、今
回
は
、こ
れ
ま
で
ご
紹
介
で

き
な
か
っ
た
も
の
を
あ
と
少
し
だ
け
取
り
上
げ

て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

サ
ン
ニ
ョ
ー
、サ
ン
ニ
ョ
は「
算
用
」か
ら

　
サ
ン
ニ
ョ
ー
ス
ル
、サ
ン
ニ
ョ
ス
ル
は「
計
算

す
る
」の
意
で
す
。小
松
だ
け
で
な
く
全
国
の
広

い
範
囲
で
方
言
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

江
戸
時
代
の
上
方
語「
算さ
ん
よ
う用

」（「
計
算
す
る
こ

と
。勘
定
」の
意
）に
由
来
す
る
も
の
で
す
。

カ
シ
ク
、カ
シ
グ
は
古
代
の
中
央
語

　
読
者
の
皆
さ
ん
は
、炊
飯
器
な
ど
で
ご
は
ん

を
炊
く
前
に
米
を
水
洗
い
す
る
こ
と
を
ど
う

言
う
で
し
ょ
う
。共
通
語
と
同
じ
で「（
米
を
）

ト
グ
」と
言
う
人
も
多
い
で
し
ょ
う
が
、少
し
上

の
世
代
で
は
、カ
シ
ク
、カ
シ
グ
と
言
う
人
も
い

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。カ
シ
ク
は
非
常
に
歴

史
の
古
い
こ
と
ば
で
、奈
良
時
代
の
万
葉
集
に

も
す
で
に
例
が
見
え
ま
す
し
、平
安
時
代
の
竹

取
物
語
に
も「
お
ほ
い
つ
か
さ
の
い
ひ
か
し
く

屋
の
む
ね
に
」と
あ
り
ま
す
。「
い
ひ
か
し
く
」は

「
飯い
ひ
か
し炊

く
」で
、本
来
は「（
米
・
麦
な
ど
を
）蒸
し

た
り
し
て
飯め
し

を
作
る
。炊
事
す
る
」こ
と
を
表

し
て
い
ま
し
た
。東
北
地
方
の
秋
田
県
・
青
森
県

の
一
部
で
は
、今
で
も「
ご
飯
を
炊
く
」の
意
味

で
カ
シ
グ
を
使
っ
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す
が
、

小
松
を
含
む
石
川
県
加
賀
地
方
と
福
井
県
嶺

北
地
方
で
は
、共
通
語
と
も
一
致
す
る
タ
ク
に

本
来
の
座
を
奪
わ
れ
、カ
シ
ク
、カ
シ
グ
は
、意

味
的
に
隣
接
す
る
、ご
飯
を
炊
く
前
の「
米
を
研と

ぐ
」意
味
に
ず
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。た

だ
、安
宅
町
で
は「
飯め
し
た炊

き（
＝
飯
を
炊
く
人
）」

の
こ
と
を
カ
シ
キ
と
言
っ
て
い
た
と
の
説
明
も

聞
か
れ
、小
松
で
も
か
つ
て
は
、カ
シ
ク
本
来
の

意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
ま
す
。

中
央
語
で
は「
か
し
く
」が
古
く
、江
戸
時
代
ご

ろ
か
ら「
か
し
ぐ
」に
変
化
し
た
よ
う
で
す
。

　
食
生
活
に
関
連
す
る
行
動
の
方
言
に
は
、ほ

か
に「
茹ゆ

で
る
」意
の
イ
デ
ル
、「
温
め
る
・
暖
め

る
」意
の
ヌ
ク
シ
ル
、「
水
に
漬
け
て
ふ
く
ら
ま

せ
る
、ふ
や
か
す
」意
の
ヒ
ヤ
カ
ス
、「
蒸
ら
す
」

意
の
ム
ヤ
ス
、「（
野
菜
な
ど
を
）切
る
」意
の
ハ

ヤ
ス
、「
な
め
る
、し
ゃ
ぶ
る
」意
の
ネ
ブ
ル
、「
嘔お
う

吐と

す
る
」意
の
ア
ゲ
ル
な
ど
が
あ
り
ま
す
。ヌ

ク
シ
ル
は「
温（
暖
）か
い
」意
の
ヌ
ク
イ
の
連
用

形
ヌ
ク
ー
＋
シ
ル（「
す
る
」）か
ら
の
形
で
す
。

イ
デ
ル
、ヒ
ヤ
カ
ス
、ム
ヤ
ス
は
、そ
れ
ぞ
れ
ユ

デ
ル
、フ
ヤ
カ
ス
、ム
ラ
ス
の
音
変
化
形
で
し
ょ

う
。ハ
ヤ
ス
は
、「
切
る
」が
縁
起
が
悪
い
と
い
う

の
で
、逆
の
意
味
の「
生は

や
す
」を
使
っ
た
、忌い
み
こ
と
ば詞

的
用
法
で
す
。野
菜
な
ど
を「
切
る
」の
意
の
ハ

ヤ
ス
は
、東
北
・
中
部
・
北
陸
・
中
国
・
四
国
・
九
州

地
方
な
ど
の
広
い
範
囲
に
そ
の
使
用
例
が
見
ら

れ
ま
す
。

　
以
上
で〈
行
動
に
関
す
る
方
言
〉は
終
わ
り
に

し
ま
す
。次
回
か
ら
は
、ま
た
新
し
い
テ
ー
マ
を

取
り
上
げ
ま
す
。
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2004年7月号

人
体
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
１

　
本
連
載
で
は
、こ
れ
ま
で
に
も
人
体
に
関
す

る
方
言
と
し
て
、98
年
11
月
号
か
ら
99
年
２
月

号（
連
載
８
〜
11
回
目
）で〈
麦も
の
も
ら
い

粒
腫
〉〈
麦
粒
腫

の
民
間
治
療
法
〉〈
旋つ
む
じ毛
〉〈
薬
指
〉〈
小
指
〉、99
年

12
月
号（
連
載
21
回
目
）で〈
尻
〉の
方
言
を
取
り

上
げ
、小
松
市
内
で
の
分
布
を
紹
介
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。今
回
か
ら
は
、大
杉
町
・
尾
小
屋

町
・
符
津
町
・
龍
助
町
・
安
宅
町
で
の
生
活
語
彙

調
査
資
料
か
ら
、そ
れ
ら
以
外
の
人
体
に
関
す

る
方
言
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

オ
ド
リ
、コ
ブ
ラ
っ
て
体
の
ど
こ
を
さ
す
の
？

　
オ
ド
リ
、コ
ブ
ラ
と
い
っ
た
言
葉
を
聞
け
ば
、

普
通
は「
踊
り
」「（
毒
蛇
の
）コ
ブ
ラ
」を
思
い
浮

か
べ
る
で
し
ょ
う
が
、小
松
の
方
言
で
は
、体
の

部
分
名
称
と
し
て
も
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。こ

れ
ら
が
体
の
ど
の
部
分
を
さ
す
の
か
は
、こ
の

あ
と
の
文
章
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り

ま
す
。

　
で
は
ま
ず
、頭
部
の
方
か
ら
見
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

　
コ
ー
ベ
は
本
来「
頭
部
全
体
」を
さ
し
ま
す
。

「
さ
れ
こ
う
べ
・
し
ゃ
れ
こ
う
べ（「
曝さ

れ
首
こ
う
べ

」か

ら
）」が「
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
頭ず
が
い
こ
つ

蓋
骨
」を
さ

す
よ
う
に
、本
来
は
首
か
ら
上
全
体
を
さ
し
て

い
た
も
の
が
、石
川
・
富
山
両
県
で
は
、額
ひ
た
い
か
ら

上
の
部
分
だ
け
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で

す
。尾
小
屋
で
は
コ
ベ
、コ
ン
ベ
の
形
も
聞
か
れ

ま
し
た
。

　
コ
ベ
ン
パ
チ
は「
額
」を
さ
し
ま
す
。こ
れ
は
、

額
が
前
頭
部
の
鉢
の
よ
う
な
形
を
し
た
場
所
と

い
う
こ
と
で
、「
コ
ー
ベ（
頭
）＋
ハ
チ（
鉢
）」か

ら
の
変
化
形
で
し
ょ
う
。コ
ベ
ン
カ
チ
も
聞
か

れ
ま
し
た
。

　
ズ
コ（
ズ
コ
ー
と
も
）は
、小
松
で
も
地
域
に

よ
っ
て「
頭
頂
部
」「
後
頭
部
」「
前
頭
部
」と
、さ

す
部
位
が
違
う
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、も

と
も
と
は
頭
全
体
を
さ
し
た「
す
こ
う
べ（
素

頭
）」の
下
略
形
ス
コ
が
ズ
コ
ヘ
と
音
変
化
す
る

と
と
も
に
、頭
の
一
部
を
さ
す
よ
う
に
な
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学

館
）に
よ
れ
ば
、「
す
か
う
べ
」「
す
こ
」の
形
で
江

戸
時
代
前
期
の
文
献
例
も
見
ら
れ
、「
頭
」の
意

の
ズ
コ
は
、新
潟
か
ら
北
陸
３
県
、そ
し
て
長

野
・
岐
阜
・
滋
賀
・
三
重
県
な
ど
に
分
布
す
る
よ

う
で
す
。符
津
で
は「
額
」に
近
い「
前
頭
部
」を

さ
し
、ズ
コ
ン
パ
チ
、ズ
コ
ッ
パ
チ
と
も
言
う
と

の
こ
と
で
し
た
。こ
の「
〜
パ
チ
」も
先
の
コ
ベ

ン
パ
チ
の「
パ
チ
」と
同
じ
で「
ハ
チ（
鉢
）」か
ら

で
し
ょ
う
。「
ズ
コ
ン
パ
チ
ガ
　
イ
タ
イ
」（
頭
痛

が
す
る
）の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
さ
て
、問
題
の
オ
ド
リ
で
す
が
、オ
ド
リ
と
は

「
ひ
よ
め
き
」、つ
ま
り
、赤
ん
坊
の
前
頭
部
と

後
頭
部
の
間
に
あ
る
骨
の
隙す
き
ま間

の
こ
と
を
言
い

ま
す
。そ
の
部
分
が
踊
り
飛
び
は
ね
る
か
の
よ

う
に
ピ
ク
ピ
ク
動
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
の
名

づ
け
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。キ
リ
シ
タ
ン
資

料
と
し
て
有
名
な『
日に
っ
ぽ葡
辞
書
』（
１
６
０
３
年
）

に
も「Vodori

（
ヲ
ド
リ
）」と
あ
り
ま
す
の
で
、

中
世
末
期
の
京
都
語
が
石
川
に
伝
わ
っ
た
も
の

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。小
松
の
ほ
か
、岐
阜
・
奈

良
・
和
歌
山
・
島
根
・
山
口
・
高
知
・
大
分
県
な
ど

に
も
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
今
回
は
こ
こ
ま
で
と
し
ま
す
。コ
ブ
ラ
が
体

の
ど
こ
を
さ
す
か
に
つ
い
て
は
、次
回
以
降
を

お
楽
し
み
に
。
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2004年8月号

人
体
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
２

　
今
回
も
小
松
市
内
で
聞
か
れ
た〈
人
体
に
関

す
る
方
言
〉を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

「
斜
視
」の
意
の
ヘ
ン
ガ
ラ
メ
は
京
阪
語「
ひ
が

ら
目
」か
ら

　「
顔
」は
ツ
ラ
と
も
言
い
ま
す
。カ
オ
に
比
べ

る
と
卑
語
的
に
使
わ
れ
ま
す
が
、日
本
語
の
庶

民
語
の
歴
史
で
は
、ツ
ラ
の
方
が
カ
オ
よ
り
も

古
い
語
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
眉ま
ゆ

」は
マ
イ
ゲ
で

す
。共
通
語
的
に
は
眉
と
眉
の
間
を
言
う「
み
け

ん（
眉
間
）」か
ら
の
変
化
と
思
わ
れ
る
メ
ケ
ン

は
、大
杉
で
は「
額
ひ
た
い」を

さ
す
と
の
こ
と
で
し
た
。

ホ
ー
ベ
タ
は「
頬ほ
お

」の
意
で
す
が
、江
戸
時
代
初

期
に
京
阪
語
と
し
て
使
わ
れ
た「
頬ほ
お
げ
た桁
」が
北
陸

に
伝で
ん
ぱ播

す
る
過
程
で
発
音
が
変
化
し
た
も
の
で

す
。

　
メ
ン
タ
マ
は「
目
」あ
る
い
は「
目
の
玉
」の
こ

と
。特
に「（
目
の
中
心
の
）黒
目
」を
さ
す
ク
ロ

メ
ン
タ
マ
と
い
う
言
い
方
も
安
宅
・
符
津
で
聞

か
れ
ま
し
た
。

　
ヘ
ン
ガ
ラ
メ
は「
斜
視
」の
こ
と
で
、17
世
紀

こ
ろ
の
文
献
例
も
見
え
る「
斜
視
」を
意
味
し

た
京
阪
語「
ひ
が
ら
目
」に
由
来
し
ま
す
。ヘ
ン

ガ
ラ
メ
は
小
松
を
含
む
北
陸
三
県
に
分
布
し
ま

す
。

　
チ
カ
メ（「
近
目
」か
ら
）は「
近
視
」の
こ
と

で
、逆
に「
遠
視
」の
こ
と
は
ト
ー
メ（「
遠
目
」か

ら
）と
か
メ
ガ
ト
ー
イ（「
目
が
遠
い
」）と
言
う

よ
う
で
す
。尾
小
屋
で
は「
老
眼
」の
ト
シ
ヨ
リ
メ

（「
年
寄
り
目
」）、「
視
力
が
い
い
」こ
と
を
言
う

メ
ガ
ツ
ヨ
イ
、「
視
力
が
悪
い
」こ
と
を
言
う
メ

ガ
ヨ
ワ
イ
、「
目
や
に
」の
メ
ク
ソ
と
い
う
の
も

聞
か
れ
ま
し
た
。ほ
か
に
、尾
小
屋
・
符
津
で「
ま

ば
た
き
す
る
」意
の
シ
バ
タ
ク
、「
ま
ば
た
き
」の

意
の
シ
バ
タ
キ
を
聞
き
ま
し
た
。

鼻
関
連
の
方
言
に
は
ハ
ナ
ビ
シ
ャ
や
ゴ
ッ
ト
バ

ナ
な
ど

　
鼻
の
関
係
で
は
、「
鼻
が
低
い
こ
と
」を
言
う

ハ
ナ
ビ
シ
ャ（
尾
小
屋
）、ハ
ナ
ペ
チ
ャ（
符
津
）、

逆
に「
高
い
鼻
」を
言
う
テ
ン
グ
バ
ナ（
尾
小
屋
）、

「
鼻
翼
の
広
い
鼻
」を
言
う
シ
シ
バ
ナ（
尾
小

屋
・
安
宅
）な
ど
が
聞
か
れ
ま
し
た
。言
う
ま
で

も
な
く
、テ
ン
グ
バ
ナ
は「
天
狗
鼻
」、シ
シ
バ
ナ

は「
獅
子
鼻
」の
意
味
で
す
。鼻
と
言
え
ば
、「
風

邪
を
ひ
い
た
と
き
な
ど
に
出
る
粘
り
の
あ
る
鼻

汁
」を
ゴ
ッ
ト
バ
ナ
と
言
い
ま
す
。ゴ
ッ
ト
と
は

粘
り
の
あ
る
鼻
汁
を
か
む
と
き
に
出
る
音
を
表

現
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。

口
関
連
の
方
言
の
ク
チ
ブ
ラ
、ワ
ニ
グ
チ
、ハ

ギ
シ
っ
て
？

　「
唇
」の
古
い
言
い
方
に
は
、ク
チ
ブ
ラ（
尾
小

屋
）、ク
チ
ベ
ラ（
安
宅
）が
聞
か
れ
ま
し
た
。「
大

き
な
口
」を
さ
す
ワ
ニ
グ
チ
は
大
杉
・
尾
小
屋
で

聞
き
ま
し
た
。

　
口
の
中
の「
歯は
ぐ
き茎

」は
ハ
ギ
シ
で
す
。こ
れ
は
、

平
安
時
代
の
有
名
な
漢
字
辞
書『
新し
ん
せ
ん
じ
き
ょ
う

撰
字
鏡
』

に
す
で
に「
歯
茎
」の
意
味
で
の
用
例
が
見
え
る

「
歯
肉（
ハ
ジ
シ
）」か
ら
の
音
変
化
形
で
す
。筆

者
の
出
身
地
、福
井
県
武た
け
ふ生

市
で
は
ハ
ジ
シ
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。

　
今
月
は
こ
れ
で
字
数
が
尽
き
ま
し
た
。コ
ブ

ラ
が
ど
の
部
位
の
名
か
と
い
う
種
明
か
し
を
含

め
て〈
人
体
に
関
す
る
方
言
〉は
来
月
に
続
け
ま

す
。
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2004年9月号

人
体
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
３

　
本
当
に
今
年
は
暑
い
夏
で
し
た
。前
々
回
、前

回
に
続
い
て
今
回
も〈
人
体
に
関
す
る
方
言
〉を

取
り
上
げ
ま
す
が
、皆
さ
ん
の「
体
」は
暑
さ
に

負
け
ず
に
い
た
で
し
ょ
う
か
。前
回
は
口
に
関

連
し
た
方
言
の
途
中
で
終
わ
り
ま
し
た
の
で
、

そ
れ
に
近
い
身
体
部
位
の
方
言
か
ら
続
け
る
こ

と
に
し
ま
し
ょ
う
。

オ
ニ
バ（
鬼
歯
）っ
て
ど
の
歯
の
こ
と
？

　
歯
の
呼
び
名
と
し
て
は
、ま
ず「
八や

え

ば
重
歯
」を

さ
す
マ
サ
リ
バ（
尾
小
屋
）、マ
サ
バ（
安
宅
）と

い
う
の
を
聞
き
ま
し
た
。石
川
県
の
方
言
と
し

て
の
報
告
は
知
り
ま
せ
ん
が
、『
日
本
方
言
大
辞

典
』（
小
学
館
）に
、「
切
り
株
か
ら
出
た
側
枝
」

を
さ
す
マ
サ
リ（
新
潟
県
）の
例
が
載
っ
て
い
ま

す
の
で
、マ
サ
リ
バ
と
い
う
の
は
も
し
か
す
る
と

「
側
枝
」の
よ
う
に
斜
め
に
生
え
た
歯
の
意
味

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。と
す
れ
ば
、マ
サ
バ
は

マ
サ
リ
バ
の「
リ
」が
落
ち
た
形
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。

　
尾
小
屋
で
は
、「
出
っ
歯
」を
さ
す
ソ
ッ
パ
、大

き
な
上
の
前
歯
２
本
を
さ
す
オ
ニ
バ
も
聞
か

れ
ま
し
た
。筆
者
の
郷
里
の
福
井
県
武た
け
ふ生
市
で

は
、オ
ニ
バ
と
い
う
と「
八
重
歯
」の
こ
と
で
し

た
。昔
話
や
古
い
絵
に
描
か
れ
た
鬼
の
口
の
牙き
ば

に「
大
き
な
前
歯
」「
八
重
歯
」を
喩た
と

え
た
の
で

し
ょ
う
。

ヘ
ラ
・ヘ
タ
は「
舌
」、ツ
バ
キ
は「
唾つ
ば

」の
こ
と

　
口
の
中
の「
舌
」は
、大
杉
で
ヘ
ラ
、尾
小
屋
・

符
津
・
安
宅
な
ど
で
ヘ
タ
で
す
。『
日
本
方
言
大

辞
典
』に
よ
れ
ば
、ヘ
ラ
は
、県
内
で
は
小
松
以

外
に
も
能
美
郡
、江
沼
郡
で
、県
外
で
は
新
潟
、

長
野
、福
井
、静
岡
、愛
知
、岐
阜
な
ど
の
北
陸
・

中
部
地
方
に
使
用
例
の
報
告
が
あ
り
ま
す
。一

方
の
ヘ
タ
も
、石
川
以
外
に
福
井
、山
梨
、兵
庫
、

岡
山
、大
分
な
ど
で
使
用
例
が
見
ら
れ
ま
す
。い

ず
れ
も「
舌
」の
形
に
注
目
し
た
呼
び
名
と
思
わ

れ
、ヘ
ラ
は
ご
飯
を
よ
そ
う
時
な
ど
に
使
う
道

具
の「
箆へ
ら

」、ヘ
タ
は
柿
な
ど
の
実
の「
蔕へ
た

」に
似

て
い
る
こ
と
か
ら
の
名
付
け
で
し
ょ
う
。

　「
唾（
唾だ
え
き液

）」は
ツ
バ
キ
と
言
い
ま
し
た
。ツ

バ
キ
の
ま
ま
で
す
と
植
物
の「
椿
」と
同
音
に
な

り
ま
す
の
で
、そ
の
こ
と
も
影
響
し
て
共
通
語

化
が
進
み
、ツ
バ
キ
と
い
う
人
は
少
な
く
な
り

ま
し
た
。

　ノ
ド
チ
ン
コ
っ
て
ど
う
し
て
あ
る
の
？

　
口
の
中
と
言
え
ば
、鏡
に
向
か
っ
て
口
を
大

き
く
開
け
る
と
喉の
ど

の
奥
に
上
か
ら
ダ
ラ
リ
と
下

が
っ
て
い
る
も
の
が
見
え
ま
す
。ノ
ド
チ
ン
コ
な

ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。語
源
は
ご
説

明
す
る
ま
で
も
な
い
と
思
い
ま
す
が
、そ
れ
が

何
の
役
目
を
し
て
い
る
の
か
を
ご
存
じ
の
方
は

少
な
い
よ
う
で
す
。

　
私
た
ち
の
言
語
音
声
は
、肺
か
ら
放
出
さ
れ

た
気
流（
呼こ

き気
の
流
れ
）が
主
に
口
に
抜
け
て
発

音
さ
れ
る
口こ
う
お
ん音

と
、主
に
鼻
に
抜
け
て
発
音
さ

れ
る
鼻び
お
ん音（

ナ
行
・
マ
行
の
音
な
ど
）に
分
け
ら

れ
ま
す
。ノ
ド
チ
ン
コ
は
喉
の
奥
で
、そ
の
気
流

を
口
と
鼻
の
ど
ち
ら
に
流
す
か
を
決
定
す
る
弁

の
よ
う
な
役
目
を
し
て
い
る
の
で
す
。少
々
難

し
い
話
に
な
り
ま
し
た
が
、こ
と
ば
に
関
す
る

ト
リ
ビ
ア
と
し
て
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
く
の

も
一
興
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
今
回
も
字
数
が
尽
き
ま
し
た
。次
回
も〈
人
体

に
関
す
る
方
言
〉を
続
け
ま
す
。
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人
体
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
４

　
本
連
載
を
ご
愛
読
い
た
だ
い
て
い
る
方
の
中

に
は
、毎
回
ご
紹
介
し
て
い
る
方
言
を
ご
覧
に

な
っ
て
、そ
ん
な
の
聞
い
た
こ
と
も
な
い
し
使
っ

た
こ
と
も
な
い
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
が

少
な
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。こ
こ
し
ば
ら

く
取
り
上
げ
て
い
る〈
人
体
に
関
す
る
方
言
〉の

中
に
は
名
詞
の
類
が
多
く
、こ
の
類
は
特
に
方

言
の
衰
退
、共
通
語
化
が
進
ん
で
い
ま
す
。し
か

し
、小
松
で
も
年
配
の
人
た
ち
は
今
も
こ
ん
な

方
言
を
使
っ
て
い
る
、あ
る
い
は
、か
つ
て
使
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、若
い
世
代
の
方
た
ち

に
も
ぜ
ひ
知
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、そ
れ
ら
は
皆
さ
ん
が
今
暮
ら
す
小

松
が
育
は
ぐ
く
ん
だ
大
切
な
こ
と
ば
で
あ
り
、日
本
語

の
豊
か
さ
の
一
端
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
か
ら

で
す
。

　
で
は
、今
回
も〈
人
体
に
関
す
る
方
言
〉を
続

け
ま
す
。

オ
シ
ャ
レ
ボ
ト
ケ
っ
て
ど
こ
の
こ
と
？

　
顔
の
下
の
部
分
、「
顎あ

ご

」は
ア
ゴ
タ
と
言
い
ま

す
。こ
れ
は
、聞
い
て
も
共
通
語
と
形
が
似
て
い

ま
す
の
で
、若
い
方
で
も
ど
こ
の
こ
と
か
予
想

で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。関
連
し
て
、下
顎

が
出
た
状
態
を
さ
す
シ
ャ
ク
レ
ア
ゴ
も
聞
か
れ

ま
し
た
。

　
尾
小
屋
で
は「
髭ひ
げ

」に
対
し
て
フ
ゲ
と
い
う

発
音
が
聞
か
れ
ま
し
た
。「
口
髭
」も
ク
チ
フ
ゲ
、

「
顎
髭
」も
ア
ゴ
フ
ゲ
と
な
り
ま
す
。単
に
ヒ
ゲ

の
ヒ
が
フ
に
変
化
し
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、中
世
末
期
ま
で
中
央（
京
都
）語
の
発
音

だ
っ
た
と
さ
れ
、東
北
方
言
な
ど
で
確
認
で
き

る
フ
ィ
ゲ
の
フ
ィ
が
変
化
し
た
も
の
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。

　
で
は
、オ
シ
ャ
レ
ボ
ト
ケ
は
ど
う
で
し
ょ

う
か
。符
津
・
安
宅
で
聞
い
た
も
の
で
す
が
、

「
喉の
ど
ぼ
と
け仏

」を
さ
し
ま
す
。オ
シ
ャ
レ
ボ
ト
ケ
の
オ

シ
ャ
レ
が
着
飾
る
意
味
の「
お
洒し
ゃ
れ落
」に
関
係

す
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、オ
シ
ャ
レ
は

「（
お
）舎し
ゃ
り利

」、つ
ま
り「
火
葬
に
し
て
残
っ
た

骨
」を
さ
す「
舎
利
」が
変
化
し
た
も
の
で
し
ょ

う
。小
松
以
外
に
も
、「
喉
仏
」の
意
の
オ
シ
ャ

リ
、オ
シ
ャ
リ
サ
ン
が
島
根
・
岡
山
・
徳
島
県
な

ど
、オ
シ
ャ
レ
が
岐
阜
県
飛
騨
地
方
な
ど
に
分

布
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
な
ど

も
、も
は
や
忘
れ
去
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
方
言

と
言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

ド
シ
ョ
ボ
ネ
は
背
骨

　
次
に
体
の
胴
体
部
分
を
見
て
い
き
ま
し
ょ

う
。

　「
肋ろ
っ
こ
つ骨

」の
こ
と
は
ア
バ
ラ
と
も
言
い
ま
す
。

こ
れ
は
ア
バ
ラ
ボ
ネ
の
下
略
形
で
す
。「
脇
腹
」

の
こ
と
は
ヨ
コ
バ
ラ（「
横
腹
」の
意
）で
す
。

「
乳ち
く
び首
」は
方
言
と
し
て
は
チ
チ
ク
ビ
と
い
う

言
い
方
が
一
般
的
で
す
。「
内
臓
」を
ハ
ラ
ン
ゾ
ー

（「
腹
の
臓
」か
ら
）と
言
う
の
を
尾
小
屋
で
聞

き
ま
し
た
。

　「
背
骨
」の
こ
と
は
ド
シ
ョ
ボ
ネ
で
す
。ド

シ
ョ
ー
ボ
ネ（「
ど
性
し
ょ
う
ぼ
ね骨

」）あ
る
い
は
そ
の
音
変

化
形
は
、方
言
と
し
て
、地
方
に
よ
っ
て
、大
き

く
二
つ
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。一
つ
は

小
松
と
同
じ
よ
う
に「
背
骨
」の
意
味
。今
一
つ
は

「
精
神
、根
性
、度
胸
」と
い
っ
た
意
味
で
す
。ど

ち
ら
の
意
味
で
も
江
戸
時
代
の
文
献
例
が
見
え

ま
す
。

　
今
回
は
こ
こ
ま
で
と
し
ま
す
。来
月
は
手
か

ら
下
半
身
関
係
の
方
言
を
取
り
上
げ
る
予
定
で

す
。
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人
体
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
５

　
旧
暦
11
月
の
異
称
は「
霜
月
」で
す
。「
霜
月
」と

は
、言
う
ま
で
も
な
く「
霜
が
下
り
る
月
」の
意
で

す
。そ
の
こ
ろ
に
な
っ
て
、寒
さ
の
た
め
に
手
足
の

指
な
ど
が
赤
く
腫は

れ
て
か
ゆ
く
な
る
凍
と
う
し
ょ
う傷

の
こ

と
を
、今
は
全
国
的
に
シ
モ
ヤ
ケ（
霜
焼
け
）と
言

い
ま
す
。小
松
を
含
む
加
賀
地
方
で
は
シ
ン
バ
レ

（
シ
ミ
バ
レ
の
変
化
。シ
ミ
バ
レ
の
シ
ミ
は「
冷
え

込
ん
で
凍
る
」意
の
シ
ミ
ル
か
ら
。「
シ
ミ
ル
時
期

の
腫
れ
」の
意
）で
す
が
、加
賀
地
方
を
除
く
北
陸

地
方
や
、東
北
地
方
、山
陰
地
方
に
は
、凍
傷
の
こ

と
を
か
つ
て
ユ
キ
ヤ
ケ（
今
は
ユ
キ
ヤ
ケ
と
い
う

と
、ス
キ
ー
な
ど
を
し
て
い
て
で
き
る
紫
外
線
に

よ
る
日
焼
け
を
さ
し
ま
す
）と
言
う
地
域
が
広

が
っ
て
い
ま
し
た
。雪
の
降
る
地
方
で
は
雪
の
時

期
に
で
き
る
の
で
ユ
キ
ヤ
ケ
、雪
の
降
ら
な
い
地

方
で
は
霜
が
下
り
る
時
期
に
で
き
る
の
で
シ
モ

ヤ
ケ
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
す
。気
候
の

差
が
生
ん
だ
方
言
差
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ソ
ラ
デ
の
意
味
は
？

　
手
足
と
言
え
ば
指
が
あ
り
ま
す
。本
連
載
で

は
99
年
２
月
号
で〈
薬
指
〉〈
小
指
〉の
方
言
を
紹

介
し
て
い
ま
す
が
、薬
指
で
は
、ク
ス
リ
ユ
ビ
の

ほ
か
に
ベ
ニ
サ
シ
ユ
ビ
・
ベ
ン
サ
シ
ユ
ビ
、小
指

で
は
コ
ン
チ
ビ
・
カ
ン
チ
ビ
が
小
松
の
代
表
的

な
方
言
形
で
す
。そ
れ
以
外
の
指
の
呼
称
に
つ

い
て
は
、特
に
取
り
上
げ
る
べ
き
方
言
形
は
聞

く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
手
の
関
係
で
は
ソ
ラ
デ
と
い
う
言
い
方
を
聞

き
ま
し
た
。尾
小
屋
で
は「
手
首
の
筋
肉
が
痛
く

て
力
が
入
ら
な
い
状
態
」を
さ
す
と
の
こ
と
で

し
た
。同
じ
状
態
を
安
宅
町
で
は
カ
ラ
ス
ギ
と

も
言
っ
て
い
ま
し
た
。ま
た
、同
じ
ソ
ラ
デ
で
も

大
杉
町
で
は「
手
の
甲
」を
さ
す
と
の
説
明
も
聞

か
れ
ま
し
た
し
、「
手
の
甲
」を
テ
ノ
オ
モ
テ
と

言
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。ニ
ギ
リ
コ
ブ
は「
握

り
こ
ぶ
し
」の
こ
と
で
す
。

　
次
に
足
に
関
連
す
る
部
位
の
方
言
を
見
て
み

ま
し
ょ
う
。足
の
付
け
根
の
上
の
部
分
に
あ
た
る

「
尻し
り

」。シ
チ
ベ
タ
、ケ
ツ
ベ
タ
、シ
リ
ベ
タ
に
代

表
さ
れ
る「
尻
」の
方
言
に
つ
い
て
は
、本
連
載

99
年
12
月
号
で
ご
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、詳

し
く
は
そ
ち
ら
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。「
腿も
も

」は
モ
モ
タ
で
す
。体
の
部
位
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、符
津
町
で
は
歩
き
方
の
内う
ち
ま
た股

を

ウ
チ
ク
サ
、が
に
股
は
ソ
ト
ク
サ
と
言
う
と
の

こ
と
で
し
た
。ヒ
ザ
カ
ブ
、ヒ
ザ
コ
ブ
シ
は「
膝ひ
ざ

。

膝ひ
ざ
が
し
ら

頭
」の
こ
と
で
す
。

コ
ブ
ラ（
毒
蛇
？
）が
登
場

　
ヒ
ザ
カ
ブ
か
ら
下
に
目
を
移
す
と
、〈
人
体
に

関
す
る
方
言
　
そ
の
１
〉で
予
告
し
た
コ
ブ
ラ

が
、い
よ
い
よ
満ま
ん

を
持じ

し
て
の
登
場
で
す
。コ
ブ

ラ
と
言
え
ば
、普
通
に
は
毒
蛇
の
コ
ブ
ラ
を
思

い
浮
か
べ
ま
す
が
、小
松
の
方
言
で
は「
ふ
く
ら

は
ぎ
」の
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
ふ
く
ら
は
ぎ
」の

古
い
言
い
方
で
あ
る「
腓
こ
む
ら」の

ム
が
同
じ
両り
ょ
う
し
ん
お
ん

唇
音

の
ブ
に
変
化
し
た
形
で
す
。「
ふ
く
ら
は
ぎ
の
痙け
い

攣れ
ん（

す
る
）」を
コ
ブ
ラ
マ
ク
リ
、コ
ブ
ラ
ガ
ツ
ル

な
ど
と
言
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
下
の
方
に
進
む
と
、「
足
首
」を
言
う

ア
シ
ク
チ
、「
踝
く
る
ぶ
し」を

言
う
ク
ロ
ボ
シ
な
ど
が
聞

か
れ
ま
し
た
。「
踵
か
か
と」は

キ
ビ
ス
、カ
ガ
ト
で
す
。

　
以
上
で
、５
回
に
わ
た
っ
て
ご
紹
介
し
て
き
た

〈
人
体
に
関
す
る
方
言
〉を
終
わ
り
ま
す
。次
回

か
ら
は
ま
た
新
し
い
テ
ー
マ
で
始
め
た
い
と
思

い
ま
す
。
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食
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
１

　
今
年
も
い
よ
い
よ
一
カ
月
を
残
す
の
み
と
な

り
ま
し
た
が
、振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、夏
か
ら
秋

に
か
け
て
の
台
風
や
豪
雨
に
よ
る
被
害
、10
月

の
中
越
地
震
と
、自
然
の
驚
異
を
思
い
知
ら
さ

れ
た
年
で
し
た
。ま
た
、台
風
の
影
響
も
あ
っ

て
か
、木
の
実
な
ど
の
餌え
さ

不
足
で
熊く
ま

が
里
に
頻

繁
に
現
れ
て
い
ま
す
。飽
食
の
時
代
と
言
わ
れ
、

つ
い「
食
」の
大
切
さ
を
忘
れ
が
ち
な
私
た
ち

日
本
人
に
、自
然
災
害
で
の
避
難
生
活
や
熊
の

ニ
ュ
ー
ス
は
、「
食
」の
大
切
さ
を
改
め
て
教
え

て
く
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
衣
食
住
で
も「
食
」は
最
も
重
要
な
も
の
。今

月
か
ら
数
回
は
、小
松
の「
食
」に
関
す
る
方
言

を
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　「昼
食
」は
ヒ
ー
リ
、ヒ
ン
マ
マ
、ヒ
ラ
ガ
リ
な

ど　
ま
ず
、日
本
人
の
主
食
で
あ
る
米
、ご
飯
関
係

か
ら
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　「
ご
飯
」だ
け
で
な
く「
食
事
」の
こ
と
も
マ
マ

と
言
い
ま
す
。マ
マ
　
ク
オ
ー（
ご
飯
を
食
べ
よ

う
。食
事
を
し
よ
う
）と
言
う
わ
け
で
す
。う
ま

く
炊
け
ず
に
芯し
ん

の
あ
る
ご
飯
の
こ
と
は
、メ
ッ

コ
メ
シ
、メ
ッ
コ
マ
マ
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

　「
食
事
」で
も「
朝
食
」は
ア
サ
メ
シ
で
す
が
、

「
昼
食
」の
こ
と
は
、大
杉
で
ヒ
ー
リ
、ヒ
ン
マ
、

ヒ
ン
マ
マ
、尾
小
屋
で
ヒ
ン
マ
マ
、符
津
で
ヒ
ラ

ガ
リ
、安
宅
で
ヒ
ル
メ
シ
な
ど
の
言
い
方
を
聞

き
ま
し
た
。ヒ
ー
リ
は
ヒ
ル
イ（
昼ひ
る
い
い飯

）、ヒ
ン
マ

マ
、ヒ
ン
マ
は
ヒ
ル
マ
マ（
昼ひ
る
ま
ま飯

）、ヒ
ラ
ガ
リ
は

ヒ
ル
ア
ガ
リ（
昼
上
が
り
）か
ら
の
音
変
化
形
と

考
え
ら
れ
ま
す
。ヒ
ラ
ガ
リ
は
、も
と
も
と「
昼

食
の
た
め
に
仕
事
を
や
め
て
帰
宅
す
る
こ
と
」

を
さ
し
て
い
た
ヒ
ル
ア
ガ
リ
が「
昼
食
」の
意
味

に
ず
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。北
陸
で
は
小
松
以

外
で
も
、「
昼
食
の
た
め
に
仕
事
を
や
め
て
帰
宅

す
る
こ
と
」を
さ
す
ヒ
リ
ア
ガ
リ
、ヒ
ラ
ガ
リ

が
、富
山
県
砺
波
地
方
や
県
内
の
河
北
郡
、能
美

郡
、石
川
郡
な
ど
で
み
ら
れ
、「
昼
食
」を
さ
す
ヒ

ル
ア
ガ
リ
、ヒ
リ
ア
ガ
リ
、ヒ
リ
ャ
ガ
リ
、ヒ
ラ

ガ
リ
も
河
北
郡
、能
美
郡
、江
沼
郡
な
ど
に
み
ら

れ
ま
す
。

　「
夕
食
」は
バ
ン
メ
シ
、ユ
ー
メ
シ
と
い
っ
た
言

い
方
し
か
聞
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

作
業
中
の
間
食
は
コ
ビ
リ
、コ
ー
ビ
リ
な
ど

　
食
事
と
言
え
ば
、作
業
の
途
中
、午
前
や
午
後

の
休
憩
を
兼
ね
て
食
べ
る
軽
い
食
事
、間
食
の

こ
と
を
コ
ビ
リ（
尾
小
屋
）、コ
ー
ビ
リ（
符
津
）、

ナ
ン
カ（
大
杉
）と
言
い
ま
す
。コ
ビ
リ
は「
小こ

昼び
る

」に
由
来
す
る
も
の
と
さ
れ
、全
国
各
地
で
方

言
と
し
て
の
使
用
例
が
み
ら
れ
ま
す
。ナ
ン
カ
は

「
何な
ん

か
」で
、作
業
中
の
間
食
だ
け
で
な
く
、子

ど
も
の
お
や
つ
も
含
め
た
言
い
方
で
し
ょ
う
。

子
ど
も
が
お
や
つ
を
要
求
す
る
と
き
に
、「
ナ

ン
カ
お
く
れ
」の
よ
う
に
言
う
場
合
の
ナ
ン
カ

が「
お
や
つ
」の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
も
の
で
す
。「
お
や
つ
」の
意
味
の
ナ
ン
カ

は
、福
井
県
嶺れ
い
ほ
く北

地
方
な
ど
で
も
聞
か
れ
ま
す

し
、福
井
県
若わ
か
さ狭

地
方
で
は
ナ
ン
ゾ（「
何
か
」の

意
）と
も
言
い
ま
す
。安
宅
で
は
子
ど
も
の
お
や

つ（
間
食
）を
さ
す
オ
テ
マ（「
お
手て

ま間
」か
ら
）を

聞
き
ま
し
た
が
、加
賀
地
方
で（
オ
）テ
マ
と
い

う
と
、「
お
や
つ
」と
い
う
よ
り
も
、「
お
駄だ
ち
ん賃
、お

小
遣
い
」を
さ
す
場
合
が
多
い
よ
う
に
思
い
ま

す
。

　「
食
」に
関
す
る
方
言
は
次
回
に
続
け
ま
す
。
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食
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
２

　
新
し
い
年
の
始
ま
り
で
す
。今
年
も
ま
た
気

持
ち
新
た
に
本
連
載
を
書
き
綴
っ
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

　
前
回
に
続
い
て
今
回
も〈
食
に
関
す
る
方
言
〉

を
続
け
ま
す
が
、正
月
で
も
あ
り
、雑ぞ
う
に煮

に
関
係

の
あ
る
餅も
ち

の
方
言
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
ま

す
。

餅
は
モ
チ
の
ほ
か
に
ボ
チ
の
発
音
も

　
餅
の
こ
と
は
、最
近
で
は
モ
チ
が
一
般
的
で

す
が
、小
松
市
内
で
は
、大
杉
町
、尾
小
屋
町
、

符
津
町
な
ど
で
ボ
チ
と
い
う
発
音
が
聞
か
れ
ま

し
た
。モ
チ
の
モ
の
子し
い
ん音﹇m

﹈が
同
じ
両
り
ょ
う
し
ん唇音

の

﹇b

﹈に
交
替
し
た
形
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
大
杉
町
で
は
餅
の
種
類
と
し
て
、シ
ロ
ボ
チ

（
白
餅
＝
餅
米
以
外
に
何
も
入
っ
て
い
な
い
白

い
餅
）、コ
ン
ボ
チ（
米
餅
＝
餅
米
に
う
る
ち
米

を
混
ぜ
て
つ
い
た
餅
）、ヨ
モ
ギ
ボ
チ（
蓬
よ
も
ぎ

餅
）、

ア
ワ
ボ
チ
・
ア
ワ
モ
チ（
粟あ
わ

餅
＝
餅
米
の
中
に
粟

を
入
れ
て
つ
い
た
餅
）、キ
ビ
ボ
チ（
黍き
び

餅
）、マ

メ
ボ
チ（
豆
餅
）、カ
ン
ナ
モ
チ（
か
き
餅
。鉋
か
ん
な

で

削
っ
た
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
）な

ど
の
名
を
聞
き
ま
し
た
。

　
尾
小
屋
町
で
は
、シ
ロ
ボ
チ（
白
餅
）、ゴ
ン

ダ
ボ
チ（
餅
米
に
う
る
ち
米
を
混
ぜ
て
つ
い
た

餅
）、ノ
シ
ボ
チ（
伸の

し
餅
）、マ
ル
モ
チ（
丸
く
て

平
べ
っ
た
い
餅
）、カ
キ
モ
チ（
ピ
ー
ナ
ツ
を
入

れ
た
り
し
て
焼
い
て
作
る
、い
わ
ゆ
る「
お
か

き
」）、ア
ワ
モ
チ（
粟
餅
）、キ
ビ
モ
チ（
黍
餅
）、

マ
メ
イ
タ（
黒
豆
、白
豆
な
ど
の
豆
が
８
・
９
割

入
っ
た
棒
状
の
餅
。切
っ
て
食
べ
る
）、ボ
タ
モ
チ

（
お
は
ぎ
）な
ど
の
名
を
聞
き
、ま
た「
餅
つ
き
」

を
ボ
チ
ツ
キ
と
言
う
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
符
津
町
で
も
、シ
ロ
ボ
チ（
白
餅
）、ゴ
ン
ダ
ボ

チ（
餅
米
に
う
る
ち
米
を
混
ぜ
て
つ
い
た
餅
）、

オ
シ
ボ
チ（
伸
し
餅
）、マ
ル
モ
チ（
丸
餅
）、カ
キ

モ
チ（
お
か
き
）、ア
ワ
モ
チ（
粟
餅
）、キ
ビ
モ

チ（
黍
餅
）、マ
メ
イ
タ（
豆
を
入
れ
て
伸
し
た

餅
）、ア
ン
コ
モ
チ（
餡あ
ん

入
り
の
餅
）、サ
ト
ー
モ
チ

（
砂
糖
を
ま
ぶ
し
た
餅
）、ボ
タ
モ
チ（
お
は
ぎ
）

な
ど
の
餅
の
種
類
名
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
か
つ
て
冬
に
雪
で
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
の
多

か
っ
た
北
陸
地
方
で
、さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
餅

が
保
存
食
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

う
か
が
わ
せ
ま
す
。

雑
煮
の
餅
の
形
は
東
西
対
立
、汁
の
味
付
け

は
周
圏
分
布

　
と
こ
ろ
で
、方
言
そ
の
も
の
と
は
関
係
あ
り

ま
せ
ん
が
、正
月
に
食
べ
る
雑
煮
に
は
意
外
な

地
域
差
の
あ
る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、雑
煮
に
入
れ
る
餅
の
形
の
地
域
差
と
、

雑
煮
の
汁
の
味
付
け
の
地
域
差
で
す
。

　
ま
ず
餅
の
形
は
、石
川
県
加
賀
地
方
中
部
か

ら
岐
阜
・
愛
知
両
県
の
西
を
境
に
東
日
本
が
角

餅
、加
賀
地
方
南
部
か
ら
近
畿
以
西
が
丸
餅（
例

外
と
し
て
三
重
県
・
和
歌
山
県
の
海
岸
部
と
高

知
県
が
角
餅
）の
東
西
対
立
分
布
＝
Ａ
Ｂ
型
分

布
を
見
せ
ま
す
。ま
た
、汁
の
味
付
け
は
、近
畿

地
方
と
そ
の
周
辺
の
一
部（
北
陸
で
は
、福
井
県

以
南
）に
味み

そ噌
汁
、そ
れ
を
取
り
囲
む
よ
う
に
日

本
の
東
西（
北
陸
で
は
石
川
県
以
北
）に
広
く
す

ま
し
汁
と
い
う
周
圏
分
布
＝
Ａ
Ｂ
Ａ
型
分
布
を

見
せ
ま
す
。す
ま
し
汁
が
古
く
、後
に
京
都
を
中

心
に
味
噌
汁
が
普
及
し
た
の
で
し
ょ
う
。

　
今
回
は
餅
の
話
題
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
が
、次
回
も「
食
」に
関
す
る
方
言
を
続
け
ま

す
。
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食
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
３

　
前
回
は
正
月
に
ち
な
ん
で
、小
松
で
の「
餅も
ち

」

の
方
言
と
、雑ぞ
う
に煮
に
入
れ
る
餅
の
形
と
汁
の
味

付
け
の
全
国
の
地
域
差
を
ご
紹
介
し
ま
し
た

が
、雑
煮
に
つ
い
て
は
、餅
以
外
に
中
に
ど
ん
な

も
の
を
入
れ
る
か
と
い
う
地
域
差
が
ま
た
多
彩

で
す
。雑
煮
と
い
う
名
か
ら
す
れ
ば
、餅
以
外
に

色
々
な
も
の
を
入
れ
る
の
が
普
通
な
の
で
す

が
、北
陸
の
石
川
・
福
井
は
、餅
の
形
や
汁
の
味

付
け
の
違
い
こ
そ
あ
れ
、中
に
入
れ
る
の
が
ほ

と
ん
ど
餅
だ
け
と
い
う
シ
ン
プ
ル
さ
で
共
通
し

て
い
ま
す
。雑
煮
な
ら
ぬ「
単た
ん
に煮
」（
こ
ん
な
言
い

方
は
あ
り
ま
せ
ん
が
）と
い
う
わ
け
で
、こ
の
シ

ン
プ
ル
さ
は
全
国
的
に
も
珍
し
い
よ
う
で
す
。

　
で
は
、今
回
も「
食
」に
関
す
る
方
言
を
続
け

ま
す
。前
々
回
に
続
い
て
、「
ご
飯
」に
関
係
の
あ

る
方
言
か
ら
も
う
少
し
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま

し
ょ
う
。

ヤ
キ
メ
シ
と
は「
炒チ
ャ
ー
ハ
ン飯」で
は
な
く「
お
に
ぎ
り
」

　
ヤ
キ
メ
シ
と
い
う
と
、中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
炒

飯
を
さ
す
と
思
う
方
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、北

陸
地
方
な
ど
で
は
古
く
は「
お
に
ぎ
り
」の
こ
と

を
言
い
ま
し
た
。か
つ
て
、農
作
業
な
ど
の
コ
ビ

リ（
間
食
）に「
お
に
ぎ
り
」を
持
っ
て
行
く
場
合

に
は
、今
の
よ
う
に
贅ぜ
い
た
く沢

に
海の

り苔
を
巻
い
た
り

な
ど
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、ご
飯
粒
が
く
っ
つ
か

な
い
よ
う
に
、握
っ
た
あ
と
表
面
を
軽
く
焼
い
た

の
で
こ
う
呼
ば
れ
た
よ
う
で
す
。今
で
は「
お
に

ぎ
り
」の
表
面
に
醤し
ょ
う
ゆ油

や
味み

そ噌
を
つ
け
て
焼
け

ば「
焼
き
お
に
ぎ
り
」と
い
う
立
派
な
居
酒
屋
の

メ
ニ
ュ
ー
に
な
る
わ
け
で
す
が
、ヤ
キ
メ
シ
と
呼

ば
れ
た
時
代
の「
お
に
ぎ
り
」は
、生
活
の
知
恵

と
し
て
の「
焼
き
お
に
ぎ
り
」だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　
お
祝
い
事
な
ど
に
作
ら
れ
る
赤せ
き
は
ん飯

に
は
、コ

ワ
メ
シ
・
オ
コ
ワ
メ
シ
・
ア
カ
マ
マ
・
ア
カ
ゴ
ハ

ン
・
セ
ッ
カ
ン
な
ど
の
色
々
な
言
い
方
が
聞
か

れ
ま
し
た
。コ
ワ
メ
シ
は「
強こ
わ
め
し飯

」と
も
書
か
れ

ま
す
。餅
米
を
使
う
こ
と
で
普
通
の
ご
飯
よ
り

固
め
に
な
る
こ
と
か
ら
、コ
ワ
イ（
固
い
）メ
シ

（
飯
）の
意
味
で
こ
う
呼
ば
れ
ま
し
た
。セ
ッ
カ

ン
は
セ
キ
ハ
ン（
赤
飯
）の
音
変
化
形
で
し
ょ
う
。

　「
ご
飯
」類
で
は
ほ
か
に
、イ
モ
メ
シ（
芋
の

入
っ
た
ご
飯
）、ゾ
ン
ベ
・
ゴ
ッ
チ
ャ
ガ
ユ（
汁
の

中
に
ご
飯
と
野
菜
を
入
れ
た
雑ぞ
う
す
い炊
）、オ
チ
ャ
カ

ケ
マ
マ
・
チ
ャ
ー
カ
ケ
マ
マ
・
チ
ャ
ー
カ
ケ
メ
シ
・

チ
ャ
カ
ケ
ゴ
ハ
ン（
お
茶
漬
け
）、コ
ゲ
ツ
キ
・
コ

ゲ
マ
マ（
ご
飯
の
お
焦
げ
）、ゴ
モ
ク
メ
シ（
ま
ぜ

ご
飯
）、ハ
ズ
シ（
柿
の
葉
寿ず

し司
）、メ
ッ
コ
メ
シ
・

メ
ッ
コ
マ
マ（
う
ま
く
炊
け
ず
に
芯し
ん

の
あ
る
ご

飯
）、オ
カ
イ
・
オ
カ
ユ
サ
ン（
お
粥か
ゆ

）な
ど
の
方

言
形
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
炊
い
た
ご
飯
が
傷い
た

ん
で
臭い
お

う
よ
う
に
な
る
こ

と
を
言
う
、ネ
グ
ソ
ナ
ル
と
い
う
言
い
方
も
聞

き
ま
し
た
。

若
い
世
代
に
は
メ
リ
ケ
ン
粉こ

が
通
じ
な
い
！

　
ご
飯
と
並
ん
で
日
本
人
の
主
食
と
し
て
消
費

量
が
多
い
パ
ン
。そ
の
原
料
で
あ
る
小
麦
粉
は
、

今
は
コ
ム
ギ
コ
と
い
う
言
い
方
が
共
通
語
的
に

使
わ
れ
ま
す
が
、か
つ
て
は
メ
リ
ケ
ン
コ（
メ
リ

ケ
ン
粉
）と
言
わ
れ
ま
し
た
。メ
リ
ケ
ン
と
は
明

治
期
に
定
着
し
た
ア
メ
リ
カ（
米
国
）の
呼
び
名

で
す
が
、今
や
メ
リ
ケ
ン
は
古
く
さ
い
呼
び
名
。

そ
ん
な
訳
で
メ
リ
ケ
ン
粉
の
言
い
方
は
急
速
に

衰
退
し
ま
し
た
。皆
さ
ん
の
周
囲
に
メ
リ
ケ
ン

粉
と
言
っ
て
通
じ
る
若
者
が
い
た
ら
希
少
な
存

在
で
し
ょ
う
。

　〈
食
に
関
す
る
方
言
〉は
次
回
に
ま
た
続
け
ま

す
。
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食
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
４

　
暖
冬
か
と
思
い
き
や
、一
転
し
て
２
月
初
め

に
は
強
い
寒
波
到
来
と
、相
変
わ
ら
ず
の
異
常

気
象
ぶ
り
で
す
が
、そ
の
分
、も
う
す
ぐ
や
っ
て

く
る
春
、そ
し
て
桜
の
季
節
の
喜
び
が
大
き
く

な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。今
回
も
、前
回
の
最

後
に
触
れ
た
メ
リ
ケ
ン
コ（
小
麦
粉
）に
近
い
も

の
か
ら
、「
食
」に
関
す
る
方
言
を
続
け
ま
す
。

粉
の
類
は
ダ
ゴ
モ
ン
、ト
リ
コ
、そ
し
て
イ
リ
コ

　
小
麦
粉
の
メ
リ
ケ
ン
コ
に
対
し
て
、「
米
の

粉
」の
こ
と
を
大
杉
町
は
じ
め
所
々
で
ダ
ゴ
モ

ン
と
言
い
、ほ
か
に
広
い
範
囲
で
コ
メ
ノ
コ
と

も
言
い
ま
す
。ダ
ゴ
モ
ン
は「
団
子
も
の
」、つ
ま

り
、か
つ
て
米
の
粉
で
団
子
が
作
ら
れ
た
こ
と

か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。似
た
も

の
で
、餅も
ち

を
つ
い
た
後
に
、臼う
す

か
ら
取
り
出
し
た

餅
が
く
っ
つ
か
な
い
よ
う
に
ま
ぶ
し
た
、白
米

を
乾
燥
し
た
後
に
ひ
い
た
粉
の
こ
と
を
ト
リ

コ
、シ
ン
コ（「
新
粉
」）な
ど
と
も
言
い
ま
す
。ト

リ
コ
は「
取
り
粉こ

」で
、臼
か
ら
餅
を「
取
る（
と

き
の
）粉
」の
意
で
し
ょ
う
。

　
米
と
言
え
ば
、普
段
ご
飯
用
に
炊た

く
飯は
ん
ま
い米
の

こ
と
を
大
杉
町
で
マ
マ
ゴ
メ
、餅
米
の
こ
と
を

安
宅
町
で
ヘ
イ
ロ
と
い
う
の
を
聞
き
ま
し
た
。

そ
し
て
米
を
保
存
し
て
お
く
入
れ
物（
ブ
リ
キ

製
の
米こ
め
び
つ櫃

の
よ
う
な
も
の
）を
コ
メ
ガ
ラ
ト
と

言
い
ま
す
。米
を
と
い
だ
と
き
に
出
る
白
い
汁

は
、尾
小
屋
で
ニ
ゴ
リ
ジ
ル
と
い
う
言
い
方
を

聞
き
ま
し
た
。

　
一
方
、麦
を
煎い

っ
て
ひ
い
た
粉
の
こ
と
は
イ
リ

コ
と
言
い
ま
す
。「
煎い

り
粉こ

」で
す
。関
西
地
方
で

言
う
ハ
ッ
タ
イ
コ
の
こ
と
で
、イ
リ
コ
オ
　
オ
ユ

デ
　
カ
イ
テ
　
タ
ベ
ル（
イ
リ
コ
を
お
湯
で
溶

い
て
食
べ
る
）の
よ
う
に
使
い
ま
す
。大
杉
町
で

は
発
音
の
変
化
し
た
、イ
ッ
コ
、エ
ッ
コ
も
聞
か

れ
ま
し
た
。筆
者
も
子
ど
も
の
こ
ろ
、福
井（
武た
け

生ふ

）の
実
家
で
、冬
の
お
や
つ
と
し
て
、イ
リ
コ

に
砂
糖
を
入
れ
お
湯
で
溶
い
た
も
の
を
よ
く
食

べ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。砂
糖
の
代
わ
り
に
甘
い

熟じ
ゅ
く
し柿

を
入
れ
て
食
べ
た
り
す
る
所
も
あ
る
よ
う

で
す
。煎
っ
た
麦
の
香
ば
し
い
香
り
が
懐
か
し

く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。

食
べ
物
の
方
言
あ
れ
こ
れ

　「
お
菓
子
」の
古
い
言
い
方
に
ア
ン
マ
が
あ
り

ま
す
。石
川
・
福
井
両
県
で
使
わ
れ
た
方
言
で
す
。

「
お
菓
子
」が
甘
く
て
お
い
し
い
の
で
、そ
の
甘

さ
の「
甘あ
ま

」か
ら
生
ま
れ
た
言
い
方
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　
ハ
ベ
ン
は
石
川
・
富
山
両
県
で
は「
か
ま
ぼ

こ
」を
さ
し
ま
す
。も
と
も
と
は「
半は
ん
ぺ
ん片

」が
変
化

し
た
言
い
方
で
、最
近
で
は
厚
い
板
付
き
の
も

の
を
カ
マ
ボ
コ
、薄
い
板
付
き
の
も
の
を
ハ
ベ
ン

と
い
う
よ
う
に
区
別
し
て
呼
ぶ
人
も
い
る
よ
う

で
す
し
、金
沢
で
は
板
の
つ
か
な
い
も
の
も
ハ

ベ
ン
と
言
っ
て
い
ま
す
。薄
い
板
の
つ
い
た
ハ
ベ

ン
と
い
う
の
は
金
沢
を
中
心
と
し
た
加
賀
地
方

に
独
特
の
も
の
の
よ
う
で
す
。

　
加
賀
地
方
に
独
特
の
も
の
と
言
え
ば
、エ
ビ

ス
、イ
ビ
ス（
金
沢
で
は
、エ
ベ
ス
、エ
ビ
シ
な
ど

と
も
）が
あ
り
ま
す
。寒か
ん
て
ん天
を
煮
溶
か
し
て
薄
く

醤し
ょ
う
ゆ油

味
を
つ
け
、卵
を
混
ぜ
て
固
め
た
ゼ
リ
ー

状
の
も
の
で
す
。マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
で
惣そ
う
ざ
い菜

と
し

て
見
か
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、学
校
給
食

の
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
も
出
る
こ
と
の
あ
る
、今

に
生
き
る
加
賀
の
郷
土
料
理
の
一
つ
で
す
。

　
今
回
も
字
数
が
尽
き
ま
し
た
。〈
食
に
関
す
る

方
言
〉は
次
回
に
ま
た
続
け
ま
す
。
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食
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
５

　
88
年
４
月
か
ら
始
ま
っ
た
本
連
載
も
今
月
か

ら
８
年
目
に
入
り
ま
す
。同
時
に
始
ま
っ
た
市

長
さ
ん
の
連
載
コ
ラ
ム「
ざ
っ
く
ば
ら
ん
」の
タ

イ
ト
ル
に
も
、い
つ
も
小
松
の
方
言
が
登
場
し

て
、嬉う
れ

し
く
思
っ
て
い
ま
す
。

　
で
は
、今
月
も〈
食
に
関
す
る
方
言
〉を
続
け

ま
す
。今
回
は
味
の
表
現
の
方
言
世
界
を
見
て

い
き
ま
す
。

ク
ド
イ
は
共
通
語
で
は
言
い
か
え
に
く
い
？

　「
塩
味
が
濃
い
」「
塩
辛
い
」の
意
味
に
あ
た
る

言
い
方
は
、若
い
人
た
ち
で
は
、共
通
語
的
な
シ

オ
カ
ラ
イ
、シ
ョ
ッ
パ
イ
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
多

く
な
り
ま
し
た
が
、小
松
の
伝
統
的
方
言
に
は
、

ク
ド
イ
、シ
オ
ク
ド
イ
が
あ
り
ま
す
。こ
の
ク
ド

イ
は
、共
通
語
で
も「
味
が
し
つ
こ
い
」「
性
格
が

し
つ
こ
い
」に
近
い
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
の
で
、

意
外
に
方
言
だ
と
気
づ
い
て
い
な
い
人
も
多

く
、そ
の
結
果
、比
較
的
若
い
世
代
ま
で
受
け
継

が
れ
て
い
る
方
言
の
一
つ
で
す
。実
は「
塩
味
が

濃
い
」「
塩
辛
い
」の
意
味
で
ク
ド
イ
を
使
う
の
は

（
意
味
が
ず
れ
て
い
る
の
は
）、全
国
で
も
北
陸

の
福
井
県
嶺
北
地
方
か
ら
石
川
県
加
賀
地
方
、

そ
し
て
富
山
県
西
部
の
限
ら
れ
た
地
域
だ
け
な

の
で
す
。し
か
し
、石
川
や
福
井
な
ど
の
ク
ド
イ

が
共
通
語
の
シ
ョ
ッ
パ
イ
に
簡
単
に
置
き
換
え

ら
れ
る
か
と
い
う
と
、ど
こ
か
違
う
よ
う
で
す
。

福
井
県
武
生
市
出
身
の
筆
者
も
、22
歳
か
ら
36

歳
ま
で
の
14
年
間
の
関
東
地
方
暮
ら
し
の
中

で
、こ
の
ク
ド
イ
が
使
え
ず
に
、ど
こ
か
で
欲
求

不
満
を
感
じ
て
い
ま
し
た
。東
京
風
の
醤し
ょ
う
ゆ油

色

の
汁
の
う
ど
ん
を
食
べ
て「
こ
の
う
ど
ん
シ
ョ
ッ

パ
イ
な
あ
」と
言
っ
て
も
、何
か
異
和
感
が
あ
り

ま
す
。筆
者
に
と
っ
て
は
、シ
ョ
ッ
パ
イ
で
は
ク

ド
イ
の
意
味
を
十
分
に
は
表
し
き
れ
な
い
と
い

う
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
す
。読
者
の
皆
さ
ん

の
中
に
も
、こ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
理
解
し
て

い
た
だ
け
る
方
が
き
っ
と
い
る
は
ず
で
す
。

そ
の
ほ
か
の
味
の
表
現
に
は
ア
マ
イ
、ス
イ
な

ど
が

　
ク
ド
イ
以
外
の
、小
松
方
言
の
味
の
表
現
に

は
、ア
マ
イ
、シ
ョ
ー
モ
ネ
ー
・
シ
オ
モ
ネ
ー
な
ど

の
ほ
か
、ス
イ
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
ず
ア
マ
イ
は
、今
で
は
砂
糖
の
甘
さ
の
よ

う
な
味
を
表
現
す
る
形
容
詞
で
す
が
、小
松
で

は「（
塩
）味
が
薄
い
」こ
と
も
ア
マ
イ
と
も
言
っ

て
い
ま
し
た
。ち
ょ
う
ど
先
の
ク
ド
イ
の
反
対

の
意
味
に
当
た
り
ま
す
。「
塩
味
が
薄
い
」の
ア

マ
イ
は
、近
畿
地
方
の
ミ
ズ
ク
サ
イ
を
取
り
囲

む
よ
う
に
、東
日
本
と
西
の
中
国
・
九
州
・
沖
縄

地
方
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
た
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。ア
マ
イ
は
、砂
糖
が
普
及
す
る
ま
で

は「
塩
味
が
薄
い
」こ
と
を
表
し
、そ
の
後
、砂
糖

の
登
場
に
よ
っ
て
、砂
糖
の
甘
さ
を
表
す
よ
う

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
同
じ「
塩
味
が
薄
い
」こ
と
を
言
う
、シ
ョ
ー

モ
ネ
ー
、シ
オ
モ
ネ
ー（
ほ
か
に
シ
ョ
ー
ム
ネ
ー
・

シ
ョ
ン
ネ
ー
な
ど
も
）は
、全
国
的
に
も
北
陸
の

石
川
・
富
山
両
県
に
し
か
聞
か
れ
な
い
言
い
方

で
す
。「
塩
も
無
い
」「
塩し
お
み味

無
い
」が
語
源
だ
と

考
え
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
小
松
で
も
砂
糖
の
甘
さ
は
ア
マ
イ
で
す
が
、

「
酸す

っ
ぱ
い
」こ
と
は
ス
イ
と
言
い
ま
す
。東
北

地
方
の
ス
ッ
カ
イ
、関
東
地
方
の
ス
ッ
パ
イ
に
対

し
て
、ス
イ
は
長
野
・
静
岡
か
ら
西
の
西
日
本
一

帯（
中
国
・
四
国
・
九
州
地
方
で
は
ス
イ
ー
）に
広

く
分
布
す
る
言
い
方
で
す
。

　〈
食
に
関
す
る
方
言
〉は
次
回
も
続
け
ま
す
。　
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食
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
６

　
最
近
は
小
松
に
お
住
ま
い
の
方
と
お
会
い
す

る
と
、本
連
載
を
読
ん
で
い
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

下
さ
る
方
が
多
く
な
り
ま
し
た
。こ
の
１
か
月
ほ

ど
の
間
に
も
、お
二
人
の
読
者
か
ら
、ご
質
問
や

激
励
の
お
電
話
、お
葉
書
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。各
回
ご

と
に
、テ
ー
マ
に
合
わ
せ
て
で
き
る
だ
け
多
く
の

方
言
を
正
確
に
ご
紹
介
し
て
い
る
つ
も
り
で
す

が
、時
に
誤
り
も
あ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。お

気
づ
き
の
点
が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
お
教
え
く
だ
さ
い
。

　
今
月
は〈
食
〉に
関
す
る
動
作
の
方
言
か
ら
見

ま
す
。

大
根
は
タ
ク
？
そ
れ
と
も
ニ
ル
？

　
大
根
な
ど
の
野
菜
を
鍋な
べ

に
入
れ
て
火
に
か
け

る
と
、共
通
語
で
は「
大
根
を
ニ
ル
」と
言
い
ま

す
が
、小
松
で
は「
大
根
を
タ
ク
」と
言
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。共
通
語
的
に
タ
ク
と
い
う
の
は
、

「
火
を
焚
く
」の
よ
う
な「
燃
や
す
」に
近
い
意

味
の
タ
ク
を
除
け
ば
、「
ご
飯
を
タ
ク
」の
よ
う
に

「
ご
飯
」の
炊す
い
は
ん飯

に
限
定
し
て
使
わ
れ
ま
す
。と

こ
ろ
が
、近
畿
地
方
か
ら
中
国
・
四
国
の
瀬
戸
内

側
、九
州
、そ
し
て
北
陸
と
岩
手
県
の
一
部
は
、

ご
飯
以
外
の
大
根
の
よ
う
な
野
菜
を
ニ
ル（
煮

る
）場
合
に
も
タ
ク
と
言
う
地
域
と
し
て
知
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、「
ご
飯
を
た
く
」こ
と
を「
ご
飯
を
ニ

ル
」と
言
う（
つ
ま
り
、ご
飯
も
野
菜
も
ニ
ル
と

言
う
）地
域
が
、岩
手
か
ら
福
島
、関
東
・
中
部
に

分
布
し
て
い
ま
す
。

野
菜
を
ハ
ヤ
ス
っ
て
？

　
小
松
を
含
め
、石
川
県
内
で
は
、キ
ャ
ベ
ツ

（
方
言
で
は
カ
ン
ラ
ン〈
甘か
ん
ら
ん藍

か
ら
〉と
も
）な

ど
の
野
菜
を
切
る
こ
と
を「
キ
ャ
ベ
ツ
を
ハ
ヤ

ス
」の
よ
う
に
言
う
所
が
あ
り
ま
す
。若
い
読
者

の
中
に
は
、先
の「
大
根
を
タ
ク
」同
様
、「
キ
ャ
ベ

ツ
を
ハ
ヤ
ス
」な
ん
て
本
当
に
言
う
の
、と
思
う

方
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、本
当
で
す
。で
は
、「
ハ

ヤ
ス
」と
は
何
で
し
ょ
う
。ご
存
じ
の
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
が
、こ
れ
は
、「（
野
菜
を
）

切
る
」で
は
縁
起
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
、縁
起

の
良
い
、新
し
い
も
の
が「
生
え
る
」の
ハ
エ
ル

を
使
っ
た
忌
い
み
こ
と
ば詞

で
す
。例
え
ば
、結
婚
式
の
最
後

に「
終
わ
り
」と
言
う
と
縁
起
が
悪
い
の
で「
お

開ひ
ら

き
」と
言
う
の
と
同
じ
発
想
で
す
。全
国
的
に

も
、東
北
・
中
部
・
北
陸
・
中
国
・
四
国
・
九
州
地
方

な
ど
の
広
い
範
囲
で
聞
か
れ
た
言
い
方
で
す
。

　〈
食
〉に
関
す
る
動
作
の
方
言
に
つ
い
て
は
、す

で
に
本
連
載
の
75
回（
２
０
０
４
年
６
月〈
行
動
に

関
す
る
方
言 

そ
の
４
〉）で
紹
介
し
て
い
る
も
の

が
あ
り
ま
す
の
で
、そ
ち
ら
も
ご
覧
く
だ
さ
い
。

み
そ
汁
を
表
す「
お
み
お
つ
け
」の
元
と
な
る

オ
ツ
ケ

　
大
学
の
講
義
な
ど
で
、敬
語
が
使
い
古
さ
れ

る
と
敬
意
が
次
第
に
下
が
っ
て
い
く「
敬
意
逓て
い

減げ
ん

の
法
則
」の
話
を
す
る
と
き
に
、筆
者
が
よ

く
例
に
出
す「
お
み
お
つ
け
」と
い
う
こ
と
ば
が

あ
り
ま
す
。共
通
語
で「
み
そ
汁
」の
丁
寧
な
言

い
方
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、も
と
も
と「
汁
」を

さ
す「
つ
け
」が
、そ
れ
を
丁
寧
に
言
お
う
と「
御お

つ
け
」に
な
り
ま
し
た
。小
松
で
は
こ
の
オ
ツ
ケ

の
形
が
方
言
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。オ
ツ

ケ
は
丁
寧
さ
が
感
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
さ
ら
に

「
御み

お御
つ
け
」と
な
り
、最
後
に「
御お

み

お
御
御
つ
け
」

と
な
っ
た
わ
け
で
す
。

　〈
食
に
関
す
る
方
言
〉は
次
回
で
終
わ
り
に
し

ま
す
。
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食
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
７

方
言
教
材
試
作
版
に
予
想
外
の
反
響

　
昨
年
度
後
期
に
筆
者
が
担
当
し
た
大
学
院
の

授
業
で
、受
講
生
３
人
の
協
力
を
得
て
、「
金
沢

こ
と
ば
」を
題
材
に
し
た
方
言
学
習
教
材『
み
ん

な
で
学
ぼ
う
！
金
沢
こ
と
ば
』を
試
作
し
た
と

こ
ろ
、新
聞
・
テ
レ
ビ
を
は
じ
め
、各
方
面
か
ら
大

き
な
反
響
が
あ
り
驚
い
て
い
ま
す
。金
沢
と
小

松
で
は
方
言
に
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、共
通
点

も
ま
た
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。国
語
の
授
業
や

総
合
学
習
な
ど
で
方
言
を
取
り
上
げ
る
と
き
の

参
考
に
見
て
み
た
い
と
思
わ
れ
る
先
生
方
は
ご

一
報
く
だ
さ
い
。な
お
、同
じ
内
容
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

eb3.incl.
ne.jp/gr07p8n3/

）で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

食
に
関
す
る
方
言
あ
れ
こ
れ

　
こ
れ
ま
で
６
回
に
わ
た
っ
て
、小
松
の〈
食
に

関
す
る
方
言
〉を
取
り
上
げ
て
き
ま
し
た
が
、

今
回
は
最
終
回
と
し
て
、こ
れ
ま
で
に
ご
紹
介

で
き
な
か
っ
た
も
の
を
ま
と
め
て
取
り
上
げ
て

み
ま
す
。

　
ゴ
ッ
ツ
ォ
ー
、ゴ
ッ
ツ
ォ
は
も
ち
ろ
ん「
ご
馳ち

走そ
う

」の
こ
と
、コ
ー
コ
は「
沢た
く
わ
ん庵
」の
こ
と
で
す
。

「
沢
庵
」に
は
タ
ク
ア
ン
、タ
ッ
ク
ヮ
ン
、タ
ッ
カ

ン
、タ
ン
カ
ズ
ケ
な
ど
の
言
い
方
も
聞
か
れ
ま

し
た
。「
糠ぬ
か

漬
け
」の
こ
と
は
コ
ン
カ
ズ
ケ
、ヤ
ド

ズ
ケ
な
ど
で
す
。

　「
油
揚あ

げ
」は
ア
ブ
ラ
ゲ
、「
が
ん
も
ど
き
」は

ミ
ー
デ
ラ
で
す
。ミ
ー
デ
ラ
は
滋
賀
県
大
津
市

の
三み
い
で
ら

井
寺（
天て
ん
だ
い
じ
も
ん
し
ゅ
う

台
寺
門
宗
総
本
山
で
正
式
名
称

は
長な
が
ら
さ
ん
お
ん
じ
ょ
う
じ

等
山
園
城
寺
）の
名
に
由
来
し
ま
す
。三
井

寺
の
精
し
ょ
う
じ
ん進

料
理
に「
が
ん
も
ど
き
」が
使
わ
れ
て

い
た
た
め
に
つ
い
た
名
で
し
ょ
う
か
。

　
食
べ
物
関
係
で
は
ほ
か
に
、ナ
ン
バ（
唐と
う
が
ら辛

子し

）、ド
ブ
ザ
ケ（
ど
ぶ
ろ
く
）、タ
イ
ハ
ク（
白
砂

糖
）、シ
ョ
イ（
醤し
ょ
う
ゆ油

）、ダ
シ
ジ
ャ
コ（
だ
し
を
と

る
た
め
の
煮
干
し
）、カ
イ
ブ
シ（
鰹か
つ
お
ぶ
し節
）、ヒ
ナ

カ
ダ
マ（
飴あ
め

）な
ど
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、前
々
回
に
も
味
の
表
現
を
少
し
取
り

上
げ
ま
し
た
が
、味
覚
関
係
で
は
ほ
か
に
、エ
ガ

イ
、エ
ガ
ラ
イ（
あ
く
が
強
く
て
喉の
ど

を
刺
激
す
る

感
じ
）、ン
マ
イ（
味
が
よ
い
）、ウ
モ
ネ
ー
、ウ
マ

ネ
ー
、ウ
モ
ナ
イ（
ま
ず
い
）、シ
ツ
コ
イ
、ネ
バ

コ
イ（
味
や
香
り
な
ど
が
あ
っ
さ
り
し
て
い
な

い
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

食
に
関
す
る
道
具
類
の
方
言

　
食
に
関
す
る
道
具
で
ホ
チ
ャ
、ホ
ー
チ
ャ
が

何
か
お
わ
か
り
で
し
ょ
う
か
。「
包
ほ
う
ち
ょ
う丁
」で
す
。種

類
に
よ
っ
て
、ナ
ボ
チ
ャ（
菜
切
り
包
丁
）、デ
バ

ボ
ー
チ
ャ（
出で

ば刃
包
丁
）な
ど
の
言
い
方
も
聞
か

れ
ま
し
た
。

　
サ
ジ
は「
ス
プ
ー
ン
」の
こ
と
で
す
。言
う
ま

で
も
な
く「
匙さ
じ

」な
の
で
す
が
、今
や
金
属
製
の

匙
は
完
全
に
外
来
語
ス
プ
ー
ン
に
そ
の
座
を
奪

わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。シ
ャ
ク
シ
は「
ご
飯
を

つ
ぐ
た
め
の
杓し
ゃ
く
し子

」、シ
ャ
ク
は「
ひ
し
ゃ
く
」を

さ
し
ま
す
。

　
陶
磁
器
の
総
称
に
は
カ
ラ
ツ
モ
ン
、カ
ラ
ツ

が
聞
か
れ
ま
し
た
。こ
れ
は
、か
つ
て
九
州
佐
賀

の
唐か
ら
つ津
地
方
産
の
陶
磁
器
が
北
陸
地
方
に
流

通
し
て
い
た
た
め
に
つ
い
た
名
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。キ
ビ
ソ
ー
は
お
茶
を
注
ぐ
道
具
の「
急
き
ゅ
う

須す

」、チ
ャ
ン
バ
チ
は「
ど
ん
ぶ
り
茶ぢ
ゃ
わ
ん
碗
」（「
茶ち
ゃ
わ
ん碗

鉢ば
ち

」か
ら
）、ハ
ン
ゾ
と
は「
水み
ず
が
め瓶
」の
こ
と
で
す
。

　
以
上
で〈
食
に
関
す
る
方
言
〉を
終
わ
り
ま

す
。次
回
か
ら
は
ま
た
新
し
い
テ
ー
マ
で
始
め

ま
す
。


