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＊

　
お
と
と
し
よ
り
去
年
、
去
年
よ
り
今
年
と
、
一
冬
ご
と
に
東
京
に
殖
え
て
来
た
も
の
に
河
豚
料
理
が
あ

る
。
街
の
灯
が
白
く
な
る
冬
に
な
る
と
、
河
豚
屋
の
か
ん
ば
ん
が
食
通
横
丁
に
俳
味
を
灯
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
県
令
を
以
て
、
「
河
豚
料
理
販
売
ヲ
禁
止
ス
」
の
県
は
、
今
で
も
地
方
に
あ
る
筈
で
あ
る
。
東
京
に
そ

の
制
が
解
か
れ
た
の
も
つ
い
近
年
の
こ
と
だ
そ
う
だ
。
僕
が
味
を
覚
え
た
の
は
、
六
、
七
年
前
で
、
多
分

直
木
の
好
み
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
う
、
わ
れ
わ
れ
達
で
雑
誌
を
出
そ
う
と
い
う
話
が
あ
り
、
新
橋
の
大
竹

に
集
ろ
う
と
い
う
の
で
行
っ
て
み
る
と
三
上
、
大
仏
、
佐
々
木
、
直
木
な
ど
の
連
中
が
、
雑
誌
の
話
な
ど

は
い
っ
こ
う
に
出
ず
に
、
箸
と
妓
と
杯
に
終
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
真
ん
中
に
い
た
の
が
、
錦
出
の
大
皿

に
紫
陽
花
の
ご
と
く
な
ら
べ
ら
れ
て
あ
る
僕
に
は
初
対
面
の
河
豚
の
肉
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
い
や
だ
と
い
う
の
に
、
こ
の
晩
、
ヒ
レ
酒
の
味
を
僕
に
覚
え
さ
せ
た
の
が
三
上
於
菟
吉
で
、
飲
ん
で
み

る
と
口
あ
た
り
が
い
い
、
こ
っ
ぷ
酒
な
ど
、
見
て
も
眩
い
を
催
す
僕
が
、
う
か
と
二
、
三
杯
や
っ
た
た
め

に
、
こ
の
夜
の
帰
り
途
、
君
子
の
過
ち
に
似
た
事
を
起
し
て
、
僕
は
旅
の
空
で
一
年
暮
し
て
し
ま
っ
た
。
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決
し
て
、
於
菟
吉
の
せ
い
で
は
な
い
、
や
っ
ぱ
り
河
豚
は
中
た
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
行
動
的
の
中あ
毒た
り
方
は
い
ろ
い
ろ
あ
ろ
う
が
、
食
後
三
十
分
間
後
、
す
ぐ
に  

死    

斑  

ジ
ア
ノ
ー
ゼ

を
顔
に
生
じ
る

よ
う
な
怖
れ
な
ど
は
、
絶
無
だ
と
僕
は
信
じ
る
ほ
う
の
組
だ
。
河
豚
を
こ
わ
が
っ
て
い
る
人
が
、
自
動
車

に
乗
っ
て
東
京
を
歩
く
な
ど
は
以
て
の
ほ
か
だ
ろ
う
。
下
ノ
関
の
大
吉
だ
か
春
帆
楼
か
で
、
頭
山
満
翁
が
、

卓
上
の
料
理
が
河
豚
だ
と
聞
く
と
、
い
き
な
り
起
っ
て
そ
れ
へ
小
便
し
た
と
い
う
話
は
あ
る
が
、
あ
の
頃

よ
り
は
、
河
豚
の
科
学
は
ず
っ
と
進
歩
し
て
い
る
。
危
険
率
も
今
日
の
都
会
の
如
く
で
な
か
っ
た
か
ら
、

河
豚
と
い
え
ど
避
け
て
通
る
理
由
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
長
州
の
旧
藩
制
度
に
は
、
家
士
に
し
て
河
豚
を
食
し
て
死
ん
だ
場
合
は
、
家
禄
没
取
、
家
名
断
絶
と
い

う
き
び
し
い
掟
が
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
萩
や
山
口
の
藩
士
が
河
豚
を
食
う
の
は
、
生
命
が
け
ど
こ
ろ
か
、

先
祖
末
代
が
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
せ
い
も
あ
ろ
う
が
、
ほ
ん
と
の
河
豚
料
理
法
は
こ
こ
で
発
達
し
た
も
の

だ
と
い
う
。
下
ノ
関
が
、
河
豚
の
本
場
の
よ
う
に
い
わ
れ
だ
し
た
の
は
、
河
豚
癖
の
あ
る
伊
藤
、
山
県
、

井
上
、
な
ど
の
維
新
の
元
勲
た
ち
が
、
お
国
物
を
阿
弥
陀
寺
町
で
鼓
吹
し
た
た
め
で
、
明
治
以
後
の
地
理

的
発
達
に
よ
る
の
だ
と
、
萩
の
河
豚
党
は
、
今
も
宗
家
を
も
っ
て
任
じ
て
い
る
。
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＊

　
出
雲
の
大
社
あ
た
り
で
は
、
旅
館
の
膳
に
も
河
豚
が
つ
く
そ
う
で
あ
る
。
山
陰
あ
た
り
で
も
冬
は
河
豚

が
盛
ん
に
供
さ
れ
る
そ
う
だ
が
、
ま
だ
裏
日
本
の
河
豚
は
僕
は
知
ら
な
い
。
「
な
め
ら
ふ
ぐ
」
と
い
う
種

類
で
、
ま
ず
い
と
い
う
人
も
あ
る
。
金
沢
の
卯
の
花
漬
は
、
焙
っ
て
食
べ
る
も
の
で
、
こ
れ
は
人
が
珍
重

が
る
。
萩
の
桜
漬
も
焼
い
て
食
う
の
で
あ
る
が
、
チ
リ
、
刺
身
を
思
っ
て
は
、
そ
の
味
は
遠
い
。

　
別
府
に
、
冬
を
半
月
ほ
ど
暮
し
て
い
た
間
、
晩
に
な
る
と
河
豚
を
た
の
し
ん
だ
が
、
味
も
よ
し
、
女
中

の
あ
し
ら
い
も
綺
麗
事
で
、
東
京
に
近
ご
ろ
殖
え
た
の
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
。
白
い
キ
モ
と
春
菊
の
真

っ
青
な
の
が
焜
炉
の
火
の
う
え
で
コ
ト
コ
ト
と
音
立
て
て
い
る
冬
の
夜
ほ
ど
温
か
に
囲
ま
れ
た
い
と
い
う

気
の
す
る
も
の
は
他
に
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
あ
れ
ほ
ど
美
味
い
と
い
う
河
豚
も
、
も
し
あ
の
刺
身
の
黄
橙
酢
に
添
え
る 

浅  

葱 

あ
さ
つ
き

と
、
チ
リ
鍋
に
入
れ

る
こ
れ
が
冬
の
畑
の
物
か
と
眼
を
醒
ま
す
よ
う
な
青
々
と
し
た
春
菊
が
な
け
れ
ば
、
僕
は
箸
を
出
す
気
に

な
れ
ま
い
と
思
う
。

　
そ
の
春
菊
は
、
東
京
の
八
百
屋
に
も
あ
る
が
、
か
ん
じ
ん
な
浅
葱
が
な
い
。
い
つ
ぞ
や
、
岩
崎
栄
が
電

話
で
今
夜
河
豚
を
持
っ
て
ゆ
く
か
ら
、
野
菜
の
添
え
物
は
そ
ち
ら
で
頼
む
と
か
け
て
来
た
。
新
聞
杜
か
ら
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提
げ
て
く
る
河
豚
な
ど
は
、
金
輪
際
迷
惑
の
い
た
り
だ
か
ら
断
る
と
い
う
と
、
馬
鹿
に
す
る
な
、
見
て
か

ら
も
の
を
申
し
て
も
ら
い
た
い
と
云
う
。
や
が
て
、
提
げ
て
来
た
の
を
見
る
と
、
木
箱
と
ブ
リ
キ
の
ハ
ン

ダ
付
で
三
重
に
密
閉
さ
れ
、
そ
の
間
は
氷
詰
に
な
っ
て
い
る
。
聞
け
ば
、
知
人
の
贈
り
物
で
下
ノ
関
か
ら

着
い
た
ば
か
り
だ
と
あ
る
。
春
菊
や
浅
葱
や
卸
し
も
の
ま
で
、
美
術
的
に
詰
め
て
あ
る
の
だ
。
こ
れ
な
ら

食
べ
る
と
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
来
客
も
入
れ
、
五
、
六
人
し
て
取
り
か
か
る
と
、
野
菜
物
が
先
か
ら
付
い
て

来
た
だ
け
の
分
で
は
足
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
女
中
を
八
百
屋
に
走
ら
せ
る
と
、
春
菊
は
あ
っ
た
が
、
浅
葱

に
な
る
と
、
ま
る
で
駄
目
だ
、
い
わ
ゆ
る
分
茎
わ
け
ぎ
と
い
う
似
て
非
な
る
も
の
で
、
特
有
の
香
が
な
い
し
、
あ

の
細
か
に
刻
ん
だ
こ
ぐ
ち
切
の
葉
の
粒
を
糸
切
歯
で
か
む
時
の
ピ
リ
と
し
た
薄
い
刺
戟
も
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
こ
ま
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
の
冬
、
河
豚
を
一
夕
や
る
と
癖
に
な
る
こ
と
だ
。
雪
も
よ
う
に
な
る
と
河
豚

を
思
う
、
灯
と
も
し
頃
に
な
る
と
河
豚
が
恋
し
く
な
る
。
河
豚
マ
ニ
ア
は
、
佐
久
間
と
か
、
大
隈
と
か
、

福
屋
と
か
あ
あ
い
う
一
流
河
豚
屋
の
余
り
に
潔
癖
す
ぎ
た
物
で
は
、
食
べ
た
よ
う
な
気
が
し
な
い
と
さ
え

云
っ
て
、
場
末
の
怪
し
げ
な
安や
値す
い
お
で
ん
や
兼
業
の
河
豚
屋
な
ど
へ
首
を
つ
ッ
込
み
、
近
海
も
の
の
ト

ラ
河
豚
の
水
っ
ぽ
い
の
を
食
べ
て
、
帰
り
途
に
、
中
風
の
な
り
か
か
り
み
た
い
に
、
唇
を
痙
攣
さ
せ
て
欣

ん
で
い
る
連
中
も
あ
る
。
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＊

　
分
析
科
学
で
は
、
毒
は
、
河
豚
の
卵
巣
が
主
で
、
肉
、
血
液
に
は
な
い
と
し
て
あ
る
が
、
い
ち
ば
ん
怖

い
の
は
、
日
数
の
経
っ
た
古
い
品
物
ら
し
い
。
学
者
の
発
表
に
は
ま
だ
見
あ
た
ら
な
い
が
、
大
隈
の
主
人

に
云
わ
せ
る
と
、
そ
の
卵
巣
よ
り
は
、
河
豚
の
ヒ
レ
の
下
や
腹
に
く
い
つ
い
て
い
る
微
小
な
寄
生
虫
が
猛

毒
そ
の
も
の
だ
と
説
を
為
し
て
い
る
。
そ
れ
を
料
理
人
仲
間
で
は
、
「
蝶
々
」
と
俗
に
云
っ
て
い
る
そ
う

だ
。
取
っ
て
壜
の
水
に
入
れ
て
あ
る
の
を
見
る
と
、
米
つ
ぶ
ぐ
ら
い
な
虫
で
、
な
る
ほ
ど
蝶
の
形
に
似
て

い
る
、
本
河
豚
に
も
、
ト
ラ
河
豚
に
も
い
る
が
、
ヒ
レ
に
付
い
て
い
る
の
は
ヒ
レ
の
色
を
し
て
い
る
し
、

腹
に
つ
い
て
い
る
の
は
腹
の
色
を
し
て
い
る
の
で
、
よ
ほ
ど
注
意
し
な
い
と
見
つ
か
ら
な
い
と
云
っ
て
い

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

「
大
草
家
料
理
書
」
に
、
ふ
ぐ
汁
料
理
に
、
し
き
み
の
木
、
古
屋
の
煤
、
堅
く
嫌
う
べ
し
。
と
あ
る
の
は
、

古
事
類
苑
や
、
そ
の
他
の
辞
書
類
に
も
、
よ
く
転
載
し
て
あ
る
が
、
ど
う
し
て
も
、
河
豚
と
、
し
き
み
の

木
と
、
古
屋
の
煤
と
は
い
け
な
い
の
か
、
僕
に
は
わ
か
ら
な
い
。

　
蘇
東
坡
が
食
べ
た
の
も
、
ふ
ぐ
汁
で
あ
っ
て
、
さ
し
身
で
は
な
い
ら
し
い
。
江
戸
時
代
の
料
理
書
に
も
、

さ
し
身
は
な
い
。
震
災
前
ま
で
人
形
町
あ
た
り
に
流
行
っ
て
い
た
「
し
ょ
う
さ
い
」
鍋
は
、
河
豚
の
一
種
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に
、
※
魚
し
ょ
う
さ
いと
い
う
名
が
あ
る
の
で
江
戸
人
に
つ
か
わ
れ
た
俗
語
で
あ
ろ
う
。
江
戸
人
は
ま
た
、
河
豚
の
異

名
を
鉄
砲
と
よ
ん
だ
が
、
銚
子
の
漁
師
は
、
富
籤
と
よ
ん
で
い
る
。
　
　
後
者
は
、
中
た
り
っ
こ
な
し
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊

　
毒
に
中
た
っ
た
場
合
は
、
昔
か
ら
口
伝
が
多
い
。
　
　
山
梔
子

く
ち
な
し

の
実
を
噛
ま
せ
る
と
吐
く
。
黒
砂
糖
を

白
湯
で
の
む
。
塩
の
汁
を
た
く
さ
ん
飲
む
。
樟
脳
を
湯
に
た
て
て
服
用
す
る
。
な
ど
は
松
屋
筆
記
の
記
載
。

今
の
料
理
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
茄
子
と
共
に
食
べ
る
と
中
た
ら
な
い
と
い
う
予
防
法
な
ど
が
云

い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
中
た
っ
て
も
、
土
中
に
生
き
埋
め
す
る
と
癒
る
と
い
う
伝
説
を
、
実
際
に
体
験
し

た
者
に
、
清
水
次
郎
長
と
、
角
力
の
福
柳
と
が
あ
る
。

　
下
ノ
関
あ
た
り
で
は
、
下
宿
の
お
か
み
さ
ん
が
、
魚
屋
か
ら
ぶ
ら
さ
げ
て
来
た
の
を
、
夕
方
の
台
所
で

じ
ゃ
ぶ
じ
ゃ
ぶ
や
っ
て
、
す
ぐ
下
宿
人
に
食
べ
さ
せ
る
ぐ
ら
い
だ
か
ら
な
ど
と
云
っ
て
、
素
人
が
そ
ん
な

真
似
を
し
た
ら
、
保
険
会
社
か
ら
自
殺
と
見
ら
れ
て
も
し
か
た
が
な
い
。

　
俳
人
で
は
青
木
月
斗
が
す
き
、
文
壇
人
で
は
久
米
正
雄
、
永
井
龍
男
、
三
上
於
菟
吉
、
女
優
の
山
路
ふ

み
子
も
た
べ
る
。
実
業
家
な
ど
に
マ
ニ
ア
が
多
い
ら
し
い
。
女
は
わ
り
あ
い
に
初
め
て
で
も
平
気
で
舌
に

載
せ
る
。
自
分
の
良
人
が
食
べ
て
い
る
の
に
食
べ
な
い
で
い
る
こ
と
は
、
貞
節
に
か
か
わ
る
と
思
う
の
か
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も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、 

怖  

々 

こ
わ
ご
わ

食
べ
て
い
る
の
で
は
真
味
が
舌
の
細
胞
へ
ゆ
き
届
く
筈
は
な
い
か
ら
、

河
豚
は
や
は
り
四
、
五
度
ぐ
ら
い
食
べ
て
み
な
い
と
味
は
わ
か
ら
な
い
も
の
と
云
え
よ
う
。
そ
し
て
、
そ

こ
に
至
る
と
、
ど
う
も
家
族
に
も
友
達
に
も
、
つ
い
こ
の
味
を
分
ら
せ
た
く
な
っ
て
僕
な
ど
は
自
分
で
も

い
け
な
い
と
思
う
。
い
く
ら
料
理
が
進
歩
し
て
も
、
や
は
り
毒
魚
で
あ
る
。
秋
里
随
筆
な
ど
も
、
備
後
鞆

ノ
津
の
名
物
ふ
ぐ
汁
を
紹
介
し
て
お
い
て
そ
の
末
尾
に
、

　
　
　
さ
れ
ど
、
主
親
に
つ
か
ふ
る
者
は
食
す
る
こ
と
な
か
れ
、
は
か
ら
ず
不
忠
不
孝
の
名
を
下
す
べ
し
、

且かつ
そ
の
人
品
を
損
な
ふ
こ
と
あ
り

　
と
誡
し
め
て
い
る
。

「
　
　
人
品
を
損
ふ
こ
と
あ
り
」
と
考
え
る
と
、
い
く
ら
馴
れ
て
も
や
は
り
実
は
微
か
に
こ
わ
い
。
量
を

慎
し
め
ば
よ
か
ろ
う
と
、
密
男
の
よ
う
に
少
し
ず
つ
た
し
な
む
こ
と
で
慰
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
聞
く
な

ら
く
坐
漁
荘
主
人
の
西
園
寺
公
も
、
甚
だ
こ
れ
を
好
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の
元
老
の
老
い
冷
え

が
ち
な
冬
の
夜
の
血
液
を
暖
め
る
に
役
立
て
ば
、
河
豚
も
ま
た
国
力
に
関
わ
り
が
あ
る
と
云
え
る
。
こ
れ

で
毒
が
な
か
っ
た
ら
な
ど
と
い
う
望
み
は
、
逸
民
の
慾
だ
、
ち
り
鍋
の
春
菊
が
赤
く
な
っ
た
頃
に
よ
く
出

る 

囈  

言 

た
わ
ご
と

で
あ
る
。
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　1983

（
昭
和58
）
年11

月

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
川
山
隆

2013

年5

月4

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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