
(
  
津
軽
弁
 
村
の

笑
い
話
コ
 

シ
ャ

ン
ボ

（
石
鹸

）
 

昨
タ
、
孫
を
連
れ

て
銭
湯
に
い
っ
た
ら
、
 
「
マ
ゴ
ヅ
ヤ
」
の

オ
ド
も
き
た
。
 オ
ド
は
七
十
三
才
で
小
柄
だ
が

「
モ
ノ
」
は
太

く
長
く
膝
ま
で
垂
れ
下
が
り
、
歩
く
と

ョ
ロ
タ
が
す
り
切
れ
る

の
で
、
い
つ
も
ビ
ニ
ー
ル
テ
ー
プ
で
左
右
に
動
か
ぬ
よ
う
に
引
っ

張
り
、
真
中
の
一
本
で
下
腹
部
ま
で
吊
り
あ
げ
、
く
く
り

つ
け

て
い
た
。
 

私
は
思
わ
ず
「
サ
ス
ガ

ー
」
と
感
嘆

の
声
を
発
し
た
ら
、
オ

ド
は
、
く
の
字
な
り
に
曲
っ
た
「
モ
ノ
」
を
手
の
ひ
ら
に
の
せ
、
 

に
っ
た
ど
笑
っ
た
。
 

オ
ド
が
坐
る
と
「
モ

ノ
」
は
ョ
ロ
タ
の
下
を
く
ぐ
り
、
尻
の

く
ぼ
み
の
辺
り
か
ら
灰
色
の
面
を
怒
っ

た
蛇
の
よ
う
に
も
ち
あ

げ
て
、
オ
ド
の
背
中
を
じ
っ
と
眺
め
て
い
る
よ
う
だ
。
 

と
、
そ
の
と
き
五
ッ
に
な
る
孫
が
こ
れ
を
見
つ
け

「
お
じ
い

ち
ゃ
ん
、
あ
そ
こ
さ
、
石
け
ん
お
じ
で
ら
」
と
私
の
耳
に
さ
さ

や
い
た
。
 

「
拾
っ
て
こ
な
が
」
と
云
っ
た
ら
孫
は
急
ぎ
オ
ド
の
「
モ
ノ
」
 

を
ぎ
ゆ
っ
と
に
ぎ
り
し
め
た
。
 私
は
一
瞬
ど
う
な
る
こ
と
か
と
、
目
を

つ
む
る
。
 

し
か
し
、
オ
ド
は
少
し
も
騒
が
ず
ゆ
っ
く
り
孫
を
振
返
り
、
 
「
オ
ニ

イ
チ
ャ
ン
、
 ソ
レ
、
 シ
ャ
ン
ボ
で
ね
え
、
 ナ
マ
ズ
だ
ね
」
 
と
云
った
の

で
「
モ
ノ
」
 
は孫
の
手
を
離
れ
、

ス
ル
ス
ル
と
オ
ド
の
ョ
ロ
タ
の
下
に

か
く
れ
た
。
 

（
森
平
）
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津
軽
弁
 
村
の
笑
い

話
コ
 

或
“コ
】
］よ山
山
 
，
主
 
、
 

忙止
ノ
司
二
 】
延
 
し
 

日
本
海
地
震
の
と
き
で
し

た
。
 

血
圧
が
高
く
て
通
院
し

て
い
た
ガ
ソ
チ
ョ
の
ジ
サ
マ
、
昼
近
く
病
院
 

か
ら
の
帰
り
道
、
友
人
の
多

一
の
家
で

一
服
つ
け
て
い
た
。
 

そ
の
と
き
、
グ
ラ
グ
ラ
ッ
と
地
震
が
襲
っ
た
。
 

「
ワ
、
ア
ダ
テ
マ
タ
ジ
ャ
。
 物
が
動
い
で
見
え
る
。
 も
う
マ
イ
ネ
」
 

ジ
サ
マ
は
力
な
く
つ
ぶ
や

い
て
、
う
つ
ぶ
し
た
。
 

驚
い
た
多

一
 

「
ジ
サ
マ
、
ジ
サ
マ
、
 地
震
で
家
、
 ゆ
れ
で
ら
ダ
ネ
 
早
く
逃
げ
べ
 

し
」
 

む
っ
く
ど
起
き
上
っ
た
ジ
サ
マ
 

「
ホ
ン
ト
ネ
地
震
ダ
ナ
、
ソ
ヘ
バ
よ
か
っ
た
、
地
震
ダ
バ
オ
ッ
カ
ネ
 

グ
ネ
ス
、
逃
げ
ネ
」
 

「
ナ
シ
テ
ヤ
」
 

「
孫
サ
嫁
コ
貰
っ

て
ガ
ラ
、
 ア

サ
、
ョ
マ
、
毎
日
二
階
で

地

震
起
キ
デ
、

オ
ド
ガ
ル
ネ
、
 

地
震
ダ
バ
、
ナ
ン
モ
、
オ
ッ

カ
ネ
グ
ネ
エ
」
 

ジ
サ
マ
は
声
を
低
く
し
て
、
 

親
指
を
天
井

に
向
け
、
 

「
ソ
レ
ニ
シ
テ
モ
、
 オ
メ
ダ
ヂ

の
息
子
、
昼
間
ナ
ガ
ガ

ラ
、
 

ケ
ッ
。ハ
ル
ナ
ァ
」
 

（
森
平
）
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特

別
寄

稿
 

ス
キ
 

   

に
つ
い

て
 

佐
 
野
 
駒
三
郎
 

  

私
た
ち
が
小
さ

い
頃
は
誰
も
ス
キ
ー
場
と
は
呼
ば
な
い
で
ニ
ツ
森

・
ー
ー
 

ツ
森
と
呼
ん
で
い
た
。
 そ
れ
が
津
鉄
が
通
り

ス
キ
ー
場
と
な
っ
て
か
ら
、
 

ス
キ
ー
場
と
呼
ぷ
様
に
な
っ
た
。
昭
和
五

・
六
年
頃
と
思
う
。
 

ー
ーツ
森
と
呼
ん
だ
理
由
が
あ
っ
た
の
で
す
。
 ニ
ツ
の
古
墳
が
あ
っ
た
か

ら
で
す
。
 ス
キ
ー
場
か
ら
喜
良
市
道
路
に
面
し
た
所
に
、
ニ
ツ
の
立
派
な

古
墳
が
あ
っ
た
か
ら

ニ
ツ
森
と
呼
ぱ
れ
て
、
何
千
年
か
何
百
年
も
続
い

て

来
た
の
で
す
。
 

ー
ツ
は
無
智
蒙
妹
な
土
建
屋
に
依
っ

て
根
こ
そ
ぎ
掘
ら
れ
て
金
に
代
え

ら
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
埋
っ
て
い
た
骨
及
入
れ
物
を
調
べ
る
こ
と
に
依
り

年
代
が
分
か
る
の
に
、
大
変
な
事
を
し

て
く
れ
た
も
の
で
あ
る
。
 

幸
い
に
し

て
他
の
ー
は

（
女
の
古
墳
）
残
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
わ
さ
れ

た
古
墳
は
誰
が
見

て
も

一
目
で
、
古
墳
と
解
か
る
立
派
な
物
で
あ
っ
た
。
 

筆
者
五
十
年
前
ち
ょ

っ
と
堀
っ
た
が
固
く
て
、

ス
コ
ッ
プ
が
立
た
な
か
っ

た
の
で
中
止
し
た
経
験
を
持
っ

て
い
る
。
 

次
に
堅
穴
住
居
で
あ
る
が
、
あ
そ
こ
に
は
約
二
十
近
い
の
が
群
を
な
し

て
な
ら
ん
で
い
る
。
 そ
の
真
中
ご
ろ
を
拙
者
と
当
時
嘉
瀬
小
の
先
生

で
斉

藤
伝
先
生
と
で

ー
ツ
掘
っ
た
ア
ト
が
あ
る
筈
で
す
。
 

あ
れ
だ
け
群
を
な
し
て
い
る
の
は
大
変
珍
し
い
こ
と
で
す
。
そ
の
堅
穴

の
終
り
の
方
が
四
つ
程
に
観
音
様
が
坐
っ
て
お
り
ま
す
。
何
も
知
ら
な
い

で
丁
度
よ
い
円
で
平
だ
所
と
し

て
や
っ
た
も
の
と
思
い
ま
す
。
 古
墳
が
ー
ー
 

ツ
な
の
に
堅
穴
が
二
十
ぐ
ら
い
で
は
大
変
少
な
い
わ
け
で
、
ど
う
し
て
も

五
十
近
く
の
堅
穴
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。
 か
り
に
五
十
で

も
四
人
で
二
百
人
で
す
か
ら
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
人
数
が
生
活
し
た
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。
 

そ
れ
で
真
中
の
お
堂
や

そ
の
東
等
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

こ
わ

さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。
 

次
に
、
観
音
様
の
水
で
す
が
、
縄
文
人
の
住
ん
で

い
た
頃
以
前
か
ら
今

の
様
に
豊
富
に
湧
い
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
縄
文
人
の
生
活
し
て
い
る
場

所
を
見
る
と
、
高
く
て
見
晴
ら
し

の
よ
い
所
、
そ
れ
に
食
糧
が
得
や
す
い

所
、
き
れ
い
な
水
が
豊
富
な
所
と
定
っ
て
い
ま
す
。
 そ
れ
が
ニ
ッ
森
が
丁

度
適
合
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
 

そ
れ
で
食
糧
で
す
が
、
私
が
考
え
る
に
、
水
を
利
用
し
て
穀
物
を
栽
培

し
て
い
た
の
で
な
い
か
、
あ
の
せ
ま
い
土
地
で
大
人
数
が
生
活
し

て
い
く

に
は
、
ど
う
し
て
も
そ
れ
し
か
考
え
つ
か
ぬ
。
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お
の
告
値
は

古
留さ
ハ
兆
 

へ
＼

、
 

rす
声
っ
戸
パ
 

嵯
ス
で
ス
4
鷺

り
p
4
か
っ
戸
 

他
柳
手
口
菜
ち
子
判
し

子

る
い
竹
J
リ
 

一
 
っで
は
い
け
夢
戸
乞

ゾ
別
し
て
いる
 

次
に
、
ス
キ
ー
場
か
ら
奥
へ
行
っ
た
所
に
三

ッ
森
が
あ
る
話
を
聞
い
て

い
る
。
も
し
も
そ
れ
が
古
墳
だ
と
す
る
と
、

第
一
に
其
所
に
泉
が
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
し
、
住
ん
だ
と
思
わ
れ
る
堅
穴
が
少
な

く
と
も
五
十
以
上
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

そ
し
て
附
近
で

一
番
高
く
景
色
の
良
い
所
と
云
う
条
件
を
満
た
し

て
い

て
、
そ
の
上
古
墳
が
三
つ
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
 こ
れ
も
若
い
人
の
研
究

課
題
で
あ
る
。
も
し
も
そ
れ
が
事
実
と
せ
ば
、
津
軽
為
信
と
の
戦
い
に
勝
っ

た
八
重
佐
助
の
墓
と
も
考
え
ら
れ
る
。
大
き
な
謎
を
秘
め
た
幻
の
古
墳
と

も
言
え
る
。
 

次
に
堅
穴
の
堀
り
方
を
述
べ
る
。
 

尚
古
墳
で
あ
る
こ
と
は
県
に
於
て
も
第
一
号
で

す
。
私
の
八
十
年
の
歴

史
の
間
に
新
聞
に
も
出
た
事
も
な
い
し
、
古
墳
が
あ

る
こ
と
は
ス
キ
ー
場

が
最
初
で
す
。
そ
の
意
味
に
於
て
も
な
く
な
っ
た
古
墳
が
惜
し

い
。
 

 

声 
凸くでいる 

餅をて一'I 片しノで 

尺乳～ タmぐら白 

承リ方／緩 
郵 

粛
か
 

企 ,ブP 
毛翼撃甲K 

」男gづであ.3 

薬
師

コ
流
れ
抄
 

rー
 

コ
 

「
 
一一
一R
P
 

I」
r
 
目
H
l
 
‘
」
」」
白ム
 

第

一
章
 

嘉
瀬
薬
師

コ
の
入
ロ
に
磯
崎
宮
と
記
名
さ
れ
た
、
石
柱
が
建
っ
て
お
り

ま
す
。
津
軽
夷
神
異
文
抄
に
よ
れ
ば
、
荒
磯
神
社
、
洗
磯
神
社
、
磯
崎
神

社
等
は
荒
吐
族
の
残
り
な
り
。
大
昔
は
、
演
り
の
期
間
に
遺
体
を
さ
ら
し

腐
蝕
さ
せ
て
お
く
た
め
の
場
所
で
も
あ
っ
た
と
も
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
金

木
町
の
嘉
瀬
磯
崎
宮
や
柏
木
部
落
の
磯
崎
神
社
は
荒
吐
神
を
記
っ
た
社
ら

し
く
、
荒
磯
神
社
、
磯
崎
神
社
の
如
く
磯
が
つ
く
神
社
は
荒
吐
族
か
ら
安

東
が
記
り
た
る
神
社
と
い
わ
れ
る
o
 

吾
が
津
軽
は
支
那
国
王
帝
の
郡
公
子
が
殺
さ
れ
、
そ
の
難
を
海
に
脱
し

た
る
晋
の
民
は
大
挙
し

て
潮
流
に
乗
漂
し
て
津
保
化
族
に
貢
物
を
献
じ

て

住
居
を
許
可
に
い
た
だ
き
男
女
も
婚
じ
燕
に
荒
吐
族
と
称
す
一
族
誕
生
也

り
。
磯
っ
て
い
う
の
は
今
は
海
岸
の
磯
の
こ
と
だ
け
れ
ど
、
昔
は
石
の
こ
 
 

と
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
 

現
在
の
磯
崎
宮
の
お
祭
り
日
は
薬
師
神
社
と
書
か
れ
た
職
旗
が
立
ち
七

月
七
日
の
宵
宮
で
賑
う
。
第

一
集
か
た
り
べ
嘉
瀬
薬
師
神
社
境
内
組
石
、
 

金
木
高
校
教
諭
川
村
先
生
は
民
間
信
仰
の
祭
壇
跡
で
は
な
か

ろ
う
か
と
考

え
ら
れ
る
と
云
わ
れ
た
が
、
ナ
ゾ
で
あ
る
。
か
た
り
べ
会
員
踏
査
。
 

第
二
集
か
た
り
べ
、
薬
師
神
社
の
前
身
は
狐
崎
に
あ
っ
た
。
 天
正
十
六

年
（
西
暦
一
五
八
八
年
、
久
慈
平
九
郎
こ
と
大
浦
為
信
、
津
軽
を
侵
略
統

一
し
て
東
日
流
安
東
、
阿
部
一
族
ゆ
か
り
の
古
事
業
歴
、
神
社
仏
閣
、

三

戸
南
部
氏
に
縁
故
の
あ
る
物
事
を
こ
と
ご
と
く
焼
却
没
収
し
去
っ
た
と
云

う
、
勝
者
の
お
き
て
に
よ
っ
て
、
薬
師
神
社
の
内
神
と
し

て
合
肥
し
た
ろ

う
と
考
証
さ
れ
る
。
編
集
部
及
ー
秋
元
惣
之
進
記
。
 

第
三
集
か
た
り
べ
、
往
昔
に
は
今
の
小
田
川
が
冷
水
か
ら
薬
師
神
社
の

南
側
を
流
れ
て
い
た
と
云
わ
れ
る
。
秋
元
惣
之
進
記
。
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第
四
集
か
た
り
べ
薬
師
神
社
は
神
仏
混
合
の
名
残
り
で
、
嘉
瀬
に
は
薬

師
神
社
は
二
神
社
あ
り
、
 
一
社
は
鍛
冶
町
南
端
、
も
う
一
社
は
立
山
、
通

称
観
音
山
に
記
っ
て
あ
る
。
秋
元
惣
之
進
。
 

第
六
集
か
た
り
べ
、
嘉
瀬
薬
師
境
内
の
ニ
ツ
の

石
塔
の
説
明
あ
り
。
木

下
清

一
記
。
右
の
か
た
り
べ
集
に
は
薬
師

コ
の
こ
と
詳
し
く
著
さ
れ
て
あ

り
ま
す
。
 西
暦
一
九
八
六
年
五
月
、
パ
リ
で
日
本
伝
統
工
業
工
芸
展
開
催

さ
れ
、
ま
ず
人
ロ
の
テ

ー
マ
展
示
と
し
て
、
 一
方
に
お
み
こ
し
を
お
き
、
 

他
方
に
仏
壇
を
お
い
た
。
 そ
し
て
こ
れ
は
日
本
の
二
大
宗
教
の
シ
ン

ボ
ル
 

カ
ン
ナ
ガ

ラ
 

で
あ
る
。
 お
み
こ
し
は
日
本
古
来
の

「
随
神
の
道
（
神
道
）
の
象
徴
で
あ

る
、
と
い
う
説
を
書
い
た
。
 こ
の
テ

ー
マ
展
示
の
前
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
人

観
客
と
の
間
に

つ
ぎ
の
よ
う
な
間
答
が
何
度
も
く
り
返
さ
れ
た
。
 

日
本
に
は
仏
教
徒
は
何
人
い
る
か
？

・
 

一
億
二
千
万
人
だ
 

で
は
神
道
の
信
者
は
何
人
い
る
か
？

・
 

一
億
二
千
万
人
だ
 

フ
ラ
ン
ス
人
は
誰
も
が

目
を
白
黒
さ
せ
た
。
 

宗
教
を
厳
密
に
考
え
る
彼
ら
に
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
だ
が
、
現
実
の

日
本
の
姿
は
そ
う
で
あ
る
。
神
道
は
神
道
の
ま
ま
で
、
仏
教
も
又
仏
教
と

し
て
こ
の
本
質
的
に

ま
っ
た
く
違
っ
た
二
つ
の
宗
教
を
、
 一
人
の
人
間
が

同
時
に
信
仰
で
き

る
の
が
日
本
人
で
あ
る
。
 

人
口
一
億
二
千
万
人
の
日
本
に
、
 一
億
二
千
万
人
の
神
道
の
信
者
が
い

て
、
同
時
に

一
億
二
千
万
人
の
仏
教
徒
が

い
る
。
 こ
れ
は
世
界
中
で
ま
っ

た
く
例
の
な
い
こ
と
だ
。
 こ
の
外
国
人
に
は
信
じ
難
い
現
象
こ
そ
、
日
本
 
 

国
の
民
族
性
な
の
で
あ
る
。
 

「
政
治
問
題
化
し
た
仏
教
対
策
」
 

仏
教
の
国
教
化
を
目
指
す
崇
仏
派
蘇
我
氏
と
日
本
古
来

の
随
神
の
道
の

護
持
を
主
張
す
る
排
仏
派
、
物
部
氏
と
飛
鳥
時
代
に
起
こ
っ
た
戦
は
日
本

史
に
お
け
る
唯

一
の
宗
教
戦
争
の
例
で
あ
る
と
い
う
。
 

聖
徳
太
子
当
時
ニ
十
歳
で
崇
仏
派
蘇
我
方
の
一
人
と
し

て
従
軍
さ
れ
戦

勝
を
も
た
ら
し
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
戦
に
勝
っ
た
蘇
我
氏
は
崇
仏
派
と
見

ら
れ
た
崇
俊
天
皇
が
蘇
我
氏
に
よ
っ

て
擁
立
さ
れ
た
。
 

だ
が
、
そ
の
崇
俊
天
皇
も
間
も
な
く
仏
教
信
仰
の
政
治
的

危
機
に
気
づ

く
こ
と
に
な
る
。
 

「
神
道
神
話
の
否
定
ー
天
皇
家
の
危
機

」
 

そ
も
そ
も
天
皇
家
が
日
本
の
最
高
位
に
あ
る
理
論
上
の
根
拠
は
、
神
道

神
話
に
あ
る
。
日
本
、
大
和
朝
廷
は
天
照
大

神
の
子
孫
の
神
武
天
皇
降
臨

し
て
建
て
た
国
で
あ
る
。
そ
の
神
武
天
皇
の
子
孫
が
天
皇
家
だ
、
と
い
う

神
道
神
話
に
依
っ
て
、
天
皇
家
が
日
本

の
支
配
者
と
な
っ

て
い
る
。
 

こ
の
頃
に
は
儒
教
、
道
教
、
易
姓
革
命
、
多
様
な
思
想
を

伝
え
ら
れ
て

い
た
に
違
い
な
い
。
易
姓
革
命
の

思
想
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
で
天
皇
家
の

徳
が
尽
き
れ
ば
、
別
の
家
系
の
徳

e
高
い
人
物
が
こ
れ

に
易
っ
て
も
よ
い

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
仏
教
が
栄
え
、
神
道
神
話
が
否
定
さ
れ
た

と
な
れ

ば
、
天
皇
家
の
地
位
は
崖
縁
の
危
機
で
あ
る
。
 

蘇
我
氏
の
崇
仏
派
に
擁
立
さ
れ

て
位
に
就
か
れ
た
崇
峻
天
皇
も
そ
れ
に

気
づ
く
と
神
道
擁
護
の
反
仏
教
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
 

神
道
を
守
り
通
そ
う
と
す
る
と
そ
の
結
果
、
崇
峻
天
皇

は
五
年
後
に
は
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蘇
我
馬
子
に
殺
害
さ
れ

て
し
ま
わ
れ
る
。
 日
本
の
歴
代
天
皇
の
な
か
で
、
 

殺
害
さ
れ
た
と
明
記
さ
れ
い

る
た
だ
お

一
人
の
天
皇
で
あ
る
。
 

日
本
は
、
ど
ん
な
に
政
争
が
激
し
い
時
代
で
も
、
天
皇
だ
け
は
殺
し
て

は
な
ら
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
は
そ
う
し
た
概
念

さ
え
確
立
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
。
 天
皇
に
は
、
む
ず
か
し
い
時
代
で
あ
っ

た
。
 

し
か
し
こ
の
と
き
、
天
皇
家
に
大
天
才
が
現
れ
た
。
聖
徳
太
子
で
あ
る
。
 

太
子
は
仏
教
と
天
皇
制
度
を
両
立
さ
せ
る
道
を
発
見
す
る
。
い
わ
ゆ
る
 

「
神
仏
儒
習
合
」
思
想
で
あ

る
。
 

太
子
「
神
道
を
幹
と
し

仏
教
を
枝
と
し

て
伸
し
、
儒
教
の
礼
節
を
茂
ら
せ

て
現
実
的
繁
栄
を
達
成
す
る
」
 
「神
道
は
敬
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
敬
っ

て
な
お
崇
る
の
が

日
本
の
神
々
で
あ
る
。
 そ
の
崇
り
を
鎮
め
る
も
の
が
仏

で
あ
る
。
 だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
仏
を
拝
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
一
人

間
が
双
方
を
同
時
に
信
仰
す
る
道
を
開
か

れ
た
。
 

聖
徳
太
子
の
こ
の
思
想
は
、
神
道
の
否
定
に
よ
っ

て
天
皇
家
に
代
わ
ろ

う
と
す
る
野
心
を
持
っ
た
で
あ
ろ
う
蘇
我
馬
子
に
は
打
撃
だ
っ
た
に
違
い

な
い
。
太
子
は
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
蘇
我
氏
と
対
立
、
や
が
て
馬
子

に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
。
 

太
子
の
知
力
を
以
っ
て
し
て
も
、
蘇
我
氏
を

一
挙
に
抑
圧
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。
 そ
れ
が
実
現
す
る
の
は
太
子
没
後
二
十
三
年
目
に
起
き

た
。
 
「
大
化
の
改
新
」
 
（
六
四五
年
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
 

パ
リ
で
日
本
伝
統
工
芸
展
よ
り
こ
こ
ま
で
の
ペ
ー
ジ
は
、
 一
九
九
四
年

発
行
「
日
本
と
は
何
か
」
堺
屋
太
一
著

の
概
要
で
あ
り
ま
す
。
 

第

一
一章
 

縄
文
晩
期
に
は
亀
ケ
岡
丘
式
土
偶
が
造
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
 

岩
木
山
麓
に
阿
蘇
辺
族

H廿
津
軽
中
山
山

脈
に
津
保
化
族

ー
津
軽
下
 

ヌ

カ
ソ

ヌ
 
ッ
 フ
 

北
に
宇
蘇
利
族

H
H
H
八
甲
田
山
に
怒
干
怒
布
族
が
住
む
。
 

阿
蘇
辺
族
は
岩
木
山

「
大
森
山
」
の
噴
火
に
、
宇
蘇
利
族
は
恐
山
噴
火
、
 

怒
干
怒
布
族
は
八
甲
田
山
の
噴
火
に
各
々
の
族
は
お
お
方
滅
亡
す
る
。
 

津
保
化
族
だ
け
は
噴
火
の
な
い
中
山
山
脈
に
比
較
的
安
泰
に
生
伸
、
飯

詰
か
ら
油
川
街
道
へ
向
う
中
山
山
脈
の
分
水
嶺
付
近
の
津
保
化
沢
、
中
山

山
脈
の
大
倉
岳
、
焚
珠
山
を
舞
台
に
し
て
、
阿
蘇
辺
族
、
中
国
人

「
普
の

文
化
文
明
の
物
質
を
持
っ
て
津
軽
に
上
陸
」
及
九
州
地
方
を
統
一
さ
れ
た
、
 

日
向
族
と
の
戦
に
敗
れ
去
っ
た
安
日
彦
王
、
長
髄
彦
王
の
一
族
等
と
津
保

化
族
と
同
化
さ
れ
文
化

e
高
い
荒
吐
族
と
な
り
、
津
軽
一
帯
に
縄
文
ー
弥

生
ー
古
墳
時
代
と
長
い
歳
月
に
よ
っ

て
広
が
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
 

「青
森
市
、
三
内
丸
山
遺
跡
も
津
軽
全
般
に
亘
っ
て
の
縄
文
遺
跡
に
関

連
し
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
 

中
山
山
脈
は
噴
火
も
な
く
、
古
代
植
物
も
動
物
も
絶
え
る
こ
と
な
く
、
 

律
猛
な
獣
も
比
較
的
少
な
く
、
狩
猟
に
も
て
き
し
た
、
安
楽
の
地
で
あ
っ

た
の
か
も
し
れ
ぬ
。
 

荒
吐
族
ー
安
東
を
蝦
夷
と
軽
蔑
し
、
ま
つ
ろ
は
ざ
る
民
と
見
た
、
大
和

朝
廷
と
長
期
に
わ
た
り
戦
う
も
蝦
夷
「
荒
吐
族
」
敗
れ
大
和
朝
廷
の
民
と

な
る
。
古
代

廿
縄

文

ー
津

保
化
族
の
足
跡
と
さ
れ
る
焚
珠
山
の
聖
地
 

ー
飯
詰
山
の
津
保
化
沢
聖
地
ー
大
倉
岳
の
聖
地
ー
亀
ケ
丘
の
聖
地
ー
岩
木
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山
の
聖
地
ー
恐
山
の
聖
地
、

こ
れ
ら
の
津
軽
古

代
の
ロ
マ
ソ
の
ふ
く
む
 

「
日
本
海
は
津
軽
海
峡
や

他
の
海
峡
の
で
き

る
以
前
は
湖
の
よ
う
に
海
流

も
暖
か
で
舟
で
大
陸
か
ら

の
来
訪
者
も
あ
り
、
陸
づ
た
い
に
も
北
方
と
南

方
か
ら
人
類
、
文
化
の
留
増
で
あ
っ
た
が
海
峡
が
生
ず
る
に
と
も
な
い
小

規
模
と
な
っ
た
と

い
わ
れ
る
」
 

こ
れ
ら
の
地
区
か
ら
も
歴
史
的
、
貴
重
品
を
発
見
さ
れ
る
日
も
来
る
で

あ
ろ
う
、
津
軽
の
大
ロ

マ
ン
で
も
あ
る
。
 

津
軽
の
歴
史
物
は
お
お

く
は

ニ
セ
物
と
の
批
評
者
も
い
る
、
し
か
し
大

和
朝
廷
の
歴
史
は

す
べ
て
真
実
ぱ
か
り
だ
ろ
う
か
、
古
代
に
な
る
ほ
ど
疑

わ
し
い
。
 「
天
地
開
開
以
来
の
出
来
事
を
綴
っ
て
ロ
マ
ソ
豊
に
描
く
我
が

国
最
古
の
史
書
『

古
事
記
』
は
奈
良
時
代
初
め
の
和
銅
五

（
七
一
二
）
年
 

ア
 
レ
 

オ
オ
ノ
ア
ソ
・、、
 

天
武
天
皇
の
命
を
受
け
、
碑
田
阿
礼
の
暗
唱
す
る
古
い
出
来
事
を
太
朝
臣

安
方
侶
が
撰
録
し
た
と
い
う
。
 

阿
礼
は
当
時

二
十
八
歳
の
舎
人
で
女
性
か
と
も
い
わ
れ
る
が
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。
 お
そ
ら
く
語
り
部
の
よ
う
な
職
掌
で
あ
ろ
う
。
 

安
方
侶
も
文
献
や
墓

誌
か
ら
実
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
内
容
が
三
巻

に
分
か
れ
、
上
巻
は
神
代
ー
中
巻
は
神
武
天
皇

か
ら
応
神
天
皇
ま
で
下
巻

は
仁
徳
天
皇
か
ら

推
古
天
皇
ま
で
の
歴
史
を
お
も
に
書
か
れ
て
私
等
は
学

校
で
教
わ
っ
た
の
で
あ

る
。
 

歴
史
物
は
半
信
半
疑
に
よ
り
、
発
展
さ
れ

て
来
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
 

半
世
紀
前
の
津
軽
の
村
々
に
は
ゴ
ミ
ソ

「祈
薦
師
」
イ
タ
コ

「
霊謀
師
」
 

オ
シ
ラ
「
占
師
」
が
栄
え
縄
文
か
ら
の
神
へ
の
信
仰
の
残
り
で
あ
ろ
う
、
 

ト
マ
ド
 

現
世
の
仏
に
も
神
に
も
又
惑
う
信
仰
者
が
お
お

い
と
思
う
。
 

石
器
時
代
よ
り
の
単
純
信
仰
に
も
心
し
て
み
る
こ
と
も
、
新
し
い
信
仰

の
し
か
た
も
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
。
 

第

三
章
 

私
の
幼
少
の
頃
に
明
治
生
れ
の
故
鎌
田
稲
辰
氏
の
父
に

首
の
腫
れ
物
を

切
開
さ
れ
た
記
憶
が
あ
る
。
六
十
数
年
た
っ
た
今
も
左
耳
の
後
首
に
切
開

の
傷
痕
が
あ
る
、
そ
う
と
大
き
な
腫
れ
物
で
あ
っ
た
記
憶
は
あ
る
。
 

鎌
田
家
は
代
々
薬
師
コ
信
仰
者
で
あ
り
、
薬
師
コ
講
中
に

訪
れ
た
僧
よ

り
切
開
の
技
術
を
教
わ
り
身
に
付
け
た
と
い
わ
れ
る
。
又
、
畑
中
町
内
の

土
岐
保
友
の
祖
母
も
明
治
生
れ
で
薬
師
コ
へ
の
信
仰
は
深
く
、
目
の
診
療

が
上
手
な
方
で
幾
度
か
診
療
し
て
貰
い
ま
し
た
。
 

診
療
の
方
法
は
、
私
を
神
柵
の
前
に
座
ら
せ
、
薬
師

コ
よ
り
授
っ
た
神

石
を
拝
み
、
十
セ
ン
チ
ほ
ど
の
長
さ
の
葦
で
険
の
裏
側
に
付
着
さ
れ
た
。
 

病
い
の
物
体
を
掻
取
り
除
く
、
又
薬
師

コ
入
ロ
の
北
側
の
近
く
に

あ
っ

た
霊
水
の
湧
く
小
井
戸
「
当
時
は
村
人
も
使
用
さ
れ
、
近
年
ま
で
あ
っ

た

が
今
は
埋
め
ら
れ
て
い
る
」
よ
り
汲
ん
で
お
か
れ
た
霊
水
で
目
を
洗
浄
し

て
そ
の
あ
と
に
目
薬
を
点
眼
す
る
。
 

さ
ら
に
神
石
を
拝
し
て
神
石
を
手
に
取
っ
て
見
な
が
ら
神
石
の
汗

の
輝

き
が
強
い
ほ
ど
治
り
が
早
い
と
い
う
私
は
二
度
ほ
ど
の
診
療
で
治
り
ま
し

た
。
 

敗
戦
後
神
が
呼
ん
だ
の
か
仏
が
仏
を
呼
ん
だ
の
か
、
或
る
夏
の
日
、
薬

師
コ
の
松
陰
に
六
部
「
法
華
経
六
十
六
部
を
書
き
写
し

一
部
ず
っ
全
国
の

霊
場
へ
納
め
る
た
め
に
諸
国
巡
礼
「
出
発
の
時
は
銭
食
は
身
に
付
け
ず
、
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托
鉢
の
み
に
て
歩
き
続
け
る
」
の
行
脚
僧
の
こ
と
で
六
十
六
を
略
し

て
六

部
と
云
う
、
室
町
時
代
に
始
ま
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
 

そ
の
六
部
が
休
ん
で

い
た
。
 私
の
他
に

二
、
三
人
の
鍛
冶
町
の
人
が
い

ま
し
た
が
、
誰
れ
だ
っ

た
か
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。
傍
に
嘘
が
置
か
れ
、
中

に
は
写
真
、
人
形
、
絵
、
着
物
の
切
れ
端
し
此
れ
等
の
品
々
は
若
く
し
て

死
ん
だ
人
、
又
、
悲
し
い
運
命
に
よ
り
逝
去
さ
れ
た
者
達
の
遺
品
で
あ
る
。
 

多
く
の
人
々
に
見
て
も
ら
い
、
神
社
、
仏
閣
の
巡
礼
に
よ
り
浮
か
ば
れ

ぬ
霊
を
浮
か
ば
せ
て
冥
界
へ
と
旅
に
立
た
せ
る
役
目
も
負
わ
さ
れ
て
い
る

と
い
わ
れ
る
。
 

ツ
イ
パ
 

薬
師
コ
は
昔
昔
は
償

の
森
で
あ
り
、
死
骸
を
鳥
り
に
啄
吸
ま
せ
、
遠
い

神
の
国
に
運
ば
せ
た
と
申
し
ま
す
。
あ
る
い
は
腐
蝕
さ
せ
自
然
に
還
す
遺

骨
は
神
水
の
湧
く
小
井
戸
か
境
内
の
南
を
流
れ
る
大
堰
で
濯
ぎ
境
内
の
石

の
立
ち
並
ん
で
い

る
所
か
他
の
何
処
に
理
葬
さ
れ
た
と
い

う
。
 

薬
師
コ
付
近
に

住
む
親
友
山
中
林
一
氏
の
話
し
に
よ
る
と
何
百
羽
の
カ

ラ
ス
の
群
れ
が
薬
師

コ
の
森
に
時
々
逼
ま
る
こ
と
が
あ
り
、
何
ん
の
為
に

か
と
誘
し
が
っ
て
お
り
ま
し
た
。
 

敗
戦
前
後
に
か
け
て
小
田
川
温
泉
登
り
坂
の
右
に
あ
る
三
左
工
門
溜
池

は
水
が
澄
み
立
派
な
自
然
氷
り
を
造
ら

れ
て
い
た
場
所
で
あ
る
。
 

又
、
嘉
瀬
観
音
山

登
り
坂
左
り
下
も
清
水
の
湧
ッ
ボ
が
あ
り
現
毛
内
醤

油
店
の
前
身
造
酒
店
で
は
大
寒
に
入
る
と
酒
仕
込
み
の
水
は
観
音
山
の
清

水
を
用
い
「
観
音
正
宗
」
と
し

て
銘
酒
の
名
が
知
れ
渡
っ
て
い
た
。
 

当
時
は
毎
朝
、
酒
店
の
主
人
は
礼
東
を
机
の
上
に
並
べ
日
の
出
と
共
に

拝
し
た
と
、
雇
わ
れ

人
の
話
し
で
あ
る
。
そ
の
後
酒
店
の
主
人
が
山

師
 
 

「鉱
山
」
事
業
に
手
を
出
し
失
敗
す
る
。
 

昔
は
小
田
川
温
泉
及
観
音
山
の
山
々
の
源
泉
が
冷
水
町
を
通
り
薬
師
コ

に
至
り
大
堰
小
堰
は
清
水
が
湛
然
と
し

て
流
れ
い
た
で
あ
ろ
う
。
 私
の
十

五
歳
頃
に
小
田
川
下
流
の
十
川
土
堤
付
近
の
田
は
、
上
の
田
が
水
を
使
用

す
る
時
期
に
な
る
と
水
不
足
の
た
め
田
植
え
も
さ
れ
ぬ
状
態
と
な

る
。
 

そ
こ
で
年
中
田
に
水
を
入
れ
泥
田
に
し
て
水
の
干
ら
ぬ
よ
う
に
工
夫
す

る
、
泥
田
に
す
る
と
、
水
の
量
も
乾
田
の
五
分
の
ー
で
す
む
長
年
泥
田

作

り
に
す
る
と
泥
が
腰
辺
の
深
さ
に
な
り
、
田
起
し
も
田
掻
き
も
馬
を
用
い

ら
れ
ず
、
人
力
の
鍬
で
起
す
。
苗
も
水
不
足
で
自
噴
井
戸
、
掘
抜
を
作
る
。
 

私
は
掘
抜
道
具
を
運
び
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
井
戸
掘
り
の
職
人
の

話
し
に
よ
る
と
、
自
噴
す
る
水
は
明
治
時
代
に
中
山
山
脈
に
降
っ
た
、
雨

水
が
地
下
に
深
く
浸
透
さ
れ
百
年
の
歳
月
に
至
り
低
い
此
地
に
流
れ
く
る

水
を
六
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
を
掘
っ
て
自
噴
さ
せ
る
。
 

自
噴
さ
れ
た
水
で
作
っ
た
米
は
体
に
非
常
に
よ
い
の
だ
と
も
い
わ
れ
た
。
 

な
ぜ
な
ら
ば
、
温
泉
風
呂
が
病
躯
に
よ
い
の
は
、
長
い
歳
月
を
鉱
物
や

色
々
の
物
質
の
中
に
浸
り
な
が
ら
潜
流
し
て
色
々
の
成
分
に
染
っ

て
湧
き

出
る
か
ら
で
あ
る
、
職
人
の
掘
る
掘
抜
の
水
で
作
る
米
も
又
体
に
よ
い
の

だ
そ
う
で
あ
る
。
 

職
人
の
話
し
の
う
ま
さ
に
感
心
す
る
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た
。
 
「
現
時

代
に
も
成
分
に
よ
り
科
学
的
に
も
、
治
療
に
効
力
あ
る
霊
水
が
あ
る
と
い

わ
れ
ま
す
。」
 

薬
師
コ
の
小
井
戸
の
霊
水
も
昔
は
本
当
に
効
力
が
あ
り
、
長
年
に
渡
り

村
人
は
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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薬
師
コ
は
縄
文
ー
弥
生
ー
古

墳
時
代
の
津
保
化
族
は
蹟
り
の
森
と
し
て

祈
り
、
大
和
ー
奈
良
の
荒
吐

族
、
安
東
、
蝦
夷
は
磯
崎
宮
と
し
て
拝
し
、
 

奈
良
ー
平
安
ー
鎌
倉
ー
室
町
と
仏
教
の
栄
え
る
に
従
い
薬
師
神
社
と
な
り

今
日
に
至
る
。
 縄
文
、
弥
生
、
古
墳
、
大
和
と
長
期
に
渡
り
津
保
化
族
や

荒
吐
族
飯
詰
山
に
当
時
と
し
て
は
高
い
文
化
生
活
を
し
て
住
ん
で
い
た
な

ら
ば
、
嘉
瀬
の
里
も
比
較
的
よ

い
生
活
し
て
い
た
と
考
え
ま
す
。
 

昭
和
八
年
頃
私
の
家
に
農
閉
期
は
畑
中
の
町
内
の
お
母
さ
ん
連
中
が
集

る
、
大
寒
に
入
る
と
、
台
所
の
囲
炉
裏
の
焚
火
を
囲
ん
で
藁
仕
事
を
し
ま

す
。
 お
母
さ
ん
連
中
は
明
治
生
れ
、
子
供
の
頃
に
学
校
に
行
け
ず
子
守
と

家
事
の
明
暮
れ
で
育

つ
当
時
は
無
学
に
近
い
人
が
多
く
、
囲
炉
裏
の
わ
き

の
壁
に
は
富
山
の
置
き
薬
り
を
渡
し
て
歩
く
人
よ
り
貰
っ
た
、
花
暦
が
貼

ら
れ
て
あ
り
ま
す
。
 

花
暦
は
季
節
、
季
節
に
咲
く
花
で

一
年
を
表
し
た
暦
み
。
 

一
月
、

つ
ぱ
き
。
 

二
月
、
う
め
。
 

三
月
、

た
ん
ぽ
ぽ
。
 

四
月
、
 

 
や
ま
ざ
く
ら
。
 

五
月
、

ぼ
た
ん
。
 

六
月
、
 

 
あ
じ
さ
い
。
 

七
月
、

ひ
ま
わ
り
。
 

八
月
、
 

 
き
き
よ
う
。
 

九
月
、

す
す
き
。
 

十
月
、
 

 
き
く
。
 

十
一
月
さ
ざ
ん
か
。
 
 

十
二
月
つ
ば
き
。
 

こ
れ
は
東
京
地
方

の
花
暦
の
一
例
で
あ
る
。
 そ
の
地
方
に
よ
っ
て
花
は
 

違
う
ら
し
か
っ
た
。
 

花
暦
は
お
母
さ
ん
連
中
は
昔
か
ら
利
用
さ
れ
て
来
た
と
い
わ
れ
る
。
 

一
枚
も
の
で
大
き
く
、
煤
で
汚
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
台
所
の
色
彩
と
い
 

飯
詰
山
に
は
津
保
化
沢
も
存
在
さ
れ
、
そ
の
一
角
に
石
塔
山
大
山
祇
神

社
が
あ
り
、
十
三
年
ほ
ど

前
に
か
た
り
べ

一
行
の
一
員
と
し
て
そ
の
詞
に

参
詣
し
ま
し
た
。
 

今
で
は
整
備
さ
れ
歴
史
物
も
少
々
展
示
さ
れ
て
あ
る
ら
し
い
。
 

明
治
生
れ
の
人
と
大
正
生
れ
の
人
「
百
姓
、
農
作
業
を
す
る
人
」
は
結

婚
さ
れ
子
が
で
き
る
と
、
男
は
ァ
ャ
、
女
は
ア
パ
と
呼
び

H
又
、
二
人
称

の
汝
、
君
は
ナ
と
呼
び

n
一
人
称
の
自
分
、
私
は
ワ
と
呼
ん
で
い
た
。
 

敗
戦
後
に
津
軽
に
来
ら
れ
金
田

一
京
助
先
生
か
春
彦
先
生
か
は
忘

れ
た

が
、
津
軽
弁
を
軽
蔑
す
る
べ
き

で
は
な
い
と
申
さ
れ
、
又
、
新
聞
に
も
書

か
れ
、
言
語
界
の
大
先
生
が
誉
め
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
 

「
カ
ッ
パ

ー
水
神
」
 
「
ヒポ
ド
ー
火
神
」
 
「
ネコ
ウ
ー
金
神
」
 
「イ
ぺ

カ
モ

ー
産
神
」
 
「タ
タ
ラ
ー
山
神
」
 
「モ
ク
リ
ー
土
神
」
 
「
タ
ケ
リー
海

神
」
 
「イ
カ
ル

ー
川
神
」
 
「カ
モ

ー
男
神
」
 
「イ
ッ
ヒ
ー
女
神
」
 
「メ
ゴ
 

ー
子
神
」
 
「
ダミ
ー
死

神
」
 
「マ
タ
ギ
ー
狩

神
」
 
「
ウ
ナ
ギー
漁
神
」
 

「
ノ
ラ
ド
ー
農
神
」
 
「タ
ダ
ラ
ー
戦
神
」
 
「ミ
ナ
ド
ー
水
神
」
 
「
バ
ゲー

 

夜
神
」
 
「ヤ
メ
ソ
ー
衣
神
」
 
「カ
マ
ド
ー
家
神
」
 
「
セ
モ
チー
 
神
」
。
 

カ
ッ
コ
内
の
カ
タ
カ
ナ
は
縄
文
ー
弥
生
ー
と
綴
い
て
い
た
荒
吐
族
の
神

の
名
称
で
あ
る
と
い
う
。
 明
治
生
れ
の
ア
ヤ
、
ア
パ
と
大
正
生
れ
の
ア
ヤ
、
 

ア
パ
の
私
等
と
は
近
年
ま
で
神
の
名
詞
と
し

て
で
は
な
く
普
通
の
物
事
の

代
名
詞
と
し

て
日
常
の
会
話
に
お
お
方
用
い
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
 

今
日
で
は

ほ
ぼ
死
語
と
な
っ
て
し
ま
わ
れ
ま
し
た
。
私
の
若
い
頃
は
田

打
作
業
を

モ
ク
リ
起
し
、

田
の
中
に
水
を
入
れ
て
土
叫
男
ゲ
を
砕
く
「
田

植
え
」
す
る
た
め
に
馬
鍬
で

一
番
に
三
回
掻
く
こ
と
も

モ
ク
リ
掻
き
申
さ
 
 

え
ば
此
の
花
暦
だ
け
で
あ
る
。
 ガ
ラ
ス
窓
は
六
十
セ
ン
チ
四
方
ー
ケ
所
、
 

し
か
も
雪
の
降
る
日
に
は
大
部
分
雪
に
埋
れ
粉
雪
が
吹
着
す
る
と
薄
明
り

し
か
入
ら
な
い
。
 

囲
炉
裏
火
の
煙
り
は
家
中
に
充
満
し

て
、
台
所
は
暗
く
戸
外
か
ら

入
っ

た
瞬
間
は
誰
れ
が
居
る
の
か
様
子
は
お
ぼ

ろ
げ
で
あ
る
。
暫
く
す
る
と
目

が
暗
さ
に
馴
れ
、
し
だ
い
に
様
子
も
現
れ

て
く
る
。
 

私
達
子
供
の
頃
は
お
お
方
の
家
は
低
く
、
雪
に
覆
わ
れ
煙
は
家
中
を
漂

よ
っ
て
目
の
患
う
者
が
多
く
、
小
学
校
で
は
下
校
時
刻
に
ト
ラ
ホ
ー
ム
患

う
生
徒
が
列
を
な
す
、
校
長
先
生
が
目
を
、
大
き
な
ト
ッ
ク
リ
に
ゴ
ム
ホ

ー
 

ス
の
付
い
た
容
器
が
吊
さ
れ
、

な
ま
ぬ
る
い
お
湯
で
校
長
先
生
が
目
を
洗

浄
し
て
く
れ
た
感
覚
は
忘
れ
ら
れ
ぬ
。
 

家
庭
に
電
灯
は
一
個
だ
け
長
い
電
気

の
紐
を
輪
に
巻
き
台
所
の
中
央
に

垂
れ
下
げ
て
お
き

ー
ケ
所
の
電
灯
で
家
の
内
外
の
全
域
に
使
用
さ
れ
ま
す
。
 

昼
る
私
が
外
よ
り
遊
ん
で
帰
る
と
凍
っ
た
裾
を
溶
か
す
た
め
に
炉
縁
の

灰
に
板
切
れ
を
敷
き
、
そ
の
上
に
足
を
乗
せ
炉
縁
に
腰
を
掛
け
裾
を
乾
し

な
が
ら
お
母
さ
ん
連
中
の
囲
炉
裏
辺
の
は
な
し
コ
冗
談
あ
り
、
空
想
あ
り
、
 

シ
イ
ガ

タ
リ
 

真
実
あ
り
の
誠
語
を
聞
か
さ
れ
た
。
 

又
、
お
母
さ
ん
連
中
の
子
守
唄
は
、
か
な
ら
ず
泣
け
ぱ
山
か
ら
蒙
古

ァ

く
る
ね
の
一
節
が
唄
わ
れ
る
。
飯
詰
山
に
は
蒙
古
軍
が
難
航
さ
れ
津
軽
の

何
処
か
の
海
岸
に
上
陸
し
て
飯
詰
山
に
辿
り
着
き
村
人
に
悪
さ
を
し

な
が

ら
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
蒙
古
沢
の
地
名
は
い
ま
も
存
在
す
る

と
い
う
。
又
、
子
供
頃
に
悪
い
い
た
ず
ら
を
す
る
と
お
父
さ
ん
連
中
に
、
 

こ
の
津
保
化
わ
ら
し

「
童
」
と
叱
ら
れ
た
思
い
が
あ
り
ま
す
。
 

れ
、
他
家
で
何
か
を
す
、
お
金
儲
を
す
る
と
、
ア
ソ
コ
の
家
で
モ
ク
リ

起

し
た
と
い
わ
れ
、
子
が
生
れ
る
と
メ
ゴ
生
れ
た
、
お
正
月
に
貰
う
お
金
は

マ
コ
で
あ
る
、
囲
炉
裏
は
ヒ
ボ
ド
と
呼
び
、
葬
式
は
ダ

ミ
と
申
さ
れ
た
。
 

田
の
中
に
水
を
流
し
込
み
過
ぎ
て
畦
を
漏
れ
出
る
の
は
イ
ガ
ル
、
大
雨

が
降
り
田
圃
が
洪
水
す
る
の
も
イ
カ
ル
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
 

野
も
里
も
、
雪
は
消
え
、
春
下
句
と
な
り
田
打
桜
も
咲
き
野
良
は
田
打
 

「
田起
し
」
の
真
最
中
で
あ
る
。
 

縄
文
遺
跡
を
歩
み
、
阿
蘇
辺
族
の
里
、
岩
木
山
の
頂
を
仰
ぎ
見
、
津
保

化
族
ー
荒
吐
族
の
里
、
中
山
山
脈
を
遥
か
に
望
み
、
津
軽
野

の
絶
景
に
浴

す
時
、
日
本
人
は
誰
れ
し
も
、
ま
ほ
ろ
ば
の
里

「
も
っ
と
も
優
れ
た
地
域
」
 

と
賛
美
す
る
の
で
あ
る
。
 

「
平
成
十
年
度
」
 

ヤ
マ働
難
叙
桝
戦
に
敗
れ
帰
り
の
途
中
、
三
重
の
村
に
お
着
き
に
な
っ
た
と

き
に
、
ひ
ど
く
疲
れ
て
し
ま
っ
て
一
歩
も
前
進
で
き
な
く
な
り
、
故
郷
の

大
和
（
奈
良
県
）
を
偲
ん
で
、
次
の
よ
う
に
お
歌
い
な
っ
て
三
重
村
の
地

に
果
て
た
と
さ
れ
ま
す
。
 

ヤ

マ
ト
 

「
大
和
」
、
倭
は
 
国
の
ま
ほ
ろ
ば
、
 

ヤ

つ
ゴ

モ
 

た
な
づ
く
青
垣
 
山
隠
れ
る
 

倭
し
、
う
る
は
し
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