


足
よ
ろ
け
い
ず
こ
に
亀
の
鳴
き
ゐ
る
や

薄
氷
の
消
え
て
櫓
を
逆
さ
に
す

ブ
ラ
ジ
ル
の
マ
ナ
ウ
ス
は
夏
さ
か
ん
と
か

ご
先
祖
の
位
牌
拭
ひ
ぬ
彼
岸
前

朧

か

な

海

人

の

末

裔

な

る

眼

あ
た
た
か
く
な
れ
ば
会
は
う
と
名
残
雪

春
雪
や
米
澤
け
ふ
も
地
震
あ
り
と

湖
の
ご
と
く
に
黄
河
猫
や
な
ぎ

石
鹸
玉
の
裏
側
見
ゆ
る
目
を
病
ん
で

三
十
年
も
そ
こ
に
来
て
ゐ
る
鯉
幟

白

川

の

夜

桜

橋

を

渡

り

け

り

家
こ
ぼ
つ
埃
に
春
の
雨
し
き
り

柳
の
芽
柳
川
水
路
め
ぐ
る
か
な

白
魚
を
覗
き
込
む
子
の
虎
刈
り
ぞ

春
蘭
を
折
り
取
る
祖
母
の
里
帰
り

春
日
差
し
背
に
大
仏
殿
を
去
る

三
椏
や
こ
の
山
売
る
と
父
言
へ
り

う
つ
う
つ
と
日
の
当
た
り
た
る
雪
柳

神
戸
に
は
青
い
山
脈
笑
ひ
そ
む

雪
柳
束
ね
て
少
女
め
き
に
け
り

竜
宮
の
行
き
も
帰
り
も
春
の
夢

父
の
山
　
◎
　
山
田
六
甲
　



初
山
河
　
◎
　
笹
村
　
政
子

雪
　
嶺
　
抄

▽
寒
鴉
の
句
、
表
面
は
鴉
が
止
ま
っ
て
い
る
木
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
樹
へ
飛
び
移
っ
た
だ
け
で
あ
る
が
こ
の
事
実
か
ら
、
過
去
に
起
き
た

世
の
中
（
歴
史
的
に
も
）
の
様
々
な
出
来
事
や
、
人
事
が
連
想
さ
れ
て
、
深
み
を
持
っ
た
。
読
者
は
こ
の
句
を
き
っ
か
け
に
過
去
へ
と
連
想

を
広
げ
る
が
、
そ
れ
は
人
間
の
営
み
で
も
あ
り
、
国
家
の
営
み
で
も
あ
る
。
格
言
に
い
う
「
寄
ら
ば
大
樹
の
影
」
で
、
寄
っ
た
者
は
そ
の
陰

に
安
穏
と
暮
ら
せ
る
が
、
何
時
ま
で
経
っ
て
も
影
の
存
在
に
な
る
こ
と
請
け
合
い
。
鴉
は
一
般
に
ず
る
賢
い
と
言
わ
れ
て
い
る
鳥
の
代
表
の

よ
う
な
も
の
で
、
人
間
は
と
き
に
迷
惑
を
蒙
る
こ
と
が
あ
る
。
鴉
が
忌
み
嫌
わ
れ
る
の
は
鳥
葬
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
名
残
で
鴉
は
人
の
死
に

繋
が
る
連
想
か
ら
来
て
い
る
と
も
。
一
方
八
咫
烏
は
、
日
本
神
話
に
お
い
て
、
神
武
天
皇
を
大
和
の
橿
原
ま
で
案
内
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、

導
き
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
た
、
太
陽
の
化
身
と
も
さ
れ
、
様
々
な
連
想
が
働
き
ロ
マ
ン
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
魅
力
あ
る

鳥
で
も
あ
る
。

▽
正
月
休
み
を
宿
で
と
っ
た
。
宿
の
女
将
が
初
日
の
出
が
拝
め
る
佳
い
場
所
を
案
内
し
て
く
れ
た
。
作
者
は
宿
の
女
将
に
つ
き
従
っ
て
眠
い

眼
で
歩
く
。「
蹤
き
ゆ
き
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
正
月
の
女
将
ま
か
せ
の
気
楽
さ
が
漂
う
。

▽
父
上
が
亡
く
な
っ
た
の
は
梅
の
花
が
咲
く
こ
ろ
。
俳
句
に
季
節
を
読
み
込
ん
で
お
け
ば
年
月
に
関
わ
ら
ず
「
あ
の
頃
だ
っ
た
わ
ね
え
」
と

記
憶
が
蘇
る
。
こ
れ
が
俳
句
の
一
つ
の
効
用
。
俳
人
に
日
記
な
ん
て
い
ら
な
い
。

▽
水
神
の
供
物
の
句
。
若
水
は
、
元
日
の
朝
早
く
酌
む
水
。
こ
の
水
で
年
神
の
供
物
や
家
族
の
食
べ
物
を
た
き
、
口
を
す
す
ぎ
、
お
茶
な
ど

を
た
て
る
。
そ
の
水
を
酌
む
と
き
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
供
物
を
濡
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
こ
そ
「
し
ま
っ
た
」
と
悔
や
む
が
、
お
供
え
物

も
水
神
様
の
で
あ
る
か
ら
、
濡
れ
て
も
佳
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
え
っ
ダ
メ
？

▽
初
鏡
を
覗
い
た
ら
、
曇
っ
て
い
た
の
が
綺
麗
に
な
っ
て
い
た
。「
き
っ
と
夫
が
磨
い
た
の
だ
わ
」
と
不
思
議
な
夫
の
好
意
へ
の
感
謝
。

▽
初
山
河
の
句
。
元
日
で
あ
る
の
に
気
が
晴
れ
な
い
哀
し
さ
が
漂
う
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
初
山
河
を
祝
お
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
で

あ
る
。
初
山
河
を
祝
い
参
拝
す
れ
ば
気
も
少
し
は
晴
れ
よ
う
か
。

城
跡
の
坂
の
日
陰
る
寒
椿

寒
鴉
大
き
な
木
へ
と
移
り
け
り

鷹
ひ
と
つ
海
へ
展
け
る
棚
田
か
な

初
日
の
出
宿
の
女
将
に
蹤
き
ゆ
き
ぬ

梅
一
枝
柩
の
父
に
手
向
け
け
り

梅
林
や
遠
き
牛
舎
の
牛
の
こ
ゑ

水
神
の
供
物
ぬ
ら
し
て
若
井
汲
む

い
つ
の
間
に
夫
の
磨
き
し
初
鏡

浅
春
の
昼
月
雲
に
ま
ぎ
れ
け
り

寂
し
さ
は
さ
み
し
さ
と
し
て
初
山
河



薄
氷
　
◎
　
志
方
　
章
子

蟋
　
蟀
　
抄

▽
章
子
は
体
調
不
良
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
検
査
な
ど
し
な
が
ら
も
俳
句
を
詠
む
の
を
欠
か
さ
な
い
の
は
さ
す
が
。

冬
晴
れ
の
句
。
あ
ま
り
に
も
晴
れ
過
ぎ
る
と
空
気
が
ピ
ン
と
張
り
、
神
経
が
立
っ
て
、
夫
を
亡
く
し
た
気
持
ち
が
明
確
に
蘇
り
、
淋
し
さ
が

募
る
。
そ
れ
は
本
当
に
淋
し
い
も
の
だ
、と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
章
子
に
と
っ
て
却
っ
て
霧
の
か
か
っ
た
よ
う
な
天
気
の
方
が
い
い
の
か
も
。

▽
寺
門
が
閉
ざ
さ
れ
て
、
今
日
は
も
う
紅
葉
を
楽
し
め
な
い
、
と
思
う
ほ
ど
に
紅
葉
の
美
し
い
景
色
見
た
さ
が
つ
の
る
。
そ
う
い
う
の
を
普

通
未
練
と
い
う
の
だ
け
れ
ど
人
は
未
練
に
恋
す
る
動
物
で
も
あ
る
。
未
練
の
な
い
情
な
ん
て
面
白
く
も
な
ん
と
も
な
い
が
、
未
練
に
の
た
う

ち
回
っ
て
こ
そ
、
美
し
い
と
感
じ
る
矛
盾
し
た
生
き
物
な
の
で
あ
る
。

▽
制
帽
の
句
。
制
服
、
制
帽
と
い
う
の
は
、
章
子
の
言
う
よ
う
に
凛
々
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
電
車
の
車
掌
が
鳥
打
帽
や
麦
わ
ら
帽
子
で
は

締
ま
り
が
な
い
。
制
服
、
制
帽
は
人
を
凛
と
さ
せ
る
効
用
が
あ
る
と
気
づ
い
た
面
白
い
視
点
で
あ
る
。

▽
日
に
透
け
し
の
句
。
紅
葉
は
逆
光
で
見
る
の
が
殊
に
美
し
く
感
じ
る
。
太
陽
が
背
に
あ
る
そ
の
美
し
さ
は
仏
の
光
背
の
よ
う
な
が
ら
「
悪

魔
的
」
と
表
現
し
た
の
は
詩
的
。
あ
ま
り
に
美
し
い
と
、
な
ん
だ
か
悪
魔
的
に
感
じ
る
の
も
心
理
。
悪
魔
的
と
は
自
ら
の
内
部
に
潜
む
悪
魔

を
呼
び
起
こ
さ
れ
そ
う
に
な
り
、
怖
い
の
だ
。
悪
魔
に
な
る
の
を
恐
れ
て
い
た
イ
ヴ
が
食
べ
て
し
ま
っ
た
無
花
果
は
美
味
し
か
っ
た
。
何
で

も
腐
る
一
歩
手
前
が
美
味
し
い
か
ら
、
果
物
も
、
チ
ー
ズ
も
、
鯛
の
刺
身
も
桃
も
腐
る
一
歩
手
前
で
む
さ
ぼ
り
食
う
の
が
実
に
悪
魔
の
味
な

の
で
あ
る
。「
あ
な
た
も
腐
り
な
さ
い
、
西
施
も
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
も
腐
り
か
け
た
美
貌
を
備
え
て
い
た
の
で
す
よ
」
と
悪
魔
の
囁
き
。

▽
薄
氷
は
春
の
季
語
。
薄
氷
の
よ
ろ
し
さ
は
、
踏
め
は
簡
単
に
割
れ
る
こ
と
。
踏
ん
で
も
割
れ
な
い
氷
は
靴
の
泥
が
着
い
て
美
し
く
も
な
ん

と
も
な
い
。絶
世
の
美
女
は
踏
ま
な
く
て
も
近
づ
い
た
だ
け
で
割
れ
る
。大
阪
や
奈
良
に
は
そ
う
い
う
女
性
が
存
在
す
る
…
…
。加
古
川
に
も
。

▽
鷹
匠
に
最
近
は
女
性
が
増
え
た
。
そ
の
女
性
の
鷹
匠
は
果
た
し
て
腕
前
の
方
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
と
章
子
は
値
踏
み
を
し
て
い
る
。

冬
晴
や
鳥
と
思
へ
ば
飛
行
機
よ

冬
晴
は
真
に
淋
し
き
も
の
な
ら
む

閉
門
の
寺
に
鮮
や
か
冬
紅
葉

制
帽
に
凛
々
し
き
車
掌
冬
の
朝

面
々
の
マ
ス
ク
を
か
し
き
祝
賀
会

日
に
透
け
し
い
ろ
は
紅
葉
の
悪
魔
的

そ
の
下
を
魚
過
ぎ
ゆ
く
薄
氷

鷹
匠
は
若
き
女
や
腕
知
ら
ず

何
も
か
も
忘
れ
た
き
か
な
柚
子
湯
し
て

暮
早
し
孤
独
の
時
間
は
じ
ま
り
ぬ



傘
寿
　
◎
　
升
田
ヤ
ス
子

は
ま
な
す
抄

▽
こ
の
寺
の
句
。
刀
自
（
と
じ
）
と
は
、「
日
本
国
語
大
辞
典
」
に
よ
る
と
、「（「
戸
主
（
と
ぬ
し
）」
の
意
で
、「
刀
自
」
は
あ
て
字
ら
し
い
。

家
の
内
の
仕
事
を
つ
か
さ
ど
る
者
を
い
う
）。
①
家
事
を
つ
か
さ
ど
る
婦
人
。
主
婦
。
い
え
と
う
じ
」
と
。
そ
の
女
性
が
植
え
て
い
る
冬
椿

の
咲
い
た
の
を
綺
麗
だ
な
あ
と
愛
で
て
い
る
の
で
あ
る
。
椿
は
首
が
落
ち
る
に
通
じ
る
の
を
嫌
い
近
江
の
武
家
で
は
植
え
な
か
っ
た
。
し
か

し
寺
で
は
そ
れ
を
弔
う
こ
と
が
自
前
で
出
来
る
か
ら
椿
を
植
え
る
の
で
あ
る
の
か
。
冬
椿
は
一
見
山
茶
花
の
よ
う
で
あ
る
が
そ
う
で
な
い
ら

し
い
。
や
ま
ち
ゃ
ば
な
と
も
い
う
ら
し
い
か
ら
、
新
葉
を
揉
ん
で
お
茶
と
し
て
飲
め
る
か
も
知
れ
な
い
。

▽
笹
子
鳴
く
の
句
。
升
田
邸
の
庭
に
来
て
笹
子
が
鳴
い
た
、
戸
外
や
公
園
な
ど
で
聞
く
笹
子
と
違
っ
て
、
庭
で
鳴
い
た
ら
驚
く
ほ
ど
大
き
な

声
で
あ
っ
た
。
変
な
例
え
か
も
し
れ
な
い
が
、
家
電
店
で
見
た
テ
レ
ビ
が
家
に
届
い
た
ら
思
い
描
い
て
い
た
大
き
さ
と
違
い
、「
こ
ん
な
に

大
き
か
っ
た
？
」
と
驚
い
た
の
だ
ろ
う
。
笹
子
と
は
「
さ
さ
・
こ
【
笹
子
・
鶯
子
】
で
中
冬
の
こ
ろ
巣
立
ち
す
る
鶯
（
う
ぐ
い
す
）
の
子
」

と
説
明
す
る
辞
典
も
あ
る
が
鶯
は
夏
山
に
上
り
。
冬
場
は
里
に
下
っ
て
来
る
、
と
い
う
書
も
あ
る
。

▽
石
切
り
場
の
句
。
兵
庫
県
高
砂
市
で
は
石
の
宝
殿
が
名
高
い
が
、
そ
の
山
は
岩
山
で
竜
山
（
た
つ
や
ま
）
石
が
産
出
。
御
影
石
の
よ
う
な

硬
さ
は
な
い
が
石
段
な
ど
の
加
工
に
む
い
て
お
り
用
途
は
広
い
。
そ
の
石
切
り
場
に
は
樹
木
が
な
く
、
作
者
の
言
う
よ
う
に
寒
さ
の
中
で
曝

さ
れ
て
い
る
状
態
。
そ
こ
を
寒
々
と
詠
ん
だ
主
観
写
生
の
句
。
夢
風
撰
候
補
。

▽
寒
牡
丹
の
句
。
見
返
り
仏
と
い
う
の
は
永
観
堂
の
仏
ら
し
い
。「
見
返
り
美
人
」
と
い
う
切
手
で
有
名
な
日
本
画
も
あ
り
、
な
に
か
あ
り

そ
う
な
魅
力
。

▽
傘
寿
の
句
。
ヤ
ス
子
も
傘
寿
を
祝
わ
れ
る
年
齢
に
達
し
た
。
人
生
五
十
年
の
昔
は
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
、
金
色
だ
と
ラ
ン
ク
さ
れ
た

年
齢
に
な
っ
た
の
だ
。
作
者
は
複
雑
な
が
ら
嬉
し
い
人
生
の
区
切
り
で
あ
ろ
う
。
次
は
百
歳
を
目
指
す
。

▽
春
陰
の
句
。
春
は
空
模
様
が
と
か
く
曇
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
を
春
陰
と
い
う
。
明
石
城
が
整
地
さ
れ
て
、
櫓
が
映
り
み
え
る
よ
う
に
な
っ

た
そ
の
景
色
を
詠
ん
だ
も
の
。
作
者
は
空
模
様
を
水
に
映
っ
た
や
ぐ
ら
を
介
し
て
春
の
天
候
を
捉
え
て
い
る
。
夢
風
撰
候
補
。

初
鏡
曙
光
に
ひ
ら
く
紅
ケ
ー
ス

こ
の
寺
の
刀
自
の
愛
で
ゐ
る
冬
椿

笹
子
鳴
く
狭
庭
の
隅
の
大
音
声

棒
鱈
の
は
だ
か
を
買
ひ
ぬ
年
の
市

石
切
場
曝
さ
れ
て
ゐ
て
山
眠
る

寒
牡
丹
見
返
り
仏
と
な
り
に
け
り

客
蒲
団
干
す
や
四
日
の
日
の
光

祝
は
れ
て
傘
寿
の
金
の
ち
や
ん
ち
や
ん
こ

鳥
声
の
力
春
待
つ
沼
の
縁

春
陰
や
逆
さ
櫓
の
曇
り
ぐ
せ



聖
五
月
抄

き
ぬ
ぎ
ぬ
　
◎
　
善
野
　
行

▽
き
ぬ
ぎ
ぬ
の
句
。
き
ぬ
ぎ
ぬ
「
後
朝
（
き
ぬ
ぎ
ぬ
）
と
は
。
衣
を
重
ね
て
掛
け
て
共
寝
を
し
た
男
女
が
、
翌
朝
別
れ
る
と
き
そ
れ
ぞ
れ
身

に
つ
け
る
、
そ
の
衣
」（
国
語
辞
典
）
昔
男
と
は
「
在
原
の
業
平
」
を
連
想
さ
せ
、
掲
句
は
大
晦
日
に
泊
ま
り
に
来
た
色
男
が
帰
る
際
に
鏡

で
乱
れ
た
髪
を
調
え
て
い
る
と
こ
ろ
。
大
晦
日
か
ら
男
女
は
交
わ
り
男
が
初
鏡
で
髪
の
乱
れ
を
調
え
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
は
事
実
で

は
な
く
、
希
望
的
妄
想
の
句
だ
と
思
う
が
、
男
に
と
っ
て
実
に
羨
ま
し
い
光
景
。
奥
方
は
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
、
と
三

つ
指
を
つ
い
て
皮
肉
な
祝
辞
を
述
べ
る
。

▽
日
記
買
ふ
の
句
。
温
か
い
デ
ザ
イ
ン
の
表
紙
の
日
記
を
選
ん
で
買
っ
た
。
来
年
は
穏
や
か
な
一
年
で
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
表
紙
を
選
ん
だ

の
で
あ
ろ
う
。
様
々
な
願
い
の
も
と
に
選
ぶ
の
だ
が
、
三
年
五
年
十
年
な
ど
と
は
言
わ
ず
と
も
、
楽
し
い
一
年
に
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
が

嬉
し
い
。

▽
片
時
雨
の
句
。
片
時
雨
と
は
一
方
で
時
雨
な
が
ら
一
方
で
は
晴
れ
て
い
る
よ
う
な
冬
の
天
気
。
天
も
寒
く
て
落
ち
つ
か
な
い
状
態
。
坂
が

か
り
の
と
き
左
足
が
も
つ
れ
た
。
左
足
が
も
つ
れ
る
の
は
右
脳
に
異
常
を
き
た
し
て
い
る
の
に
ち
が
い
な
い
。
右
脳
が
弱
る
と
何
か
堅
苦
し

い
感
情
が
勝
る
。
こ
れ
で
は
楽
し
く
な
い
か
ら
、
一
杯
ひ
っ
か
け
て
左
右
の
脳
を
柔
ら
か
く
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
夢
風
撰
候
補
。

▽
煤
逃
げ
と
は
年
末
清
掃
や
年
用
意
の
最
中
こ
っ
そ
り
と
抜
け
出
し
て
来
た
人
。
私
に
も
覚
え
が
あ
る
。
し
か
し
、
煤
逃
げ
を
諭
さ
れ
る
よ

う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。ウ
ソ
が
巧
い
の
だ
。俳
人
は
煤
逃
げ
を
し
て
句
を
詠
み
に
出
る
。「
煤
逃
げ
を
弟
子
に
諭
さ
れ
か
え
り
け
り
　
ろ
く
」。

▽
有
為
の
句
。「
有
為
と
は
、
私
た
ち
が
生
死
し
て
い
る
こ
の
世
の
こ
と
だ
が
、
仏
教
で
は
「
迷
い
の
世
界
」
だ
と
見
る
。

　
こ
の
世
は
先
き
行
き
不
安
定
で
暗
迷
な
世
界
」
と
い
う
こ
と
は
鏡
を
覗
き
込
ん
で
、ふ
と
有
為
（
う
い
）
の
世
界
を
覗
き
込
ん
だ
状
態
で
、

ふ
と
我
に
帰
る
。

▽
火
を
守
る
の
句
。
村
の
役
目
で
正
月
三
日
間
神
社
の
火
の
番
を
担
当
。
一
日
二
日
は
な
ん
と
な
く
過
ご
せ
る
が
三
日
目
に
は
役
目
を
解
放

さ
れ
る
時
刻
が
早
く
近
づ
い
て
欲
し
い
か
ら
、
な
か
な
か
時
間
が
経
た
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

あ
た
た
か
な
表
紙
の
日
記
買
ひ
に
け
り

青
空
や
な
ん
き
ん
は
ぜ
の
実
の
万
朶

片
時
雨
坂
に
も
つ
る
る
左
脚

煤
逃
の
人
を
諭
し
て
帰
し
け
り

荒
庭
の
俄
か
手
入
や
年
用
意

き
ぬ
ぎ
ぬ
や
昔
男
の
初
鏡

有
為
の
こ
の
世
を
覗
き
け
り
初
鏡

う
つ
つ
へ
と
夢
の
か
け
橋
初
鏡

火
を
守
り
て
三
日
の
夜
明
け
遠
く
あ
り

日
脚
伸
ぶ
夕
べ
の
雲
の
頼
も
し
く



去
年
今
年
　
◎
　
住
田
千
代
子

野
遊
抄

千
両
の
実
の
散
ら
か
れ
る
生
花
店

右
ひ
だ
り
振
り
子
の
幅
や
去
年
今
年

お
年
玉
姉
妹
の
膝
の
小
さ
き
か
な

お
誘
ひ
の
時
間
せ
ま
り
し
初
鏡

嫁
が
君
尾
の
躓
き
に
琴
鳴
れ
り

吹
き
こ
ぼ
る
七
草
粥
に
野
の
匂
ひ

恙
な
く
生
き
て
こ
の
方
粥
柱

賽
銭
の
音
の
き
ら
め
く
初
戎

福
笹
に
億
円
札
の
よ
ぢ
れ
あ
り

初
恵
比
須
竜
宮
城
へ
来
し
こ
こ
ち

▽
正
月
花
を
商
っ
た
生
花
店
に
千
両
の
実
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
状
態
に
年
末
の
忙
し
さ
が
見
え
る
。
千
両
の
実
が
可
愛
そ
う
だ
と
思
う
の
は

俳
人
か
詩
人
。
店
が
そ
れ
で
儲
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
客
は
実
を
損
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
が
面
白
い
。

▽
去
年
今
年
の
句
。
季
題
・
季
語
を
熟
知
し
て
句
が
詠
め
る
の
は
力
量
で
あ
る
。

▽
お
年
玉
を
貰
う
姉
妹
が
き
ち
ん
と
膝
を
そ
ろ
え
て
実
に
可
愛
い
。
私
は
逆
で
、
こ
の
年
に
な
る
と
孫
や
子
か
ら
お
年
玉
を
貰
う
。
膝
を
き

ち
ん
と
そ
ろ
え
小
さ
く
な
っ
て
押
し
頂
く
。
だ
が
猫
ち
ゃ
ん
は
だ
ま
っ
て
い
て
も
三
つ
指
を
突
い
て
じ
っ
と
待
っ
て
い
る
。

▽
嫁
が
君
は
正
月
の
鼠
。
嫁
が
君
（
よ
め
が
き
み
）
と
は
ネ
ズ
ミ
の
別
名
。
特
に
正
月
三
が
日
に
忌
み
詞
（
こ
と
ば
）
と
し
て
使
う
。
可
愛

ら
し
く
言
え
ば
鼠
も
「
チ
ュ
ウ
く
ら
い
な
り
お
ら
が
春
」
と
言
っ
て
く
れ
る
か
。
正
月
は
餅
を
曳
け
る
の
で
嬉
し
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ

か
正
月
の
家
庭
風
景
を
自
在
に
詠
ん
で
い
る
の
が
佳
い
。

▽
七
種
に
は
粥
を
炊
く
。
そ
の
吹
き
こ
ぼ
れ
た
粥
か
ら
野
の
匂
い
が
し
た
と
詠
ん
だ
の
が
眼
目
。
夢
風
撰
候
補

▽
恙
な
く
生
き
て
き
て
七
草
粥
を
啜
れ
る
の
も
有
難
い
こ
と
で
あ
る
よ
と
幸
せ
を
か
み
し
め
て
粥
を
吹
く
。

▽
賽
銭
を
投
げ
た
ら
ど
ん
な
音
が
し
た
の
か
知
ら
な
い
が
、
き
っ
と
音
は
し
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
札
束
の
ボ
ソ
ン
と
音
が
し
た
か
も
し

れ
な
い
。
初
エ
ビ
ス
は1

月10

日
。
恵
比
寿
様
は
漁
業
の
神
で
、
西
宮
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
本
当
は
淡
路
島
の
岩
屋
で
あ
る
と
い
う
。

弁
慶
の
硯
が
あ
る
神
社
は
面
白
い
こ
と
に
、
賽
銭
箱
に
左
大
臣
、
右
大
臣
と
書
か
れ
た
箱
が
並
べ
て
あ
る
。
理
由
は
ま
だ
調
べ
て
な
い
。

▽
福
笹
の
句
。「
一
億
円
」
の
ど
派
手
な
お
札
を
笹
に
む
す
ん
で
あ
り
、
余
り
に
も
額
が
大
き
く
て
実
感
が
湧
か
な
い
の
が
よ
ろ
し
い
。



　
夢
　
風
　
撰
　
巻
　
頭

寒
鴉
大
き
な
木
へ
と
移
り
け
り　

笹
村　

政
子

か
ん
が
ら
す
お
お
き
な
き
へ
と
う
つ
り
け
り　
さ
さ
む
ら
ま
さ
こ

　
今
、
鴉
が
留
っ
て
い
る
木
か
ら
、
も
っ
と
大
き
な
樹
へ
飛
び
移
っ
た
だ
け
で
あ
る
が
、
過
去
に
鴉
に
起
き
た
様
々
な
出

来
事
や
、
人
事
が
連
想
さ
れ
て
、
深
み
を
持
っ
た
。
読
者
は
こ
の
句
を
き
っ
か
け
に
過
去
へ
と
連
想
を
広
げ
る
。
そ
れ
は

人
間
社
会
の
営
み
で
あ
り
、国
家
の
営
み
ま
で
も
。
こ
と
わ
ざ
に
言
う「
寄
ら
ば
大
樹
の
影
」で
、寄
っ
た
も
の
は
そ
の（
陰
）

比
護
に
安
穏
と
暮
ら
せ
る
が
、
何
時
ま
で
経
っ
て
も
カ
ゲ
の
存
在
に
終
わ
る
こ
と
請
け
合
い
。
鴉
は
一
般
に
ず
る
賢
い
と

言
わ
れ
て
い
る
鳥
の
代
表
の
よ
う
な
も
の
で
、人
間
は
と
き
に
迷
惑
を
蒙
る
こ
と
も
あ
る
。
鴉
が
忌
み
嫌
わ
れ
る
の
は
昔
、

人
が
鳥
葬
を
し
て
い
た
こ
ろ
の
名
残
で
鴉
は
人
の
死
に
繋
が
る
連
想
か
ら
来
て
い
る
と
も
。一
方
八
咫
烏
は
、「
日
本
神
話
」

に
お
い
て
、神
武
天
皇
を
大
和
の
橿
原
ま
で
案
内
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、導
き
の
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
も
い
る
。
ま
た
、

太
陽
の
化
身
と
も
さ
れ
る
し
様
々
な
連
想
が
働
き
ロ
マ
ン
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
、
魅
力
あ
る
鳥
で
も
あ
る
。（
六
甲
）


