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本
書
『
間
中
一
代
さ
ん
の
栃
木
語
り
』（
以
下
、『
栃
木
語
り
』）
は
語

り
活
動
を
行
う
栃
木
市
の
語
り
手
、
間
中
一
代
さ
ん
の
語
り
を
収
録
し
た

昔
話
資
料
集【
注
】で

あ
る
。
間
中
さ
ん
は
昭
和
三
四
年
栃
木
市
生
ま
れ
で
、
語

り
手
の
中
で
は
若
手
で
あ
る
。「
現
代
に
も
昔
話
の
語
り
手
が
い
た
ん
だ
」

―
―
こ
れ
が
今
日
を
生
き
る
多
く
の
人
の
実
感
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い

さ
さ
か
遠
回
り
に
な
る
が
、
研
究
の
歴
史
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

昔
話
を
聴
き
集
め
て
研
究
す
る
営
み
は
、
昭
和
初
期
に
日
本
民
俗
学
の

祖
・
柳
田
國
男
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
た
。
柳
田
は
「
昔
話
」
を
口
承
文
芸

の
一
領
域
、
具
体
的
に
は
「
発
端
句
や
結
末
句
な
ど
の
語
り
の
形
式
を
備

野
村
敬
子
・
霧
林
宏
道
編
著
『
間
中
一
代
さ
ん
の
栃
木
語
り
』

〔
紹
介
〕

飯
倉
義
之

え
、
現
実
の
時
間
や
場
所
と
は
結
び
付
け
ら
れ
ず
、
空
想
的
な
内
容
を
持

つ
、
民
間
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
説
話
」
を
指
す
学
術
用
語
と
し
て
定
義

し
、
民
俗
学
に
関
心
の
あ
る
地
方
の
研
究
家
に
そ
の
収
集
・
報
告
を
働
き

か
け
た
。
昔
話
の
収
集
・
報
告
は
や
り
が
い
の
あ
る
面
白
い
事
業
と
し

て
、
多
く
の
地
方
在
住
の
研
究
者
や
、
柳
田
の
周
囲
の
若
い
学
徒
た
ち
が

精
力
を
傾
け
た
。

　

昔
話
研
究
は
戦
時
中
に
は
停
滞
し
た
が
、
戦
後
に
息
を
吹
き
返
す
。
一

九
五
〇
年
代
の
、
民
衆
の
口
伝
え
の
説
話
を
階
級
闘
争
に
活
か
そ
う
と
し

た
左
派
文
化
人
に
よ
る
「
民
話
運
動
」
や
、
昭
和
三
〇
年
代
の
国
文
学
研
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究
と
昔
話
研
究
と
の
連
携
は
昔
話
の
採
集
報
告
を
活
気
づ
け
、
地
方
在
住

の
昔
話
研
究
者
―
―
た
と
え
ば
新
潟
の
水
沢
謙
一
・
宮
城
の
佐
々
木
徳

夫
・
山
形
の
武
田
正
・
岡
山
の
立
石
憲
利
ら
―
―
に
よ
る
精
力
的
な
昔
話

の
採
集
・
報
告
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
民
俗
学
が
大
学
の
講
義
科
目
と
な

り
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
化
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
大
学
や
高
校
で
組
織
さ
れ

た
民
俗
学
研
究
会
・
昔
話
研
究
会
が
組
織
的
な
聴
き
取
り
を
始
め
る
。
そ

の
成
果
も
ま
た
報
告
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
昔
話
研
究
の
隆
盛
を
も
た
ら
し

た
。

　

そ
し
て
一
九
七
〇
年
代
、
デ
ィ
ス
カ
バ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
を
背
景
と
し
た
「
民
話
ブ
ー
ム
」
の
時
代
と
な
り
、
松
谷
み
よ
子
が
主

導
し
た
「
日
本
民
話
の
会
」
を
中
心
に
、
各
地
で
民
話
愛
好
者
や
郷
土
研

究
グ
ル
ー
プ
が
活
発
に
活
動
す
る
。
昔
話
が
貴
重
な
民
俗
文
化
で
あ
る
と

い
う
認
識
が
広
く
共
有
さ
れ
、
昔
話
の
語
り
や
語
り
手
は
文
化
で
あ
る
と

行
政
も
認
識
し
始
め
る
。
こ
の
時
期
に
は
年
間
百
点
以
上
の
昔
話
資
料
集

が
刊
行
さ
れ
、
昔
話
研
究
は
ピ
ー
ク
を
迎
え
た
。

　

し
か
し
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
生
活
の
中
で
昔
話
を
聴
い
た
明
治
生
ま

れ
の
語
り
手
は
減
少
し
、
ご
昔
話
を
聴
き
取
る
こ
と
は
難
し
く
な
っ
て
い

く
。
現
状
で
は
昔
話
資
料
集
の
刊
行
は
、
年
に
数
点
あ
る
か
な
い
か
だ
。

し
か
も
そ
の
多
く
は
、
常
光
徹
・
黒
沢
せ
い
こ
『
鳥
海
山
麗
の
む
か
し

話
』（
イ
ズ
ミ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
九
）
や
、
聖
和
学
院
短
期
大
学
国
文
科

学
生
『
１
９
７
６
年
夏　

東
北
の
昔
話
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
五
）
の

よ
う
に
、
過
去
の
昔
話
調
査
の
報
告
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
る
中

で
、『
栃
木
語
り
』
は
、
現
在
の
語
り
を
収
録
し
つ
つ
、
新
し
い
試
み
に

挑
ん
だ
昔
話
資
料
集
で
あ
る
と
い
う
点
に
特
色
が
あ
る
。

　

現
在
の
語
り
を
収
め
た
昔
話
資
料
集
に
は
、
一
九
一
〇
年
生
の
佐
藤
ミ

ヨ
キ
さ
ん
の
貴
重
な
伝
承
の
語
り
を
ま
と
め
た
、
花
部
英
雄
『
雪
国
の
女

語
り
』（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
四
）
が
あ
る
。
確
か
に
現
在
、
昔
話
の

聴
き
取
り
調
査
は
難
し
い
。
し
か
し
、
精
力
的
な
調
査
を
丹
念
に
続
け
れ

ば
、
現
在
で
も
語
り
手
と
巡
り
合
う
こ
と
も
可
能
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を

『
雪
国
の
女
語
り
』
は
教
え
て
く
れ
る
。
現
在
の
語
り
を
収
録
し
て
い
る

と
い
う
点
だ
け
で
『
栃
木
語
り
』
を
特
別
な
昔
話
資
料
集
と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。『
栃
木
語
り
』
は
、
伝
承
さ
れ
た
口
承
文
芸
の
資
料
報
告
に

留
ま
る
こ
と
な
く
、
語
り
の
活
動
そ
の
も
の
の
報
告
・
資
料
化
を
通
じ
て

語
り
の
現
在
に
向
き
合
い
、
昔
話
資
料
集
の
可
能
性
を
開
こ
う
と
試
み
て

い
る
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
昔
話
資
料
集
と
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

間
中
一
代
さ
ん
は
、
栃
木
市
で
語
り
活
動
を
精
力
的
に
行
う
語
り
手
で

あ
る
。
語
り
活
動
と
は
、
学
校
や
高
齢
者
施
設
、
町
の
イ
ベ
ン
ト
や
民
話

語
り
の
会
な
ど
で
昔
話
の
語
り
を
上
演
す
る
市
民
活
動
で
あ
る
。
こ
う
し

た
語
り
活
動
を
行
う
語
り
手
の
語
り
に
よ
る
昔
話
資
料
集
は
、
た
と
え
ば
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日
本
民
話
の
会
編
「
新
し
い
日
本
の
語
り
」
シ
リ
ー
ズ
（
既
刊
一
〇
巻
、

悠
書
館
、
二
〇
一
二
〜
二
〇
一
四
）
な
ど
が
既
に
存
在
す
る
。
し
か
し
、

そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
昔
話
資
料
集
は
、
語
り
手
が
受
け
継
い
だ
伝
承
の

語
り
そ
の
も
の
に
焦
点
を
あ
て
、
語
り
手
の
現
在
の
語
り
活
動
に
は
踏
み

込
ま
な
い
編
集
が
な
さ
れ
て
き
た
。『
栃
木
語
り
』
は
こ
れ
ま
で
あ
え
て

触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、「
活
動
と
し
て
の
語
り
」
と
正
面
か
ら
向
き

合
う
こ
と
で
、
現
在
に
お
け
る
語
り
の
意
義
を
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
『
栃
木
語
り
』
は
ま
ず
同
書
の
成
り
立
ち
と
し
て
、
語
り
手
の
間
中
一

代
さ
ん
が
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学
の
口
承
文
芸
講
座
で
語
っ
た
昔
話

を
中
心
に
、
地
域
の
語
り
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
の
語
り
の
録
音
・
録
画
を
交

え
て
翻
字
し
た
も
の
で
あ
る
と
、
語
り
活
動
と
の
つ
な
が
り
を
記
す
。
編

者
の
一
人
で
あ
る
野
村
敬
子
と
間
中
一
代
さ
ん
は
、
地
元
紙
記
者
の
紹
介

で
、
栃
木
市
の
市
民
セ
ン
タ
ー
で
対
面
し
た
。
そ
こ
で
間
中
さ
ん
は
野
村

に
対
し
て
、
民
話
講
座
で
講
師
に
語
り
た
い
昔
話
の
主
要
部
分
を
カ
ッ
ト

さ
れ
て
思
う
よ
う
に
語
れ
な
か
っ
た
と
い
う
経
験
を
話
し
、「
一
体
、
昔

語
り
と
は
何
で
し
ょ
う
」
と
問
い
か
け
る
。
野
村
は
「
栃
木
で
一
緒
に
考

え
ま
し
ょ
う
か
」
と
答
え
、
そ
こ
か
ら
語
り
活
動
へ
の
参
加
が
始
ま
っ
て

い
く
。
こ
こ
に
い
る
の
は
か
つ
て
の
、
研
究
者
の
聴
き
取
り
に
応
じ
て
昔

話
を
語
る
受
動
的
な
語
り
手
で
は
な
く
、
昔
語
り
と
は
何
か
を
自
ら
探
し

求
め
、
研
究
者
に
自
ら
問
い
か
け
て
積
極
的
に
語
り
を
聴
き
手
に
届
け
よ

う
と
す
る
、
能
動
的
な
語
り
手
で
あ
る
。『
栃
木
語
り
』
は
そ
う
し
た
今

日
の
語
り
手
の
あ
り
よ
う
を
ま
る
ご
と
記
録
し
、
発
信
す
る
試
み
と
い
え

る
。

　
『
栃
木
語
り
』
の
構
成
は
、
野
村
敬
子
に
よ
る
「
間
中
一
代
さ
ん
の
現

代
語
り
」
の
紹
介
に
続
き
、「
栃
木
伝
説
」
三
十
二
話
、「
昔
話
・
世
間

話
」
五
十
七
話
、
そ
し
て
「
活
動
資
料
」
と
し
て
活
動
記
録
と
新
た
な
語

り
五
話
を
配
し
、
最
後
に
野
村
と
霧
林
宏
道
に
よ
る
「
研
究
ノ
ー
ト
」
二

篇
が
載
る
。
語
り
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
間
中
一
代
さ
ん
の
ひ
と
こ
と
」
が
添

え
ら
れ
、
伝
承
の
状
況
や
感
想
、
伝
説
地
の
現
況
や
土
地
に
ま
つ
わ
る
思

い
出
の
ほ
か
、
そ
の
語
り
を
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
伝
え
よ
う
と
し
て
い

る
の
か
、
ま
た
聴
衆
か
ら
ど
ん
な
反
応
が
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
現
代
の
多

様
な
語
り
の
場
を
「
か
つ
て
の
伝
承
に
は
な
か
っ
た
こ
と
」
と
し
て
切
り

捨
て
る
こ
と
な
く
、
い
ま
・
こ
こ
の
出
来
事
と
し
て
記
録
し
て
い
る
。

「
間
中
一
代
さ
ん
の
活
動
は
声
と
言
葉
を
め
ぐ
る
多
く
の
文
化
行
為
を
含

む
振
幅
の
大
き
な
も
の
で
、
こ
れ
こ
そ
が
他
の
多
く
の
現
代
語
り
手
に
も

共
通
す
る
行
動
様
式
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（『
栃
木
語
り
』
一

三
頁
）
と
い
う
編
者
の
姿
勢
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
「
活
動
資
料
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
し
も
つ
か
れ
の
話
」
に
は

「（
創
作
で
す
。）」
と
の
断
り
書
き
が
あ
る
。
栃
木
の
郷
土
料
理
「
し
も
つ
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か
れ
」
の
継
承
の
た
め
、
語
り
手
が
説
話
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た

「
さ
ぎ
草し
ょ
っ
ぱ
ら原
の
狸
」
で
は
、
退
治
さ
れ
る
狸
が
か
わ
い
そ
う
と
い
う
小
学

生
の
聴
き
手
の
求
め
に
応
じ
て
、「
狸
は
入
院
し
て
命
を
取
り
と
め
る
」

と
い
う
「
平
成
版
」
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
「
ひ
と
こ
と
」
に
記
さ
れ
、「
五

匹
の
鹿
の
話
」
に
は
昭
和
初
期
の
昔
話
資
料
の
語
り
な
お
し
で
あ
る
旨
が

注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
語
り
手
の
営
為
は
、
伝
承
の
語
り
に
お
い

て
は
記
録
さ
れ
な
い
、
も
し
く
は
捏
造
と
し
て
積
極
的
に
排
除
さ
れ
て
き

た
部
分
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
語
り
の
現
場
で
は
常
に
こ
う
し
た

「
語
り
の
最
適
化
」
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
編
者
ら
は
「
先
人
た

ち
の
研
究
で
扱
わ
な
か
っ
た
領
分
と
い
う
よ
り
は
先
の
研
究
者
が
無
視
し

た
現
代
の
語
り
の
多
様
な
場
面
と
情
熱
を
再
確
認
す
る
こ
と
」（『
栃
木
語

り
』
一
一
頁
）
を
通
じ
て
、
現
代
の
地
方
都
市
に
生
き
る
市
民
と
し
て
の

語
り
、「
栃
木
口
承
市
民
文
芸
」
を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。

　

そ
れ
は
お
そ
ら
く
、「
い
ま
、
昔
話
を
語
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」

「
栃
木
と
い
う
固
有
の
場
所
を
語
る
い
と
な
み
と
は
何
か
」
を
問
う
こ
と

で
あ
り
、
ひ
い
て
は
「
語
り
手
と
聴
き
手
を
ひ
き
つ
け
る
『
語
り
の
力
』

と
は
何
か
」
と
い
う
根
源
的
な
問
い
か
け
を
内
包
し
て
い
る
は
ず
だ
。

　
「
積
極
的
な
今
日
的
伝
承
の
方
法
論
」（『
栃
木
語
り
』
あ
と
が
き
）
に

つ
い
て
は
、
編
者
の
一
人
、
野
村
敬
子
に
『
江
戸
川
で
聴
い
た
中
野
ミ
ツ

さ
ん
の
昔
語
り
』（
瑞
木
書
房
、
二
〇
一
二
）
と
い
う
成
果
が
あ
る
。
新

潟
県
三
条
市
下
田
で
育
っ
た
語
り
手
・
中
野
ミ
ツ
さ
ん
が
、
現
住
所
で
あ

る
東
京
都
江
戸
川
区
で
ふ
る
さ
と
の
語
り
を
行
う
意
義
を
説
く
同
書
の
問

題
提
起
を
、『
栃
木
語
り
』
は
さ
ら
に
深
化
さ
せ
て
い
る
。

　
「
現
代
に
お
け
る
語
り
の
意
義
」
を
特
に
強
く
問
う
の
は
、
震
災
避
難

者
を
前
に
し
て
の
語
り
の
報
告
だ
。
語
り
の
会
は
行
政
に
断
ら
れ
て
も
何

度
も
避
難
所
に
通
い
、
高
齢
の
震
災
避
難
者
に
語
り
を
披
露
す
る
。
慰
め

と
し
て
の
語
り
の
力
、
寄
り
添
う
行
為
と
し
て
の
語
り
が
、
そ
こ
に
は
あ

る
。
伝
承
の
、
保
存
さ
れ
る
べ
き
語
り
の
み
の
研
究
か
ら
、
今
日
を
活
き

る
語
り
を
手
助
け
も
す
る
研
究
へ
進
む
べ
き
だ
と
い
う
、
編
者
の
立
場
は

鮮
明
で
あ
る
。『
栃
木
語
り
』
は
単
な
る
伝
承
の
昔
話
資
料
集
と
し
て
だ

け
で
な
く
、
市
民
の
語
り
活
動
の
記
録
で
も
な
く
、
口
承
文
芸
研
究
そ
の

も
の
の
意
義
を
問
い
直
す
試
み
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
だ
。

（
Ａ
５
判
、
三
〇
二
頁
、
瑞
木
書
房
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
発
行
、
定
価

二
五
〇
〇
円
＋
税
）

【
注
】
多
く
の
資
料
集
は
昔
話
の
み
な
ら
ず
、
伝
説
や
世
間
話
、
民
謡
や
唱
え
ご
と
等
も

含
ん
で
報
告
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
「
昔
話
資
料
集
」
と
表
記
す

る
。


