
                             

       
 

『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
は
一
九
四
三
年
十
二
月
発
行
の
短
編
集
で
す
。 

全
二
十
話
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
読
ん
だ
表
題
作
「
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿

の
木
」
は
、
刈
谷
市
教
育
委
員
会
編(

1
9
9
5

年)

『
森
三
郎
童
話
選
集 

か
さ
さ
ぎ

物
語
』
に
も
載
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
森
三
郎
童
話
紙
芝
居
に
し
た
作
品
な
の
で
、
会

で
は
何
回
も
読
み
合
わ
せ
て
き
ま
し
た
（
参
照
「
か
さ
さ
ぎ
通
信
」
第
８
０
号
）。 

 

今
回
読
ん
で
も
作
品
の
明
る
さ
、
リ
ズ
ム
感
が
心
地
よ
い
と
い
う
感
想
が
参
加
者

の
多
く
の
声
で
し
た
。
柿
の
木
に
登
っ
て
い
た
お
寺
の
小
坊
主
は
、
大
名
行
列
の
馬

の
背
に
落
ち
て
そ
の
ま
ま
若
君
の
弟
君
と
し
て
お
城
で
暮
ら
し
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
何
不
自
由
な
い
よ
う
に
見
え
る
お
城
で
の
生
活
か
ら
、
小
坊
主
は
再
び
お
寺
に
戻

っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
和
尚
さ
ん
に
「
和
尚
さ
ん
、
柿
の
木
が
立
っ
て
ま
す
よ
」「
柿

の
木
に
雀
が
き
て
ま
す
よ
」
「
柿
の
木
は
や
っ
ぱ
り
柿
の
木
で
す
ね
」
と
畳
み
か
け

る
よ
う
に
言
い
ま
す
。
和
尚
さ
ん
は
当
た
り
前
の
こ
と
を
さ
も
大
発
見
の
よ
う
に
言

う
小
坊
主
の
こ
と
が
お
か
し
く
っ
て
、
う
れ
し
く
っ
て
な
り
ま
せ
ん
。
小
坊
主
が
お

寺
に
戻
っ
て
き
た
こ
と
が
嬉
し
い
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
気
な
い
言
葉
に
和
尚

さ
ん
は
小
坊
主
の
成
長
を
感
じ
取
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
と
い
う
指
摘
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

保
育
園
で
こ
の
「
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
」
の
紙
芝
居
を
す
る
と
、
最
後
の

小
坊
主
と
和
尚
さ
ん
の
掛
け
合
い
は
理
解
出
来
な
い
子
ど
も
た
ち
も
、
若
君
を
乗
せ 

        

た
お
駕
籠
の
上
に
鳶
が
糞
を
落
と
す
と
大
笑
い
し
ま
す
。
お
駕
籠
、
馬
、
若
君
の
頭

と
三
回
「
ピ
ー
ヒ
ョ
ロ―

―

ポ
タ
リ
」
の
繰
り
返
し
の
後
に
、
小
坊
主
が
馬
の
背
中

に
落
ち
る
と
い
う
筋
立
て
の
面
白
さ
は
子
ど
も
た
ち
が
飛
び
付
い
て
き
ま
す
。 

 

小
坊
主
の
弟
君
が
話
す
お
城
の
人
物
の
名
前
は
「
お
小
姓
の
十
三
七
彌
（
な
な
や
）

と
若
井
年
之
助
」
な
ど
語
呂
合
わ
せ
の
名
前
で
、
作
者
の
森
三
郎
が
楽
し
ん
で
い
る

様
子
が
分
か
り
ま
す
。
乳
母
の
「
重
の
井
」
と
馬
の
指
南
役
「
伊
達
与
作
」、
奥
方
「
調

姫
」
の
名
前
は
い
ず
れ
も
人
形
浄
瑠
璃
『
恋
女
房
染
分
手
綱
（
そ
め
わ
け
た
づ
な
）』

に
登
場
す
る
名
前
で
す
。
兄
の
森
銑
三
が
『
帝
國
民
』
の
編
集
を
し
て
い
た
時
代
に
、

「
芝
居
物
語
」
と
し
て
「
染
分
手
綱
」（
筆
名
・
刈
谷
新
三
郎
、『
帝
國
民
』
一
九
二

〇
年
一
月
号
）
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
馬
子
の
三
吉
が
母
の
重
の
井
に
再

会
す
る
話
な
の
で
、
大
名
行
列
の
馬
の
上
に
小
坊
主
が
落
ち
る
場
面
か
ら
始
ま
る

「
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
」
の
構
成
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
森
三
郎
は
『
赤
い
鳥
』
一
九
三
一
年
六
月
号
か
ら
三
三
年
三
月
号
ま

で
に
四
十
五
作
（
連
載
二
回
、
全
四
十
七
回
）
を
発
表
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
ら

は
日
本
の
古
典
や
外
国
作
品
の
翻
案
が
中
心
で
し
た
。
し
か
し
三
三
年
一
月
号
か

ら
、
時
代
は
近
世
末
期
に
設
定
し
、
十
代
初
期
の
子
ど
も
を
主
人
公
に
し
た
作
品

群
が
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
三
月
号
所
収
の
「
だ
ゝ
つ
子
」
は
初
め
て
現
実
的
な

設
定
・
題
材
を
取
り
上
げ
た
作
品
で
す
。「
読
む
会
」
で
は
『
赤
い
鳥
』
の
森
三
郎

作
品
の
特
徴
と
し
て
、
「
だ
ゝ
つ
子
」
以
降
に
続
く
子
ど
も
の
日
常
生
活
で
の
心
理

を
描
い
た
作
品
群
を
も
う
一
度
読
み
直
そ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

「
だ
ゝ
つ
子
」
は
、
入
り
江
に
沿
っ
た
小
さ
な
田
舎
町
、
呉
服
屋
の
番
頭
を
し

て
い
た
お
父
さ
ん
、
お
城
山
の
一
部
を
崩
し
て
建
て
た
校
舎
の
様
子
、
呉
服
屋
の

屋
号
な
ど
、
三
郎
の
育
っ
た
刈
谷
の
町
を
想
起
さ
せ
る
設
定
の
話
で
す
。
当
時
は

ま
だ
珍
し
い
十
六
色
の
ク
レ
ィ
ヨ
ン
（
『
赤
い
鳥
』
の
自
由
画
応
募
の
注
意
に
「
毛

筆
・
ペ
ン
・
鉛
筆
」
の
後
「
ク
レ
ィ
ヨ
ン
」
が
出
て
く
る
の
は
一
九
二
五
年
八
月

号
か
ら
）
に
ま
つ
わ
る
話
な
ど
、
時
代
の
様
相
も
示
し
て
い
る
作
品
で
す
。 
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二
〇
二
三
年
九
月
の
「
森
三
郎
の
作
品
を
読
む
会
」
で
は
、「
雪
こ
ん
こ
ん
お

寺
の
柿
の
木
」（
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』19

4
3
.
12

泰
光
堂
の
表
題
作
）

と
「
だ
ゝ
つ
子
」（
『
赤
い
鳥
』
一
九
三
三
年
八
月
号
所
収
作
）
を
読
み
ま
し
た
。 

次
回
予
定 

二
〇
二
三
年
十
一
月
十
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 

・「
鉦
の
音
は
チ
ン
カ
ラ
リ
ン
」（『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』1

9
4
3
.
12

） 

・「
け
ん
か
の
後
」
（『
赤
い
鳥
』1

9
3
3
.4

） 

「雪こんこんお寺の柿の

木」表紙、著者：森三郎、絵：

井口文秀（国立国会図書館

デジタルコレクション、イ
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