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マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る「
語
彙
」と「
文
脈
」　
芝
正
夫
と「
福
子
」

山
田
厳
子

﹇
論
文
要
旨
﹈

は
じ
め
に

❶『
福
子
の
伝
承
』の
発
想

❷『
福
子
の
伝
承
』の
生
成

❸
芝
正
夫
の
戦
略

❹「
福
子
」を
め
ぐ
る
文
脈

❺「
宝
子
」を
め
ぐ
る
文
脈

❻「
福
虫
」を
め
ぐ
る
文
脈

ま
と
め
に
か
え
て

　
「
障
害
」
を
も
つ
子
ど
も
が
、家
に
福
を
も
た
ら
す
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
「
福
子
」「
宝
子
」
の
「
伝
承
」

は
、
大
野
智
也
・
芝
正
夫
に
よ
って
、
民
俗
学
の
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
。
こ
の
「
伝
承
」
は
、
こ

の
著
作
以
前
に
は
、
ほ
と
ん
ど
記
述
さ
れ
て
い
な
い
「
伝
承
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
一
九
八一
年
の
国

際
障
害
者
年
を
契
機
と
し
て
、
新
た
に
「
語
り
直
さ
れ
た
」「
民
俗
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。

　

筆
者
は
、
さ
き
に
「
民
俗
と
世
相
│
『
烏
滸
な
る
も
の
』
を
め
ぐ
って
│
」
と
題
す
る
小
稿
の
中
で
、

こ
の
こ
と
ば
の
「
読
み
替
え
」
は
、「
障
害
」
を
持
つ
と
さ
れ
る
「
子
ど
も
」
の
保
護
者
の
間
で
、一九
七

〇
年
頃
に
は
既
に
起
こって
い
た
こ
と
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
「
伝
承
」
と
し
て
可

視
化
さ
れ
、
語
る
に
足
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
、
認
識
上
の
変
化
・
変
質
の
方
で
は
な
い
か
、

と
論
じ
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
問
題
の
残
さ
れ
た
課
題
に
つい
て
検
討
し
た
。
ま
ず
、
こ
の
本
の
作
者
の一人
、
芝
正

夫
と
い
う
人
の
研
究
の
背
景
に
つい
て
示
し
た
。
東
洋
大
学
で
民
俗
学
研
究
会
に
属
し
、
卒
業
後
、
障
害

者
福
祉
関
係
の
仕
事
に
就
い
て
い
た
芝
は
、「
障
害
」
を
持
つ
子
の
親
の
手
記
か
ら
「
福
子
」「
宝
子
」

と
い
う
こ
と
ば
を
知
り
、
こ
の
こ
と
ば
の
マ
イ
ナ
ス
の
語
義
を
知
り
つつ
も
、「
障
害
」
を
持
つ
人
々
が
地
域

に
当
た
り
前
に
暮
ら
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
ば
と
し
て
、
再
生
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ

の
こ
と
ば
を
「
昔
の
人
の
知
恵
」「
伝
承
」
と
し
て
、
人
々
に
提
示
し
て
み
せ
た
。

　

次
に
「
障
害
者
」
と
し
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
る
以
前
に
、「
福
子
」
や
「
宝
子
」
と
い
う
こ
と
ば
が
、

ど
の
よ
う
な
文
脈
に
置
か
れ
た
こ
と
ば
だ
っ
た
の
か
を
考
察
し
た
。「
障
害
者
」
と
い
う
概
念
の
も
と
に
、

集
ま
っ
て
き
た
こ
と
ば
が
、「
愚
か
者
」「
役
に
立
た
な
い
者
」「
家
か
ら
独
立
で
き
な
い
者
」
と
い
う
語

義
を
持
つ
こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、「
障
害
者
」
と
は
別
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
①
「
伝
承
」
や
「
民
俗
」
と
い
う
枠
組
み
を
、
目
的
の
た

め
に
戦
略
的
に
使
う
人
物
（
芝 

正
夫
）
が
民
俗
学
的
「
知
識
」
の
形
成
に
関
与
し
た
こ
と
、
②
「
障

害
者
」
を
め
ぐ
る
認
識
の
か
わ
り
め
に
あ
って
、
過
去
の
別
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
あ
っ
た
こ
と
ば
が
、
か
つ
て

の
文
脈
を
失
って
再
文
脈
化
し
た
こ
と
、
を
示
し
た
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
語
彙
、
福
子
、
障
害
者
、
単
身
者
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
、
再
文
脈
化
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は
じ
め
に

　

民
俗
学
の
歴
史
を
考
え
る
際
に
、
民
俗
学
的
な
知
識
を
一
般
社
会
が
受
容
し
て
ゆ

く
過
程
や
、
民
俗
学
的
な
知
識
が
、
新
た
に
現
実
を
構
築
し
て
ゆ
く
と
い
う
動
き
を

考
察
の
外
に
置
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、そ
の
よ
う
な
「
知
識
」
の
「
形
成
」

や
「
流
通
」
に
、
民
俗
学
者
以
外
の
多
様
な
人
々
が
関
わ
っ
た
こ
と
も
記
録
さ
れ
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

心
身
の
「
障
害
」
な
ど
、
何
ら
か
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
特
徴
を
も
つ
子
ど

も
が
、家
に
福
を
も
た
ら
す
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
「
福
子
」「
宝
子
」
の
「
伝
承
」
は
、

大
野
智
也
・
芝
正
夫
に
よ
っ
て
、
民
俗
学
の
議
論
の
俎
上
に
載
せ
ら
れ
た
〔
大
野
・

芝　

一
九
八
三
〕。
こ
の
「
伝
承
」
は
、
大
野
・
芝
両
氏
の
著
作
以
前
に
は
、
民
俗
学

関
連
の
著
作
や
資
料
に
は
ほ
と
ん
ど
記
述
さ
れ
な
い
「
伝
承
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
一
九
八
一
年
の
国
際
障
害
者
年
を
契
機
と
し
て
、
新
た
に
「
語
り
直
さ
れ
た
」、

い
わ
ば
捏
造
さ
れ
た
「
民
俗
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
〔
香
西　

一
九
九
九
〕。

　

筆
者
は
、「
民
俗
と
世
相
│
『
烏
滸
な
る
も
の
』
を
め
ぐ
っ
て
│
」〔
山
田　

二
〇

〇
九
〕
と
題
す
る
小
稿
の
中
で
、
こ
の
こ
と
ば
の
「
読
み
替
え
」
は
、「
障
害
」
を

持
つ
と
さ
れ
る
「
子
ど
も
」
の
保
護
者
の
間
で
、
一
九
七
〇
年
頃
に
は
既
に
起
こ
っ

て
い
た
こ
と
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
が
「
伝
承
」
と
し
て
可
視

化
さ
れ
、
語
る
に
足
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
、
認
識
上
の
変
化
・
変
質

の
方
で
は
な
い
か
、
と
論
じ
た
。
ま
た
、
こ
の
問
題
は
、
近
代
以
降
の
社
会
的
な
少

数
者
を
め
ぐ
る
制
度
や
ま
な
ざ
し
の
変
遷
史
の
中
で
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
述

べ
た
。

　

先
の
小
稿
で
は
、
①
明
治
以
降
の
優
生
学
的
な
思
想
の
浸
透
と
制
度
が
整
え
ら
れ

て
い
く
過
程
に
お
け
る
、「
烏
滸
」「
た
く
ら
た
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
、「
愚
か
」

と
さ
れ
る
者
へ
の
ま
な
ざ
し
の
変
質
、
②
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
「
障
害
」
を
持
つ

と
さ
れ
る
子
ど
も
の
保
護
者
に
よ
る
「
こ
と
ば
」
の
再
解
釈
、
と
い
う
枠
組
み
を
示

し
た
。

　

本
稿
で
は
、こ
の
問
題
の
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、「
福
子
」

を
主
題
化
し
た
『
福
子
の
伝
承
』
の
作
者
、
芝
正
夫
氏
と
い
う
人
の
研
究
の
背
景
に

つ
い
て
示
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
在
野
の
学
と
し
て
の
民
俗
学
に
関
わ
っ
た
多
様

な
人
々
の
素
養
や
志
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。ま
た
、

芝
の
発
想
や
そ
の
著
書
の
流
通
の
問
題
は
、
民
俗
学
的
な
「
知
識
」
の
受
容
の
一
端

を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

　

次
に
「
障
害
者
」
と
し
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
さ
れ
る
以
前
に
、「
福
子
」
や
「
宝
子
」

と
い
う
こ
と
ば
が
、
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
置
か
れ
た
こ
と
ば
だ
っ
た
の
か
、
い
く
つ

か
の
記
録
を
示
し
て
考
察
し
た
い
。
こ
れ
は
「
福
」
や
「
宝
」
と
い
う
こ
と
ば
を
引

き
寄
せ
る
、
多
様
な
人
々
が
い
た
こ
と
を
資
料
に
戻
り
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。

　

本
稿
に
お
い
て
、
現
在
の
人
権
感
覚
に
鑑
み
て
、
許
し
難
い
差
別
的
な
表
現
や
、

読
者
に
不
快
感
を
催
さ
せ
る
表
現
を
、
話
し
手
の
こ
と
ば
や
文
献
の
引
用
の
形
で
用

い
る
場
合
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
よ
う
な
我
々
の
感
覚
の
変
化
自
体
を
対
象
化

す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
敢
え
て
そ
の
ま
ま
の
形
で
示
し
た
。
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を

お
汲
み
取
り
い
た
だ
き
た
い
。

❶『
福
子
の
伝
承
』の
発
想

　

ま
ず
、最
初
に
『
福
子
の
伝
承
』
の
作
者
、芝
正
夫
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ

た
の
か
、
確
認
し
て
ゆ
き
た
い
。

　

一
九
八
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
福
子
の
伝
承
』
は
、
大
野
智
也
、
芝
正
夫
の
両
名

が
著
者
と
な
っ
て
い
る
。
拙
稿
「
民
俗
と
世
相
」
で
既
に
述
べ
た
が
、
芝
は
、「
障

害
者
」
の
保
護
者
の
こ
と
ば
と
し
て
、「
福
子
」「
宝
子
」
と
い
う
こ
と
ば
に
触
れ
、

そ
れ
を
「
民
俗
」
の
「
伝
承
」
と
し
て
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。

　
『
福
子
の
伝
承
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
は
、
芝
が
同
書
を
ま
と
め
た
い
と
思
っ
た
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際
に
、
日
本
短
波
放
送
在
職
中
に
福
祉
番
組
の
取
材
・
製
作
経
験
が
あ
っ
た
大
野
智

也
を
訪
ね
た
、
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
福
子
」
を
「
福
祉
」
と
結
び
つ
け
た
の
も

芝
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

芝
正
夫
は
一
九
九
一
年
に
脳
溢
血
の
た
め
四
一
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
。
芝
の

遺
稿
と
追
悼
文
を
あ
わ
せ
た
『
父
親
が
娘
を
殺
す
話
│
女
人
犠
牲
譚
か
ら
福
祉
民
俗

学
へ
│
』
が
、
芝
の
友
人
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
、
岩
田
書
院
か
ら
刊
行
さ

れ
て
い
る
〔
芝
正
夫
遺
稿
集
刊
行
会
編　

一
九
九
三

）
1
（

〕。
同
書
の
巻
末
に
は
、津
山
正
幹
、

浅
野
均
両
氏
の
「
芝
正
夫
年
譜
」
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
芝
の
著
作
と

仕
事
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
芝
の
著
作
物
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
、
同
書
を
頼
り

に
示
し
て
い
き
た
い
。

　

年
譜
に
よ
れ
ば
、
芝
は
一
九
五
〇
年
に
千
葉
市
に
生
ま
れ
、
一
九
六
〇
年
に
、
東

京
都
墨
田
区
押
上
に
転
居
し
た
。
一
九
七
〇
年
に
東
洋
大
学
社
会
学
部
応
用
社
会
学

科
に
進
学
し
、
大
島
建
彦
が
指
導
す
る
民
俗
学
研
究
会
に
入
部
し
て
い
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
後
半
に
は
、民
俗
学
の
ブ
ー
ム
が
起
き
、い
く
つ
か
の
大
学
に
サ
ー

ク
ル
活
動
と
し
て
民
俗
学
研
究
会
、
い
わ
ゆ
る
「
民
研
」
が
誕
生
し
て
い
た
。
こ
の

国
の
民
俗
学
を
支
え
た
組
織
の
中
に
大
学
の
民
俗
学
研
究
会
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
民

俗
学
史
の
中
に
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
歴
史
の
一
つ
で
あ
る
と
い
え
る
。
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
の
中
に
あ
る
「
学
問
」
で
は
な
く
、
学
生
の
自
主
的
な
活
動
と
し
て
、
報

告
書
が
刊
行
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
卒
業
生
の
多
く
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
は
離
れ
た
場

所
で
職
を
得
な
が
ら
も
、
何
ら
か
の
形
で
民
俗
調
査
と
関
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
民
俗

学
の
「
運
動
」
の
歴
史
と
し
て
記
録
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

芝
は
在
学
中
に
民
俗
学
研
究
会
の
調
査
に
参
加
し
、『
旧
静
波
村
の
民
俗
│
岐
阜

県
恵
那
郡
明
智
町
旧
静
波
村
│
』〔
一
九
七
一
年
刊
〕『
長
柄
町
の
民
俗
│
千
葉
県
長

生
郡
長
柄
町
│
』〔
一
九
七
二
年
刊
〕『
旧
中
川
村
の
民
俗
│
岩
手
県
東
磐
井
郡
大
東

町
旧
中
川
村
│
』〔
一
九
七
三
年
刊
〕『
粕
尾
の
民
俗
│
栃
木
県
上
都
賀
郡
粟
野
町
旧

粕
尾
村
│
』〔
一
九
七
四
年
〕
の
四
冊
の
調
査
報
告
書
の
刊
行
に
携
わ
り
、
い
ず
れ
も

「
信
仰
」
の
項
目
を
記
述
し
て
い
る
。

　

一
九
七
四
年
に
大
学
を
卒
業
し
た
芝
は
、
協
栄
物
産
株
式
会
社
に
入
社
す
る
も
翌

年
に
は
退
社
し
、
社
会
福
祉
法
人
全
日
本
精
神
薄
弱
者
育
成
会

）
2
（

に
転
職
す
る
。

　

芝
は
卒
業
後
も
、
東
洋
大
学
民
俗
学
研
究
会
の
Ｏ
Ｂ
た
ち
が
創
設
し
、
の
ち
に
大

学
を
越
え
て
広
く
民
俗
学
に
関
心
を
持
つ
人
々
が
集
う
こ
と
に
な
る
古
々
路
の
会

）
3
（

に

参
加
し
、
民
俗
学
と
接
点
を
持
ち
続
け
る
。
古
々
路
の
会
は
、
合
同
調
査
を
実
施
し

て
会
誌
に
そ
の
調
査
報
告
を
掲
載
し
て
い
る
が
、
機
関
誌
に
は
会
員
の
随
想
な
ど
も

掲
載
す
る
と
い
う
、『
民
間
伝
承
』
な
ど
の
雑
誌
に
通
じ
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
保
っ

て
い
る
。

　

芝
は
こ
の
会
の
会
誌
に
、
一
九
七
七
年
か
ら
断
続
的
に
調
査
報
告
や
随
想
な
ど
を

寄
せ
て
い
る
。
建
築
儀
礼
の
縁
起
と
し
て
知
ら
れ
る
女
人
犠
牲
譚

）
4
（

、中
山
太
郎
の『
日

本
民
俗
学
辞
典
』
の
復
刻
版
の
紹
介

）
5
（

な
ど
に
芝
の
関
心
の
あ
り
ど
こ
ろ
が
見
て
と
れ

る
。

　

芝
が
、「
福
子
」
と
い
う
こ
と
ば
を
最
初
に
活
字
に
し
た
の
は
、
こ
の
『
昔
風
と

当
世
風
』
誌
上
で
あ
っ
た
。
一
九
八
一
年
の
第
二
二
号
に
、「
福
子
思
想
・
そ
の
他

│
精
神
薄
弱
者
と
民
俗
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
│
」（『
父
親
が
娘
を
殺
す
話
』に「
福

子
思
想
」
と
し
て
再
録
）
を
掲
載
し
て
い
る
。
芝
は
「
障
害
」
を
持
つ
子
ど
も
の
保

護
者
の
手
記
か
ら
、「
障
害
」
の
あ
る
子
を
「
福
子
」「
宝
子
」
な
ど
と
呼
ぶ
事
例
が

あ
る
こ
と
を
知
る

）
6
（

。
芝
は
、
こ
こ
で
、
民
俗
学
へ
の
関
心
と
自
身
の
職
業
の
「
接
点
」

が
「
福
子
」
を
「
民
俗
学
の
観
点
か
ら
地
域
福
祉
に
つ
ら
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
問

題
」
と
し
て
捉
え
る
視
点
に
つ
な
が
っ
た
と
述
べ
て
い
る
〔
芝
正
夫
遺
稿
集
刊
行
会

編　

一
九
九
三　

七
四
頁
〕。

　

し
か
し
、
こ
の
原
稿
で
は
、「
福
子
」
を
基
点
に
、
民
俗
学
の
既
存
の
問
題
群
と

の
関
連
が
随
想
風
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、「
地
域
福
祉
」
と
い
う
「
結
論
」

に
は
着
地
し
て
い
か
な
い
。
今
、
試
み
に
整
理
し
て
み
る
と
、
①
神
が
憑
依
し
や
す

い
者
、
②
因
果
応
報
思
想
、
③
厄
介
者
と
「
や
つ
し
」、
④
水
神
小
童
、
⑤
片
目
片

足
の
不
具
神
、
⑥
遍
路
な
ど
の
「
家
」
か
ら
洩
れ
た
者
、
⑦
オ
ジ
、
オ
バ
と
呼
ば
れ

る
単
身
者
、
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
そ
の
後
、
単
行
本
と
な
る
『
福
子
の
伝
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承
』
で
は
、
こ
の
問
題
は
、
①
、
④
に
ひ
き
つ
け
て
論
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
単
行
本

刊
行
後
は
、
主
に
④
、
⑤
の
文
脈
で
引
用
さ
れ
て
き
た
〔
香
西　

一
九
九
九
〕。
筆
者

も
ま
た
、
こ
の
問
題
を
④
の
問
題
群
と
と
も
に
考
察
し
て
き
た
一
人
で
あ
る
が
、
そ

れ
と
同
時
に
、
し
か
し
、「
障
害
」
の
有
無
で
は
な
く
、
⑦
の
問
題
に
考
慮
す
べ
き

で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
き
た
〔
山
田　

一
九
九
三
〕。
こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。

　

芝
の
遺
稿
集
編
纂
の
中
心
と
な
っ
た
津
山
正
幹
は
、
こ
の
稿
の
章
の
タ
イ
ト
ル
と

な
っ
て
い
る
「
欠
け
た
も
の
、
意
味
の
な
い
も
の
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
目
し
て
い

る
）
7
（

。

　

芝
は
、
い
び
つ
な
形
の
十
円
玉
を
、「
神
棚
に
あ
げ
て
お
こ
う
」
と
考
え
た
、
自

身
の
経
験
か
ら
説
き
起
こ
し
、
い
び
つ
│
え
び
す
│
笑
み
す
、
恵
比
須
（
福
の
神
）

│
蛭
子
（
不
具
神
）
│
福
笑
い
（
お
か
し
な
も
の
が
福
を
招
く
）、
と
連
想
を
つ
な

げ
て
ゆ
き
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

…
略
…
正
常
で
な
い
も
の
を
神
棚
に
上
げ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
、
わ
た
し

た
ち
の
頭
に
自
然
に
湧
い
て
く
る
の
は
、
考
え
て
み
れ
ば
不
思
議
な
心
理
機
制

で
あ
る
と
お
も
う
。〈
神
様
に
し
て
し
ま
う
〉
と
い
う
こ
と
が
、
正
常
の
ら
ち

外
に
置
い
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
を
濃
厚
に
含
み
つ
つ
、
そ
う
い
う
も
の
を
大

事
に
す
る
と
福
が
訪
れ
る
と
い
う
こ
と
を
内
包
し
て
い
る
。
…
略
…
〔
芝
正
夫

遺
稿
集
刊
行
会
編　

一
九
九
三　

七
六
〜
七
七
頁
〕

　

津
山
は
、
こ
の
「
欠
け
た
も
の
／
意
味
の
な
い
も
の
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
へ
の

関
心
や
愛
着
が
、
芝
に
通
底
す
る
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
述
べ
て
い

る
〔
芝
正
夫
遺
稿
集
刊
行
会
編　

一
九
九
三　

二
〇
六
頁
〕。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。「
福
子
」
と
い
う
こ
と

ば
に
立
ち
止
ま
っ
た
芝
に
は
、「
地
域
福
祉
」
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
こ
と
ば
を
捉

え
直
す
眼
が
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
の
問
題
に
は
他
の

民
俗
学
に
お
け
る
問
題
群
と
響
き
あ
う
問
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
が

あ
っ
た
こ
と
、「
福
子
」
の
問
題
に
は
、
い
び
つ
な
も
の
を
「
正
常
の
ら
ち
外
に
置

く
／
大
事
に
す
る
」
と
い
う
両
義
的
な
意
味
あ
い
が
含
ま
れ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ

た
こ
と
、
で
あ
る
。

　

芝
は
「
福
子
思
想
」
を
発
表
し
た
同
じ
一
九
八
一
年
に
、
全
国
社
会
福
祉
協
議
会

編
・
発
行
の
『
月
刊
福
祉
』
六
四
巻
一
〇
号
か
ら
一
二
号
に
「
働
け
る
精
神
薄
弱
者

を
ま
ち
に
出
し
て
い
く
た
め
の
試
み
」
と
題
す
る
論
攷
を
（
上
）（
中
）（
下
）
に
分

け
て
発
表
し
、「
地
域
福
祉
」
の
枠
組
み
で
の
実
践
的
な
方
途
を
模
索
し
て
い
た
こ

と
も
付
言
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

❷『
福
子
の
伝
承
』の
生
成

　
「
芝
正
夫
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
三
年
に
芝
は
社
会
福
祉
法
人
全
日
本
精
神

薄
弱
者
育
成
会
を
退
職
し
、
堺
屋
図
書
を
興
す
。
こ
こ
か
ら
『
福
子
の
伝
承
』
刊
行

へ
の
本
格
的
な
準
備
が
始
ま
る
。

　

一
九
八
三
年
三
月
二
〇
日
刊
行
の
『
西
郊
民
俗
』
第
一
〇
二
号
の
巻
末
に
月
例
談

話
会
の
記
録
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
同
年
一
月
一
六
日
の
第
三
六
八
回
の
記
録
に
芝

正
夫
の
名
が
あ
る
。
芝
の
名
前
が
『
西
郊
民
俗
』
に
見
え
る
は
じ
め
て
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
時
、
芝
が
「
福
子
の
問
題
」
と
題
す
る
発
表
を
し
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。

　

こ
の
時
に
芝
は
、
障
害
の
あ
る
子
ど
も
を
「
福
子
」「
宝
子
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と

を
民
俗
学
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
い
と
い
う
希
望
を
語
り
、
先
行
研
究
と
し
て

挙
げ
た
の
が
、『
民
間
伝
承
』
一
七
巻
五
号
掲
載
の
笹
谷
良
造
「
幸
福
を
齎
す
白
痴
」

で
あ
っ
た
。

　

笹
谷
は
、
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ド
オ
デ
エ
の
『
ア
ル
ル
の
女
』
を
紹
介
し
、
そ
の
中

に
「
う
ち
の
中
に
馬
鹿
が
一
人
い
る
こ
と
は
家
の
守
護
に
な
る
」
と
い
う
一
節
を
紹

介
す
る
。
そ
し
て
、
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特
に
こ
れ
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
私
が
か
つ
て
大
和
の
五
条
（
西
部
吉
野
の
奥

地
へ
入
る
唯
一
の
入
り
口
で
、
重
要
な
交
通
路
に
あ
た
つ
て
い
る
町
）
に
暫
く

住
ん
で
い
た
頃
、
そ
の
附
近
で
は
白
痴
が
生
ま
れ
る
と
家
が
栄
え
る
と
い
っ
て

い
や
が
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
家
が
二
件
あ
つ
た
の
を
聞
い
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
を
知
つ
た
の
は
十
年
ほ
ど
前
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後

も
多
少
気
を
つ
け
て
い
た
も
の
の
、
私
の
乏
し
い
経
験
で
は
こ
の
問
題
を
取
り

扱
っ
た
も
の
は
見
か
け
ず
、
た
だ
北
陸
地
方
に
も
、
こ
の
種
の
俗
信
が
あ
る
ら

し
い
事
を
知
つ
た
に
過
ぎ
な
か
つ
た

）
8
（

。

と
記
し
て
い
る
。「
北
陸
地
方
に
も
」
と
言
う
の
は
、
柳
田
國
男
「
た
く
ら
た
考
」

の

北
陸
処
々
の
海
岸
地
方
で
は
、
村
の
白
痴
を
大
事
に
す
る
風
習
が
近
い
頃
ま
で

あ
つ
た
。
そ
の
理
由
は
こ
の
者
が
死
ぬ
と
鯨
に
生
ま
れ
替
わ
つ
て
、
浜
に
寄
つ

て
村
を
富
ま
せ
て
く
れ
る
も
の
と
信
じ
て
居
た
か
ら
だ
さ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り

は
人
間
は
さ
う
無
意
味
に
、
馬
鹿
に
な
れ
る
も
の
で
な
い
よ
う
に
思
つ
て
居
た

の
で
あ
る

）
9
（

。

と
い
う
一
節
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
芝
が
探
し
う
る
民
俗
学
の
先
行
研
究

と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
笹
谷
と
柳
田
の
も
の
が
あ
っ
た
だ
け
、
と
い
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
、実
際
に
は
こ
れ
ら
に
先
行
す
る
一
九
三
九
年
に
、小
島
勝
治
が
『
浪

華
の
鏡
』
四
巻
二
号
に
近
畿
地
方
の
事
例
を
中
心
に
紹
介
し
た
「
福
子
」
を
著
し
て

い
る
〔
小
島　

一
九
八
四　

三
〇
九
〜
三
一
二
頁
〕。

　

芝
は
談
話
会
の
際
に
主
催
者
の
大
島
建
彦
や
参
加
者
か
ら
助
言
を
受
け
、「
福
子
」

「
宝
子
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
と
り
か
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の

実
施
は
『
福
子
の
伝
承
』
に
よ
れ
ば
、
二
月
初
旬
か
ら
三
月
初
旬
に
か
け
て
で
あ
る

〔
大
野
・
芝　

一
九
八
三　

一
六
頁
〕。
同
年
二
月
二
〇
日
の
西
郊
民
俗
月
例
談
話
会
で

芝
は
「
福
子
調
査
の
成
果
」
を
発
表
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
中
間
報
告
を
発
表
し
て
い

る
。
こ
の
時
の
発
表
レ
ジ
ュ
メ
で
は
、回
答
者
ご
と
に
事
例
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、

栃
木
県
か
ら
広
島
県
ま
で
の
一
七
の
事
例
が
表
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
研
究
会
に
参
加
し
て
い
た
筆
者
は
、
同
じ
く
参
加
者
の
一
人
で
あ
っ
た
久
野

俊
彦
氏
と
と
も
に
自
身
が
知
る
事
例
を
示
し
た
。
こ
の
時
の
久
野
氏
の
示
し
た
栃
木

県
の
事
例
と
筆
者
が
示
し
た
兵
庫
県
の
事
例
（
後
述
）
は
、
研
究
会
の
席
上
で
、
口

頭
で
教
示
さ
れ
た
資
料
と
い
う
注
記
は
な
く
、『
福
子
の
伝
承
』
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結

果
の
中
に
含
め
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
六
月
一
九
日
刊
行
『
西
郊
民
俗
』
一
〇
三
号
の
巻
末
に
よ
れ
ば
、
四
月
の

第
三
七
一
回
の
談
話
会
で
芝
は
「
福
子
の
伝
承
」
と
題
す
る
発
表
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
が
最
後
の
発
表
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
の
報
告
は
、
福
祉
教
育
研
究
会
編
『
わ
か
る
ふ
く
し
』
五
二
号
〔
一
九
八

三
年
三
〜
四
月
号
〕
に
発
表
し
た
「
な
ぜ
『
福
子
』
な
の
か
│
民
俗
学
者
ら
へ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
中
心
に
」
が
配
ら
れ
、
説
明
さ
れ
た
。
こ
の
時
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の

事
例
は
五
一
例
で
あ
っ
た
。談
話
会
に
参
加
し
て
い
た
筆
者
の
メ
モ
が
手
許
に
あ
る
。

　
「
差
別
意
識
の
濃
い
地
域
に
フ
ク
ゴ
・
タ
カ
ラ
ゴ
の
名
称
あ
り
」「
水
俣
病
で
生
ま

れ
て
き
た
子
ど
も
も
タ
カ
ラ
ゴ
と
呼
ぶ

）
10
（

」、「
福
助
足
袋
の
本
社
は
大
阪
の
堺
」「
見

世
物
」「
オ
ジ
・
オ
バ
」「
オ
ジ
ボ
ウ
ズ

）
11
（

」
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。
議
論
の
中
心
は
、

単
行
本
で
芝
が
強
調
す
る
よ
う
な
「
地
域
福
祉
」
に
活
か
す
、
と
い
っ
た
も
の
で
は

な
く
、
こ
の
「
伝
承
」
を
成
立
さ
せ
る
背
景
や
「
負
の
意
識
」
に
集
中
し
て
い
た
、

と
い
っ
て
よ
い
。

　

そ
の
後
刊
行
さ
れ
た
『
福
子
の
伝
承
』
の
後
書
き
は
六
月
二
一
日
、
ア
ン
ケ
ー
ト

実
施
か
ら
お
よ
そ
三
ヶ
月
後
で
あ
る
。
同
書
は
同
年
七
月
二
〇
日
、
芝
の
立
ち
上
げ

た
堺
屋
図
書
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
異
例
の
ス
ピ
ー
ド
で
書
き
上
げ
ら
れ
た
書
籍
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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❸
芝
正
夫
の
戦
略

　

芝
は
ア
ン
ケ
ー
ト
の
実
施
に
際
し
て
、依
頼
文
を
次
の
よ
う
に
し
た
た
め
て
い
る
。

　

精
神
薄
弱
の
子
を
持
つ
親
御
さ
ん
の
手
記
等
を
み
て
い
る
と
、
そ
の
子
を
さ

し
て
、「
福
子
」「
福
虫
」「
宝
子
」
等
と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
を
た
ま

に
目
に
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
ひ
と
つ
に
は
、
そ
う
い
う
子
だ
か
ら
と
い
っ
て
粗

末
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
家
の
中
に
そ
の
子
の
席
を
与
え
て
や
り
、
大
事
に
育

て
よ
う
と
い
う
心
の
現
わ
れ
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
も
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
考
え
方
が
、 

昔
か
ら
の
い
い

つ
た
え
（
民
間
伝
承
）
〃
と
し
て
あ
っ
た
（
あ
る
）
の
で
は
な
い
か
と
お
も
わ

れ
る
形
跡
が
あ
り
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
も
し
、
か
つ
て
こ
う
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、

こ
れ
の
意
味
の
掘
り
起
こ
し
は
、
親
の
心
の
発
見
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
地
域

福
祉
の
心
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
で
も
あ
り
、
ま
た
、
障
害
を
持
っ
て
る

が
ゆ
え
の
偏
見
を
と
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
一
助
と
も
な
る
と
思
う
の
で
す
〔
大
野
・

芝　

一
九
八
三　

一
一
〜
一
二
頁
〕。

　

こ
の
依
頼
文
に
、
著
者
ら
の
意
図
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
香
西
豊
子
は
問
題
視

し
、「
調
査
者
の
意
図
に
そ
ぐ
わ
な
い
事
実
（
た
と
え
ば
障
害
者
差
別
な
ど
）
は
、

最
初
か
ら
報
告
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
」〔
香
西　

一
九
九
九　

八
七
頁
〕
と

批
判
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
調
査
が
最
初
か
ら
、
何
の
意
図
も
な
く
な
さ
れ
、

そ
の
結
果
が
流
通
し
て
よ
い
と
考
え
る
ほ
ど
、芝
は
ナ
イ
ー
ブ
で
は
な
か
っ
た
。「
あ

る
一
定
の
方
向
付
け
を
さ
れ
て
広
く
知
れ
渡
る
こ
と
」〔
香
西　

一
九
九
九　

八
七
頁
〕

が
最
初
か
ら
意
図
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
八
三
年
に
『
わ
か
る
ふ
く
し
』
に
掲
載
し
た
「
な
ぜ
『
福
子
』
な
の
か
」
に

は
、
芝
は
、『
福
子
の
伝
承
』
に
は
敢
え
て
書
か
な
か
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。

　
「
差
別
の
一
形
態
あ
る
い
は
差
別
を
温
存
し
て
き
た
風
土
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
拠

で
も
あ
る
」「
い
い
く
る
め
よ
う
と
思
え
ば
黒
に
も
な
る
し
、
白
に
も
な
る
」「
生
の

資
料
（
こ
の
場
合
、
悪
い
資
料
は
捨
て
て
し
ま
っ
て
も
い
い
）
は
資
料
で
お
い
て
お

い
て
、
こ
の
い
い
つ
た
え
を
プ
ラ
ス
の
方
向
に
評
価
し
、
転
化
し
、
有
効
に
使
い
う

る
手
は
な
い
だ
ろ
う
か
」〔
芝　

一
九
八
三
年　

一
五
頁
〕。

　

芝
の
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
、
回
答
者
に
こ
の
「
伝
承
」
へ
の
感
想
も
求
め

て
い
た
の
だ
が
、
同
稿
の
中
で
芝
は
、
次
の
よ
う
な
回
答
者
の
「
感
想
」
を
紹
介
し

て
、
こ
の
論
攷
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
。

…
略
…
そ
の
当
事
者
、
関
係
者
は
そ
ん
な
な
ま
や
さ
し
い
考
え
で
生
き
抜
く
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
あ
ま
り
こ
う
い
う
考
え
方
、
い
い
方
は
好
ま
し

い
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。少
し
も
な
ぐ
さ
め
に
な
ら
な
い
の
で
す
か
ら
。

（
広
島
県
豊
田
郡
・
親
・
Ｍ
氏
）

　

障
害
者
を
役
に
立
た
な
い
人
間
と
し
て
、
う
ち
捨
て
て
き
た
過
去
に
、
障
害

者
を
「
福
子
」「
宝
子
」
と
い
っ
て
陰
で
か
ば
う
人
も
い
た
と
い
う
現
実
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
、
障
害
者
（
児
）
を
抱
え
た
家
族
な
ど
に
如
何
に
ひ

ど
い
蔑
視
が
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。（
広
島
県
世
羅
郡
・
親
・

Ｋ
氏
）〔
芝　

一
九
八
三　

一
八
頁
〕

　

こ
れ
ら
の
感
想
は
、
単
行
本
『
福
子
の
伝
承
』
の
中
に
も
収
め
ら
て
お
り
、
こ
と

ば
を
生
み
出
す
状
況
の
複
雑
さ
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
よ
く
承
知
の

上
で
「
あ
え
て
」
や
、「
そ
れ
で
も
」
と
い
う
こ
と
ば
で
、
芝
は
『
福
子
の
伝
承
』

を
世
に
送
っ
た
と
い
え
る
。

　
「
障
害
」
の
有
る
無
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
が
地
域
社
会
の
中
で
ご
く

普
通
の
生
活
が
で
き
る
こ
と
を
理
念
と
す
る
ノ
ー
マ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
ば
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が
、
日
本
で
初
め
て
使
わ
れ
た
の
は
、
花
村
春
樹
に
よ
れ
ば
、
一
九
七
四
年
の
こ
と

で
あ
っ
た
と
い
う

）
12
（

。
し
か
し
、
日
本
で
は
こ
の
時
期
は
、
一
九
七
一
年
か
ら
の
社
会

福
祉
施
設
緊
急
整
備
五
か
年
計
画
が
実
施
さ
れ
、「
重
度
障
害
者
」
の
「
大
量
収
容

施
設
」
建
設
が
進
め
ら
れ
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
。「
障
害
者
」
が
「
地
域
」
か
ら

離
さ
れ
よ
う
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
芝
が
『
福
子
の
伝
承
』
の
着
想
を

し
た
時
、
芝
は
、
こ
の
理
念
を
日
本
の
こ
と
ば
で
根
付
か
せ
る
こ
と
を
考
え
て
い
た

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
芝
が
こ
の
言
葉
を
「
障
害
」
を
持
つ
と
さ
れ

る
人
々
の
保
護
者
か
ら
知
っ
た
こ
と
と
関
わ
り
が
あ
ろ
う
。
芝
が
手
に
し
た
一
九
七

〇
年
代
の
保
護
者
の
手
記
に
は
、「
世
間
」
の
人
々
の
心
な
い
こ
と
ば
に
傷
つ
い
た

母
親
が
、
身
近
な
人
か
ら
「
福
子
」「
宝
子
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
聞
い
て
励
ま
さ

れ
た
り
、
慰
め
ら
れ
た
り
す
る
経
験
が
綴
ら
れ
て
い
た
〔
大
野
・
芝　

一
九
八
三
、

山
田　

二
〇
〇
九
〕。

　

大
野
智
也
は
、『
福
子
の
伝
承
』
第
Ⅲ
章
「
宝
子
と
い
う
心
│
地
域
福
祉
の
観
点

か
ら
│
」
で
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
、
地
域
の
中
で
、
雑
事
を
こ
な
し
な
が
ら

生
き
て
い
た
人
々
の
記
憶
を
掘
り
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
話
は
、
聞
き
取
り

調
査
と
い
う
構
え
で
な
く
て
も
、現
在
で
も
年
配
の
人
々
か
ら
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。

筆
者
の
聞
き
取
り
経
験
で
は
、
そ
れ
は
、
話
題
に
な
っ
た
時
に
は
じ
め
て
「
そ
う
い

え
ば
」
と
思
い
出
さ
れ
る
種
類
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
回
想
さ
れ
書
き
止
め

ら
れ
る
時
に
は
「
美
談
」
の
形
を
示
す
が
、
も
と
も
と
は
日
常
の
中
に
埋
め
込
ま
れ

て
い
た
の
で
、
記
録
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
種
類
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

 

例
え
ば
、
仙
台
市
に
本
社
を
持
つ
地
方
紙
『
河
北
新
報

）
13
（

』
は
、
一
九
九
七
年
三

月
一
五
日
の
コ
ラ
ム
「
河
北
抄
」
に
次
の
よ
う
な
記
事
を
載
せ
る
。

　

六
〇
代
半
ば
の
仙
台
育
ち
の
方
が
い
っ
た
。「
母
か
ら
聞
い
た
話
で
す
け
ど
、

仙
台
四
郎

）
14
（

み
た
い
な
人
は
、
当
時
、
結
構
い
た
ん
だ
っ
て
。
坂
の
下
に
い
て
大

八
車
を
押
し
た
り
、
お
葬
式
の
と
き
に
は
必
ず
呼
ば
れ
て
働
い
た
り
し
た
そ
う

だ
。
昔
の
人
は
、
そ
の
た
び
に
き
ち
ん
と
彼
ら
に
お
礼
を
言
っ
て
、
手
間
賃
を

払
っ
た
っ
て
い
う
ん
だ
ね
。
こ
れ
っ
て
本
当
の
福
祉
じ
ゃ
な
い
か
い
」

　

こ
の
談
話
は
、「
六
〇
代
半
ば
」
の
人
に
よ
っ
て
、「
福
祉
」
と
い
う
形
で
捉
え
直

さ
れ
て
い
る
が
、
ハ
ン
デ
ィ
・
キ
ャ
ッ
プ
の
あ
る
人
が
地
域
の
中
で
生
活
し
て
い
た

と
い
う
母
親
の
記
憶
が
回
想
さ
れ
て
い
る
。

　

大
野
と
芝
は
、
何
ら
か
の
ハ
ン
デ
ィ
・
キ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
人
も
地
域
の
中
で
暮
ら

し
て
い
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
る
状
態
を
、
人
々
の
記
憶
か
ら
探
ろ
う
と
し
て
い

た
と
い
え
る
。
芝
は
「
福
子
」「
宝
子
」
と
い
う
こ
と
ば
は
そ
れ
ら
の
記
憶
を
喚
起

す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
得
る
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
ば
が
、
保
護
者
の
心
を
支
え
た
の
は
、
そ
れ
は
高
邁
な
思
想
や
大

所
高
所
か
ら
出
た
こ
と
ば
で
は
な
く
、
市
井
の
人
か
ら
「
昔
か
ら
の
知
恵
」
と
し
て

発
せ
ら
れ
た
こ
と
ば
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

香
西
は
、「
民
俗
学
の
中
で
は
む
し
ろ
歓
迎
さ
れ
、
あ
え
て
発
掘
さ
れ
た
伝
承
も
、

欧
米
に
端
を
発
す
る
福
祉
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
人
権
を
蹂
躙
す
る
思
想
と
も
映
り
か

ね
な
い
」〔
香
西　

一
九
九
九　

一
〇
二
頁
〕
と
「
欧
米
に
端
を
発
す
る
」
思
想
の
立

場
に
立
つ
の
で
あ
る
が
、
芝
が
求
め
て
い
た
の
は
、
日
本
の
、
同
時
代
の
「
世
間
」

に
抗
し
て
い
く
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
こ
れ
ら
の
「
こ
と
ば
」
は
、「
障

害
者
」
の
主
体
性
が
考
慮
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
「
障
害
者
」
を
抱
え
る
健

常
者
の
立
場
に
立
っ
た
「
こ
と
ば
」
で
し
か
な
い
の
で
は
か
、
と
い
っ
た
批
判
は
容

易
に
想
定
し
得
る
。
し
か
し
、
本
書
が
そ
も
そ
も
「
障
害
者
」
の
保
護
者
の
投
書
か

ら
着
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
投
書
が
な
さ
れ
た
時
代
の
条
件
を

考
え
併
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
拙
稿
で
既
に
述
べ
た
が
、
一
九
六
五
年
に
「
障
害

者
」
を
施
設
に
囲
い
込
む
「
コ
ロ
ニ
ー
構
想
」
が
出
さ
れ
て
て
か
ら
、「
障
害
者
」

が
地
域
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
子
ど
も
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
得
な

く
な
る
状
況
の
中
で
、
こ
の
こ
と
ば
が
「
伝
承
」
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る

〔
山
田　

二
〇
〇
九
〕。

　

し
か
し
、
地
域
の
人
々
が
ハ
ン
デ
ィ
の
あ
る
人
々
を
支
え
て
い
た
記
憶
を
掘
り
起
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こ
す
と
い
う
Ⅲ
章
と
、
ハ
ン
デ
ィ
の
あ
る
子
ど
も
を
「
家
の
守
り
神
」
と
す
る
と
い

う
Ⅰ
章
の
「
福
子
」
の
事
例
は
実
は
結
び
つ
か
な
い
。
後
者
は
家
の
中
に
子
ど
も
を

留
め
る
論
理
で
あ
り
、
家
の
外
に
出
し
て
い
く
論
理
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
矛
盾
も
含
め
て
、「
美
談
」
の
装
い
を
ま
と
っ
て
『
福
子
の
伝
承
』
は
刊
行

さ
れ
る
。
芝
は
、
こ
の
「
伝
承
」
が
必
ず
し
も
プ
ラ
ス
の
意
味
で
は
な
い
こ
と
を
充

分
承
知
の
上
で
、
ま
た
、
流
通
さ
せ
る
上
で
は
、
こ
の
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
強
調
す

る
の
は
危
険
で
あ
る
と
考
え
た
上
で
、
こ
の
本
を
刊
行
し
た
と
い
え
る
。「
こ
の
本

は
事
例
を
せ
い
ぜ
い
集
め
た
だ
け
の
も
の
で
、
資
料
集
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
の
も

の
で
す
。」「
と
り
あ
え
ず
の
目
的
は
、
こ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
、
こ
う
い
う
事
実

が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
現
実
に
投
げ
出
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
。」「
お
読
み
に
な
っ
た

方
々
が
、こ
の
本
を
有
効
に
お
使
い
に
な
る
こ
と
と
、ま
た
ご
叱
正
を
期
待
し
ま
す
。」

と
芝
は
後
書
き
に
記
し
て
い
る
〔
大
野
・
芝　

一
九
八
三　

二
〇
六
頁
〕。

　

芝
は
、
こ
の
本
に
実
践
的
な
効
力
を
期
待
し
、
ま
た
、
学
問
と
し
て
は
の
ち
に
は
、

資
料
が
集
積
さ
れ
、
修
正
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。
津
山
正
幹
は
本
書
を
「
こ
の
本
は
我
々
民
俗
学
徒
に
対
し
て
書
か
れ
た
も

の
で
は
な
い
と
思
え
て
し
か
た
が
な
い
の
で
あ
る
。
資
料
は
、
民
俗
学
の
研
究
者
か

ら
受
け
て
も
顔
は
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
な
い
。」
と
評
し
て
い
る
〔
津
山　

一
九
九
一

　

一
五
頁
〕。
津
山
が
い
う
よ
う
に
、
芝
は
、
こ
の
本
を
民
俗
学
の
本
と
し
て
出
版

し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
本
を
流
通
さ
せ
る
た
め
に
「
民
俗
学
的
」
な
枠
組
み
を
用

い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、「
民
俗
学
」
と
い
う
制
度
を
利
用
し
た
、
と
も
言

い
換
え
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

❹「
福
子
」を
め
ぐ
る
文
脈

　

芝
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、『
福
子
の
伝
承
』
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
協
力
を
依
頼
す

る
際
に
、「
福
子
」
に
類
似
す
る
こ
と
ば
と
し
て
、「
宝
子
」「
福
虫
」
と
い
う
語
彙

を
挙
げ
て
い
る
。
芝
は
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
最
初
か
ら
「
精
神
薄
弱
」
や
「
障
害
」

と
結
び
つ
け
て
お
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
そ
れ
に
沿
う
回
答
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
中
に
は
そ
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
は
は
ず
れ
る
答
え
も
混
じ
っ

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
回
答
の
背
景
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
語
彙

と
語
義
を
示
し
、
類
似
の
語
彙
の
知
識
の
有
無
を
問
う
ア
ン
ケ
ー
ト
と
い
う
方
法
で

は
、
語
彙
が
置
か
れ
て
い
る
文
脈
を
読
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

 

ま
た
、こ
れ
ら
の
回
答
に
対
し
て
は
、「
福
」
や
「
宝
」
と
い
う
語
彙
自
体
が
、〈
物

語
〉
を
作
り
だ
す
喚
起
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
西

田
耕
三
は
寺
社
縁
起
な
ど
の
縁
起
の
生
成
に
つ
い
て
、
縁
起
を
生
み
出
す
こ
と
ば
に

注
意
を
向
け
「
単
語
が
文
脈
を
構
成
す
る
、
文
脈
に
な
り
た
が
る
性
向
を
持
っ
て
い

る
」〔
西
田　

二
〇
〇
六　

六
六
頁
〕
と
述
べ
て
い
る
。「
福
」
や
「
富
」
も
ま
た
、
西

田
の
い
う
「
文
脈
に
な
り
た
が
る
」
単
語
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

　

人
々
は
声
の
記
憶
や
文
字
、
図
像
か
ら
、「
福
」
や
「
宝
」
を
め
ぐ
る
物
語
群
の

ス
ト
ッ
ク
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
芝
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、「
福
」
や
「
宝
」

と
い
う
こ
と
ば
が
、「
家
」
や
「
子
ど
も
」
と
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
く
の
か
、
回
答

者
の
「
連
想
ゲ
ー
ム
」
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
芝
の
問
い

か
け
に
対
し
て
、
回
答
者
が
、
①
既
知
の
も
の
か
ら
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
探
し
て
く

る
、
②
既
知
の
も
の
を
、「
問
い
か
け
」
に
あ
わ
せ
て
再
解
釈
す
る
、
と
い
う
二
種

類
の
対
応
が
起
こ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
「
想
起
」
は
た
っ

た
一
つ
の
も
の
が
念
頭
に
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
も
の
こ
と
ば
、
文
字
、

図
像
な
ど
か
ら
引
用
さ
れ
、
重
ね
あ
わ
せ
ら
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
語
彙

と
語
義
が
別
々
の
と
こ
ろ
か
ら
引
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。

　
「
福
子
」
と
そ
れ
に
類
す
る
「
伝
承
」
は
、資
料
が
脆
弱
な
こ
と
が
香
西
氏
に
よ
っ

て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
資
料
数
そ
の
も
の
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

社
会
福
祉
法
人
宛
に
九
九
通
、民
俗
学
関
係
者
二
五
〇
通
、計
三
四
九
通
の
ア
ン
ケ
ー

ト
を
実
施
し
、
回
答
数
が
一
二
四
、
有
効
な
事
例
と
し
て
五
四
例
の
事
例
を
得
て
い

る
。
こ
の
事
例
に
、
既
刊
資
料
や
口
頭
で
の
情
報
提
供
な
ど
、
ア
ン
ケ
ー
ト
以
外
で
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入
手
し
た
事
例
六
例
を
あ
わ
せ
て
、
六
〇
例
の
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。
回
答
者
が

複
数
の
事
例
を
知
る
も
の
も
ま
と
め
て
一
例
と
し
て
処
理
し
て
い
る
た
め
に
、
地
域

の
分
布
数
と
事
例
数
は
一
致
し
て
い
な
い
。
ま
た
、芝
は
こ
こ
で
は
、回
答
者
が
「
負

の
伝
承
」
と
答
え
た
も
の
も
事
例
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
資
料
と
し
て
カ

ウ
ン
ト
し
な
か
っ
た
も
の
も
参
考
資
料
の
形
で
提
示
し
て
い
る

）
15
（

。
資
料
の
数
と
し
て

は
脆
弱
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、
香
西
が
批
判
す
る
よ
う
に
、

マ
イ
ナ
ス
の
も
の
を
「
隠
蔽
」
す
る
と
い
う
ほ
ど
の
態
度
は
見
ら
れ
な
い
。
芝
の
執

筆
の
仕
方
に
は
、「
考
え
る
た
め
の
材
料
の
収
集
」「
問
題
の
登
録
」
と
い
う
側
面
が

強
か
っ
た
と
い
え
る
。

　

こ
こ
で
は
、
や
や
辛
抱
強
く
、
語
彙
を
生
み
出
す
錯
綜
す
る
文
脈
を
解
き
ほ
ぐ
し

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
語
彙
と
語
義
は
一
対
一
対
応
で
は
な

い
た
め
、
語
彙
に
は
複
数
の
文
脈
が
入
り
こ
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
便
宜
的
に
語

彙
ご
と
に
そ
の
文
脈
を
検
討
し
て
み
る
。

　

最
初
に
「
福
子
」
の
事
例
を
検
討
し
て
み
た
い
。
な
お
、「
福
子
」
と
「
フ
ク
ゴ
」

の
表
記
の
使
い
分
け
は
、
筆
者
の
使
用
に
関
わ
る
も
の
は
「
福
子
」、
典
拠
の
あ
る

場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
典
拠
の
表
記
に
従
う
。「
宝
子
」、「
福
虫
」
も
同
様
と
す
る
。

　
「
福
子
」
の
名
称
で
回
答
が
挙
が
っ
て
い
る
の
は
、
栃
木
県
那
須
郡
、
足
利
市
、

東
京
都
小
平
市
、
山
梨
県
西
八
代
郡
、
岐
阜
県
大
垣
市
、
愛
知
県
名
古
屋
市
、
大
阪

府
大
府
市
、
堺
市
、
奈
良
県
大
和
郡
市
、
五
條
市
、
兵
庫
県
神
戸
市
、
三
木
市
、
鳥

取
県
鳥
取
市
、
広
島
県
尾
道
市
、
福
山
市
、
豊
田
郡
（
現
三
原
市
）、
香
川
県
仲
多
郡
、

三
豊
郡
（
現
三
豊
市
）、
愛
媛
県
新
居
浜
市
、
福
岡
県
行
橋
市
、
山
口
県
、
佐
賀
県

伊
万
里
市
で
あ
る
〔
大
野
・
芝　

一
九
八
三　

八
四
〜
八
九
頁
〕。

　

回
答
者
は
、「
福
子
」
と
い
う
語
彙
を
知
ら
な
い
場
合
、
そ
の
語
彙
か
ら
連
想
す

る
語
彙
を
答
え
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

　

例
え
ば
、
京
都
市
、
奈
良
県
大
和
郡
山
市
の
回
答
者
は
、「
福
子
」
に
類
似
す
る

こ
と
ば
と
し
て
「
福
助
」
を
挙
げ
て
い
る
。
長
野
県
上
伊
那
郡
や
上
田
市
で
も
、
そ

れ
ぞ
れ
、「
両
足
の
短
い
人
」「
頭
の
大
き
い
人
」
を
「
福
助
」
と
呼
ん
で
い
る
〔
大

野
・
芝　

一
九
八
三　

八
六
頁
、
八
五
頁
〕。
ま
た
、
京
都
市
、
広
島
県
豊
田
郡
（
現

三
原
市
）、
佐
賀
県
伊
万
里
市
の
回
答
者
が
「
フ
ク
ゴ
、
タ
カ
ラ
ゴ
、
フ
ク
ム
シ
」

な
ど
の
語
彙
は
「
頭
の
大
き
い
人
（
子
ど
も
）」
を
指
す
と
い
う
回
答
〔
大
野
・
芝　

一
九
八
三　

八
六
、
八
八
、
八
九
頁
〕
や
、
兵
庫
県
神
戸
市
の
回
答
者
の
「
フ
ク
ゴ
、

タ
カ
ラ
ゴ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
「
商
売
な
ど
が
う
ま
く
い
く
と
（
そ
の
よ
う
に　

引

用
者
注
）
い
う
」
な
ど
の
回
答
〔
大
野
・
芝　

一
九
八
三　

八
六
、
八
七
頁

）
16
（

〕
も
ま
た
、

「
福
助
」
の
図
像
や
「
伝
承
」
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
福
助
」
に
つ
い
て
は
既
に
拙
稿
の
中
で
「
福
子
」
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察

し
た
〔
山
田　

一
九
九
三
〕。
福
助
は
、
江
戸
後
期
に
流
行
し
た
、
大
頭
の
小
男
の
名

前
で
あ
り
、
そ
の
モ
デ
ル
に
は
諸
説
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
回
答
者
の
「
福

助
」
の
記
憶
は
近
世
的
な
も
の
の
残
存
で
は
な
く
、
明
治
以
降
に
新
た
に
意
味
づ
け

し
直
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。

　

近
代
以
降
の
「
福
助
」
は
、
一
八
九
二
年
（
明
治
二
五
）
に
、
大
阪
で
出
版
さ
れ

た
花は

な
の
や

廼
舎
静
枝
著
『
大
丸
騒
動
綾あ

や
に
し
き
み
や
こ
の
は
な
ぎ
ぬ

錦
都
乃
花
衣
』
に
お
い
て
大
丸
百
貨
店
の
「
祖
」

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
三
）
に
は
、
足
袋
装
束
商

「
丸
福
」
が
「
福
助
足
袋
」
と
商
標
を
変
更
し
て
い
る
〔
木
村　

一
九
九
四
〕。
こ
の

よ
う
に
「
福
助
」
は
、
百
貨
店
の
縁
起
の
中
で
再
生
し
、
そ
の
図
像
は
、
福
助
足
袋

の
商
標
と
し
て
靴
下
と
と
も
に
流
通
し
た
。

　

福
助
に
見
世
物
と
の
結
び
つ
き
を
説
く
説
が
あ
る
よ
う
に「
異
形
の
も
の
を
見
る
」

こ
と
が
招
福
に
つ
な
が
る
と
い
う
観
念
は
近
世
期
の
見
世
物
に
見
ら
れ
る
観
念
で

あ
っ
た
〔
川
添　

二
〇
〇
〇
〕。「
福
」
は
し
ば
し
ば
「
富
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ

の
去
来
は
人
智
の
及
ば
な
い
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
話
を
産
ん
だ
。

ま
た
、
禍
福
は
容
易
に
転
換
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
そ
の
根
底
に
は
存

在
し
て
い
た
〔
山
田　

一
九
九
三
〕。
富
の
移
動
や
家
の
盛
衰
と
子
ど
も
と
の
間
に
因

果
関
係
を
見
い
だ
す
話
は
一
七
世
紀
以
降
、
唱
導
話
材
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
。

借
金
を
返
さ
ず
に
死
ぬ
と
、
貸
し
主
が
次
の
世
で
借
り
た
者
の
子
ど
も
に
生
ま
れ
変

わ
っ
て
き
て
散
財
す
る
と
い
う
、
中
国
の
「
鬼
索
債
」「
投
債
鬼
」
説
話
は
、
江
戸
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後
期
の
日
本
で
、
子
ど
も
の
「
障
害
」
や
放
蕩
の
因
果
を
説
く
話
と
し
て
再
生
し
た

〔
堤　

一
九
九
九
、
二
〇
〇
四
〕。
こ
の
説
話
は
、
他
の
民
間
の
説
話
群
と
も
結
び
つ

い
て
、「
現
実
に
あ
っ
た
こ
と
」
と
し
て
し
ば
し
ば
「
世
間
話
」
と
し
て
人
々
の
口

に
の
ぼ
っ
た 〔
山
田　

一
九
八
八
〕。

　

例
え
ば
筆
者
は
二
〇
〇
三
年
九
月
一
三
日
に
大
阪
府
の
一
九
六
八
年
生
ま
れ
の
男

性
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
。
こ
の
男
性
は
、
筆
者
の
「
福
子
」
を
め
ぐ
る
口

頭
発
表
を
聞
い
た
際
に
、
こ
の
話
を
思
い
出
し
た
と
い
う

）
17
（

。

　

一
九
二
九
年
生
ま
れ
の
母
親
は
、
大
阪
ミ
ナ
ミ
（
中
央
区
と
浪
速
区
に
広
が
る
繁

華
街
）
辺
り
で
、
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
て
き
た
。
親
が
前
世
に
悪
い
こ
と
を
す
る

と
、「
障
害
」
の
あ
る
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
子
の
た
め
に
一

所
懸
命
働
く
の
で
、
お
金
は
家
に
残
る
。
そ
の
よ
う
な
子
ど
も
は
お
金
が
で
き
る
と

亡
く
な
る
の
で
両
親
自
体
は
幸
せ
に
暮
ら
す
。

　

こ
の
男
性
は
、
こ
の
話
は
、
母
親
一
人
の
勝
手
な
解
釈
だ
と
思
っ
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
話
は
、
文
脈
の
違
う
二
種
類
の
話
が
引
用
さ
れ
解
釈
し
直
さ
れ
て
い
る
と
い
え

る
。
前
半
は
金
銭
や
罪
業
と
子
ど
も
と
の
因
果
関
係
を
説
く
説
話
群
で
あ
り
、
後
半

は
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
し
て
の
特
徴
を
持
つ
子
ど
も
の
去
来
が
富
の
移
動
と
関
わ
る
と

い
う
物
語
群
で
あ
る
〔
山
田　

一
九
九
三
〕。

　
「
福
子
」
と
い
う
語
彙
に
ま
つ
わ
る
「
伝
承
」
に
つ
い
て
は
、
江
戸
後
期
以
降
の

見
世
物
の
文
脈
と
、
富
と
子
ど
も
の
因
果
を
語
る
唱
導
話
材
の
浸
透
、
福
助
の
図
像

の
流
通
な
ど
の
、
文
化
的
な
蓄
積
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

❺「
宝
子
」を
め
ぐ
る
文
脈

　

こ
こ
で
は
「
宝
」
と
い
う
語
の
文
脈
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
（
表
1
）
は
、『
福
子
の
伝
承
』
の
中
か
ら
、
宝
と
い
う
こ
と
ば
と
関
わ
る
回
答
を

抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

表
に
よ
れ
ば
、
山
形
県
上
山
市
、
秋
田
県
大
館
市
、
栃
木
県
下
都
賀
郡
、
新
潟
県

表1　「宝」をめぐる語彙一覧

タカラモノ 山形県上山市辺り 社会的能力が乏しく、独立して生計を営むことなく一生その家に所属している
者

タカラモノ 秋田県大館市 主として知恵遅れ　戦後まで　商家

オタカラ 栃木県下都賀郡壬生町 知恵遅れだがよく働く人　　現在もいう

タカラゴ 新潟県北蒲原郡中条町
（現胎内市）

家のためによく働く二、三男　少し知恵が足りなくておとなしく家のいうなり
に働く二、三男で分家を出す心配がない者

タカラゴ 山梨県西八代郡市川大門あたり おし、つんぼ　現在もいう　家の経済の手助けとなるから

タカラゴ 兵庫県氷上郡氷上町三原
（現氷上市）

心身障害者

タカラゴ 広島県広島市東区牛田本町 大きな頭で首が据わらず、寝たきりの人。金持ちになると生まれることがある。
昭和 10 ～ 15 年に母から聞く。

タカラゴ 広島県豊田郡本郷町
（現三原市）

脳性小児マヒ児　家の苦痛を一心に背負っているから　祖母から聞く

タカラゴ 広島県世羅郡甲山町
（現世羅町）

障害を持って生まれた子　こんな子は大事にしなければいけない
昭和 20 年頃まで

タカラゴ 長崎県佐世保市東浜町 知恵遅れ　小児マヒ　大切に育てれば家が栄え財産もできる
父母より聞いた　現在もいう

タカラゴ 長崎県長崎市北栄町 なんらかの障害者
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北
蒲
原
郡
（
現
胎
内
市
）、新
潟
県
三
条
市
、山
梨
県
西
八
代
郡
、兵
庫
県
氷
上
郡
（
現

丹
波
市
）、
広
島
県
広
島
市
、
同
県
豊
田
郡
（
現
三
原
市
）、
同
県
世
羅
郡
、
長
崎
県

佐
世
保
市
、
同
県
長
崎
市
か
ら
「
タ
カ
ラ
モ
ノ
、
タ
カ
ラ
ゴ
、
オ
タ
カ
ラ
、
タ
カ
ラ

オ
ジ
」
な
ど
の
回
答
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
こ
の
う
ち
、
タ
カ
ラ
オ
ジ
に
つ
い
て

は
、「
福
虫
」
の
事
例
と
併
せ
て
第
六
章
で
考
察
す
る
。

　
『
日
本
国
語
大
辞
典

）
18
（

』
に
は
、「
宝
」
の
語
義
と
し
て
「
家
の
厄
介
者
。
怠
け
者
。

無
能
者
。
卑
し
め
て
い
う
語
」
と
記
載
が
あ
り
、「
宝
」
が
こ
の
意
味
を
持
つ
地
域

と
し
て
、
宮
城
県
仙
台
市
、
神
奈
川
県
藤
沢
市
、
岐
阜
県
本
巣
郡
、
長
崎
県
対
馬
、

熊
本
県
下
益
城
郡
、
大
分
県
大
分
市
、
大
分
郡
が
挙
が
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
宝
物
」

の
意
と
し
て
、「
家
の
厄
介
者
。
怠
け
者
。
無
能
者
。
卑
し
め
て
い
う
語
」
と
あ
り
、

青
森
県
上
北
郡
、
三
戸
郡
、
岩
手
県
九
戸
郡
、
気
仙
郡
、
宮
城
県
栗
原
郡
、
仙
台
市
、

秋
田
県
、
山
形
県
、
福
島
県
大
沼
郡
が
挙
が
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
タ
カ
ラ
モ
ノ
が
「
家
の
厄
介
者
」
と
い
う
意
味
と
し

て
定
着
し
て
い
る
地
域
に
は
、「
障
害
の
あ
る
子
ど
も
」
を
「
宝
子
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
、

「
そ
う
い
う
子
だ
か
ら
と
い
っ
て
粗
末
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
家
の
中
に
そ
の
子
の

席
を
与
え
や
り
、大
事
に
育
て
よ
う
と
い
う
心
の
現
わ
れ
か
と
思
わ
れ
ま
す
」〔
大
野
・

芝　

一
九
八
三
〕と
い
う
よ
う
な
解
釈
と
結
び
つ
く
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
総
合
日
本
民
俗
語
彙
』
で
は
「
タ
ク
ラ
タ
」
を
「
馬
鹿
げ
た
こ
と
」
と
し
、
各

地
の
事
例
を
紹
介
し
た
後
、「
北
海
道
室
蘭
地
方
で
、
馬
鹿
者
を
タ
ク
ラ
ン
ケ
・
タ

カ
ラ
モ
ノ
と
い
う
の
も
同
系
の
語
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
〔
民
俗
学
研
究
所
編　

一
九
五
五
ｂ　

八
五
六
頁
〕。
ま
た
、「
オ
タ
カ
ラ
マ
ン
チ
ン
」
の
項
で
は
、「
福
岡
・

熊
本
の
県
境
に
は
、
人
が
小
児
を
あ
や
す
折
の
言
葉
に
オ
タ
カ
ラ
マ
ン
チ
ン
と
い
う

の
が
あ
る
。
こ
の
オ
タ
カ
ラ
は
実
は
別
に
も
う
一
つ
の
意
味
が
あ
つ
た
の
で
、
一
方

は
愚
か
な
も
の
の
意
、
土
地
に
よ
っ
て
タ
カ
ラ
モ
ノ
と
い
う
の
は
タ
ク
ラ
タ
と
か
オ

タ
ク
ラ
と
い
う
語
を
わ
ざ
と
少
し
変
え
て
使
つ
て
い
た
の
で
、
子
供
は
そ
れ
を
少
し

も
知
ら
ず
、
親
達
も
ま
た
心
づ
か
ず
に
使
つ
て
い
た
者
が
あ
つ
た
ろ
う
。」〔
民
俗
学

研
究
所
編　

一
九
五
五
ａ　

二
五
二
頁
〕
と
述
べ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
民
俗
学
研
究
所
で
は
、「
オ
タ
カ
ラ
」
や
「
タ
カ
ラ
モ
ノ
」
を
タ
ク
ラ

タ
系
統
の
語
彙
と
理
解
し
て
い
た
、
と
い
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
芝
の
『
福
子
の
伝
承
』
の
発
想
の
も

と
に
な
っ
た
、
雑
誌
『
草
の
実
』
に
投
稿
さ
れ
た
、「
あ
る
母
と
子
の
記
録
」
を
検

討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
投
稿
で
は
、「
障
害
」
の
あ
る
子
を
持
つ
投
稿
者
に
向
け
て
、

新
潟
県
の
「
小
母
さ
ん
」
が
、「
あ
ん
げ
な
子
は
の
お
、
宝
子
と
い
う
で
の
お
。」
と

語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
そ
ん
な
子
を
大
切
に
す
る
家
は
昔
か
ら
栄
ゆ
る
と
い
う
も

ん
だ
よ
。」
と
付
け
加
え
る

）
19
（

。

　
「
宝
子
」
と
い
う
語
彙
が
、「
た
く
ら
た
」
と
い
う
語
彙
の
意
を
は
ら
ん
で
い
た
可

能
性
が
あ
る
こ
と
、
方
言
と
し
て
「
家
の
厄
介
者
」
の
意
を
持
つ
地
域
が
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
が
、
こ
の
事
例
か
ら
は
、
そ
の
語
義
が
一
般
語
と
し
て
浸
透
し
て
い
な

い
場
所
で
は
、「
宝
物
」（
＝
大
切
な
も
の
）
の
意
に
引
き
寄
せ
た
解
釈
が
生
ま
れ
る

余
地
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。「
蔑
称
が
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
失
い
、
あ
る
い
は
コ

ン
テ
キ
ス
ト
が
異
な
る
解
釈
を
受
け
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
蔑
称
で
も
差
別
語
で
も

な
く
な
り
、
逆
に
ほ
め
こ
と
ば
に
転
化
す
る
こ
と
さ
え
あ
る
。」〔
田
中　

一
九
九
七

　

五
一
頁
〕
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

❻「
福
虫
」を
め
ぐ
る
文
脈

　
『
福
子
の
伝
承
』
の
中
で
は
、「
福
子
」、「
宝
子
」
に
次
い
で
「
福
虫
」
と
い
う
語

彙
が
挙
が
っ
て
い
る
。
事
例
と
し
て
は
、
岐
阜
県
大
垣
市
、
愛
知
県
名
古
屋
市
、
滋

賀
県
甲
賀
郡
（
現
甲
賀
市
）、
守
山
市
、
京
都
市
、
大
阪
府
堺
市
、
奈
良
県
大
和
郡

山
市
、
生
駒
郡
、
兵
庫
県
尼
崎
市
、
同
県
氷
上
郡
（
現
丹
波
市
）、
同
県
津
名
郡
（
現

淡
路
市
）、
丹
波
地
方
、
福
山
地
方
の
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
大
野
・
芝　

一
九
八

三　

八
五
〜
八
七
頁
〕。
岐
阜
、
愛
知
に
一
例
ず
つ
報
告
が
あ
る
他
は
近
畿
圏
に
報
告

が
集
中
し
て
い
る
。

　

そ
れ
ら
の
語
義
の
う
ち
、こ
の
よ
う
な
人
物
が
経
済
的
な
豊
か
さ
を
も
た
ら
す（
滋
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賀
県
守
山
市
）、
と
か
、
よ
く
働
く
（
大
阪
府
堺
市
、
奈
良
県
大
和
郡
山
市
、
兵
庫

県
津
名
郡
（
現
淡
路
市
））
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
語
義
は
、「
福
子
」

で
も
二
例
（
山
梨
県
西
八
代
郡
、
愛
媛
県
新
居
浜
市
）、「
宝
」
と
関
わ
る
語
で
四
例

（
山
形
県
上
山
市
、
栃
木
県
下
都
賀
郡
、
新
潟
県
三
条
市
、
山
梨
県
西
八
代
郡
）
事

例
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
九
例
の
う
ち
、
そ
れ
ら
の
人
々
を
単
身
者
と
す
る
例

は
六
例
で
あ
る
〔
大
野
・
芝　

一
九
八
三　

八
五
〜
八
七
頁
〕。

　
『
福
子
の
伝
承
』
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
兵
庫
県
津
名
郡
（
現
淡
路
市
）
の
事
例
は
、

西
郊
民
俗
談
話
会
の
席
上
で
筆
者
が
芝
に
提
供
し
た
事
例
で
あ
る
。

　

一
九
八
三
年
一
月
一
六
日
の
西
郊
民
俗
談
話
会
で
の
芝
の
発
表
を
受
け
て
、
筆
者

は
、一
九
〇
六
年
（
明
治
三
九
）
生
ま
れ
の
祖
母
に
「
フ
ク
ゴ
ゆ
う
て
知
っ
と
お
か
。」

と
尋
ね
た
。
祖
母
は
そ
の
語
彙
を
知
ら
ず
、
そ
の
語
彙
か
ら
連
想
し
て
「
お
お
、
フ

ク
ム
シ
（
の
こ
と
）
か
。」
と
答
え
た
。
祖
母
に
よ
れ
ば
、
フ
ク
ム
シ
と
呼
ば
れ
る

の
は
、
聾
唖
者
や
「
知
恵
お
く
れ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
人
で
、
祖
母
の
こ
と
ば
に

よ
れ
ば
、「
オ
シ
は
何
も
言
わ
ん
と
黙
っ
て
よ
お
働
く
か
ら
、
ア
ホ
は
力
持
ち
が
多

い
か
ら
」
労
働
力
の
た
し
に
な
る
、と
語
っ
て
い
た
。
祖
母
は
、別
の
機
会
に
は
、「
福

の
神
は
ア
ホ
を
嫌
わ
ん
。」
と
も
言
い
、
労
働
力
の
た
し
に
な
ら
な
い
場
合
も
存
在

自
体
が
福
を
呼
ぶ
と
も
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
『
福
子
の
伝
承
』
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
奈
良
県
大
和
郡
山
市
の
事
例
で
は
、

　

年
を
と
っ
て
も
結
婚
せ
ず
、
分
家
も
し
な
い
で
、
本
家
の
世
話
に
な
っ
て
い

る
男
で
、
農
作
業
な
ど
を
一
生
懸
命
に
し
て
い
る
人
の
こ
と
を
「
あ
の
人
は
よ

う
、
精
出
し
は
る
、
フ
ク
ム
シ
や
」
と
現
在
で
も
い
う
人
が
あ
る
〔
大
野
・
芝

　

一
九
八
三　

四
七
頁
〕。

と
書
か
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、「
障
害
」
の
有
無
は
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
独
立
し
て
生
計
を
営

む
こ
と
の
な
い
人
が
、
家
の
経
済
の
一
端
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ク
ム
シ
の
呼

称
を
受
け
て
い
る
。

　

こ
の
事
例
は
既
に
芝
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
オ
ジ
、
オ
バ
と
呼
ば
れ
る
、
単

身
者
の
存
在
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
ジ
と
は
本
来
、
家
の
次
三
男
を

指
し
、
オ
バ
と
は
、
長
女
以
外
の
娘
を
さ
し
た
。
こ
の
よ
う
な
存
在
が
、
家
の
経
済

を
左
右
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。

　

竹
内
利
美
は
、
天
竜
川
中
流
の
山
間
地
帯
、
木
曾
・
飛
騨
の
山
村
地
帯
の
事
例
を

挙
げ
な
が
ら
、「
オ
ジ
・
オ
ジ
ボ
ー
・
オ
ッ
ツ
ァ
マ
（
男
）、
オ
バ
（
女
）
な
ど
と
呼

ば
れ
て
、
家
長
の
も
と
に
終
生
を
生
家
に
働
き
通
し
、
独
身
の
ま
ま
い
わ
ば
『
飼
い

殺
し
』
に
さ
れ
る
傍
系
家
族
が
、
大
正
期
こ
ろ
ま
で
は
か
な
り
あ
っ
た
こ
と
は
、
す

で
に
知
ら
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
そ
れ
ら
の
も
の
の
異
称
に
「
福
の
神
・
タ
カ
ラ
オ

ジ
・
馬
の
ア
ニ
イ
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
生
前
は

そ
の
労
力
を
無
償
で
使
役
し
え
、
死
後
は
そ
の
私
財
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
オ
ジ
が
三
人
い
れ
ば
家
運
が
立
ち
直
る
。」
と
い
っ
た

言
い
習
わ
し
を
紹
介
し
て
い
る
〔
竹
内　

一
九
五
九　

七
九
〜
八
〇
頁
〕。
こ
の
よ
う

な
存
在
を
家
の
「
蓄
財
」
と
結
び
つ
け
て
語
る
語
り
方
は
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い

え
よ
う
。

　

芝
が
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
山
形
県
上
山
市
の
タ
カ
ラ
モ
ノ
、
新
潟
県
三
条
市

西
大
崎
の
タ
カ
ラ
オ
ジ
の
例
で
は
、
回
答
者
は
、
こ
れ
ら
の
人
が
分
家
独
立
し
な
い

理
由
を
「
や
や
社
会
的
能
力
が
乏
し
く
」、「
少
し
知
恵
が
足
り
な
く
て
」
な
ど
と
説

明
し
て
い
る
〔
大
野
・
芝　

一
九
八
三　

五
〇
頁
〕。

　

分
家
独
立
を
し
な
い
傍
系
家
族
を
、
何
ら
か
の
「
障
害
」
と
関
連
づ
け
て
記
述
し

て
い
る
例
と
し
て
、
桜
田
勝
徳
の
一
九
四
〇
年
の
静
岡
県
賀
茂
郡
仁
科
村
浜
（
現
西

伊
豆
町
）
の
調
査
報
告
が
あ
る
。
桜
田
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
生
ま
れ
の
男

性
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
て
い
る
。

　

舎
弟
が
独
身
で
何
時
ま
で
も
兄
の
家
に
い
る
と
オ
ン
ジ
イ
に
な
る
。
女
房
を

持
つ
と
別
家
す
る
。
つ
ま
り
妻
帯
の
有
無
が
別
家
と
オ
ン
ジ
の
境
と
な
っ
て
い
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る
。
オ
ン
ジ
に
な
る
の
は
別
に
馬
鹿
と
は
限
ら
ぬ
。
女
に
何
か
関
係
出
来
ぬ
欠

陥
が
あ
る
者
が
オ
ン
ジ
と
な
る
。
オ
ン
ジ
は
家
の
福
の
神
だ
と
言
わ
れ
た
〔
桜

田　

一
九
八
二　

二
六
頁
〕。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
が
「
障
害
」
に
よ
っ
て
、
生
家
で
一
生
を
過
ご
し
た
も

の
な
の
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

　

家
の
奉
公
人
も
ま
た
家
の
「
福
」
と
関
わ
る
と
い
う
事
例
が
あ
る
。
京
都
女
子
大

学
説
話
文
学
研
究
会
が
ま
と
め
た
『
美
方
・
村
岡
昔
話
集
』
に
は
、
兵
庫
県
の
但
馬

地
方
に
あ
た
る
美
方
郡
美
方
町
（
現
香
美
町
）
茅
野
の
昔
話
「
正
月
の
裸
踊
り
」
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
福
虫
」
の
語
が
あ
る
。

　

大
き
な
家
の
旦
那
が
正
月
の
休
み
に
奉
公
人
に
暇
を
出
し
、
妻
と
と
も
に
裸
参
り

を
し
て
、「
大
ぼ
が
ぶ
ら
ぶ
ら
」
な
ど
と
唱
え
て
い
た
の
を
、
縁
の
下
で
隠
れ
て
見

て
い
た
奉
公
人
が
、「
小
ぼ
う
ま
で
ぶ
ら
ぶ
ら
」
と
言
っ
て
出
て
ゆ
く
と
、
旦
那
が
、

「
な
ん
ち
ゅ
う
え
え
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
だ
。
ま
あ
お
め
え
は
。
そ
の
く
り
ゃ
い

え
え
こ
と
言
っ
て
く
れ
る
だ
っ
た
ら
、
こ
ん
家え

の
跡
と
り
、
こ
の
男
衆
に
お
い
た
る

け
ど
、
な
っ
て
も
ら
っ
て
、
こ
ん
家
の
福
虫
に
な
っ
て
く
れ
」
と
言
う
（
傍
点
は
引

用
者
）〔
京
都
女
子
大
学
説
話
文
学
研
究
会
編　

一
九
七
〇　

二
四
〇
頁
〕。

　

こ
こ
で
は
、「
奉
公
人
」
と
い
う
外
部
か
ら
家
に
参
入
し
た
者
が
、「
家
に
ず
っ
と

居
る
存
在
」
と
な
る
こ
と
で
「
福
虫
」
と
な
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。
先
に
見

た
、
一
生
を
生
家
で
送
る
オ
ジ
、
オ
バ
た
ち
も
、「
家
に
ず
っ
と
居
る
」
存
在
で
あ

る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
。
家
の
娘
や
次
三
男
、
奉
公
人
も
、
一
定
の
時
期
を
経
る

と
、
本
来
は
家
か
ら
析
出
さ
れ
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た
。
竹
内
利
美
は
、
家
族
内
で

の
主
従
的
な
身
分
関
係
に
よ
っ
て
労
働
力
を
提
供
す
る
オ
ジ
、
オ
バ
と
、
同
居
し
て

生
活
す
る
奉
公
人
と
は
大
き
な
差
は
な
か
っ
た
と
み
て
い
る
〔
竹
内　

一
九
五
九
：

八
二
頁
〕。
オ
ジ
や
オ
バ
や
奉
公
人
と
し
て
一
生
を
未
婚
で
終
え
る
者
を「
福
」や「
宝
」

に
類
比
し
て
捉
え
る
捉
え
方
は
、「
家
に
留
ま
る
」
と
い
う
性
質
か
ら
派
生
し
た
も

の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
こ
で
「
は
じ
め
に
」
で
示
し
た
筆
者
の
視
点
に
も
う
一
度
立
ち
返
っ
て
み
た
い
。

「
福
子
」
や
「
宝
子
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
は
近
代
以
降
の
社
会
的
な
少
数
者
を
め
ぐ

る
制
度
や
ま
な
ざ
し
の
変
遷
史
の
中
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
た
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、「
障
害
者
を
大
切
に
す
る
言
葉
」
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
語
彙
が
、

ど
の
よ
う
な
人
々
を
指
し
て
き
た
か
、
を
問
う
こ
と
は
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
存

在
に
新
た
に
「
障
害
者
」
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
き
た
の
か
、
が
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

　

単
身
者
と
し
て
一
生
を
終
え
る
こ
と
に
、
心
身
の
「
障
害
」
が
結
び
つ
け
て
観
念

さ
れ
る
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
の
習
俗
が
忘
れ
ら
れ
、
奇
異
な
も
の
と
し
て
人
々
の
目

に
映
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
、
心
身
の
「
正
常
」
を
結
婚
の
要
件
と
す
る
結
婚

観
の
浸
透
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
結
婚
観
は
、
一
九
一
〇
年
代
か

ら
、
子
ど
も
を
「
よ
く
」
産
む
た
め
の
方
法
と
し
て
奨
励
さ
れ
、
一
九
四
〇
年
代
か

ら
は
国
民
優
生
法
の
下
に
奨
励
さ
れ
た
「
優
生
結
婚
」
の
思
想
と
し
て
跡
づ
け
ら
れ

る
。
一
九
四
一
年
以
降
、
厚
生
省
内
に
設
置
さ
れ
た
国
民
優
生
聯
盟
は
、
心
身
と
も

に
健
康
な
人
を
配
偶
者
に
選
び
、
結
婚
前
に
は
健
康
証
明
書
を
交
わ
し
合
う
こ
と
な

ど
を
記
し
た
「
結
婚
十
訓
」
を
示
し
、
そ
れ
に
か
な
う
優
秀
な
結
婚
を
し
た
者
を
表

彰
し
、
祝
い
金
を
出
し
、
結
婚
資
金
の
貸
し
付
け
を
行
う
な
ど
の
啓
発
活
動
を
行
っ

た
）
20
（

。

　

芝
の
「
福
子
」
の
調
査
は
、
あ
る
語
に
付
着
し
て
い
た
漠
然
と
し
た
イ
メ
ー
ジ
を

「
障
害
者
」
と
い
う
名
の
下
に
再
編
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
障
害
の
あ
る
子
」
を

「
大
事
に
育
て
よ
う
と
い
う
心
の
現
わ
れ
」
と
規
定
し
た
「
福
子
」
の
調
査
は
、
フ

ク
ム
シ
、
タ
カ
ラ
オ
ジ
、
福
の
神
な
ど
の
異
称
を
持
つ
、
失
わ
れ
て
い
こ
う
と
し
て

い
た
単
身
者
の
記
憶
を
呼
び
寄
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
両
性
の
合
意
に
基

づ
く
結
婚
を
価
値
と
す
る
、
戦
後
民
法
の
家
庭
観
か
ら
は
遠
く
離
れ
た
「
家
」
の
記

憶
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。「
排
除
」
に
抗
す
る
こ
と
ば
と
し
て
設
定
さ
れ
た
「
福
子
」

と
い
う
こ
と
ば
が
別
の
種
類
の
「
排
除
さ
れ
た
者
」
を
呼
び
寄
せ
た
結
果
で
あ
っ
た

の
は
皮
肉
な
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
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こ
の
よ
う
な
経
過
を
知
る
こ
と
で
、
実
は
、「
障
害
者
」
と
い
う
こ
と
ば
自
体
が
、

人
々
の
さ
ま
ざ
ま
な
属
性
を
消
し
去
っ
て
、「
で
き
あ
が
っ
た
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
、

紋
切
型
の
特
徴
を
共
有
さ
れ
る
と
す
る
グ
ル
ー
プ
に
、
そ
の
名
称
の
も
と
に
、
あ
る

個
人
を
強
制
的
に
所
属
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
、
言
語
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
特
殊
な
形
で

あ
る

）
21
（

」
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

芝
が
ア
ン
ケ
ー
ト
と
い
う
手
段
で
採
集
し
た
事
例
に
は
、
二
重
の
時
間
が
刻
ま
れ

て
い
た
。
そ
れ
は
、
語
ら
れ
て
い
る
「
現
在
」
と
、
そ
の
こ
と
ば
を
聞
い
た
「
過
去
」

の
時
間
で
あ
る
。
芝
の
採
集
し
た
「
答
え
」
は
、「
伝
聞
」
の
際
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト

か
ら
離
脱
し
た
「
発
話
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
は
既
に
見
て
き
た
通
り
で

あ
る
。「
福
子
」
や
「
宝
子
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
あ
る
意
味
で
、
身
も
蓋
も
な
い

こ
と
を
自
分
た
ち
に
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
語
り
直
し
て
き
た
、
そ
の
積
み
重
ね

の
上
に
成
立
し
た
語
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、『
福
子
の
伝
承
』
を
批
判
す
る
論
攷
が
書
か
れ
た
「
時
間
」
に
も
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「『
障
害
者
』
に
対
す
る
偏
見
を
露
呈
し
、
か
つ
『
障
害
者
』

へ
の
過
去
の
不
当
な
扱
い
を
隠
蔽
す
る
語
り
」〔
香
西　

一
九
九
九　

一
〇
二
頁
〕
と

香
西
が
批
判
す
る
時
、一
九
九
九
年
段
階
の
自
己
の
人
権
感
覚
を
所
与
の
も
の
と
し
、

そ
れ
ら
が
獲
得
さ
れ
て
き
た
感
覚
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
い
。「
福
子
」
と
い

う
こ
と
ば
に
お
い
て
は
、
当
事
者
で
あ
る
子
ど
も
自
身
は
疎
外
さ
れ
て
お
り
、「
家
」

の
「
福
」
の
た
め
に
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
批
判
は
容
易
に
成
り

立
つ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
も
ま
た
、
歴
史
的
な
変
遷
の
中
に
あ
る
こ

と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
「
障
害
」
を
持
つ
子
ど
も
の
親
に
第
三
者
が
投
げ
か
け
る
こ
と
ば
と
し
て
現
在
効

力
を
持
つ
の
は
、「（「
障
害
」
を
持
つ
）
子
ど
も
が
（
大
切
に
育
て
て
く
れ
る
）
親

を
選
ん
で
生
ま
れ
て
く
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
の
生
成
に
つ
い
て

筆
者
は
ま
だ
精
査
し
て
い
な
い
が
、
筆
者
が
最
初
に
こ
の
こ
と
ば
を
『
産
経
新
聞
』

の
投
書
で
読
ん
だ
の
が
、
一
九
七
九
年
で
あ
り
、
そ
の
後
も
二
〇
〇
三
年
九
月
二
五

日
発
行
の
女
性
誌
『
ク
ロ
ワ
ッ
サ
ン
』
第
二
七
巻
一
八
号
の
「
読
者
の
手
紙
か
ら
」、

二
〇
〇
四
年
六
月
二
日
放
映
、
日
本
テ
レ
ビ
系
ド
ラ
マ
『
光
と
と
も
に
…
自
閉
症
児

を
抱
え
て
』
な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
の
中
で
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
家
」
を
価

値
と
す
る
「
伝
承
」
で
は
な
く
、
親
と
子
の
関
係
が
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
点
に
は

注
意
を
要
す
る
。

 　

芝
の
広
め
た
「
福
子
」
の
語
義
は
、
今
日
で
は
広
く
浸
透
し
た
。
一
九
九
〇
年

七
月
六
日
の
朝
日
新
聞
東
京
地
方
版
、
埼
玉
版
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
九
年
に
埼
玉
県

南
部
で
発
足
し
た
、
障
害
者
の
社
会
参
加
の
拠
点
を
町
中
に
造
る
こ
と
を
目
指
す
会

の
名
称
は
、「
福
子
セ
ン
タ
ー
を
つ
く
る
会
」
で
あ
っ
た
。

　
『
福
子
の
伝
承
』
は
、
各
地
に
さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
で
発
話
さ
れ
て
い
た
こ
と
ば
を

同
一
の
語
義
に
再
文
脈
化
し
た
。
こ
の
語
は
、
国
際
障
害
者
年
以
降
の
「
障
害
者
」

を
め
ぐ
る
意
識
の
変
革
期
に
あ
た
っ
て
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
に
も
引
用
さ
れ
、

芝
が
も
く
ろ
ん
だ
以
上
に
浸
透
し
た
と
い
え
る
。「
民
俗
」
や
「
伝
承
」
を
「
古
き

よ
き
も
の
」
と
す
る
漠
然
と
し
た
意
識
が
人
々
に
あ
り
、芝
は
、あ
え
て
、そ
の
「
幻

想
」
に
乗
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
本
書
を
引
用
し
た
あ
ま
た
の
民
俗
学
者
も
ま

た
、
こ
の
も
く
ろ
み
に
手
を
貸
し
て
き
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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表2　「福子」を考えるための年表

1801─1803 福助江戸で流行・七福神の流行（『享和雑記』）。
1804 振鷺亭著「叶福助略縁起」

南仙笑楚満人著「叶福助話」
1805 南仙笑楚満人著「叶福助出世縁起」

十返舎一九著「鬼外福助噺」
1873（明治5） 東京府違式詿違条例「醜体ヲ見世物ニ出ス者」禁止。
1874 東京府知事布達「不具之物等見世物ニ差出」ことを禁止。
1877・12・10 『仙台新聞』に四郎の記事
1878・10・18 『仙台日々新聞』に四郎の記事
1881・6・23 『陸羽日々新聞』に四郎の記事
1884 高橋義男『日本人種改良論』優生学的な言説が注目を集める。
1885 福沢諭吉「日本婦人論」
1887 大日本私立衛生会「衛生参考品博覧会」開催。

1892（明治25） 花
は な の や

廼舎静枝著『大丸騒動綾
あやにしきみやこのはなぎぬ

錦都乃花衣』　大阪で出版。
1895・8・7 『奥羽日々新聞』に四郎の記事「同人が舞込めば商売が繁昌する」
1900 「福助足袋」商標へ。
1906～1912 この頃人種改良や優生学をめぐる議論が盛んになる。
大正初期頃 佐賀県伊万里郷土研究会会員が伊万里市でフクゴについて聞く①。

兵庫県氷上郡氷上町の回答者が祖母よりタカラゴ、フクムシについて聞く①。
1917（大正6） 仙台の写真屋、四郎の絵はがきを売り出す。「仙台四郎」と命名。
1925年頃 民俗学者武田明氏が香川県多度郡中田町でフクゴについて聞く①。
大正末期頃 徳之島郷土研究会会員が、徳之島本町亀徳在住の人から、この頃まで「知恵遅れ者」をフーグワ（福子）と呼

んでいたと聞かされる〔松山　2001〕。
1926年頃 回答者の母親が栃木県下都賀郡壬生町上田で、知恵遅れでよく働く人をオタカラと呼んでいるのを聞く①。
1928 柳田国男「笑の文学の起源」『中央公論』第43巻9号
1935（昭和10） 母子愛育会産育習俗調査。
1935～1945 広島県豊田郡在住の回答者が、母親から豊田郡本郷町でフクゴについて聞く①。

京都市中の町内でフクムシ、フクスケ、フクムスメということばを使っていたのを京都市在住の回答者が聞く
①。

1938年頃 尼崎市教育委員会勤務の回答者が兵庫県尼崎市園田地区で祖母よりフクムシの話を聞く①。
1939年 小島勝治が近畿地方の事例を基に「福子」を『浪華の鏡』4巻2号に発表〔小島　1984〕。
1939年頃 神戸市のある下駄屋に足のたたない、言葉の分からない子どもが生まれ、「障害」が分かったとたんに店が流

行り出し、この頃には界隈でも評判の店となる〔高田　1943〕。
1940年以前 大阪府堺市新家町で回答者がフクゴについて聞く①。

近畿文化会の会員が大阪市北区、奈良県大和郡山市でフクゴ、フクスケサンについて聞いていた①。
1940 柳田国男「たくらた考」『科学ペン』5-1号、科学ペン社「馬鹿は明治に入ってから、非常に流行した単語のや

うである」
国民優生法公布（1948年まで。）

1941 柳田国男「日本の言葉」『創元』創元社　　馬鹿についての考察。
1943 柳田国男「序」高田十朗『随筆民話』桑名文星堂　　柳田の序文
1945 優生保護法公布（1996年まで）。

柳田国男『笑の本願』自序〔12月〕「私の意見では、ヲコといふ言葉をやや粗暴にしたのが、此頃よく耳にす
るバカといふ一語だと思ふ。さうしてちゃうどこの母音変化した頃から、バカといふ語の内容も少しづゝかは
つて来て居るのである。出来ることならば其の意味を本に復して、人を楽しましめるといふ運動を一つの目標
として見たい」
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1945 西讃岐では「チョウチンゴやホッコ（白痴）」をフクゴといって大事にする〔和気周一「マエボトケとフクゴ」
『民間伝承』18巻1号〕。
仙台市在住の投稿者が別府のホテルで「障害」を持つ子を「家の宝」として大事に育てているのを見聞する。
経営難だったホテルはその子が生まれてから上向きになったという〔1992年11月8日『産経新聞』投書〕。

1945年頃まで 広島県世羅郡在住の回答者がタカラゴについて聞く①。
広島県呉市阿賀中央の回答者が「障害者が生まれた家は栄える」と聞く①。
秋田県中央児童相談所の職員がこの頃まで大館市の商家で「たからもの」「さじかりもの」と言っていたのを
聞く①。

1947（昭和22） 児童福祉法制定（18歳未満の障害児政策）。
柳田国男「ヲコの文学」『芸術』3号、八雲書店「ヲコがもと是ほどにも世を楽しくする技芸であったとすれば、
どうして又今日のような、人のいやがる馬鹿にまで成り下がつたらうかということが、愈々問題とならざるを
得ないであらうが、私には是を解決するちとばかりの用意がある。一言でいうならば、人生に余裕がなくなっ
たのである」
この頃よりも前に笹谷良造が、大和五条で「白痴が生まれると家が栄えるといっていやがらなかった」と聞く
〔笹谷良三「幸福をもたらす白痴」『民間伝承』17巻1号、1953年に掲載〕。

1949 児童福祉法制定。
1950 精神衛生法成立。

愛媛県新居浜市在住の回答者の家では、この年に亡くなった伯母をフクゴと呼んでいた①。
1952 優生保護法第3条「改正」「遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱」が、新たに断種対象に加えられる。

中絶の審査をする「地区優生保護審査会」を廃止し、中絶は全て指定医師の認定で可能になる。
「優生結婚相談所」の名称を「優生保護相談所」に変更し、都道府県等に設置を義務づけ、その費用国庫が補
助する。

1953 笹谷良造「幸福をもたらす白痴」〔『民間傳承』17巻5号〕が掲載される。
滋賀県高島郡本庄村では、盲目の子に「福がついている」と言った。また、鮫肌の子を占ってもらうと「福の
神がついている」と言われた〔橋本鉄雄『民間伝承』17巻7号〕。
山形県置賜地方では分家させられない兄弟姉妹を「宝オジ」「宝オバ」と呼んでいるという報告「宝おじと宝
おば」が掲載される〔武田清澄『民間伝承』17巻7号〕。

1955 月刊誌『福助世界』創刊〔木村　1994〕。
1957 昇地三郎『しいのみ学園』、福村出版。「郷里山口県岩国地方では、不具の子やばかの子ができるとその家は栄

える、そういった子は『家の宝』であると年寄りなどが言っている」。
1960 精神薄弱者福祉法制定。
1960年代 坪郷康、児童福祉に携わっていた頃に精神薄弱児の親から「福子」について聞く〔坪郷　1984〕。

広島県尾道市百鳥町の回答者が近所の人から寝たきりのわが子によって家が栄えると聞く①。
1965年 佐藤首相の私的諮問機関である社会開発懇談会は重度障害者の「大量収容施設」を各地に建設するコロニー構

想を唱える〔７月〕。
1965年頃 坪郷康、山口県萩市大島槌蔵氏より「福子」の伝承を聞く（大島氏は母堂より）〔坪郷　1984〕。
1965 「福助足袋」、商標を「フクスケ」へ〔木村　1994〕。
1967年以降 自治体や民間によって地方コロニーが建設される。
1970 心身障害者対策基本法公布。
1971 社会福祉施設緊急整備五か年計画実施、「重度障害者」の「大量収容施設」建設へ。
1972 「田舎（新潟県…引用者注）にいた頃」「村の小母さん」から「宝子」のことを聞いた〔『草の実』176号、7月

7日〕。
『草の実』176号の記事が「宝子と呼ぶこころ」と題して紹介される〔10月3日　朝日新聞（夕刊）「標的」欄〕。
娘がダウン症と分かった富山市在住の女性が、父親から「宝子」について書かれた朝日新聞の切り抜きを受け
取る〔1999年1月26日　朝日新聞（朝刊）〕。

1974 雑誌『愛護』知的障害者親の会の誌上座談会でノーマリゼーションということばが使われる〔花村　1994〕。
河野勝行氏が「福助」の説明の際に「いわゆる福子思想」について言及する〔河野　1974〕。

1975年頃 広島県豊田郡本郷町（現三原市）の回答者が実践倫理宏正会の会員より、障害のあるわが子を「家の宝」と言
われる。
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［マイノリティをめぐる「語彙」と「文脈」］……山田厳子

1980 渡部昇一『週刊文春』〔10月2日号〕に「劣悪遺伝子の子を生まないことは社会に対する神聖な義務」と書く。
大西巨人の反論〔『社会評論』29号〕。

1981 国際障害者年。芝正夫「福子思想」を『昔風と当世風』22号に発表。
「幸福をもたらす子に希望」と題して「宝子」についての投書が掲載される〔11月19日　朝日新聞（朝刊）「ひ
ととき」欄〕。

1983 西郊民俗談話会で芝正夫「福子の問題」を発表〔16日〕
芝正夫、福子・宝子のアンケートを実施〔2月初旬～3月初旬〕。
坪郷康、「福子」と類似の障害者観のアンケートを実施〔4月〕〔坪郷　1984〕大野智則、芝正夫両氏の著書『福
子の伝承─民俗学と地域福祉の接点から─』刊行〔7月〕。

1985 早稲田大学教授・養護学校校長が「神戸の友人」から聞いた「神戸の県会議員」の話として「福子」の伝聞を
『愛育』1月号に投稿。

1989 埼玉県南部地区で、障害者の社会参加の拠点を町中に造ることを目指す「福子センターをつくる会」発足〔1990
年7月6日　朝日新聞東京地方版、埼玉版〕。

1992 福助株式会社への要望、「社名変更ないしイメージチェンジ」（全国企業認識度調査『会社は評価される』毎日
新聞社広告局）〔木村　1994〕

1992・11・8 産経新聞「談話室」欄に別府市のＫホテル「家の宝」の紹介が掲載。
1993 「心身障害者対策基本法」改正「障害者基本法」へ。
1996 「優生保護法」改正「母体保護法」へ。

大野智也・芝正夫の『福子の伝承』のアンケート調査の回答によるものは①と付した。
聞き書きの資料は、聞いた時期が分かるものはそれに従って、年表に入れた。地名は、文献初出時のもので示し、現行の市町村名と
は異なるものもそのままにした。

註（
1
）　

芝
正
夫
遺
稿
集
刊
行
会
の
編
集
委
員
は
浅
野
均
、
津
山
正
幹
、
長
沢
利
明
の
各
氏
で
あ
る
。

（
2
）　

法
律
上
の
表
記
と
し
て
の
「
精
神
薄
弱
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
一
九
九
九
年
四
月
か
ら
「
知

的
障
害
」
へ
と
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
ば
の
孕
む
問
題
に
つ
い
て
は
玉
井
弘
幸
「
再
び
『
精

神
薄
弱
』
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
」『
発
達
』
二
〇
巻
八
〇
号
「
特
集　
『
精
神
薄
弱
』
か
ら
『
知

的
障
害
」
へ
」（
一
九
九
九
年
八
月　

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）　

古
々
路
の
会
は
一
九
七
三
年
一
月
一
五
日
に
会
誌
『
昔
風
と
当
世
風
』
創
刊
号
を
刊
行
し
て

い
る
。
芝
正
夫
の
遺
稿
集
は
、
こ
の
会
の
会
員
で
あ
る
津
山
正
幹
、
長
沢
利
明
ら
に
よ
っ
て
編

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
4
）　
「
父
親
が
娘
を
殺
す
話
」（
一
）
〜
（
六
）
を
『
昔
風
と
当
世
風
』
第
一
六
号
（
一
九
七
九
年
）

か
ら
第
二
七
号
（
一
九
八
二
年
）
ま
で
断
続
的
に
掲
載
。

（
5
）　

芝
正
夫
「
中
山
太
郎
著
『
日
本
民
俗
学
辞
典
』
の
復
刻
」『
昔
風
と
当
世
風
』
第
二
四
号
（
一

九
八
一
年
）

（
6
）　
「
精
神
薄
弱
の
子
を
持
つ
親
の
手
記
の
中
に
、
そ
の
子
を
指
し
て
『
福
子
』『
福
虫
』『
宝
子
』

な
ど
と
い
っ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
」
と
し
て
、
東
京
・
大
塚
養
護
学
校
桐
親
会
会
報
や
雑

誌
『
草
の
実
』
へ
の
投
稿
記
事
を
紹
介
し
て
い
る
〔
芝　

一
九
八
一
〕〔
山
田　

二
〇
〇
九
〕

（
7
）　

津
山
正
幹
「
福
祉
民
俗
学
の
夢
」〔
芝
正
夫
遺
稿
集
刊
行
会
編　

一
九
九
三
〕
二
〇
四
頁

（
8
）　

笹
谷
良
三
「
幸
福
を
齎
す
白
痴
」『
民
間
伝
承
』
一
七
巻
第
五
号
、
一
九
五
三
年　

一
一
頁

（
9
）　

柳
田
國
男
「
た
く
ら
た
考
」『
科
学
ペ
ン
』
五
巻
一
号
、
科
学
ペ
ン
社
、
一
九
四
〇
年
、『
柳

田
國
男
全
集
』
第
一
九
巻　

筑
摩
書
房　

一
九
九
九
年　

六
四
二
頁
。
同
様
の
表
現
は
、
一
九

二
八
年
「
笑
の
文
学
の
起
源
」（『
中
央
公
論
』
第
四
三
巻
第
九
号
、
中
央
公
論
社
、『
柳
田
國

男
全
集
』
第
一
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
六
七
頁
）
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

こ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
一
九
五
六
年
に
胎
児
性
水
俣
病
患
者
と
し
て
生
ま
れ
、
一
九
七
七
年
に

生
涯
を
終
え
た
上
村
智
子
さ
ん
を
母
親
が
「
宝
子
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ

る
。

　
　
　

写
真
家
の
ユ
ー
ジ
ン
・
ス
ミ
ス
が
一
九
七
一
年
に
撮
っ
た
「
入
浴
す
る
智
子
と
母
」
は
、
写

真
集
『M

IN
A
M

A
T
A

』
で
、
水
俣
を
象
徴
す
る
写
真
と
し
て
世
界
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
後
、「
宝
子
」
は
、
患
者
の
救
済
を
訴
え
る
運
動
に
お
い
て
は
、
胎
児
性
水
俣
病
患

者
を
さ
す
こ
と
ば
で
あ
る
と
同
時
に
生
命
を
慈
し
む
こ
と
ば
と
し
て
象
徴
的
に
使
わ
れ
た
。

　
　
　

上
村
さ
ん
が
「
宝
子
」
と
呼
ば
れ
た
背
景
は
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
〇
年
三
月
一
三
日
西
部

夕
刊
「
水
俣
病
『
宝
子
』
の
写
真
、ふ
び
ん
と
封
印　

撮
影
の
ス
ミ
ス
さ
ん
」
を
参
照
の
こ
と
。

（
11
）　

オ
ジ
、
オ
ジ
ボ
ウ
ズ
と
は
、
分
家
独
立
し
て
家
を
構
え
る
こ
と
が
な
く
、
一
生
を
生
家
で
送

る
、
次
三
男
の
こ
と
。
詳
細
は
本
文
に
後
述
。

（
12
）　

ノ
ー
マ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
は
、
障
害
者
に
、
す
べ
て
の
人
が
も
つ
通
常
の
生
活
を
送
る
権
利
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を
可
能
な
限
り
保
障
す
る
こ
と
を
目
標
に
社
会
福
祉
を
す
す
め
る
こ
と
。
デ
ン
マ
ー
ク
の
知
的

障
害
者
福
祉
の
取
り
組
み
か
ら
生
ま
れ
た
理
念
で
、
バ
ン
ク
・
ミ
ケ
ル
セ
ン
が
提
唱
し
た
〔
花

村　

一
九
九
四　

九
七
頁
〕。

　
　
　
「
わ
が
国
で
『
ノ
ー
マ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
』
と
い
う
語
が
文
献
等
に
初
め
て
み
ら
れ
た
の
は
、

お
そ
ら
く
一
九
七
四
年
の
『
愛
護
』
と
い
う
知
的
障
害
者
親
の
会
の
誌
上
座
談
会
か
ら
だ
ろ
う

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。」「
し
か
し
バ
ン
ク
＝
ミ
ケ
ル
セ
ン
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
八
年
に
、
彼

の
論
文"T

he Principle of N
orm

alization"

（
ノ
ー
マ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
原
理
）
を
四
国
学

院
の
中
園
康
夫
教
授
が
訳
し
、
そ
の
中
で
略
歴
を
紹
介
し
た
の
が
初
め
て
で
し
ょ
う
。」〔
花
村

　

一
九
九
四　

九
七
頁
〕

（
13
）　
「
河
北
新
報
」
は
東
北
六
県
を
発
行
エ
リ
ア
と
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
紙
。
発
行
部
数
は
朝
刊
が
約

四
九
万
部
、
夕
刊
が
約
一
〇
万
部
、
宮
城
県
内
で
の
シ
ェ
ア
は
約
六
八
％
（
二
〇
〇
八
年
三
月

一
日
現
在
）（「
河
北
新
報
」
Ｈ
Ｐ　

http://w
w
w
.kahoku.co.jp/com

/pg08.htm

　

二
〇

〇
九
年
一
二
月
四
日
検
索
）。

（
14
）　

一
八
七
七
年
（
明
治
二
〇
）
一
二
月
一
〇
日
号
の
『
仙
台
新
聞
』
が
初
出
の
、
仙
台
の
有
名

人
。
知
的
な
「
障
害
」
が
あ
る
が
、仙
台
の
人
々
に
厚
遇
さ
れ
、の
ち
に
福
の
神
と
さ
れ
た
〔
大

島　

一
九　

九
五
〕〔
清
水　

一
九
九
七
〕〔
山
田　

二
〇
〇
九
〕。

（
15
）　

坪
郷
康
が
一
九
八
三
年
に
全
日
本
精
神
薄
弱
児
育
成
会
一
九
〇
団
体
対
象
に
実
施
し
た
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
で
は
、二
一
例
を
「
福
子
」
と
そ
れ
に
類
似
す
る
事
例
と
認
め
て
い
る
。
坪
郷
は
、

こ
の
調
査
で
は
、「
障
害
の
あ
る
者
」
を
大
事
に
す
る
、
と
い
う
伝
承
と
受
け
取
れ
る
も
の
の

み
を
カ
ウ
ン
ト
し
て
い
る
〔
坪
郷　

一
九
八
三
〕。
ま
た
、
一
九
七
七
年
頃
か
ら
、
山
口
県
下

で
一
〇
〇
〇
名
を
対
象
に
面
接
調
査
・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
山
口
県
阿
武

地
方
と
萩
市
地
方
に
の
み
こ
れ
ら
の
「
伝
承
」
が
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
回
答
者
は
五
二
名
で

あ
っ
た
。
こ
の
調
査
の
結
果
か
ら
、
一
九
八
三
年
に
山
口
県
阿
武
地
方
、
阿
武
郡
連
合
婦
人
会

総
会
出
席
者
一
五
二
名
を
対
象
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
三
三
名
が
こ
の
伝

承
と
、
そ
れ
に
類
似
す
る
も
の
を
知
っ
て
い
た
と
い
う
〔
坪
郷　

一
九
八
三
〕。

（
16
）　

芝
は
、
商
家
と
「
福
子
」
の
結
び
つ
き
に
恵
比
須
信
仰
と
の
関
連
を
考
え
て
い
た
（
一
五
二

頁
）。

（
17
）　

説
話
伝
承
学
会
二
〇
〇
三
年
例
会
（
二
〇
〇
三
年
九
月
一
三
日
、
於
：
キ
ャ
ン
パ
ス
プ
ラ
ザ

京
都
）「
単
身
者
の
民
俗
│
新
し
い
『
福
子
』
論
に
向
け
て
│
」
発
表
後
の
ご
教
示
に
よ
る
。 

（
18
）　

日
本
国
語
大
辞
典
刊
行
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
、
第
八
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇

三
年

（
19
）　

平
上
ま
き
「
あ
る
母
と
娘
の
記
録
」
草
の
実
刊
行
会
編
『
草
の
実
』
一
七
六
号
、
一
九
七
二

年
七
月
七
日
、
三
一
頁

（
20
）　

岡
部
美
香
「《
優
生
結
婚
》
と
い
う
思
想
│
大
正
期
・
新
中
間
層
の
産
育
観
と
こ
れ
を
規
定

す
る
知
の
枠
組
み
に
つ
い
て
│
」、
高
木
雅
史
「
国
民
優
生
法
下
の
優
生
結
婚
│
「
結
婚
十
訓
」

を
め
ぐ
っ
て
│
」〔
藤
川　

二
〇
〇
八
〕

（
21
）　
〔
田
中　

一
九
九
七　

五
一
頁
〕
に
よ
る
「
差
別
語
」
の
定
義

参
考
文
献

荒
俣　

　

宏　
『
広
告
図
像
の
伝
説
』
平
凡
社 

、
一
九
八
九
年

粟
野　

邦
夫　
『
福
の
神
仙
台
四
郎
の
な
ぞ
』
ワ
ー
ド
ク
ラ
フ
ト
、
一
九
九
三

稲
田
浩
二
・
小
沢
俊
夫
編　
『
日
本
昔
話
通
観
』
一
六
巻
、
同
朋
舎
、
一
九
七
八
年

後
小
路　

薫　
「
近
世
説
話
の
位
相
│
鬼
策
債
譚
を
め
ぐ
っ
て
│
」
井
上
敏
幸
・
上
野
洋
三
・
西
田

耕
三
編
『
元
禄
文
学
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
世
界
思
想
社　

二
〇
〇
一
年

大
島　

建
彦　
「
仙
台
の
『
福
の
神
』」
西
郊
民
俗
談
話
会
編
・
発
行
『
西
郊
民
俗
』
一
五
三
号
、
一

九
九
五
年

大
野
明
子
編
著　
『
子
ど
も
を
選
ば
な
い
こ
と
を
選
ぶ
』
メ
デ
ィ
カ
出
版
、
二
〇
〇
三
年

大
野
智
也
・
芝
正
夫　
『
福
子
の
伝
承
│
民
俗
と
地
域
福
祉
の
接
点
か
ら
│
』
堺
屋
図
書
、
一
九
八

三
年

大
野
智
也
・
馬
場
一
雄　
「〈
対
談
〉
福
子
・
た
か
ら
子
」『
小
児
内
科
』
一
七
巻
四
号
、
東
京
医
学

社

大
室　

一
宏　
「
障
害
児
処
遇
に
関
す
る
民
俗
学
的
考
察
序
論
」『
近
畿
民
俗
』
一
一
九
号
、
一
九
八

九
年

奥
村　

寛
純　
「
大
文
字
屋
福
助
考
」
郷
土
玩
具
文
化
研
究
会
『
郷
土
玩
具
』
二
〇
号
、　

一
九
八
九

年

小
浜　

逸
郎　
『「
弱
者
」
と
は
だ
れ
か
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
選
書
、
一
九
九
六
年

恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　
『
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
第
一
法
規
出
版
会
、
一
九
七
五
年

鹿
野　

政
直　
「『
健
康
』
の
時
代
」『
朝
日
百
科
日
本
の
歴
史
別
冊　

歴
史
を
よ
み
な
お
す　

二
三

　

桃
太
郎
さ
が
し
│
健
康
観
の
近
代
』
一
九
九
五
年

鎌
田　

久
子　
「
異
端
の
民
俗
」『
悠
久
』
八
号
、
鶴
岡
八
幡
宮　

一
九
八
二
年

川
添　

　

裕　
『
江
戸
の
見
世
物
』
二
〇
〇
〇
年　

岩
波
書
店

木
村　

　

元　
「
商
神
『
福
助
』
の
心
性
史
的
考
察
│
障
害
児
教
育
史
へ
の
一
視
点
│
」
中
内
敏
夫

他
編
『
企
業
社
会
と
偏
差
値
』
藤
原
書
店
、
一
九
九
四
年

京
都
女
子
大
学
説
話
文
学
研
究
会
編
・
発
行　
『
美
方
・
村
岡
昔
話
集
』
一
九
七
〇
年

小
池　

淳
一　
「
町
・
職
人
・
統
計
│
小
島
勝
治
論
序
説
」
小
池
淳
一
編
『
民
俗
学
的
想
像
力
』
二

〇
〇
九
年
、
せ
り
か
書
房

香
西　

豊
子　
「『
福
子
』
の
誕
生
│
資
料
操
作
と
民
俗
│
」『
日
本
民
俗
学
』
二
二
〇
号
、
一
九
九

九
年

高
達
奈
緒
美　
「『
仏
頂
心
陀
羅
尼
経
』
の
な
か
の
討
債
鬼
説
話
」『
近
世
民
間
異
聞
怪
談
集
成
』
月

報
五
、
二
〇
〇
三
年
、
国
書
刊
行
会

古
河　

三
樹　
『
見
世
物
の
歴
史
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
〇
年
、『
図
説
庶
民
芸
能
│
江
戸
の
見
世
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［マイノリティをめぐる「語彙」と「文脈」］……山田厳子

物
』
と
改
題
、
新
版　

一
九
九
三
年

国
学
院
大
学
民
俗
文
化
研
究
会
Ｏ
Ｂ
有
志
編　
『
学
生
研
究
会
の
五
〇
年
│
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク

の
記
憶
と
記
録
│
』
国
学
院
大
学
説
話
研
究
会　

二
〇
〇
六
年

小
島　

勝
治　
「
福
子
」
一
九
三
九
年
『
統
計
文
化
論
集
Ⅲ
』
未
来
社
、
一
九
八
四
年

桜
田　

勝
徳　
『
桜
田
勝
徳
著
作
集
』
第
七
巻
「
未
刊
採
訪
記
Ⅱ
・
回
想
録
』
名
著
出
版
、　

一
九
八

二
年

澤
口　

正
胤　
「
日
本
足
袋
文
化
史
│
福
助
足
袋
の
由
来
と
現
況
」『
同
盟
時
報
』
同
盟
通
信
社
、
一

九
四
九
年
一
二
月
号

芝　
　

正
夫　
「
な
ぜ
『
福
子
』
な
の
か
│
民
俗
学
者
等
へ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
中
心
に
」
福
祉
教
育

研
究
会
編
『
わ
か
る
ふ
く
し
』
五
二
号
、
一
九
八
三
年

芝　
　

正
夫　
「
福
子
思
想
そ
の
他
│
精
神
薄
弱
者
と
民
俗
に
つ
い
て
の
覚
え
書
き
│
」
古
々
路
の

会
編
『
昔
風
と
当
世
風
』
二
二
号
、
一
九
八
一
年

芝
正
夫
遺
稿
集
刊
行
会
編　
『
父
親
が
娘
を
殺
す
話
│
女
人
犠
牲
譚
か
ら
福
祉
民
俗
学
へ
│
』
岩
田

書
院
、
一
九
九
三
年

清
水　

大
慈　
「
社
会
的
弱
者
の
聖
化
の
研
究
│
仙
台
四
郎
伝
承
の
発
生
と
展
開
を
中
心
と
し
て
│
」

『
日
本
民
俗
学
』
二
一
七
号
、
一
九
九
九
年

高
田　

十
朗　
『
随
筆
民
話
』
桑
名
文
星
堂
、
一
九
四
三
年

高
塚　

明
恵　
「
福
子
の
思
想
」
國
學
院
大
学
説
話
研
究
会
編
『
民
族
文
化
』
一
九
九
九
年
号
、
一

九
九
九
年

竹
内　

利
美　
「
奉
公
人
・
雇
い
人
・
徒
弟
」『
日
本
民
俗
学
大
系　

社
会
と
民
俗
Ⅱ
』
一
九
五
九
年

　

平
凡
社

武
田　

清
澄　
「
宝
オ
ジ
と
宝
オ
バ
」『
民
間
伝
承
』
一
七
巻
第
七
号
、
一
九
五
三
年

田
中　

克
彦　
「
差
別
語
入
門
」『
小
説T

RIPPER

』
一
九
九
七
年
秋
季
号
、
朝
日
新
聞
社

千
葉
徳
爾
・
大
津
忠
男　
『
間
引
き
と
水
子
│
子
育
て
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』
農
山
漁
村
文
化
協
会
、

一
九
八
三
年

堤　
　

邦
彦　
「
江
戸
怪
談
と
富
」
広
島
近
世
文
学
研
究
会
編
『
鯉
城
往
来
』
二
号
、
広
島
大
学
文

学
部
、
一
九
九
九
年

堤　
　

邦
彦　
「
経
済
営
為
と
因
果
応
報
譚
│
鬼
策
債
か
ら
『
こ
ん
な
晩
』
へ
」、「
胎
中
の
鬼
│
復

讐
す
る
子
供
た
ち
」
堤
邦
彦
『
江
戸
の
怪
異
譚
』
二
〇
〇
四
年
、
ぺ
り
か
ん
社

坪
郷　

　

康　
「
障
害
児
観
『
福
子
』
の
伝
承
」『
山
口
女
子
大
学
研
究
報
告
』
九
号
、
一
九
八
四
年

津
山　

正
幹　
「
芝
正
夫
の
業
績
」
法
政
大
学
人
類
学
研
究
会
編
『
法
政
人
類
学
』
四
八
号
、
一
九

九
一
年

津
山　

正
幹　
「
福
祉
民
俗
学
の
夢
」〔
芝
正
夫
遺
稿
集
刊
行
会　

一
九
九
三
〕

中
市　

謙
三　
『
野
辺
地
方
言
集
』
野
辺
地
町
方
言
を
語
る
会
、
一
九
九
九
年

生
瀬　

克
己　
『
障
害
者
と
差
別
語
│
健
常
者
へ
の
問
い
か
け
』
一
九
八
六
年
、
明
石
書
房

西
田　

耕
三　
「
縁
起
と
文
脈
」
日
本
文
学
協
会
編
・
発
行
『
日
本
文
学
』
七
号
、
二
〇
〇
六
年

日
本
国
語
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
８
巻　

小
学
館
、
二
〇
〇
三
年

野
沢　

謙
治　
「
写
真
に
撮
ら
れ
た
異
人
│
仙
台
の
『
し
ろ
ば
か
』
│
」『
日
本
民
俗
学
』
一
九
七
号
、

一
九
九
四
年

橋
本　

鉄
男　
「
盲
と
福
の
神
」『
民
間
伝
承
』
一
七
巻
七
号　

一
九
五
三
年

花
村　

春
樹　
『「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
父
」
Ｎ
・
Ｅ
・
バ
ン
ク
・
ミ
ケ
ル
セ
ン
│
そ
の
生
涯

と
思
想
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
四
年

藤
川
信
夫
編　
『
教
育
学
に
お
け
る
優
生
思
想
の
展
開
』
二
〇
〇
八
年　

勉
誠
出
版

藤
沢　

衛
彦　
『
明
治
風
俗
史　

下
』
一
九
四
二
年　

三
笠
書
房

町
田　

　

忍　
「
福
助
さ
ん
」
青
山
隆
史
『
開
運
！
招
福
縁
起
大
図
鑑
』
ワ
ー
ル
ド
マ
ガ
ジ
ン
社
、

一
九
九
七
年

松
木　

　

明　
『
弘
前
語
彙
』
弘
前
語
彙
刊
行
会
、
一
九
八
二
年

松
原　

洋
子　
「
日
本
│
戦
後
の
優
生
保
護
法
と
い
う
名
の
断
種
法
」
米
本
昌
平
ほ
か
編
『
優
生
学

と
人
間
社
会
』
講
談
社
現
代
新
書
、
二
〇
〇
〇
年

松
山　

光
秀　
「
シ
マ
の
諺
に
み
る
『
魂
』
の
系
譜
│
知
恵
遅
れ
者
の
場
合
を
通
し
て
│
」『
徳
之
島

郷
土
研
究
会
報
』
第
一
七
号
、
徳
之
島
郷
土
研
究
会　

二
〇
〇
一
年
一
二
月

民
俗
学
研
究
所
編　
『
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
』
第
1
巻
、
平
凡
社
、
一
九
五
五
年
ａ
、
第
２
巻
、
一

九
九
五
年
ｂ

柳
田　

國
男　
『
柳
田
國
男
全
集
』
第
一
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
九
年

山
懸
三
千
雄　
「
特
集
『
物
』
よ
り
心
の
時
代
を
迎
え
て　

私
か
ら
も
一
言　

福
子
の
思
想
」『
愛
育
』

五
〇
巻
一
号
、
一
九
八
五
年

山
田　

厳
子　
「
因
果
応
報
譚
の
な
か
の
子
ど
も
│
富
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
│
」『
紀
要
』
十
一
号

東
洋
大
学
附
属
牛
久
高
等
学
校
、
一
九
八
八
年

山
田　

厳
子　
「
子
ど
も
と
富
│
〈
異
常
児
〉
を
め
ぐ
る
〈
世
間
話
〉」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研

究
報
告
』
五
四
号
、
一
九
九
三
年

山
田　

厳
子　
「
見
世
物
の
ケ
ッ
カ
イ
」『
弘
前
大
学
国
語
国
文
学
』
二
四
号
、
弘
前
大
学
国
語
国
文

学
会
、
二
〇
〇
三
年

山
田　

厳
子　
「
民
俗
と
世
相
│
『
烏
滸
な
る
も
の
』
を
め
ぐ
っ
て
│
」
小
池
淳
一
編
『
民
俗
学
的

想
像
力
』
二
〇
〇
九
年
、
せ
り
か
書
房

和
気　

周
一　
「
マ
エ
ボ
ト
ケ
と
フ
ク
ゴ
」『
民
間
伝
承
』
一
八
巻
第
一
号
、
一
九
四
五
年

 

（
弘
前
大
学
人
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

 

（
二
〇
一
〇
年
七
月
二
六
日
受
付
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
三
〇
日
審
査
終
了
）
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The tradition of fukugo and takarago a child with disability brings the family a fortune was brought into 

folkloric discussion by Tomoya Ono and Masao Shiba. This “tradition” has hardly been described before their 

work. Therefore, on the occasion of the International Year of Disabled Persons in 1981, it was criticized as a 

“reinterpreted folklore.”

In the paper entitled “Folklore and Social Conditions : Over the word oko,” this paper argues that such 

“reinterpretation” of the word had already taken for granted parents of “children with disabilities” in 1970. Thus, 

we should rather discuss the change of recognition by which such a word became visible as a “tradition” and 

regarded as something worth mentioning.

This paper presents the background of the studies of Masao Shiba, who is one of the authors of the book. 

Shiba was a student member of the folklore society at Toyo University and took a job in the welfare of handicapped 

persons after graduation. He learned about the words fukugo and takarago from the notes of the parents of 

children with disabilities. While knowing the negative meaning of those words, he tried to resuscitate them as 

words that enable people with disabilities to live normally in local communities. As a result, he presented those 

words to people as “wisdom of people in the past” and “tradition.”

Next, this paper studies the context in which the words fukugo and takarago were placed before they were 

labeled as a person with disability. It shows that the words that gathered under the concept of a “person with 

disability” had the meaning of a “fool,” a “useless person,” and a “person who cannot be independent from 

parents,” and that they belonged to a different category from a “person with disability.”

By clarifying the above, this paper shows the following: [1] A figure（Masao Shiba）who used the framework 

of “tradition” and “folklore” strategically to attain his purpose became involved in the formation of the folkloric 

“knowledge”; [2] By the change of recognition over the “person with disability,” the words that belonged to a 

different category in the past lost their former context and were placed in a new context.

Key words: Vocabulary, Fukugo, Person with disability, Single person, Minority, New context

Vocabulary and Context of Minorities：Masao Shiba and Fukugo

YAMADA Itsuko


