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ぜ
ひ
鈴
木
さ
ん
の
書
か
れ
て
き
た
エ
ッ
セ
イ
を
ま
と
め
て
読
ま
せ
て
欲
し
い
と
お
願
い
し
た
。
鈴
木
さ
ん
も
了
承
し
て
く

れ
、
私
の
と
こ
ろ
に
十
年
以
上
も
『
武
蔵
野
ペ
ン
』
と
『
文
芸
か
わ
じ
ま
』
に
書
き
継
が
れ
て
き
た
エ
ッ
セ
イ
が
届
い
た
。

原
稿
類
を
通
読
し
て
私
が
想
像
し
て
い
た
通
り
の
内
容
で
編
集
案
は
短
時
間
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
秋
か
ら
年
末

年
始
は
鈴
木
さ
ん
の
予
定
が
続
い
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
編
集
案
の
細
部
の
打
ち
合
わ
せ
は
新
年
明
け
に
な
っ
た
。

　

鈴
木
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
の
構
成
は
、
五
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。
一
章
「
越
辺
川
と
私
」
九
編
は
、
章
タ
イ
ト
ル
通
り
、

越
辺
川
と
鈴
木
さ
ん
の
関
わ
り
の
深
さ
を
記
し
た
も
の
だ
。
冒
頭
の
「
越
辺
川
と
私
」
で
は
、
越
辺
川
周
辺
で
昭
和
初
期

に
、
島
崎
藤
村
な
ど
の
文
人
達
が
「
小
澤
屋
」
と
い
う
料
理
屋
を
拠
点
に
川
遊
び
に
興
じ
て
い
た
風
光
明
媚
な
場
所
で

あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
周
辺
で
鈴
木
さ
ん
た
ち
子
供
は
、
河
川
敷
に
あ
る
雑
木
林
で
「
カ
ブ
ト
虫
」
を
見
つ

け
た
り
、
当
時
は
丸
太
橋
だ
っ
た
落
合
橋
の
丸
太
の
隙
間
に
手
を
突
っ
込
ん
で
雀
を
摑
ま
え
た
り
、
土
手
の
斜
面
を
ト
タ

ン
切
れ
で
滑
っ
た
り
、
川
原
で
石
投
げ
競
争
を
し
た
り
、
う
な
ぎ
や
な
ま
ず
を
「
置
き
針
」
と
い
う
仕
掛
け
で
釣
っ
た
り

し
て
遊
ん
だ
。
ま
た
七
夕
祭
り
の
「
ま
こ
も
」
馬
を
作
る
た
め
に
対
岸
の
川
岸
ま
で
泳
い
で
「
ま
こ
も
」
採
り
を
し
て
、

父
に
手
渡
し
父
が
馬
を
作
っ
た
こ
と
な
ど
は
、
伝
統
を
継
承
し
て
き
た
古
き
良
き
親
子
の
姿
を
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
の
後
に
次
の
よ
う
な
文
章
が
書
か
れ
て
あ
っ
た
。

　

「
物
心
が
つ
い
て
か
ら
も
越
辺
川
の
近
く
に
住
む
私
に
は
、
思
い
出
が
沢
山
あ
り
、
今
に
な
っ
て
も
毎
日
の
よ
う

に
、
橋
を
渡
り
、
越
辺
川
を
見
て
い
る
。

　

川
面
に
映
る
日
の
出
、
霧
に
霞
む
川
、
菜
の
花
い
っ
ぱ
い
の
堤
防
、
東
の
方
に
見
え
る
大
宮
の
高
層
ビ
ル
、
夕

日
を
バ
ッ
ク
に
逆
光
で
見
る
枯
す
す
き
な
ど
、
越
辺
川
は
素
敵
で
大
好
き
で
あ
る
」

　

鈴
木
さ
ん
の
よ
う
に
故
郷
の
水
辺
を
こ
れ
ほ
ど
慈
し
み
誇
り
を
持
っ
て
語
る
人
は
、
今
で
は
数
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
郷
土
愛
を
「
越
辺
川
の
い
ろ
ど
り
」
と
名
付
け
た
の
だ
ろ
う
。
今
の
時
代
に
最
も
立
ち
還
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
精

神
性
を
鈴
木
さ
ん
は
体
現
し
て
生
き
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
ん
な
足
元
に
広
が
る
故
郷
の
風
土
を
担
っ
て
き
た
地
域
文
化

を
こ
れ
か
ら
も
継
承
し
て
欲
し
い
と
願
っ
て
こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
『
越
辺
川
の
い
ろ
ど
り
』
が
書
か
れ
た
に
違
い
な
い
。
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川
島
町
・
伊
草
地
区
の
自
然
・
歴
史
・
文
化
を
伝
承
す
る
人

　
　
鈴
木
𣳾
左
右
エ
ッ
セ
イ
集
『
越お

っ

辺ぺ

川が
わ

の
い
ろ
ど
り

―
川
島
町
の
魅
力
を
語
り
継
ぐ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鈴
木
　
比
佐
雄

　
　

１

　

越お

辺ぺ

川が
わ

の

つ

水
は
、
秩
父
山
地
の
山
々
か
ら
白
く
光
り
輝
き
、
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
た
。
平
成
二
十
四
年
一
月
十
二
日

に
私
は
川
越
市
に
暮
ら
す
作
家
の
平
松
伴
子
さ
ん
の
車
に
同
乗
し
て
、
越
辺
川
に
架
か
る
落
合
橋
を
渡
り
初
め
て
川
島
町

に
入
っ
た
。
そ
こ
に
暮
ら
す
鈴
木
𣳾
左
右
さ
ん
に
会
い
エ
ッ
セ
イ
集
の
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
た
め
だ
っ
た
。
川
越
ペ
ン
ク

ラ
ブ
の
発
行
す
る
季
刊
誌
『
武
蔵
野
ペ
ン
』
の
何
冊
か
と
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
の
コ
ピ
ー
を
平
松
さ
ん
か
ら
戴
き
、
そ
の
中

に
連
載
さ
れ
て
い
る
鈴
木
さ
ん
の
「
伊
草
の
獅
子
舞
い
」
な
ど
の
エ
ッ
セ
イ
を
私
は
読
ん
で
い
た
。
そ
の
エ
ッ
セ
イ
か
ら

獅
子
舞
い
の
横
笛
の
音
色
が
聞
こ
え
て
き
て
、
地
域
文
化
の
真
の
伝
承
者
で
し
か
書
き
得
な
い
細
部
が
生
き
生
き
と
描
か

れ
て
い
る
こ
と
に
私
は
魅
了
さ
れ
た
。
そ
の
エ
ッ
セ
イ
を
生
み
出
し
た
精
神
性
は
、
川
島
町
伊
草
地
区
に
生
ま
れ
育
ち
、

今
も
地
域
で
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
人
び
と
の
幸
せ
を
願
っ
て
い
る
深
い
愛
情
に
満
ち
た
も
の
だ
っ
た
。

　

鈴
木
さ
ん
の
文
章
に
は
、
例
え
ば
「
伊
草
の
獅
子
舞
い
」
の
九
月
十
五
日
の
濃
密
な
一
日
を
作
り
上
げ
て
い
く
人
び
と

の
素
顔
や
立
ち
姿
が
正
確
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
エ
ッ
セ
イ
に
も
川
島
町
の
様
々
な
年
中
行
事
の
濃
密
な
時

間
を
記
し
て
い
く
伝
承
者
と
し
て
の
高
貴
な
魂
を
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
昨
年
の
初
夏
の
頃
に
私
は
平
松
さ
ん
を
通
し
て
、
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ヤ
キ
の
大
樹
が
家
を
守
っ
て
く
れ
る
存
在
で
あ
り
、
四
季
の
命
を
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
「
心
の
憩
い
」
だ
っ
た
こ
と
を

語
っ
て
い
る
。
ま
た
昔
か
ら
語
り
継
が
れ
て
き
た
洪
水
被
害
に
つ
い
て
も
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。

　
「
年
中
行
事
と
天
神
講
」
で
は
川
島
町
の
農
村
の
年
中
行
事
を
詳
細
に
紹
介
し
て
く
れ
て
い
る
。
例
え
ば
一
月
は
、
一

日
の
「
若
水
」、
七
日
の
「
七
草
」、
十
一
日
の
「
蔵
開
き
」、
十
三
日
の
「
鍬
入
れ
」、
十
四
日
の
「
団
子
さ
し
」、
十
五

日
の
「
十
五
日
粥
」、
十
六
日
の
「
や
ぶ
入
り
」「
オ
セ
イ
ニ
チ
」、
十
八
日
の
「
十
八
日
粥
」、
二
十
日
の
「
え
び
す

講
」、
二
十
四
日
の
菅
原
道
真
を
祭
る
「
天
神
講
」。
二
月
八
日
は
「
八
日
節
句
」「
初
う
ま
」「
針
供
養
」。
三
月
は
、
一

日
の
休
養
を
と
る
「
三
郎
の
つ
い
た
ち
」、
二
十
一
日
は
「
春
分
の
日
」。
四
月
三
日
は
「
ひ
な
祭
り
」。
五
月
は
、
二
日

の
「
八
十
八
夜
」、
五
日
の
「
端
午
の
節
句
」、
八
日
の
「
お
釈
迦
様
」。
七
月
は
、
一
日
の
ふ
か
し
饅
頭
を
食
べ
る
「
つ

い
た
ち
」、
三
十
一
日
の
「
盆
供
養
」。
八
月
は
、
十
三
日
の
「
迎
え
盆
」、
十
五
日
の
「
送
り
盆
」。
九
月
は
、
十
五
日

の
「
十
五
夜
」、
二
十
五
日
の
「
秋
分
の
日
」。
十
月
は
、
十
四
日
の
ご
馳
走
を
食
べ
な
が
ら
一
夜
を
語
り
明
か
す
「
お
日

待
ち
」、
三
十
一
日
の
か
ま
ど
に
ご
馳
走
を
上
げ
る
「
お
か
ま
様
」。
十
一
月
は
、
十
日
の
「
十
日
夜
」（
も
ぐ
ら
払
い
）、

二
十
日
の
え
び
す
様
に
新
米
を
上
げ
る
「
え
び
す
講
」。
十
二
月
は
、
四
日
・
十
四
日
・
二
十
二
日
・
二
十
四
日
に
神
様

に
あ
ず
き
粥
を
供
え
る
「
大
師
粥
」、
三
十
一
日
、
梅
干
し
・
お
む
す
び
・
年
越
し
そ
ば
を
食
べ
る
「
大
み
そ
か
」。
こ
の

よ
う
な
「
年
中
行
事
」
で
あ
る
民
衆
の
暮
ら
し
の
知
恵
を
伝
え
て
く
れ
て
い
る
。「
神
社
の
思
い
出
」
で
は
、
大
正
二
年

に
八
つ
の
神
社
が
合
社
し
て
で
き
た
伊
草
神
社
の
由
来
や
鈴
木
さ
ん
の
身
近
な
遊
び
場
で
あ
り
、
今
も
「
伊
草
の
獅
子
舞

い
」
が
奉
納
さ
れ
る
地
域
の
「
か
け
が
え
の
な
い
場
所
」
を
語
っ
て
く
れ
て
い
る
。
戦
後
間
も
な
く
復
活
し
た
当
時
、
小

学
校
三
年
だ
っ
た
鈴
木
さ
ん
は
、「
獅
子
子
供
」（
大
獅
子
、
中
獅
子
、
雌
獅
子
、
猿
若
）
の
四
名
の
一
人
に
選
ば
れ
て
演

じ
た
こ
と
が
そ
の
後
の
人
生
を
決
定
付
け
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
の
他
「
神
事
」
と
「
干え

と支
」
の
二
編
の
エ
ッ
セ
イ

も
こ
の
地
区
の
生
活
に
密
着
し
た
貴
重
な
「
年
中
行
事
」
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

　

鈴
木
さ
ん
か
ら
伊
草
神
社
、
大
聖
寺
、
伊
草
小
学
校
、
伊
草
公
民
館
、
伊
草
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
歴
史

や
個
人
的
な
思
い
出
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
も
忘
れ
ら
れ
な
い
良
き
時
間
で
あ
っ
た
。

　
　

２

　

二
番
目
に
置
か
れ
た
「
白
鳥
の
飛
来
」
は
、
越
辺
川
に
冬
に
な
る
と
飛
来
す
る
コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
に
触
れ
た
エ
ッ
セ
イ
だ
。

私
と
平
松
さ
ん
が
鈴
木
さ
ん
が
経
営
し
て
い
る
鈴
木
衣
料
品
店
に
到
着
す
る
と
、
鈴
木
さ
ん
は
、
私
た
ち
に
既
に
飛
来
し

て
い
る
白
鳥
を
見
せ
た
い
と
、
旧
道
と
共
に
生
き
て
き
た
伊
草
地
区
の
歴
史
を
語
り
な
が
ら
、
越
辺
川
の
河
川
敷
ま
で
車

で
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
堤
防
の
土
手
は
想
像
を
超
え
た
高
い
も
の
だ
っ
た
。
エ
ッ
セ
イ
に
も
書
か
れ
て
あ
る
と
お
り
、

か
つ
て
堤
防
が
決
壊
し
二
階
に
ま
で
届
い
た
水
害
の
歴
史
か
ら
こ
の
よ
う
な
堤
防
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

ま
た
駐
車
場
に
は
、「
白
鳥
に
餌
を
与
え
な
い
で
下
さ
い
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。「
白
鳥
を
守
る
会
」
が
餌
付
け
を
し
て

い
る
の
で
、
飽
食
を
す
る
と
太
り
す
ぎ
て
シ
ベ
リ
ア
に
帰
れ
な
く
な
る
の
で
健
康
管
理
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
。
河
川

敷
の
枯
れ
た
薄
や
葦
原
を
越
え
て
い
く
と
川
砂
利
の
向
う
に
越
辺
川
と
数
十
羽
の
白
鳥
と
鴨
が
見
え
て
き
た
。
白
鳥
た
ち

は
水
辺
近
く
ま
で
寄
っ
て
き
て
餌
を
ね
だ
っ
て
い
る
よ
う
に
鳴
い
て
い
た
。
鈴
木
さ
ん
の
最
も
大
事
に
し
て
い
る
風
景
を

私
た
ち
に
真
っ
先
に
見
せ
て
く
れ
た
こ
と
に
私
は
と
て
も
感
動
し
た
。
左
手
に
見
え
る
雑
木
林
で
カ
ブ
ト
虫
を
採
っ
た
の

だ
ろ
う
。
雑
木
林
の
東
側
に
道
場
橋
が
見
え
、
そ
の
先
に
落
合
橋
が
あ
る
。
対
岸
ま
で
泳
い
で
「
マ
コ
モ
」
を
刈
り
取
り

父
に
手
渡
し
、
鰻
や
鯰
を
釣
る
仕
掛
け
を
こ
し
ら
え
た
の
だ
ろ
う
。
鈴
木
少
年
達
が
こ
の
川
原
で
繰
り
広
げ
た
光
景
が
私

の
中
に
も
甦
っ
て
く
る
思
い
が
し
た
。

　

越
辺
川
の
次
に
は
、
旧
道
沿
い
の
伊
草
神
社
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
。
一
章
の
三
番
目
の
「
旧
道
（
伊
草
宿
）
よ

も
や
ま
話
」
で
は
、
鎌
倉
街
道
の
一
つ
と
し
て
の
伊
草
宿
の
歴
史
が
紐
解
か
れ
て
い
る
。
明
治
三
年
以
前
は
「
よ
ろ
づ

屋
」（
現
在
の
谷
屋
本
店
）
一
軒
だ
っ
た
そ
う
だ
。
そ
の
後
は
国
税
を
納
め
た
特
権
と
し
て
そ
の
「
よ
ろ
づ
屋
」
以
外
に

「
鈴
木
商
店
（
よ
ろ
づ
屋
）」
が
二
番
目
に
店
を
出
し
た
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
往
来
す
る
人
も
増
え
て
次
々
に
店
が
開
業

し
た
そ
う
だ
。「
養
蚕
の
苦
労
話
」
で
は
、
近
郊
の
農
家
が
米
作
り
の
傍
ら
養
蚕
を
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
を

担
っ
て
い
た
嫁
た
ち
の
苦
労
話
を
書
き
記
し
て
い
る
。
ま
た
繭
の
製
造
過
程
を
こ
の
よ
う
に
農
家
の
家
に
暮
ら
し
て
観
察

し
た
よ
う
な
筆
致
は
と
て
も
貴
重
な
も
の
だ
。「
わ
が
家
の
ケ
ヤ
キ
と
洪
水
」
で
は
、
鈴
木
衣
料
品
店
の
脇
に
あ
っ
た
ケ
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町
の
農
家
の
家
庭
料
理
「
す
っ
た
て
」
を
町
お
こ
し
の
た
め
に
、
町
内
の
飲
食
店
・
居
酒
屋
に
勧
め
て
、
川
島
町
の
郷
土

料
理
を
名
物
ブ
ラ
ン
ド
に
し
て
い
く
奮
闘
記
だ
。「
平
成
の
夏
祭
り
」
や
「
伊
草
地
区
の
盆
踊
り
」
で
は
、
伊
草
地
区
に

今
も
息
づ
い
て
い
る
祭
り
や
盆
踊
り
の
本
来
的
な
目
的
で
あ
る
「
五
穀
豊
穣
」、「
無
病
息
災
」、「
住
民
の
親
睦
」
の
精
神

の
継
承
を
、
具
体
的
な
祭
り
の
裏
舞
台
を
語
り
な
が
ら
伝
え
て
い
る
。「
わ
が
家
の
お
盆
」
で
は
、
鈴
木
さ
ん
の
菩
提
寺

の
大
聖
寺
で
行
わ
れ
る
施
餓
鬼
会
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
自
己
の
悪
行
を
反
省
し
善
行
を
積
み
先
祖
に
感
謝
す
る

こ
と
の
精
神
を
語
っ
て
い
る
。「
伊
草
の
獅
子
舞
い
」
と
「
平
成
の
獅
子
舞
い
」
で
は
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
年
）
に

「
汚
れ
な
き
子
供
」
と
い
う
「
子
供
獅
子
」
が
奉
納
さ
れ
た
の
が
起
源
と
言
わ
れ
る
。
獅
子
舞
い
の
拠
点
は
伊
草
の
大
聖

寺
に
あ
り
、
獅
子
舞
い
の
器
具
な
ど
も
寺
に
保
存
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
和
五
十
九
年
か
ら
「
伊
草
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン

タ
ー
」
に
移
さ
れ
て
平
成
八
年
か
ら
は
耐
火
・
耐
震
構
造
の
収
納
庫
を
建
設
し
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
獅
子
舞

い
の
精
神
や
具
体
的
な
内
容
が
当
事
者
の
一
人
で
あ
る
鈴
木
さ
ん
か
ら
祭
り
の
克
明
な
手
順
と
と
も
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
晴
れ
の
祭
り
の
時
空
間
が
鈴
木
さ
ん
の
横
笛
の
音
色
が
背
後
に
流
れ
て
い
る
動
画
を
見
聞
き
す
る
よ
う
に
再
現
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
他
の
季
節
を
織
り
込
ん
だ
エ
ッ
セ
イ
も
貴
重
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。
三
章
「
川
島
町
の
現
在
」
十
二
編

は
、
川
島
町
の
現
在
の
食
文
化
で
あ
る
「
す
っ
た
て
」
や
「
呉
汁
」
な
ど
の
魅
力
や
、
圏
央
道
が
開
通
し
た
な
ど
暮
ら
し

の
変
化
を
伝
え
て
い
る
。
ま
た
四
章
「
高
齢
者
は
語
る
」
十
一
編
で
は
、
高
齢
化
社
会
の
暮
ら
し
の
様
々
な
問
題
点
も
指

摘
し
、
そ
れ
で
も
よ
り
良
く
生
き
る
提
言
を
さ
れ
て
い
る
。
五
章
「
川
島
町
行
事
の
あ
い
さ
つ
」
十
編
で
は
、
鈴
木
さ
ん

の
公
的
な
仕
事
で
の
あ
い
さ
つ
文
を
収
録
し
て
い
る
。
地
域
の
人
び
と
の
幸
せ
を
願
っ
て
働
い
て
き
た
思
い
が
伝
わ
っ
て

く
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
編
集
案
の
打
合
せ
を
し
な
が
ら
、
私
と
平
松
さ
ん
は
「
か
わ
じ
ま
呉
汁
」
を
ご
馳
走
に
な
っ
た
。
鈴
木

さ
ん
と
私
た
ち
が
呉
汁
を
出
し
て
い
る
店
に
入
る
と
、
店
を
切
り
盛
り
し
て
い
る
若
夫
婦
は
、
鈴
木
さ
ん
を
大
切
な
父
の

よ
う
に
迎
え
て
い
た
。
き
っ
と
鈴
木
さ
ん
は
彼
ら
の
将
来
の
た
め
に
公
的
な
仕
事
で
汗
を
流
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。

　

越
辺
川
を
愛
す
る
一
人
の
人
間
の
物
語
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
多
く
の
人
び
と
の
郷
土
愛
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
清
々

し
い
エ
ッ
セ
イ
集
を
多
く
の
人
び
と
に
読
ん
で
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
。

　
　

３

　

越お

辺ぺ

川が
わ

の

つ

名
前
の
由
来
を
幾
つ
か
の
資
料
で
調
べ
て
み
る
と
、
大
ま
か
に
言
う
と
三
つ
の
説
が
あ
り
そ
う
だ
。

　

有
力
な
の
は
ア
イ
ヌ
語
説
で
、「
お
」
が
「
持
つ
」
と
か
「
豊
か
」
の
意
味
で
「
ぺ
」
が
川
な
の
で
「
豊
か
な
川
」
と

い
う
意
味
に
な
る
と
い
う
。
朝
鮮
語
説
も
有
力
で
、
古
代
朝
鮮
語
の
「
オ
ッ
ヒ
ー
」
は
「
衣
」
を
指
し
、
古
代
の
渡
来
人

が
こ
の
地
に
住
み
養
蚕
を
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、「
オ
ッ
ヒ
ー
」
が
転
化
し
て
「
越
辺
川
」
に
な
り
、
白
く
光
る
川
を
白

い
衣
の
よ
う
な
川
と
名
付
け
た
説
。「
越
辺
川
」
の
水
源
説
で
は
、
越お

上が
み
や
ま山

の
附
近
に
あ
り
、
そ
の
地
区
に
小
字
越
辺
と

い
う
地
名
も
あ
り
、
ま
た
越お
ご
せ生

に
も
近
い
の
で
「
越
生
辺
の
川
」
が
転
化
し
て
「
越
辺
川
」
に
な
っ
た
と
い
う
説
。
そ
の

三
説
の
中
に
も
ま
だ
様
々
な
異
説
が
あ
り
、
ど
の
説
が
真
実
な
の
か
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
調
べ
る
と
余
計
に
謎

が
深
ま
り
古
代
の
ロ
マ
ン
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
だ
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
も
「
越
辺
川
」
は
、
太
古
か
ら
の
古
代

人
、
ア
イ
ヌ
人
、
渡
来
人
な
ど
の
多
く
の
人
び
と
を
魅
了
し
て
生
き
る
希
望
を
あ
た
え
、
現
在
の
鈴
木
さ
ん
た
ち
に
つ
な

が
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

二
章
「
越
辺
川
周
辺
の
四
季
」
十
八
編
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
集
の
最
も
「
い
ろ
ど
り
」
を
放
っ
て
い
る
繊
細
な
文
章
だ
。

冒
頭
の
「
初
詣
で
」
は
例
年
、
紅
白
歌
合
戦
が
終
わ
る
と
伊
草
神
社
に
向
か
い
、
氏
子
総
代
長
の
零
時
の
合
図
で
、
列
の

先
頭
か
ら
お
参
り
が
始
ま
る
様
子
を
記
し
て
い
る
。「
わ
が
家
の
お
彼
岸
」
で
は
、「
此
岸
」
で
あ
る
こ
の
世
と
「
彼
岸
」

で
あ
る
先
祖
の
住
む
「
涅
槃
」
の
本
来
的
な
意
味
を
考
え
、「
お
彼
岸
」
に
は
、
親
類
・
姉
妹
兄
弟
が
集
ま
り
昔
話
を
し

て
若
返
る
効
用
を
語
っ
て
い
る
。「
桜
花
」
で
は
、「
桜
」
が
い
か
に
日
本
の
文
化
に
根
付
い
て
い
る
か
を
指
摘
し
、
花
だ

け
で
な
く
桜
の
木
の
有
益
性
に
も
光
を
当
て
て
い
る
。「
雑
草
」
は
、
除
草
剤
を
使
わ
ず
に
雑
草
を
「
む
し
る
」
こ
と
を

し
て
き
た
農
民
た
ち
の
暮
ら
し
を
再
評
価
し
、
家
畜
の
餌
や
気
温
を
下
げ
る
な
ど
の
雑
草
の
効
用
を
語
っ
て
い
る
。「
梅

干
し
の
思
い
出
」
で
は
、
母
の
漬
け
た
梅
干
し
の
味
が
忘
れ
ら
れ
ず
に
、
そ
の
味
を
自
分
で
再
現
し
よ
う
と
し
て
そ
の
製

造
過
程
を
書
き
記
し
た
話
だ
。「
猛
暑
」
で
は
、
ク
ー
ラ
ー
に
頼
る
現
代
の
暮
ら
し
の
問
題
点
や
「
熱
中
症
」
の
際
の
手

当
て
の
具
体
例
も
記
し
て
い
る
。「
す
っ
た
て
」
で
は
、
川
島
町
商
工
会
長
で
あ
る
鈴
木
さ
ん
が
職
員
と
一
緒
に
、
川
島

解　説


