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テ
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怖

が

る

秀

才

『
木
村
・
相
良
独
和
辞
典
』
と
言
え
ば
、
懐
か
し
い
青
春
時
代
の
記
念
品
の
よ
う
な
か
た
ち
で
頭
に
思
い
浮
か
べ
る

こ
と
の
で
き
る
人
も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



そ
れ
ま
で
は
九
州
帝
大
の
片
山
正
雄
教
授
の
大
辞
典
が
愛
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
旧
ド
イ
ツ
活
字
で
三
千
ペ
ー

ジ
を
こ
す
大
部
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
木
村
・
相
良
の
辞
典
は
ロ
ー
マ
字
で
使
い
や
す
く
、
そ
れ
に
価
格
も
ず
っ
と
安

か
っ
た
。
ナ
チ
ス
が
ロ
ー
マ
字
を
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
つ
て
ド
イ
ツ
語
を
勉
強
を
し
た
人
の

ほ
と
ん
ど
の
書
棚
の
ど
こ
か
に
は
こ
の
辞
書
が
眠
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。

旧
版
だ
け
で
も
六
十
六
版
と
い
う
息
の
長
い
こ
の
独
和
辞
典
の
編
集
者
が
、
ゲ
ー
テ
研
究
の
権
威
と
讃
え
ら
れ
た
木

村
謹
治
博
士
で
あ
る
。

木
村
は
、
明
治
ニ
十
二
年
（
一
八
八
九
）
一
月
二
日
、
南
秋
田
郡
五
城
目
町
大
川
（
旧
南
秋
田
郡
大
川
）
の
素
封
家

に
十
人
兄
弟
の
三
番
目
三
男
と
し
て
生
を
享
け
た
。

木
村
家
は
学
問
を
大
事
に
し
、
一
族
が
出
し
た
博
士
の
数
は
五
指
に
あ
ま
る
が
、
学
問
以
外
で
も
、
実
業
家
や
芸
術

家
な
ど
、
多
彩
な
人
材
を
世
に
送
り
出
し
て
い
る
。

明
治
三
十
二
年
に
大
川
尋
常
小
学
校
を
卒
業
し
た
謹
治
少
年
は
、
隣
り
村
の
下
井
河
小
学
校
の
高
等
科
に
進
み
、
そ

の
後
、
大
久
保
小
学
校
、
土
崎
小
学
校
と
転
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
教
育
熱
心
な
父
親
が
尊
敬
し
て
い
た
大
和
田
胤
永

校
長
の
転
勤
に
従
っ
て
木
村
も
転
校
し
た
か
ら
で
あ
る
。
大
久
保
小
学
校
入
学
以
降
、
木
村
は
大
和
田
家
に
預
け
ら
れ

て
、
勉
強
と
礼
儀
作
法
を
厳
し
く
し
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

当
時
の
謹
治
少
年
は
、
後
年
の
堂
々
と
し
た
体
躯
と
重
厚
な
雰
囲
気
の
木
村
博
士
か
ら
は
想
像
つ
か
な
い
よ
う
な
ひ

弱
で
色
白
な
子
ど
も
で
あ
っ
た
と
い
う
。
雲
を
怖
が
っ
た
と
い
う
話
も
、
少
年
の
繊
細
な
神
経
を
裏
づ
け
る
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
言
え
よ
う
。



秋
田
中
学
に
入
学
し
た
の
は
明
治
三
十
五
年
だ
が
、
木
村
が
五
年
生
の
と
き
、
斎
藤
佳
三
の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
た
大

ス
ト
ラ
イ
キ
に
遇
っ
て
卒
業
は
し
て
い
な
い
。
退
学
処
分
さ
れ
た
後
は
慶
応
義
塾
の
普
通
部
に
編
入
学
し
て
中
学
校
の

課
程
を
終
え
て
い
る
。

秋
中
時
代
の
木
村
の
あ
だ
名
は
〈
ネ
ツ
〉
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
彼
が
勉
強
に
お
い
て
も
ス
ポ
ー
ツ
（
ボ
ー
ト
部
の

舵
手
と
し
て
活
躍
）
に
お
い
て
も
、
常
に
人
並
み
以
上
の
熱
意
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
た
か
ら
だ
と
い
う
。
正
義
感

あ
ふ
れ
る
木
村
の
一
面
を
よ
く
表
し
て
い
る
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
と
言
え
よ
う
。

ゲ

ー

テ

に

魅

せ

ら

れ

て

木
村
は
、
明
治
四
十
年
に
官
立
第
二
高
等
学
校
（
東
北
大
学
教
養
部
の
前
身
）
に
入
学
す
る
が
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
詩

を
よ
く
し
、
小
説
は
夏
目
漱
石
を
愛
読
、
ド
イ
ツ
文
学
研
究
を
志
し
た
。
英
語
は
、
秋
高
の
校
歌
の
作
詞
者
で
あ
る
土

井
晩
翠
に
教
わ
っ
た
。

木
村
が
初
め
て
ゲ
ー
テ
に
魅
せ
ら
れ
た
の
は
、
二
高
の
二
年
生
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
文
学

に
北
方
的
ロ
マ
ン
を
感
じ
取
り
、
や
が
て
高
邁
な
ゲ
ー
テ
的
宇
宙
に
魅
了
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ

る
。明

治
四
十
二
年
、
東
京
帝
国
大
学
ド
イ
ツ
文
学
科
に
入
っ
た
木
村
は
、
二
高
時
代
に
も
増
し
て
学
問
一
筋
に
な
り
、

同
時
に
、
仏
教
に
も
興
味
を
も
っ
て
ス
ト
イ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
く
。
後
年
、
ゲ
ー
テ
研
究
と
仏
典
研
究
が
木
村
の
内
部



で
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
く
萌
芽
が
早
く
も
見
て
と
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
木
村
に
と
っ
て
、
ゲ
ー
テ
は
求
道
の
対
象
の
よ

う
な
趣
き
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
当
時
、
東
京
帝
大
の
近
く
に
近
角

常

観
の
開
い
た
求
道
学
舎
が
あ
っ
た
。
東
大
の
哲
学
科
を
卒
業
し
た
近
角

が
、
浄
土
真
宗
の
教
義
を
広
め
る
た
め
に
建
て
た
も
の
で
あ
る
。

す
で
に
仙
台
に
あ
る
と
き
か
ら
仏
教
に
心
引
か
れ
て
い
た
木
村
は
、
求
道
学
舎
に
通
っ
て
熱
心
に
近
角
の
話
に
耳
を

傾
け
た
。
以
後
、
ゲ
ー
テ
研
究
と
な
ら
ん
で
、
仏
教
研
究
も
木
村
の
大
き
な
仕
事
に
な
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

特
待
生
で
あ
っ
た
木
村
が
東
大
を
卒
業
し
た
の
は
大
正
二
年
（
一
九
一
三
）
の
七
月
だ
が
、
首
席
の
成
績
を
お
さ
め

た
の
で
、
田
所
哲
太
郎
や
物
部
長
穂
と
同
じ
よ
う
に
、
恩
賜
の
銀
時
計
を
授
与
さ
れ
た
。

木
村
が
金
沢
の
官
立
第
四
高
等
学
校
（
金
沢
大
学
の
前
身
）
の
教
授
と
し
て
赴
任
し
た
の
は
、
大
学
を
卒
業
し
た
年

の
九
月
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
十
一
年
間
同
地
に
滞
在
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
金
沢
に
住
ん
で
間
も
な
く
結
婚
し
た
。
相

手
は
、
木
村
の
妹
貞
の
秋
田
高
等
女
学
校
（
現
秋
田
北
高
校
）
時
代
の
同
級
生
で
、
岩
城
町
亀
田
（
旧
由
利
郡
亀
田
町
）

に
生
ま
れ
た
加
藤
春
代
で
あ
っ
た
。

人
も
羨
む
美
男
美
女
の
組
み
合
わ
せ
で
夫
婦
仲
も
よ
く
、
四
男
二
女
を
あ
げ
て
い
る
。

四
高
教
授
時
代
の
最
終
盤
に
あ
た
る
大
正
九
年
末
か
ら
十
二
年
四
月
ま
で
、
木
村
は
文
部
省
の
在
外
研
究
員
と
し
て

ド
イ
ツ
に
渡
る
。
三
年
間
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
研
究
に
励
む
が
、
そ
の
中
心
テ
ー
マ
は
ゲ
ー
テ
の
長
編
詩
劇
フ
ァ
ウ
ス
ト

で
、
こ
の
研
究
は
木
村
の
そ
の
後
の
学
問
と
人
生
を
決
め
る
重
要
な
も
の
と
な
っ
た
。

一
方
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
は
東
洋
学
科
が
あ
り
、
木
村
は
そ
こ
で
石
川
啄
木
を
テ
キ
ス
ト
に
使
い
な
が
ら
日
本
語
の



講
義
も
し
た
。
短
歌
を
愛
好
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
が
け
な
い
形
で
役
立
っ
た
格
好
に
な
る
。

第
一
次
世
界
大
戦
直
後
の
ベ
ル
リ
ン
に
最
初
の
日
本
人
留
学
生
と
し
て
滞
在
し
た
木
村
は
、
敗
戦
国
の
猛
烈
な
イ
ン

フ
レ
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
。
朝
と
夕
方
で
物
価
が
倍
に
な
る
の
も
珍
し
く
な
く
、
マ
ル
ク
紙
幣
は
紙
屑
同
然
で
あ
っ

た
。し

か
し
、
マ
ル
ク
が
下
落
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
相
対
的
に
円
の
価
値
は
上
昇
す
る
。
木
村
は
そ
の
円
の
力
を
最
大
限

に
利
用
し
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
文
献
や
書
籍
を
買
い
あ
さ
る
と
同
時
に
、
時
に
は
生
活
に
苦
し
む
ド
イ
ツ
人
の
学
友
に

食
事
を
お
ご
っ
た
り
、
現
金
を
与
え
た
り
し
て
援
助
し
た
と
い
う
。

帰
朝
し
た
翌
年
の
大
正
十
三
年
一
月
、
木
村
は
助
教
授
と
し
て
東
大
に
迎
え
ら
れ
、
学
者
と
し
て
の
本
格
的
な
研
究

が
始
ま
る
。

そ
れ
ま
で
、
日
本
で
は
ゲ
ー
テ
を
ギ
ョ
エ
テ
と
か
ゴ
ェ
テ
と
言
っ
た
り
し
て
い
た
が
、
木
村
の
帰
国
後
、
ゲ
ー
テ
と

い
う
呼
び
方
が
定
着
し
た
。「
ギ
ョ
エ
テ
と
は
お
れ
の
こ
と
か
と
ゲ
ー
テ
言
い
」
と
い
う
川
柳
が
生
ま
れ
た
所
以
で
あ

る
。

和

独

辞

典

こ
の
当
時
、
日
本
に
は
ま
だ
満
足
な
和
独
辞
典
が
な
く
、
木
村
は
ド
イ
ツ
人
ヤ
ー
ン
夫
妻
の
助
言
も
仰
ぎ
な
が
ら
本

格
的
な
和
独
辞
典
の
編
集
に
着
手
す
る
。
十
年
余
り
の
歳
月
を
要
し
た
こ
の
仕
事
は
『
和
独
大
辞
典
』
と
し
て
結
実
し
、



昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）
四
月
に
博
文
館
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
大
変
す
ぐ
れ
た
辞
書
で
、
現
在
で
も
こ
れ
以
上
の
和

独
辞
典
は
な
い
と
の
評
価
が
高
い
。

冒
頭
に
引
用
し
た
『
木
村
・
相
良
独
和
辞
典
』
も
こ
の
『
和
独
大
辞
典
』
も
非
常
に
権
威
の
あ
る
辞
書
だ
が
、
こ
れ

ら
の
仕
事
は
木
村
の
な
か
で
は
サ
イ
ド
ワ
ー
ク
的
な
も
の
で
あ
る
。

辞
書
編
纂
作
業
中
の
昭
和
七
年
三
月
に
は
教
授
に
昇
進
し
、
翌
年
一
月
に
は
「
若
き
ゲ
ー
テ
研
究
」
に
よ
っ
て
文
学

博
士
の
学
位
を
取
得
、
名
実
と
も
に
ゲ
ー
テ
研
究
の
最
高
峰
に
位
置
す
る
。

研
究
一
筋
の
木
村
は
数
多
く
の
論
文
や
著
作
を
発
表
す
る
一
方
、
学
内
に
ド
イ
ツ
文
学
会
を
つ
く
っ
て
学
生
や
研
究

者
た
ち
に
学
問
的
な
刺
激
を
与
え
た
。

そ
の
か
た
わ
ら
で
木
村
は
、
た
ま
た
ま
古
本
屋
で
出
会
っ
た
青
年
粉
川

忠
に
土
曜
日
を
利
用
し
て
ゲ
ー
テ
に
つ
い

て
個
人
教
授
を
す
る
よ
う
に
な
り
、
昭
和
十
五
年
か
ら
二
十
年
ま
で
の
間
に
実
に
二
百
七
十
三
回
、
粉
川
の
会
社
に
み

ず
か
ら
足
を
運
ん
で
個
人
的
な
指
導
を
し
て
い
る
。

粉
川
は
、
昭
和
三
十
九
年
（
一
九
六
四
）
に
渋
谷
の
道
玄
坂
に
地
上
七
階
、
地
下
一
階
の
東
京
ゲ
ー
テ
記
念
館
を
建

設
し
て
、
ゲ
ー
テ
に
対
す
る
み
ず
か
ら
と
恩
師
木
村
の
思
い
を
形
あ
る
も
の
と
し
て
残
し
た
。

な
お
、
こ
の
記
念
館
は
、
膨
大
な
書
籍
や
資
料
で
手
狭
に
な
っ
た
た
め
、
昭
和
六
十
三
年
に
北
区
の
飛
鳥
山
に
新
築

移
転
し
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
信
仰
の
対
象
と
言
っ
て
よ
い
く
ら
い
に
ゲ
ー
テ
に
打
ち
込
む
木
村
の
研
究
は
、
国
内
は
も
ち
ろ
ん
海
外
で

も
日
増
し
に
評
価
が
高
く
な
り
、
特
に
ゲ
ー
テ
の
ふ
る
さ
と
ド
イ
ツ
で
は
、
ゲ
ー
テ
賞
の
ほ
か
、
昭
和
十
三
年
に
は
ア
ー



ド
レ
ル
勲
章
を
贈
っ
て
木
村
の
努
力
と
功
績
を
讃
え
た
。

戦
争
の
時
代
に
入
っ
て
学
生
た
ち
も
出
陣
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
研
究
室
の
多
く
は
閉
ざ
さ
れ
て
顔
を
見
せ
る

教
官
た
ち
も
少
な
く
な
り
、
文
学
部
も
火
の
消
え
た
よ
う
に
ひ
っ
そ
り
と
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
木
村
は
常
に
変
わ

ら
ず
に
出
勤
し
て
机
に
向
か
い
研
究
室
を
守
り
続
け
た
。

ド
イ
ツ
に
親
近
感
を
抱
い
て
い
た
木
村
に
は
、
そ
の
ド
イ
ツ
や
日
本
の
敗
戦
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ひ
ど
い
挫
折

感
に
襲
わ
れ
、
気
力
も
弱
り
が
ち
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
ナ
チ
ス
時
代
に
ア
ー
ド
レ
ル
勲
章
を
受
け
た
故
か
、
ナ
チ
ス
に
協
力
し
た
と
の
誹
謗
中
傷
が
あ
が
り
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
に
密
告
し
て
木
村
を
大
学
か
ら
追
放
し
よ
う
と
い
う
策
謀
さ
え
あ
っ
た
。

し
か
し
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
で
は
木
村
を
ゲ
ー
テ
の
純
粋
な
研
究
者
で
あ
る
と
認
め
て
、
何
ら
の
措
置
も
講
ず
る
こ
と
は
な
か
っ

た
。そ

う
し
た
俗
事
に
無
関
心
の
木
村
は
、
黙
々
と
し
て
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
を
読
み
始
め
、
求
道
的
な
姿
勢
が
い
ち

だ
ん
と
顕
著
に
な
っ
て
い
く
。

堂
々
と
し
た
体
躯
と
風
貌
を
も
っ
た
木
村
は
病
気
ら
し
い
病
気
を
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
つ
ね
づ
ね
、
ゲ
ー
テ
と

同
じ
八
十
三
歳
ま
で
生
き
る
と
公
言
し
て
い
た
。

し
か
し
、
気
が
つ
か
な
い
う
ち
に
木
村
の
心
臓
は
徐
々
に
弱
り
つ
つ
あ
っ
た
。
身
体
の
異
状
を
自
覚
し
た
と
き
、
そ

れ
は
も
は
や
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
状
態
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

わ
ず
か
一
週
間
ほ
ど
病
床
に
あ
っ
た
だ
け
で
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
十
三
日
、
六
十
歳
の
定
年
を
間
際
に
し
た
木
村



は
、
世
田
谷
区
桜
上
水
に
あ
っ
た
自
宅
か
ら
あ
わ
た
だ
し
げ
に
冥
界
に
旅
立
っ
て
い
っ
た
。
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