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数
量
に
関
す
る
方
言
　

　
今
年
も
早
11
月
と
な
り
、あ
と
チ
ョ
ッ
コ
シ

（
少
し
）を
残
す
の
み
と
な
り
ま
し
た
。今
回

は
、小
松
で
の〈
数
量
〉に
関
す
る
方
言
を
取
り

上
げ
ま
す
。

　量
が
多
い
こ
と
と
少
な
い
こ
と
を
表
す
方
言
　

　
量
の
多
い
こ
と
、つ
ま
り「
た
く
さ
ん
」と
い

う
こ
と
を
表
す
方
言
に
は
、「
デ
カ
イ（
コ
ト
）」

に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
デ
カ
ト（
尾
小
屋
・

安
宅
）、デ
カ
ト
ー（
尾
小
屋
）、デ
コ
ト（
符
津
）、

デ
ー
コ（
大
杉
）、デ
ッ
カ
イ
コ
ト（
大
杉
）な
ど

の
ほ
か
、「
ヨ
ケ
ー（
余
計
）」に
由
来
す
る
と
思

わ
れ
る
ヨ
ー
ケ（
大
杉
・
尾
小
屋
・
符
津
）、「
イ
ッ

パ
イ（
一
杯
）」の
音
変
化
形
エ
ッ
ペ（
尾
小
屋
・
符

津
）、さ
ら
に
タ
ン
ト（
符
津
・
龍
助
）な
ど
、多
く

の
言
い
方
が
聞
か
れ
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
、タ
ン
ボ
　

デ
コ
ト
　
ア
ル（
田
ん
ぼ
が
た
く
さ
ん
あ
る
）、

ヨ
ー
ケ
　
モ
ロ
タ（
た
く
さ
ん
も
ら
っ
た
）、オ

チ
ャ
ワ
　
エ
ッ
ペ
　
ツ
グ
モ
ン
デ
ネ（
お
茶
は

い
っ
ぱ
い
注
ぐ
も
の
で
は
な
い
）、タ
ン
ト
　
ヒ

ト
ガ
　
ヨ
ッ
ト
ル
ヨ
ー（
た
く
さ
ん
人
が
集
ま
っ

て
い
る
よ
）の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
反
対
に
、量
が
少
な
い
こ
と
、つ
ま
り「
少
し
」

と
い
う
こ
と
を
表
す
方
言
に
は
、チ
ョ
ッ
コ（
大

杉
・
尾
小
屋
・
符
津
）、チ
ョ
ッ
コ
リ（
尾
小
屋
・
符

津
・
龍
助
）、チ
ョ
ッ
コ
シ（
符
津
・
安
宅
）な
ど
が

あ
り
ま
す
。こ
れ
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
、モ
ー
チ
ョ
ッ

コ
デ
　
ス
ン
ダ
ガ
ニ（
も
う
少
し
で
済
ん
だ
の

に
）、チ
ョ
ッ
コ
リ
シ
カ
　
ナ
イ（
少
し
し
か
な

い
）、チ
ョ
ッ
コ
シ
シ
カ
　
フ
ラ
ナ
ン
ダ（
少
し
し

か
降
ら
な
か
っ
た
）の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。

　そ
の
ほ
か
の
数
量
に
関
す
る
方
言

　
数
量
と
い
う
よ
り
も
基
本
的
に
は
程
度
の
甚

だ
し
い
こ
と
を
表
し
、そ
れ
が
時
に
は
数
量
的

な
多
さ
も
表
す
方
言
に
テ
ン
ポ
が
あ
り
ま
す
。

テ
ン
ポ
は
形
容
動
詞
的
に
、テ
ン
ポ
ナ
　
コ
ト

ヤ（
大
変
な
こ
と
だ
）、テ
ン
ポ
ニ
　
ヤ
カ
マ
シ
ー

（
大
変
騒
が
し
い
）、テ
ン
ポ
ナ
　
ヒ
ト
デ
ヤ
ッ

タ（〈
予
想
以
上
に
〉た
く
さ
ん
の
人
出
だ
っ
た
）

の
よ
う
に
、ま
た
副
詞
的
に
、テ
ン
ポ
　
タ
カ
ナ

イ
カ（
す
ご
く
高
く
な
い
か
）の
よ
う
に
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。「
て
ん
ぽ
」は
、元
は

中
央
語（
京
阪
語
）と
し
て
江
戸
初
期
の
文
献
使

用
例
も
確
認
で
き
る「
思
い
切
っ
て
す
る
さ
ま
」

を
表
し
た
テ
ン
ポ
が
北
陸
に
伝で
ん
ぱ播

し
た
後
、福

井
県
北
部
か
ら
石
川
県
加
賀
地
方
な
ど
で「
甚

だ
し
い
さ
ま
。大
変
。た
く
さ
ん
」の
意
味
に
変

化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
数
量
的
に
不
定
の
こ
と
を
指
す
、ド
ン
ダ
ケ

（
ど
れ
だ
け
）は
、ド
ン
ダ
ケ
　
コ
ー
タ（
ど
れ

だ
け
買
っ
た
）の
よ
う
に
使
い
ま
す
。ド
ン
ダ
ケ

は
、ド
レ
ダ
ケ
の「
レ
」が「
ン
」に
音
声
変
化
し

た
形
で
す
。

　
量
が
足
り
な
い
こ
と
は
、タ
ラ
ン
と
表
現
さ

れ
ま
す
。現
在
で
は
一
段
活
用
動
詞「
足
り
る
」

の
否
定
形
タ
リ
ン
を
使
う
人
が
多
く
な
り
ま
し

た
が
、近
畿
地
方
を
中
心
と
し
た
西
日
本
地
域

（
北
陸
地
方
を
含
む
）で
は
、本
来
は
五
段
活
用

動
詞「
足
る
」が
使
わ
れ
た
た
め
、そ
の
否
定
形

も
タ
ラ
ン
で
し
た
。

　
数
を
数
え
る
こ
と
を
、カ
ゾ
エ
ル
以
外
に
ヨ

ム
と
言
う
地
域（
尾
小
屋
な
ど
）も
あ
り
ま
す
。

カ
ズ
　
ヨ
ン
ド
ケ（
数
を
数
え
て
お
け
）の
よ
う

に
使
い
ま
す
。数
字
の「
七
」は
ヒ
チ
と
発
音
さ

れ
る
こ
と
が
多
く
、「
４
人
」の
こ
と
を
ヨ
ッ
タ

リ
と
も
言
い
ま
す
。符
津
で
は
、「
人
為
的
に
数

量
が
減
る
」こ
と
を
ス
バ
ル
と
も
言
う
よ
う
で

す
。
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程
度
や
物
の
様
子
に
関
す
る

方
言
　
そ
の
１

　
本
連
載
を
始
め
て
か
ら
９
回
目
の
師
走
を
迎

え
ま
し
た
。昨
年
の
12
月
は
突
然
の
寒
波
襲
来

で
交
通
網
が
大
混
乱
し
ま
し
た
が
、今
年
は
暖

冬
と
の
予
報
も
出
て
い
ま
す
。穏
や
か
な
年
の

瀬
に
な
る
こ
と
を
祈
り
た
い
も
の
で
す
。

　
今
回
か
ら
は
、〈
程
度
や
物
の
様
子
〉に
関
す

る
方
言
を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

ウ
マ
ソ
ー
ナ
子
ど
も
っ
て
言
わ
れ
て
も

　
し
ば
ら
く
会
わ
な
い
間
に
背
が
伸
び
た
知
り

合
い
の
子
に
、デ
コ
　
ナ
ッ
タ
と
言
え
ば
、「
大

き
く
な
っ
た
」の
意
味
で
す
。つ
ま
り
、「
大
き

い
」の
意
味
で
デ
カ
イ
が
使
わ
れ
ま
す
。デ
ケ
ー
　

ハ
タ
ケ（
大
き
い〈
広
い
〉畑
）の
よ
う
に
、デ

ケ
ー
と
発
音
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。ま
た
、

「
大
き
い
」と
言
え
ば
、「
子
ど
も
が
丸
々
と
体

が
大
き
く
、丈
夫
そ
う
で
あ
る
様
子
」を
ウ
マ
ソ

イ
、ウ
マ
ソ（
ー
）ナ
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。小
松

を
は
じ
め
石
川
県
内
に
広
く
聞
か
れ
ま
す
が
、

子
ど
も
の
様
子
に
ウ
マ
ソ
ー
ナ
と
は
、県
外
の

人
に
恐
怖
と
と
も
に
誤
解
さ
れ
そ
う
な
言
い
方

で
、国
語
学
者
金
田
一
春
彦
氏
も
か
つ
て『
こ
と

ば
の
歳
時
記
』（
新
潮
文
庫 

１
９
７
３
年
）と
い

う
本
の
中
で
、「
北
陸
の
金
沢
に
も
お
も
し
ろ
い

方
言
が
あ
っ
て
、よ
く
太
っ
た
子
を『
う
ま
そ
う

な
子
や
ね
』と
い
う
。食
人
種
か
と
思
っ
て
警
戒

し
た
く
な
る
が
、こ
れ
は『
じ
ょ
う
ぶ
そ
う
な
子

だ
ね
』と
い
う
こ
と
だ
と
あ
る
」と
書
い
て
い
ま

す
。

　
反
対
に「
小
さ
い
」の
意
味
で
は
、チ
ー
サ
イ

の
ほ
か
に
、チ
ン
チ
ェ
ー
、チ
ン
チ
ャ
イ
が
使
わ

れ
ま
す
。

ペ
ッ
タ
ラ
コ
イ
っ
て
ど
ん
な
意
味
？

　
物
の
様
子
を
さ
す
方
言
に
、ペ
ッ
タ
ラ
コ
イ
と

い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
し
た
が
、ど
ん
な
意
味

か
わ
か
る
で
し
ょ
う
か
。「
平
た
い
」の
意
味
で

す
。言
わ
れ
て
み
れ
ば
い
か
に
も「
平
た
い
」感

じ
の
す
る
面
白
い
言
い
方
で
す
。

　
高
さ
や
値
段
が「
高
い
」こ
と
は
タ
ケ
ー
、「
狭

い
」こ
と
は
シ
ェ
マ
イ
、シ
ェ
バ
イ
、シ
ェ
メ
ー
で

す
。「
短
い
」こ
と
は
ミ
シ
カ
イ
と
も
言
い
ま
す
。

　
12
月
に
な
り
、こ
れ
か
ら
段
々
寒
さ
も
厳
し

く
な
り
ま
す
が
、「
寒
い
」こ
と
を
サ
ブ
イ
と
言

い
ま
す
。こ
れ
は
、サ
ム
イ
の「
ム
」が
、同
じ
両

唇
を
使
う
似
た
発
音
の「
ブ
」に
交
替
し
た
も
の

で
、マ
行
と
バ
行
の
交
替
例
は
、「
サ
ビ
シ
ー
」と

「
サ
ミ
シ
ー
」、「
ケ
ブ
リ
」と「
ケ
ム
リ
」な
ど
に

も
見
ら
れ
ま
す
。

　カ
タ
ガ
ル
は
北
陸
の
気
付
か
れ
に
く
い
方
言

　
ハ
ス
カ
イ
ン
　
ナ
ッ
ト
ル（
斜
め
に
な
っ
て
い

る
）の
よ
う
に
、「
斜
め
」の
こ
と
は
ハ
ス
カ
イ
と

言
う
こ
と
が
多
く
、大
杉
で
は
、ヒ
シ
ニ
　
ワ
タ

ル（
斜
め
に
渡
る
）の
よ
う
に
、ヒ
シ
と
い
う
言

い
方
も
聞
き
ま
し
た
。

　
斜
め
と
言
え
ば
、北
陸
地
方
の
広
い
範
囲
で
、

「
傾
く
」こ
と
を
カ
タ
ガ
ル
と
言
い
ま
す
。ウ

チ
ャ
　
カ
タ
ガ
ッ
ト
ル（
家
が
傾
い
て
い
る
）、エ

ガ
　
カ
タ
ガ
ッ
ト
ル（
絵
が
傾
い
て
い
る
）の
よ

う
に
言
い
、今
も
若
い
世
代
に
よ
く
使
わ
れ
て

い
ま
す
。方
言
の
衰
退
傾
向
の
中
で
、カ
タ
ガ
ル

が
若
い
人
た
ち
に
も
使
わ
れ
る
の
は
、カ
タ
ガ

ル
を
方
言
だ
と
思
っ
て
い
な
い
人
が
多
い
た
め

で
す
。こ
の
よ
う
な
方
言
を
研
究
者
た
ち
は「
気

付
か
れ
に
く
い
方
言
」な
ど
と
呼
ん
で
、注
目
し

て
い
ま
す
。

　
こ
の
テ
ー
マ
は
次
回（
来
年
）に
続
け
ま
す
。
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程
度
や
物
の
様
子
に
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す
る

方
言
　
そ
の
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あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。今

年
も
引
き
続
き
、小
松
の
方
言
の
さ
ま
ざ
ま
な

世
界
を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　
今
回
も
前
回
に
続
け
て
、〈
程
度
や
物
の
様
子

に
関
す
る
方
言
〉、中
で
も〈
物
の
様
子
に
関
す

る
方
言
〉を
み
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

イ
ッ
チ
ョ
ー
ラ
イ
が
歌
に
な
る

　
筆
者
の
郷
里
福
井
に
は「
い
っ
ち
ょ
ら
い
節
」

と
い
う
民
謡
が
あ
り
ま
す
。子
ど
も
の
こ
ろ
、

盆
踊
り
な
ど
で
踊
っ
た「
い
っ
ち
ょ
ら
い
節
」は

歌
手
の
島
倉
千
代
子
と
守
屋
浩
が
歌
っ
て
い
ま

し
た
。「
い
っ
ち
ょ
ら
い
節
」の「
い
っ
ち
ょ
ら
い
」

と
は
元
来「
一い
っ
ち
ょ
う
ろ
う
そ
く

丁
蝋
燭
」（「
た
っ
た
一
本
で
と
も

し
替
え
の
な
い
ろ
う
そ
く
」の
意
）が「
一い
っ
ち
ょ
う
ら

張
羅
」

（「
た
っ
た
一
枚
し
か
な
い
晴
れ
着
」の
意
）と
変

化
し
た
語
に
由
来
す
る
方
言
で
す
。福
井
で
は

「
晴
れ
着
」の
意
味
だ
け
で
な
く「
一
番
よ
い
こ

と
。一
番
よ
い
も
の
」の
意
で
も
使
わ
れ
、「
い
っ

ち
ょ
ら
い
節
」の
歌
詞
は
福
井
が
一
番
だ
よ
と

福
井
自
慢
を
歌
っ
た
Ｐ
Ｒ
ソ
ン
グ
の
よ
う
な
民

謡
で
す
。最
近
は
全
国
的
に
踊
り
の
Ｙ
よ

さ

Ｏ
Ｓ
Ａ

Ｋこ
Ｏ
Ｉい

ソ
ー
ラ
ン
が
ブ
ー
ム
で
す
が
、福
井
で

は
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ
と
い
う
の

も
あ
る
よ
う
で
す
。小
松
で
も「
新
品
の
服
。流

行
の
服
」と
い
っ
た
意
で
、イ
ッ
チ
ョ
ー
ラ
イ
ノ
　

フ
ク
　
キ
テ
キ
タ（
新
品
の
服
を
着
て
き
た
）

の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。「
と
っ
て
お
き
の
着

物
。最
上
の
衣
服
。晴
れ
着
」の
意
味
で
の
イ
ッ

チ
ョ
ー
ラ
イ
、イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ
は
、北
陸
以
外
に

も
、中
部
・
近
畿
・
中
国
・
四
国
地
方
な
ど
の
広
い

範
囲
に
分
布
し
ま
す
。

ト
グ
ロ
マ
イ
て
い
る
の
は
蛇
？

　
ト
グ
ロ
マ
ク
と
言
え
ば
、普
通
に
思
い
出
す

の
は
蛇
が
丸
く
体
を
巻
い
て
い
る
様
子
を
さ
す

言
葉
で
す
が
、小
松
で
は
、ト
グ
ロ
マ
イ
テ
　
ス

ワ
ル（
丸
く
輪
に
な
っ
て
す
わ
る
。車
座
に
な

る
）、ト
グ
ロ
マ
イ
テ
　
ハ
ナ
シ
ト
ル（
丸
く
輪

に
な
っ
て
話
し
て
い
る
）の
よ
う
に
、人
に
対
し

て
も
使
う
と
い
う
こ
と
を
符
津
の
人
か
ら
聞
き

ま
し
た
。

　
蛇
と
言
え
ば
、蛇
は
獲
物
を
丸
呑の

み
し
ま
す

が
、「
丸
呑
み
」の
こ
と
を
、マ
ル
ノ
ミ
以
外
に
、

グ
ッ
ト
ノ
ミ
と
か
、マ
ル
ン
マ
マ
　
ノ
ム（
丸
ま

ま
呑
む
）と
も
言
い
ま
す
。

「
新
し
い
」の
反
対
は「
古
し
い
」

　
正
月
と
言
え
ば「
新
年
」、つ
ま
り「
新
し
い

年
」な
わ
け
で
、小
松
で
も「
新
し
い
」は
ア
タ
ラ

シ
ー
で
す
が
、「
古
い
」は
フ
ル
シ
ー
と
言
い
ま

す
。不
思
議
な
言
い
方
の
よ
う
に
も
思
い
ま
す

が
、反
対
の
意
味
の「
新
し
い
」が
古
典
文
法（
文

語
文
法
）で
言
う
シ
ク
活
用
型
の「
〜
シ
ー
」と

な
る
た
め
、ク
活
用
の
フ
ル
イ
を
シ
ク
活
用
型

に
類
推
変
化
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
、発
想
的

に
は
有
り
得
な
い
形
で
は
な
い
の
で
す
。フ
ル

シ
ー
以
外
に
、オ
ゾ
イ（
尾
小
屋
な
ど
）を
使
う

人
も
い
ま
す
。「
古
い
」の
意
味
の
オ
ゾ
イ
は
福

井
県
嶺
北
地
方
に
も
分
布
し
ま
す（
福
井
に
は

地
域
に
よ
り「
ひ
ど
い
」「
恐
ろ
し
い
」の
意
の
オ

ゾ
イ
も
聞
か
れ
ま
す
）。「
古
い
」と
言
え
ば
、魚
が

「
古
く
な
る
」こ
と
を
、ア
ノ
　
サ
カ
ナ
ワ
　
ナ

レ
ト
ル（
あ
の
魚
は
古
く
な
っ
て
い
る
）の
よ
う

に
ナ
レ
ル
と
言
い
ま
す
。「
熟な

れ
鮨ず
し

」の「
熟
れ
」

と
同
じ
で
し
ょ
う
。

　〈
程
度
や
物
の
様
子
に
関
す
る
方
言
〉は
さ
ら

に
次
回
に
続
け
ま
す
。
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程
度
や
物
の
様
子
に
関
す
る

方
言
　
そ
の
３

　
今
回
も
前
回
に
続
い
て
、〈
程
度
や
物
の
様
子

に
関
す
る
方
言
〉の
う
ち
か
ら〈
物
の
様
子
に
関

す
る
方
言
〉を
ご
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。

チ
ゴ
ー
は
古
い
時
代
の
発
音
の
名
残

　
物
の
様
子
で
、ほ
か
の
物
と「
違
う
」こ
と
を
、

年
齢
の
高
い
人
た
ち
は
、「
チ
ゴ
ー
　
モ
ン（
違

う
も
の
）」の
よ
う
に
チ
ゴ
ー
と
言
い
ま
す
。学

校
文
法
で
言
う
と
こ
ろ
の
ア
ワ
行
五
段
動
詞

（
文
語
文
法
の
ハ
行
四
段
動
詞
）の「
買
う
」が

コ
ー
、「
貰も
ら

う
」が
モ
ロ
ー
と
発
音
さ
れ
る
の
と

同
じ
よ
う
な
特
徴
で
す
。こ
の
特
徴
は
、小
松
だ

け
で
な
く
石
川
県
内
の
広
い
範
囲
で
聞
か
れ
る

も
の
で
す
。

　
少
し
難
し
い
話
に
な
り
ま
す
が
、こ
の
チ

ゴ
ー
の
よ
う
な
発
音
は
、か
つ
て
中
世
の
時
代

に
中
央
語（
京
都
語
）で
起
こ
っ
た
ア
ウ[au]

連

母
音
の
長
音
化（
ア
ウ
↓
オ
ー
）の
名
残
で
す
。

京
都
な
ど
の
近
畿
地
方
や
福
井
で
は
い
っ
た
ん

チ
ゴ
ー
に
変
化
し
た
ア
ワ
行
五
段
動
詞
の
終
止

形
・
連
体
形
が
、「
ち
が
う
」「
か
う
」の
よ
う
な
表

記
に
影
響
さ
れ
て
チ
ガ
ウ
、カ
ウ
に
戻
っ
た
の
に

対
し
て
、石
川
県
で
は
古
い
形
を
そ
の
ま
ま
残

し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。終
止
形
・
連
体
形
で

チ
ゴ
ー
、コ
ー
、モ
ロ
ー
な
ど
の
形
が
根
強
く
使

わ
れ
て
き
た
結
果
、別
の
活
用
形
に
も
そ
れ
が

影
響
し
、チ
ゴ
ワ
ン（
違
わ
な
い
）、コ
ワ
ン（
買

わ
な
い
）の
よ
う
な
形
さ
え
生
じ
て
い
る
の
は

興
味
深
い
現
象
で
す
。

ヨ
テ
は
得
意
の
意
味

　「（
あ
る
人
に
と
っ
て
）向
い
て
い
る
」「
得
意

な
」様
子
を
表
す
言
い
方
に
ヨ
テ
が
あ
り
ま
す
。

ヨ
テ
ノ
　
シ
ゴ
ト
ニ
　
ア
タ
ッ
タ（
自
分
に
向
い

た
仕
事
に
あ
た
っ
た
）、ヨ
テ
ン
ネ
ー
　
シ
ゴ
ト

ヤ（
自
分
に
は
向
い
て
い
な
い
、得
意
で
な
い
仕

事
だ
）の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。「
得
意
」の
意
味

の「
得
手（
え
て
）」の
音
変
化
形
で
す
。

ヒ
ド
イ
は
共
通
語
よ
り
意
味
が
広
い

　
ヒ
ド
イ
と
い
う
形
容
詞
は
、共
通
語
と
同
じ

意
味
の
ほ
か
に
、「
肉
体
的
に
つ
ら
い
」様
子
を

さ
し
て
も
使
い
ま
す
。例
え
ば
、酒
を
飲
ん
で
顔

色
の
悪
い
人
に「
ヒ
ド
イ
ケ
」と
聞
い
た
り
し
ま

す
。共
通
語
と
同
じ
形
の
た
め
に
、そ
れ
が
方
言

的
な
使
い
方
と
気
付
き
に
く
い
例
で
す
。

ホ
セ
ホ
セ
ン
ナ
ル
っ
て
ど
う
な
る
こ
と
？

　
尾
小
屋
で
聞
い
た
も
の
に
、ホ
セ
ホ
セ
ン
ナ

ル
と
い
う
言
い
方
が
あ
り
ま
し
た
。「
干
せ
干
せ

に
な
る
」に
あ
た
る
形
で
、「
乾
い
て
か
ら
か
ら

に
な
る
」様
子
を
表
し
た
も
の
で
す
。ノ
ド
ガ
　

ホ
セ
ホ
セ
ン
ナ
ル（
喉の
ど

が
か
ら
か
ら
に
な
る
）の

よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
逆
に
物
や
食
べ
物
が
水
分
を
含
む
こ
と
、湿

気
を
帯
び
る
こ
と
を
シ
ミ
ル
と
言
い
ま
す
。セ

ン
ベ
ー
ガ
　
シ
ミ
ッ
ト
ル（
煎せ
ん
べ
い餅

が
し
け
っ
て
い

る
）と
い
っ
た
具
合
で
す
。シ
ミ
ル
は
ほ
か
に
、

冬
に
物
が
凍
る
こ
と
、凍
る
よ
う
な
０
℃
以
下

に
気
温
が
下
が
る
こ
と
を
言
う
場
合
も
あ
り
ま

す
。ケ
サ
ワ
　
テ
ヌ
グ
イ
ガ
　
シ
ミ
ッ
ト
ル（
今

朝
は
手
ぬ
ぐ
い
が
凍
っ
て
い
る
）の
よ
う
に
言
っ

た
り
し
ま
す
。

　
関
連
し
て
、シ
ュ
ム
は
、シ
ャ
ツ
ニ
　
ア
セ
ガ
　

シ
ュ
ン
ダ（
シ
ャ
ツ
に
汗
が
染
み
た
）の
よ
う
に
、

液
体
が
も
の
に
染
み
込
む
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
こ
の
テ
ー
マ
は
さ
ら
に
次
回
に
続
け
ま
す
。
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程
度
や
物
の
様
子
に
関
す
る

方
言
　
そ
の
４

　
い
つ
も
の
年
な
ら
春
の
訪
れ
が
待
ち
遠
し

い
こ
の
時
期
で
す
が
、こ
の
冬
は
暖
冬
で
、冬

の
生
活
・
雪
の
生
活
に
ま
つ
わ
る
方
言
、例
え
ば

「
氷つ
ら
ら柱

」を
さ
す
タ
ロ
キ
・
タ
ル
キ
、「
雪
か
き
」

を
さ
す
ユ
キ
ス
カ
シ
、「
雪
に
足
が
は
ま
る
」こ

と
を
さ
す
ゴ
ボ
ル
な
ど
を
使
う
機
会
が
少
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。普
段
、当
た

り
前
の
よ
う
に
使
っ
て
い
た
こ
れ
ら
の
方
言

も
、冬
の
気
候
が
変
わ
れ
ば
使
わ
れ
な
く
な
る
。

改
め
て
そ
の
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
た
冬
で
し

た
。

　
今
回
も〈
程
度
や
物
の
様
子
に
関
す
る
方
言
〉

の
う
ち
か
ら〈
物
の
様
子
に
関
す
る
方
言
〉を
続

け
て
見
て
い
き
ま
す
。

近
畿
地
方
か
ら
伝
播ぱ

し
た
古
語
に
由
来
す
る

方
言

　
こ
れ
ま
で
に
も
様
々
取
り
上
げ
て
き
た
よ
う

に
、北
陸
地
方
の
方
言
の
多
く
は
、か
つ
て
の
中

央
語
地
域
で
あ
っ
た
近
畿
地
方
の
言
葉
が
伝
播

し
た
も
の
を
基
層
と
し
て
い
ま
す
。小
松
の
物

の
様
子
を
表
す
形
容
語
の
方
言
か
ら
、そ
の
よ

う
な
例
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
ヤ
ク
チ
ャ
ム
ナ
イ
　
コ
ト
オ
　
ス
ル（
い
い

加
減
な
こ
と
を
す
る
）の
よ
う
に
、「
い
い
加
減

な
様
子
」「
た
わ
い
も
な
い
様
子
」を
言
う
ヤ
ク

チ
ャ
ム
ナ
イ
は
、古
語
の「
益や
く
た
い体

も
な
い
」に
由

来
し
ま
す
。意
味
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
が

れ
ま
し
た
が
、「
益
体
も
」の
部
分
が
、ヤ
ク
タ
イ

モ
↓
ヤ
ク
チ
ャ
モ
↓
ヤ
ク
チ
ャ
ム
と
変
化
し
た

形
で
す
。似
た
意
味
で
は
、ソ
ソ
ー
ナ
、エ
ー
カ
ゲ

ン
ナ
な
ど
の
言
い
方
も
さ
れ
ま
す
が
、そ
れ
ぞ
れ

「
粗そ
そ
う相

な
」「
い
い
加
減
な
」に
由
来
し
ま
す
。

　
ソ
ン
ナ
モ
ン
ワ
　
ダ
チ
ャ
カ
ン
ゾ（
そ
ん
な
も

の
は
駄
目
だ
ぞ
）の
よ
う
に
、「
駄
目
だ
」の
意
味

で
、ダ
チ
ャ
カ
ン
、ダ
チ
カ
ン
、ダ
ッ
チ
ャ
カ
ン
な

ど
と
発
音
さ
れ
る
の
は
、現
代
語
で
も
や
や
固

い
表
現
で
使
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る「
埒ら
ち

が
明
か

な
い
」の
京
都
語「
埒
明
か
ん
」が
変
化
し
た
形

で
す
。ダ
チ
ャ
カ
ン
、ダ
チ
カ
ン
の
場
合
は
、ラ
チ

ア
カ
ン
↓
ラ
チ
ャ
カ
ン
↓
ダ
チ
ャ
カ
ン
↓
ダ
チ

カ
ン
の
よ
う
な
音
声
変
化
過
程
が
想
定
で
き
ま

す
。ダ
ッ
チ
ャ
カ
ン
も
ダ
チ
ャ
カ
ン
か
ら
の
変
化

で
す
。ラ
チ
ャ
カ
ン
か
ら
ダ
チ
ャ
カ
ン
へ
の
変
化

は
、語
頭
の「
ラ
」と「
ダ
」が
音
声
学
的
に
似
た

調
音
方
法
に
よ
る
音
声
で
あ
る
た
め
に
起
こ
っ

た
子
音
交
替
の
例
で
す
。

ガ
ン
コ
ナ
は
タ
ル
イ
の
反
対
の
意
味
で
も
使

わ
れ
る

　
オ
ビ
ガ
　
タ
ル
イ（
帯
が
ゆ
る
い
）の
よ
う
に
、

「
ゆ
る
い
」の
意
味
で
タ
ル
イ
が
使
わ
れ
ま
す
。

反
対
の「
き
つ
い
、強
い
、固
い
」の
意
味
で
は
、

キ
ツ
イ
、ツ
ヨ
イ
の
ほ
か
、ガ
ン
コ
も
使
わ
れ
ま

す
。オ
ビ
ガ
　
ガ
ン
コ
ニ
　
シ
メ
テ
ア
ル（
帯
が

き
つ
く
締
め
て
あ
る
）と
い
っ
た
具
合
で
す
。「
固

い
」の
反
対
で
、物
が「
柔
ら
か
い
」こ
と
は
、ヤ

ワ
コ
イ
、ヤ
ラ
カ
イ
な
ど
と
言
い
ま
す
。

　「
丁
寧
な
」こ
と
を
ネ
ン
ゴ
ロ
ナ
、「
乱
暴
な
、

ぞ
ん
ざ
い
な
」こ
と
を
ヤ
ン
チ
ャ
ナ
と
言
い
ま

す
。ア
ノ
　
ヒ
ト
ワ
　
ネ
ン
ゴ
ロ
ナ
　
ア
イ
サ

ツ
オ
　
ス
ル
　
ヒ
ト
ヤ（
あ
の
人
は
丁
寧
な
挨

拶
を
す
る
人
だ
）、ヤ
ン
チ
ャ
ナ
　
コ
ト
　
ス
ル
　

オ
ト
コ
ヤ（
乱
暴
な
こ
と
を
す
る
男
だ
）の
よ
う

に
使
わ
れ
ま
す
。

　〈
物
の
様
子
に
関
す
る
方
言
〉は
一
旦
こ
れ
で

終
わ
り
ま
す
。来
月
は
４
月
で
、そ
ろ
そ
ろ
田

ん
ぼ
の
季
節
。次
回
か
ら
は〈
農
業
に
関
す
る
方

言
〉を
取
り
上
げ
ま
す
。
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農
業
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
１

　
98
年
４
月
に
ス
タ
ー
ト
し
た
本
連
載
も
今
月

か
ら
つ
い
に
10
年
目
に
突
入
で
す
。こ
れ
ま
で

に
も
、た
く
さ
ん
の
小
松
の
方
言
を
取
り
上
げ

て
き
ま
し
た
が
、話
題
は
ま
だ
ま
だ
尽
き
ま
せ

ん
。こ
れ
か
ら
も
気
持
ち
新
た
に
様
々
な
方
言

を
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
今
年
は
暖
冬
で
ほ
と
ん
ど
雪
が
降
り
ま
せ
ん

で
し
た
が
、北
陸
の
４
月
と
言
え
ば
、雪
解
け
を

待
っ
て
田
ん
ぼ
や
畑
で
農
作
業
が
本
格
化
す
る

時
期
。と
い
う
わ
け
で
、今
回
か
ら
は〈
農
業
に

関
す
る
方
言
〉を
取
り
上
げ
ま
す
。

　農
業
全
般
に
関
す
る
方
言
か
ら

　「
農
家
」は
今
で
こ
そ
ノ
ー
カ
と
言
う
こ
と

が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、古
く
は
ヒ
ャ
ク
シ
ョ
ー

（
百
姓
。大
杉
で
ヒ
ャ
ッ
シ
ョ
ー
の
発
音
も
）と

い
う
言
い
方
が
普
通
で
し
た
。ヒ
ャ
ク
シ
ョ
ー
シ

ゴ
ト
で
農
業
や
野
良
仕
事
を
さ
し
、関
連
し
て
、

タ
ン
ボ
シ
ゴ
ト（
田
ん
ぼ
仕
事
）、ハ
タ
シ
ゴ
ト

（
畑
仕
事
）と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
。今
や

死
語
化
し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、か
つ
て
は
、ミ

ズ
ノ
ミ
ビ
ャ
ク
シ
ョ
ー（
水
呑の

み
百
姓
）と
い
う
、

農
家
や
農
業
従
事
者
に
対
す
る
蔑べ
っ

称
も
あ
り
ま

し
た
。

田
ん
ぼ
の
性
質
を
さ
す
方
言

　
田
ん
ぼ
の
性
質
に
関
す
る
言
い
方（
方
言
）に

は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

　
ヌ
マ
ダ（
沼
田
）は
小
松
の
広
い
範
囲
で
、１
年

中
水
の
抜
け
な
い
湿
田
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
符
津
で
は
、カ
ワ
ダ（「
川
田
」か
）が
水
持
ち

の
良
い
深
い
田
ん
ぼ
を
さ
し（
大
杉
で
は
フ
カ

ダ
と
も
）、逆
に
、水
持
ち
の
悪
い
乾
き
や
す
い

田
ん
ぼ
を
オ
カ
ダ
と
言
い
ま
す
。チ
ュ
ー
カ
ワ

ダ（「
中
川
田
」か
）と
は
、オ
カ
ダ
と
カ
ワ
ダ
の

中
間
程
度
の
田
ん
ぼ
の
こ
と
で
す
。シ
ミ
ダ
シ

は
田
ん
ぼ
の
中
で
出
る
冷
た
い
わ
き
水
の
こ
と

で
、こ
れ
が
カ
ワ
ダ
の
原
因
の
一
つ
と
さ
れ
ま

す
が
、最
近
は
少
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　
尾
小
屋
で
は
、ハ
ン
ヌ
マ
は
半
分
ほ
ど
水
が

あ
る
田
ん
ぼ
の
こ
と
、ハ
サ
バ
ダ
は
ま
っ
た
く

水
が
な
い
田
ん
ぼ
の
こ
と
を
言
い
、晴
天
が
続

い
て
田
ん
ぼ
の
水
が
な
く
な
る
こ
と
を
ホ
シ
ア

ガ
ル
と
言
い
ま
す
。

　
大
杉
で
は
、米
の
取
れ
高
の
違
い
で
、よ
く
取

れ
る
最
上
級
の
田
ん
ぼ
を
イ
ワ
リ
、次
の
等
級

の
田
ん
ぼ
を
ロ
ワ
リ
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。イ
ワ

リ
、ロ
ワ
リ
の「
イ
」「
ロ
」は
イ
ロ
ハ
順
に
よ
る
呼

び
名
で
し
ょ
う
か
。畑
を
田
ん
ぼ
に
変
え
た
田

を
ハ
タ
ケ
ダ
、新
し
く
開
墾
し
た
田
ん
ぼ
を
カ

イ
デ
ン（「
開
田
」の
意
か
）と
言
い
ま
す
。

田
植
え
前
の
仕
事
と
方
言

　
田
植
え
前
、最
初
に
田
ん
ぼ
を
荒
く
起
こ
す

こ
と
を
ア
ラ
オ
コ
シ（
荒
起
こ
し
）と
言
い
ま

す
。ス
キ
オ
コ
シ（
鋤す
き

起
こ
し
）は
馬
に
鋤
を
引

か
せ
て
田
ん
ぼ
を
起
こ
す
こ
と
、キ
ザ
ミ
は
荒

起
こ
し
し
た
田
ん
ぼ
の
土
を
細
か
く
す
る
こ

と
、ア
ラ
ゴ
ナ
シ
、ア
ラ
ゴ
ネ
は
荒
起
こ
し
し
た

田
ん
ぼ
に
水
を
溜
め
て
馬ま
ぐ
わ鍬

で
柔
ら
か
く
す
る

こ
と
で
す
。イ
ブ
リ
は
、水
を
入
れ
て
柔
ら
か
く

し
た
田
ん
ぼ
の
土
を
平
ら
に
な
ら
す
Ｙ
の
字
型

の
棒
に
横
長
の
板
が
つ
い
た
道
具
の
名
で
す
。

苗な
わ
し
ろ代

を
作
る
田
ん
ぼ
は
ナ
ワ
シ
ロ
ダ
、ノ
シ
ロ
ダ

（
ナ
ワ
シ
ロ
ダ
が
変
化
）と
言
い
、苗
代
を
大
杉

で
は
ナ
ウ
ッ
ソ（
ナ
ワ
シ
ロ
が
変
化
）と
言
っ
た

そ
う
で
す
。

　
次
回
は
田
植
え
関
係
の
方
言
か
ら
続
け
ま

す
。
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農
業
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
２

　
北
陸
地
方
の
５
月
は
田
植
え
の
季
節
で
す
。

筆
者
も
金
沢
大
学
着
任
後
は
、郷
里
に
近
く

な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、毎
年
５
月
の
連
休
に
は

福
井（
越
前
市
）の
実
家
に
田
植
え
の
手
伝
い
に

行
き
ま
す
。新
緑
の
里
山
を
眺
め
な
が
ら
の
田

植
え
は
と
て
も
気
持
ち
の
よ
い
も
の
で
す
。

　
と
い
う
訳
で
、前
回
に
続
け
る
形
で
、田
植
え

に
関
す
る
方
言
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
ま
す
。

「
田
植
え
」を
め
ぐ
る
方
言

　
前
回
の
最
後
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、ナ
ワ
シ

ロ
ダ
、ノ
シ
ロ
ダ（
苗な
わ
し
ろ代

田
）で
苗
代
を
作
っ
て

育
て
た
苗
を
、代し
ろ
か掻
き
を
し
た
田
に
植
え
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。今
の
よ
う
に
田
植
え
が
機
械

化
さ
れ
る
前
は
、苗
を
植
え
る
位
置
を
決
め
る

た
め
に
、ワ
ク
と
い
う
六
角
の
木
枠
を
転
が
し

て（
ワ
ク
コ
ロ
ガ
シ
を
し
て
）田
の
表
面
に
格
子

状
の
筋
を
つ
け
ま
し
た
。そ
の
筋
を
つ
け
た
田

の
あ
ち
こ
ち
に
、植
え
る
た
め
の
適
量
の
苗
を

投
げ
て
お
く
こ
と
を
、ナ
エ
ウ
チ（
苗
打
ち
）と

言
い
ま
し
た
。

　
田
植
え
が
一
旦
終
わ
っ
た
あ
と
、植
え
た
苗
と

苗
の
間
に
苗
を
植
え
足
す
こ
と
を
マ
ザ
シ（
間ま

挿ざ

し
）と
言
い
ま
す
。ま
た
、田
植
え
が
終
わ
っ

た
あ
と
、植
え
も
ら
し
た
所
や
苗
が
浮
い
た
所

に
補
植
す
る
こ
と
を
ウ
セ
ウ
エ（
失
せ
植
え
）、

そ
の
た
め
の
苗
を
ウ
セ
ナ
エ（
失
せ
苗
）と
言
い

ま
し
た
。マ
ザ
シ
や
ウ
セ
ウ
エ
は
、田
植
え
が
機

械
化
し
た
現
在
で
も
行
わ
れ
ま
す
か
ら
、言
葉

と
し
て
も
生
き
て
い
る
は
ず
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、田
植
え
前
の
田
の
ア
ラ
オ
コ
シ

は
前
回
も
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、荒
起
こ
し
の

こ
と
を
、ほ
か
に
タ
ウ
チ（
田
打
ち
）と
も
言
い

ま
す
。田
の
荒
起
こ
し
な
ど
に
使
っ
た
耕
作
用

の
馬
は
、タ
ン
マ
ヤ
と
か
タ
ン
ボ
ウ
マ
と
言
っ
た

よ
う
で
す
。ニ
グ
シ
は
、そ
の
馬
に
飲
ま
せ
る
米

の
と
ぎ
汁
の
こ
と
で
す
。

労
働
交
換
の
イ
ー
は「
結ゆ
い

」か
ら

　
田
植
え
に
限
り
ま
せ
ん
が
、農
繁
期
な
ど
に

お
金（
賃
金
）の
や
り
取
り
を
せ
ず
に
労
働
を

交
換
し
合
う
こ
と
を
イ
ー
と
言
い
ま
す
。ユ
イ

と
も
言
い
、「
結
」の
字
が
あ
て
ら
れ
る
、れ
っ
き

と
し
た
か
つ
て
の
中
央
語
で
す
。イ
ー（
結
）の

存
在
は
、農
村
社
会
の
強
固
な
共
同
体
社
会
を

支
え
て
い
た
要
因
の
一
つ
で
す
。尾
小
屋
で
は
、

イ
ー
シ
ア
ン
コ
　
シ
ョ
ー
サ（
お
互
い
に
仕
事
の

手
伝
い
を
し
合
お
う
よ
）の
よ
う
に
、イ
ー
の
ほ

か
に
イ
ー
シ
ア
ン
コ
と
も
言
っ
た
そ
う
で
す
。

イ
ー
シ
ア
ン
コ
は「
イ
ー（
結
）し
合
い
こ
」か
ら

の
変
化
形
で
し
ょ
う
。

田
植
え
終
わ
り
の
一
斉
の
休
み
は
ヤ
シ
コ

　
タ
ウ
エ
　
ス
ン
ダ
ラ
　
ヤ
シ
コ
　
セ
ン
ナ
ン

ナ（
田
植
え
が
済
ん
だ
ら
田
植
え
休
み
を
し
な

く
て
は
い
け
な
い
ね
）。

　
か
つ
て
の
田
植
え
と
い
う
と
、朝
の
日
の
出

と
と
も
に
始
め
、夕
方
暗
く
な
っ
て
苗
を
植
え

る
手て
も
と許

が
見
え
な
く
な
る
ま
で
続
け
る
、そ
し

て
、そ
れ
が
何
日
も
続
く
と
い
う
重
労
働
で
し

た
か
ら（
筆
者
の
小
学
校
低
学
年
の
こ
ろ
ま
で

は
そ
う
で
し
た
か
ら
、昭
和
30
年
代
半
ば
こ
ろ

ま
で
は
そ
ん
な
状
況
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
）、田

植
え
が
終
わ
っ
て
村
全
体
で
一
斉
に
と
る
休
み
、

ヤ
シ
コ
は
重
要
な
年
中
行
事
の
一
つ
で
し
た
。

　〈
農
業
に
関
す
る
方
言
〉は
次
回
に
続
け
ま

す
。
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農
業
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
３

　
６
月
は
田
植
え
が
終
わ
り
、北
陸
の
田
に
は

稲
の
苗
を
成
長
さ
せ
る
た
め
に
水
が
張
ら
れ
ま

す
。現
在
の
６
月
は
旧
暦
の
皐さ
つ
き月
。皐
月
の
語
源

は
、「
サ
ナ
エ
ツ
キ（
早
苗
月
）」の
略
称
と
の
説

も
あ
り
ま
す
が
、皐
月
の
サ
は
、「
耕
作
」あ
る
い

は「
田
の
神
」を
意
味
し
た
古
語「
さ
」で
、「
稲
作

の
月
」、「
田
の
神
の
月
」の
意
味
と
し
て
名
付
け

ら
れ
た
と
の
説
の
方
が
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、小
松
で
は
、サ
ツ
キ
は
旧
暦
５
月

を
さ
す
以
外
に
、「
田
植
え
時
期
」の
意
味
で
も

使
わ
れ
ま
す
。　

　
で
は
、今
回
も〈
農
業
に
関
す
る
方
言
〉を
続

け
ま
す
。

「
田
植
え
」を
め
ぐ
っ
て（
続
）

　
今
は
田
植
機
用
の
箱
苗
を
育
苗
セ
ン
タ
ー
な

ど
で
作
り
ま
す
が
、昔
は
自
宅
で
種た
ね
も
み籾
を
発
芽

さ
せ
、そ
れ
を
苗な
わ
し
ろ代

に
蒔ま

い
て
苗
を
育
て
ま
し

た
。そ
の
種
籾
の
こ
と
は
タ
ネ
モ
ン（
籾
が
モ
ン

に
変
化
）と
言
い
、そ
れ
を
発
芽
さ
せ
る
こ
と
を

メ
ダ
シ（
芽
出
し
）、そ
の
た
め
に
種
籾
を
漬
け
た

池
を
タ
ネ
イ
ケ
と
言
い
ま
し
た
。池
を
使
わ
ず

に
２
日
ほ
ど
湯
に
つ
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
ア
ト
と
は
代し
ろ
か掻

き
の
こ
と
で
、ア
ト
　
シ
ニ
カ

カ
ル（
代
掻
き
を
始
め
る
）の
よ
う
に
使
い
ま
し

た
。苗
代
を
作
っ
て
種
蒔
き
の
準
備
を
す
る
こ
と

を
、ナ
ワ
シ
ロ
オ
シ
メ
ル
と
も
言
っ
た
そ
う
で
す
。

ヤ
シ
コ
以
外
の
農
繁
期
後
の
休
み

　
５
月
の
田
植
え
時
期
の
農
繁
期
を
サ
ツ
キ
マ

エ（
皐
月
前
）と
言
い
ま
し
た
。

　
前
回
の
最
後
に
紹
介
し
た
ヤ
シ
コ
は
、石
川

県
に
特
有
の
言
い
方
の
よ
う
で
す
が
、ヤ
シ
コ

が
田
植
え
終
わ
り
の
一
斉
の
休
み
を
言
う
の
に

対
し
て
、稲
刈
り
終
了
後
の
祝
い
の
休
み
は
カ

リ
ア
ゲ
と
言
い
ま
し
た
。ま
た
、ヤ
シ
コ
や
カ
リ

ア
ゲ
が
田
植
え
や
稲
刈
り
と
い
っ
た
特
定
の
作

業
の
後
の
休
み
を
さ
す
の
に
対
し
て
、ヤ
ス
ミ

ギ
ョ
ー
、ヤ
ス
ン
ギ
ョ
は
、農
繁
期
の
後
の
休
み

全
般
を
さ
す
言
い
方
で
す
。「
休
み
業
」に
由
来

す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

ア
ジ
ェ（
ア
ゼ
）と
ク
ロ

　
デ
ン
チ（
田
地
）は
田
畑
全
般
を
さ
し
、デ
ン

バ
タ
と
も
言
い
ま
す
。符
津
町
で
は
、開か
い
こ
ん墾

し

て
田
ん
ぼ
に
し
た
土
地
を
ヒ
ラ
ギ
、山
を
切
り

開
い
て
畑
に
し
た
土
地
を
ヤ
マ
ヤ
ブ
リ（「
山
破

り
」の
意
か
）と
言
っ
た
そ
う
で
す
。ム
シ
カ
エ
シ

と
は
畑
を
耕
す
こ
と
、尾
小
屋
で
聞
い
た
ナ
ギ

バ
タ
、ナ
ギ
ハ
タ
は
焼
き
畑
の
こ
と
で
す
。

　
平ひ
ら
ち地

で
の
田
ん
ぼ
の
境
の
畦あ
ぜ

は
ア
ジ
ェ（
ア

ゼ
）で
す
。ア
ジ
ェ（
ア
ゼ
）に
多
く
植
え
て
作
っ

た
こ
と
か
ら
、大
豆
の
こ
と
を
ア
ジ
ェ
マ
メ
、ア

ゼ
マ
メ（
畦
豆
）と
言
い
ま
し
た
。畦
に
対
し
て
、

田
ん
ぼ
と
田
ん
ぼ
に
高
さ
の
違
い
が
あ
る
場

合
、境
の
高
い
土
手
の
こ
と
を
ク
ロ
、ド
イ
な
ど

と
言
い
ま
す
。ク
ロ
カ
リ
は
ク
ロ
の
草
刈
り
で

す
。

　
用
水
か
ら
田
ん
ぼ
へ
の
水
の
取
り
込
み
口
を

ミ
ト
グ
チ
、ミ
ナ
ク
チ
、田
ん
ぼ
か
ら
水
を
出
す

た
め
の
水
の
落
と
し
口
を
シ
リ
ミ
ト
、シ
リ
ン
ト

と
言
い
ま
す
。ミ
ト
グ
チ
、シ
リ
ミ
ト
の
ミ
ト
は

水
の
出
入
り
口
を
さ
す「
水み
ず
と門

」が
変
化
し
た
形

で
、シ
リ
ミ
ト
、シ
リ
ン
ト
は「
尻し
り
み
と

水
門
」で
す
。ミ

ナ
ク
チ
は「
水
の
口
」の
意
味
で
、ミ
ナ
ク
チ
の
ナ

は
今
の「
の
」に
あ
た
る
格
助
詞
の
ナ
で
す
。

　
次
回
も
ま
た〈
農
業
に
関
す
る
方
言
〉を
続
け

ま
す
。
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そ
の
４

水み
な
づ
き

無
月
は「
水
涸か

れ
る
月
」の
意
味
？

　
前
回
は
、田
ん
ぼ
へ
の
水
の
取
り
込
み
口
で

あ
る
ミ
ト
グ
チ
、ミ
ナ
ク
チ
や
、逆
に
水
の
落
と

し
口
の
シ
リ
ミ
ト
、シ
リ
ン
ト
の
話
題
で
終
わ

り
ま
し
た
。田
植
え
後
の
田
ん
ぼ
に
は
水
が
十

分
に
必
要
で
、そ
れ
を
取
り
入
れ
る
の
が
ミ
ト

グ
チ
、ミ
ナ
ク
チ
な
わ
け
で
す
が
、７
月
は
陰
暦

６
月
の
水み
な
づ
き

無
月
。漢
字
で「
水
無
月
」と
書
く
こ

と
か
ら
、暑
さ
が
ひ
ど
く
な
り
水
が
涸か

れ
る
月

の
意
と
解
し
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
す
が
、

水
無
月
の「
無（
な
）」は
、本
来「
の
」に
あ
た
る

連
体
助
詞「
な
」（
水
上〈
み
な
か
み
〉、水
底〈
み

な
ぞ
こ
〉、水
面〈
み
な
も
〉）で
、む
し
ろ
陰
暦
６

月
が
、田
に
水
を
引
く
月
、田
に
水
を
た
た
え
る

月
で
あ
る
か
ら
、「
水
な （
の
）月
」の
意
味
と
い

う
説
が
有
力
で
す
。今
回
は
そ
う
し
た
田
ん
ぼ

の
水
と
関
係
の
あ
る
方
言
か
ら
続
け
ま
す
。

ツ
ツ
ミ
は
堤
防
に
あ
ら
ず

　
ツ
ツ
ミ
と
い
う
と「
堤
」の
字
を
思
い
浮
か

べ
、堤
防
の
意
味
と
理
解
さ
れ
そ
う
で
す
が
、小

松
を
含
む
北
陸
地
方
で
は
広
く
、田
ん
ぼ
に
水

を
供
給
す
る
た
め
の「
灌か
ん
が
い漑

用
の
溜た

め
池
」を

さ
し
ま
す
。灌
漑
用
の
溜
め
池
を
作
る
た
め
に

人
工
的
に
堤（
堤
防
）を
築
い
た
こ
と
か
ら
付
い

た
名
で
し
ょ
う
。ツ
ツ
ミ
の
本
来
の
目
的
は
灌

漑
用
な
の
で
す
が
、筆
者
の
子
ど
も
の
こ
ろ
は
、

ち
ょ
っ
ぴ
り
危
険
な
遊
び
場
で
も
あ
り
ま
し

た
。と
い
う
の
も
、山
ぎ
わ
や
村
の
外
れ
に
あ
る

ツ
ツ
ミ
に
は
鮒ふ
な

や
鯉こ
い

な
ど
の
魚
が
い
る
こ
と
が

多
く
、休
み
の
日
に
よ
く
釣
り
竿
を
持
っ
て
釣

り
に
行
っ
た
か
ら
で
す
。

　
用
水
に
水
を
引
く
た
め
に
掃
除
な
ど
の
作
業

を
す
る
雇
わ
れ
人
を
大
杉
や
尾
小
屋
で
は
ヨ
ー

ス
イ
ニ
ン
ブ（
用
水
人
夫
）と
言
っ
た
と
の
こ
と

で
す
。

　
大
杉
で
は
、用
水
路
に
水
を
入
れ
る
こ
と
を

ミ
ズ
ア
ゲ
、用
水
へ
水
を
取
り
入
れ
る
た
め
の
堰せ
き

を
ユ
ー
と
言
い
ま
し
た
。エ
ザ
シ
と
は
、符
津
で

用
水
と
排
水
を
兼
ね
た
水
路
の
言
い
方
で
す
。

水
車
は
ス
イ
シ
ャ
に
あ
ら
ず

　
か
つ
て
、米
を
搗つ

い
た
り
す
る
の
に
使
わ
れ

た
水
車
を
、今
で
は
ス
イ
シ
ャ
と
呼
ぶ
の
が
普

通
で
す
が
、小
松
で
は
ミ
ズ
グ
ル
マ
と
言
っ
た

よ
う
で
す
。ス
イ
シ
ャ
が「
水
車
」の
音
読
み
で

あ
る
の
に
対
し
て
、ミ
ズ
グ
ル
マ
は
訓
読
み
の

言
い
方
に
な
り
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、か
つ
て
は
水
車
な
ど
も
使
っ
て

や
る
こ
と
の
あ
っ
た
精
米
作
業（
玄
米
を
白
米

に
す
る
こ
と
）を
ウ
ス
ス
リ
と
か
コ
メ
カ
チ
と

言
い
ま
し
た
。ウ
ス
ス
リ
は「
臼う
す
す摺
り
」、コ
メ
カ

チ
は「
米
か
ち
」で
、「
米
か
ち
」の
カ
チ
は
動
詞

カ
ツ（
＝
打
つ
、殴
る
）の
連
用
形
が
名
詞
化
し

た
形
で
す
。同
じ
精
米
作
業
で
も
、ウ
ス
ス
リ
と

い
う
と
機
械
化
さ
れ
た
作
業
が
想
起
さ
れ
ま
す

が
、コ
メ
カ
チ
と
い
う
と
、水
車
の
力
で
玄
米
を

搗
い
て
白
米
に
す
る
、の
ど
か
な
農
村
風
景
が

目
に
浮
か
び
ま
す
。

　
ウ
ス
ス
リ
に
ま
で
た
ど
り
着
く
に
は
、タ
ー

カ
リ（
田
刈
り
＝
稲
刈
り
）を
し
、ハ
サ
ガ
ケ（
稲は

架さ

が掛
け
）を
し
た
稲
の
イ
ネ
コ
キ（
稲
扱
き
＝
脱

穀
）を
し
た
後
、籾も
み

か
ら
籾
殻
を
取
り
去
っ
て
玄

米
に
す
る
モ
ミ
ス
リ
が
必
要
で
す
。そ
の
モ
ミ

ス
リ
で
出
た
籾
殻
を
ニ
カ
、ヌ
カ
、モ
ミ
ヌ
カ
な

ど
と
言
い
ま
す
。

　
次
回
は〈
農
業
に
関
す
る
方
言
〉そ
の
５
で

す
。
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農
業
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
５

　
早
場
米
地
帯
の
北
陸
で
は
、８
月
も
末
に
な

る
と
早わ

せ稲
の
刈
り
取
り
風
景
が
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
す
が
、今
回
の〈
農
業
に
関
す
る
方

言
〉は
そ
ん
な
稲
の
刈
り
取
り
時
期
に
関
す
る

方
言
か
ら
始
め
ま
す
。

忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
モ
ミ
ホ
シ
や
ジ
ボ
シ
の
風

景　
前
回
の
最
後
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、稲
刈

り
を
し
て
ハ
サ
ガ
ケ（
稲は

さ

が
架
掛
け
）を
し
、イ
ネ

コ
キ（
稲
扱こ

き
＝
脱
穀
）を
す
る
と
、以
前
は
、

モ
ミ
ホ
シ（
籾も
み

干
し
）と
か
ジ
ボ
シ（
地
干
し
）と

言
っ
て
、天
気
の
良
い
日
に
家
の
玄
関
先
＝
カ
ド

（
大
杉
で
は
バ
ン
バ
と
も
言
う
）に
筵
む
し
ろ
を
敷
い

て
籾
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
す
。今
は
乾
燥
機

で
乾
燥
す
る
よ
う
に
な
り
、そ
ん
な
風
景
も
見

ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
イ
ネ
コ
キ
を
す
る
の
は
脱
穀
機
で
す
が
、脱

穀
機
が
登
場
す
る
前
に
使
わ
れ
て
い
た
農
具
を

大
杉
で
は
マ
ン
ワ
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。筆
者
の

郷
里（
福
井
・
越
前
市
）を
は
じ
め
、全
国
の
広
い

範
囲
で
、セ
ン
バ（
千せ
ん
ば把

）と
か
セ
ン
バ
コ
キ（
千せ
ん

把ば

こ扱
き
）と
呼
ば
れ
た
農
具
の
こ
と
で
す
。

　
脱
穀
の
と
き
に
出
る
藁わ
ら
く
ず屑

を
ワ
ラ
ス
ベ
と
言

い
ま
す
。共
通
語
的
に
は
ワ
ラ
シ
ベ
と
い
う
言

い
方
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
音
変
化
形
と
考
え

て
い
い
で
し
ょ
う
。ワ
ラ
シ
ベ
に
対
し
て
、稲
の

穂
が
つ
い
て
い
た
藁
の
芯し
ん

の
部
分
は
ヌ
イ
ゴ
で

す
。稲い
な
わ
ら藁
に
対
し
て
麦
藁
を
ム
ン
ガ
ラ
と
も
言

い
ま
し
た
。ま
た
、稲
や
藁
を
積
み
上
げ
た
稲い
な
む
ら叢

は
ニ
ュ
ー
と
言
い
ま
す
。

消
え
ゆ
く
ハ
サ（
稲
架
）の
風
景

　
こ
れ
も
ま
た
、最
近
で
は
め
っ
た
に
見
ら
れ

な
く
な
っ
た
も
の
に
、刈
り
取
っ
た
稲
を
乾
燥
さ

せ
る
た
め
に
立
て
る
ハ
サ
が
あ
り
ま
す
。大
杉

で
は
、自
分
の
家
か
ら
離
れ
た
場
所
に
立
て
た

ハ
サ
を
ノ
バ
サ（
野
稲
架
）と
も
言
っ
た
そ
う
で

す
。大
杉
で
は
昔
は
８
段
、あ
と
で
７
段
で
作
っ

た
と
聞
き
ま
し
た
。ハ
サ
の
横
木
は
ハ
サ
ノ
コ

な
ど
と
言
い
ま
し
た
。

　
刈
り
取
っ
た
稲
を
束
ね
る
と
き
に
は
、後
で

ハ
サ
に
か
け
や
す
い
よ
う
に
、ま
た
稲
束
を
立

て
た
り
し
や
す
い
よ
う
に
、１
把わ

の
半
分
ず
つ

を
交
差
さ
せ
て
縛
っ
た
も
の
で
す
。こ
の
よ
う

に
す
る
こ
と
を
イ
ナ
ム
ジ
リ
と
言
い
ま
し
た
。

大
杉
で
聞
い
た
方
言
で
す
。

　
稲
の
病
気
で
い
も
ち
病
と
い
う
の
が
あ
り
ま

す
が
、小
松
で
は
ネ
ツ
と
言
い
ま
し
た
。ネ
ツ

ガ
　
ツ
イ
タ
は
、「
い
も
ち
病
に
な
っ
た
」の
意

味
で
す
。ま
た
、ネ
ツ
の
中
で
も
、用
水
か
ら
田

ん
ぼ
へ
の
水
の
取
り
込
み
口（
ミ
ト
グ
チ
、ミ
ナ

ク
チ
）付
近
が
冷
え
て
発
生
す
る
い
も
ち
病
を

ヒ
エ
ネ
ツ
と
言
い
ま
し
た
。

　
農
作
物
の
収
穫
量
の
こ
と
は
、サ
ク（
作
）と
か

ツ
ク
リ（
作
り
）と
言
い
ま
す
。サ
ク
ガ（
ツ
ク
リ
ガ
）　

ヨ
カ
ッ
タ（
よ
く
収
穫
で
き
た
）と
言
っ
た
り
し
ま

す
。作
物
が
よ
く
実
る
年
は
ナ
リ
ド
シ
で
す
。

　
次
回
は〈
職
業
に
関
す
る
方
言
〉を
取
り
上
げ

ま
す
。

現在ではほとんど見られなくなった
ハサに稲を掛ける様子
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職
業
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
１

　
今
回
か
ら
は〈
職
業
に
関
す
る
方
言
〉を
取
り

上
げ
ま
す
。こ
の
世
界
に
は
、そ
も
そ
も
そ
れ
ほ

ど
多
く
の
方
言
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、古
く
か
ら
あ
る
職
業
や
、今
で
は
あ
ま

り
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
職
業
の
言
い
方
に
は
方

言
形
も
見
ら
れ
ま
す
。共
通
語
化
が
進
む
中
で
、

職
業
に
関
す
る
方
言（
共
通
語
形
と
同
じ
も
の

も
あ
り
ま
す
が
）に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
っ
た

か
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

僧
侶
の
言
い
方
は
宗
派
に
よ
っ
て
違
い
が

　
僧
侶
一
般
の
呼
び
方
は
オ
ボ
ー
サ
ン
、ボ
ー

サ
ン
、ボ
ン
サ
ン
、女
性
の
僧
侶
の
呼
び
方
は
ア

マ
サ
ン
で
す
が
、お
寺
の
僧
侶
や
住
職
の
言
い

方
は
宗
派
に
よ
っ
て
違
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
北
陸
地
方
は
真
宗
王
国
と
よ
く
言
わ
れ
ま

す
が
、小
松
で
は
、浄
土
真
宗
の
お
寺
の
僧
侶
の

こ
と
を
ゴ
ボ
サ
ン
、ゴ
ボ
ー
サ
マ
、ゴ
ボ
サ
マ
な

ど
と
言
い
、特
に
住
職
の
こ
と
を
ゴ
イ
ン
サ
ン
、

ゴ
エ
ン
サ
ン
、ゴ
エ
ン
ジ
ョ
サ
ン
な
ど
と
言
い
ま

す
。ゴ
ボ
サ
ン
、ゴ
ボ
ー
サ
マ
、ゴ
ボ
サ
マ
の
ゴ

ボ（
ー
）は「
御ご
ぼ
う坊
」で
、元
来
、吉よ
し
ざ
き
ご
ぼ
う

崎
御
坊
、尾お
や
ま山

御
坊
の
よ
う
に
浄
土
真
宗
の
お
寺
を
指
し
た
言

い
方
が
僧
侶
を
指
す
言
い
方
に
転
化
し
た
も
の

で
し
ょ
う
。ま
た
、ゴ
イ
ン
サ
ン
、ゴ
エ
ン
サ
ン
は

浄
土
真
宗
の
住
職
の
呼
び
名
で
あ
る「
御ご
い
ん院

さ

ん
」、ゴ
エ
ン
ジ
ョ
サ
ン
は「
御ご
い
ん
じ
ゅ
う

院
住
さ
ん
」に
由

来
し
ま
す
。ワ
カ
サ
ン
は
、若
い
後
継
の
住
職
の

言
い
方
で
す
。

　
同
じ
住
職
で
も
、
浄
土
宗
な
ど
で
は
オ

シ
ョ
ー
サ
ン
、曹
洞
宗
な
ど
で
は
ホ
ー
ジ
ョ（
ー
）

サ
ン
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。ホ
ー
ジ
ョ
ー
と
は「
方

丈
」で
、本
来
は
一
丈
四
方
四
畳
半
程
度
の
広
さ

を
指
し
、そ
こ
に
全
宇
宙
が
内
在
す
る
と
い
う

仏
教
思
想
か
ら
住
職
が
生
活
す
る
建
物
を
指
す

よ
う
に
な
り
、そ
れ
が
ま
た
住
職
そ
の
も
の
の

呼
び
名
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
神
社
の
神
主
の
こ
と
は
、カ
ン
ヌ
シ
、カ
ン
ヌ

シ
サ
ン
、ま
た
、祈
祷と
う

師
の
こ
と
は
マ
ジ
ナ
イ
シ

と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
し
た
。

ダ
ン
ナ
サ
ン
と
は
警
察
官
の
こ
と

　
ダ
ン
ナ
サ
ン
と
言
え
ば
夫
婦
の
夫
に
対
す
る

丁
寧
な
言
い
方
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

以
前
は
警
察
官
、例
え
ば
村
の
駐
在
所
の
お
ま

わ
り
さ
ん
の
こ
と
も
ダ
ン
ナ
サ
ン
と
言
っ
た
そ

う
で
す
。そ
の
呼
び
名
か
ら
は
、か
つ
て
警
察
官

が
村
の
中
で
い
か
に
敬
愛
さ
れ
て
い
た
か
が
想

像
で
き
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、ジ
ュ
ン
サ
、ジ
ュ
ン
サ

サ
ン
、オ
マ
ワ
リ
サ
ン
と
い
う
言
い
方
も
あ
り

ま
す
。

　
医
者
の
こ
と
は
、オ
イ
シ
ャ
サ
ン
、イ
シ
ャ
の

ほ
か
に
、イ
シ
ャ
の
イ
が
エ
に
変
化
し
た
エ
シ
ャ

の
発
音
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

バ
ー
コ
ヤ
の
バ
ー
コ
っ
て
何
？

　
バ
ー
コ
ヤ
と
聞
い
て
も
何
の
職
業
か
分
か
る

人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。市
中
心
部
の
龍
助
町

で
聞
い
た
言
い
方
で
す
が
、バ
ー
コ
と
は
着
物

の
こ
と
で
、バ
ー
コ
ヤ
は
着
物
を
売
っ
て
い
る

呉
服
屋
の
古
い
言
い
方
で
す
。ほ
か
に
呉
服
屋

の
こ
と
を
タ
ン
モ
ノ
ヤ（
反た
ん
も
の物
屋
）と
も
言
っ
た

よ
う
で
す
。反
物
や
着
物
を
担
い
で
売
り
歩
く

行
商
人
は
カ
ズ
キ
ウ
リ
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。カ

ズ
キ（
カ
ズ
ク
）は「
担
ぐ
」の
意
味
で
す
。　

　〈
職
業
に
関
す
る
方
言
〉は
次
回
に
続
け
ま

す
。
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職
業
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
２

　
今
年
の
夏
は
、８
月
に
入
っ
て
記
録
的
な
猛

暑
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
が
、こ
の
暑
さ
の
せ
い

で
得
を
し
た
職
業
、損
を
し
た
職
業
、様
々
な

影
響
を
受
け
た
職
業
が
あ
っ
た
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。今
回
も
前
回
に
続
い
て〈
職
業
に
関
す
る

方
言
〉を
取
り
上
げ
ま
す
。

飲
食
業
な
ど
を
指
す
方
言

　「
仕
出
屋
」の
こ
と
は
、そ
の
ま
ま
シ
ダ
シ
ヤ

と
い
う
言
い
方
が
あ
る
一
方
で
、発
音
が
少
し
変

わ
っ
た
シ
ダ
ッ
シ
ャ
が
市
東
部
の
山
間
部（
大
杉
、

尾
小
屋
な
ど
）で
聞
か
れ
ま
し
た
。リ
ョ
ー
リ
ヤ

と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
ノ
ミ
ヤ
は
、文
字
通
り「
飲
み
屋
」、あ
る
い
は

「
居
酒
屋
」の
こ
と
で
す
。こ
れ
も
発
音
が
少
し

変
わ
っ
た
ノ
ン
ミ
ャ
と
い
う
言
い
方
が
大
杉
、尾

小
屋
な
ど
で
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
つ
い
先
ご
ろ
終
了
し
た
、Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
連
続
テ

レ
ビ
小
説「
ど
ん
ど
晴
れ
」は
岩
手
・
盛
岡
の

老し
に
せ舗
旅
館
を
舞
台
に
し
た
も
の
で
し
た
。「
旅

館
」の
こ
と
は
、最
近
で
こ
そ
リ
ョ
カ
ン
と
い
う

言
い
方
が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、以
前
は
ヤ
ド

ヤ
と
い
う
言
い
方
の
方
が
普
通
で
、龍
助
町
で

は
ハ
タ
ゴ
と
も
言
っ
た
よ
う
で
す
。モ
ク
チ
ン
と

も
言
っ
た
と
い
う
キ
チ
ン
ヤ
ド（
木
賃
宿
）は
、

内
湯
の
な
い
食
事
と
寝
る
だ
け
の
安
宿
を
指

し
、そ
れ
に
対
し
て
ウ
チ
ユ
ヤ
ド
と
は
内
湯
の

あ
る
宿
を
指
し
ま
し
た
。旅
館
の「
仲な
か
い居

」の
こ

と
は
、ナ
カ
イ
の
ほ
か
、ナ
カ
エ
の
発
音
も
聞
き

ま
し
た
。

マ
ッ
サ
ー
ジ
師
の
ア
ン
マ
サ
は「
按あ
ん
ま摩
さ
ん
」か

ら　
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
の
こ
と
は
、共
通
語
で
も
ア
ン

マ（
按
摩
）と
い
う
言
い
方
は
あ
り
ま
す
が
、小

松
の
方
言
で
は
ア
ン
マ
、ア
ン
マ
サ
ン
の
ほ
か
、

末
尾
の「
ン
」が
落
ち
た
ア
ン
マ
サ
と
い
う
形
を

大
杉
、尾
小
屋
で
聞
き
ま
し
た
。

　
今
だ
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
言
わ
れ
る
よ
う

な
人
を
、以
前
は
ツ
ト
メ
ニ
ン（
勤
め
人
）、ゲ
ッ

キ
ュ
ー
ト
リ（
月
給
取
り
）と
言
う
こ
と
の
方
が

多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。肉
体
労
働
を
伴

う
日
雇
い
労
働
者
の
こ
と
は
、ヒ
ヤ
ト
イ
、ヒ
ヤ

ト
イ
ニ
ン
プ
、ニ
ン
プ
、ニ
ン
ブ
、ニ
ン
ソ
ク
な

ど
と
言
い
ま
し
た
。関
連
し
て
、尾
小
屋
で
は
、

日
雇
い
労
働
の
こ
と
を
ニ
ン
プ
シ
ゴ
ト
、ニ
ン

ボ
な
ど
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。土
木
作
業
を
す

る
人
は
ド
カ
タ
で
す
。

大
工
さ
ん
、左
官
屋
さ
ん
の
言
い
方

　「
大
工
」は
、ダ
イ
ク
サ
ン
、ダ
イ
ク
で
共
通
語

形
と
同
じ
で
す
が
、面
白
い
の
は
龍
助
町
や
尾

小
屋
町
で
聞
い
た「
下
手
な
大
工
」の
言
い
方
で

す
。龍
助
町
で
聞
い
た
カ
ッ
ツ
ケ
ダ
イ
ク
の
語
源

は
、よ
く
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、金か
な
づ
ち槌

で
釘く
ぎ

を
打

つ
と
き
な
ど
に
、下
手
で
必
要
な
場
所
以
外
に

カ
ッ
ツ
ケ
ル（
打
ち
当
て
る
）と
い
う
意
味
で
の

言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。一
方
、尾
小
屋
で
聞

い
た
カ
ン
シ
ョ
ダ
イ
ク
の
カ
ン
シ
ョ（
閑か
ん
し
ょ所
）は

便
所
の
意
味
で
す
。「
便
所
し
か
作
れ
な
い
下
手

な
大
工
」と
で
も
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

　「
左
官
屋
」の
こ
と
は
、共
通
語
形
と
同
じ
サ

カ
ン
ヤ
サ
ン
、サ
カ
ン
ヤ
も
あ
り
ま
す
が
、カ
ベ

ヤ
サ
ン
、カ
ベ
ヤ
が
一
般
的
な
言
い
方
で
し
た
。

　
大
工
さ
ん
、左
官
屋
さ
ん
な
ど
の
弟
子
は
デ

シ
コ
、ま
た
大
工
の
手
伝
い
人
を
テ
ゴ
と
言
っ
た

よ
う
で
す
。

　〈
職
業
に
関
す
る
方
言
〉は
さ
ら
に
次
回
に
続

け
ま
す
。
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職
業
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
３

　
今
回
も
前
回
、前
々
回
に
続
い
て〈
職
業
に
関

す
る
方
言
〉を
取
り
上
げ
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な「
商
人
」の
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
方

　
商
売
を
す
る
人
、つ
ま
り「
商
人
」に
つ
い
て

は
、大
杉
で
ア
キ
ナ
イ
ヤ（
商
あ
き
な

い
屋
）、シ
ョ
ー

バ
イ
ヤ（
商
売
屋
か
ら
）、尾
小
屋
で
ア
キ
ン
ド

（「
商あ
き
び
と人

」か
ら
変
化
し
た
語
）、シ
ョ
ー
バ
イ

ヤ
、符
津
で
ア
キ
ナ
イ
ニ
ン（
商
あ
き
ない

人
）、そ
し
て

龍
助
町
で
ア
キ
ン
ド
、シ
ョ
ー
バ
イ
ヤ
、シ
ョ
ー

バ
イ
ニ
ン
な
ど
、い
ろ
ん
な
言
い
方
が
聞
か
れ

ま
し
た
。こ
う
し
た
言
い
方
が
存
在
す
る
こ
と

か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、「
商
売
」そ
の
も
の
の

こ
と
を
ア
キ
ナ
イ
と
言
っ
た
よ
う
で
す
。

　
小
売
の
商
人
に
品
物
を
卸
す「
問と
ん
や屋

」の
こ
と

は
、ト
ン
ヤ
の
ほ
か
に
ト
イ
ヤ（
問と
い
や屋
。ト
ン
ヤ

の
元
の
形
）と
い
う
言
い
方
も
聞
か
れ
、集
落
に

よ
っ
て
は
オ
ロ
ッ
シ
ャ（「
卸お
ろ
し
や屋

」の
音
変
化
形
）

と
言
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
た
。

　
商
人
で
も
店
を
構
え
な
い「
行
商
人
」の
こ
と

は
、ギ
ョ
ー
シ
ョ
ー
ニ
ン
、ギ
ョ
ー
シ
ョ
ー
と
い
う

言
い
方
の
ほ
か
に
、カ
ズ
キ
ウ
リ
と
い
う
言
い

方
も
あ
り
ま
す
。カ
ズ
キ
ウ
リ
の
カ
ズ
キ
は「
両

肩
で
荷
を
担か
つ

ぐ
」こ
と
を
意
味
す
る
方
言
の
動

詞
カ
ズ
ク
の
連
用
形
に
あ
た
る
も
の
で
、行
商

の
人
が
荷
を
両
肩
で
担
い
で
売
り
歩
い
た
こ
と

か
ら
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
行
商
で
も
特
に
魚
を
売
り
歩
く
人
を
ボ
テ
と

言
い
ま
し
た
。ボ
テ
は「
棒
手
」で
、魚
を
入
れ

た
籠か
ご

や
容
器
を
天て
ん
び
ん秤

棒
で
担
い
で
売
り
歩
い
た

「
棒
手
振
り
」に
由
来
す
る
言
い
方
と
思
わ
れ

ま
す
。

　
今
は
鍋
な
ど
が
傷い
た

む
と
す
ぐ
に
捨
て
て
買
い

換
え
る
時
代
で
す
が
、以
前
は
鍋
や
薬や
か
ん缶

に
穴

が
あ
い
て
も
修
理
し
て
大
事
に
使
っ
た
と
言
い

ま
す
。そ
の
よ
う
な
傷
ん
だ
鍋
や
薬
缶
な
ど
を

修
理
す
る
職
業
が「
鋳い
か
け
や

掛
屋
」で
し
た
。「
鋳
掛

屋
」の
こ
と
は
イ
カ
ケ
ヤ
と
も
、イ
カ
ケ
、エ
カ

ケ
と
も
言
い
ま
し
た
。

　
♪
暫し
ば
し時
も
や
ま
ず
に
槌つ
ち

う
つ
響
ひ
び
き
。（
中
略
）。

仕
事
に
精
出
す
村
の
鍛か

じ

や
冶
屋
♪
と
文
部
省
唱
歌

「
村
の
鍛
冶
屋
」に
も
歌
わ
れ
た「
鍛
冶
屋
」の

こ
と
は
、カ
ジ
ヤ
の
ほ
か
に
、少
し
発
音
が
変
化

し
た
カ
ン
ジ
ャ
と
い
う
言
い
方
が
聞
か
れ
ま
し

た
。

　「
八や

お

や
百
屋
」は
、ま
さ
に
八
百
屋
が
野
菜
＝
青あ
お

草く
さ

を
売
る
と
い
う
こ
と
で
、ア
オ
ク
サ
ヤ（
青
草

屋
）と
い
う
言
い
方
が
よ
く
さ
れ
た
よ
う
で
す
。

龍
助
町
で
は
ア
オ
モ
ノ
ヤ
、ア
オ
モ
ン
ヤ（
青
物

屋
）、大
杉
で
は
ヤ
サ
イ
モ
ノ
ヤ
も
聞
き
ま
し

た
。龍
助
町
で
は
、ほ
か
に「
米
屋
」で
ヘ
ギ
ヤ
、

ヘ
ン
ギ
ヤ
、「
乾
物
屋
」で
シ
オ
モ
ン
ヤ
、「
酒
屋
」

で
ニ
ゴ
リ
ヤ
と
い
う
言
い
方
も
聞
き
ま
し
た
。

シ
オ
モ
ン
ヤ
は
塩
圧お

し
し
た
魚
も
売
っ
た
こ

と
、ニ
ゴ
リ
ヤ
は「
濁
り
酒
」を
売
っ
た
こ
と
に

よ
る
呼
称
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
他
の
職
業
の
言
い
方

　
木
を
切
る
こ
と
を
職
業
に
し
て
い
る
人
は
大

杉
で
コ
ビ
キ
、コ
ビ
キ
ヤ
サ
ン
、尾
小
屋
で
コ
ビ

キ
、コ
ビ
キ
サ
ン
、龍
助
町
で
コ
ビ
キ
サ
ン
、コ

ビ
キ
サ
な
ど
の
言
い
方
を
聞
き
ま
し
た
。コ
ビ

キ
は
言
う
ま
で
も
な
く「
木こ
び
き挽

」で
す
。

　
山
野
で
鳥
や
獣
を
捕
ら
え
る
こ
と
を
生な
り
わ
い業
と

す
る「
猟
師
」の
こ
と
は
リ
ョ
ー
シ
、あ
る
い
は

テ
ッ
ポ
ー
ウ
チ（
鉄
砲
撃
ち
）で
す
。

　〈
職
業
に
関
す
る
方
言
〉は
今
回
で
終
わ
り
に

し
ま
す
。
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そ
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い
よ
い
よ
今
年
も
師
走
を
迎
え
、寒
さ
も
一

段
と
厳
し
さ
を
増
し
て
き
ま
す
。雪
国
で
暮
ら

し
て
い
る
と
、寒
さ
を
防
ぐ
冬
の
衣
類
に
は
苦

労
す
る
も
の
で
、今
の
よ
う
に
暖
房
器
具
が
十

分
で
な
か
っ
た
頃
は
、さ
ま
ざ
ま
な
衣
類
の
工

夫
が
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

　
今
回
か
ら
は
、そ
ん
な〈
衣
生
活
に
関
す
る
方

言
〉を
し
ば
ら
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

着
物
類
を
指
す
さ
ま
ざ
ま
な
方
言
形

　
日
本
人
の
衣
服
も
、今
は
す
っ
か
り
洋
服
中

心
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、一
昔
前
は
着
物

中
心
で
し
た
。今
回
は
ま
ず
、そ
ん
な
懐
か
し
い

着
物（
和
服
）関
係
の
衣
類
の
方
言
か
ら
見
て
い

き
ま
し
ょ
う
。

　
着
物
の
総
称
と
し
て
、大
杉
や
尾
小
屋
な
ど

で
キ
モ
ン
と
い
う
言
い
方
を
聞
き
ま
し
た
。キ

モ
ン
と
は
、キ
モ
ノ
の
ノ[no]

の
母
音[o]

が
脱

落
し
て
ン
に
変
化
し
た
形
で
す
。

　
冬
用
の
二ふ
た
え重
の
着
物
を
フ
タ
ヨ
と
言
い
、逆

に
浴ゆ
か
た衣

の
よ
う
な
、夏
用
の
単
ひ
と
え

の
着
物
を
ヒ
ト

ヨ
と
言
い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
、入
浴
後
や
夏
に
着
る
木
綿
の
一

重
の
着
物
を
な
ぜ「
ゆ
か
た
」と
言
う
か
ご
存
じ

で
し
ょ
う
か
。「
ゆ
か
た
」と
い
う
の
は
、昔
、入

浴
の
時
に
着
た
一
重
の
着
物
を
さ
す「
ゆ
か
た

び
ら（
湯ゆ
か
た
び
ら

帷
子
）」の
下
略
形
な
の
で
す
。漢
字
で

は「
浴
衣
」の
ほ
か
、「
内
衣
」と
も
書
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
大
杉
で
は
、上
着
に
な
る
和
服
の
こ
と
を
言

う
ナ
ガ
ギ
と
い
う
の
も
聞
き
ま
し
た
。ア
ワ
シ
ェ

（
ア
ワ
セ
）は
、裏
地
を
付
け
た
着
物
の
こ
と
で

す
。

　
冬
も
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
と
、中
に
綿わ
た

を
入

れ
た
着
物
、ワ
タ
イ
レ
を
着
る
こ
と
が
あ
り
ま

し
た
。小
松
で
も
場
所
に
よ
っ
て
、ワ
タ
イ
レ
が

綿
の
入
っ
た
着
物
の
総
称
と
し
て
使
わ
れ
た

り
、綿
入
り
の
袖
の
な
い
着
物
な
ど
、そ
の
種
類

の
称
と
し
て
使
わ
れ
た
り
す
る
よ
う
で
す
。

　
さ
て
、ワ
タ
イ
レ
の
中
で
も「
袖
無
し
の
胴

着
」を
さ
す
言
い
方
に
は
、複
数
の
言
い
方
が
聞

か
れ
ま
し
た
。大
杉
で
は
ド
ン
ブ
ク
、尾
小
屋
で

は
ド
ン
ド
コ
、符
津
で
は
ワ
タ
イ
レ
、安
宅
で
は

ド
ン
ギ
リ
で
し
た
。市
内
で
は
、ほ
か
に
別
の
言

い
方
も
聞
か
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。こ
の
う
ち
、

大
杉
の
ド
ン
ブ
ク
は
ド
ー
フ
ク（
胴
服
）か
ら
、

安
宅
の
ド
ン
ギ
リ
は
ド
ー
ギ（
胴
着
）か
ら
の
音

変
化
形
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、筆
者
の
郷
里
、福
井
県
越
前
市
の

方
言
で
は「
袖
無
し
の
胴
着
」の
こ
と
を
ド
ー
ギ

ン
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。今
で
も
正
月
に
実
家

に
帰
る
と
、寒
い
と
き
に
は
洋
服
の
上
か
ら
そ

の
ド
ー
ギ
ン
を
着
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。ド
ー

ギ
ン
も
ド
ー
ギ（
胴
着
）が
変
化
し
た
形
で
す
。

　
綿
入
り
の
胴
着
で
も
袖
が
あ
っ
て
、着
物
の

上
に
羽
織
る
も
の
を
ハ
ン
チ
ャ
と
言
い
ま
す
。ハ

ン
チ
ャ
は
ハ
ン
テ
ン（
半は
ん
て
ん纏

）か
ら
の
音
変
化
形

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

　
サ
ッ
ク
リ
と
は
、農
作
業
な
ど
屋
外
作
業
用

に
着
た
上
着
で
、ち
ょ
う
ど
柔
道
着
の
よ
う
な

感
じ
の
着
物
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。サ
ッ
ク
リ

は
畑
仕
事
や
山
仕
事
な
ど
で
着
る
こ
と
か
ら
ノ

ラ
ギ（
野
良
着
）と
も
言
わ
れ
ま
し
た
。ナ
ガ
ギ

の
下
を
切
っ
て
作
っ
た
り
も
し
た
よ
う
で
す
。

　
ほ
か
に
大
杉
で
は
、単
ひ
と
え
も
の
で
着
物
の
上
か

ら
羽
織
る
ウ
ワ
ッ
パ
リ
の
語
も
聞
き
ま
し
た
。

　〈
衣
生
活
に
関
す
る
方
言
〉は
次
回
に
続
け
ま

す
。
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そ
の
２

　
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。今

年
も
ま
た
小
松
の
方
言
に
つ
い
て
、さ
ま
ざ
ま

な
角
度
か
ら
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。引
き
続
き
ご
愛
読
下
さ
い
。

　
昨
年
一
月
の
本
連
載
の
中
で
は
、晴
れ
着
を

着
た
女
性
の
写
真
と
と
も
に
、イ
ッ
チ
ョ
ー
ラ
イ

（
一い
っ
ち
ょ
う
ら

張
羅
＝
た
っ
た
一
枚
し
か
な
い
晴
れ
着
）と

い
う
方
言
形
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。正
月
に
は
、

晴
れ
着
を
着
て
初
は
つ
も
う
で詣

に
出
か
け
た
方
も
多
い
こ

と
で
し
ょ
う
。そ
ん
な
晴
れ
着
に
ち
な
ん
で
、今

回
も
衣
類
に
関
す
る
方
言
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

晴
れ
着
と
普
段
着
の
方
言

　「
晴
れ
着
」や「
よ
そ
行
き
の
外
出
着
」の
こ
と

は
、「
一
番
良
い
着
物
」を
さ
す
、イ
ッ
チ
ョ
ー
ラ

イ
、イ
ッ
チ
ョ
ー
ラ
の
ほ
か
、尾
小
屋
で
エ
ー
モ

ン
、イ
ー
モ
ン（
振
り
袖そ
で

や
留
め
袖
と
い
っ
た
女

性
の
晴
れ
着
。よ
そ
行
き
の
着
物
）、安
宅
で
ヨ

ソ
イ
キ
、エ
ー
キ
モ
ノ
な
ど
の
言
い
方
を
聞
き

ま
し
た
。ま
た
、大
杉
で
は「
普
段
着
よ
り
も
少

し
良
い
外
出
着
」を
チ
ョ
ッ
チ
ョ
ギ
と
言
う
と
の

こ
と
で
し
た
。チ
ョ
ッ
チ
ョ
ギ
の
チ
ョ
ッ
チ
ョ
が

何
の
意
味
な
の
か
は
、今
の
と
こ
ろ
よ
く
わ
か

り
ま
せ
ん
。

　
そ
れ
に
対
す
る「
普
段
着
」の
方
言
に
は
、

ヘ
ー
ゼ
ー
ギ（
ヘ
ー
ジ
ェ
ー
ギ
、ヘ
ー
ゼ
ギ
の
発
音

も
）が
多
く
聞
か
れ
ま
し
た
。「
平へ
い
ぜ
い
ぎ

生
着
」で
す
。

こ
の
、ヘ
ー
ゼ
ー
ギ
に
は
、前
号
で
紹
介
し
た
、

ド
ン
ブ
ク
、ハ
ン
チ
ャ
、ウ
ワ
ッ
パ
リ
な
ど
が
含

ま
れ
ま
す
。「
普
段
着
の
裏
地
」を
ト
ー
シ
ノ
ウ

ラ
と
い
う
の
を
大
杉
で
聞
き
ま
し
た
。

上
半
身
に
付
け
る
衣
類
の
方
言

　
で
は
、衣
類
の
中
で
も
上
半
身
に
身
に
付
け

る
衣
類
の
方
言
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
市
東
部
の
大
杉
で
聞
い
た
も
の
と
し
て
は
、

「
寝
巻（
寝
間
着
）」の
古
い
言
い
方
と
い
う
ネ

ン
ネ
バ（
小
松
で
は
ネ
マ
キ
が
一
般
的
な
言
い
方

で
す
）、「
夜
に
子
ど
も
を
背
負
っ
た
と
き
な
ど

に
羽
織
る
防
寒
着
」の
ハ
オ
リ
バ（
安
宅
で
は
ド

テ
ラ
と
も
）、「
死
ん
だ
人
に
着
せ
る
白
い
着
物
」

の
カ
ン
レ
ー
シ
ャ（
目
の
粗
い
薄
手
の
綿
織
物
を

言
う「
寒
冷
紗
」か
ら
か
）が
あ
り
ま
す
。

　
同
じ
く
東
部
の
尾
小
屋
で
は
、「
よ
そ
行
き

に
、子
ど
も
を
背
負
う
と
き
に
着
る
袖
付
き
の

綿
入
れ
半は
ん
て
ん纏
」を
さ
す
ネ
ン
ネ
コ
タ
ン
ゼ
ン
、「
子

ど
も
を
背
負
う
と
き
に
着
る
普
段
着
の
袖
な
し

の
綿
入
れ
半
纏
」を
さ
す
ガ
メ
と
い
う
の
を
聞

き
ま
し
た
。「
着
物
の
上
に
羽
織
の
か
わ
り
に
着

る
衣
類
で
、単
ひ
と
え
袖
に
カ
フ
ス
を
付
け
た
も
の
を

ヒ
ュ
ー
ジ
ュ
ン
フ
ク
と
も
言
っ
た
よ
う
で
す
。

　
海
岸
部
の
安
宅
で
は
、「
腰
ま
で
の
丈
で
、袖

に
レ
ー
ス
が
付
い
た
ガ
ー
ゼ
の
襦
袢
」を
さ
す

チ
ン
コ
ジ
ュ
バ
ン
と
い
う
面
白
い
方
言
も
聞
き

ま
し
た
。符
津
の
ハ
ン
ジ
バ
ン
と
同
じ
も
の
で

し
ょ
う
か
。

　
市
南
部
の
符
津
で
聞
い
た
も
の
と
し
て
は
、

「
ウ
ー
ル
素
材
で
で
き
た
防
寒
用
肌
着
」を
さ

す
ジ
ャ
ケ
ツ
、「
襦じ
ゅ
ば
ん袢

」の
類
の「
ガ
ー
ゼ
素
材
の

肌
襦
袢
」を
さ
す
ハ
ダ
コ
、「
一
番
下
に
着
る
袖
の

短
い
襦
袢
」の
シ
タ
ジ
バ
ン（
下
襦
袢
）、「
浴ゆ
か
た衣

を
着
る
と
き
に
着
る
袖
部
分
が
レ
ー
ス
の
襦

袢
」の
ハ
ン
ジ
バ
ン（
半
襦
袢
）、「
冬
用
の
襦
袢
」

の
フ
タ
ヨ
ノ
ジ
バ
ン（
二
重
の
襦
袢
）、「
下
着
」

の
ハ
ダ
シ
ャ
ツ（
肌
シ
ャ
ツ
）、「
半
袖
の
下
着（
特

に
綿
素
材
の
も
の
）」の
シ
タ
ジ
ャ
ツ（
下
シ
ャ

ツ
）が
あ
り
ま
す
。

　〈
衣
生
活
に
関
す
る
方
言
〉は
次
回
に
続
け
ま

す
。
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そ
の
３

　
今
回
は
前
回
に
続
け
る
形
で
、ま
ず
上
半
身

に
身
に
付
け
る
衣
類
の
方
言
か
ら
始
め
て
、次

に
下
半
身
に
身
に
付
け
る
衣
類
の
方
言
を
ご
紹

介
し
て
い
き
ま
す
。

上
半
身
に
身
に
付
け
る
衣
類
の
方
言（
続
）

　
ま
ず
、前
回
ご
紹
介
で
き
な
か
っ
た
も
の
に
、

ア
ッ
パ
ッ
パ
が
あ
り
ま
す
。ア
ッ
パ
ッ
パ
と
い
う

の
は
、女
性
が
夏
に
着
る
、作
り
の
簡
単
な
ワ
ン

ピ
ー
ス
の
よ
う
な
衣
類
の
呼
称
で
す
。ご
存
じ
な

い
方
は
、ハ
ワ
イ
の
ム
ー
ム
ー
の
よ
う
な
も
の
を

想
像
し
て
い
た
だ
く
と
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
男
性
が
和
服
の
上
に
着
た
袖
の
あ
る
防
寒

具
、外が
い
と
う套
の
こ
と
を
ト
ン
ビ
と
言
い
ま
し
た
。ト

ン
ビ
は
鳥
の「
鳶と
び

」で
、形
が
似
て
い
る
こ
と
か

ら
付
い
た
名
で
す
。ま
た
、マ
ン
ト
は
洋
服
の
上

に
着
る
袖
な
し
の
防
寒
具
で
す
。

　
ほ
か
に
、主
に
農
村
部
で
雪
が
降
っ
た
時
に

か
ぶ
っ
た
ゴ
ザ
ボ
ー
シ
が
あ
り
ま
す
。か
つ
て
は

農
作
業
な
ど
で
雨
よ
け
に
来
た
ミ
ノ
も
あ
り
ま

し
た
が
、ど
ち
ら
も
最
近
で
は
古
民
具
、民
芸
品

と
し
て
見
る
く
ら
い
に
な
り
ま
し
た
。

　
ト
ン
ビ
以
下
の
も
の
は
、い
ず
れ
も
全
国
的

に
広
く
使
わ
れ
た
も
の
で
、方
言
と
言
う
に
は

ふ
さ
わ
し
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、最
近

で
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
の
呼

称
と
し
て
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。

下
半
身
に
身
に
付
け
る
衣
類
の
方
言

　
下
半
身
に
身
に
付
け
る
衣
類
の
方
言
と
し

て
は
、ま
ず
パ
ッ
チ
が
あ
り
ま
す
。安
宅
町
で
は

パ
ッ
チ
パ
チ
と
も
言
っ
た
そ
う
で
す
。も
と
は
木

綿
の
布
を
縫
っ
て
作
っ
た
男
性
用
の
下
穿ば

き
で

あ
る「
も
も
ひ
き
」の
言
い
方
と
し
て
使
わ
れ

ま
し
た
が
、後
に
は
、男
性
が
ズ
ボ
ン
の
下
に
は

い
た
下
着
で
あ
る
ズ
ボ
ン
下
、つ
ま
り
今
の
ス

パ
ッ
ツ
に
似
た
下
着
の
呼
称
と
し
て
使
わ
れ
ま

し
た
。パ
ッ
チ
は
、袴
は
か
ま
に
似
た
衣
服
を
さ
す
朝
鮮

語
パ
ジ
が
変
化
し
た
も
の
と
も
言
わ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、尾
小
屋
で
聞
い
た
コ
シ
タ（「
股こ
し
た下

」

か
ら
か
）は
、今
で
言
う
ス
テ
テ
コ
の
言
い
方

で
す
。同
じ
く
尾
小
屋
で
聞
い
た
タ
ッ
ツ
キ
は
、

「
も
ん
ぺ
」が
登
場
す
る
以
前
に
女
性
が
は
い

た
下
穿
き
を
さ
し
た
方
言
で
、後
に
モ
ン
ペ
と

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
サ
ル
マ
タ
は
男
性
用
の
下
着
パ
ン
ツ
の
古
い

言
い
方
、オ
コ
シ（「
お
腰
」か
ら
）は
女
性
が
和
服

を
着
る
と
き
に
身
に
つ
け
た
腰
巻
き
を
さ
す
言

い
方
で
し
た
。安
宅
町
で
は
、オ
コ
シ
を
さ
す
ユ

モ
ジ
と
い
う
言
い
方
も
聞
き
ま
し
た
。こ
の
ユ
モ

ジ
は
、室
町
時
代
に
宮
中
の
女に
ょ
う
ぼ
う房
た
ち
の
間
で

発
達
し
た
女に
ょ
う
ぼ
う
こ
と
ば

房
詞
の
う
ち
の「
文も
じ
こ
と
ば

字
詞
」と
呼
ば

れ
る
も
の
に
由
来
し
ま
す
。「
文
字
詞
」と
は
、本

来
の
語
の
一
部
に「
〜
文
字
」を
付
け
て
隠
語
的

に
使
用
さ
れ
た
女
房
詞
で
、「
し
ゃ
も
じ （
杓し
ゃ
く
し子

）」

「
ふ
も
じ （
鮒ふ
な

）」「
こ
も
じ （
鯉こ
い

）」な
ど
は
そ
の
例

で
す
。ユ
モ
ジ
は
、湯
を
使
う
と
き
、つ
ま
り
入
浴

時
に
こ
れ
を
腰
に
巻
い
た
こ
と
か
ら「
湯
文
字
」

と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、そ
れ
が
そ
の
後

都
の
庶
民
語
に
な
り
、そ
れ
が
ま
た
地
方
に
も

伝
わ
っ
て
方
言
と
し
て
残
っ
た
も
の
で
す
。

　
男
性
の
使
っ
た
褌
ふ
ん
ど
しは
モ
ッ
コ
フ
ン
ド
シ
と
も
言

わ
れ
た
よ
う
で
、エ
ッ
チ
ュ
ー
フ
ン
ド
シ
は
モ
ッ
コ

フ
ン
ド
シ
の
半
分
の
長
さ
の
も
の
、ロ
ク
シ
ャ
ク

フ
ン
ド
シ
は
長
さ
６
尺
の
長
い
褌
の
こ
と
で
す
。

　
な
お
、衣
類
と
し
て
は
新
し
い
も
の
で
す
が
、裾す
そ

の
広
が
っ
た
ズ
ボ
ン
を
ラ
ッ
パ
ズ
ボ
ン
と
い
う
言
い

方
が
、小
松
に
限
ら
ず
全
国
的
に
使
わ
れ
ま
し
た
。

　
次
回
も〈
衣
生
活
に
関
す
る
方
言
〉を
続
け
ま
す
。
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衣
生
活
に
関
す
る
方
言

そ
の
４

　
今
回
は
、前
回
の「
下
半
身
に
身
に
付
け
る
衣

類
の
方
言
」と
の
関
連
で
、履は
き
も
の物
の
方
言
か
ら
見

て
い
き
ま
す
。

ハ
ク
モ
ン（
履
物
）の
方
言

　
履
物
の
総
称
と
し
て
の
方
言
は
ハ
ク
モ
ン
で

す
。

　
伝
統
的
な
履
物
で
あ
る
下げ

た駄
の
類
で
は
、ま

ず
雨
が
降
っ
た
時
な
ど
、足
下も
と

の
悪
い
と
き
に

履は

く
高
い
歯
の
下
駄
、つ
ま
り「
高た
か
げ
た

下
駄
、足あ
し
だ駄

」

を
ア
シ
ダ
、ア
シ
タ
と
言
い
ま
す
。ア
シ
ダ
、ア
シ

タ
の
先
に
つ
け
て
泥
や
雨
水
を
防
ぐ「
爪つ
ま
か
わ皮

」の

こ
と
は
、ツ
マ
カ
ケ
、ツ
マ
ガ
ケ
で
す
。

　
ア
シ
ダ
、ア
シ
タ
に
対
し
て
、歯
の
低
い
下
駄

の
類
の
呼
び
名
で
、カ
ン
カ
ラ
、ブ
ク
リ
を
聞
き

ま
し
た
。カ
ン
カ
ラ
と
は
、歯
の
高
さ
が
普
通

の
下
駄
と
高
い
足
駄
の
中
間
ぐ
ら
い
の
高
さ
の

下
駄
を
さ
す
よ
う
で
す
。大
杉
で
聞
い
た
ブ
ク

リ
は
普
段
履
き
の
歯
の
短
い
下
駄
の
こ
と
だ
そ

う
で
す
。女
の
子
が
履
く
歯
の
な
い
下
駄
に
は
、

カ
ッ
ポ
リ（
龍
助
町
、符
津
、尾
小
屋
）、カ
ッ
プ
リ

（
大
杉
）、コ
ッ
ポ
リ（
符
津
）、コ
ッ
プ
リ（
安
宅
）

な
ど
、市
内
で
も
微
妙
に
発
音
の
違
う
言
い
方

が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　「
草ぞ
う
り履
」に
は
ジ
ョ
ー
リ
の
発
音
が
聞
か
れ
ま

し
た
。大
杉
で
は
、草
履
や
下
駄
の「
鼻
緒
」を
ハ

ナ
ズ
ル
、「
鼻
緒
を
す
げ
る
」こ
と
を
、ハ
ナ
ズ
ル
　

タ
テ
ル
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。

　「
靴
」の
こ
と
は
、ク
ツ
の
ほ
か
に
、旧
能
美
郡

地
域
の
方
言
の
特
色
と
さ
れ
る
ク
ー
ツ
の
発
音

（
２
拍
名
詞
の
１
拍
目
の
母
音
が
伸
び
る
）が
安

宅
ほ
か
で
聞
か
れ
ま
し
た
。子
ど
も
が
履
い
た

ゴ
ム
製
の
短
い
靴
は
タ
ン
グ
ツ（「
短
靴
」か
ら
）、

今
で
言
う
サ
ン
ダ
ル
の
よ
う
な
履
物
の
総
称
は

ツ
ッ
カ
ケ
で
す
。作
業
用
に
履
く
ゴ
ム
底
の「
地じ

下か

た

び
足
袋
」は
主
に
ジ
カ
タ
ビ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、

大
杉
で
は
チ
カ
タ
ビ
の
発
音
も
聞
き
ま
し
た
。

衣
類
の
紐ひ
も

や
糸
に
関
す
る
方
言

　
衣
類
と
言
え
ば
、紐
や
糸
が
つ
き
も
の
で
す
。

　「
紐
」の
こ
と
は
ヒ
ボ
と
い
う
言
い
方
が
聞
か

れ
ま
す
。ヒ
モ
の
モ﹇m

o

﹈の﹇m
﹈が
、発
音
の

仕
方
が
似
て
い
る﹇b

﹈に
変
わ
っ
た
も
の
で
す
。

「
赤
ん
坊
を
背
負
う
と
き
に
使
う
紐
」は
オ
ン

ブ
ヒ
モ
、オ
ブ
ヒ
モ
で
す
。大
杉
で
は
紐
の
類
で

ホ
ソ
ク
グ
リ（
腰
紐
）、シ
ャ
デ（
真
田
紐
）な
ど

も
聞
き
ま
し
た
。

　「
糸（
木
綿
糸
）」の
言
い
方
に
は
、中
世
末
期

の
古
語
に
由
来
す
る
カ
ナ
が
尾
小
屋
や
符
津

で
聞
か
れ
ま
し
た
。布
団
の
綴と

じ
糸
に
使
う
太

い
木
綿
糸
を
ト
ー
キ
ョ
ー
ガ
ナ（
龍
助
町
）と
も

言
っ
た
そ
う
で
す
。紐
や
糸
と
い
う
と
、結
び
方

の
種
類
を
言
う
方
言
も
あ
り
ま
す
。「
２
回
結

び
」に
は
カ
ナ
ム
ス
ビ
、カ
ン
カ
ラ
ム
ス
ビ
、カ

ン
カ
ン
ム
ス
ビ
、「
ほ
ど
け
な
い
よ
う
に
固
く
結

ぶ
１
回
結
び
」に
は
ツ
ノ
ム
ス
ビ
、オ
ト
コ
ム
ス

ビ
、「
蝶
ち
ょ
う
ち
ょ々

結
び
」に
は
チ
ョ
ー
ム
ス
ビ
、オ
ン
ナ

ム
ス
ビ
、「
片
方
だ
け
の
蝶
々
結
び
」に
は
カ
タ

ム
ス
ビ
、ヒ
ッ
ト
キ
ム
ス
ビ
な
ど
の
言
い
方
が

聞
か
れ
ま
し
た
。

　「（
糸
が
）も
つ
れ
る
」こ
と
は
、市
内
で
も
、ム

ス
バ
ル（
大
杉
、尾
小
屋
）、ム
ダ
ケ
ル（
大
杉
、符

津
）、ム
ス
バ
カ
ル（
尾
小
屋
）、ム
ダ
カ
ル（
安

宅
）、ム
タ
ム
タ
ニ
ナ
ル（
龍
助
町
）な
ど
、い
ろ

い
ろ
な
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。

　
来
月
は
４
月
。学
校
も
ま
た
新
年
度
が
始
ま

り
ま
す
。〈
衣
生
活
に
関
す
る
方
言
〉は
こ
こ
で

一
旦
終
わ
り
、次
回
は〈
教
育
に
関
す
る
方
言
〉

を
取
り
上
げ
る
予
定
で
す
。
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教
育
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
１

　
今
年
も
は
や
４
月
。新
し
い
年
度
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
す
。す
で
に
ご
存
じ
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
い
ま
す
が
、金
沢
大
学
は
、開
学
以
来
の

大
規
模
な
改
組
で
、新
年
度
よ
り
、こ
れ
ま
で
の

８
学
部
体
制
か
ら
３
学
域
16
学
類
体
制
に
移
行

し
ま
す
。私
の
肩
書
き
も
人
間
社
会
学
域
教
授

に
変
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
本
連
載
も
98
年
４
月
に
ス
タ
ー
ト
以
来
、今

月
か
ら
い
よ
い
よ
11
年
目
に
入
り
ま
す
。今
後

と
も
ご
愛
読
下
さ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、新
年
度
と
言
え
ば
、子
ど
も
た
ち

を
含
め
て
、誰
も
が
ま
ず
思
い
浮
か
べ
る
の
が

学
校
生
活
で
の
新
年
度
で
し
ょ
う
。今
年
も
全

国
各
地
で
、さ
ま
ざ
ま
な
入
学
や
進
級
の
風
景

が
見
ら
れ
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。学
校
と
言

え
ば「
教
育
」。そ
こ
で
、今
回
か
ら
は〈
教
育
に

関
す
る
方
言
〉を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
思
い

ま
す
。

学
校
教
育
と
方
言
の
関
係

　〈
教
育
に
関
す
る
方
言
〉と
聞
く
と
違
和
感

を
覚
え
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。明
治

後
半
か
ら
戦
前
ま
で
、我
が
国
の
学
校
教
育
は
、

「
方
言
撲
滅
・
方
言
矯
正
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に

掲
げ
、子
ど
も
た
ち
に
原
則「
標
準
語
」（
戦
後
は

「
共
通
語
」と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
）を
教
え
て
き
ま
し
た
し
、戦
後

か
ら
現
在
ま
で
も
、学
校（
特
に
教
室
場
面
）は

一
般
に
共
通
語
中
心
の
世
界
と
認
識
さ
れ
て
い

ま
す
。最
近
の
よ
う
に
方
言
が
見
直
さ
れ
る
時

代
に
な
っ
て
も
、教
科
書
に
方
言
が
登
場
す
る

の
は
国
語
の
教
科
書
の
ご
く
一
部
く
ら
い
で
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
た
め
に
、私
た
ち
は
学
校

で
使
う
こ
と
ば
、特
に
先
生
が
授
業
で
使
う
こ

と
ば
は
共
通
語
な
の
だ
と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す
。

　
し
か
し
、教
育
の
世
界
と
て
方
言
と
無
縁
な

は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。教
科
書
の
中
の
こ
と
ば

は
確
か
に
原
則
共
通
語
で
す
が
、地
域
の
子
ど

も
た
ち
が
学
校
で
共
通
語
だ
け
の
生
活
を
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。場
面
や
相
手
に

よ
っ
て
無
意
識
に
使
わ
れ
て
い
る
話
し
こ
と
ば

と
し
て
の
方
言
は
、ま
だ
ま
だ
健
在
で
す
し
、先

生
が
授
業
で
使
っ
て
い
る
こ
と
ば
に
も
、意
外

な
方
言
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

気
づ
か
れ
に
く
い「
学
校
方
言
」の
世
界

　
学
校
で
校
歌
の
練
習
を
す
る
と
き
な
ど
、歌

詞
の
ま
と
ま
り
を
さ
し
て
皆
さ
ん
は
何
と
言

う
で
し
ょ
う
。小
松
出
身
の
人
で
あ
れ
ば
、卒
業

式
の
練
習
の
と
き
、音
楽
の
先
生
が
、「
今
日
は

校
歌
の
1
ダ
イ
メ
の
練
習
を
し
ま
し
ょ
う
」と

言
う
の
を
聞
い
た
と
し
て
も
不
思
議
に
思
う
人

は
い
な
い
は
ず
で
す
。と
こ
ろ
が
、こ
の
歌
の
歌

詞
の
ま
と
ま
り
を
さ
す「
〜
ダ
イ
メ（
題
目
）」

と
い
う
言
い
方
は
、石
川
・
富
山
両
県
で
し
か
通

じ
な
い
、れ
っ
き
と
し
た
方
言
な
の
で
す
。隣
の

福
井
県
を
含
め
、他
の
45
都
道
府
県
で
は
1
バ

ン（
番
）、２
バ
ン
と
し
か
言
い
ま
せ
ん
。「
〜
ダ

イ
メ
」は
、学
校
で
先
生
が
使
っ
て
い
る
か
ら
共

通
語（
つ
ま
り
方
言
で
は
な
い
）と
思
わ
れ
て
い

る
の
で
す
。こ
の
よ
う
な
例
を
方
言
の
専
門
家
は

「
学
校
方
言
」と
呼
ん
だ
り
し
ま
す
が
、次
回
の

〈
教
育
に
関
す
る
方
言
〉は
、「
学
校
方
言
」と
し

て
知
ら
れ
る
全
国
の
い
く
つ
か
の
例
の
ご
紹
介

か
ら
始
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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教
育
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
２

　
前
回
ご
紹
介
し
た
、石
川
・
富
山
両
県
に
お
け

る「
学
校
方
言
」（「
教
育
方
言
」と
も
言
わ
れ
る
）

の
代
表
と
も
言
え
る
、歌
の
歌
詞
の
ま
と
ま
り

を
さ
す「
〜
ダ
イ
メ（
題
目
）」に
似
た
例
は
、全

国
的
に
も
少
な
か
ら
ず
存
在
し
て
い
ま
す
。今

回
は
、石
川
県
以
外
の
地
域
で
の「
学
校
方
言
」

の
例
の
ご
紹
介
か
ら
始
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

富
山
県
の
ガ
ン
ピ
、愛
知
県
の
ビ
ー
シ
な
ど
も

学
校
方
言

　
学
校
、特
に
小
学
校
で
掲
示
物
な
ど
に
よ
く

使
う
模も
ぞ
う
し

造
紙
と
呼
ば
れ
る
紙
が
あ
る
の
を
ご

存
じ
で
し
ょ
う
か
。こ
の
模
造
紙
の
呼
び
名
に

は
、全
国
で
い
く
つ
か
の「
学
校
方
言
」が
見
ら

れ
、例
え
ば
、お
隣
の
富
山
県
だ
け
で
通
用
す

る
呼
び
名
に「
ガ
ン
ピ
」、愛
知
県
・
岐
阜
県
で
通

用
す
る
呼
び
名
に「
ビ
ー
シ
」と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。ガ
ン
ピ
は
模
造
紙
が
高
級
和
紙
の「
雁が
ん
ぴ皮

（
紙
）」（
金
沢
の
金き
ん
ぱ
く箔
の
箔は
く

打
ち
紙
に
使
わ
れ
て

い
る
も
の
で
、そ
れ
を
利
用
し
た
油
と
り
紙
を

想
像
し
て
い
た
だ
く
と
い
い
で
し
ょ
う
）に
似

て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、ビ
ー
シ
は
模
造
紙
が
Ａ

４
と
か
Ｂ
５
と
か
い
う
紙
の
大
き
さ
の
Ｂ
規
格

の
最
大
の
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
か
ら
つ
い
た
も

の
で
す
。

　
ほ
か
に
は
、宮
城
県
で
運
動
着
の
ジ
ャ
ー
ジ

の
こ
と
を
言
う「
ジ
ャ
ス
」、山
形
県
で
①（
マ
ル

イ
チ
）、（
１
）（
カ
ッ
コ
イ
チ
）を
言
う「
イ
チ
マ

ル
、イ
チ
カ
ッ
コ
」、新
潟
県
で
教
師
が
生
徒
を

あ
て
る
こ
と
を
言
う「
カ
ケ
ル
」、九
州
の
宮
崎

県
・
鹿
児
島
県
な
ど
で
黒
板
消
し
の
こ
と
を
言

う「
ラ
ー
フ
ル
」な
ど
も「
学
校
方
言
」の
例
に
な

り
、そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
は
、学
校
で
先
生
が

使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、方
言
だ
と
気
づ
か
れ

て
い
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。一
般
に
は
共

通
語
が
使
わ
れ
る
場
面
と
思
わ
れ
て
い
る
学
校

で
通
用
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、逆
に
若
い
世
代

に
も
し
っ
か
り
方
言
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と

い
う
、興
味
深
い
ケ
ー
ス
で
す
。

コ
ー
カ（
校
下
）も
北
陸
を
中
心
と
し
た
方
言

　
で
は
、あ
ら
た
め
て
小
松
の
方
言
に
話
を
戻

し
、〈
教
育
に
関
す
る
方
言
〉を
見
て
い
き
ま
す
。

　
小
松
を
含
ん
で
、石
川
・
富
山
両
県
で
使
わ

れ
る
、歌
の
歌
詞
の「
〜
ダ
イ
メ（
題
目
）」に
似

た
も
の
に
、「
コ
ー
カ
」が
あ
り
ま
す
。コ
ー
カ
と

は
、小
中
学
校
の
通
学
区
域
を
指
す
言
い
方
で
、

共
通
語
は「
学
区
」と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。コ
ー
カ
に
は「
校
下
」の
漢
字
が
当
て
ら
れ
、

明
治
以
降
に
学
校
行
政
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。

も
と
も
と「
県
下
」「
城
下
」の「
〜
下
」と
同
じ
言

い
方
と
し
て
関
西
地
方
で
生
ま
れ
た
も
の
が
、

北
陸
に
も
伝
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま

す
が
、関
西
か
ら
西
の
広
い
地
域
で
は
、そ
の
後

西
日
本
共
通
語
的
に「
校
区
」が
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
り
、「
校
下
」は
現
在
で
は
、北
陸
三
県
と
岐

阜
県
の
一
部
を
中
心
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
行
政
用
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
方
言
と
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
い
も

の
で
す
が
、れ
っ
き
と
し
た
方
言
な
の
で
す
。

　
ち
な
み
に
、外
か
ら
の
人
の
入
り
込
み
が
多

い
金
沢
市
内
で
は
、「
校
下
」（「
学
校
の
下
」の
意

味
あ
い
）に
反
発
す
る
保
護
者
も
い
て
、学
校
に

よ
っ
て
は
、西
日
本
共
通
語
の「
校
区
」へ
の
言
い

替
え
を
始
め
て
い
ま
す
。

　
次
回
も〈
教
育
に
関
す
る
方
言
〉を
続
け
ま

す
。
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教
育
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
３

　
今
回
も〈
教
育
に
関
す
る
方
言
〉を
続
け
ま

す
。

学
校
で
使
用
す
る
道
具
の
方
言

　「
筆
箱
」「
筆
入
れ
」に
は
、フ
デ
バ
コ
、フ
デ
イ

レ
バ
コ
な
ど
を
聞
き
ま
し
た
が
、フ
デ
バ
コ
の

方
が
一
般
的
な
言
い
方
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。そ

の
中
に
入
る「
消
し
ゴ
ム
」は
ゴ
ム
ケ
シ（
ゴ
ム

ケ
シ
で
は
、「
ゴ
ム
を
消
す
」の
意
味
に
取
れ
、日

本
語
の
語
構
造
か
ら
す
る
と
例
外
的
で
す
が
）

で
、ジ
ケ
シ（
字
消
し
）と
い
う
言
い
方
も
聞
か

れ
ま
し
た
。

　
今
で
は
知
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
り

ま
し
た
が
、昔
、ま
だ
ノ
ー
ト
な
ど
な
か
っ
た
時

代
に
、ノ
ー
ト
代
わ
り
に
使
っ
た
石
の
板
を
シ
ェ

キ
バ
ン（
セ
キ
バ
ン
と
も
）と
言
い
ま
し
た
。「
石

板
」か
ら
で
す
。そ
の
シ
ェ
キ
バ
ン
に
小
さ
な
字

を
書
く
と
き
に
使
っ
た
筆
記
具
を
シ
ェ
ケ
ツ
と

言
っ
た
そ
う
で
、今
で
言
え
ば
鉛
筆
に
あ
た
る

も
の
で
す
。80
歳
代
の
あ
る
人
か
ら
は
、学
校
で

鉛
筆
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
高
等
小
学
校

の
頃
か
ら
と
の
話
を
聞
き
ま
し
た
の
で
、今
か

ら
70
年
ほ
ど
前
ま
で
は
シ
ェ
ケ
ツ
を
使
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　「
鉛
筆
」に
対
し
て
は
発
音
レ
ベ
ル
で
、か
つ

て
エ
ン
ペ
ツ
の
発
音
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
同
じ
シ
ェ
キ
バ
ン
に
大
き
な
字
を
書
く
と
き

に
使
っ
た
筆
記
具
は
ゴ
フ
ン
と
言
っ
た
そ
う
で

す
。「
胡
粉
」か
ら
で
し
ょ
う
か
。今
の
チ
ョ
ー
ク

の
よ
う
な
も
の
で
す
が
、昔
は
そ
の
チ
ョ
ー
ク

の
よ
う
な
ゴ
フ
ン
で
教
師
は
黒
板
に
、生
徒
は

シ
ェ
キ
バ
ン
に
字
を
書
い
た
そ
う
で
す
。

　
そ
の
ゴ
フ
ン
に
代
わ
っ
て
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
が
、今
の
チ
ョ
ー
ク
で
す
。そ
の

チ
ョ
ー
ク
の
こ
と
を
以
前
は
ハ
ク
ボ
ク
と
言
い

ま
し
た
。「
白
墨
」で
す
。お
そ
ら
く
、今
は
小
中

学
校
で
ハ
ク
ボ
ク
と
言
う
先
生
は
ほ
と
ん
ど
い

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
し
ょ
う
。

　「
ノ
ー
ト
」も
、今
や
学
校
で
は
ノ
ー
ト
以
外

の
言
い
方
が
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま

す
が
、現
在
の
50
歳
代
以
上
の
世
代
で
す
と
、

小
学
校
時
代
あ
た
り
に
チ
ョ
ー
メ
ン
と
言
っ
て

い
た
と
い
う
人
も
多
い
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

筆
者
も
そ
の
一
人
で
す
。チ
ョ
ー
メ
ン
は
漢
字
で

「
帳
面
」と
書
き
ま
す
。そ
の
チ
ョ
ー
メ
ン
の
間

に
挟
ん
で
字
を
書
く
と
き
に
使
う「
下
敷
き
」

を
、以
前
は
シ
キ
バ
ン
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。

尾
小
屋
で
聞
い
た
語
で
す
。「
敷
き
板
」か
ら
で

し
ょ
う
。

　「
本
棚
」の
こ
と
は
、ホ
ン
ダ
ナ
以
外
に
ホ
ン

バ
コ
、ホ
ン
タ
テ
が
聞
か
れ
ま
し
た
。ホ
ン
バ
コ

の
方
が
古
い
言
い
方
の
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

人
に
よ
っ
て
は
、大
き
い
の
は
ホ
ン
ダ
ナ
、小
さ

い
の
は
ホ
ン
バ
コ
と
区
別
す
る
と
い
う
人
も
い

ま
し
た
。

子
ど
も
を
評
価
す
る
こ
と
ば
の
方
言

　
教
育
と
言
え
ば
評
価
が
つ
き
も
の
で
す
。「
利

口
で
聞
き
分
け
の
よ
い
子
」は
カ
タ
イ
コ（
カ

テ
ー
コ
の
発
音
も
）と
表
現
さ
れ
ま
す
。形
容
詞

カ
タ
イ（
カ
テ
ー
）が「
利
口
で
聞
き
分
け
の
よ

い
」の
意
味
と
な
り
ま
す
。ハ
ツ
メ
ー
ナ
コ（
発

明
な
子
）は「
知
恵
の
あ
る
利
口
な
子
」の
意

味
で
す
。逆
に
、「
出
来
の
悪
い
、駄
目
な
子
」は

ダ
ッ
チ
ャ
ン
ボ
ー
、ダ
ッ
チ
ャ
ン
ネ
ン
ネ
の
よ
う

に
表
現
さ
れ
た
よ
う
で
す
。ダ
ッ
チ
ャ
ン
は「
埒ら
ち

明あ

か
ん
」か
ら
の
変
化
形
で
、「
駄
目
だ
」の
意
味

で
す
。


