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｢
天
声
人
語
｣
に
地
方
の
水
は
う
ま
い
と
い
っ
た
意
味
の
文
が
載
っ
て
い
た
｡
た
し
か
に
そ
の
通
り
だ
と
思
う
｡
私
も
た
ま
に
都
会
地
に
出
か
け
る
が
､
水
の
ま
ず
さ
に

は
へ
き
え
さ
す
る
｡
だ
か
ら
､
地
方
の
水
の
う
ま
さ
を
一
番
敏
感
に
感
じ
と
る
の
は
都
会
地
の
人
々
で
あ
る
こ
と
も
良
く
わ
か
る
｡

週
休
二
日
制
が
レ
シ
ャ
ー
プ
ー
ム
に
拍
車
を
か
け
:
ネ
コ
も
､
ン
ヤ
ク
･
ン
も
地
方
へ
〈
と
押
し
か
け
る
｡
そ
れ
も
多
-
は
交
通
業
者
の
ベ
ル
コ
ン
に
乗
っ
か
っ
て
｡
ま

た
､
更
に
金
銭
的
余
裕
の
あ
る
人
々
は
､
緑
豊
か
を
地
方
に
セ
カ
ン
ド
･
ハ
ウ
ス
を
か
ま
え
る
｡
不
動
産
屋
は
至
る
所
造
成
し
､
結
構
繁
昌
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡

地
方
で
も
近
年
は
上
水
道
が
完
備
し
っ
つ
あ
る
が
､
一
昔
前
ま
で
は
用
水
が
貴
重
を
生
活
用
水
で
あ
り
､
住
民
は
水
源
や
川
を
一
人
一
人
が
大
切
に
し
て
き
た
｡
上
水

道
が
で
き
て
も
､
そ
れ
に
変
わ
り
は
会
い
｡
水
は
そ
こ
に
生
活
す
る
た
め
の
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
充
分
承
知
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
部
会
の
水
不
足
で
水

の
あ
り
が
た
さ
を
身
に
し
み
て
わ
か
っ
て
い
る
は
ず
の
外
来
者
の
一
部
に
は
､
そ
れ
を
平
気
で
踏
み
つ
け
る
者
が
あ
り
'
住
民
か
ら
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
う
結
果
に
在
る
｡

水
を
住
民
全
休
の
財
産
と
考
え
､
大
切
に
し
て
い
る
の
を
汚
す
こ
と
は
､
そ
れ
が
例
え
高
度
生
長
の
ヒ
ス
-
人
間
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い

し

､

彼

ら

は

地

方

か

ら

は

じ

き

出

さ

れ

て

も

当

然

の

こ

と

で

あ

ろ

う

｡
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ホンシメジ

鰭勧請ど山

北
安
曇
地
方
の
食
用
キ
ノ
コ
(
-
㊤

ほ
､
カ
ラ
マ
ツ
練
の
キ
ノ
コ

シ
ロ
ヌ
メ
リ
イ
タ
チ
　
頁
-
秋
`
特
に
初
秋
カ
ラ

マ
ツ
の
林
内
と
い
う
よ
り
も
そ
の
周
辺
の
事
業
に
群

生
ま
た
は
放
生
す
る
｡
ハ
ナ
イ
ブ
チ
大
で
､
傘
の
色

は
灰
白
色
で
あ
る
の
で
草
の
中
で
は
目
に
つ
き
に
く

い
､
稲
刈
り
前
の
草
を
刈
っ
た
十
手
や
川
筋
'
道
端

に
よ
く
見
か
け
る
｡

ハ
ナ
イ
グ
チ
一
般
に
馴
染
み
深
い
キ
ノ
コ
で
､

手
近
か
を
カ
ラ
マ
ツ
林
で
､
し
か
も
多
量
に
素
人
で

も
採
集
で
き
る
キ
ノ
コ
｡
安
曇
地
方
で
は
リ
コ
ポ
ウ

ま
た
は
ジ
ゴ
ボ
ウ
と
呼
ん
で
い
る
｡
傘
裏
の
管
孔
部

分
は
不
消
化
で
あ
る
の
で
､
上
手
t
L
t
t
食
べ
方
は
こ
の

部
分
を
指
先
で
か
き
取
っ
て
使
用
す
る
の
が
よ
い
｡

ア
ミ
ハ
ナ
イ
グ
チ
　
カ
ラ
マ
ツ
林
に
限
ら
ず
ア
ガ

マ
ツ
林
に
も
出
る
キ
ノ
コ
で
､
大
き
さ
型
共
ハ
ナ
イ

グ
チ
に
似
て
い
る
が
､
傘
裏
面
が
繊
維
質
の
い
ち
ぢ

長

　

沢

　

　

武

る
し
い
サ
サ
ク
レ
に
積
れ
て
柔
か
い
感
じ
が
す
る
こ

と
'
孔
口
は
大
小
不
同
の
不
正
形
､
茎
の
ツ
パ
よ
り

上
は
黄
色
で
網
目
模
様
が
あ
り
､
下
方
は
傘
と
同
色

で
繊
維
状
サ
サ
ク
レ
が
あ
り
､
内
部
は
中
空
で
あ
る

こ
と
が
区
別
点
｡

5
'
飾
山
借
地
繋
強
練
の
キ
ノ
コ

ウ
ス
タ
ケ
　
低
地
の
針
葉
樹
林
に
も
生
る
が
､
高

山

帯

の

ハ

イ

マ

ツ

'

シ

ラ

ピ

ソ

､

ト

ウ

と

､

ヒ

メ

コ

マ
ツ
な
ど
の
柿
下
に
多
発
す
る
キ
ノ
コ
で
､
登
山
の

際
思
わ
ぬ
味
覚
を
味
う
こ
と
が
で
き
る
｡
幼
時
は
角

笛
形
､
の
ち
に
は
ラ
ッ
パ
形
と
在
る
｡
肉
厚
く
内
面

は
黄
土
色
の
地
に
朱
紅
色
ま
た
は
帝
紫
色
の
斑
紋
か

つ
ウ
タ
ケ
の
よ
う
を
サ
サ
ク
レ
が
あ
り
､
根
元
近
く

ま
で
管
状
と
在
っ
て
い
る
｡
高
さ
1
0
-
1
8
セ
ン
チ
｡

以
上
の
他
既
述
の
マ
ツ
タ
ケ
は
初
秋
､
モ
ミ
や
コ

メ
ツ
ガ
林
に
､
ア
ミ
ハ
ナ
イ
ク
チ
､
ヤ
マ
イ
ク
チ
､

ツ
工
タ
ケ
も
高
山
帯
の
針
葉
樹
下
に
多
発
し
､
登
山

時
の
食
膳
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

六
､
ナ
ラ
と
ア
カ
マ
ツ
を
中
心
と
し
た
混
生
糠
の

キ
ノ
コ

ホ
ン
シ
メ
ジ
　
匂
い
マ
ツ
ダ
ケ
味
シ
メ
ゾ
と
言
わ

れ
､
古
-
か
ら
市
販
も
さ
れ
て
い
る
馴
染
み
深
い
キ

ノ
コ
｡
ナ
ラ
が
主
体
で
そ
の
中
に
ア
カ
マ
ツ
が
と
ぼ

と
ぼ
あ
る
所
に
よ
く
見
事
を
列
を
作
っ
て
発
生
す
る
.

茎
は
充
実
し
て
堅
く
`
根
元
は
太
-
普
通
教
本
づ
つ

の
様
と
在
っ
て
発
生
す
る
事
､
ヒ
ダ
は
白
色
で
密
､

湯
て
る
と
発
揚
の
傘
の
周
縁
部
の
近
-
は
ち
ぢ
れ
る

性
質
を
ど
が
､
毒
菌
の
ク
サ
ウ
ラ
ベ
ニ
タ
ケ
､
イ
ッ

ボ
ン
シ
メ
ゾ
と
の
相
違
点
で
あ
る
｡

シ
ャ
九
シ
メ
ジ
　
安
曇
地
方
で
は
カ
ブ
ツ
セ
ン
ボ

ン
､
カ
ブ
ツ
シ
メ
ジ
を
ど
と
呼
ん
で
い
る
｡
握
り
コ

ナ
シ
大
か
そ
れ
以
上
の
根
塊
か
ら
赦
十
本
の
小
さ
を

シ
メ
ゾ
が
出
る
も
の
で
､
ホ
ン
シ
メ
ジ
よ
り
一
週
間

く
ら
い
発
生
時
期
が
早
い
｡
一
本
一
本
は
小
さ
い
を

n

M

田

園

H

n

R

e

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

冒

開
聞
日
間
開
聞
聞

が
ら
も
､
姿
､
色
､
味
共
ホ
ン
シ
メ
ジ
に
そ
っ
-
り
｡

ア
カ
ヤ
マ
ド
リ
　
イ
グ
チ
の
仲
間
夏
-
秋
に
孤
生

ま
た
げ
放
生
､
大
き
な
も
の
で
は
傘
の
塁
2
0
勇
に
達

す
る
も
の
が
あ
る
｡
傘
の
表
面
は
橙
褐
色
-
渡
黄
土

色
で
'
は
じ
め
全
面
に
脳
状
の
シ
ワ
を
生
じ
､
や
が

て
表
皮
が
ひ
び
割
れ
る
よ
う
に
な
り
黄
色
の
肉
を
現

す
｡
茎
は
黄
色
の
地
に
紺
色
の
粒
状
の
サ
サ
ク
レ
を

密
布
す
る
｡
湯
で
る
と
傘
か
ら
黄
色
の
汁
が
出
る
｡

以
上
の
他
前
述
の
ア
イ
シ
メ
ゾ
､
キ
イ
シ
メ
ジ
､

シ
モ
フ
リ
シ
メ
ジ
が
よ
く
こ
の
混
生
林
に
発
生
す
る

他
､
タ
ロ
カ
ワ
も
ア
カ
マ
ツ
の
多
い
ナ
ラ
と
の
混
生

林
に
発
生
す
る
a

七
､
機
種
を
選
ば
ず
発
生
す
る
キ
ノ
コ

ツ
工
タ
ケ
　
夏
-
秋
'
広
葉
樹
'
針
葉
櫛
時
に
は

タ
ケ
､
サ
サ
棟
内
に
も
点
々
と
発
生
す
る
キ
ノ
コ
で

傘
の
呈
4
-
日
t
J
t
.
､
茎
の
高
さ
5
-
2
0
嘩
茎
g
･
-
的

諺
と
い
ま
ま
で
説
明
し
て
き
た
中
で
は
一
番
ス
マ
ー

ト
を
か
弱
い
キ
ノ
コ
で
､
傘
の
色
は
淡
褐
色
-
淡
灰

褐
色
で
放
射
状
の
L
h
が
あ
り
､
ヒ
ダ
は
白
色
ま
た

は
常
黄
色
､
茎
は
ネ
ズ
ミ
色
中
空
で
､
下
部
は
深
く

地
中
に
入
る
｡

オ
オ
ハ
ラ
タ
ケ
　
初
夏
-
秋
'
い
ろ
　
-
　
な
林
内

や
原
野
に
一
本
づ
つ
発
生
､
傘
の
色
は
黄
褐
色
で
全

面
に
同
色
の
細
か
を
サ
サ
ク
レ
が
あ
り
､
ピ
タ
は
は

じ
め
の
頃
白
色
だ
が
次
第
に
ピ
ン
ク
色
か
ら
灰
桃
色

と
な
り
､
最
後
に
黒
褐
色
と
在
る
性
質
が
あ
る
｡
膜

質
の
ツ
バ
が
あ
り
茎
は
は
じ
め
充
実
や
が
て
中
空
と

な
る
の
が
特
徴
｡

シ
ロ
ハ
ツ
　
夏
か
ら
秋
に
か
け
各
種
の
林
内
､
薮

の
下
な
ど
に
ぽ
っ
　
-
　
と
発
生
す
る
｡
チ
チ
タ
ケ
の

よ
う
を
姿
を
し
､
傘
の
色
は
は
じ
め
白
色
､
や
が
て

黄
土
色
と
在
り
じ
ょ
う
ご
型
と
な
る
｡
ヒ
ダ
は
白
色

で
あ
る
が
茎
に
接
す
る
部
分
は
少
し
香
味
を
ね
び
る

の
が
特
徴
｡
垂
生
､
茎
は
鮭
か
-
2
-
5
巧
､
ピ
ケ

に
按
す
る
部
分
は
吾
味
を
ね
び
る
｡
姉
妹
種
に
シ
ロ

ハ
ツ
モ
ト
キ
(
令
)
が
あ
る
が
､
ヒ
ダ
と
茎
の
接
点

附
近
に
苦
味
が
な
い
こ
と
､
か
む
と
辛
苦
味
の
あ
る

こ
と
で
区
別
で
き
る
｡

チ
チ
タ
ケ
　
初
夏
か
ら
秋
(
夏
が
中
心
)
ブ
ラ
が

主
で
あ
る
が
､
各
種
林
内
の
開
け
た
道
路
端
を
ど
に

発
生
｡
傘
は
重
3
-
5
t
'
琴
'
茎
の
高
さ
4
-
8
t
J
t
.
で

表
面
は
赤
褐
色
を
し
中
央
浅
く
く
ぼ
む
｡
ち
ょ
っ
と

さ
あ
っ
た
だ
け
で
す
ぐ
白
い
乳
液
を
出
す
性
質
が
S
.

り
､
茎
の
内
部
は
中
空
｡
肉
は
堅
い
が
縦
に
さ
け
ず

に
か
け
る
｡
姉
妹
種
に
ヒ
ロ
ハ
チ
チ
タ
ケ
が
あ
る
｡

傘
の
表
面
暗
黄
褐
色
'
茎
の
内
部
は
充
実
す
る
の
が

区
別
点
｡

ツ
チ
カ
プ
リ
　
傘
は
大
型
､
中
央
部
浅
-
-
ぽ
ん

だ
じ
ょ
う
ご
型
､
は
じ
め
白
色
だ
が
や
が
て
汚
黄
色

の
シ
ミ
を
帯
び
て
く
る
｡
傘
を
こ
わ
す
と
白
色
の
乳

液
を
分
泌
す
る
が
､
変
色
す
る
こ
と
な
く
非
常
に
幸

い
｡
茎
は
短
か
く
太
く
ほ
と
ん
ど
土
中
に
埋
れ
て
い

る
の
で
'
傘
も
土
や
落
葉
を
か
ぶ
る
状
態
で
'
名
前

の
由
縁
と
な
っ
て
い
る
｡
料
理
す
る
時
は
薄
-
切
っ

て
2
-
3
時
間
水
に
さ
ら
し
､
幸
い
乳
液
を
洗
い
流

し
て
か
ら
用
い
る
｡
夏
-
秋
発
生
｡
姉
妹
種
に
ツ
チ

カ
プ
リ
モ
ド
キ
'
ケ
シ
ロ
ハ
ツ
モ
ド
キ
､
ケ
シ
ロ
ハ

ッ
タ
ケ
が
あ
り
そ
の
区
別
点
は
表
の
通
り
｡

ヤ
マ
ド
リ
タ
ケ
　
イ
グ
チ
の
仲
間
で
､
傘
の
茎
が

2
0
肇
に
も
な
る
巨
大
型
､
夏
-
秋
､
孤
生
ま
た
は
放

生
､
傘
の
表
面
は
灰
褐
色
-
黄
土
色
､
管
孔
は
は
じ

め
白
色
や
が
て
黄
色
か
ら
暗
緑
色
に
在
る
｡
茎
は
太

-
淡
褐
色
で
網
目
模
様
が
あ
る
｡

イ
ロ
ガ
ワ
リ
　
イ
グ
チ
の
仲
間
､
ハ
ナ
イ
グ
チ
く

ら
い
の
大
き
さ
､
傘
は
茶
褐
色
､
肉
厚
く
黄
色
､
傷

つ
け
る
と
濃
い
育
藍
色
に
変
色
す
る
性
質
が
あ
る
｡

管
孔
は
は
じ
め
黄
色
'
次
第
に
褐
色
と
な
る
｡
孔
口

は
不
規
則
で
円
形
ま
た
は
角
形
'
茎
は
上
部
は
鮮
黄

色
､
下
半
分
は
帯
赤
褐
色
で
､
矯
毛
又
は
細
点
を
密

布
す
る
｡
夏
-
秋
に
発
生
｡
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競持請.
ど山

オ
〓
イ
ク
チ
　
前
種
く
ら
い
の
大
き
さ
に
在
る
イ

グ
チ
｡
傘
の
表
面
は
乾
燥
項
で
紫
褐
色
か
黒
褐
色
の

い
ち
ぢ
る
し
い
サ
サ
ク
レ
で
積
れ
る
｡
肉
は
厚
-
白

色
で
あ
る
が
､
空
気
に
触
れ
る
と
赤
く
変
色
す
る
特

徴
が
あ
る
｡
巻
け
上
部
白
色
､
そ
れ
か
ら
下
は
黒
褐

色
で
い
ち
ぢ
る
し
い
繊
維
頃
に
譲
れ
る
｡

2
､
切
緋
'
働
木
`
埋
木
､
縮
幹
に
実
生

す
る
キ
ノ
コ

-
､
樹
種
を
選
ば
ず
縦
型
す
る
キ
ノ
コ

ナ
ラ
タ
ケ
　
名
前
の
如
-
ナ
ラ
を
主
体
と
す
る
が

他
の
樹
種
に
も
発
生
す
る
一
般
に
馴
染
み
深
い
キ
ノ

コ
､
安
曇
地
方
で
は
モ
ト
ア
シ
､
ま
た
げ
ナ
ラ
ノ
キ

モ
ト
ア
シ
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
｡
秋
ま
れ
に
は
梅
雨

時
梯
立
ち
と
在
っ
て
多
量
に
群
生
す
る
も
の
で
'
傘

は
淡
紺
色
で
中
央
部
に
渡
色
の
細
か
い
サ
サ
ク
レ
を

密
生
､
周
辺
に
放
射
状
の
集
線
が
あ
る
｡
茎
の
上
部

は
白
色
で
ツ
バ
を
有
し
`
根
元
附
道
は
黒
味
を
ね
び

繊
維
貨
｡
姉
妹
種
に
ナ
ラ
タ
ケ
モ
ド
キ
が
あ
る
｡
ツ

バ
を
欠
き
､
ヒ
ダ
が
荒
く
茎
に
長
-
推
生
す
る
の
が

区
別
点
で
あ
る
一
食
)
0

ク
リ
タ
ケ
　
ナ
ラ
タ
ケ
に
似
て
様
立
ち
と
な
る
キ

ノ
コ
｡
傘
表
面
が
美
し
い
ク
リ
色
を
し
て
ツ
ヤ
が
あ

り
`
周
辺
部
は
淡
色
か
淡
黄
色
､
肉
は
し
ま
り
黄
白

色
､
ピ
ケ
は
は
じ
め
費
白
色
の
ち
淡
紫
的
色
と
ち
る

茎
は
繊
維
節
で
､
上
半
部
は
費
白
色
'
下
方
は
サ
ビ

紺
色
｡
ナ
ラ
タ
ケ
よ
り
発
生
時
期
は
遅
-
､
シ
モ
フ

リ
ヌ
メ
リ
ガ
サ
よ
り
早
い
時
期
に
発
生
す
る
｡

マ
ス
タ
ケ
　
扇
状
か
ヘ
ラ
状
で
3
-
I
O
僧
-
ら
い

の
傘
が
重
な
り
あ
っ
て
発
生
す
る
大
型
の
キ
ノ
コ
｡

傘
の
表
面
は
名
前
の
如
く
鮮
朱
紅
色
か
朱
黄
色
で
､

マ
ス
か
鮭
の
肉
の
よ
う
な
美
し
い
色
を
し
て
い
る
｡

食
用
と
在
る
の
は
若
い
中
で
､
手
で
さ
お
っ
て
み
て

水
っ
ぽ
く
柔
軟
性
と
弾
力
の
あ
る
頃
の
も
の
で
､
成

長
し
て
水
分
が
を
く
な
り
槌
色
し
て
白
っ
ぽ
-
な
っ

た
も
の
は
ボ
ク
ボ
タ
し
て
食
用
に
は
不
適
｡

ア
ミ
ヒ
ラ
タ
ケ
　
キ
ノ
コ
の
型
度
扇
状
な
い
し
ウ

チ
ワ
状
で
､
表
面
淡
貨
的
色
に
暗
褐
色
の
大
型
サ
サ

ク
レ
と
繊
維
紋
を
生
し
､
ヒ
ョ
ウ
の
皮
の
よ
う
を
模

様
を
す
る
｡
肉
げ
白
色
で
あ
る
が
乾
-
と
堅
い
コ
ル

ク
鏑
と
在
る
｡
管
孔
は
ほ
し
め
白
色
の
ち
材
木
色
と

怠
る
｡宅

　
は
錐
樹
に
発
生
す
る
キ
ノ
コ

ナ
ラ
タ
ケ
モ
ド
キ
　
ナ
ラ
タ
ケ
に
よ
-
似
た
キ
ノ

コ
で
､
そ
の
相
違
点
は
ナ
ラ
タ
ケ
で
説
明
し
た
｡

ム
キ
タ
ケ
　
安
曇
地
方
で
コ
オ
ム
ケ
と
呼
ん
で
い

る
キ
ノ
コ
｡
秋
､
ナ
う
､
ブ
ナ
を
ど
の
広
葉
樹
に
多

数
発
生
す
る
｡
は
じ
め
は
ウ
チ
ワ
型
で
あ
る
が
､
大

き
く
在
る
と
半
円
形
と
在
る
｡
全
休
が
ぼ
っ
て
り
と

し
て
水
分
を
多
量
に
含
み
､
汚
黄
的
色
を
し
て
い
る
へ

よ
く
似
た
キ
ノ
コ
に
毒
菌
の
ツ
キ
ヨ
タ
ケ
が
あ
る
｡

そ
の
区
別
点
は
次
表
の
通
り
で
あ
る
の
で
間
違
わ
な

い
よ
う
に
し
た
い
も
の
､
そ
れ
に
は
ブ
ナ
に
発
生
し

た
こ
の
種
の
キ
ノ
コ
は
､
素
人
は
採
集
し
を
い
の
が

安
全
｡ヒ

ラ
タ
ケ
　
市
販
の
ア
ル
プ
ス
､
ン
メ
ゾ
は
こ
の
キ

ノ
コ
の
人
工
栽
培
品
`
呑
正
月
か
ら
秋
に
か
け
庭
先

か
ら
深
山
ま
で
発
生
､
安
曇
地
方
で
は
り
カ
工
の
名

前
で
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て
い
る
｡
全
体
が
ぼ
っ
て

り
し
た
感
じ
で
`
半
円
形
の
ホ
ン
シ
メ
ジ
と
い
っ
た

キ
ノ
コ
､
茎
は
傘
の
側
方
に
申
し
訳
程
度
に
つ
き
､

何
校
も
重
を
り
合
い
一
本
の
木
に
多
数
発
生
す
る
｡

エ
ノ
キ
タ
ケ
　
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
は
暗
室
で

人
工
栽
培
さ
れ
た
も
の
､
野
生
の
エ
ノ
キ
タ
ケ
は
ク

ワ
､
カ
キ
､
ヤ
ナ
ギ
､
ポ
プ
ラ
の
切
株
か
倒
木
に
群

生
す
る
｡
傘
の
表
面
湿
っ
て
い
る
鳴
け
著
し
い
粘
性

あ
り
､
黄
褐
色
-
粟
袖
色
で
周
辺
は
淡
色
｡
茎
は
繊

維
質
で
強
-
､
上
方
は
黄
砂
色
下
方
は
黒
的
色
で
短

い
密
毛
に
積
れ
る
｡
普
通
教
本
-
赦
十
本
が
株
状
と

在
っ
て
寮
生
す
る
｡

ナ
メ
コ
　
こ
の
種
も
人
工
栽
培
が
盛
ん
で
､
馴
染

主
と
し
て
ブ
ナ
に
垂
在
り
合
っ
て
群
生
す
る
｡
半
円

形
で
茎
な
く
傘
の
表
面
は
は
じ
め
白
色
の
ち
黄
色
を

ね
び
特
有
の
甘
い
芳
香
を
放
つ
.
傘
の
下
面
は
腸
を

墓
が
え
し
た
よ
う
な
針
状
突
起
で
預
れ
る
｡
繊
維
節

で
湯
で
で
も
こ
そ
ば
ゆ
い
の
で
'
酢
の
物
か
マ
ヨ
ネ

ー
ズ
和
え
に
適
す
｡
安
曇
地
方
で
は
･
ン
シ
タ
ケ
と
呼

ん
で
い
る
｡

姉
妹
種
に
形
が
大
き
-
強
報
を
軟
骨
質
と
な
る
エ

ソ
ハ
リ
タ
ケ
が
あ
る
｡
表
面
全
面
に
鮭
毛
と
肉
質
状

の
突
起
が
あ
り
､
傘
下
面
の
針
は
は
じ
め
白
色
の
ち

帯
黄
色
か
ら
内
包
を
ね
び
る
よ
う
に
在
る
の
が
特
徴
｡

キ
ク
ラ
ゲ
　
支
那
料
理
に
付
き
物
の
お
馴
染
み
の

キ
ノ
コ
｡
普
通
数
個
ま
た
は
多
数
が
互
に
ゆ
善
し
合

っ
て
塊
り
と
な
っ
て
発
生
す
る
｡
裏
面
は
暗
翻
色
-

黒
樹
色
､
上
面
は
や
､
淡
色
で
湿
っ
て
い
る
時
は
柔

軟
を
ゼ
ラ
チ
ン
蟹
､
乾
-
と
堅
い
紙
状
と
在
る
｡

姉
妹
種
の
ア
ラ
ゲ
キ
ク
ラ
ゲ
(
食
)
は
'
全
休
が

大
柄
で
傘
の
径
5
-
1
3
亭
灰
白
色
～
暗
紺
色
､
下
面

は
淡
紫
翻
色
で
山
麓
に
多
-
､
キ
ク
ラ
ゲ
は
深
山
の

ブ
ナ
'
ミ
ズ
ナ
ラ
帯
に
発
生
す
る
｡

ゴ
ム
タ
ケ
　
ミ
ズ
ナ
ラ
､
ブ
ナ
を
中
心
に
そ
の
樹

皮
の
さ
け
目
に
群
生
す
る
｡
弾
力
の
あ
る
ゴ
ム
状
寒

天
質
で
､
は
じ
め
は
球
形
の
ち
浅
い
す
り
鉢
状
か
椀

､

.

∵

∴

∵

∴

状
と
な
る
｡
大
き
さ
1
-
4
善
向
き
u
I
等
の
紫

黒
色
の
キ
ノ
コ
∵
シ
イ
タ
ケ
栽
培
の
種
木
に
も
よ
く

発
生
す
る
｡

シ
イ
タ
ケ
　
春
と
秋
､
主
に
ナ
ラ
に
発
生
す
る
お

馴
染
み
の
キ
ノ
コ
｡
秋
発
生
の
も
の
で
は
雨
後
の
ポ

ッ
タ
ロ
し
た
も
の
は
毒
菌
の
ツ
キ
ヨ
タ
ケ
と
よ
く
間

違
え
る
の
で
注
意
が
必
要
｡

マ
イ
タ
ケ
　
東
北
地
方
で
は
大
量
に
発
生
し
市
販

も
さ
れ
て
い
る
有
名
を
キ
ノ
コ
で
`
最
近
長
野
県
下

で
人
工
栽
培
に
成
功
し
た
｡
北
安
曇
地
方
で
は
白
馬

村
の
一
部
と
小
谷
村
の
一
部
に
発
生
す
る
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
〇
人
素
附
近
で
も
稀
に
は
発
生
す
る
が

普
通
､
三
〇
〇
1
.
五
〇
〇
昌
の
深
山
の
ミ
ズ
ナ

ラ
か
ク
リ
の
老
木
の
根
元
に
の
み
発
生
し
､
一
抹
で

十
教
務
に
達
す
る
｡
姉
妹
種
の
シ
ロ
マ
イ
タ
ケ
は
形

質
お
よ
び
発
生
場
所
樹
種
も
同
じ
で
あ
る
が
､
マ
ィ

タ
ケ
よ
り
一
周
間
近
く
早
く
発
生
へ
色
が
は
じ
め
白

色
の
ち
汚
白
黄
色
と
在
り
､
味
歯
ざ
れ
は
マ
イ
ク
ケ

よ
り
少
し
語
る
｡

ハ
ナ
ビ
ラ
二
カ
ワ
タ
ケ
　
キ
ク
ラ
ゲ
の
仲
間
で
寒

天
質
､
不
規
則
を
花
弁
状
の
無
数
の
塊
り
か
ら
な
り

色
は
淡
的
色
-
帯
紺
色
､
質
蒋
-
半
透
明
､
湿
っ
て

い
る
時
は
ゼ
ラ
チ
ン
質
を
現
す
が
､
乾
-
と
収
縮
し

堅
く
黒
樹
色
と
在
る
｡
ナ
ラ
か
ク
リ
に
発
生
す
る
｡

歯
切
れ
は
キ
ク
ラ
ゲ
よ
り
少
し
落
る
｡

早
　
計
藤
樹
に
発
生
す
る
キ
ノ
コ

マ
ツ
オ
ウ
シ
　
初
夏
か
ら
秋
に
か
け
主
に
マ
ヅ
に

妹
立
ち
と
な
っ
て
発
生
す
る
｡
大
き
さ
は
･
ン
メ
ジ
大

か
ら
3
0
享
に
遥
す
る
も
の
も
あ
る
｡
傘
は
扁
平
か
浅

い
皿
状
で
'
表
面
は
乾
燥
質
､
白
色
-
淡
黄
色
の
地

に
禍
色
の
サ
サ
ク
レ
を
生
じ
､
周
辺
部
は
裂
け
て
白

い
肉
を
現
す
｡
軽
い
樹
脂
の
香
が
す
る
｡
茎
も
淡
黄

色
繊
維
状
で
､
樹
色
の
サ
サ
ク
レ
が
あ
る
｡

ス
ギ
工
ダ
タ
ケ
　
夏
か
ら
秋
に
か
け
ス
ギ
林
の
枝

の
埋
木
上
に
点
々
と
発
生
す
る
｡
可
弱
い
感
じ
の
キ

ノ
コ
で
､
ち
ょ
っ
と
エ
ノ
キ
タ
ケ
に
似
て
い
､
傘
は

白
色
ま
た
は
ネ
ズ
ミ
色
で
､
中
央
部
暗
色
､
ヒ
ダ
は

疎
で
白
色
'
茎
は
堅
い
軟
骨
質
で
細
く
太
さ
は
5
㍉

前
後
で
､
黄
土
色
-
橙
黄
色
で
中
空
｡

(
白
馬
村
役
場
･
大
町
山
岳
博
物
館
調
査
員
)
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鰭物情ど山

北
ア
の
初
期
登
山
者
と

｢
五
万
分
の
一
地
図
｣

剣
岳
の
測
量
に
つ
い
て
は
､
測
量
官
が
果
た
し
て

山
頂
ま
で
登
っ
た
か
ど
う
か
で
､
論
争
を
ま
き
起
し

た
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
剣
岳
へ
の
初
登
は
ん
者

で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
意
味
で
も
'
関
心
を
も
た

れ
る
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
｡

三
五
会
会
報
十
七
号
(
明
治
四
十
年
)
　
に
､
当
時

三
十
一
歳
の
柴
崎
芳
太
郎
の
剣
岳
測
量
の
記
事
が
載

っ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
る
と
､
同
年
七
月
十
二
日
に

室
堂
か
ら
剣
法
に
移
っ
て
幕
営
し
､
十
三
日
に
は
長

次
郎
谷
(
当
時
は
蕪
名
答
)
を
登
っ
て
午
前
十
一
時

頃
､
剣
の
山
頑
に
つ
い
た
｡
測
夫
の
生
田
信
の
ほ
か

人
夫
四
人
が
同
行
し
た
が
､
人
夫
の
一
人
は
途
中
で

落
伍
し
て
い
る
｡
人
跡
未
踏
と
信
し
ら
れ
て
い
た
山

頑
で
､
彼
等
は
錫
杖
の
頭
と
槍
の
穂
先
が
あ
る
の
を

発
見
し
､
し
か
も
建
物
が
あ
っ
た
よ
う
な
四
尺
四
方

の
平
地
が
三
ヶ
所
も
あ
り
､
頂
上
の
西
南
の
二
'
三

三

　

井

　

嘉

　

雄

問
下
に
は
岩
屋
が
あ
っ
て
､
そ
の
中
で
焚
火
を
し
た

こ
と
が
あ
る
の
か
木
炭
の
破
片
も
発
見
し
て
い
る
｡

そ
の
日
は
剣
沢
の
宿
営
地
に
.
掠
っ
て
､
第
二
回
目
の

登
山
で
は
､
測
表
木
山
竹
吉
と
人
夫
と
と
も
に
､
継

ぎ
合
わ
せ
る
と
六
尺
位
に
在
る
柱
を
四
本
に
分
け
て

登
り
､
頂
上
で
一
本
に
し
て
建
て
て
き
た
　
-
　
と
記

さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
登
山
で
は
､
機
械
や
測
量
材
料
は
運
搬
不
能

で
あ
っ
た
た
め
に
持
っ
て
行
か
ず
､
し
た
が
っ
て
観

測
は
し
て
い
な
い
｡
た
だ
第
二
四
日
の
登
頂
の
日
付

の
記
戦
が
な
く
て
､
少
し
歯
切
れ
の
悪
い
感
じ
で
あ

る
｡

と
こ
ろ
が
'
剣
岳
へ
は
明
治
四
十
二
年
七
月
に
吉

田
孫
四
郎
の
一
行
が
登
頂
し
て
､
登
山
者
と
し
て
の

第
一
登
を
印
し
て
い
る
｡
そ
の
時
の
登
山
記
録
(
千

山
岳
』
第
五
年
第
一
号
)
　
の
最
後
に
　
｢
柴
崎
測
量
員

登
山
の
真
偽
｣
と
し
て
､
そ
の
根
拠
に
､
｢
余
等
が

見
た
る
は
黙
ら
ず
､
高
一
文
ば
か
り
の
一
本
の
自
然

木
の
皮
を
剥
ぎ
し
に
す
ぎ
な
い
｣
と
あ
っ
て
､
四
本

を
継
ぎ
た
し
て
一
本
に
し
た
測
量
標
柱
で
は
な
か
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
｡

こ
れ
に
対
し
て
柴
崎
も
､
翌
年
の
　
『
山
岳
言
に
そ

の
反
論
を
よ
せ
て
い
る
が
､
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
た

内
容
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡

柴
崎
芳
太
郎
の
剣
岳
登
頂
の
有
無
は
別
に
し
て
も
､

今
ま
で
の
登
山
史
で
は
測
量
の
た
め
の
登
頂
が
七
月

十
二
日
と
な
っ
て
い
る
が
'
正
確
に
は
七
月
十
三
日

で
あ
る
こ
と
が
'
こ
れ
で
判
る
｡
ま
た
､
測
量
標
柱

を
建
て
た
の
は
七
月
十
四
日
か
､
そ
れ
以
後
と
い
う

こ
と
に
在
る
｡

そ
ん
を
わ
け
で
'
剣
岳
に
は
今
も
三
角
点
は
な
-
､

周
囲
の
三
角
点
か
ら
剣
岳
を
測
量
し
た
た
け
で
'
剣

岳
か
ら
の
測
量
は
行
を
お
れ
左
か
っ
た
｡

話
は
か
お
る
が
､
測
量
隊
と
現
地
で
会
っ
た
記
録

に
､
烏
帽
子
岳
で
の
百
瀬
慎
太
郎
の
も
の
が
あ
る
｡

大
止
二
年
八
月
の
こ
と
で
､
｢
軍
と
書
い
た
紅
白
の

旗
の
た
た
っ
た
テ
ン
ト
の
中
か
ら
､
例
の
測
址
隊
の

技
師
が
人
夫
と
二
人
で
と
び
出
し
て
来
て
｣
　
(
　
雪
山

を
想
へ
ば
も
)
　
と
在
っ
て
い
る
し
測
亜
隊
は
拐
帯
テ

ン
ト
に
手
製
の
柾
槌
ま
で
も
っ
て
い
て
､
次
の
日
は

慎
太
郎
の
一
行
と
い
っ
し
ょ
に
野
口
五
郎
岳
の
方
へ

移
動
し
て
い
る
｡
赤
と
臼
に
半
々
に
色
分
け
た
旗
は
'

た
し
か
に
陸
地
測
量
部
の
旗
で
あ
る
｡
こ
の
時
は
す

で
に
五
万
の
地
図
は
刊
行
さ
れ
て
い
た
か
,
r
'
補
足

的
を
測
量
を
の
か
も
知
れ
な
い
｡

小
島
烏
水
も
､
明
治
三
十
九
年
に
営
倉
へ
向
っ
て

初
縦
走
し
た
お
り
に
､
二
の
俣
小
屋
の
あ
た
り
で
測

量
隊
と
出
会
っ
て
い
る
｡

い
ず
れ
に
し
て
も
測
量
部
員
た
ち
'
特
に
三
角
点

の
位
置
を
決
め
る
選
定
音
た
ち
は
､
両
頭
や
山
稜
に

よ
っ
て
は
一
般
の
登
山
者
よ
り
も
は
る
か
に
以
前
に

頂
上
を
極
め
て
い
る
例
が
多
い
｡
大
止
十
一
年
に
な

っ
て
初
登
は
ん
が
左
さ
れ
た
槍
ヶ
岳
の
北
鎌
尾
根
も
､

二
九
〇
七
メ
ー
ト
ル
の
独
標
は
､
す
で
に
明
治
期
に

三
角
点
が
あ
り
､
そ
こ
か
ら
測
珪
が
行
を
お
れ
て
い

た
の
で
あ
っ
た
｡

3
､
｢
五
万
分
の
一
｣
と
登
山
者

測
量
が
す
ん
で
か
ら
も
､
三
角
点
は
登
山
者
に
と

っ
て
絶
好
の
目
標
物
と
在
っ
た
｡

穂
高
-
槍
ヶ
岳
を
初
縦
走
の
た
め
奥
又
白
か
ら
前

穂
高
に
登
っ
て
い
た
鵜
殿
正
雄
の
文
に
は
､
｢
急
遽

右
に
折
れ
三
角
点
目
標
に
登
る
｡
｣
な
ど
と
あ
る
｡

大
正
二
年
に
は
､
百
瀬
慎
太
郎
は
､
蓮
華
岳
の
三
角

点
の
柱
石
を
枕
に
い
び
き
を
立
て
て
い
る
林
蔵
を
ゆ

り
起
こ
し
た
､
と
の
文
も
見
え
る
｡

三
角
点
は
､
測
量
の
お
り
別
の
三
角
点
か
ら
見
通

す
の
に
判
然
と
す
る
た
め
に
､
そ
の
上
に
四
本
の
木

で
組
ま
れ
た
櫓
を
立
て
た
｡

『
神
河
内
』
に
は
'
｢
宿
(
上
高
地
温
泉
)
か
ら

見
え
る
三
角
点
は
六
百
山
と
称
せ
ら
れ
'
最
高
峰
八

右
衝
門
の
岳
は
右
の
前
山
に
隠
れ
て
い
る
か
ら
､
梓

川
原
か
ら
は
そ
の
三
角
標
を
仰
ぐ
こ
と
は
で
き
を
い

｣
と
あ
る
が
､
上
高
地
か
ら
見
え
た
三
角
標
と
い
う

の
は
､
も
ち
ろ
ん
三
角
櫓
の
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
､

八
右
衝
門
の
岳
と
は
､
現
在
の
霞
沢
岳
で
あ
る
｡

明
治
四
十
四
年
に
､
小
島
烏
水
一
行
は
三
俣
蓮
華

岳
で
霧
に
ま
か
れ
て
方
角
を
失
っ
て
し
ま
い
､
案
内

の
嘉
門
次
に
も
現
在
地
が
お
か
ら
を
く
在
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
｡
｢
霧
の
幕
が
ち
ょ
い
と
開
い
て
､
蓮
華

岳
の
三
角
測
量
標
と
､
黒
岳
の
絶
大
な
顔
が
直
ぐ
眼

の
前
に
突
き
立
っ
た
｡
我
々
は
前
蓮
華
の
雪
田
に
落

ち
込
ん
で
い
た
こ
と
が
即
ぐ
解
っ
た
｡
｣
と
い
う
次

第
で
あ
っ
た
｡

三
角
櫓
の
木
組
み
は
相
当
後
に
な
る
ま
で
立
っ
て

い
た
も
の
と
見
え
て
､
大
正
十
三
年
に
南
岳
か
ら
大

キ
レ
ソ
ト
を
越
え
て
前
穂
高
ま
で
来
た
藤
木
九
三
は
､

｢
今
ま
で
通
過
し
て
き
た
穂
高
の
運
嶺
の
う
ち
で
､

三
角
洲
出
の
ヤ
ク
ラ
が
現
存
し
て
い
た
の
は
こ
の
頂

上
た
け
だ
っ
た
｡
｣
　
(
　
『
あ
る
山
男
の
自
画
像
』
)

と
し
て
い
る
｡
加
藤
文
太
郎
が
黒
岳
(
水
晶
岳
)
　
へ

登
っ
た
昭
利
六
年
一
月
の
記
録
の
中
に
は
､
｢
頂
上

を
過
ぎ
て
一
つ
向
い
の
三
角
点
の
と
こ
ろ
ま
で
行
っ

た
が
､
櫓
の
朽
木
が
二
､
三
本
立
っ
て
い
る
だ
け
で

(
雪
が
あ
っ
て
)
三
角
標
石
は
見
え
な
か
っ
た
｡
｣

(
　
『
単
独
行
』
)
と
い
う
の
が
あ
る
｡

さ
て
剣
岳
に
三
角
点
が
な
い
こ
と
は
'
先
に
も
述

べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
､
剣
岳
の
三
角
点
に
つ
い
て

は
後
に
を
っ
て
お
も
し
ろ
い
事
件
が
起
こ
っ
た
｡

大
正
四
年
の
夏
､
宮
山
師
範
の
一
行
十
八
人
が
案

内
人
と
い
っ
し
ょ
に
剣
岳
に
登
っ
た
時
､
霧
が
出
て

い
て
眺
望
が
さ
か
毛
か
っ
た
た
め
､
前
剣
の
あ
た
り

で
､
こ
れ
が
剣
岳
の
頂
上
だ
と
案
内
人
に
い
わ
れ
て

一
行
は
そ
こ
か
ら
引
き
返
し
た
｡
そ
れ
を
疑
問
に
思

っ
た
一
人
が
発
表
し
て
問
題
に
在
っ
た
の
だ
が
'
案

内
の
佐
々
木
助
七
が
'
頂
上
と
い
う
と
こ
ろ
で
､
｢

剣
の
絶
頂
に
三
角
点
を
ど
な
い
｡
｣
と
い
っ
た
と
い

ぅ
の
で
あ
る
｡
少
を
-
と
も
三
角
点
に
関
し
て
は
助

七
の
言
葉
が
正
し
か
っ
た
こ
と
に
在
る
｡

(
　
｢
山
と
渓
谷
｣
通
信
員
)
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