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鵜

澤

四

丁
譯

二
人
で
夕
飯
後
に
は
町
を
散
歩

し
て
芝

居

や

商
店
を
見
て
歩

い
た
。

オ
シ
ゲ
サ

ン
は
大
料

理
方
で
、
夕
飯
に
は
種

々
新

し

い
異
つ
た
形

の
食
物
を
作

つ
て
喜
は
し
て
く
れ
た
。

朝
と

辨
當
は
松
葉
が
準
備
し
て
く
れ

る
洋
食
で
す

ま
し
た
。
麪

粉
や
ウ
イ
ス
キ
ー
は
町

で

求
め

ら
れ
る
し
、

牛
は
彦
根
で
毎
土
曜
日
に
屠
殺

す
る
の
で
、
さ
し
た
る
不
自
由
は

な

い
。
僅
の

間
な
ら
ば
舶
來
の
鑵
詰
で

も
事
は
足
り
る
、

が
仕
事
を
終

つ
て
熱

い
湯
に
這
入

つ
て
、

フ

ラ
ネ

ル

の
衣

服
を
木

綿
の

キ

モ
ノ

に
換
え

て
、
床

に
坐
し
て
、
日
本
料
理
の
皿
に

盛

つ

て
來

る
の
を
味

ひ
な
が

ら
字
書
を
相
手
に
大

根

の
意
味
を
解
す
る
の
も
ま

た

一
興
で
あ
る

オ

シ
ゲ
サ
ン
の
料
理
で
好
か

つ
た
の
に
、
鰻

を
醤
油
で
料
理
し
た
も
の
、
豆
腐
、
筍
、

菊

の
葉
の
牛
酪
で
揚
げ
た
も
の
。

百
合
の
球
根

を
砂
糖
で
煮

た
も
の
は

一
寸

と
食

へ
る
。
米

と
野
菜

と
煮
た
も
の
や
、

奇
妙
な
野
菜

等
は

厭
で

あ

つ
た

。
己

が
水
彩
畫

中

に
あ

る
大
き

い
丸

い
葉
が
澤
山

あ
つ

て
、

葉

の
中
央

に
暗

い
穴

が
莖

へ
通

つ
て
居

る
の

が
あ
る
。
通

例
前

景
植
物

と

し

て
知

ら
れ

て
居

る
も

の
で

、

こ
れ
が
午

後

に
刈
取
ら
れ

た
と
思
ふ
と
、
そ

の
莖

を

煮

て
夕
飯

の
膳

に
上

つ
た

が
、
我
慢

に
も

食

へ
な

か

つ
た

。
夕
飯

の
膳
が
出

る
と
、

タ
カ

キ
か
オ

シ
ゲ

サ

ン
が
わ
れ

の
前

へ
膝

ま
づ

い
て
、
酒

や
飯

を
や
つ
て
ど
ん
な
風

を
す
る
か

に
注
意

し
て
居

る
、
す

る
と
わ

れ

の
飯

の
終

に
は
も
う
澤
山
で

す
、
日
本

は
汚

く
て
醜
で

あ
る
と

い
ふ
處

で

、
英

國

は
汚
く

て
醜
で

す
が

、
日
本

は
奇
麗

な
國

で
す
と
常

に

い
ふ
た
。
そ
れ

が
東

洋

の
禮

儀
で

あ
る
の
だ
。
そ
れ

か
ら
ソ

ー
キ

ン
が

煙
草
入

と
煙
管

と
少

さ
な

火
箱

を
持

つ
て

這
入

つ
て
來

て
、
わ

れ

と
盃

の
と
り

や
り

を
し

て
か
ら

、
坐

つ
て
煙

草
を
喫
み

、
會

話

を
す

る
。
或
は
井

伊
侯
拜

頒
の
茶

の
湯

道

具

を

出

し

て
、

抹

茶

を
立

て

ゝ
く
れ

る
。
茶

の
湯

は
普

通
の
茶

を
呑
む

の
と
同

一
に
す
べ
き

も
の
で

は
な

い
。
實

に
饗
應

奇
妙

な
儀
式
で

あ

つ
て
、
到
底
其
道

に
通

ぜ
ぬ
外
國
人

に
は
評
價

し
能

は
ざ
る

も
の

で

あ
る
。

一
擧
手

一
投
足
皆
規

則
が
あ

つ
て
、
會
話

も
主

人
の
美
術

や
詩



歌

に
關

し
た
事

に
限

る
。
釜

、
茶
碗

、
其

他
の
什

器

が
皆
歴

史
的
か
美
術

的

の
興
味
が
あ

る
も
の
で

、
茶
碗

の
如
き

普
通
古
代

の
陶

器
で

あ

る
。
茶

の
湯

の
儀

式
は

二
百
年
以
前
か
ら
變

は
ら
な

い
が
、
細

目
の
異
な

る
流

派

は
澤
山

に
あ

る
の
で

あ
る
。
互
に
煙
草
を
愛
喫

す
る
の
で
、
共

に
大

い
に
同

情

も
仕
合

つ
て
居

つ
た
。
し

か
し
双
方

の
煙
草

を
喫
合

つ
て
試

る
と
、

や

は
り
西
津
煙
草

が
可
と

い
ふ
事
で

あ

つ
た
。
寺

の
老

人
は
わ
れ

の
寫

生
を

見

て
居

る

の
を
嫌
惡

が

る
の
を
知

つ
て
居

る
の
で

、
多
く
は
己

が
室
に
居

つ
て
、
已

れ

の
庭
園

や
小
丘
の

石
佛

を
寫

生
す

る
の
を
遠

く
か
ら
見

て
居

つ
た
。
時

々
わ

れ

の
煙
管

に
煙
草

が
空

う
な

ッ
た

の
を
見
て
は

、
他

の
煙

管

へ
つ
め

て
、

マ
ツ

チ

と
共

に
持

ッ
て
來

て
く
れ

る
。

こ
の
時
は
暫

時
免

し
を
得

て
、
わ

れ
の
背
越

に
寫

生
を

見
な

が

ら
、

一
寸

と
會

話
な
ど

も
す

る
の
で
あ
ッ

た

。

夏

が
來
て
、

陽
氣
は
暑

く
な

る
、
蟲

は
増

々
多
く
な

る
。
日

中
は
蝶

や
蜻

蜒
が
非
常

に
澤
山
で

、
夜

は
稻

田
か
ら
火
取
蟲

が
酷

く
飛

ん
で
來

る
。

そ

れ
で
蚊
が
居

る
の
で

、
蚊
帳

が
入

る
の
で

あ
る
。
日

本

の
家

に
は
居
間
と

寢
室

と
別

に
な

い
。
臥
床

の
時

が
來

る
と
蒲

團
を
持

込

ん
で
來

て
、
も
し

蚊
帳

の
入

る
時
節

に
は
そ
れ
を
釣

る
。
蚊
帳

と

い
ふ
の
は
緑

色

の
薄

い
織

物

の
網

で
、
四
隅

で
釣

る

の
で
あ

る
。
日

本
人
は
首

を
休

め

る
に
少

さ
な

木

の
枕

を
用

え
る
が
、
そ
れ

に
は
何

う
し

て
も
出
來

な
か

つ
た
、

が
後

に

は

上
着

や
蒲
團

を
巻

い
て

、
長
枕

の
や
う
に
し

て
寢

る
こ
と
に
し
た
。

わ
が
事

に
田
舍

新
聞

が
數

節
を
費

や
し
た

の
で
、

わ
が
動
靜

を
伺

ふ
た
め

に
、
寺
を
訪

問
す

る
も

の
が
、
數

え
き
れ

な

い
程
で
あ

つ
た

。
其

中
に
彦

根
切
ッ

て

の
唱
手
で

あ
る
と

い
ふ
紳

士
が
あ

ッ
た
。

一
寸
會

話
を
し

て
ウ

イ

ス
キ

ー

を
出
し

て
、
唱

の
形
を
聞
き
た

い
と

い
ふ
た
。
歌

と

い
ふ

の
は

佛

教

の
僧

侶
と
神
徒

の
神
寓

歌
で
あ

る
。
外
國

人
に
は
歌

の
調
子
な
ど

は

少

し
も
な

い
や
う

に
聞
え
る

。
巧
妙

な
言
葉
振

り
が
た

ゞ
嫌
惡

な

響

に
聞

え

て
、
滑
稽
で

あ

ッ
た

。
美
術
好

の
友
人

は
午
後

の
時
間

を
可

い
加
減
に

費

し
て

し

ま

ッ
た

。
唐

銅

の
大
花
瓶

へ
躑
躅

の
枝

を
垂

し
た
り

、
掛
花
瓶

へ
燕
子

花
を

生
い

た
り

し

て
。

そ
し

て
、
挿
木

の
葉

を
巻

い
た
り

、
鱗
形

を
離

れ
た
枝

を
剪

ッ
た
り
し

て
。

寺

の
家
族

は
今
養
蠶

で
忙
し

い
。
少

さ
な
黒
點

の
や
う
な

の
が
、
漸

々
に

生
長

し
て
、
桑

の
葉

を

や
る

せ
わ

し
さ
、
繭

と
な
る
ま
で

に
は
非
常

の
繁

忙

、
オ

シ
ゲ

サ

ン
は
甚

た
心
配
な

時
で
、
重
な
收

入
も

こ
れ

に
依

る
の
で

あ

る
か

ら
。
繭

は

一
石

三
十
圓

位
で

あ
る
と

の
事

。

わ

が
室

の
下

の
池

に
は
鯉

や
龜

の
子
で

一
ば

い
で
、
わ

れ

の
影
を
見

る

と
、

食

物
を
貰

う
と
し

て
、
爭

ふ
て
寄
り

て
來

る
。
古
龜

等
は
憶
病

で
あ

る
の

で

、
極
温

い
日
に

の
み
見

る
ば
か
り

、
石

の
上
で

甲
羅

を
干
し

て
居
る

の

で
、
側

へ
寄

ろ
う

と

す

る

と
、
周
章

て

ゝ
水
中

へ
滑
込

む
。
龜

が
或

砂

地

へ
上
ッ

て
、
卵

を
生

ん
で
、
穴

を
埋

め

て
居
た

の
を
見
付

て

、
そ
れ

を

生

捕

に
し
た

。
此
日

は
蛇
も

一
匹
捕

ッ
た

、大
き

さ
は
可

な
り
大
き
く

て
、

害

は
し
な

い
の
で

あ

る
が
、
什
麼

に
も

不
愉
快

な

も
の
で
あ

る
。
日
本

に

は

唯

一
種

の
毒
蛇

が

あ
る
。
少

き
な
鳶

色

の
動
物
で

マ
ム

シ
と

い
ふ
の
で

あ

る
。
此
他

の
蛇

は
日

本
で

は
幸
運
を

下
す

も
の

と
し

て
あ
る
が
。

マ
ム

シ
は
殺

し
て
皮

を
剥

い
で

、
體

を
于
し
て

、
藥
劑

と
し

て
貯
蓄

す
る
。

こ
ゝ

に
數
ヶ

月

を
夢

の
如
く
に

費

し
た
が

、
賢
く

も
日
本
政
府

は
旅

行
者

の
怠
惰
を

見
越

し
た
規
則

を
作
ッ

て
あ
る
の
で

、
餘

儀
な
く

も
神

戸
に
歸



ッ
て

新
旅

行
券
を
得

な
け
れ
ば

な

ら
な

い
の
で

あ
る

。
さ

れ
ば
わ

れ
は
、

こ
ゝ
の
朋
友

や
、

羅
漢

や
花
未
だ
紅

に
、
苔
蒸
し

た
躑
躅

の
木

や
、
ま
た

夕
陽

の
琵

琶
湖
を
見

ん
が
爲
に
毎
夕

上

ッ
た
高
臺

等

に
告
別

の
辭

を
の
こ

し
て
、
再
び
汽
車

に
乘
ッ

て
、
普
通

の
場
所

へ
歸

る
こ
と

ゝ
な

ッ
た
。

寺

を
去
る
と
俄

に
雨

が
降

ッ
て
來

て
終
日

止
ま
な
か

ッ
た
。
が
車
か
ら
見

る

も
の
が
多
く

て
、
大

い
に

慰
籍

を
得
た

。
頃

は
田
植
だ
甚
だ
多

忙
の
時

、

田

は
男
女
で

埋
ま

る
程
で

、
泥

の
な
か

へ
膝
を
沒

し
て
、

笠
着
け

て
、
藁

の
衣

服

や
油

紙
、
簑
等

を
着
て
雨

を
除

け
て
居
る
。
農
事
中
で

は
、

そ
れ

程
汚

濁

い
、
骨

の
折

れ
る
仕
事

は
あ
る
ま

い
。

仕
事

は
鍬

や
、
重

い
四
角

な
熊

手
で
あ

る
の
で

、
尤

も
牛

や
小
馬

に
曳

か
し

て
耕
す

の
も
見
た
。
そ

の
背

に
は

一
寸

と
屋

根

を
作

ッ
て
雨

に
濡

れ
ぬ

や
う

に
し

て
あ
ッ

た

。

田

は

大
麥

や
菜

種

の
收

獲

を
了

る
と
直

に
、
鍬

で
起

し
て
水
を

灌
漑

し
て
、

土
を

泥

に
し

て
、
熊

手
で

な
ら
す

の
で

あ

る
。

稻

の
苗
は
苗
代

に
密
生

し

て
あ

る
の
を
、
田

が
植
え

る
ば

か
り

に
な

る
と
、
引
抜

い
て
、
根

を
洗
ッ

て
、
束

に
し

て
、
泥

土
の
中

の
處
々

へ
投
げ

る
。
そ

れ
か
ら
男
女

が
そ
れ

を
指
先
で

泥
中

へ
植

え

る
の
で
あ
る
が
、

そ

の
植
え

る
の

ゝ
早

い
こ
と
、

動

か
ず

に
八
九
株

位
を
植

え
る
。
さ

て
植

上
げ
た

田
を
見
る
と
全

然
淡

い

緑

の
霧

の

や
う

に
見

え
る
。
境

界

の
畔

に
は
豆

や
野
菜

を
植

え
る
。

こ
れ

が
爲

に
地
所

の
廢

り

は
少

し

も
な

い
。

こ
れ

が
六
月

の
十

八
日
、
梅
雨
期

の
初
め
で

、
旅

行
者
殊

に
風
景
畫

家

の
爲

め
に
は
甚

だ
不
愉

快
な
時
節
で

あ
る
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(
完
)

觀
覽

者
の
聲

こ
れ

は
太

平
洋
畫

會
展
覽

會
水

彩
畫
室

の
聞
き

書

と
二
三
誌

友
の

投
書
と

を
集

め
た
も

の
で

あ
る
。

■
丸
山

君

の

『
薄
日

の
妙

義
』

は

ヱ
ゴ
イ
■

吉
田
君

の

『
富
士
』
は

ト
ク

サ
が
か

ゝ
り
過

て
ゐ
る
、
本
磨
き
で

あ
る
■
大

下
君

の

『
木
崎

湖
』

の
白

丸

は
魚

で

も
浮

い
て

ゐ
る

の
か
と
思

つ
た
■
中

川

君
の
空
は

不
相
變

ラ

シ

ヤ
紙
的
だ
ね
■

中
川
君

の

『
入
間

川
』

や
『
秋

の
く
れ
』
は

ち
と
鼻

に

つ
く

ね
■

石
井

君

の

『
舞

姫
』
は
美

し

い
、
こ

ん
な
も
の
を
描
く
石
井

君
も
隅

に
は
置
け
ぬ

、

但
し
毛
布
は
綿
入

の
や
う
で
ボ

テ
ボ
テ

■
吉
田

君

の

『
月

見
草
』

は
水
中

の

や
う
な
思

ひ
が
す

る
■
藤

島
君

の

『
淺
間
山
』
山

上
を

汽

車
が
通

つ
て

ゐ

ま
す
■

茨
木
君

の

『
夕
日

の
山

』
こ

れ
は
荒

彫
り
で

あ

る人

は
先
づ
ゼ

ン
ト
ル

マ

ン
た
る

べ
し

。
而
し

て
後

に
、
或

は
學

者
、
或

は

政
治
家

、
或
は
農

夫
、
商

人
た

る
べ
し
。

ゼ

ン
ト
ル

マ

ン
た

る
の
修
養

は
本
な
り

、
職
業
的

學
問
は
末

な
り

。
之
を

顛
倒

せ
る
教
育
は

禍
ひ
な
る

哉
。
(
羽
仁
吉

一
氏
『
隨
感
』
青
年

の
友

)

　
　
美

術
家

も
ま
づ

ゼ

ン
ト
ル

マ

ン
た

る
べ
し

。
ゼ

ン
ト

ル

マ
ン
な
ら

ざ

　
　

る
美

術
家

の
作

品
は
、
如
何

に
巧
妙

を
極
む

る
と

い
ふ
と
も
眞

の
生

　
　
命

あ
る

こ
と
な
し

。


