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①
 
こ
の
稿
は
、
多
く
の
方
々
か
ら
、
鮨
野
町
の
こ
と
ば
を
教
え
ら
れ
た
う
え
で
、
仕
上
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
方
々
の
お
名
 
 
 

前
は
記
さ
な
い
が
、
こ
こ
に
そ
の
旨
を
述
べ
て
感
謝
の
気
持
ち
を
表
し
た
い
と
思
う
。
 
 

①
 
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
例
ほ
、
い
ず
れ
も
、
私
の
耳
で
開
き
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
中
に
は
、
昭
和
十
年
代
の
も
の
も
あ
る
け
 
 
 

れ
ど
も
、
そ
れ
ほ
、
私
が
熊
野
町
で
生
活
し
て
い
た
と
き
の
記
憶
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

③
 
こ
こ
に
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
ば
の
例
は
、
カ
タ
カ
ナ
を
用
い
て
、
発
音
の
通
り
に
表
記
し
て
い
る
。
 
 

た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
音
声
符
号
を
用
い
た
場
合
も
あ
る
。
 
 

①
 
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
カ
タ
カ
ナ
書
き
の
右
側
に
傍
線
を
付
し
て
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
傍
線
の
付
し
て
あ
る
部
分
は
、
音
の
高
 
 
 

い
部
分
を
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
㌧
の
符
号
は
、
音
が
上
昇
す
る
こ
と
を
表
わ
す
。
 
 

⑤
 
年
齢
層
の
区
分
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
区
分
し
た
時
点
は
、
昭
和
六
十
年
度
と
し
て
い
る
。
 
 

老
年
層
 
六
五
歳
以
上
 
 

中
年
層
 
三
五
歳
以
上
 
 

青
年
層
一
八
歳
以
上
 
 

少
年
層
一
七
歳
以
下
 
 

第
〓
早
 
熊
野
町
に
お
け
る
こ
と
ば
の
生
活
－
方
言
－
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芸
国
の
中
に
位
置
し
て
い
た
た
め
、
「
ア
キ
ホ
ー
ゲ
ソ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
．
 
 
 

こ
れ
ま
で
に
、
熊
野
町
の
こ
と
ば
が
、
特
に
対
象
と
さ
れ
て
、
人
の
口
に
の
ぽ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
「
ク
マ
バ
ノ
 
コ
ト
バ
」
と
は
 
 

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
熊
野
町
の
人
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
使
用
し
て
い
る
こ
と
ば
を
指
し
て
述
べ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
 
 

他
地
の
人
々
か
ら
、
特
に
「
ク
マ
ハ
ノ
 
コ
ト
バ
」
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
は
、
は
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
、
 
 

「
熊
野
方
言
」
と
し
て
、
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
研
究
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
鯖
野
町
の
生
活
の
こ
と
 
 

ば
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
熊
野
町
方
言
の
性
格
が
、
「
安
芸
方
言
」
あ
る
い
は
「
広
島
方
言
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
方
言
中
に
存
す
る
一
 
 

町
、
そ
の
一
町
と
し
て
の
方
言
上
の
特
徴
は
有
し
て
い
て
も
、
熊
野
町
方
言
と
し
て
の
独
自
性
を
、
そ
れ
ほ
ど
濃
厚
に
示
し
て
は
い
 
 

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
熊
野
町
方
言
は
、
安
芸
方
言
の
特
徴
ほ
有
し
て
い
て
も
、
特
に
 
 

熊
野
町
方
言
独
自
と
い
え
る
よ
う
な
特
徴
を
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
有
し
て
い
な
い
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
現
状
に
お
い
 
 

て
ほ
熊
野
町
で
し
か
開
か
れ
な
く
な
っ
た
事
象
、
あ
る
い
は
熊
野
町
独
自
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
事
象
も
な
く
ほ
な
 
 

い
。
こ
れ
ら
に
注
目
し
つ
つ
、
以
下
の
記
述
を
進
め
て
み
ょ
う
。
 
 

熊
野
町
方
言
は
、
全
国
か
ら
見
る
と
、
ど
う
い
う
位
置
に
あ
る
か
。
そ
れ
が
、
安
芸
方
言
の
 
 
全
国
か
ら
見
た
熊
野
方
言
の
位
置
 
 

中
に
あ
る
こ
と
ほ
い
う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

熊
野
こ
と
ば
（
熊
野
方
言
）
と
は
 
 

Ⅰ
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第
一
節
 
熊
野
町
の
万
言
 
 
 

熊
野
町
は
、
広
島
県
の
一
町
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
輪
野
こ
と
ば
は
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
ベ
ン
」
の
 
 

一
つ
で
あ
る
。
ま
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
叫
－
ゲ
ソ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
古
く
は
山
陽
道
安
 
 



「
南
島
方
言
 
 
 

こ
の
裏
の
中
に
、
「
安
芸
方
言
」
と
い
う
語
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
安
芸
方
言
が
「
山
陽
万
言
」
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
ほ
い
 
 

う
ま
で
も
な
い
。
「
山
陽
方
言
」
は
、
「
山
陰
方
言
」
ま
た
そ
の
う
ち
の
 
「
雲
伯
方
言
」
と
も
対
立
し
て
い
る
。
 
 
 

「
雲
伯
方
言
」
に
ほ
、
「
列
〓
ダ
ラ
ー
。
」
（
そ
う
だ
ろ
う
。
）
の
よ
う
に
、
開
音
合
音
の
区
別
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
古
 
 

く
「
ア
ウ
」
．
と
発
音
し
て
い
た
も
の
が
、
「
オ
ー
」
と
な
ら
ず
に
「
ア
ー
」
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
開
音
と
い
 
 

い
、
「
オ
ウ
」
と
発
音
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
「
オ
ー
」
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
合
音
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
両
者
 
 

の
発
音
上
の
区
別
の
あ
る
こ
と
を
開
音
合
音
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
雲
伯
万
言
に
は
、
H
母
音
が
、
い
わ
 
 

ゆ
る
中
吉
母
音
の
H
に
発
音
さ
れ
る
な
ど
、
数
多
く
の
特
色
が
存
す
る
。
安
芸
方
言
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
象
ほ
存
し
な
い
。
 
 
 

雲
伯
地
方
と
呼
ば
れ
る
出
雲
、
伯
香
の
地
域
も
山
陰
地
域
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
地
域
の
方
言
が
特
異
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
 
 

ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
山
陽
地
方
に
対
立
す
る
山
陰
地
方
一
般
の
方
言
、
す
な
わ
ち
山
陰
方
言
は
、
山
陽
方
言
と
異
な
っ
て
い
る
 
 

箪
〓
阜
 
熊
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－
 
 
 

・
 
£
 
分
派
・
系
脈
か
ら
の
見
方
 
 
 

安
芸
方
言
が
、
国
の
西
半
の
地
域
方
言
の
一
つ
で
あ
る
、
「
西
部
方
言
」
の
中
に
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
藤
原
与
一
 
 

氏
の
「
日
本
語
方
言
分
派
表
」
（
『
方
言
学
』
三
省
党
、
一
九
六
二
年
）
に
ょ
る
と
、
そ
れ
は
次
の
表
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 
 

日
本
語
方
言
1
 
 

－
内
地
方
言
－
 
 
 －

東
部
方
言
 
 

1
 

関
西
方
言
－
 
 

－
西
国
方
言
 
（
九
州
方
言
）
 
 

ー
 
北
陸
方
言
 
 

1
 近
畿
方
言
 
 

－
四
国
方
言
 
 

－
中
国
方
言
熊
山
陽
万
言
・
山
陰
方
言
・
雲
伯
方
言
》
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で
あ
ろ
う
か
。
広
島
県
北
部
の
山
県
郡
な
ど
で
は
、
山
陰
と
同
じ
よ
う
に
、
「
こ
れ
は
0
0
ダ
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
ダ
」
を
使
っ
て
 
 

い
る
。
石
見
地
域
で
も
鳥
取
県
因
幡
地
域
で
も
、
「
ダ
」
を
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
山
陰
と
山
陽
と
の
間
に
は
、
や
は
り
大
き
な
 
 

差
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
 
 
 

「
備
後
バ
ー
バ
ー
、
安
芸
ガ
ラ
ス
」
と
い
う
諺
が
あ
る
。
備
後
方
言
で
は
、
「
雨
バ
ー
（
ば
か
り
）
降
る
」
の
よ
う
聖
一
口
う
と
い
う
 
 

特
徴
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
安
芸
方
言
の
特
徴
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
指
し
て
い
る
。
 
 
 

○
ホ
イ
デ
 
到
－
コ
「
叫
テ
 
シ
可
＝
ダ
 
イ
カ
㌧
（
そ
れ
で
、
は
れ
、
困
っ
て
し
ま
っ
た
よ
ね
え
。
熊
野
町
、
老
男
↓
々
）
 
 
 

こ
の
文
中
の
「
カ
1
」
ほ
、
心
情
を
こ
め
て
、
そ
の
主
情
的
な
思
い
を
そ
の
ま
ま
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
二
本
当
に
、
こ
の
 
 

通
り
」
と
い
う
気
持
が
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
カ
ー
」
を
文
表
現
の
途
中
で
多
用
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
カ
ラ
ス
 
 

に
た
と
え
て
、
「
安
芸
ガ
ラ
ス
」
と
呼
ん
で
い
る
の
が
、
上
述
の
諺
で
あ
る
。
備
後
方
言
と
安
芸
方
言
と
の
差
の
特
徴
的
事
象
を
よ
 
 

く
表
わ
し
て
い
る
。
 
 
 

安
芸
と
境
を
接
す
る
山
口
県
の
周
防
と
の
間
に
も
大
き
な
差
が
認
め
ら
れ
る
。
周
防
に
一
歩
入
る
と
、
「
ノ
ン
タ
（
ね
え
）
」
が
、
老
 
 

人
の
口
か
ら
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
安
芸
以
東
で
は
、
 
 

㌧
 
 
 

○
サ
刃
イ
ユ
テ
 
引
ヨ
ツ
タ
 
デ
。
（
寒
い
と
い
っ
て
い
た
よ
。
熊
野
町
、
育
男
↓
々
）
 
 

の
よ
う
に
、
「
と
い
っ
て
」
と
い
う
言
い
方
で
、
「
ト
」
が
抜
け
て
い
た
り
、
「
ユ
ー
テ
ユ
ー
タ
」
の
よ
う
に
重
ね
て
用
い
た
り
す
る
 
 

傾
向
が
強
い
。
い
わ
ゆ
る
「
ト
抜
け
」
事
象
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
周
防
で
は
、
「
～
チ
エ
ー
テ
」
の
よ
う
に
、
「
上
 
 

の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
 
 
 

安
芸
と
海
を
隔
て
た
四
国
地
方
の
方
言
と
ほ
、
ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
近
 
 

畿
寄
り
の
事
象
を
数
多
く
も
つ
四
国
方
言
と
安
芸
方
言
と
の
間
に
は
、
異
質
的
と
も
い
え
る
差
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
の
状
況
が
、
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図1－1－1金田一春彦の区画（『日本の方言区画』による）  

右
に
示
し
た
「
日
本
語
方
言
分
派
哀
」
に
も
見
て
と
れ
る
わ
け
 
 

で
あ
る
。
 
 

S
 
周
囲
論
か
ら
の
見
方
 
 
 

日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
を
中
心
に
し
て
、
金
田
一
春
彦
 
 

氏
は
日
本
語
諸
方
言
を
、
内
輪
方
言
、
中
輪
方
言
、
外
輪
方
 
 

言
、
南
島
方
言
の
よ
う
に
地
域
区
分
を
し
て
い
る
。
内
輪
方
言
 
 

と
は
、
日
本
の
国
の
、
こ
と
ば
の
中
心
で
あ
っ
た
京
都
を
中
心
 
 

と
す
る
地
域
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
次
に
、
そ
の
外
側
を
と
 
 

り
ま
く
地
域
を
中
輪
方
言
と
い
う
。
外
輪
方
言
と
は
、
九
州
の
 
 

大
半
、
東
北
地
方
の
大
半
を
い
う
。
南
島
の
島
々
を
除
く
、
最
 
 

も
外
側
の
地
域
で
あ
る
。
金
田
一
氏
の
地
域
区
分
の
地
図
を
示
 
 

せ
ば
、
上
の
図
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
 
 

安
芸
方
言
は
、
こ
の
う
ち
の
中
輪
方
言
に
含
ま
れ
る
。
金
田
 
 

一
氏
の
区
画
に
つ
い
て
、
氏
が
表
の
形
で
示
し
て
い
る
も
の
の
 
 

う
ち
、
中
輪
方
言
に
つ
い
て
の
地
域
区
分
を
引
用
す
る
と
、
次
 
 

の
よ
う
で
あ
る
。
 
 

弼
 
標
準
乙
種
方
言
 
 

1
 
東
日
本
中
輪
方
言
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2
 
西
日
本
中
輪
方
言
 
 

・
1
濃
尾
方
言
 
 

‖
1
1
十
津
川
・
北
山
方
言
 
 

…
1
1
1
中
国
方
言
（
但
馬
と
丹
後
の
一
部
を
含
む
）
 
 

．
Ⅳ
四
国
澗
南
地
方
方
言
 
 

Ⅴ
九
州
東
北
部
方
言
 
 

㈲
 
擬
甲
種
方
言
 
 

1
 
北
陸
方
言
（
佐
渡
を
含
み
、
越
後
と
能
登
を
含
ま
な
い
）
 
 

2
 
赤
穂
方
言
・
長
浜
方
言
、
そ
の
他
近
畿
周
辺
の
方
言
 
 

3
 
熊
野
滞
沿
岸
地
域
の
方
言
 
 

4
 
四
国
の
東
西
宇
和
地
方
の
方
言
 
 
（
金
田
一
春
彦
「
私
の
方
言
区
画
」
、
『
日
本
の
方
言
区
画
』
東
京
堂
、
一
九
六
四
年
所
収
）
 
 
 

こ
の
金
田
一
氏
の
方
言
区
画
論
は
、
柳
田
国
男
氏
の
周
悶
論
と
相
似
た
も
の
で
あ
る
。
柳
田
氏
は
、
「
か
た
つ
む
り
」
と
い
う
語
 
 

詞
を
も
っ
て
、
国
の
中
央
地
域
で
あ
る
京
都
二
帯
か
ら
、
四
方
に
そ
の
語
詞
が
波
及
し
て
行
っ
た
と
い
う
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
い
 
 

る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
周
辺
の
地
方
に
こ
そ
、
古
い
こ
と
ば
が
多
く
残
存
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
金
田
一
氏
 
 

の
説
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
基
本
に
し
て
立
説
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
、
京
都
を
中
心
と
す
る
地
域
の
方
言
ほ
ど
「
保
守
的
性
格
を
も
 
 

ち
、
遠
隔
の
も
の
ほ
ど
そ
れ
か
ら
崩
れ
発
展
し
て
行
っ
た
姿
を
宣
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
両
説
は
、
相
反
す
る
現
象
を
論
証
し
た
 
 

か
の
よ
う
に
う
け
と
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
相
反
す
る
も
の
で
ほ
な
い
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
央
語
と
い
え
ど
も
古
 
 

く
か
ら
の
伝
統
を
保
持
す
る
と
と
も
に
、
自
己
改
新
し
っ
つ
あ
る
。
ま
た
、
地
方
の
方
言
も
、
常
に
中
央
語
の
影
響
の
み
を
受
け
る
 
 
 



も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
中
に
改
新
す
る
力
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

熊
野
町
の
方
言
は
、
金
田
一
氏
の
い
う
中
輪
方
言
に
位
置
す
る
。
そ
れ
ほ
、
濃
尾
方
言
・
十
浮
川
方
言
な
ど
と
並
立
的
な
関
係
に
 
 

あ
る
と
い
う
。
 
 
 

○
モ
ー
オ
ッ
副
1
ソ
ワ
 
割
チ
ョ
ン
サ
ル
ケ
ー
ベ
ヨ
 
イ
キ
ン
サ
イ
 
ヤ
㌧
（
も
う
お
じ
さ
ん
は
釆
て
い
な
さ
る
か
ら
、
早
く
行
 
 

き
な
さ
い
よ
。
 
中
女
1
老
男
）
 
 
 

熊
野
町
で
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
よ
う
な
「
～
ン
サ
ル
」
と
同
様
な
「
～
ソ
サ
ル
」
が
岐
阜
県
下
に
広
く
用
い
ら
れ
て
 
 

モ
チ
†
イ
 
い
る
。
ま
た
、
「
餅
米
」
と
い
う
と
き
、
京
葉
濃
の
土
岐
市
、
多
治
見
市
一
帯
で
は
「
モ
チ
マ
ー
」
と
い
い
、
「
大
工
」
 
を
 
「
ダ
ー
 
 

ク
」
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
広
島
県
の
安
芸
地
方
で
も
、
「
赤
い
」
を
「
7
引
」
、
「
な
い
」
を
「
刃
－
」
と
い
う
。
時
に
は
、
 
 

「
大
工
」
を
「
列
〓
ク
」
の
よ
う
に
い
う
人
も
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
珂
と
い
う
母
音
の
並
び
が
、
河
と
な
っ
て
い
る
事
象
で
あ
る
。
一
 
 

方
、
名
古
畳
地
方
で
ほ
、
こ
れ
ら
の
事
象
が
「
ア
ニ
ー
」
と
発
音
さ
れ
て
い
る
こ
と
ほ
有
名
で
あ
る
。
「
ダ
工
1
ク
」
の
よ
う
に
い
 
 

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
広
島
県
で
も
備
後
地
域
で
は
、
「
列
司
－
ク
」
の
よ
う
に
い
う
。
国
の
中
央
部
か
ら
東
に
離
れ
て
い
る
美
 
 

濃
と
、
西
に
離
れ
て
い
る
安
芸
・
術
後
と
の
近
親
性
も
う
か
が
え
る
。
 
 
 

熊
野
町
の
こ
と
ば
は
、
国
の
中
央
か
ら
西
に
離
れ
た
安
芸
の
一
地
の
も
の
と
し
て
存
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
ば
は
、
 
 

か
つ
て
国
の
中
央
で
あ
っ
た
京
都
を
中
心
と
す
る
地
域
の
方
言
の
影
響
を
う
け
つ
つ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
語
詞
で
 
 

も
、
「
シ
ソ
ロ
イ
」
（
身
体
が
き
つ
い
）
、
「
ケ
ナ
吊
－
」
（
羨
し
い
）
な
ど
、
か
つ
て
中
央
語
で
あ
っ
た
り
、
現
在
も
そ
う
で
あ
っ
た
り
す
 
 

る
も
の
が
、
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た
り
す
る
。
と
同
時
に
、
「
タ
彗
レ
ー
。
」
（
運
べ
。
）
な
ど
の
よ
う
に
、
他
の
地
域
で
は
聞
か
れ
な
 
 

い
独
自
た
こ
と
ば
を
生
ん
で
い
る
。
変
化
・
変
動
の
末
が
、
現
況
の
熊
野
町
方
言
だ
と
し
て
も
、
い
っ
た
い
、
そ
こ
に
、
ど
れ
は
ど
 
 

の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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熊
野
町
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け
る
こ
と
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－
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