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十
六
、
七
の
こ
ろ
、
わ
た
く
し
は
病
の
た
め
に
一
時
学
業
を
廃
し
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
も
し
こ
の
事
が
な
か
っ
た
な
ら
、
わ
た
く
し
は
今
日
の
よ
う
に
、

老
に
至
る
ま
で
閑
文
字

か
ん
も
じ

を
弄
も
て
あ
そぶ
が
如
き
遊
惰
ゆ
う
だ
の
身
と
は
な
ら
ず
、
一
家
の
主あ

人るじ
と
も
な
り
親
と
も
な
っ
て
、
人
間
並
の
一
生
涯
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
の

か
も
知
れ
な
い
。

　
わ
た
く
し
が
十
六
の
年
の
暮
、
と
い
え
ば
、
丁
度
日
清
戦
役
の
最
中
も
な
か
で
あ

る
。
流
行
感
冒
に
罹かか
っ
て
あ
く
る
年
の
正
月
一
ぱ
い
一
番
町
の
家
の
一
間
に

寝
て
い
た
。
そ
の
時
雑
誌
『
太
陽
』
の
第
一
号
を
よ
ん
だ
。
誌
上
に
誰
や
ら

の
作
っ
た
明
治
小
説
史
と
、 

紅  

葉  

山  
人 

こ
う
よ
う
さ
ん
じ
ん

の
短
篇
小
説
『
取
舵
』
な
ど
の

掲
載
せ
ら
れ
て
い
た
事
を
記
憶
し
て
い
る
。
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二
月
に
な
っ
て
、
も
と
の
よ
う
に
神
田
の
或
中
学
校
へ
通
っ
た
が
、
一
週

間
た
た
ぬ
中うち
ま
た
わ
る
く
な
っ
て
、
今
度
は
三
月
の
末
ま
で
起
き
ら
れ
な
か

っ
た
。
博
文
館
が
帝
国
文
庫
と
い
う
総
称
の
下
に
江
戸
時
代
の
稗
史
は
い
し
小
説
の

復
刻
を
な
し
始
め
た
の
は
そ
の
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
病
床
で

『  

真
書
太
閤
記  

し
ん
し
ょ
た
い
こ
う
き
』
を
通
読
し
、
つ
づ
い
て
『 

水 

滸 

伝 

す
い
こ
で
ん

』
、
『
西
遊
記
』
、

『
演
義
三
国
志
』
の
よ
う
な 

浩  

澣 

こ
う
か
ん

な
冊
子
を
よ
ん
だ
こ
と
を
記
憶
し
て
い

る
。
病
中
で
も
少
年
の
時
よ
ん
だ
も
の
は
生
涯
忘
れ
ず
に
い
る
も
の
ら
し
い
。

中
年
以
後
、
わ
た
く
し
は
、
機
会
が
あ
っ
た
ら
昔
に
読
ん
だ
も
の
を
も
う
一

度
よ
み
返
し
て
見
よ
う
と
思
い
な
が
ら
、
今
日
ま
で
ま
だ
一
度
も
そ
う
い
う

機
会
に
出
遇
わ
な
い
。

　
震
災
の
後
、  

上    

海  

シ
ャ
ン
ハ
イ

の
俳
優
が
歌
舞
伎
座
で
孫
悟
空
の
狂
言
を
演
じ
た
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こ
と
が
あ
っ
た
が
、
わ
た
く
し
は
そ
れ
を
看み
た
時
、
は
っ
き
り
原
作
の
『
西

遊
記
』
を
記
憶
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
『
太
平
記
』
の
事
が
話
頭
に
上

る
と
、
わ
た
く
し
は
今
で
も
「
落
花
の
雪
に
ふ
み
ま
よ
ふ
片
野
あ
た
り
の
桜

狩
」
と
、
海
道
下
り
の
一
節
を
暗
誦
し
て
人
を
驚
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
そ

の
代
り
書
き
か
け
て
い
る
自
作
の
小
説
の
人
物
の
名
を
忘
れ
た
り
ま
た
は
書

き
ち
が
え
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　
鶯
の
声
も
既
に
老
い
、
そ
ろ
そ
ろ
桜
が
さ
き
か
け
る
こ
ろ
、
わ
た
く
し
は

や
っ
と  

病    

褥  

び
ょ
う
じ
ょ
く
を
出
た
が
、
医
者
か
ら
転
地
療
養
の
勧
告
を
受
け
、
学
年

試
験
も
そ
の
ま
ま
打
捨
て
、
父
に
つ
れ
ら
れ
て
小
田
原
の
町
は
ず
れ
に
あ
っ

た 

足  

柄 

あ
し
が
ら

病
院
へ
行
く
事
に
な
っ
た
。
（
東
京
で
治
療
を
受
け
て
い
た
医
者

は  

神 

田 

神 

保 

町  

か
ん
だ
じ
ん
ぼ
う
ち
ょ
う

に
暢
春
医
院
の
札
を
出
し
て
い
た
馬
島
永
徳
と
い
う
学
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士
で
あ
っ
た
。
暢
春
医
院
の
庭
に
は
池
が
あ
っ
て
、
夏
の
末
に
は
紅
白
の
蓮

の
花
が
さ
い
て
い
た
。
そ
の
頃 

市  

中 

ま
ち
な
か

の
家
の
庭
に
池
を
見
る
こ
と
は
さ
し

て
珍
し
く
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
）

　
わ
た
く
し
は
三
カ
月
ほ
ど
外
へ
出
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、 

人 

力 

車 

じ
ん
り
き
し
ゃ

か
ら
新
橋
の  

停  
車  
場  

て
い
し
ゃ
じ
ょ
う

に
降
り
立
っ
た
時
、
人
か
ら
病
人
だ
と
思
わ
れ
は

せ
ぬ
か
と
、
そ
の
事
が
む
や
み
に
気
ま
り
が
わ
る
く
、
汽
車
に
乗
込
ん
で
か

ら
も
、
帽
子
を
眉
深
ま
ぶ
か
に
か
ぶ
り
顔
を
窗まど
の
方
へ
外そ
向む
け
て
、
ろ
く
ろ
く
父
と

も
話
を
せ
ず
に
い
た
。
国こ
府う
津づ
の
停
車
場
前
か
ら
は
そ
の
頃
既
に
箱
根
行
の

電
車
が
あ
っ
た
。
（
し
か
し
駅
と
い
う
語
は
ま
だ
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

。
）
病
院
に
着
い
て
、
二
階
の
一
室
に
案
内
せ
ら
れ
、
院
長
の
診
察
を
受
け

た
り
し
て
い
る
と
、
間
も
な
く
昼
飯
時
に
な
っ
た
。
父
は
病
院
の
食
物
を
口
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に
し
た
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
を
つ
れ
て
城
内
の
梅
園
に

昼
飯
を
食
べ
に
出
掛
け
た
。
そ
の
頃
、
小
田
原
の
城
跡
に
は
石
垣
や
堀
が
そ

の
ま
ま
残
っ
て
い
て
、
天
主
台
の
あ
っ
た
処
に
は
神
社
が
建
て
ら
れ
、
そ
の

傍
に 

葭 
簀 
張 

よ
し
ず
ば
り

の 

休 

茶 

屋 

や
す
み
ぢ
ゃ
や
が
あ
っ
て
、 

遠 

眼 

鏡 

と
お
め
が
ね

を
貸
し
た
。
わ
た
く
し

が
父
に
伴
わ
れ
て
行
っ
た
料
理
茶
屋
は
堀
端
に
生
茂
っ
た
松
林
の
か
げ
に
風

雅
な
柴
折
し
お
り
門
を
結
ん
だ 
茅  

葺 
か
や
ぶ
き

の
家
で
あ
っ
た
。
門
内
は
一
面
の
梅
林
で
、

既
に
盛
り
を
過
し
た
梅
の
花
は
今
し
も
紛
々
と
し
て
散
り
か
け
て
い
る
最
中

で
あ
っ
た
。
父
は
わ
た
く
し
が
立
止
っ
て
顔
の
上
に
散
り
か
か
る
落
梅
を
見

上
げ
て
い
る
の
を
顧
み
、
い
か
に
も
満
足
し
た
よ
う
な 

面  

持 

お
も
も
ち

で
、
古
人
の

句
ら
し
い
も
の
を
口
ず
さ
ん
で
聞
か
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
聞
き
取
れ

な
か
っ
た
。
後
年
に
至
っ
て
、
わ
た
く
し
は
大
田
南
畝

お
お
た
な
ん
ぼ
が
そ
の 

子  

淑 

し
し
ゅ
く

を
伴
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い
御
薬
園
の
梅
花
を
見
て
聯
句
れ
ん
く
を
作
っ
た
文
を
よ
ん
だ
時
、
小
田
原 

城  

址 

じ
ょ
う
し

の
落
梅
を
見
た
こ
の
日
の
事
を
思
出
し
て
言
知
れ
ぬ
興
味
を
覚
え
た
。

　
父
は
病
院
に
立
戻
る
と
間
も
な
く
、
そ
の
日
も
ま
だ
暮
れ
か
け
ぬ
中うち
、
急

い
で
東
京
に
帰
ら
れ
た
。
わ
た
く
し
は
既
に
十
七
歳
に
な
っ
て
い
た
が
、
そ

の
頃
の
中
学
生
は
今
日
と
は
ち
が
っ
て
、
日
帰
り
の
遠
足
よ
り
外ほか
滅
多
に
汽

車
に
乗
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
小
田
原
へ
来
た
の
も
無
論
こ
の
日
が
始
め
て

で
あ
っ
た
。
家
を
離
れ
て
一
人
病
院
の
一
室
に
夢
を
見
る
の
も
ま
た
始
め
て

で
あ
る
。
東
京
の
家
に
帰
っ
た
の
は
梅つ
雨ゆ
も
過
ぎ
て
庭
の
樹
に
蝉
の
声
を
聞

く
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
さ
れ
ば
始
め
て
逢
う
他
郷
の
暮
春
と
初
夏
と
の
風
景
は
、

病
後
の
少
年
に
幽
愁
の
詩
趣
な
る
も
の
を
教
え
ず
に
は
い
な
か
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
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病
院
は
町
は
ず
れ
の
小
高
い
岡
の
中
腹
に
建
て
ら
れ
て
い
た
の
で
、
病
室

の
窓
か
ら
も
寝
な
が
ら
に
し
て
、
曇
っ
た
日
に
も
伊
豆
の
山
影
を
望
み
、
晴

れ
た
日
に
は
大
嶋
の
烟
け
む
りを
も
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
庭
つ
づ
き
に
な
っ
た
後う

方しろ
の
丘
陵
は
、
一
面
の 

蜜 

柑 

畠 

み
か
ん
ば
た
け
で
、
そ
の
先
の
山
地
に
茂
っ
た
松
林
や
、

竹
藪
の
中
に
は
、
終
日
鶯
と 

頬  

白 

ほ
お
じ
ろ

と
が
囀
さ
え
ずっ
て
い
た
。
初
め 

一  

月 

ひ
と
つ
き

ば
か

り
の
間
は
、
一
日
に
二
、
三
時
間
し
か
散
歩
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
あ
ま
り
町
の
方
へ
は
行
か
ず
、
大
抵
こ
の
岡
の
上

の
松
林
を
歩
み
、
木
の
根
に
腰
を
か
け
て
、
箱
根 

双 

子 

山 

ふ
た
ご
や
ま

の
頂
き
を
往
来

す
る
雲
を
見
て
時
を
移
し
た
。
雲
の
往
来
ゆ
き
き
す
る
に
つ
れ
て
山
の
色
の
変
る
の

が
非
常
に
物
珍
し
く
思
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
病
室
に
ご
ろ
ご
ろ
し
て
い
る

間
は
、
貸
本
屋
の
持
っ
て
来
る
小
説
を
乱
読
す
る
よ
り
外
に
為
す
こ
と
は
な
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い
。

　
博
文
館
の
『
文
芸
倶ク
楽ラ
部ブ
』
は
そ
の
年
の
正
月
『
太
陽
』
と
同
時
に
第
一

号
を
出
し
た
の
で
、
わ
た
く
し
は
確
に
こ
れ
を
も
読
ん
だ
は
ず
で
あ
る
が
、

し
か
し
今
日
記
憶
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
、
帝
国
文
庫
の
『
京

伝
傑
作
集
』
や
一
九
の
『
膝
栗
毛
』
、
ま
た
は
円
朝
の
『
牡 

丹 

燈 

籠 

ぼ
た
ん
ど
う
ろ
う

』
や

『
塩
原
多
助
』
の
よ
う
な
も
の
は
、
貸
本
屋
の
手
か
ら
借
り
た
時
、
披ひら
い
て

見
た
そ
の
挿
絵
が
文
章
よ
り
も
か
え
っ
て
明
か
に
記
憶
に
留
と
ど
まっ
て
い
る
。

　
そ
の
頃
発
行
せ
ら
れ
て
い
た
雑
誌
の
中
で
、
最
も
高
尚
で
む
ず
か
し
い
も

の
と
し
て
尊
ば
れ
て
い
た
の
は
、
『
国
民
の
友
』
、
『
し
が
ら
み
草
紙
』
、

『
文
学
界
』
の
三
種
で
あ
っ
た
。
ま
だ
病
気
に
な
ら
ぬ
頃
、
わ
た
く
し
は
同

級
の
友
達
と
連
立
っ
て
、
神
保
町
の
角
に
あ
っ
た
中
西
屋
と
い
う
書
店
に
行
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き
、
そ
れ
ら
の
雑
誌
を
買
っ
た
事
だ
け
は
覚
え
て
い
る
が
、
記
事
に
つ
い
て

は
何
一
つ
記
憶
し
て
い
る
も
の
は
な
い
。
中
西
屋
の
店
先
に
は
そ
の
頃
武
蔵

屋
か
ら
発
行
し
た
近
松
の
浄
瑠
璃
、
西
鶴
の
好
色
本
が
並
べ
ら
れ
て
あ
っ
た

が
、
こ
れ
も
表
紙
を
見
た
だ
け
で
買
い
は
し
な
か
っ
た
。
わ
た
く
し
が
十
六
、

七
の
時
の
読
書
の
趣
味
は
極
め
て
低
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
四
カ
月
ほ
ど
小
田
原
の
病
院
に
い
る
間
読
ん
だ
も
の
は
、
ま
ず
講
談
筆
記

と
馬
琴
の
小
説
に
限
ら
れ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
後
年
芝
居
を

見
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
講
談
筆
記
で
覚
え
た
話
の
筋
道
は
非
常
に
役
に

立
っ
た
。

　
東
京
の
家
か
ら
は
英
語
の
教
科
書
に
使
わ
れ
て
い
た
ラ
ム
の
『
沙
翁
さ
お
う
物
語

』
、
ア
ー
ビ
ン
グ
の
『
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
』
と
を
送
り
届
け
て
く
れ
た
の
で
、
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折
々
字
引
と  

首    

引  

く
び
ッ
ぴ
き

を
し
た
こ
と
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
。

　
わ
た
く
し
は
今
日
の
中
学
校
で
は
英
語
を
教
え
る
の
に
如
何
な
る
書
物
を

用
い
て
い
る
か
全
く
不
案
内
で
あ
る
。
中
学
校
で
英
語
を
教
え
る
こ
と
は
有

害
無
益
だ
と
い
う
説
も
だ
ん
だ
ん
盛
に
な
っ
て
来
る
よ
う
で
あ
る
。
思
出
す

ま
ま
に
、
わ
た
く
し
た
ち
が
三
、
四
十
年
前
中
学
校
で
よ
ん
だ
英
文
の
書
目

を
挙
げ
て
見
る
の
も
ま
た
一
興
で
あ
ろ
う
。
そ
の
頃
、
英
語
は
高
等
小
学
校

の
三
、
四
年
頃
か
ら
課
目
に
加
え
ら
れ
て
い
た
。
教
科
書
は
米
国
の
『
ナ
シ

ョ
ナ
ル
・
リ
ー
ダ
ー
』
で
あ
っ
た
。
中
学
校
に
進
ん
で
、
一
、
二
年
の
間
は

そ
の
頃
新
に
文
部
省
で
編
纂
し
た
英
語 
読  

本 
と
く
ほ
ん

が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
書
名

は
今
覚
え
て
い
な
い
。
こ
の
読
本
は
英
国
人
の
教
師
が
生
徒
の
発
音
を
正
し

く
す
る
た
め
に
用
い
た
の
で
、
訳
読
に
は
日
本
人
の
教
師
が
別
の
書
物
を
用
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い
た
。
そ
の
中
で
記
憶
に
残
っ
て
い
る
も
の
は
、
マ
コ
ー
レ
ー
の
ク
ラ
イ
ブ

の
伝
。
パ
ア
レ
ー
の
『
万
国
史
』
。
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
『
自
叙
伝
』
。
ゴ
ー

ル
ド
ス
ミ
ス
の
『
ウ
ェ
ー
ク
フ
ィ
ル
ド
の
牧
師
』
。
そ
れ
か
ら
サ
ー
・
ロ
ジ

ャ
ス
・
デ
カ
バ
リ
イ
。
巴
里
屋
根
裏
の
学
者
の
英
訳
本
な
ど
で
あ
る
。
中 

な
か
む

村 

敬 

宇 

ら
け
い
う

先
生
が
漢
文
に
訳
せ
ら
れ
た
『  

西
国
立
志
編  

さ
い
ご
く
り
っ
し
へ
ん
』
の
原
書
も
た
し

か
読
ん
だ
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。

　
中
学
を
出
て
、
高
等
学
校
の
入
学
試
験
を
受
け
る
準
備
に
と
、
わ
た
く
し

た
ち
は 

神  

田  

錦  

町 

か
ん
だ
に
し
き
ち
ょ
う
の
英
語
学
校
へ
通
っ
た
時
、
始
め
て
ヂ
ッ
ケ
ン
ス
の

小
説
を
よ
ん
だ
。

　
話
は
前
へ
も
ど
っ
て
、
わ
た
く
し
は
七
月
の
初
東
京
の
家
に
帰
っ
た
が
、

間
も
な
く
学
校
は
例
年
の
通
り
暑
中
休
暇
に
な
る
の
で
、
家
の
人
た
ち
と
共
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に
逗ず
子し
の
別
荘
に
往ゆ
き
九
月
に
な
っ
て
始
め
て
学
校
へ
出
た
。
し
か
し
こ
れ

ま
で
幾
年
間
同
じ
級
に
い
た
友
達
と
は
一
緒
に
な
れ
ず
、
一
つ
下
の
級
の
生

徒
に
な
っ
た
の
で
、
以
前
の
よ
う
に
学
業
に
興
味
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
。

休
課
の
時
間
に
も
わ
た
く
し
は
一
人
運
動
場
の
片
隅
で
丁
度
そ
の
頃
覚
え
初

め
た
漢
詩
や
俳
句
を
考
え
て
ば
か
り
い
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
根
岸
派
の
新
俳
句
が
流
行
し
始
め
た
の
は
丁
度
そ
の
時
分
の
事
で
、
わ
た

く
し
は
『
日
本
』
新
聞
に
連
載
せ
ら
れ
た
子し
規き
の
『
俳
諧
大
要
』
の
切
抜
を

帳
面
に
張
り
込
み
、 

幾  

度 

い
く
た
び

と
な
く
こ
れ
を
読
み
返
し
て
俳
句
を
学
ん
だ
。

　
漢
詩
の
作
法
は
最
初
父
に
就つ
い
て
学
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
父
の
手
紙
を
持
っ

て 

岩  

渓  

裳  

川 

い
わ
た
に
し
ょ
う
せ
ん
先
生
の
門
に
入
り
、
日
曜
日
ご
と
に
『
三
体
詩
』
の
講
義

を
聴
い
た
の
で
あ
る
。
裳
川
先
生
は
そ
の
頃
文
部
省
の
官
吏
で
市
ヶ
谷
見
附
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に
近
い
四
番
町
の
裏
通
り
に
住
ん
で
お
ら
れ
た
。
玄
関
か
ら 

縁  

側 

え
ん
が
わ

ま
で
古

本
が
高
く
積
ん
で
あ
っ
た
の
と
、
床とこ
の
間ま
に
高
さ
二
尺
ば
か
り
の
孔
子
の
坐

像
と
、
ま
た
外
に
二
つ
ば
か
り
同
じ
よ
う
な
木
像
が
置
か
れ
て
あ
っ
た
事
を
、

わ
た
く
し
は
今
で
も
忘
れ
ず
に
お
ぼ
え
て
い
る
。

　
わ
た
く
し
は
裳
川
先
生
が
講
詩
の
席
で
、
始
め
て
亡
友
井
上
唖
々

い
の
う
え
あ
あ
君
を
知

っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
頃
作
っ
た
漢
詩
や
俳
句
の
稿
本
は
、
昭
和
四
年
の
秋
感
ず
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
、
成
人
の
後
作
っ
た
い
ろ
い
ろ
の
原
稿
と
共
に
、
わ
た
く
し
は
悉

こ
と
ご
と

く
こ
れ
を 

永 

代 

橋 

え
い
た
い
ば
し
の
上
か
ら
水
に
投
じ
た
の
で
、
今
記
憶
に
残
っ
て
い
る

も
の
は
一
つ
も
な
い
。

　
わ
た
く
し
は
或
雑
誌
の
記
者
か
ら
、
わ
た
く
し
の
少
年
時
代
の
事
を
問
わ
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れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
後
に
そ
の
事
を
思
出
し
て
こ
の
記
を
書
い
て
見

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
過
去
を
語
る
の
は
、
覚
め
た
後
前
夜
の
夢
を
尋
ね
て
、

こ
れ
を
人
に
向
っ
て
説
く
の
と
同
じ
で
あ
る
。

　
鴎
外
先
生
が
『
私
が
十
四
、
五
歳
の
時
』
と
い
う
文
に
、
「
過
去
の
生
活

は
食
っ
て
し
ま
っ
た
飯
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
飯
が
消
化
せ
ら
れ
て
生
き

た
汁
に
な
っ
て
、
そ
れ
か
ら
先
の
生
活
の
土
台
に
な
る
と
お
り
に
、
過
去
の

生
活
は
現
在
の
生
活
の
本もと
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
か
ら
先
の
、
未
来
の

生
活
の
本
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
生
活
し
て
い
る
も
の
は
、
殊
に
体
が
丈

夫
で
生
活
し
て
い
る
も
の
は
、
誰
も
食
っ
て
し
ま
っ
た
飯
の
事
を
考
え
て
い

る
余
裕
は
な
い
。
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
全
く
そ
の
通
り
で
あ
る
。

　
い
ま
現
在
の
生
活
か
ら
そ
の
土
台
に
な
っ
て
い
る
過
去
の
生
活
を
正
確
に
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顧
み
て
、
こ
れ
を
誤
り
な
く
記
述
す
る
事
は
容
易
で
な
い
。  

糞    

尿  

ふ
ん
に
ょ
う

を
分

析
す
れ
ば
飲
食
し
た
物
の
何
で
あ
っ
た
か
は
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、

食
っ
た
刹
那
せ
つ
な
の
香
味
に
至
っ
て
は
、
こ
れ
を
語
っ
て
人
を
し
て 

垂  

涎 

す
い
ぜ
ん

三
尺

た
ら
し
む
る
に
は
、
優
れ
た
る
弁
舌
が
入
用
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

わ
た
く
し
に
は
こ
の
弁
舌
が
な
い
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

乙  

亥 

い
つ
が
い

正
月
記
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
荷
風
随
筆
集
（
下
）
」
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店

　
　
　1986
（
昭
和61

）
年11

月17

日
第1

刷
発
行

　
　
　2007

（
平
成19

）
年7

月13

日
第23

刷
発
行

底
本
の
親
本
：
「
荷
風
随
筆
　
一
〜
五
」
岩
波
書
店

　
　
　1981

（
昭
和56
）
年11
月
〜1982

（
昭
和57

）
年3

月

※
底
本
は
、
物
を
数
え
る
際
や
地
名
な
ど
に
用
い
る
「
ヶ
」
（
区
点
番
号5-

86

）
を
、
大
振
り
に
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
阿
部
哲
也

19



2010

年3

月9

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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