
                             

       

「
雉
子
の
お
山
」
は
お
母
さ
ん
雉
子
と
三
羽
の
子
ど
も
の
雉
子
の
話
で
す
。
お
母

さ
ん
雉
子
は
「
お
と
な
し
く
し
な
い
と
長
兵
衛
を
よ
ん
で
き
ま
す
よ
」
と
言
っ
て
、

子
ど
も
の
雉
子
た
ち
を
お
と
な
し
く
さ
せ
ま
す
。
「
長
兵
衛
」
と
い
う
の
は
鉄
砲
を

持
っ
て
山
へ
や
っ
て
き
て
、
ズ
ド
ン
と
ぶ
っ
放
す
こ
わ
い
人
間
の
こ
と
で
す
。
そ
の

う
ち
に
山
の
桜
の
木
が
満
開
に
な
る
と
、
お
大
名
の
お
姫
様
一
行
が
お
花
見
に
や
っ

て
来
ま
し
た
。
お
姫
様
は
「
雉
子
の
お
山
」
に
い
る
雉
子
の
鳴
き
声
を
聞
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
雉
子
た
ち
は
姿
を
見
ま
せ
ん
。
子
雉
子
た
ち
は
初
め
て
見
る

人
間
と
い
う
も
の
を
、
あ
れ
が
こ
わ
い
「
長
兵
衛
」
な
の
か
と
不
安
に
な
り
ま
す
。

お
姫
様
の
方
も
雉
子
た
ち
が
物
陰
で
そ
っ
と
出
す
声
が
こ
わ
く
て
早
々
に
山
を
後

に
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
話
の
中
で
興
味
深
い
の
は
童
歌
で
す
。
お
母
さ
ん
は
「
長
兵
衛
」
の
こ
と
を

説
明
す
る
時
、
こ
ん
な
歌
を
歌
い
ま
す
。 

向
か
ふ
と
ほ
る
は
長
兵
衛
じ
ゃ
な
い
か
／
鉄
砲
か
つ
い
で
犬
つ
れ
て
／
雉
子 

 

の
お
山
へ
雉
子
う
ち
に
／
雉
子
は
け
ん
け
ん
ほ
ろ
ろ
う
つ 

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
検
索
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
「
向

う
通
る
は
○
○
じ
ゃ
な
い
か
、
・
・
・
雉
の
お
山
へ
雉
う
ち
に
」
と
い
う
語
が
入
っ

た
童
歌
は
全
国
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
諏
訪
の
民
謡
に
は
そ
の

名
も
「
長
兵
衛
」
で
ほ
ぼ
似
た
歌
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
お
姫
様
が
歌
う
手
ま
り
歌

に
も
広
島
県
や
宮
崎
県
の
手
ま
り
歌
に
、
似
通
っ
た
歌
詞
が
見
ら
れ
ま
す
。 

 

向
か
ふ
の
お
山
に
鹿
が
鳴
く
／
暑
く
て
泣
く
か
寒
く
て
か
／
暑
く
も
寒
く
も 

 

な
い
け
れ
ど
／
九
十
九
人
の
狩
人
が
／
九
十
九
谷
を
と
り
ま
い
て
／
親
子 

 

も
ろ
と
も
打
つ
わ
い
の 

子
雉
子
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
童
歌
か
ら
「
人
間
」
の
恐
ろ
し
さ
を
知
り
、
身
を
守

る
こ
と
を
覚
え
て
い
く
の
で
し
ょ
う
。
『
赤
い
鳥
』
時
代
の
「
か
さ
さ
ぎ
物
語
」

（1
9
3
1
.1
2

）
も
「
向
う
と
ほ
り
や
る
鹿
鷺
長
者
の
、
肩
に
か
け
た
る
、
か
た
び
ら
」

と
、
同
じ
よ
う
な
詞
で
始
ま
る
童
歌
で
、
作
品
の
テ
ー
マ
を
示
し
て
い
ま
し
た
。 

 

『
赤
い
鳥
』
掲
載
作
「
パ
チ
ン
コ
」
は
、
子
ど
も
た
ち
が
雀
を
打
っ
た
り
す
る
時

に
使
う
お
も
ち
ゃ
の
パ
チ
ン
コ
を
タ
イ
ト
ル
に
し
て
い
ま
す
。
人
の
目
に
当
た
っ
た

り
し
て
危
な
い
か
ら
、
民
男
の
ク
ラ
ス
で
は
使
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
し
た
。
あ
る
日
、
高
松
君
が
持
っ
て
き
て
い
た
パ
チ
ン
コ
が
無
く
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
成
績
が
良
い
か
ら
か
、
高
松
君
の
行
為
自
体
は
不
問
に
な
っ
て
い
ま
す
。
お

昼
休
み
に
一
人
で
教
室
に
い
た
の
を
見
ら
れ
た
武
ち
ゃ
ん
が
、
み
ん
な
か
ら
疑
わ
れ

ま
す
。
武
ち
ゃ
ん
は
「
ぼ
く
は
人
の
も
の
な
ん
か
に
手
を
つ
け
な
い
」
と
真
っ
赤
な

顔
を
し
て
自
分
の
上
着
の
ポ
ケ
ッ
ト
を
見
せ
た
り
、「
先
生
に
言
っ
て
、
み
ん
な
の
カ

バ
ン
を
調
べ
て
も
ら
え
ば
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
た
り
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
家

に
帰
っ
て
民
男
が
カ
バ
ン
を
あ
け
る
と
、
あ
る
は
ず
の
な
い
パ
チ
ン
コ
が
入
っ
て
い

る
の
で
す
。
民
男
は
「
は
は
あ
、
武
造
の
や
つ
が
ぼ
く
を
泥
棒
に
し
よ
う
と
思
っ
て

や
っ
た
の
だ
な
」
と
決
め
込
み
ま
す
。
そ
れ
と
い
う
の
も
民
男
と
武
ち
ゃ
ん
は
二
人

用
の
机
の
隣
り
同
士
の
席
で
す
が
、
普
段
か
ら
民
男
は
武
ち
ゃ
ん
の
粗
暴
な
行
為
が

い
や
で
、
仲
が
悪
か
っ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
後
、
民
男
と
武
ち
ゃ
ん
は
一
切
口
を
き

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
四
五
日
し
て
武
ち
ゃ
ん
は
学
校
に
来
な
い
よ
う
に
な
り
ま
す
。

あ
る
日
、
民
男
は
氏
神
様
の
森
の
脇
で
赤
ん
坊
を
負
ぶ
っ
た
武
ち
ゃ
ん
に
出
会
い
ま

す
。
武
ち
ゃ
ん
は
拾
っ
て
い
た
椎
の
実
を
民
男
に
分
け
て
く
れ
ま
す
。 

 

本
文
に
は
民
男
の
カ
バ
ン
に
パ
チ
ン
コ
が
入
っ
て
い
た
の
は
武
ち
ゃ
ん
の
仕
業

だ
と
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
武
ち
ゃ
ん
の
身
な
り
や
授
業
料
を
な
か
な
か

払
え
な
い
家
庭
の
事
情
か
ら
、
民
男
に
武
ち
ゃ
ん
へ
の
偏
見
が
あ
っ
た
こ
と
は
分
か

り
ま
す
。
民
男
は
学
校
を
や
め
て
子
守
を
し
て
い
る
武
ち
ゃ
ん
を
見
て
、
あ
ん
な
に

憎
ら
し
く
思
っ
た
こ
と
が
恥
ず
か
し
く
な
り
ま
す
。
武
ち
ゃ
ん
の
家
で
は
椎
の
実
は

大
事
な
食
糧
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
民
男
の
立
場
、
武
ち
ゃ
ん
の
立
場
で
活

発
な
感
想
が
出
ま
し
た
。『
森
三
郎
童
話
選
集
』
二
冊
に
は
収
録
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

時
代
を
超
え
て
、
今
の
子
ど
も
た
ち
に
も
読
ん
で
も
ら
い
た
い
作
品
の
一
つ
で
す
。 
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２
０
２
４
年
１
月
の
「
森
三
郎
の
作
品
を
読
む
会
」
で
は
、「
雉
子
（
き
じ
）

の
お
山
」（
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
１
９
４
３
年
１
２
月
）
と 

「
パ
チ
ン
コ
」（
（『
赤
い
鳥
』
１
９
３
３
年
５
月
号
所
収
作
）
を
読
み
ま
し
た
。 

〈
次
回
予
定
〉 

２
０
２
４
年
３
月
８
日
（
金
）
午
後
一
時
半
～
三
時
半 

 

・「
鏡
の
渡
（
『
雪
こ
ん
こ
ん
お
寺
の
柿
の
木
』
１
９
４
３
．
１
２
） 

・「
乳
母
」
（『
赤
い
鳥
』
１
９
３
３
．
７
） 


