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母
の
食
物
訓

　

明
治
十
一
年
生
ま
れ
の
母
は
料
理
の
味
付
け
が
上
手
だ
っ

た
。
と
言
う
の
も
、祖
父
も
曽
祖
父
も
軽
輩
な
が
ら
「
お
館
様
」

の
お
供
を
し
て
幾
度
と
な
く
江
戸
に
上
り
、
高
級
料
亭
に
も
相

伴
し
た
ら
し
い
。

　

佐
々
木
家
の
料
理
は
特
に
高
価
な
も
の
や
珍
し
い
も
の
を
使

う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
が
、
す
こ
ぶ
る
衛
生
的
で
味
も
他
の
追

従
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
。
味
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
京
風

で
、
例
え
ば
、
お
正
月
に
食
べ
る
落
ち
鮎
の
焼
き
干
し
を
使
っ

た
お
吸
い
物
な
ど
は
、
一
度
蓋
を
取
れ
ば
最
後
の
一
滴
ま
で
お

椀
を
置
か
れ
な
い
ほ
ど
美
味
で
あ
っ
た
と
い
う
。
薬
味
と
い
え

ば
、
ね
ぎ
、
生
姜
、
唐
辛
子
ぐ
ら
い
し
か
な
か
っ
た
秋
田
の
家

庭
で
、
吸
口
に
柚
子
や
木
の
芽
を
使
う
の
も
め
ず
ら
し
か
っ
た

よ
う
だ
。

　

秋
田
生
ま
れ
の
母
は
海
魚
の
眼
利
き
も
上
手
だ
っ
た
が
、
そ

の
代
わ
り
横
手
の
代
表
的
惣
菜
で
あ
っ
た
煮
豆
類
や
納
豆
汁
、

里
芋
の
葛
か
け
、
干
鯨
や
イ
ル
カ
な
ど
は
食
べ
慣
れ
な
い
も
の

だ
っ
た
と
見
え
、
自
分
で
は
料
理
し
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
毒
断
ち
は
い
た
っ
て
厳
し
く
、
お
な
か
を
こ
わ
し
た

と
き
は
○
○
、
は
し
か
の
と
き
は
△
△
と
や
か
ま
し
く
言
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
今
で
も
人
一
倍
食
い
し
ん
ぼ
う
の
私
が
、
そ

の
い
ま
し
め
を
守
れ
る
の
は
、
幼
い
頃
の
し
つ
け
が
身
に
し
み

て
入
る
か
ら
だ
ろ
う
。
戦
前
か
ら
、
食
物
と
健
康
に
つ
い
て
こ

だ
わ
り
続
け
て
来
ら
れ
た
の
も
そ
の
せ
い
か
も
し
れ
な
い
。
着

色
、
防
腐
剤
を
拒
否
す
る
こ
と
や
、
一
日
三
十
種
類
の
食
品
を

摂
取
す
る
こ
と
を
「
友
の
会
」
で
教
わ
っ
て
以
来
、
今
で
も
心

が
け
て
い
る
。

　

母
が
亡
く
な
っ
て
三
十
数
年
た
っ
た
が
、
思
い
出
す
ま
ま
に

母
の
食
物
訓
を
書
き
出
し
て
み
よ
う
。

　

一
、
時
な
ら
ざ
る
を
食
わ
ず
（
旬
で
な
い
食
品
は
高
価
で
、

栄
養
分
も
少
な
い
）
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一
、 

多
か
っ
た
ら
一
口
で
も
残
せ（
腹
は
ご
み
桶
で
は
な
い
）

　

一
、
変
だ
と
思
っ
た
ら
吐
き
出
せ
（
お
か
し
い
と
思
っ
た
が　

食
べ
て
し
ま
っ
た
で
は
手
遅
れ
だ
）

　

一
、
疑
わ
し
く
ば
一
鍋
で
も
捨
て
よ
（
昔
は
大
鍋
だ
っ
た
）

　

一
、、憎
い
鷹
に
も
餌え

ば
を
や
れ（
食
物
で
差
別
を
付
け
る
な
）

　

一
、 

酢
の
物
の
好
き
な
人
は
若
い（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
実
証
）

　

一
、 

可
愛
い
子
に
は
餡
を
取
っ
た
ま
ん
じ
ゅ
う
を
与
え
よ

（
虫
歯
の
予
防
）

　

一
、
虫
歯
は
線
香
の
あ
と
ぐ
ら
い
の
時
治
療
せ
よ

　

私
の
家
は
本
屋
の
ほ
か
に
新
聞
販
売
業
を
営
ん
で
い
た
の
で
、

金
の
な
い
割
に
は
使
用
人
が
多
か
っ
た
。

　
「
こ
の
人
達
は
自
分
た
ち
の
手
足
だ
か
ら
大
事
に
せ
ね
ば
」

が
母
の
口
ぐ
せ
で
元
日
に
は
全
員
を
集
め
て
二
の
膳
付
き
で
御

馳
走
を
し
た
。
不
況
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
昭
和
の
初
め
は
、
使

用
人
な
ら
ず
と
も
だ
れ
も
が
貧
し
い
食
生
活
の
時
代
で
あ
る
。

あ
ん
こ
た
ち
は
、
風
呂
に
入
り
な
が
ら
大
樽
か
ら
大
根
漬
を
ぬ

き
と
っ
て
は
食
べ
、
風
呂
の
う
め
水
を
飲
ん
だ
。
春
に
は
「
カ

ド
干
し
」
を
頼
む
と
数
日
の
う
ち
に
カ
ズ
ノ
コ
が
跡
か
た
も
な

く
消
え
失
せ
る
と
い
っ
た
有
り
様
だ
っ
た
が
、
母
は
そ
れ
を
咎

め
立
て
し
な
か
っ
た
。

　

お
手
伝
い
や
女
子
供
に
は
、
雛
祭
り
の
前
日
に
豆
腐
を
一
揚

げ
（
十
二
丁
）
を
与
え
て
、
か
ま
ぼ
こ
作
り
の
練
習
を
さ
せ
た
。

そ
れ
は
花
嫁
修
業
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
土
崎
に
嫁
に

行
っ
た
あ
ね
こ
は
豆
腐
カ
ス
テ
ラ
を
売
っ
て
評
判
に
な
り
、
北

海
道
に
渡
っ
た
あ
ね
こ
は
、
教
師
を
し
て
い
る
夫
の
同
僚
の
奥

さ
ん
達
に
料
理
の
講
習
を
し
て
喜
ば
れ
た
。

　

冬
に
な
る
と
、
使
用
人
達
の
一
人
一
人
に
貝か

焼や

き
を
食
べ
さ

せ
た
。
し
ょ
っ
つ
る
貝
焼
き
の
時
は
、
一
人
で
御
飯
を
五
杯
も

食
べ
る
も
の
も
い
た
。あ
か
あ
か
と
燃
え
る
熾
火
を
入
れ
た「
風

呂
っ
こ
」
が
ず
ら
り
と
並
ぶ
飯
台
は
実
に
壮
観
だ
っ
た
。
そ
こ

に
は
使
う
者
も
使
わ
れ
る
者
も
、
乏
し
い
な
が
ら
季
節
季
節
の

食
べ
物
を
分
け
合
っ
て
食
べ
る
喜
び
が
あ
り
、
愛
情
と
彩
り
に

満
ち
た
食
生
活
が
存
在
し
て
い
た
。

　

今
飽
食
の
時
代
、
一
億
総
グ
ル
メ
時
代
と
い
わ
れ
る
日
本
で
、

手
間
ひ
ま
か
け
た
食
物
が
見
直
さ
れ
て
き
た
の
は
、
食
物
の
本

当
の
豊
か
さ
を
味
わ
っ
た
祖
先
の
血
を
、
私
達
が
確
実
に
受
け

継
い
で
い
る
か
ら
だ
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
（「
あ
さ
ひ
川
」
第
21
号
、
昭
和
63
年
2
月
）
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父
の
後
ろ
姿

　　
「
灯
の
も
と
に
少
し
か
が
み
て
物
書
け
る　

六
十
路
の
父
の

う
し
ろ
姿
よ
」

　

こ
れ
は
大
正
の
終
わ
り
頃
、
私
が
作
っ
た
お
そ
ら
く
最
初
で

最
後
の
短
歌
で
あ
る
。
こ
と
し
は
父
の
二
十
三
回
忌
に
当
る
が
、

六
月
の
法
要
の
と
き
、
私
は
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
て
最
悪
の
体
調

で
あ
っ
た
。
そ
の
せ
い
か
ど
う
か
、
近
頃
し
き
り
と
父
の
こ
と

が
思
い
出
さ
れ
て
な
ら
な
い
。

　

慶
応
二
年
寅
の
正
月
、
父
は
富
裕
な
商
家
に
生
ま
れ
た
。
幼

い
頃
よ
り
学
問
が
好
き
で
、
和
知
塾
に
学
び
、
神
童
と
呼
ば
れ

た
時
期
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
交
友
関
係
は
、

内
町
の
（
士
族
）
人
達
に
限
ら
れ
、
外
町
の
人
と
は
肌
が
合
わ

な
い
と
い
っ
て
付
き
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
東
京
の
商

業
学
校
に
入
れ
て
く
れ
る
よ
う
親
に
頼
ん
だ
が
、
商
人
に
学
問

は
い
ら
な
い
と
言
わ
れ
、
躾
な
ら
し
（
修
行
の
た
め
に
他
人
の

家
の
飯
を
食
べ
さ
せ
る
こ
と
）
に
「
斎
万
」
に
勤
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
こ
の
お
ば
あ
様
が
よ
く
で
き
た
人
で
、
失
敗
し
た

と
き
は
、
物
陰
に
呼
ん
で
や
さ
し
く
教
え
て
く
れ
た
と
い
う
。

　

結
婚
後
に
分
家
し
て
、
書
物
屋
と
新
聞
屋
を
始
め
た
の
も
、

学
問
へ
の
断
ち
難
い
夢
を
本
に
託
し
て
、
地
方
文
化
の
発
展
に

い
さ
さ
か
で
も
貢
献
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
性
格
的
に
儲
け
方
は
下
手
だ
っ
た
し
、
火
災
保
険
の
な
い

時
代
に
二
度
も
大
火
に
見
舞
わ
れ
た
う
え
、
と
ど
め
を
刺
し
た

の
は
教
科
書
の
検
定
制
度
だ
っ
た
。
翌
年
か
ら
教
科
書
が
国

定
に
な
る
と
い
う
情
報
が
、
横
手
に
届
く
ま
で
に
、
大
変
な
時

間
を
要
す
る
時
代
で
あ
る
。
印
刷
し
た
鮮
進
堂
発
行
の
教
科
書

は
、
全
部
紙
屑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
家
屋
敷
は
人

手
に
渡
っ
た
が
、
幸
い
に
も
貸
し
主
が
親
類
筋
や
知
己
の
資
産

家
だ
っ
た
の
で
、「
放
蕩
し
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
運
が
悪
か
っ

た
の
だ
か
ら
」
と
長
期
の
月
賦
で
勘
弁
し
て
く
れ
た
。
鮮
進
堂

が
夜
逃
げ
も
せ
ず
に
創
業
百
余
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
こ
の
方
々
の
お
か
げ
で
あ
る
。

　

私
が
父
を
尊
敬
し
始
め
た
の
は
、
自
分
が
還
暦
を
過
ぎ
て
か

ら
で
あ
る
。
若
い
頃
は
背
が
低
く
風
采
も
揚
が
ら
ず
、
金
儲
け

の
下
手
な
父
親
を
恥
ず
か
し
い
と
思
っ
た
も
の
だ
が
、
自
分
も

年
を
取
っ
て
み
る
と
「
の
ん
き
な
と
う
さ
ん
」
な
ど
と
陰
囗
を

た
た
か
れ
て
き
た
父
の
、
大
き
さ
、
深
さ
が
だ
ん
だ
ん
わ
か
っ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　

私
は
父
の
四
十
五
歳
の
時
の
子
な
の
で
、
孫
の
よ
う
に
可
愛

か
っ
た
ら
し
い
。
金
持
ち
の
子
し
か
入
ら
な
か
っ
た
幼
稚
園
に

も
、
園
長
と
友
達
の
よ
し
み
で
入
れ
て
も
ら
っ
た
し
、
お
琴
も
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習
わ
せ
て
も
ら
っ
た
。
晩
酌
を
す
る
隣
に
私
を
座
ら
せ
て
、
左

手
で
お
か
っ
ぱ
の
前
髪
を
上
げ
な
が
ら
、右
手
で
「
こ
の
わ
た
」

「
う
に
」「
か
ら
す
み
」
な
ど
の
珍
味
を
「
ア
ー
ン
」
と
口
に
入

れ
て
く
れ
る
父
で
あ
っ
た
。
酒
を
飲
ま
な
い
私
が
酒
の
肴
が
好

き
な
の
は
、
そ
の
せ
い
だ
と
思
っ
て
い
る
。

　

父
は
ま
じ
め
を
絵
に
描
い
た
よ
う
な
人
だ
が
、
な
か
な
か
の

風
流
人
で
あ
っ
た
し
食
道
楽
で
も
あ
っ
た
。

　

あ
り
ふ
れ
た
茶
碗
に
お
茶
を
た
て
、
そ
れ
を
飲
み
な
が
ら
粗

末
な
床
の
間
に
掛
け
た
、
穂
庵
の
梅
の
一
幅
を
眺
め
て
は
「
梅

は
み
な
蕾
な
の
に
、
南
向
き
の
枝
の
花
だ
け
が
開
い
て
い
る
と

こ
ろ
が
よ
い
」
な
ど
と
語
る
の
だ
っ
た
。

　

さ
か
ず
き
と
切
手
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
も
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
友
人
と
快
く
飲
ん
だ
と
き
に
は
、
き
ま
っ
て
謡
曲
の
「
老

松
」
が
と
び
出
し
た
。
ま
た
父
は
、
江
戸
時
代
生
ま
れ
の
割
り

に
は
油
っ
こ
い
も
の
を
よ
く
食
べ
た
。
鰻
の
蒲
焼
き
が
大
好
物

で
、
朝
食
に
生
臭
い
も
の
を
一
切
食
べ
な
い
風
習
だ
っ
た
か
ら

「
つ
ゆ
っ
こ
だ
け
で
よ
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
御
飯
に
か
け
て

食
べ
て
い
る
父
が
お
か
し
か
っ
た
。

　

グ
ル
メ
志
向
と
旅
行
好
き
と
く
れ
ば
、
現
代
の
若
者
風
だ

が
、
父
は
商
売
が
ら
ず
い
分
各
地
を
見
聞
し
て
い
る
。
一
生
に

一
度
お
伊
勢
詣
で
に
行
け
れ
ば
幸
せ
な
時
代
に
、
樺
太
に
ま
で

足
を
伸
ば
し
て
い
る
。
今
な
ら
さ
し
ず
め
南
極
に
で
も
行
っ
た

心
境
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
帰
宅
し
た
そ
の
足
で
、
前
賢
絵

葉
書
の
取
材
の
た
め
、
大
和
ま
で
出
か
け
る
と
い
う
行
動
力
に

は
驚
か
さ
れ
た
。
朝
鮮
か
ら
松
の
実
、
八
沢
木
か
ら
は
マ
タ
タ

ビ
、
山
梨
か
ら
珍
し
い
お
菓
子
な
ど
を
取
り
寄
せ
て
悦
に
入
っ

て
い
た
し
、
食
卓
に
ゴ
マ
味
噌
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
の
も
白
い

肌
の
つ
や
と
九
十
一
歳
の
長
寿
を
保
つ
秘
訣
だ
っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

　

父
の
五
十
代
の
頃
の
遺
影
は
、
ど
う
み
て
も
商
人
の
顔
で
は

な
い
。
三
輪
田
元
道
と
い
う
（
私
立
女
学
校
の
創
立
者
）
教
育

者
に
よ
く
似
て
い
る
の
で
私
の
好
き
な
顔
で
あ
る
。
若
か
り
し

頃
「
十
文
字
の
訓
導
を
命
ず
」
と
い
う
辞
令
を
も
ら
っ
た
父
だ

が
、
と
う
と
う
教
職
に
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
卒
論
の
テ
ー

マ
に
大
澤
堅
治
の
教
科
書
出
版
事
業
を
選
ん
だ
孫
息
子
も
、
秋

大
を
出
て
本
屋
の
後
を
継
い
で
い
る
こ
と
に
因
縁
め
い
た
も
の

を
感
ず
る
。

　

あ
き
ん
ど
と
は
い
え
、
父
は
上
に
何
か
が
つ
く
ほ
ど
の
正
直

者
で
、
商
売
上
の
駆
け
引
き
さ
え
で
き
な
い
人
で
あ
っ
た
。
晩

年
に
な
っ
て
か
ら
、
夜
、
う
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
自

分
は
悪
い
こ
と
を
し
た
こ
と
が
な
い
、
思
い
当
る
こ
と
と
い
え

ば
、
た
だ
一
度
子
供
の
頃
、
一
文
み
せ
の
バ
ッ
パ
か
ら
「
お
ん

ち
ゃ
、
お
ん
ち
ゃ
、
ひ
と
り
で
取
っ
て
っ
て
け
れ
」
と
い
わ
れ

て
、
一
文
置
い
て
二
文
分
の
焼
き
も
ち
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
が
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心
に
か
か
っ
て
い
る
と
話
し
て
く
れ
た
。

　

八
十
を
過
ぎ
て
か
ら
だ
ろ
う
か
、
父
は
「
こ
れ
か
ら
選
ん
で

く
れ
れ
ば
有
難
い
の
だ
が
」
と
自
分
の
戒
名
を
三
つ
四
つ
書
い

て
見
せ
て
く
れ
た
。「
瑞
雲
居
士
」と
書
く
べ
き
を「
端
雲
居
士
」

な
ん
て
つ
け
ら
れ
る
と
い
や
だ
か
ら
な
、
と
小
声
で
言
っ
て
い

た
。
し
か
し
実
際
の
戒
名
は
「
文
興
居
士
」
で
あ
る
。

　

ひ
と
り
娘
で
我
が
ま
ま
な
私
は
、
親
孝
行
ら
し
い
こ
と
も
で

き
な
か
っ
た
が
、
亡
く
な
る
前
年
の
冬
か
ら
は
お
手
伝
い
さ
ん

に
頼
ま
ず
に
、
汚
れ
物
全
部
を
洗
た
く
し
た
。
二
代
に
わ
た
っ

て
親
し
く
し
て
い
た
医
師
か
ら
は
、
何
で
も
好
き
な
物
を
食
べ

さ
せ
、
薬
が
い
や
だ
と
い
っ
た
ら
の
ま
せ
な
く
て
も
よ
い
。
酒

が
の
み
た
い
と
い
っ
た
ら
そ
の
通
り
に
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
た

の
で
そ
の
通
り
に
し
た
。「
好
子
お
前
が
娘
で
よ
か
っ
た
な
あ
」

と
言
わ
れ
た
と
き
は
そ
れ
ま
で
の
苦
労
が
消
し
飛
ん
で
し
ま
っ

た
。

　

あ
れ
か
ら
三
十
三
年
た
っ
て
父
の
写
真
を
見
る
た
び
に
、
店

の
忙
し
さ
に
か
ま
け
て
あ
ま
り
世
話
が
で
き
な
か
っ
た
自
分
が

悔
や
ま
れ
て
な
ら
な
い
。「
孝
行
し
た
い
時
に
親
は
無
し
」。
昔

の
人
は
ま
こ
と
に
適
切
な
格
言
を
持
っ
て
い
た
も
の
だ
。

　

物
書
け
る
父
の
後
ろ
姿
に
何
か
を
感
じ
た
十
代
。
そ
し
て

八
十
歳
に
手
が
届
い
た
今
の
私
に
、
父
堅
治
の
後
ろ
姿
が
語
り

か
け
る
も
の
は
書
き
尽
く
せ
ぬ
ほ
ど
多
い
。　

　
　
（「
あ
さ
ひ
川
」
第
22
号
、
平
成
元
年
1
月
）

　
　

ボ
ダ
ッ
コ
礼
賛

　

塩
鮭
と
言
っ
て
も
ピ
ン
と
来
な
い
。
や
っ
ぱ
り
「
ボ
ダ
ッ

コ
」
で
あ
る
。
何
と
い
う
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
親
し
み
溢
れ
る
呼

び
名
だ
ろ
う
。
古
老
の
話
に
よ
れ
ば
、
昔
ア
イ
ヌ
の
塩
鮭
と
ほ

だ
（
薪
）
と
を
交
換
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
が
、
真
偽
の
ほ
ど
は
分
か
ら
な
い
。

　

さ
て
私
好
み
の
食
事
と
言
え
ば
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
な
い
。

紅
鮭
の
辛
め
の
ボ
ダ
ッ
コ
、
自
家
製
の
味
噌
で
仕
立
て
た
、
大

根
、
里
芋
、
午
蒡
の
実
沢
山
の
「
お
つ
け
っ
こ
」、
た
っ
ぷ
り

の
麹
を
入
れ
て
漬
け
込
ん
だ
「
鉈
漬
け
」、
こ
れ
に
焼
海
苔
で

も
添
え
た
ら
言
う
こ
と
な
し
で
あ
る
。

　

小
学
校
の
頃
を
思
い
出
し
て
み
る
と
、
円
筒
形
の
ア
ル
ミ
の

弁
当
箱
に
、
ゆ
で
卵
と
ボ
ダ
ッ
コ
を
入
れ
た
も
の
が
最
高
の
お

か
ず
だ
っ
た
。

　

慶
応
二
年
生
ま
れ
の
父
は
裕
福
な
商
家
に
育
っ
た
が
、
弁
当

に
ボ
ダ
ッ
コ
を
入
れ
て
も
ら
っ
た
日
に
は
、「
一
文
」
の
お
小

遣
い
が
貰
え
な
か
っ
た
そ
う
で
あ
る
。



6

　

大
正
時
代
か
ら
昭
和
の
初
め
頃
ま
で
、
ボ
ダ
ッ
コ
や
筋
子
は

ど
こ
の
家
庭
で
も
お
昼
の
お
か
ず
で
あ
っ
た
。
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ

の
海
で
紅
鮭
や
カ
ラ
フ
ト
鱒
を
大
量
に
捕
獲
す
る
こ
と
が
出
来

た
か
ら
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
る
と
間
も
な

く
、
四
方
の
海
が
閉
鎖
さ
れ
、
遠
海
魚
は
と
ん
と
口
に
入
ら
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
の
頃
は
、
白
い
ま
ん
ま
と
ボ
ダ
ッ
コ

を
お
腹
一
杯
食
べ
た
い
と
い
う
の
が
み
ん
な
の
夢
で
あ
っ
た
。

　

今
は
飽
食
の
時
代
、
一
億
総
グ
ル
メ
の
時
代
と
呼
ば
れ
、
食

べ
た
い
も
の
は
何
で
も
自
由
に
手
に
い
れ
る
こ
と
が
出
来
て
、

あ
の
苦
し
か
っ
た
飢
餓
の
記
憶
も
薄
れ
が
ち
で
あ
る
。
然
し
、

相
も
変
わ
ら
ず
私
の
舌
と
胃
袋
は
「
ボ
ダ
ッ
コ
」
と
「
白
い
ま

ん
ま
」
を
求
め
て
や
ま
な
い
。
贅
沢
な
会
席
料
理
や
、
フ
ラ
ン

ス
料
理
を
食
べ
た
後
で
、や
は
り
行
き
着
く
と
こ
ろ
は「
ボ
ダ
ッ

コ
」
と
「
ガ
ッ
コ
」
な
の
で
あ
る
。
先
祖
代
々
染
み
つ
い
た
食

習
慣
と
嗜
好
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
に
か
く
我

が
家
で
は
息
子
も
孫
も
大
奸
物
と
き
て
い
る
。
残
り
ご
飯
で
ボ

ダ
ッ
コ
を
入
れ
た
小
さ
な
お
に
ぎ
り
を
作
っ
て
お
け
ば
、
ま
た

た
く
間
に
空
に
な
る
。

　

家
の
者
た
ち
は「
年
寄
り
は
塩
辛
い
も
の
を
控
え
る
よ
う
に
」

と
気
遣
っ
て
く
れ
る
が
、
血
圧
は
ま
あ
ま
あ
だ
し
、
歯
も
丈
夫

だ
し
、
平
均
寿
命
を
ク
リ
ヤ
ー
し
た
私
に
と
っ
て
、「
食
べ
た

い
も
の
を
食
べ
な
さ
い
」
と
言
っ
て
く
れ
る
医
師
の
心
遣
い
も

う
れ
し
い
。

　

さ
あ
、
今
日
も
「
あ
き
た
こ
ま
ち
」
の
新
米
を
ほ
か
ほ
か
に

炊
き
上
げ
、
そ
れ
に
キ
リ
リ
と
辛
い
ボ
ダ
ッ
コ
の
腹
皮
な
ん
ぞ

を
の
せ
て
、
も
り
も
り
食
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
か
ら
は

開
き
直
り
の
余
生
で
あ
る
。
お
い
し
く
元
気
に
過
ご
す
こ
と
に

し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（「
あ
さ
ひ
川
」
第
25
号
、平
成
4
年
2
月
）

   　

私
の
洋
服
コ
ト
ハ
ジ
メ

　

大
正
十
年
と
言
え
ば
、
ご
く
少
数
の
桍
組
を
除
い
て
、
全
校

児
童
が
ま
だ
絣
や
縞
の
着
物
に
前
掛
け
姿
の
時
代
で
あ
っ
た
。

　

頭
脳
明
晰
で
、
秋
田
師
範
学
校
を
二
番
で
卒
業
し
た
と
い
う

吉
祥
寺
の
叔
母
が
送
っ
て
く
れ
た
「
ワ
ン
ピ
ー
ス
」
を
着
て
、

運
動
会
に
出
た
の
が
私
の
洋
服
の
着
始
め
だ
っ
た
。
信
じ
ら
れ

な
い
身
軽
さ
で
、
選
手
で
も
な
い
私
が
、
二
等
と
の
差
を
20
ｍ

も
離
し
て
一
等
に
な
っ
た
。

　

当
時
、
男
女
共
学
で
は
な
か
っ
た
が
、
運
動
会
だ
け
は
、
女

子
小
学
校
と
男
子
小
学
校
が
、横
中
グ
ラ
ン
ド
で
、一
緒
に
行
っ

て
い
た
。
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男
の
子
た
ち
が
「
セ
ヨ
ジ
ン
頑
張
れ
！　

セ
ヨ
ジ
ン
頑
張

れ
！
」
と
応
援
し
て
く
れ
た
。
洋
服
の
下
に
履
く
女
の
子
の
パ

ン
ツ
な
ど
町
中
を
さ
が
し
歩
い
て
も
な
か
っ
た
。
仕
方
な
く
、

男
の
子
の
、ク
リ
ー
ム
地
に
縞
の
入
っ
た
「
さ
る
ま
た
」
を
買
っ

て
履
い
た
の
だ
っ
た
。

　

私
の
「
十
間
と
ば
し
」
は
、
腰
巻
き
対
さ
る
ま
た
の
勝
利
と

言
う
こ
と
で
あ
る
。

　

当
時
の
女
子
は
、大
人
も
子
供
も
み
ん
な
腰
巻
き
「
ゆ
も
じ
」

を
し
て
い
た
し
、
も
ち
ろ
ん
パ
ン
ツ
な
ん
て
ハ
イ
カ
ラ
な
物
は

売
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
洋
服
を
着
る
時
は
、
短
め
の
ゆ
も
じ

の
上
に
叔
母
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
ズ
ロ
ー
ス
を
履
い
た
。
秋
田

市
の
祖
父
が
懐
か
ら
手
帳
を
取
り
出
し
て
、「
そ
れ
は
ジ
ョ
ロ
ー

ジ
と
言
う
も
の
だ
」
と
教
え
て
く
れ
た
。
ジ
ョ
ロ
ー
ジ
に
は
、

ゴ
ム
紐
で
な
く
布
紐
が
通
し
て
あ
っ
て
、
便
所
に
い
く
度
に
紐

を
解
く
の
が
面
倒
だ
っ
た
。
女
学
校
二
年
の
時
（
満
十
四
歳
）、

秋
田
市
で
テ
ニ
ス
大
会
が
開
か
れ
た
。
私
は
東
京
か
ら
送
っ
て

も
ら
っ
た
セ
ー
ラ
ー
服
を
着
て
、
得
意
満
面
で
応
援
に
出
か
け

た
が
、
反
省
会
の
席
で
、
洋
服
を
着
た
こ
と
を
ひ
ど
く
な
じ
ら

れ
て
、
泣
く
羽
目
に
な
っ
た
。
後
年
、
同
級
生
か
ら
聞
い
た
話

で
は
、
セ
ー
ラ
ー
服
が
と
て
も
羨
ま
し
か
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。

　

修
学
旅
行
の
時
は
、
私
の
他
に
遠
藤
さ
ん
と
若
林
さ
ん
が
洋

服
組
だ
っ
た
。
筒
袖
の
着
物
を
着
た
女
の
子
た
ち
が
、
朝
の
上

野
界
隈
を
、
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と
並
び
歩
い
て
い
る
の
を
、
目
敏
く
見

つ
け
た
悪
た
れ
坊
主
ど
も
に
「
ヤ
ー
イ
田
舎
の
遠
足
だ
あ
！
」

と
囃
し
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
、
七
十
年
近
く
た
っ
た
今
も
恥
ず

か
し
さ
と
と
も
に
思
い
出
す
。

　

ひ
と
り
娘
と
は
い
え
、
貧
乏
な
本
屋
に
生
ま
れ
た
私
が
、
名

家
の
ハ
イ
カ
ラ
さ
ん
達
と
肩
を
並
べ
て
、
い
や
、
い
ち
早
く
洋

服
の
恩
恵
に
浴
し
て
、
娘
心
に
ち
ょ
っ
ぴ
り
の
優
越
感
と
満
足

感
を
与
え
て
も
ら
っ
た
の
は
、
束
京
の
叔
母
の
お
陰
で
あ
る
。

そ
の
叔
母
も
九
年
前
に
数
え
年
百
歳
の
天
寿
を
全
う
し
た
。

　

大
正
時
代
、
地
方
の
町
で
は
女
が
洋
服
を
着
る
と
い
う
だ
け

で
大
い
な
る
自
己
主
張
と
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

衣
食
住
の
す
べ
て
を
、
そ
し
て
思
想
や
感
情
ま
で
が
統
制
さ

れ
た
、
あ
の
忌
ま
わ
し
い
戦
争
が
終
わ
っ
て
四
十
九
年
た
っ
た
。

若
い
子
の
へ
そ
出
し
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
び
っ
く
り
さ
せ
ら
れ
る

こ
の
頃
で
は
あ
る
が
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
伸
び
伸
び
と
お

し
ゃ
れ
を
楽
し
み
、
自
己
主
張
で
き
る
時
代
は
、
老
い
の
身
に

と
っ
て
も
嬉
し
い
限
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

＊
「
セ
ヨ
ジ
ン
」
は
「
西
洋
人
」
の
地
方
な
ま
り

　
　
　
　
　
　
　
　
（「
あ
さ
ひ
川
」
第
28
号
、平
成
7
年
3
月
）
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【
後
記
】

　

詩
集
『
雪
の
吐
息
』
の
著
者
、
駒
木
田
鶴
子
さ
ん
の
生
家
が
、

出
版
も
手
が
け
て
い
た
歴
史
あ
る
本
屋
さ
ん
な
の
で
、
そ
の
思

い
出
を
か
い
て
も
ら
お
う
と
お
も
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
詩
「
す

ず
め
コ　

す
ず
め
コ
」
の
な
か
に
で
て
く
る
秋
田
市
生
ま
れ
の

祖
母
や
、「
書
物
屋
」
な
ど
に
つ
い
て
か
か
れ
た
も
の
が
、
著

者
が
母
親
の
随
想
を
ま
と
め
た「
好
さ
ん
の
綴
り
方
帖
」に
あ
っ

た
の
で
、
そ
の
な
か
か
ら
数
編
掲
載
し
た
。

　
「
好
さ
ん
の
綴
り
方
帖
」を
ま
と
め
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、「
二

女
か
ら
ひ
と
こ
と
」
と
し
て
、
駒
木
さ
ん
が
か
か
れ
て
い
る
。

明
治
四
十
三
年
十
月
二
十
五
日
、
大
澤
堅
治
、
ヨ
シ
ノ
の

一
人
娘
と
し
て
生
を
受
け
た
母
、
好
（
コ
ウ
）
は
、
来
月
、

満
八
十
七
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
。

　
「
ひ
孫
二
人
」
に
も
書
い
て
あ
る
通
り
、
米
寿
の
祝
い
を

と
て
も
楽
し
み
に
し
て
い
る
母
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
数
年

は
、
時
々
、
時
間
と
空
間
が
混
沌
と
し
て
き
て
、
得
意
だ
っ

た
「
綴
り
方
」
へ
の
意
欲
さ
え
薄
れ
て
き
て
い
る
様
子
で
あ

る
。
そ
れ
で
も
「
あ
さ
ひ
川
」
29
号
ま
で
は
な
ん
と
か
原
稿

を
間
に
合
わ
せ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
今
年
限
り
で
き
っ
ぱ
り

と
筆
を
折
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

明
治
の
女
の
心
意
気
あ
ふ
れ
る
「
甘
辛
エ
ッ
セ
ー
」
を
こ

の
ま
ま
反
故
に
し
て
し
ま
う
の
は
何
と
も
惜
し
い
と
思
っ
た
。

　

そ
ん
な
訳
で
、
こ
れ
ま
で
に
「
あ
さ
ひ
川
」
に
掲
載
さ
れ

た
数
編
を
、
米
寿
の
記
念
と
し
て
ま
と
め
た
の
が
こ
の
一
冊

で
あ
る
。

　

子
や
孫
、ひ
孫
、更
に
は
母
を
知
る
周
囲
の
人
達
に
、明
治
、

大
正
、昭
和
、平
成
の
時
代
を
、元
気
印
で
生
き
て
き
た
「
好

さ
ん
」
の
つ
ぶ
や
き
に
耳
を
傾
け
、
併
せ
て
現
在
の
あ
る
が

ま
ま
の
姿
を
も
受
け
入

れ
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉

し
い
限
り
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   
                 （

田
鶴
子
）

石坂洋次郎の同名小説を
映画化した青春篇「山と
川のある町」（昭和 32 年）
での大澤書店。大澤書店は
明治 18 年 10 月創業した
が、平成 22 年 2 月、123
年の幕を閉じた。出版では
鮮進堂、大澤鮮進堂の名称
が、使われた。
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＊
　
＊

　

著
者
と
の
会
話
の
中
で
、
大
澤
鮮
進
堂
と
樋
渡
義
一
氏
（
中

山
人
形
）
の
関
係
が
話
題
に
な
り
、
樋
渡
氏
が
製
作
し
た
人
形

を
み
せ
て
く
れ
た
。「
昭
和
十
一
年
旧
三
月
一
日　

田
鶴
子
の

初
節
句
に　

樋
渡
瓦
山
氏
よ
り
贈
ら
る
」と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　

ま
た
、
大
澤
鮮
進
堂
と
樋
渡
義
一
（
瓦
山
）
氏
の
関
係
が
詳

し
く
の
っ
て
い
る
小
川
笙
太
郎
氏
の
「
横
手
／
方
言
散
歩
」
が

ネ
ッ
ト
に
ア
ッ
プ
（https://dialect.riok.net/

）
さ
れ
て
い

る
の
で
、
そ
れ
か
ら
紹
介
す
る
。
段
落
の
始
め
は
、
一
字
下
げ

に
し
、
ま
た
、
単
純
な
入
力
ミ
ス
は
訂
正
し
た
。

　
　

五
、『
平
鹿
方
言
考
』（
細
谷
則
理
著
）
を
歩
く

　
（
４
） 

お
わ
り
に

　

平
成
18
年
（
２
０
０
６
）
8
月
8
日
、『
横
手
郷
土
史
研
究

会
・
80
周
年
記
念
の
会
』
が
開
催
さ
れ
、「
秋
田
県
郷
土
史
研

究
の
先
人
に
学
ぶ
」（
講
師
・
田
口
勝
一
郎
氏
） 

の
講
演
で
の
、

横
手
の
先
人
た
ち
の
歩
み
に
あ
ら
た
め
て
感
銘
を
深
く
し
た
も

の
で
し
た
。
そ
の
先
人
の
ひ
と
り
、
細
谷
則
理
に
も
言
及
さ
れ

た
の
で
し
た
が
、
や
は
り
、
地
方
史
研
究
家
と
し
て
の
側
面
が

つ
よ
く
、
方
言
研
究
の
足
跡
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
の

は
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
『
平
鹿
方
言
考
』
の
み
な
ら
ず
、『
秋
田
方
言
』（
県
学
務
課
刊
）

編
纂
委
員
の
足
跡
な
ど
を
み
て
き
た
ひ
と
り
と
し
て
、
ど
う
し

て
も
、
こ
の
80
周
年
記
念
の
年
に
、
細
谷
則
理
の
こ
れ
ま
で
あ

ま
り
と
り
あ
げ
ら
れ
ず
に
き
た
「
方
言
研
究
」
の
足
跡
を
な
ん

と
か
ま
と
め
ね
ば
と
思
う
こ
と
し
き
り
で
し
た
。
い
ま
、
な
ん

と
か
ま
と
め
て
は
み
た
も
の
の
正
直
な
と
こ
ろ
、
そ
の
一
端
に

わ
ず
か
に
触
れ
る
こ
と
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
自
分
の
不
勉
強

さ
、
力
な
さ
を
痛
感
す
る
ば
か
り
で
す
。

　

明
治
期
の
方
言
研
究
の
草
分
け
的
な
存
在
で
あ
っ
た
細
谷
則

理
の
、
そ
の
一
端
に
追
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
研
究
の
一
助
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に
で
も
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
望
外
の
よ
ろ
こ
び
で

す
。

 　

細
谷
則
理
は
地
方
史
研
究
家
で
あ
り
、
歌
人
で
も
あ
り
、
ま

た
、方
言
研
究
に
も
大
き
な
足
跡
を
残
し
ま
し
た
。
そ
の
う
え
、

「
秋
田
県
地
理
唱
歌
」・「
秋
田
県
歴
史
唱
歌
」（
ポ
ケ
ッ
ト
判
）

の
出
版
・
刊
行
の
足
跡
も
残
し
ま
し
た
。
横
手
図
書
館
蔵
「
新

撰 

秋
田
県
地
理
唱
歌 

全
」
か
ら
横
手
を
歌
っ
た
部
分
を
次
に

あ
げ
て
み
ま
す
。

　

44 

清
原
氏
の
住
み
た
り
し

 

　
　
　

金
沢
柵
の
あ
と
訪
へ
ば

 

昔
の
事
を
告
げ
が
ほ
に

 

　
　
　

老
木
の
杉
に
嵐
吹
く

　

45 

兵
（
つ
わ
も
の
）
伏
せ
し　

そ
の
上
に

 

　
　
　

雁
の
乱
れ
し　

野
や
い
づ
こ

 

名
の
流
れ
た
る
厨
川 

 

　
　
　

む
せ
ぶ
水
音
も
の
す
ご
し

　

47 

国
、
県
道
の
四
通
し
て 

 

　
　
　

四
方
の
産
物
よ
り
集
ひ

 

商
（
あ
き
な
い
）
し
げ
き　

横
手
町 

 

　
　
　

実
（
げ
）
に
県
南
の　

一
ぞ
か
し

　

48 

代
々
戸
村
氏　

住
ま
れ
つ
る 

 

　
　
　

阿
桜
城
趾　

こ
こ
に
あ
り

 

そ
の
眺
望
の
す
ぐ
る
れ
ば 

　
　
　
　
　
　
　

い
ま
公
園
と　

せ
ら
れ
た
り

 　

巻
末
の
広
告
欄
に
は
、「
歴
史
唱
歌
」
も
同
じ
よ
う
に
、
鍛

冶
町
大
沢
鮮
進
堂
出
版
と
さ
れ
て
い
ま
す
。「
歴
史
唱
歌
」
の

ほ
う
は
、図
書
館
蔵
に
も
残
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

あ
き
ら
め
か
け
て
い
た
と
こ
ろ
、『
秋
田
県
教
育
史
』
に
、
こ

の
ふ
た
つ
が
、
と
も
に
楽
譜
つ
き
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
秋
田
県
地
理
唱
歌
」
は
明

治
33
年
12
月
13
日
に
、「
秋
田
県
歴
史
唱
歌
」
は
明
治
34
年
4

月
7
日
に
刊
行
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
時
代
の
出
版
事
業

と
い
う
文
化
の
先
端
に
か
が
や
く
大
沢
鮮
進
堂
と
、
細
谷
則
理

と
の
親
し
い
連
携
ぶ
り
が
み
え
て
く
る
と
い
う
も
の
で
す
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、
大
沢
鮮
進
堂
の
出
版
は
主
に
教
育
面
に
も

広
く
お
よ
ん
だ
こ
と
が
広
告
欄
か
ら
み
え
て
き
ま
す
。
鮮
進
堂

店
主
・
大
沢
堅
治
氏
と
細
谷
則
理
と
の
地
方
文
化
へ
の
と
も
し

び
を
高
く
か
か
げ
た
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
こ
と

も
知
ら
さ
れ
ま
す
。

　

ふ
た
り
の
深
い
親
交
に
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
あ

か
し
と
し
て
、
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
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思
い
ま
す
。

　

鮮
進
堂
店
主
・
大
沢
堅
治
氏
と
細
谷
則
理
は
、
同
じ
年
生
ま

れ
と
聞
き
ま
す
。
親
交
あ
つ
か
っ
た
大
沢
堅
治
氏
の
三
人
の
お

孫
さ
ん
誕
生
に
際
し
て
、
そ
の
名
付
け
親
が
細
谷
則
理
だ
っ
た

と
い
う
の
で
す
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
の

が
、
そ
の
名
付
け
を
う
け
ら
れ
た
ご
当
人
、
田
鶴
子
（
た
づ
こ
）

さ
ん
で
す
。
そ
の
名
付
け
書
（
命
名
書
・
由
緒
書
）
ま
で
も
送
っ

て
い
た
だ
き
、
お
借
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
。
お
話
に
よ

る
と
「『
田
鶴
（
た
づ
）
子
』
は
三
番
目
の
孫
で
、一
番
目
『
須

賀
子
』、二
番
目
『
兌
貞
（
み
ち
さ
だ
）』
も
細
谷
さ
ん
の
命
名
」

と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
お
借
り
し
た
命
名
書
は
、
す
で
に

70
年
も
の
時
を
経
て
、
も
う
い
ま
で
は
触
れ
る
と
か
さ
か
さ
と

崩
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
状
態
…
…
で
も
、
な
ん
と
か
複
製
、
コ

ピ
ー
ま
で
し
て
く
だ
さ
り
、
送
っ
て
い
た
だ
け
た
も
の
。

　

さ
す
が
に
細
谷
則
理
で
す
。
中
国
最
古
の
詩
集
『
詩
経
』
を

出
典
と
す
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
名
付
け
の
ふ
か
さ
に
驚
か

さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
難
解
な
語
句
は
「
九
皐

（
き
ゅ
う
こ
う
）」。
辞
書
に
は
「
奥
深
い
さ
わ
。
深
く
遠
い
所

の
た
と
え
」
と
あ
っ
て
、「
鶴
鳴
く
」
と
と
も
に
、
こ
の
詩
句

の
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
。

　
　
　
　

大 

澤 

家 

の 

名 

に 

因 

ん 

で

　
　
　
『
詩
経
』
の

　
　

 　　

　
　
　
　

の
祝
意
か
ら
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命
名
の
由
緒
で
す
。
こ
の
《
鶴
九
皐
に
鳴
き
》
の
詩
句
か
ら
、

『
九
皐
の
鳴
鶴
』（
キ
ュ
ウ
コ
ウ
の
メ
イ
カ
ク
）
と
い
う
成
語
も

生
ま
れ
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
こ
の
詩
句
の
意
味
は
「
奥
深
い
沢

地
で
鳴
い
て
い
る
鶴
。
そ
の
声
は
天
ま
で
聞
こ
え
る
。
つ
ま

り
、
身
を
隠
し
て
い
て
も
有
名
に
な
る
た
と
え
。」
と
辞
書
に

あ
る
よ
う
に
、《
遠
く
奥
深
い
沢
田
に
鳴
く
鶴
》
と
い
う
深
遠

さ
を
湛
え
、《
田
鶴
》
の
天
に
聞
こ
え
る
風
趣
と
あ
い
ま
っ
て
、

や
が
て
舞
い
立
つ
で
あ
ろ
う
と
い
う
余
韻
ま
で
う
か
が
わ
せ
ま

す
。
こ
の
詩
句
を
出
典
と
し
た
、
細
谷
則
理
の
滋
味
あ
ふ
れ
る

名
付
け
の
深
さ
が
わ
か
り
ま
す
。
漢
文
学
者
で
あ
り
、
歌
人
で

も
あ
っ
た
細
谷
則
理
な
ら
で
は
の
命
名
に
は
、
た
だ
た
だ
感
嘆

す
る
ば
か
り
で
す
。

　

こ
の
細
谷
則
理
の
名
付
け
に
込
め
ら
れ
た
、
深
遠
な
風
趣
あ

ふ
れ
る
《
田
鶴
》
の
命
名
を
一
身
に
ま
と
わ
れ
、
成
長
さ
れ
た

田
鶴
子
さ
ん
は
、『
第
一
回
秋
田
県
現
代
詩
人
賞
受
賞
』
の
現

代
詩
人
で
す
（
も
と
教
師
。
詩
集
数
冊
。
十
文
字
町
在
住
）。

　

し
か
も
、
夫
君
駒
木
勝
一
氏
は
、
国
語
教
育
家
・
音
声
教
育

研
究
家
と
し
て
秋
田
県
の
み
な
ら
ず
、
全
国
的
に
知
ら
れ
た
方

言
（
音
声
）
教
育
の
実
践
家
で
あ
る
こ
と
も
考
え
あ
わ
せ
て
み

れ
ば
、
歌
人
で
あ
り
、
ま
た
方
言
研
究
家
で
も
あ
っ
た
細
谷
則

理
と
の
不
思
議
な
縁
を
思
わ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

い
ま
ご
ろ
、
細
谷
則
理
は
、
遠
く
ど
こ
か
か
ら
、
に
ん
ま
り

と
ほ
ほ
え
ん
で
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
と
命
名
）。

「おわりに」には、二〇〇七年（平成 19年）
三月、とあるから、発行は、その頃とおも
われる。（駒木田鶴子氏所蔵）


