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新 
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京 

街 
歩 
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そ
の
１ 
六
義
園 

         【
注
③
】
側
用
人 

 

幕
府
の
正
式
な
役
職
名
で

あ
る
。
将
軍
の
側
近
と
し
て
、

将
軍
の
命
令
を
老
中
ら
幕
閣

に
伝
え
る
の
が
そ
の
役
目
。

五
千
石
ク
ラ
ス
の
旗
本
が
そ

の
役
目
に
当
て
ら
れ
た
と
い

う
。
し
か
し
、
綱
吉
は
柳
沢

吉
保
や
牧
野
成
定
と
い
っ
た

側
用
人
を
譜
代
大
名
に
と
り

た
て
、
そ
の
権
力
は
強
ま
っ

た
。
将
軍
の
身
を
護
る
た
め

に
、
老
中
や
重
臣
ら
の
部
屋

が
将
軍
の
居
所
か
ら
遠
ざ
け

ら
れ
、
将
軍
の
意
思
が
側
用

人
を
通
じ
て
し
か
わ
か
ら
な

い
と
い
っ
た
状
況
が
生
ま
れ
、

権
勢
を
更
に
強
め
る
こ
と
に

な
っ
た
。 

        

小
石
川
後
楽
園
と
並
ぶ
素
晴 

ら
し
さ
と
評
判
も
高
か
っ
た
。

吉
保
の
念
願
だ
っ
た
屋
敷
と

庭
園
が
完
成
し
た
の
は
元
禄

十
五
年
（
一
七
〇
二
年
）
の

こ
と
だ
っ
た
。 

【
注
① 

大
和
郡
山
藩 

豊
臣
家
が
健
在
だ
っ
た
頃

は
天
領
だ
っ
た
。
秀
頼
が
大

阪
か
ら
大
和
郡
山
へ
の
移
封

を
拒
ん
だ
こ
と
か
ら
大
阪
の

役
勃
発
の
直
接
の
原
因
で
も

あ
る
。
豊
臣
家
滅
亡
後
に
水

野
勝
成
が
六
万
石
で
転
封
さ

れ
、
そ
の
後
も
松
平
氏
十
二

万
石
、
本
多
氏
十
五
万
石
な

ど
、
譜
代
や
親
藩
の
封
地
と

な
る
。
享
保
九
年
（
一
七
二

四
年
）
柳
沢
吉
保
が
十
五
万

一
千
石
で
移
封
さ
れ
て
か
ら

は
、
明
治
の
廃
藩
置
県
ま
で

柳
沢
六
代
の
支
配
が
続
い
た
。 

【
注
②
】
綱
吉 

 

三
代
将
軍
家
光
の
四
男
と

し
て
生
れ
る
。
母
は
京
都
の

八
百
屋
の
娘
だ
っ
た
と
言
わ

れ
る
柱
昌
院
。
館
林
藩
二
十

五
万
石
の
藩
主
と
な
っ
た
が
、

四
代
将
軍
の
死
に
よ
り
五
代 

将
軍
に
就
任
。
強
い
リ
ー
ダ

ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
徳
を

推
進
し
よ
う
と
す
る
が
…
殺

生
を
嫌
う
あ
ま
り
に
、
天
下

の
悪
法
と
評
判
の
悪
か
っ
た

「
生
類
憐
れ
み
令
」
を
制
定
す

る
な
ど
、
や
り
過
ぎ
な
面
も

多
々
あ
っ
た
。 

                       

 

明
け
ま
し
て 

 
 

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す 

 

１
月
度
行
事
の
予
定 

新
年
会 

１
８
日
（
金
）
横
浜
中
華

街
「
満
珍
楼
」
に
て
新
年

会
を
行
い
ま
す
。 

 

広
東
料
理
の
ラ
ン
チ
コ

ー
ス
を
味
わ
い
な
が
ら
、

今
年
一
年
の
夢
を
語
り
合

い
ま
し
ょ
う
。 事

務
局
長 

  

 

は
じ
め
に 

出
会
い
と
発
見
が
旅
や
散

歩
の
醍
醐
味
と
す
る
な
ら
ば
、

ち
ょ
っ
と
想
像
力
を
働
か
せ

れ
ば
、
東
京
の
街
歩
き
は
実

に
魅
力
的
だ
。
何
し
ろ
、
か

つ
て
の
江
戸
に
は
三
百
藩
と

言
わ
れ
る
諸
候
の
広
大
な
屋

敷
が
あ
っ
た
。
そ
れ
も
夫
々

に
上
屋
敷
、
中
屋
敷
、
下
屋

敷
、
抱
え
屋
敷
な
ど
複
数
の

屋
敷
が
あ
っ
た
か
ら
、
東
京

を
歩
け
ば
ご
く
普
通
の
住
宅

街
や
近
代
的
な
ビ
ル
街
で
屋

敷
跡
と
出
会
う
。 

六
義
園 

（
郡
山
藩(

注
①)

下
屋
敷
） 

閑
静
な
住
宅
街
の
一
角
、

古
い
煉
瓦
の
塀
が
続
く
広
大

な
敷
地
の
中
に
は
、
豊
か
な

緑
樹
が
茂
っ
て
い
る
。
こ
こ

が
六
義
園
で
、
現
在
残
っ
て
い

る
数
少
な
い
大
名
屋
敷
跡
の

一
つ
で
あ
る
。
江
戸
時
代
、

こ
こ
に
は
大
和
（
現
在
の
奈

良
県
）
郡
山
藩
の
下
屋
敷
が

あ
っ
た
場
所
、
と
い
う
よ
り

柳
澤
吉
保
の
屋
敷
と
言
っ
た

 
 

 

方
が
分
か
り
易
い
か
。 

吉
保
は
昔
か
ら
、
時
代
劇

の
悪
役
と
し
て
よ
く
登
場
し

て
く
る
人
物
で
あ
る
。
五
代

将
軍
綱
吉(

注
②)

が
館
林
藩

主
の
時
代
か
ら
小
姓
と
し
て

仕
え
、
数
百
石
の
身
分
の
家

柄
だ
っ
た
が
、
綱
吉
が
将
軍

と
な
っ
て
か
ら
も
重
用
さ
れ
、

異
例
の
出
世
を
遂
げ
る
。
将

軍
側
用
人
（
注
③
）
と
し
て

権
勢
を
ふ
る
い
一
万
二
千
石

の
大
名
に
出
世
す
る
と
、
そ

の
後
も
年
々
加
増
、
元
禄
七

年
（
一
六
九
四
年
）
に
は
川

越
藩
主
七
万
二
千
石
を
得
て
、

老
中
と
同
格
の
地
位
を
与
え

ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
老
中

で
さ
え
吉
保
の
意
見
に
は
逆

ら
え
な
か
っ
た
と
い
う
。 

        

こ
の
地
を
拝
領
し
て
、
屋

敷
と
庭
園
の
建
設
が
は
じ
ま

っ
た
。
「
六
義
園
」
の
名
の

由
来
は
、
紀
貫
之
の
「
古
今

和
歌
集
」
の
序
文
か
ら
と
い

う
も
の
で
、
吉
保
は
こ
こ
の

庭
園
に
和
歌
の
会
を
実
現
し

よ
う
と
し
た
。
映
画
や
テ
レ

ビ
ド
ラ
マ
で
は
権
謀
術
数
を

駆
使
し
て
私
欲
を
む
さ
ぼ
る

悪
役
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と

が
多
い
吉
保
だ
が
、
実
際
は

風
流
を
愛
で
る
な
か
な
か
の

趣
味
人
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

屋
敷
と
庭
園
は
七
年
の
歳
月

を
か
け
て
完
成
。
そ
の
当
時

は
江
戸
に
数
あ
る
大
名
庭
園

の
中
で
も
、
水
戸
徳
川
家
の 

「
止
む
」
と
い
う
意
味
で
、
草

木
の
成
長
が
極
限
に
達
し
た

状
態
を
表
し
て
い
ま
す
。
時

刻
で
い
え
ば
午
前
十
時
か
ら

十
二
時
、
季
節
で
い
え
ば
夏

の
盛
り
と
な
り
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
の
「
癸
巳
」
は
、
干

支
の
六
〇
年
サ
イ
ク
ル
の
三

〇
番
目
、
即
ち
前
半
の
締
め

括
り
の
位
置
に
あ
り
ま
す
。 

で
は
、
ス
タ
ー
ト
地
点
で

あ
る
３
０
年
前
は
何
が
起
き

た
年
だ
っ
た
で
し
ょ
う
…
？ 

一
九
八
四
年
、
そ
う
で

す
！
か
の
中
曽
根
政
権
下
に

お
い
て
、
悪
名
高
き
バ
ブ
ル

経
済
が
始
ま
っ
た
年
な
の
で 

す
。
そ
の
後
の
バ
ブ
ル
の
崩

壊
、
失
わ
れ
た
十
年
と
続
い

た
我
が
国
の
「
狂
気
と
苦
悩

の
」
三
十
年
間
。
思
い
返
す

の
も
気
が
重
く
な
る
こ
の
三

〇
年
が
「
今
年
で
終
わ
る
」
、

そ
ん
な
癸
巳
な
の
で
す
。 

 

民
主
党
政
権
が
自
民
党
政

権
に
戻
り
、
彼
ら
は
ど
の
よ

う
な
締
め
括
り
を
見
せ
て
く

れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

 

太
陽
は
消
滅
直
前
に
最
も

大
き
く
な
る
と
い
わ
れ
ま
す

が
、
我
が
国
が
そ
う
な
ら
な

い
事
を
祈
り
つ
つ
、
私
達
は

日
々
の
生
活
を
締
め
括
り
続

け
た
い
と
思
い
ま
す
。 

株
式
会
社
ケ
ア
シ
ス
テ
ム 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

 

代
表
取
締
役 

片
山 

章 
 

本
年
は
、
「
癸
巳
」
（
み

ず
の
と
み
）
で
す
。
陰
陽
五

行
説
で
は
、
癸
は
陰
の
水
に

割
り
当
て
ら
れ
、
水
の
弟
＝

「
み
ず
の
と
」
、
そ
し
て
巳
は

陰
の
火
と
さ
れ
ま
す
。
「
巳
」

の
字
は
、
庶
民
に
十
二
支
を

浸
透
さ
せ
る
た
め
に
解
り
易

く
動
物
の
蛇
を
当
て
た
と
言

わ
れ
ま
す
が
、
も
と
も
と 
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悪
役
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沢
吉
保 

↓
五
大
将
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徳
川
綱
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為
で
、
往
き
と
は
違
い
賑
や

か
に
和
や
か
な
中
、
区
役
所

に
到
着
。
来
週
以
降
、
相
談

室
が
忙
し
く
な
る
よ
う
期
待

し
て
、
一
泊
ツ
ア
ー
も
無
事

解
散
。 

  

 

 

あ
お
い
俳
壇
・
歌
壇 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

泉 

貞
子 

紫
に
か
す
む
山
々
を
従
え
て 

 
 
 
 
 

く
っ
き
り
と
立
つ
あ
か
と
き
の
富
士 

滝
つ
瀬
の
音
の
み
聞
こ
え
朝
も
や
に 

 
 
 
 
 

襞
な
す
山
脈(

や
ま
な
み)

包
ま
れ
に
け
り 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

麻
生 

伊
登
子 

み
じ
か
日
の
家
路
を
急
ぐ
人
波
に 

 
 
 
 
 
 
 
 

亡
き
母
に
似
し
姿
を
見
る
も 

吐
く
息
の
白
さ
の
中
に
見
る
顔
の 

 
 
 
 
 
 
 
 

新
聞
少
年
笑
顔
冷
え
た
り 

凍
て
つ
き
し
山
あ
い
深
き
湖
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

口
の
照
る
と
こ
ろ
氷
動
き
ぬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

富 
 

寿
郎 

妙
延
寺
銀
杏
の
海
に
脚
沈
み 

秋
空
の
レ
ト
ロ
の
駅
舎
に
人
湧
け
り 

黄
落
に
明
け
て
民
主
の
涙
雨 

片
足
で
座
禅
を
く
む
や
冬
の
鴫(

し
ぎ) 

 

相
田 

美
代
子 

か
さ
か
さ
と
枯
野
を
歩
む
音
寂
し 

湯
け
む
り
に
笑
顔
ほ
こ
ろ
ぶ
親
娘
旅 

懐
か
し
い
私
の
昔
の
職
場

で
す
。
平
成
二
年(

一
九
九
〇

年)

か
ら
六
年
間
、
結
婚
相
談

員
と
し
て
在
籍
。
場
所
は
谷

原
交
差
点
に
程
近
い
グ
リ
ー

ン
プ
ラ
ザ(

当
時)

の
二
階
。

ス
タ
ッ
フ
は
専
任
の
区
の
職

員
一
名
と
相
談
員
二
名
の
小

世
帯
で
す
。
シ
ス
テ
ム
は
会

員
制
で
、
登
録
・
閲
覧
・
ご

紹
介
が
メ
イ
ン
で
す
。
当
時

は
各
区
に
相
談
室
が
あ
り
ま

し
た
が
、
成
立
数
は
常
に
上

位
で
し
た
。 

練
馬
相
談
室
で
は
年
に
一

回
、
大
イ
ベ
ン
ト
が
あ
り
ま

し
た
。
適
齢
期
の
方
々
の
た

め
の
お
見
合
い
一
泊
ツ
ア
ー

で
す
。
毎
年
、
九
月
の
最
終

土
、
日
に
、
区
の
保
養
所
ベ

ル
デ
軽
井
沢
に
宿
泊
し
ま
し

た
。
男
女
共
に
三
十
才
ま
で

の
未
婚
の
方
々
が
対
象
で
、

区
報
に
お
知
ら
せ
が
載
る
と
、

毎
年
、
大
変
な
人
気
で
し
た
。

募
集
は
男
女
各
二
十
名
。
そ

れ
と
な
く
触
れ
合
う
又
と
な

い
機
会
で
す
。 

さ
て
、
い
よ
い
よ
ツ
ア
ー

の
当
日
で
す
。
集
合
場
所
は

区
役
所
前
、
観
光
バ
ス
が
横

付
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。
午

 
 

成
立
さ
れ
た
皆
様
方
が
、

そ
の
後
楽
し
い
ご
家
庭
を
築

か
れ
、
現
在
、
社
会
の
中
堅

と
し
て
ご
活
躍
の
こ
と
と
信

じ
て
お
り
ま
す
。 

 

 ㎏
４
５
０
円
で
換
算
し
て
み

ま
し
た
。
一
石
は
１
４
４
㎏
。

１
８
５
０
年
代
の
米
価
安
定

期
の
平
均
は
お
お
ま
か
に
一

石
で
銀
百
匁
。
し
た
が
っ
て

銀
一
匁
は
約
６
４
８
円
に
な

る
。
交
換
レ
ー
ト
金
一
両
：

銀
六
十
匁
：
銭
六
千
文
を
あ

て
は
め
る
と
、
金
一
両
は
約

３
万
８
８
８
０
円
、
銭
一
文

は
約
６
円
。
古
道
具
屋
の
甚

兵
衛
さ
ん
は
、
９
７
２
０
円

で
仕
入
れ
た
太
鼓
を 

１
１

６
６
万
４
０
０
０
円
で
売
っ

た
こ
と
に
な
り
、
１
２
０
０

倍
の
大
儲
け
で
す
。 

し
か
し
少
々
引
っ
掛
る
。

た
と
え
ば
、
１
８
５
０
年
代

は
ま
だ
蕎
麦
の
値
段
が
十
六

文
。
一
文
６
円
で
換
算
す
る

と
９
６
円
だ
。
少
し
前
の
文

化
年
間
（
１
８
０
４
か
ら
１

７
）
に
青
本
（
漫
画
本
）
が

十
二
文
、
７
２
円
と
い
う
の

も
安
す
ぎ
る
。 

 

明
治
元
年
（
１
８
６
８
）

に
は
、
裏
店
の
親
子
５
人
で
、

一
ヵ
月
、
一
両
二
分
で
暮
せ

た
と
い
う
。
約
５
万
８
３
２

０
円
。
家
賃
が
安
い
と
し
て

も
低
す
ぎ
る
。
ま
た
、
大
工

の
一
日
の
手
間
賃
は
、
幕
末

で
は
関
西
で
四
匁
三
分
と
決

ま
っ
て
い
た
。
江
戸
で
は
決

ま
り
が
な
い
が
、
お
よ
そ
五

匁
。
３
２
４
０
円
程
度
に
し

か
な
ら
な
い
。 

米
の
価
格
の
違
い
か
ら
く

る
こ
の
感
覚
的
な
ず
れ
を
解

消
す
る
為
、
私
は
か
け
蕎
麦

十
六
文
の
金
額
で
考
え
て
い

ま
す
。
現
在
は
駅
蕎
麦
な
ど

で
や
っ
て
い
る
、
か
け
蕎
麦

は
３
０
０
円
前
後
で
、
か
け

蕎
麦
が
食
べ
ら
れ
ま
す
。
一

文
は
１
８
円
。
米
を
基
備
に

し 
 

  

前
八
時
間
ま
で
に
東
京
脱
出

と
い
う
こ
と
で
、
毎
年
早
朝

の
出
発
で
し
た
。
区
か
ら
グ

リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
館
長
が
同
行

さ
れ
、
ス
タ
ッ
フ
は
四
人
で

す
。 車

内
で
は
、
女
性
が
窓
際
、

男
性
が
通
路
側
に
着
席
し
て
、

発
車
。
先
ず
お
隣
同
士
で
お

話
を
始
め
て
頂
き
、
合
図
で

男
性
が
一
人
ず
つ
席
を
ず
れ
、

軽
井
沢
に
着
く
ま
で
に
一
巡

出
来
る
よ
う
に
計
ら
い
ま
す
。

ベ
ル
デ
に
到
着
し
、
昼
食
後

は
各
部
屋
に
落
着
き
、
夕
食

ま
で
は
自
由
時
間
で
す
。 

そ
し
て
夕
刻
か
ら
は
大
ホ

ー
ル
で
の
交
流
会
、
ベ
ル
デ

の
心
尽
く
し
の
お
料
理
の
立

食
パ
ー
テ
イ
で
す
。
館
長
挨

拶
に
続
き
、
参
加
者
の
方
々

の
短
い
自
己
紹
介
が
あ
り
食

事
が
始
ま
り
ま
す
。 

皆
様
方
、
テ
ー
ブ
ル
か
ら 

テ
ー
ブ
ル
へ
と
入
り
交
じ
り
、

会
話
も
弾
ん
で
、
と
て
も
楽

し
そ
う
な
雰
囲
気
で
す
。
頃

合
い
を
み
て
、
ゲ
ー
ム
大
会
、

カ
ラ
オ
ケ
へ
と
輪
を
広
げ
、

高
原
の
夜
を
満
喫
し
ま
す
。

触
合
い
の
中
で
自
然
に
滲
み

出
る
お
人
柄
や
フ
ィ
ー
リ
ン

グ
な
ど
感
じ
取
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

翌
日
は
、
午
前
中
に
ベ
ル

デ
軽
井
沢
を
出
発
し
、
近
く

の
名
所
を
観
光
。
バ
ス
は
旧

軽
銀
座
へ
と
向
い
ま
す
。
そ

し
て
昼
食
は
自
由
行
動
で
。

集
合
時
間
ま
で
ゆ
っ
く
り
軽

井
沢
の
銀
ブ
ラ
で
す
。
そ
の

頃
に
な
る
と
、
何
と
な
く
グ

ル
ー
プ
や
カ
ッ
プ
ル
の
輪
が

見
え
て
き
て
、
印
象
に
残
り

ま
す
。 

帰
り
の
バ
ス
の
席
は
無
作 

                 

し
た
計
算
の
３
倍
、
そ
こ
で
、

す
べ
て
物
を
３
倍
に
し
て
み

る
と
、
色
々
と
面
白
い
こ
と

が
解
り
ま
す
。 

今
回
は
、
此
れ
に
て
お
し

ま
い
。 

（
江
戸
の
し
き
た
り
本
文

は
、
落
語
「
昭
和
の
名
人
決

定
版
」
よ
り
一
部
抜
粋
。） 

  

   

  

  
 

 

葵は「心と身体のリハビリ」で元気な「笑顔」を作ります 

 

昨
年(

平
成
二
十
一
年)

十
二
月
の
誕
生
日
に
、
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
葵
で
バ
ー
ス

デ
イ
・
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
し

て
さ
や
え
ん
ど
う
の
種
と

小
鉢
を
頂
き
ま
し
た
。 

丁
度
、
寒
い
時
期
で
し

た
の
で
、
今
年
二
月
の
末

頃
に
種
を
二
日
間
水
に
漬

け
て
か
ら
、
鉢
に
埋
め
ま

し
た
。
数
日
後
芽
が
出
た

か
な
と
覗
い
て
み
た
ら
、 

弐
、
江
戸
の
し
き
た
り
。 

前
回
の
続
き
。
銅
貨
は

「
銭
」
と
い
っ
た
の
で
「
銭
八

百
」
な
ど
、「
文
」
を
省
略
す

る
こ
と
が
多
い
。 

例
え
る
な
ら
、
江
戸
時
代

の
日
本
は
、
ド
ル
と
ユ
ー
ロ

と
が
同
じ
国
で
流
通
し
て
い

る
の
と
同
じ
で
す
。
よ
ほ
ど

頭
が
…
回
ら
な
け
れ
ば
生
活

で
き
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。 

し
か
し
そ
こ
は
よ
く
し
た

も
の
で
、
庶
民
に
金
や
銀
は

ほ
ぼ
無
縁
だ
っ
た
よ
う
で
、

「
文
」
だ
け
覚
え
て
お
け
ば
生

 
  

 雑 

学 
 

 
 
 

 

絹
田 

治
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秋
田
の
方
言 

 
 
 
 
 
 
 

今 

カ
ツ
子 

朝
の
風
景 

「お
ど
ま
ま
け
」 

… 

父
さ
ん
ご
飯
食
べ
て 

「わ
た
し
た
ち
も
」 

… 

子
供
た
ち
も 

「チ
ャ
ッ
チ
ャ
と
け
」 

… 

早
く
食
べ
な
さ
い 

「ぼ
た
っこ
あ
び
った
か
ら
お
じ
る
こ
も
って
け
」  

… 

塩
鮭
を
焼
い
た
か
ら
、
味
噌
汁
を
持
って
い
って 

「あ
ば
、
な
ま
ぐ
に
ゴ
ミ
へ
った
」  

… 

母
さ
ん
目
に
ゴ
ミ
入
った 

秋
田
の
冬
は
寒
い
の
で
、
言
葉
を
出
来
る
だ
け
短
縮
し
て 

話
す
の
で
、
こ
ん
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「か
き
く
」 

「け
」「こ
」＝
「柿
食
う
か
？
」「食
う
」「行
こ
う
」。 

ま
た
、
何
で
も
「こ
」を
付
け
る
の
で
、
都
会
の
人
が
子
牛
を 

指
し
て
「あ
れ
は
ベ
コ
の
コ
だ
ろ
う
？
」と
言
った
ら
、 

秋
田
の
子
が
「ん
で
ね
え
、
あ
れ
は
ベ
コ
ッ
コ
の
コ
ッ
コ
だ
ァ
」と
。 

次
の
会
話
わ
か
り
ま
す
か
？ 

「水
あ
ぶ
り
に
行
く
べ
」 

… 

水
泳
ぎ 

「ザ
ッ
コ
い
っぺ
い
る
ど
」 

… 

雑
魚 

「い
っぺ
と
った
」 

… 

い
っぱ
い
取
った 

「あ
～
こ
わ
い
、
こ
わ
い
。
ば
っぱ
の
が
っこ
作
り
手
伝
って
き 

た
ち
ゃ
」 

… 

疲
れ
た
・お
ば
あ
さ
ん
・漬
物 

「ま
ん
ず
、
へ
って
お
茶
こ
飲
ん
で
け
。
今
朝
の
お
し
る
こ
緩 

め
る
け
、
け
」 

… 

入
って
・味
噌
汁 

「に
ど
薯
汁
は
う
め
え
な
」 

… 

じ
ゃ
が
い
も
汁 

そ
の
他
思
い
出
す
ま
ま
に
、
方
言
を
幾
つ
か
…
。 

「あ
ん
こ
」 

… 

兄 
 

「お
ん
じ
」 

… 

弟 

「お
ば
こ
」 

… 

娘 
 

「じ
い
～
」 

… 

祖
父 

「お
づ
け
っこ
」 

… 

味
噌
汁 

「煮
づ
げ
っこ
」 

… 

煮
物 

 

「か
ど
」 

… 

に
し
ん 

「ぶ
り
っこ
」 

… 

数
の
子 

 

「べ
た
こ
い
」 

… 

小
さ
い 

「め
ぐ
せ
～
」 

… 

可
笑
し
い 

「い
け
～
」「あ
べ
～
」 

… 

行
こ
う 

「こ
で
ら
れ
ね
～
」 

… 

や
め
ら
れ
な
い 

「な
げ
る
」 

… 

捨
て
る 

 

「た
ん
ぺ
」 

… 

つ
ば 

右
の
「あ
べ
～
」は
、
古
い
都
こ
と
ば
の
「歩
め
」が
訛
った
も
の
。

「○
○
し
て
た
も
れ
」の
た
も
れ
は
、
賜
わ
れ
の
訛
り
で
す
。

さ
す
が
小
野
小
町
の
故
郷
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 

活
が
で
き
る
よ
う
で
し
た
。 

落
語
に
単
位
な
し
で
数
字

だ
け
で
て
き
た
場
合
は
、
銭

（
銅
貨
）
の
こ
と
だ
と
思
っ
て

間
違
い
な
い
。
ま
た
、
世
間

に
は
「
両
替
商
」
と
い
う
も

の
が
い
て
、
ち
ゃ
ん
と
両
替

を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
れ

も
、
金
や
銀
を
扱
う
「
本
両

替
」
と
、
銭
だ
け
を
扱
う
庶

民
の
た
め
の
「
銭
両
替
」
が

別
々
だ
っ
た
。「
か
け
蕎
麦
一

杯
の
基
準
換
算
」
で
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
価
値
は
ど
の
程
度

の
も
の
だ
っ
た
の
か
。
今
の

金
額
に
直
す
に
は
、
米
の
値

段
を
基
準
に
す
る
の
が
一
般

的
で
す
。 

そ
こ
で
、
現
代
の
米
を
１ 

練
馬
区
結
婚
相
談
室 

 
 
 
 

 

野
沢 

み
か 

    


