
　

“
ウ
ダ
ツ
”
と
い
う
言
葉
を
聞
い
て
、
あ
ぁ

あ
れ
か
と
分
か
る
人
は
何
割
く
ら
い
だ
ろ
う
。

梲
と
も
卯
建
と
も
書
く
が
、
常
識
の
範
囲
に
入

れ
る
に
は
若
い
人
に
は
酷
か
も
知
れ
な
い
。

「
う
だ
つ
が
上
が
ら
な
い
」
と
い
う
諺
も
あ
る

が
、
こ
れ
と
て
世
代
に
よ
っ
て
は
も
は
や
死
語

に
近
い
部
類
に
違
い
な
い
。
取
り
上
げ
る
の

は
、
建
築
様
式
と
し
て
の
ウ
ダ
ツ
。

　

さ
て
、
前
置
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
中
四

国
、
九
州
で
は
大
変
珍
し
い
“
本
ウ
ダ
ツ
”
の

建
物
が
八
幡
浜
に
一
軒
あ
る
。
い
や
実
は
間
も

な
く
「
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、

残
念
な
が
ら
こ
こ
に
記
録
す
る
。
場
所
は
市
内

で
も
人
家
が
密
集
す
る
愛
宕
山
下
の
片
山
町
。

昭
和
７
年
頃
に
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
の
２
階

建
て
は
、
元
々
腕
効
き
の
左
官
だ
っ
た
矢
野
武

木
の
家
と
し
て
建
て
ら
れ
た
。
道
を
挟
ん
で
今

も
稼
業
さ
れ
て
い
る
高
田
建
設
さ
ん
は
、
か
つ

て
左
官
業
と
し
て
県
内
で
は
つ
と
に
知
ら
れ
た

存
在
。
そ
の
高
田
左
官
の
先
々
代
鶴
一
郎
氏
が

大
阪
に
行
っ
た
際
、
目
に
し
た
本
ウ
ダ
ツ
の
建

物
を
設
計
し
、
そ
の
兄
弟
筋
に
当
た
る
矢
野
武

木
が
施
工
し
た
と
い
う
事
ら
し
い
。

　

裏
通
り
に
面
し
て
い
る
た
め
、
市
民
で
も
知

ら
な
い
人
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
愛
宕
山
か

ら
見
下
ろ
す
と
そ
の
特
異
な
屋
根
形
状
に
気
が

付
く
ハ
ズ
。
通
常
の
切
妻
屋
根
の
両
端
が
一
段

高
く
な
っ
て
い
る
、
こ
れ
が
“
本
ウ
ダ
ツ
”
。

つ
ま
り
は
防
火
建
築
の
一
種
な
ん
だ
が
、
京
都

辺
り
で
は
町
家
が
櫛
比
し
て
い
て
、
古
く
は

有
名
な
洛
中
洛
外
図
に
も
描
か
れ
て
い
る
建
物

の
類
焼
を
防
ぐ
形
。
こ
の
タ
イ
プ
の
分
布
エ
リ

ア
は
近
畿
及
び
中
部
地
方
。
な
の
で
ど
う
い
う

訳
か
四
国
に
は
存
在
し
な
い
。
い
や
い
や
内

子
町
や
卯
之
町
、
あ
る
い
は
「
う
だ
つ
の
城
下

町
」
で
有
名
な
徳
島
県
脇
町
に
は
あ
る
じ
ゃ
な

い
か
、
と
い
う
向
き
は
か
な
り
の
町
並
み
通
。

で
も
そ
れ
ら
は
皆
“
袖
ウ
ダ
ツ
”
と
い
う
文
化

圏
。
類
焼
を
防
ぐ
と
い
う
よ
り
は
、
あ
る
種
の

威
勢
や
装
飾
性
に
重
き
が
置
か
れ
る
。

　

四
国
の
文
化
に
は
無
い
本
ウ
ダ
ツ
が
、
高
田

鍼
灸
院
（
旧
矢
野
家
）
の
み
は
前
述
の
経
緯
に

よ
っ
て
八
幡
浜
に
た
ま
た
ま
出
現
し
た
。
そ
う

し
た
外
観
の
み
な
ら
ず
、
内
部
に
も
見
ど
こ
ろ

が
多
い
建
物
な
の
で
ご
紹
介
し
た
い
。

　

玄
関
を
入
る
と
、
一
枚
板
の
上
が
り
框
（
が

ま
ち
）
が
ま
ず
目
に
留
ま
る
。
い
や
気
付
か
ず
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に
そ
の
ま
ま
上
が
る
方
が
大
半

か
、
そ
れ
ほ
ど
自
然
な
造
り
の
入

魂
作
で
、
こ
れ
は
木
で
は
な
く
年

輪
模
様
を
左
官
仕
上
げ
と
し
た
も

の
。

　

所
々
の
ガ
ラ
ス
建
具
に
は
“
結

霜
ガ
ラ
ス
”
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
明
治
か
ら
戦
前
期
頃
ま
で

の
民
家
で
よ
く
見
か
け
る
、
個
人

的
に
好
き
な
意
匠
。
膠
（
に
か

わ
）
を
使
用
す
る
製
作
手
間
や
コ
ス
ト
の
関
係

で
今
は
作
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し

た
味
の
あ
る
和
テ
イ
ス
ト
の
ガ
ラ
ス
は
復
権
に

値
す
る
。

　

二
階
座
敷
に
は
凝
っ
た
書
院
欄
間
の
組
み
格

子
“
麻
の

葉
”
が
見
ら

れ
、
床
の
間

落
と
し
掛
け

は
野
趣
豊
か

な
面
皮
付
き

の
自
然
木
、

樹
種
は
ア

ベ
マ
キ
か
？ 

境
欄
間
に

は
四
君
子

（
蘭
、
竹
、

菊
、
梅
）
の
透
か
し
彫
り
、
そ
れ
ぞ
れ
文
人
画

で
好
ま
れ
た
春
夏
秋
冬
の
草
花
。
こ
れ
ら
特
徴

的
な
花
を
描
く
こ
と
で
、
習
字
の
永
字
八
法
の

よ
う
に
筆
遣
い
が
習
得
さ
れ
た
。
麻
雀
を
や
る

人
な
ら
花
牌
の
方
が
分
か
り
や
す
い
か
も
知
れ

な
い
が
。

　

何
れ
に
し
て
も
こ
の
建
物
か
ら
は
、
左
官
、

大
工
、
指
物
師
な
ど
の
手
わ
ざ
が
至
る
所
に
見

ら
れ
、
ま
さ
に
職
人
文
化
の
集
合
体
。
映
画
は

総
合
芸
術
と
い
う
言
い
回
し
が
あ
る
が
、
こ
う

し
た
古
民
家
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
総
合
文
化

だ
と
も
言
え
、
消
え
ゆ
く
も
の
に
対
す
る
哀
惜

は
、
こ
う
し
た
情
感
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
。
豪

邸
で
は
な
い
が
、
質
実
で
生
活
実
感
が
あ
る
こ

う
し
た
得
難
い
建
物
を
継
承
し
得
な
い
地
方
都

市
の
現
実
、
果
た
し
て
私
た
ち
の
“
文
化
の
ウ

ダ
ツ
”
は
上
が
る
の
だ
ろ
う
か
。

結霜ガラスの意匠性

左官仕上げの玄関上がり框

二階座敷の書院欄間組み格子

床の間落とし掛けはアベマキか
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