
研
究
ノ
ー
ト

は
じ
め
に

　

こ
れ
ま
で
の
呪
い
や
唱
え
言
の
調
査
は
、
採
録
さ
れ
た
も
の
や
記
録
さ
れ
た
も
の

を
客
観
視
し
た
、
文
献
学
的
な
研
究
が
多
か
っ
た
。
呪
い
や
唱
え
言
の
現
場
に
立
ち

合
う
こ
と
が
、
な
か
な
か
容
易
で
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
原
因
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
よ
く
「
漁
師
は
漁
に
関
し
て
縁
起
を
か
つ
ぐ
」
と
言
わ
れ
る
が
、
そ

の
漁
村
に
お
い
て
数
多
く
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
基
づ
き
、
社
会
学
的
に
分
析
し
た

先
行
研
究
に
、
益
田
庄
三
の
『
漁
村
社
会
の
生
活
慣
習
』
が
あ
る
（
１
）。

た
だ
し
、
こ
の

方
法
か
ら
は
、
心
意
に
立
ち
入
っ
た
こ
と
ま
で
捉
え
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
あ
る
一
人
の
漁
師
の
中
で
呪
術
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
お
り
、
そ
れ

ら
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
主
に
言
葉
に
よ
る
呪
術
（「
唱

え
言
」）
を
通
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
、
そ
の
一
人
の
漁
師
で
あ
る
尾
形
栄
七
翁
（
一
九
〇
八
〜
一
九
九
七
）

の
こ
と
を
紹
介
し
、
父
親
の
長
吉
翁
か
ら
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
、
そ
の
伝
承
世
界

を
述
べ
て
み
る
（
２
）。

　

次
に
、
翁
が
育
っ
た
気
仙
沼
地
方
に
お
け
る
「
唱
え
言
」（
特
に
ホ
ウ
ゴ
ト
）
の

伝
承
状
況
と
、
そ
の
伝
承
者
に
つ
い
て
触
れ
て
み
る
。

　

そ
の
上
で
、
実
際
の
尾
形
栄
七
翁
の
伝
承
し
て
い
る
「
唱
え
言
」
の
検
証
を
試

る
。
さ
ら
に
、「
唱
え
言
」
と
い
う
概
念
を
よ
り
広
く
捉
え
て
お
く
た
め
に
、
気
仙

沼
地
方
で
小
正
月
の
晩
に
語
ら
れ
て
い
た
、
大
漁
を
呼
び
込
む
「
大
漁
話
」
に
つ
い

て
検
証
し
て
み
る
。

　

次
に
は
、
小
正
月
の
よ
う
な
特
別
な
機
会
を
除
く
と
、
一
般
的
に
は
こ
れ
か
ら
起

こ
る
こ
と
を
言
葉
に
出
し
て
予
測
す
る
こ
と
を
忌
む
「
前
カ
ド
の
禁
忌
」
に
つ
い
て

扱
う
。
禁
句
は
、
言
葉
の
も
つ
呪
力
の
裏
側
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。

「
前
カ
ド
の
禁
忌
」
を
許
さ
れ
て
い
る
の
が
巫
女
と
子
ど
も
で
あ
り
、
両
者
は
神
が

憑
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
巫
女
は
意
識
的
に
オ
フ
ナ
ダ
マ

（
お
船
霊
）
を
憑
か
せ
て
漁
を
占
い
、
子
ど
も
は
「
前
カ
ド
の
禁
忌
」
を
知
ら
ず
に

逆
に
無
意
識
的
に
言
葉
を
発
し
て
い
る
点
が
、
神
が
憑
い
て
い
る
と
周
囲
か
ら
思
わ

れ
て
い
る
。

川
島
秀
一

漁
師
の
呪
術
観　
宮
城
県
気
仙
沼
市
小
々
汐
、尾
形
栄
七
翁
の
伝
承
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次
の
「
陸
上
の
禁
忌
」
で
は
、
船
上
の
禁
忌
と
重
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
禁
句
だ

け
で
は
な
く
、
禁
じ
ら
れ
て
い
る
行
為
ま
で
含
め
て
考
え
て
み
た
い
。
特
に
宴
席
で

の
禁
忌
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
は
神
と
共
に
あ
る
空
間
と
し
て
捉
え
て
み
た
。

　

最
後
の
「
船
上
の
禁
忌
」
と
「
船
上
の
唱
え
言
」
で
は
、
オ
フ
ナ
ダ
マ
と
い
う
神

を
祀
る
船
上
に
お
け
る
禁
忌
と
船
上
で
の
唱
え
言
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
）
3
（

。
尾
形
栄
七
翁
の
伝
承
世
界

　

尾
形
栄
七
翁
は
、
明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）
に
宮
城
県
気
仙
沼
市
小
々
汐
の

ザ
ク
ミ
（
イ
ワ
シ
網
の
漁
労
長
）
の
家
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
小
々
汐
の
総
本

家
で
あ
る
「
大お
お

家い

」（
屋
号
名
）
の
第
一
別
家
で
あ
る
「
仁に
ん

屋や

」
が
そ
の
生
家
で
あ

る
。

　

気
仙
沼
湾
の
奥
、
東
岸
に
位
置
す
る
「
四し

ヶ
浜
」
と
呼
ば
れ
る
地
区
に
は
、
大

浦
・
小こ

ご々

汐し
お

・
二
ノ
浜
（
梶
ヶ
浦
）・
三
ノ
浜
（
鶴
ヶ
浦
）
と
い
う
四
つ
の
漁
村
が

あ
り
、
近
世
の
中
期
こ
ろ
か
ら
昭
和
時
代
の
初
期
ま
で
、
気
仙
沼
湾
内
の
イ
ワ
シ
の

船
曳
き
網
で
賑
わ
っ
た
。
そ
の
イ
ワ
シ
網
を
最
初
に
経
営
し
た
の
が
、
小
々
汐
の

「
大
家
」
で
あ
り
、
そ
の
網
の
こ
と
を
「
元も
と
あ
み網
」
と
呼
ん
だ
。
栄
七
翁
の
父
親
の
長

吉
翁
（
明
治
十
二
年
生
ま
れ
）
は
、
こ
の
「
元
網
」
を
支
え
た
名
だ
た
る
ザ
ク
ミ
で

あ
っ
た
。

　

気
仙
沼
湾
の
イ
ワ
シ
網
は
、
江
戸
時
代
か
ら
漁
期
が
「
夏
網
」
と
「
冬
網
」
と
に

分
か
れ
て
い
た
。
夏
網
で
捕
っ
た
イ
ワ
シ
は
主
に
カ
ツ
オ
漁
の
生い
き

餌え

と
し
て
利
用
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
延
宝
三
年
（
一
六
七
五
）
の
紀
州
か
ら
の
カ
ツ
オ
一
本
釣
り
の

漁
法
の
導
入
に
よ
っ
て
発
達
し
た
。
ま
た
、
冬
網
で
捕
っ
た
イ
ワ
シ
は
、
主
に
イ
ワ

シ
の
〆
粕
と
し
て
加
工
さ
れ
、
近
世
か
ら
気
仙
沼
や
仙
台
の
商
人
が
買
い
求
め
に
来

た
。
三
陸
沿
岸
の
漁
業
の
発
達
は
、
西
日
本
や
関
東
か
ら
の
漁
労
技
術
の
直
接
的
な

流
入
だ
け
で
な
く
、
関
東
や
関
西
な
ど
で
つ
く
ら
れ
た
綿
・
菜
種
・
藍
な
ど
の
魚
肥

と
し
て
〆
粕
が
大
量
に
買
い
求
め
ら
れ
続
け
た
こ
と
も
背
景
に
あ
っ
た
。
気
仙
沼
湾

の
イ
ワ
シ
網
も
、
昭
和
初
期
に
牡
蠣
の
養
殖
筏
が
海
面
に
並
ぶ
ま
で
、
延
々
と
続
け

ら
れ
て
き
た
漁
業
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
小
々
汐
で
生
ま
れ
育
っ
た
尾
形
栄
七
翁
が
伝
承
し
て
い
る
漁
労
技
術
か
ら
口

承
文
芸
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
は
、
父
親
の
長
吉
翁
か
ら
の
伝
承
で
あ
る
。
尾
形
長
吉

翁
（
一
八
七
九
〜
一
九
七
〇
）
は
、
長
之
助
（
栄
七
翁
の
祖
父
）
の
末
っ
子
と
し
て

生
ま
れ
た
た
め
に
、
年
の
離
れ
た
姉
の
亭
主
で
あ
る
長
之
丞
に
家
の
こ
と
を
任
せ
、

他
の
家
の
船
に
ば
か
り
乗
っ
て
、「
仁
屋
」
の
家
の
仕
事
を
し
な
か
っ
た
人
だ
っ
た

と
い
う
。
目
の
神
様
で
あ
る
「
お
不
動
様
か
ら
買
っ
て
き
た
よ
う
な
マ
ナ
ク
（
目
）」

の
持
主
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
魚
を
見
つ
け
る
に
マ
ナ
ク
が
明
る
く
、
十
八
歳
く

ら
い
で
「
大
家
」
の
ザ
ク
ミ
に
成
っ
た
。
そ
の
後
も
方
々
の
家
の
サ
メ
網
の
オ
ヤ
ジ

（
操
舵
長
）
な
ど
を
務
め
、
陸オ
カ

に
上
が
っ
て
か
ら
は
、
網
大
工
の
仕
事
に
あ
る
い
た
。

　

そ
の
た
め
に
、「
仁
屋
」
の
系
譜
は
「
長
之
助
↓
長
吉
↓
栄
七
」
と
続
き
な
が
ら

も
、
家
計
を
預
か
る
「
サ
イ
フ
モ
チ
（
財
布
持
ち
）」
の
役
目
は
「
長
之
助
↓
長
衛

門
↓
栄
七
」
と
譲
り
渡
し
た
。
長
衛
門
と
は
、
長
吉
の
姉
の
子
で
あ
り
、
伯
（
叔
）

父
や
兄
弟
や
従
兄
弟
な
ど
の
何
世
帯
も
が
同
居
し
て
い
た
当
時
の
漁
村
の
家
族
構

成
で
は
、
そ
れ
も
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
家
の
系
譜
と
実
際
の

サ
イ
フ
モ
チ
と
の
微
妙
な
ズ
レ
が
、「
仁
屋
」
に
お
け
る
長
吉
翁
の
特
異
な
位
置
を

は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
長
吉
翁
が
自
分
の
家
の
炉
端
で
座
る
位
置

は
、
主
人
の
座
る
ヨ
コ
ザ
で
は
な
く
、

客
が
座
る
オ
ト
コ
ザ
シ
キ
で
あ
っ
た

（
図
1
）。
そ
れ
は
、
長
吉
翁
が
老
年
に

な
っ
て
か
ら
、
他
の
世
帯
が
「
仁
屋
」

か
ら
独
立
し
て
別
家
に
な
り
、
誰
に
も

遠
慮
が
な
く
な
っ
て
か
ら
も
、
座
り
慣

れ
た
と
こ
ろ
が
良
か
っ
た
せ
い
か
、
最

後
ま
で
オ
ト
コ
ザ
シ
キ
を
離
れ
る
こ
と

が
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
長
吉
翁

オナゴザシキ

オトコザシキ

ヨ
コ
ザ

キ
ジ
リ

図 1　小々汐における炉端の呼称
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が
、自
分
の
家
に
い
な
が
ら
客
の
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、世
間
を
渡
り
あ
る

い
て
耳
に
止
め
た
数
多
く
の
話
を
「
仁
屋
」
の
炉
端
に
持
ち
運
ん
だ
わ
け
で
あ
っ
た
。

幼
い
栄
七
さ
ん
が
自
分
の
父
を
客
座
に
迎
え
な
が
ら
、そ
の
口
か
ら
次
々
に
出
る
面

白
い
話
を
、目
を
丸
く
し
て
聞
い
て
い
た
情
景
も
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

た
と
え
ば
、
長
吉
翁
は
、
主
に
ヨ
ナ
ベ
と
い
わ
れ
る
夜
業
の
と
き
に
昔
話
を
語
っ

て
き
か
せ
た
と
い
う
。
皿
貝
を
藁
で
つ
な
ぐ
仕
事
や
海
苔
の
青
い
部
分
を
選
ぶ
作
業

の
と
き
に
、
誰
か
が
眠
気
覚
ま
し
に
、「
ズ
ン
ツ
ァ
マ
（
爺
様
）、
話
の
一
つ
で
も
語

れ
や
!
」
と
声
を
か
け
る
と
、
オ
ト
コ
ザ
シ
キ
に
座
っ
て
俯
い
た
ま
ま
手
仕
事
を
し

て
い
た
長
吉
翁
は
、
ま
ず
、
昔
話
を
始
め
る
前
に
次
の
よ
う
な
口
上
を
述
べ
た
と
い

う
。　

上じ
ょ
うの

お
話
と
申
せ
ば
上
の
人
方
は
羽
織
袴
を
は
い
て
正
座
を
し
て
聞
く
よ

う
な
お
話
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
中ち
ゅ
うの

お
話
と
申
せ
ば
中ち
ゅ
う
び
と人の

人
た
ち
は
ま
た

座
っ
て
聞
く
よ
う
な
お
話
で
も
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
さ
ら
ば
下げ

の
お
話
と
申
せ
ば

下げ

げ下
ラ
下げ

左
衛
門
の
オ
ガ
ダ
（
奥
さ
ん
）
が
屋
根
の
上
か
ら
ズ
ボ
（
尻
）
出
し

て
、
ヘ
ラ
で
ズ
ボ
を
は
た
く
よ
う
な
、
ま
ず
い
お
話
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

ら
ば
今
か
ら
一
席
申
し
上
げ
ま
す
か
ら
よ
っ
く
聞
い
て
下
さ
い
。

　

続
い
て
語
ら
れ
る
昔
話
も
、
ヨ
ナ
ベ
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
家
族
た
ち
が
ク
ス
ク

ス
と
忍
び
笑
い
が
も
れ
て
、
次
第
に
堪
え
き
れ
ず
に
大
声
で
笑
う
よ
う
な
面
白
い
話

を
し
た
と
い
う
。「
仁
屋
」
と
い
う
家
は
昔
か
ら
笑
い
声
が
絶
え
な
い
明
る
い
家
庭

で
あ
っ
た
と
い
う
。
昼
間
で
も
長
吉
翁
の
語
る
笑
話
や
地
口
に
、
家
族
の
者
は
外
ま

で
聞
こ
え
る
よ
う
な
大
き
な
笑
い
声
を
上
げ
た
。「
仁
屋
の
家
の
前
を
通
る
と
、
ご

せ
や
い
だ
（
腹
を
立
て
て
い
る
）
者
も
、
も
ら
い
笑
い
を
す
る
」
と
、
村
の
者
は
そ

う
言
い
合
っ
た
と
い
う
。
笑
っ
て
暮
ら
す
家
に
は
必
ず
漁
が
授
か
る
と
い
う
言
い
伝

え
も
あ
っ
た
の
で
、
漁
家
で
あ
る
「
仁
屋
」
は
な
お
さ
ら
で
あ
っ
た
。

　

私
が
尾
形
栄
七
翁
に
会
っ
て
採
録
し
た
昔
話
の
す
べ
て
は
、
父
親
の
長
吉
翁
か
ら

の
伝
承
で
あ
る
。
昔
話
の
語
り
手
と
し
て
は
決
し
て
上
手
で
は
な
く
、
管
理
し
て
い

る
話
数
も
傑
出
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
昔
話
の
一
つ
一
つ
の
「
意

味
」
を
生
活
の
中
で
捉
え
て
い
る
点
が
、
質
的
に
優
れ
た
語
り
手
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
昔
話
の
総
数
は
四
十
八
話
で
、『
日
本
昔
話
大
成
』
に
よ
る
分
類
を
試
み
る

と
、
動
物
昔
話
八
話
・
本
格
昔
話
十
話
・
笑
話
十
七
話
・
大
成
外
十
三
話
で
あ
る
。

全
国
的
に
み
て
も
、
男
性
の
「
世
間
師
」
が
管
理
す
る
昔
話
の
特
徴
は
、
笑
話
が
占

め
る
割
合
が
圧
倒
的
に
高
い
こ
と
で
あ
る
が
、
長
吉
翁
か
ら
伝
え
ら
れ
た
栄
七
翁
の

昔
話
も
漁
師
を
職
業
と
す
る
一
種
の
「
世
間
師
」
と
し
て
例
外
で
は
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

　

ま
た
、
尾
形
長
吉
翁
は
「
仁
屋
」
の
中
だ
け
で
な
く
、
本
家
の
年
末
の
煤す
す

掃は

き
の

晩
に
行
な
わ
れ
る
「
豆
ま
き
の
由
来
」
の
昔
話
を
、
そ
の
当
日
に
本
家
の
炉
端
で
毎

年
語
っ
た
と
い
う
（
４
）。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
ハ
レ
の
日
の
昔
話
だ
け
で
な
く
、
平
日

に
も
「
大
家
」
に
通
い
続
け
て
昔
話
を
語
っ
た
一
時
期
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
太
平
洋

戦
争
の
こ
ろ
で
、
出
征
の
た
め
男
手
が
少
な
く
な
り
、
急
に
寂
し
く
な
っ
た
「
大

家
」
に
毎
晩
通
っ
て
、
女
た
ち
に
昔
話
を
聞
か
せ
続
け
た
と
い
う
。

　

さ
ら
に
、
長
吉
翁
の
話
術
は
、
現
実
の
生
活
に
お
い
て
も
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ

た
。
た
と
え
ば
、
旧
暦
の
三
月
三
日
は
ゴ
ゼ
ン
ア
ゲ
と
い
っ
て
、
気
仙
沼
湾
内
の
イ

ワ
シ
網
の
ザ
ク
ミ
と
船
頭
な
ど
が
、
一
年
に
一
度
、
近
隣
の
神
社
な
ど
を
持
ち
回
り

で
会
場
に
し
て
、
操
業
な
ど
の
取
り
決
め
を
協
議
し
た
慣
行
が
あ
っ
た
。
こ
の
日
は

ま
た
、
神
前
で
の
一
種
の
裁
判
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
こ
の
日
だ
け
は
過
去
一
年

間
の
揉
め
事
を
何
時
間
で
も
か
け
て
論
争
し
て
も
よ
く
、
逆
に
そ
の
後
の
実
際
の
漁

期
で
の
操
業
中
に
は
一
切
の
争
い
を
禁
止
さ
れ
た
。
同
じ
会
場
で
、
一
方
で
は
酒
を

呑
ん
で
笑
い
声
を
上
げ
て
お
り
、
他
の
片
隅
で
は
喧
嘩
腰
で
争
っ
て
い
る
様
子
を
指

し
て
、
気
仙
沼
地
方
で
は
、
似
た
よ
う
な
状
況
を
「
ゴ
ゼ
ン
ア
ゲ
の
よ
う
だ
」
と
い

う
タ
ト
エ
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
日
の
そ
れ
ぞ
れ
の
論
争
に
最
後
の
決
断
を
下

ろ
し
た
の
が
、
元
網
の
ザ
ク
ミ
で
あ
っ
た
尾
形
長
吉
翁
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
昔
は
「
大
家
」
に
対
し
て
村
の
者
が
失
礼
を
し
た
場
合
、
そ
の
仲
介
の
労

を
村
人
か
ら
頼
ま
れ
た
の
も
、
第
一
別
家
で
あ
る
「
仁
屋
」
の
爺
様
で
あ
っ
た
。
長
吉

翁
は
羽
織
袴
を
着
て
「
大
家
」
の
中
門
を
く
ぐ
っ
て
詫
び
を
入
れ
に
行
っ
た
と
い
う
。
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尾
形
長
吉
翁
は
呪
い
に
も
長
け
て
い
て
、
た
と
え
ば
蜂
の
巣
の
付
い
て
い
る
木
の

枝
を
、
唱
え
言
を
語
り
な
が
ら
折
っ
て
か
ら
、
蜂
に
刺
さ
れ
ず
に
手
に
持
っ
て
き
た

こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
長
吉
翁
は
、
イ
ワ
シ
網
の
ザ
ク
ミ
と
し
て
も
類
稀
な
る
人
物

で
あ
っ
た
が
、
以
前
の
考
え
か
た
で
は
、
卓
越
し
た
漁
労
技
術
の
背
後
に
、
こ
の
例

の
よ
う
な
超
自
然
的
な
力
を
想
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
、
尾
形
栄

七
翁
が
伝
承
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
「
唱
え
言
」
を
主
に
対
象
に
す
る
が
、
そ
の
ほ

か
の
禁
忌
や
呪
い
の
類
も
、
ほ
と
ん
ど
が
長
吉
翁
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
尾
形
栄
七
翁
か
ら
聞
い
た
昔
話
を
、
私
が
活
字
に
直
し
、
そ
の
印
刷

物
を
彼
に
渡
し
た
と
き
に
、
栄
七
翁
は
「
ズ
ン
ツ
ァ
マ
（
長
吉
翁
）
ば
か
り
、
い
い

こ
と
し
た
な
ぁ
」
と
語
っ
た
。
私
に
は
、
数
多
く
の
昔
話
を
教
え
て
く
れ
た
当
人
が

喜
ぶ
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
伝
承
の
無
私
性
」
と
も
呼
べ
る
よ
う

な
状
況
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
（
５
）。

　

尾
形
栄
七
翁
が
、
な
ぜ
に
長
吉
翁
を
自
分
の
父
親
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
尊
敬

し
、
そ
の
伝
え
て
き
た
も
の
を
忠
実
に
受
け
と
っ
た
の
か
は
、
単
に
父
親
が
話
術
に

す
ぐ
れ
て
い
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
尾
形
長
吉
翁
は
人
生
の
後
半
は
「
仁

屋
」
の
船
に
戻
っ
た
が
、
船
上
で
の
厳
し
い
生
活
を
、
側
で
つ
ぶ
さ
に
見
続
け
た
者

の
み
が
知
る
深
い
信
頼
感
が
、
父
か
ら
子
へ
の
伝
承
を
確
か
な
も
の
に
し
た
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
漁
師
と
し
て
の
親
子
の
共
同
作
業
の
場
こ
そ
が
、
そ
の
数
々
の
伝
承

を
支
え
た
基
盤
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

気
仙
沼
地
方
の
ホ
ウ
ゴ
ト
の
伝
承
状
況

　

尾
形
栄
七
翁
の
「
唱
え
言
」
の
伝
承
に
入
る
前
に
、
気
仙
沼
地
方
で
「
唱
え
言
」

が
ど
の
よ
う
な
伝
承
状
況
に
あ
る
の
か
、
特
に
ホ
ウ
ゴ
ト
と
そ
の
伝
承
者
の
関
わ
り

に
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

気
仙
沼
地
方
で
は
、
和
歌
の
形
式
で
「
ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
で
終
え
る
呪
い

言
葉
を
「
ホ
ウ
ゴ
ト
」
と
呼
ん
で
い
る
（
６
）。

他
人
に
は
家
族
で
あ
っ
て
も
教
え
て
は
い

け
な
い
も
の
と
し
て
い
る
の
で
、「
ヒ
ズ
ゴ
ト
」（
秘
密
の
言
葉
）
と
言
う
お
年
寄
り
も

い
る
。
誰
か
が
呪
い
を
し
て
い
る
と
き
に
、
な
に
く
わ
ぬ
顔
を
し
て
聞
き
耳
を
立
て

て
い
た
者
の
み
が
、
こ
の
ホ
ウ
ゴ
ト
の
す
ぐ
れ
た
伝
承
者
に
な
る
わ
け
で
あ
っ
た
。

　

特
別
に
和
歌
の
形
式
を
も
た
ず
、「
ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
で
も
終
え
な
い

呪
い
言
葉
の
方
は
「
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
」
と
呼
ば
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
以
上
の
よ
う
に
、
気
仙
沼
地
方
の
民
俗
語
彙
を
用
い
て
「
ホ
ウ
ゴ
ト
」
と
「
マ

ジ
ナ
イ
ゴ
ト
」
と
を
使
い
分
け
す
る
が
、
両
者
を
総
称
す
る
場
合
は
「
唱
え
言
」
と

い
う
、
一
般
的
な
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
そ
の
よ
う
な
ホ
ウ
ゴ
ト
が
ど
の
よ
う
な
職
種
の
者
か
ら
伝
わ
る
の
か
を
述

べ
て
お
き
た
い
。
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
尾
形
栄
七
翁
の
伝
承
か
ら
は
、
ホ
ウ
ゴ

ト
を
教
え
て
く
れ
た
直
接
の
伝
承
者
し
か
特
定
で
き
な
い
が
、
広
く
気
仙
沼
地
方
の

ホ
ウ
ゴ
ト
を
採
録
し
て
み
る
と
、「
六
部
」
の
よ
う
な
旅
の
宗
教
的
な
職
能
者
の
存

在
が
見
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
ホ
ウ
ゴ
ト
を
一
覧
し
て
み
た
の
が
、
表
１
で
あ

る
。

　

表
1
の
ホ
ウ
ゴ
ト
は
、
い
ず
れ
も
気
仙
沼
市
内
の
、
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
年
生

ま
れ
の
、
女
性
か
ら
の
伝
承
で
あ
る
。
①
は
馬
の
腹
を
さ
す
り
な
が
ら
、
②
は
ホ
ウ

ゴ
ト
を
唱
え
て
か
ら
火
傷
の
箇
所
に
息
を
吹
き
か
け
、
③
は
頬
や
耳
、
④
は
腹
を
な

で
な
が
ら
、
⑤
は
瘡
の
箇
所
を
薬
指
で
触
れ
な
が
ら
唱
え
た
後
に
薬
指
の
方
に
息
を

吹
き
か
け
る
と
い
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
ホ
ウ
ゴ
ト
を
唱
え
る
だ
け
で
な
く
、
指
を

使
っ
た
り
、
息
を
か
け
た
り
す
る
行
為
を
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
息
は

口
そ
の
も
の
に
関
わ
る
呪
力
で
あ
ろ
う
。
塩
で
口
を
清
め
て
か
ら
行
な
う
と
い
う
事

例
も
あ
る
。
六
部
は
お
そ
ら
く
、
ホ
ウ
ゴ
ト
の
詞
章
だ
け
で
な
く
、
呪
的
行
為
も
教

え
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
教
え
て
い
っ
た
理
由
も
、
①
か
ら
⑤
ま
で
一
律

に
、
六
部
を
泊
め
た
御
礼
と
し
て
授
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

　

同
様
の
事
例
を
挙
げ
れ
ば
、
気
仙
沼
市
大
島
の
崎
浜
の
村
上
清
太
郎
翁
（
明
治

二
十
六
年
生
ま
れ
）
家
は
、
六
部
や
お
遍
路
さ
ん
、
薬
売
り
な
ど
を
よ
く
泊
め
た
家

で
あ
っ
た
。
快
く
宿
を
提
供
し
た
家
の
た
め
、
ト
ウ
マ
エ
と
い
う
屋
号
名
が
あ
り
な

が
ら
、
近
辺
の
者
た
ち
は
「
正
直
屋
」
と
も
称
し
た
。
こ
の
よ
う
な
廻
国
師
が
村
上
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家
に
御
礼
と
し
て
お
不
動
さ
ま
の
仏
像
を
置
い
て
い
っ
た
り
、
ホ
ウ
ゴ
ト
を
教
え
て

い
っ
た
り
し
た
。
清
太
郎
翁
の
父
親
（
船
上
で
は
「
金
兵
衛
」、
陸オ
カ

で
は
「
十
兵
衛
」

と
い
う
二
つ
の
名
前
が
あ
っ
た
）
は
、
多
く
の
ホ
ウ
ゴ
ト
を
知
っ
て
い
た
た
め
に
、

近
所
で
困
り
事
が
あ
る
と
必
ず
ト
ウ
マ
エ
に
頼
ん
だ
と
い
う
。

　

た
と
え
ば
、
こ
れ
は
清
太
郎
翁
が
実
見
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
あ
る
と
き
、
木
挽

き
が
メ
ダ
カ
カ
レ
イ
の
骨
を
喉
に
刺
し
た
の
で
父
親
の
十
兵
衛
翁
に
頼
み
に
き
た
。

十
兵
衛
翁
は
茶
碗
に
井
戸
の
水
を
入
れ
て
、
次
の
よ
う
な
ホ
ウ
ゴ
ト
に
少
し
節
を
付

け
て
唱
え
た
。「
天
竺
の
大
蛇
ヶ
池
の
ウ
ノ
ド
リ
は　

喉
に
立
て
た
る
タ
イ
の
骨　

は
や
抜
け
た
ま
え
伊
勢
の
大
神　

ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ　

〳
　〵

〳
〵
」。
そ

の
後
、
お
箸
を
持
っ
て
茶
碗
の
水
の
上
に
一
筆
書
き
で
「
申
」
の
字
を
書
い
て
か

ら
、
そ
の
水
を
木
挽
き
に
三
口
で
呑
む
よ
う
に
言
っ
て
、
茶
碗
を
渡
し
た
。
呑
み
終

え
て
か
ら
、
エ
ン
エ
ン
と
二
〜
三
回
咳
が
出
る
の
で
庭
に
出
る
と
、
間
も
な
く
骨
が

口
か
ら
出
て
き
た
。
不
思
議
な
こ
と
も
あ
る
も
の
だ
、
と
清
太
郎
翁
は
述
懐
し
て
い

る
。

　

以
上
の
例
の
よ
う
に
、
特
に
ホ
ウ
ゴ
ト
は
六
部
な
ど
の
よ
う
な
宗
教
的
な
職
能
者

が
伝
え
た
よ
う
で
あ
る
が
、
一
方
の
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
に
関
し
て
は
、
そ
の
伝
承
経
路

が
不
明
な
こ
と
の
ほ
う
が
多
い
。

マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
と「
拍
子
」

　

そ
れ
で
は
、
尾
形
栄
七
翁
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
「
ホ
ウ
ゴ
ト
」
や
「
マ
ジ
ナ

イ
ゴ
ト
」
を
伝
承
し
て
い
る
か
を
一
覧
表
に
し
て
お
く
（
表
2
）。

　

栄
七
翁
は
、
何
世
代
も
同
居
し
て
い
た
大
家
族
に
育
っ
た
た
め
に
、
多
く
の
家
族

か
ら
ホ
ウ
ゴ
ト
を
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
父
親
の
長
吉
翁
か
ら
は
、「
キ
ツ
ネ
に
だ
ま

さ
れ
な
い
た
め
の
ウ
タ
」
と
か
「
犬
に
啼
か
れ
た
と
き
の
ホ
ウ
ゴ
ト
」
と
い
う
表
現

で
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

母
親
の
お
ち
よ
嫗
か
ら
は
、
悪
い
夢
を
見
た
と
き
や
、
目
に
ゴ
ミ
が
入
っ
た
と

き
、
夜
糞
を
止
め
る
と
き
の
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
な
ど
を
教
え
ら
れ
た
が
、
お
そ
ら
く

表 1　六部から伝えられたホウゴトの一覧表（宮城県気仙沼市）

伝承者 唱えるときの状況 唱えごとの詞章

①六部→舅→

馬の腹病み藤田つたの嫗 大阪や坂の真中で鯖一匹呉れん馬の腹病む…

（明治41年生） （下の句は採録拒否のため不明）

②六部→姑→

火事や火傷のとき 霜柱　氷の梁に雪の桁　雨の垂木に露の葺き草畠山はじめ嫗

（明治31年生）

③六部→母→
歯痛やカラミミ（耳の病気）

のとき 八十島山の小松塚　たどらば祈る　ことのはのねじ小松きくの嫗

（明治38年生）

④　六部→　

難産のとき ありがたや肌に締めたる岩田帯　仏の利益　易く安産千葉としみ嫗

（明治30年生）

⑤　六部→　

瘡のできたとき 水も無し　水も溜まらぬこの里に　汝の草は　なぜ宿るらん村上ふみこ嫗

（大正3年生）
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栄
七
翁
の
幼
い
こ
ろ
に
、
そ
の
よ
う
な
状

況
に
至
り
、
母
親
と
し
て
対
応
し
た
と
き

に
知
り
得
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
ま
た
、
戸
外
の
仕
事
を
好
ん
だ
の

で
、「
ヘ
ビ
除
け
の
呪
い
言
葉
」
も
二
種

伝
え
て
い
る
（
７
）。

　

家
の
中
の
仕
事
を
中
心
に
な
っ
て
働
い

た
伯
母
の
は
つ
の
嫗
は
、
柿
の
シ
ブ
を
取

る
と
き
や
味
噌
を
あ
わ
せ
る
と
き
に
、
よ

く
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
を
つ
ぶ
や
い
た
と
い

う
。
そ
の
夫
の
長
之
丞
翁
は
馬
の
好
き
な

人
だ
っ
た
の
で
、「
馬
ッ
コ
の
腹
病
み
」

の
と
き
の
ご
祈
祷
の
言
葉
を
知
っ
て
い

た
。
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
生
活
に
必
要
な

ホ
ウ
ゴ
ト
や
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
を
身
に
付
け

て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
図
2
）。
前
述
し

た
よ
う
に
、
伝
承
経
路
が
不
明
な
唱
え
言

は
、「
ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
が
付

か
な
い
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
が
多
く
、
逆
に
当

時
こ
の
地
方
に
住
む
者
な
ら
ば
、
誰
も
が

唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
知
れ
わ
た
っ
た
詞

章
と
思
わ
れ
る
。

　

特
異
な
の
は
、
本
家
の
お
婆
さ
ん
か
ら

聞
い
た
と
い
う
「
ニ
ワ
ト
リ
の
宵
鳴
き
」

に
対
す
る
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
で
あ
る
（
８
）。

そ
れ

は
栄
七
翁
が
偶
然
に
耳
に
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
伝
承
状
況
も
伝
え
て
い
る
。
栄

表2　尾形栄七翁における「唱え言」の伝承の一覧表

伝承者 唱えるときの状況 唱えごとの詞章

尾形長吉（父） キツネにだまされないため 春トオカ　夏はアオサカ　秋イナリ　冬のキツネと誰
が言うらん　アブラウンケンソワカー　

〵 〳

　

〵 〳

犬に啼かれたとき 空海はカゲ（蔭）を忘れたか　カゲスはここに 
アブラウンケンソワカー　

〵 〳

　

〵 〳

アバダ（無風地帯）に入った
ときに風を呼ぶとき

ダンマ（牝馬）のションベン（小便）　尻から　尻から

尾形ちよ（母） 針を無くしたとき 日陰のビリクソ干し菜ッパ　モササの中の笹モサヨ 
アブラウンケンソワカー　

〵 〳

　

〵 〳

悪い夢を見たとき 天竺の南天の下　バクに上げす　良い夢ばわしに下は
らせ

目にゴミが入ったとき 天竺のお婆さん　マナク（目）のモノ取ってけらいん

夜糞を止めるとき 夜糞どん夜糞どん　昼間はいいども　夜来っすなや

ヘビ除け 花ビシ善兵衛のお通りだ

ヘビよヘビよ　鉈と鎌　持ってきたぞ

尾形はつの（伯母） 柿のシブをとるとき 渋柿シンジョウ死んだとさ　甘柿後家に入ったとや 
アブラウンケンソワカー　

〵 〳

　

〵 〳

二番味噌をあわせるとき 月の晦日は変われども　いつも変わらぬ味噌の味

尾形長之丞（伯父） 馬の腹病み 大坂や小坂の坂の坂下で　駒が腹病み　（以下不明）

本家のお婆さん ニワトリが夜に泣いたとき ニワトリは悪に鳴かずに良い（宵）に鳴く

伝承経路不明 欠けた歯を納めるとき 俺歯今おえろ　ネズミの歯おえろ

新しい下駄をおろすとき いい道　履くように

川に小便をするとき 長病みしないように

耳に水が入ったとき ナンゾ　ナンゾ　カンナンゾ　耳の水取ってけろ

イボを他に移すとき イボイボ三途の川を渡れ

ホオズキを膨らませるとき 根ッコの抜けるホオズキ

風をおとすとき 風　風　とえろ　トエマの穴さ

子どもが転んだとき 赤い馬ッコ　赤い馬ッコ
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七
翁
が
本
家
に
い
た
と
き
の
、
あ
る

夜
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
外
で
ニ
ワ

ト
リ
が
鳴
く
声
が
聞
こ
え
た
そ
う
で

あ
る
。「
ニ
ワ
ト
リ
の
宵
鳴
き
」
は

縁
起
の
悪
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
の

で
、
本
家
の
お
婆
さ
ん
が
即
座
に

「
ニ
ワ
ト
リ
は
悪
に
鳴
か
ず
に
良
い

（
宵
）
に
鳴
く
」
と
声
を
出
し
て
ウ

タ
を
詠
ん
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
使
わ

れ
て
い
る
ウ
タ
と
い
う
言
葉
は
、
ふ
り
か
か
ろ
う
と
す
る
災
難
を
祓
う
、
呪
い
と
し

て
の
ウ
タ
で
あ
り
、
情
景
や
情
感
を
詠
も
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

　

こ
の
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
は
個
人
的
な
発
意
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
が
、

こ
の
よ
う
な
ウ
タ
を
詠
む
こ
と
を
、
尾
形
栄
七
翁
は
「
拍
子
を
付
け
る
」
と
か
「
モ

ノ
を
拍
す
」、「
拍
子
モ
ノ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、
日
常
的
な
言
語
で
は
な

く
、
そ
れ
に
「
拍
子
」
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
呪
術
性
を
獲
得
し
、
目
前
の
困

難
な
状
況
を
変
え
て
、
そ
こ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
拍
子
」
の
例
に
つ
い
て
、
尾
形
栄
七
翁
は
次
の
よ
う
な
世
間
話
で
伝
え
て

い
る
。世

間 

話
1　

立
っ
て
た
エ
ビ
ス
様
を
売
り
さ
持
っ
て
来
た
ん
だ
ど
っ
さ
。
そ

う
し
た
れ
ば
、「
立
っ
て
た
エ
ビ
ス
様
、
見
た
こ
と
ね
ぇ
」
と
言
っ
た

ど
。「
オ
エ
ビ
ス
様
は
岩
の
上
さ
、
ね
ま
っ
て
（
座
っ
て
）
釣
り
を
や
っ

て
る
も
ん
だ
。
ど
こ
に
立
っ
て
た
エ
ビ
ス
様
あ
る
も
ん
だ
」
と
言
っ
た
れ

ば
、「
ナ
ニ
こ
の
人
知
ら
ね
こ
と
語
ん
な
」
と
言
っ
た
っ
つ
ぁ
。「
何
と
語

る
？
」
と
言
っ
た
れ
ば
、「
立
ち
エ
ビ
ス　

こ
の
家
見
か
け
て
来
た
エ
ビ

ス　

浜
は
大
漁　

オ
カ
は
満
作
」
っ
て
言
っ
た
っ
つ
。
そ
ん
で
買
っ
て
も

ら
っ
た
っ
つ
。

世
間 

話
2　

二
日
の
初
夢
に
夢
見
た
ん
だ
ど
。
そ
う
し
た
ら
ね
、
一
人
の
人

は
「
夕
べ
夢
に
見
た
の
に
、
オ
ラ
イ
の
家
を
貧
乏
の
神
に
と
り
ま
か
れ

て
し
ま
っ
た
ど
こ
、
ク
サ
レ
夢
見
た
」
と
言
っ
た
ど
。
そ
う
し
た
れ
ば
、

「
ナ
ニ
そ
い
っ
つ
ぁ
、
い
い
ご
っ
た
。
こ
の
ぐ
れ
、
い
い
こ
と
ね
え
べ
っ

ち
ゃ
」
と
言
っ
た
っ
つ
。「
な
し
て
や
？
」
と
言
っ
た
れ
ば
、「
ナ
ニ
、
オ

メ
語
る
、〈
貧
乏
の
神
が
と
り
ま
い
て
…
〉、「
あ
ど
は
？
」
と
言
っ
た
ら

ば
、〈
福
の
神
の
出
ど
こ
ろ
な
し
〉」
っ
て
言
っ
た
っ
て
（
９
）。

　

こ
の
二
つ
の
話
は
、
い
ず
れ
も
、
気
に
な
る
こ
と
は
人
に
語
ら
な
い
で
心
の
中

に
入
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
を
発
端
に
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
こ
れ
ら
の
話

は
、
口
に
し
て
か
ら
、
良
い
「
拍
子
」
を
付
け
て
も
ら
っ
た
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
尾
形
栄
七
翁
の
実
際
の
語
り
に
お
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
世
間
話
の
傍
線
部
分

で
は
節
を
幾
分
付
け
て
、
地
の
語
り
と
区
別
を
し
て
い
る
。
誰
か
に
良
い
「
拍
子
」

を
付
け
て
も
ら
え
さ
え
す
れ
ば
縁
起
の
悪
い
こ
と
も
良
い
結
果
を
生
む
こ
と
を
そ
れ

は
伝
え
て
い
る
。
本
家
の
お
婆
さ
ん
が
「
ニ
ワ
ト
リ
の
宵
鳴
き
」
に
行
な
っ
た
マ
ジ

ナ
イ
ゴ
ト
も
同
じ
論
理
で
あ
り
、
他
人
に
「
拍
さ
れ
る
」
の
で
は
な
く
、
た
だ
彼
女

自
身
が
ウ
タ
を
詠
ん
だ
こ
と
が
相
違
し
て
い
る
。

　
「
拍
子
を
付
け
る
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま

ず
、
そ
の
形
態
か
ら
述
べ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
、
ウ
タ
の
型
式
を
備
え
る
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
そ
の
言
葉
が
た
と
え
ば
、「
悪
に
鳴
か
ず
に
良
い
（
宵
）
に
鳴
く
」
と
か

「
福
の
神
の
出
ど
こ
ろ
な
し
」
の
「
鳴
か
ず
に
」
と
か
「
出
ど
こ
ろ
な
し
」
の
よ
う

に
、
日
常
的
な
言
語
と
は
違
う
「
文
語
」
あ
る
い
は
「
書
き
言
葉
」
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
一
時
代
ま
で
の
言
語
生
活
に
は
、
方
言
と
共
通
語
だ
け
で
な
く
、

「
文
語
」
も
口
頭
世
界
の
中
で
実
際
に
語
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る）10
（

。

　

ま
た
「
拍
子
を
付
け
る
」
と
い
う
意
味
か
ら
述
べ
れ
ば
、
縁
起
の
良
い
言
葉
に
変

換
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
も
大
き
な
役
割
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、「
仁
屋
」
の
第

五
漁
栄
丸
が
船
下
ろ
し
を
し
て
か
ら
初
め
て
金
華
山
へ
行
く
と
き
に
、
シ
ン
セ
キ
の

妊
婦
も
連
れ
て
い
っ
て
く
れ
と
、
頼
ま
れ
た
。「
仁
屋
」
で
は
「
孕
ん
だ
人
」
を
神

尾
形
弥
惣
兵
衛

長
吉

ち
よ

は
つ
の

長
之
丞

留
之
進

栄
七

長
衛
門

図2　尾形栄七翁の伝承家系図
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様
参
詣
に
連
れ
て
い
っ
た
ら
い
い
も
の
か
ど
う
か
、
た
め
ら
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ

の
妊
婦
の
父
親
が
「
何
で
悪
い
。
孕
ん
だ
人
は
〈
満
船
〉
と
言
っ
て
縁
起
い
い
も
ん

だ
。
子
を
な
し
た
と
き
は
悪
い
け
ん
と
も
入
っ
て
い
る
と
き
は
い
い
も
ん
だ
」
と
拍

し
て
く
れ
た
の
で
実
行
し
た
。
そ
の
年
は
、
や
は
り
大
漁
だ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
「
仁
屋
」（
尾
形
栄
七
家
）
で
は
、
次
の
よ
う
な
出
来
事
も
あ
っ
た
。

　

オ
ラ
の
家
に
い
だ
留
五
郎
っ
つ
爺
様
、
ワ
ラ
ス
（
子
供
）
の
と
き
、
風
邪
ひ

い
た
ん
だ
か
、
ハ
シ
カ
上
が
り
だ
と
か
な
ん
だ
と
か
っ
て
、
ぶ
ら
ぶ
ら
っ
て

ね
、
な
か
な
か
治
ん
ね
が
っ
た
ど
っ
さ
。
そ
う
し
た
れ
ば
、
こ
こ
（
小
々
汐
）

さ
ね
、
こ
こ
の
堰
の
尻
（
出
口
）
さ
、
カ
ツ
オ
が
グ
ー
ッ
と
突
き
上
げ
て
き
た

ん
だ
と
。
そ
い
づ
、
オ
ラ
の
長
之
丞
っ
つ
爺
様
が
拾
っ
た
ん
だ
ど
。「
こ
れ
!

俺
、
カ
ツ
オ
拾
っ
て
き
た
。
こ
れ
で
留
（
留
五
郎
）
が
治
る
し
、
オ
ラ
の
家
、

良
く
な
っ
か
ら
」
っ
て
言
っ
た
っ
け
、
留
五
郎
爺
様
が
治
っ
た
っ
た
っ
て
よ
。

そ
い
づ
「
寄
り
物
」
っ
て
言
う
ん
だ
。
迷
っ
て
き
た
も
ん
だ
っ
て
。
そ
う
い
う

ご
と
は
、
い
い
ご
と
な
ん
だ
ど
っ
さ）11
（

。

　

こ
の
話
の
場
合
で
も
、「
寄
り
物
」
が
運
を
授
け
る
と
い
う
伝
承
を
基
と
し
て
い

て
も
、
長
之
丞
が
口
に
出
し
て
語
り
、
良
い
「
拍
子
」
を
付
け
た
こ
と
が
良
い
結
果

を
生
ん
だ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
拍
子
を
付
け
ら
れ
た
ウ
タ
や
夢
の
例
と
は
逆
に
、
ホ
ウ
ゴ
ト
が
な
ぜ
他

へ
教
え
て
は
い
け
な
い
か
と
い
う
と
、
一
般
的
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
利
己
的
な

理
由
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
尾
形
栄
七
翁
に
よ
る
と
、
ホ
ウ
ゴ
ト
を
他
人
に
語
っ

た
と
き
に
、
そ
の
こ
と
を
悪
口
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
っ
て
卑
下
さ
れ
る
と
、
そ
の
ホ

ウ
ゴ
ト
自
体
の
効
力
が
な
く
な
る
た
め
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
夢
」
に
対
す
る

の
と
同
様
で
あ
り
、
他
人
に
夢
の
内
容
を
語
っ
た
と
き
に
、
人
か
ら
悪
く
「
拍
子
」

を
付
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
に
、
良
い
夢
で
も
悪
い
夢
で
も
語
ら
な
い
の
が
本

意
と
さ
れ
て
い
る
。

小
正
月
の
大
漁
話

　

ホ
ウ
ゴ
ト
の
よ
う
に
直
近
の
出
来
事
に
対
し
て
、
言
葉
の
呪
力
で
も
っ
て
効
果
を

上
げ
る
の
で
は
な
く
、
今
後
の
時
間
（
一
年
間
）
に
対
し
て
、
言
葉
に
よ
っ
て
変
え

よ
う
と
す
る
機
会
が
漁
村
に
は
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
時
間
と
場
所
が
特
定
さ
れ
、
小

正
月
（
正
月
十
五
日
）
の
晩
の
、
神
様
を
祀
っ
て
い
る
オ
ガ
ミ
と
呼
ば
れ
る
部
屋
に

限
ら
れ
て
く
る
。

　

気
仙
沼
地
方
で
は
、
漁
村
に
か
ぎ
ら
ず
、
小
正
月
に
は
モ
ノ
マ
ネ
と
呼
ば
れ
る
、

そ
の
年
の
豊
作
や
豊
漁
を
招
く
、
あ
る
い
は
神
に
そ
れ
ら
を
約
束
さ
せ
る
行
事
が

あ
っ
た
。
漁
村
の
場
合
は
、
網
元
や
船
主
の
家
の
オ
ガ
ミ
に
、
親
類
や
乗
組
員
が

集
っ
て
、
大
漁
の
と
き
の
物
真
似
を
す
る）12
（

。
こ
の
日
に
、
言
葉
を
用
い
て
大
漁
の
と

き
の
再
現
を
す
る
こ
と
で
、
実
際
の
、
一
年
中
の
大
漁
を
招
こ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。

　

た
と
え
ば
、
実
際
に
大
漁
だ
っ
た
と
き
に
は
、
船
上
で
「
大
漁
唄
い
込
み
」
と
呼

ば
れ
る
唄
を
歌
い
な
が
ら
入
港
し
て
く
る
こ
と
が
、
一
昔
前
ま
で
は
行
な
わ
れ
て
い

た
が
、
小
正
月
の
晩
は
、
同
じ
唄
を
座
敷
で
歌
い
、
そ
の
唄
が
終
わ
る
と
、
船
の
着

岸
の
様
子
ま
で
言
葉
で
語
り
合
っ
た
。
小
々
汐
で
の
ス
ル
メ
（
イ
カ
）
釣
り
漁
の
場

合
は
、「
あ
あ
、
や
ん
べ
だ
っ
た
ね
（
ち
ょ
う
ど
良
か
っ
た
ね
）。
ス
ル
メ
満
船
だ
っ

た
。
沖
で
は
凍
み
大
根
い
っ
ぺ
え
流
し
た
よ
う
で
見
果
て
見
え
ね
か
っ
た
。
百
バ
ン

ジ
ョ
ウ
（
カ
ゴ
）
二
百
バ
ン
ジ
ョ
ウ
釣
っ
て
き
た
」
な
ど
と
、
で
き
る
だ
け
大
げ
さ

に
語
る
。

　

そ
れ
が
実
際
に
過
去
に
あ
っ
た
大
漁
の
と
き
を
故
意
に
表
現
す
る
場
合
も
あ
る
。

た
と
え
ば
、
小
々
汐
の
「
大
家
」
で
は
、
約
五
十
年
前
に
、「
位イ

牌ヘ
エ
畑
（
地
名
）
大

漁
」
と
今
で
も
語
ら
れ
る
大
漁
を
し
て
、
そ
の
と
き
の
大
漁
の
カ
ン
バ
ン
（
記
念
）

に
屋
根
を
葺
き
替
え
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
小
正
月
の
晩
に
は
、
そ
の

大
漁
の
様
子
を
故
意
に
再
現
し
て
、「
や
ぁ
や
ぁ
、
や
ん
べ
だ
っ
た
な
あ
、
オ
レ
、

お
か
げ
さ
ま
で
屋
根
も
葺
い
た
し
、
あ
ん
な
イ
ワ
シ
見
た
こ
と
ご
わ
せ
ん
」
な
ど
と
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語
っ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
を
契
機
に
「
位
牌
畑
大
漁
」
の
話
が
始
ま
る
。

　
「
位
牌
畑
大
漁
」
で
は
、
イ
ワ
シ
の
群
れ
が
重
な
っ
て
き
て
、
棹
竹
を
挿
し
て
も

転
ば
な
か
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
海
の
底
か
ら
イ
ワ
シ
が
浮
き
上
が
る
様
子
は
、
ま

る
で
天
か
ら
降
る
雪
を
仰
ぎ
見
る
よ
う
だ
っ
た
と
漁
師
た
ち
は
語
り
伝
え
た
。
こ
れ

ら
の
話
は
主
に
小
正
月
に
語
ら
れ
た
た
め
に
、
多
少
、
大
話
に
近
く
、
大
漁
に
つ
い

て
の
定
型
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
簡
潔
で
要
領
を
得
て
い
る
。

　
「
位
牌
畑
大
漁
」
よ
り
さ
ら
に
五
十
年
ほ
ど
前
の
「
唐か
ら
じ
ま島

（
地
名
）
大
漁
」
と
い

う
大
漁
は
大
晦
日
の
と
き
だ
っ
た
が
、
梶
ヶ
浦
の
小
松
家
で
は
、
イ
ワ
シ
を
曳
く
こ

と
に
大
わ
ら
わ
で
、
イ
ワ
シ
を
煮
上
げ
る
の
に
三
日
三
晩
か
か
り
、
と
う
と
う
門
松

を
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
た
め
に
、
小
松
家
の
一
族
は
、
最

近
ま
で
門
松
を
山
か
ら
伐
っ
て
き
て
も
飾
る
こ
と
は
せ
ず
、
こ
の
こ
と
を
「
小
松
家

の
投
げ
松
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
大
漁
の
話
も
、
背
景
に
正
月
が
あ
る
た

め
に
、
な
お
さ
ら
、
小
正
月
の
大
漁
話
と
し
て
は
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
だ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、「
逃
が
し
た
魚
は
大
き
い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
大
漁
を
し
そ
こ
な
っ

た
失
敗
談
も
、
逆
説
的
な
大
ボ
ラ
話
と
し
て
、
こ
の
日
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
、
一
本
の
小
豆
の
殻
が
網
に
引
っ
か
か
っ
て
い
た
た
め
に
、
網
が
絡

ん
で
深
い
と
こ
ろ
へ
降
り
ず
、
イ
ワ
シ
の
群
れ
を
捕
り
は
ぐ
っ
た
話
な
ど
を
す
る
。

そ
れ
は
今
で
も
語
り
ぐ
さ
に
な
っ
て
い
て
、
網
の
手
入
れ
の
と
き
な
ど
に
、「
小
豆

殻
一
本
で
千
カ
ゴ
捕
っ
ぱ
ぐ
っ
た
っ
つ
か
ら
、
ゴ
ン
ド
（
ゴ
ミ
）
捕
れ
!
」
と
か

言
っ
て
、
半
分
い
ま
し
め
の
諺
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
取

り
は
ぐ
っ
た
イ
ワ
シ
の
こ
と
を
「
ホ
ド
グ
チ
イ
ワ
シ
」（
網
の
入
口
に
留
ま
っ
て
し

ま
っ
た
イ
ワ
シ
の
群
れ
）
と
呼
ん
だ
。

　

正
月
十
五
日
の
晩
は
、
以
上
の
よ
う
な
、
過
去
の
大
漁
の
話
を
す
る
こ
と
で
、
そ

の
年
の
大
漁
を
招
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
良
い
機
会
で
あ
っ
た
。
同
時
に
、
こ
の
よ
う

な
大
漁
の
こ
と
を
ネ
ン
ダ
イ
ギ
と
も
呼
び
、
一
生
に
一
度
、
遇
う
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
ほ
ど
の
大
漁
の
出
来
事
と
し
て
、
子
孫
や
ム
ラ
の
若
い
者
た
ち
に
、
そ
の
と
き

の
教
訓
や
ム
ラ
の
歴
史
と
し
て
伝
え
よ
う
と
し
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
、
過

去
の
大
漁
の
出
来
事
を
語
る
こ
と
で
、
未
来
の
大
漁
を
招
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
志
向

は
、
漁
師
た
ち
の
語
り
を
磨
く
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
家
内
の
オ
ガ
ミ
と
い
う
位
置
は
、
意
味
の
あ
る
言
葉
を
発
す
る
と
き
や

口
承
文
芸
の
空
間
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
さ
れ
な
い
場
所
で
あ
る
。
た
と
え
ば
栄
七

翁
の
父
親
の
尾
形
長
吉
翁
は
、
昔
話
だ
け
で
な
く
「
曽
我
物
語
」
な
ど
の
話
も
し
た

が
、
こ
の
話
は
お
正
月
と
お
盆
に
し
か
語
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
長
吉

翁
は
「
話
の
中
に
死
ぬ
者
が
登
場
す
る
の
で
、
お
盆
の
と
き
の
オ
ホ
ト
ケ
（
故
人
）

と
お
正
月
の
オ
ミ
ダ
マ
様
に
し
か
聞
か
せ
な
い
も
の
だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
。
オ
ミ

ダ
マ
様
と
は
、
正
月
の
三
日
間
、
ホ
ト
ケ
を
神
と
し
て
祀
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
箕
の
上
に
ご
飯
や
餅
や
干
し
柿
な
ど
を
供
え
た
も
の
で
あ
る
が
（
写
真
1
）、
正

月
に
は
オ
ガ
ミ
と
呼
ば
れ
る
部
屋
に
置
か
れ
る
も
の
で
、
長
吉
翁
も
そ
の
部
屋
で

「
曽
我
物
語
」
を
語
っ
た
と

い
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
盆
中

に
「
仁
屋
」
の
家
の
オ
ガ
ミ

か
ら
一
段
下
の
ダ
イ
ド
コ
ロ

と
呼
ば
れ
る
部
屋
で
、
栄
七

翁
か
ら
長
吉
翁
の
事
績
に
つ

い
て
話
を
う
か
が
っ
て
い
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
話
の
興
に

乗
っ
て
き
た
爺
様
は
、
や
お

ら
立
ち
上
が
っ
て
、「
も
っ

た
い
な
い
か
ら
、
こ
の
話
を

ズ
ン
ツ
ァ
マ
（
長
吉
翁
）
に

聞
か
せ
っ
ぺ
」
と
言
っ
て
、

私
を
盆
棚
の
飾
ら
れ
て
い
る

写真 1　オミダマ様
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オ
ガ
ミ
に
連
れ
て
い
っ
た
。
盆
棚
が
飾
ら
れ
て
い
る
あ
い
だ
は
、
昔
の
オ
ホ
ト
ケ
が

オ
ガ
ミ
に
来
て
い
て
、
し
か
も
、
こ
ち
ら
か
ら
語
り
か
け
れ
ば
、
す
ぐ
に
も
通
じ
る

よ
う
な
考
え
方
に
直
面
し
て
、
盆
に
お
け
る
オ
ガ
ミ
の
持
つ
機
能
を
垣
間
見
た
よ
う

な
気
が
し
た
。
正
月
や
盆
の
オ
ガ
ミ
を
通
し
て
神
や
ホ
ト
ケ
と
、
言
葉
を
用
い
て
意

思
を
疎
通
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

前
カ
ド
の
禁
忌

　

先
に
、
小
正
月
の
晩
に
過
去
の
大
漁
の
出
来
事
を
語
る
こ
と
で
、
未
来
の
大
漁
を

招
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
日
常
的
に
は
、
逆
に

未
来
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
良
い
こ
と
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と

を
栄
七
翁
は
「
前
カ
ド
語
ん
な
」
と
い
う
戒
め
の
言
葉
で
伝
え
て
い
る
。「
前
カ
ド
」

（
こ
れ
か
ら
起
こ
る
こ
と
）
に
つ
い
て
、
あ
れ
こ
れ
と
言
葉
を
発
し
て
語
る
な
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
栄
七
翁
が
伝
え
て
い
る
こ
と
の
一
つ
に
、「
頼
ま
れ
た
魚
は
、
な
か

な
か
捕
ら
れ
ね
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。「
大
漁
し
て
こ
い
よ
!
」
と
声
を
か
け
ら

れ
る
こ
と
も
、
相
手
が
心
配
し
て
語
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
と
は
知
り
な
が
ら
も
、

あ
ま
り
喜
ば
し
い
こ
と
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た）13
（

。
魚
を
頼
ま
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ

だ
け
頑
ば
っ
た
り
無
理
を
し
て
危
険
を
か
え
り
み
ず
、
結
局
は
オ
サ
エ
ド
リ
を
く
う

（
戻
っ
て
こ
な
い
こ
と
）
た
め
に
忌
む
の
だ
と
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

も
う
少
し
深
い
と
こ
ろ
で
の
漁
師
の
物
の
見
方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
大
漁
と
か
不
漁
と
か
は
神
様
の
み
が
左
右
で
き
得
る
こ
と
で
あ
り
、
人

間
の
力
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
人
が
判
断
す
れ
ば
、
逆
に
あ
ま
り
良
い
結
果
を
生

ま
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
神
の
み
が
知
る
自
然
現
象
の
前
で
は
謙
虚
で
あ
る

こ
と
が
漁
師
に
望
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
拮
抗
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
賢
し
ら

を
避
け
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
、
栄
七
翁
が
伝
え
て
い
る
同
様
の
禁
忌
に
、「
シ
キ
ナ
カ
（
漁
期
の
な

か
ば
）
で
ヨ
マ
ス
（
魚
の
勘
定
）
を
す
る
な
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

行
為
も
不
漁
に
つ
な
が
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
控
え
た
と
い
う
が
、
こ
の
禁
忌
も
漁

に
対
し
て
合
理
的
な
思
考
で
臨
む
こ
と
を
嫌
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

一
見
す
る
と
、
自
然
や
人
生
に
た
い
す
る
消
極
的
な
姿
勢
と
も
捉
え
ら
れ
る
よ
う

で
も
あ
る
が
、
逆
に
人
間
に
説
明
で
き
な
い
部
分
を
、
自
分
の
意
思
に
従
っ
た
も
の

で
は
な
い
偶
然
性
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
、
深
い
知
恵
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
漁
師

が
大
漁
や
不
漁
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
よ
り
広
く
幸
福
や
不
幸
に
つ
い
て
考
え
る

基
本
は
そ
こ
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
前
カ
ド
の
禁
忌
に

つ
い
て
展
開
し
て
お
き
た
い
。

　

気
仙
沼
市
の
唐
桑
町
崎
浜
で
は
、
海
面
が
お
だ
や
か
な
日
に
、
船
上
で
「
今
日
、

凪
い
い
な
ぁ
」
な
ど
と
語
る
と
、
先
輩
た
ち
に
怒
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ

う
な
「
今
日
は
凪
で
漁
が
約
束
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
の
言
葉
を
発

す
る
と
、
逆
に
大
風
が
吹
い
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
総
じ
て
「
オ
テ
ン
ト
サ
マ
（
天

気
）」
の
悪
口
や
あ
れ
こ
れ
を
語
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
栄
七
翁
に
よ
る
と
、「
オ
オ
ギ
リ
（
切
り
上
げ
）」
と
か
「
こ
れ
っ
き
り
」

と
か
「
今
一
回
」
と
か
は
言
わ
な
い
と
い
う
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
翁
は
次
の
よ

う
な
世
間
話
で
説
明
し
て
い
る
。

　

昔
ね
、
歌
津
（
宮
城
県
南
三
陸
町
）
と
か
遠
島
（
同
県
牡
鹿
地
方
）
の
人

が
、
カ
ツ
船
（
鰹
船
）
で
ね
、
毎
日
う
ん
と
大
漁
し
た
ん
だ
と
。
そ
の
船
頭

様
、「
あ
と
切
り
上
げ
る
!
」
っ
て
言
っ
た
ど
っ
さ
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
船
元

の
旦
那
様
は
、「
今
一
回
行
け
ば
何
ぼ
そ
れ
（
い
く
ら
か
）
な
っ
か
ら
、
今
一

回
行
っ
て
け
ろ
」
と
言
っ
た
ど
っ
さ
。
そ
う
し
た
ら
ば
、
そ
の
船
頭
様
は
「〈
今

一
回
〉
だ
の
〈
こ
れ
っ
き
り
〉
だ
の
っ
つ
言
う
船
で
乗
る
も
ん
で
ね
え
か
ら
、

あ
と
止
め
ろ
!
」
っ
て
、
そ
れ
き
り
で
止
め
た
ん
だ
と
。
そ
う
し
て
、
船
曳
い

て
み
た
れ
ば
、
船
の
底
、
紙
の
厚
さ
よ
り
薄
か
っ
た
っ
つ
。
今
一
回
行
ぐ
と
い

う
と
、
ジ
ン
ベ
エ
様
（
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
）
に
船
の
底
さ
穴
あ
け
ら
れ
っ
と
戻
っ

て
来
ら
れ
ね
か
っ
た
ど
。
だ
か
ら
「
今
一
回
」
と
言
う
の
は
行
ぐ
も
ん
で
ね
ぇ
。

そ
れ
か
ら
、「
今
一
回
」
だ
の
「
こ
れ
き
り
」
だ
の
っ
つ
こ
と
は
、
す
る
も
ん
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で
ね
っ
て
言
う
の
、
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
で
き
た
ん
で
ね
え
す
か）14
（

。

　

こ
の
話
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
は
、「
今
一
回
」
と
か
「
こ
れ
き
り
」
と
か
言
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
に
船
ま
で
も
最
後
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
忌
ん
だ
も
の
と

思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
前
カ
ド
の
禁
忌
」
と
い
っ
て
も
、「
大
漁
」
や
「
凪
」
と
語
っ

た
こ
と
で
逆
に
「
不
漁
」
や
「
嵐
」
を
招
く
例
と
、「
今
一
回
」
や
「
こ
れ
き
り
」

と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
曲
解
さ
れ
て
不
幸
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
悪

い
結
果
に
陥
る
理
由
は
、
日
常
的
な
場
に
お
い
て
、
人
間
が
言
葉
を
発
し
て
「
未

来
」
を
予
測
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
、
漁
師
は
そ
の
こ
と
自
体
を
忌
ん
だ
わ
け
で

あ
る
。

　

唯
一
許
さ
れ
た
の
が
、
小
正
月
の
オ
ガ
ミ
で
の
大
漁
話
（
そ
れ
で
も
過
去
の
話
を

例
や
規
範
に
し
て
い
る
）
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
機
会
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
日

頃
は
そ
れ
を
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
前
述
し

た
ゴ
ゼ
ン
ア
ゲ
が
、
過
去
一
年
間
の
漁
の
揉
め
事
を
争
う
唯
一
の
機
会
で
あ
り
、
日

常
的
に
は
、
そ
れ
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
同
様
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
漁
を
め
ぐ
る
生
活
に
お
い
て
、
未
来
を
予
測
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て

い
た
の
は
、
巫
女
と
子
ど
も
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
彼
ら
に
神
様
が
憑
い
て
語
っ
て
い

る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
巫
女
は
船
下
ろ
し
や
出
港
時
、
あ
る
い
は
不
漁
が
続
い
た
と
き
な
ど
に
、

オ
フ
ナ
ダ
マ
（
お
船
霊
）
を
下
し
て
か
ら
、
巫
女
に
憑
い
た
オ
フ
ナ
ダ
マ
が
今
後
の

漁
を
予
測
す
る
言
葉
を
一
人
称
で
語
る
。
ま
た
、
子
ど
も
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う

な
事
例
が
あ
る
。

事 

例
1　

気
仙
沼
地
方
で
は
、
戦
前
ま
で
オ
ホ
ソ
（
疱
瘡
）
を
植
え
て
か
ら
一

週
間
前
後
に
、
オ
カ
ミ
サ
ン
（
巫
女
）
の
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
モ
ウ
マ
ジ
ナ
イ

と
い
う
ご
祈
祷
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
の
オ
カ
ミ
サ
ン
か
ら
い
た
だ
い

て
き
た
赤
い
お
幣
束
を
エ
ツ
コ
に
挿
し
、
そ
の
中
に
赤
い
緒
の
草
履
一
足
と

小
豆
ご
飯
の
オ
ニ
ギ
リ
を
二
個
入
れ
て
神
棚
に
上
げ
て
か
ら
一
週
間
く
ら

い
、
オ
ホ
ソ
が
長
引
か
な
い
よ
う
に
毎
日
拝
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
エ
ツ

コ
を
氏
神
様
や
十
字
路
に
送
る
と
い
う
。
オ
ホ
ソ
を
神
様
に
祀
っ
て
送
る
こ

と
で
、
オ
ホ
ソ
が
無
事
に
す
み
や
か
に
終
わ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
で
あ

る
と
い
う
。

　

オ
ホ
ソ
を
神
と
し
て
祀
っ
て
い
る
期
間
は
、
そ
の
家
の
戸
口
に
赤
い
幣
束

を
五
枚
ほ
ど
貼
り
、
死
忌
や
産
忌
な
ど
の
ヒ
ミ
ズ
（
忌
み
）
の
悪
い
人
や
大

き
な
魚
な
ど
を
持
っ
た
人
が
家
の
中
に
入
ら
な
い
よ
う
に
目
印
に
す
る
。
そ

の
よ
う
な
人
が
家
に
入
る
と
、
オ
ホ
ソ
の
神
様
が
ゴ
セ
ヤ
イ
デ
（
腹
を
立
て

て
）、
オ
ホ
ソ
が
こ
じ
れ
た
り
、
長
引
い
た
り
す
る
と
い
う
。

　

モ
ウ
マ
ジ
ナ
イ
が
終
わ
る
こ
ろ
か
ら
、
オ
ホ
ソ
を
植
え
た
子
は
、
熱
を
出

し
て
寝
込
む
も
の
だ
そ
う
だ
が
、「
仁
屋
」
で
は
あ
る
と
き
、
オ
ホ
ソ
を
し

て
寝
て
い
た
子
ど
も
が
「
い
ら
ね
か
ら
出
せ
出
せ
!
」
と
、
し
き
り
に
叫
ん

で
仕
様
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
何
が
入
っ
た
か
と
思
っ
て
家
の
中
を
探
し
た

と
こ
ろ
、
誰
か
が
メ
カ
ジ
キ
の
オ
ベ
ッ
タ
（
尾
）
を
持
っ
て
き
て
い
た
の
を

見
つ
け
た
の
で
、
す
ぐ
に
そ
の
魚
を
外
へ
出
す
と
、
そ
の
子
ど
も
は
す
っ

く
と
し
て
寝
て
し
ま
っ
た
。
オ
ホ
ソ
神
様
が
そ
の
子
ど
も
の
口
を
借
り
て

語
っ
た
の
だ
と
い
わ
れ
た）15
（

。

事 

例
2　
「
仁
屋
」
で
サ
ン
マ
の
大
漁
が
毎
日
続
い
て
い
た
と
き
に
、
栄
七
翁

の
孫
が
冗
談
で
「
お
父
さ
ん
、
サ
ン
マ
食
う
の
飽
き
た
か
ら
、
も
う
釣
っ
て

く
ん
な
!
」
と
言
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
が
、
次
の
日
か
ら

は
、
さ
っ
ぱ
り
サ
ン
マ
が
釣
れ
な
く
な
っ
た
の
で
、
語
っ
た
子
ど
も
を
怒
り

つ
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う）16
（

。

　

事
例
1
は
、
オ
ホ
ソ
神
様
が
子
ど
も
に
憑
い
て
語
っ
た
例
で
あ
る
が
、
こ
の
例
の

よ
う
に
極
端
で
な
く
と
も
、
事
例
2
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち
が
何
気
な
く
語
る
言

葉
に
も
、
何
か
現
実
を
変
え
得
る
効
力
が
生
じ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
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陸
上
の
禁
忌

　

次
に
、「
前
カ
ド
」
の
禁
忌
以
外
に
、
日
常
的
に
語
る
こ
と
を
気
に
し
て
い
る
言

葉
や
話
、
そ
の
時
間
や
場
所
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。
以
下
は
私
が
尾
形
栄

七
翁
と
出
会
っ
て
い
る
と
き
に
知
り
得
た
、
言
葉
に
関
す
る
禁
忌
の
事
例
で
あ
る
。

事 
例
1　

栄
七
翁
は
、
毎
月
の
一
日
と
十
五
日
は
神
を
祀
る
日
で
あ
る
こ
と
を

気
に
か
け
て
い
る
漁
師
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
日
も
十
五
日
と
い
う
の
で
一
緒

に
お
酒
を
飲
ん
で
い
た
。
私
が
調
子
に
乗
っ
て
、
お
じ
い
さ
ん
の
息
子
さ
ん

と
カ
ラ
ス
の
話
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
次
第
に
お
じ
い
さ
ん
の
顔
色
が
悪
く

な
っ
て
き
て
、「
今
日
は
十
五
日
だ
か
ら
、
そ
の
話
は
止
め
っ
ぺ
」
と
言
わ

れ
て
し
ま
っ
た
。

事 

例
2　

栄
七
翁
に
お
会
い
し
て
、
聞
書
き
調
査
を
続
け
て
い
た
と
き
で
あ
っ

た
が
、
昔
の
婚
姻
習
俗
や
葬
制
に
つ
い
て
一
通
り
聞
き
終
え
て
か
ら
産
育
に

つ
い
て
伺
お
う
と
し
た
と
き
、
突
然
と
「
あ
ー
、
そ
い
づ
は
駄
目
だ
。
隣
さ

行
っ
て
聞
け
」
と
、
手
を
横
に
振
り
な
が
ら
言
わ
れ
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ

て
い
き
な
り
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

事 

例
3　

栄
七
翁
と
一
緒
に
青
麻
神
社
（
宮
城
県
利
府
町
）
に
海
上
安
全
と
大

漁
祈
願
の
ご
祈
祷
を
受
け
に
い
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
。
拝
殿
か
ら
宮
司
が
席

を
は
ず
し
た
と
き
、
お
じ
い
さ
ん
に
「
青あ
お
そ麻

様
の
ご
神
体
は
わ
か
り
ま
せ
ん

か
？
」
と
お
尋
ね
し
て
み
た
。
す
る
と
、
お
じ
い
さ
ん
は
黙
っ
て
畳
の
上
に

手
で
線
を
横
に
引
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
な
ん
と
な
く
「
ヘ
ビ
」
の
こ
と
だ

と
わ
か
っ
た
私
も
、
黙
っ
て
う
な
づ
く
こ
と
だ
け
に
し
て
、
口
に
は
し
な

か
っ
た
。

　

事
例
1
は
月
の
十
五
日
の
神
を
祀
る
日
で
あ
っ
た
こ
と
、
事
例
3
は
青
麻
神
社
と

い
う
場
所
が
こ
と
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
発
す
る
禁
忌
が
生
じ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。
カ
ラ
ス
の
話
（
事
例
1
）、
お
産
の
話
（
事
例
2
）、「
ヘ
ビ
」
と
い
う
言

葉
（
事
例
3
）
な
ど
が
、
禁
忌
の
対
象
で
あ
る
。

　

ま
た
、
禁
句
で
は
な
く
、
禁
じ
ら
れ
た
行
為
に
関
し
て
は
、
特
に
宴
席
に
お
け
る

場
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
気
仙
沼
地
方
の
漁
師
さ
ん
た
ち
は
、
酒
を
酌
み
交
わ
す
と

き
な
ど
に
杯
を
倒
し
た
り
す
る
こ
と
を
、
あ
ま
り
縁
起
の
良
い
こ
と
と
は
思
っ
て

い
な
い
。
船
が
引
っ
く
り
返
る
こ
と
に
た
と
え
て
そ
れ
を
忌
む
わ
け
で
あ
る
が
、
そ

の
他
に
も
「
ご
飯
茶
碗
を
伏
せ
る
な
」
と
か
言
わ
れ
る
こ
と
も
同
様
な
理
由
に
よ

る
も
の
ら
し
い
。
ま
た
、
酒
を
呑
み
あ
う
と
き
に
は
必
ず
人
数
分
よ
り
一
個
多
く
杯

を
持
っ
て
く
る
の
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
漁
を
願
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
そ
う
で
あ

る
。
逆
に
漁
師
の
目
の
前
の
刺
身
皿
か
ら
刺
身
を
持
っ
て
い
か
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た

り
す
る
の
は
、
魚
が
減
ら
さ
れ
る
こ
と
に
、
た
と
え
て
い
る
。
他
に
は
、
銚
子
に

入
っ
た
酒
が
な
く
な
る
最
後
の
杯
を
受
け
る
こ
と
を
「
注
ぎ
き
り
」
と
言
っ
て
、
特

に
、
漁
師
は
こ
れ
を
忌
む
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
も
、
漁
が
続
か
な
く
な
る
こ
と
に
た

と
え
て
嫌
う
わ
け
で
あ
る）17
（

。
逆
に
、
漬
物
皿
の
上
の
漬
物
が
包
丁
で
う
ま
く
切
れ
て

な
く
て
繋
が
っ
て
持
ち
上
げ
ら
れ
た
と
き
に
は
「
漁
が
続
く
」
と
い
っ
て
喜
ぶ
こ
と

が
あ
る
。
漁
師
は
船
上
で
食
事
を
す
る
と
き
に
、
俎
板
を
使
用
せ
ず
に
自
分
の
膝
の

上
で
包
丁
を
使
う
こ
と
が
あ
り
、
漬
物
な
ど
は
底
ま
で
切
れ
ず
に
繋
が
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。

　

ど
う
し
て
酒
席
を
中
心
と
す
る
共
同
の
食
事
に
お
け
る
禁
忌
が
多
く
、
こ
の
場
面

の
行
為
と
漁
の
仕
事
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
お
そ
ら
く
漁

師
に
と
っ
て
共
に
酒
を
呑
む
と
い
う
行
為
は
、
家
の
中
で
あ
れ
、
船
の
上
で
あ
れ
、

何
か
特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
考
え
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
に
は
、「
酒

を
呑
む
」
と
い
う
こ
と
は
非
日
常
的
な
一
種
の
宗
教
行
事
で
あ
り
、
神
の
前
で
の
行

為
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
様
々
な
禁
忌
を
生
む
源
泉
に
な
っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
船
下
ろ
し
な
ど
の
造
船
儀
礼
や
、
小
正
月
や
エ
ビ
ス
講
な
ど

の
年
中
行
事
、
あ
る
い
は
オ
ヒ
マ
チ
・
初
漁
祝
い
・
大
漁
祝
い
・
切
り
上
げ
振
る
舞

い
な
ど
の
実
際
の
漁
に
関
わ
る
行
事
な
ど
の
酒
宴
の
機
会
こ
そ
が
、
神
と
共
に
あ
る

時
間
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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船
上
の
禁
忌

　

船
上
は
オ
フ
ナ
ダ
マ
を
祀
っ
て
い
る
操
業
の
場
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
と
さ
ら
に

禁
忌
が
多
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
陸オ
カ

で
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
ほ

と
ん
ど
が
、
船
上
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
逆
に
、
船
上
で
禁
じ
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
、
陸
の
生
活
に
お
い
て
も
注
意
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

先
に
陸
で
は
宴
席
で
の
禁
忌
が
多
い
こ
と
を
述
べ
た
が
、
オ
ヒ
マ
チ
の
と
き
も
同

様
で
あ
っ
た
。
オ
ヒ
マ
チ
と
は
、
主
に
カ
ツ
オ
漁
な
ど
で
行
な
わ
れ
た
が
、
漁
期
の

始
ま
る
前
に
、
船
主
や
船
頭
の
家
に
乗
組
員
が
集
っ
て
、
船
上
で
の
役
割
を
決
め
た

り
す
る
行
事
で
あ
る
。
オ
ヒ
マ
チ
は
一
種
の
籠こ
も
り
で
あ
り
、
精
進
で
も
あ
る
が
、
食

事
も
乗
組
員
の
年
少
者
（
船
上
で
は
カ
シ
キ
に
な
る
）
が
作
っ
て
、
男
だ
け
で
オ
フ

ナ
ダ
マ
の
掛
軸
を
拝
ん
だ
り
す
る
。

　

オ
フ
ナ
ダ
マ
へ
は
ご
飯
を
食
器
に
山
盛
り
に
し
て
上
げ
、
こ
れ
を
「
オ
ボ
キ
」
と

呼
ん
で
い
る
。
オ
ボ
キ
に
使
う
ご
飯
が
堅
い
と
、
そ
の
年
の
漁
期
は
「
荒
日
和
」
だ

と
い
っ
て
忌
ん
だ
。
逆
に
、
ご
飯
が
柔
ら
か
く
て
、「
オ
ボ
キ
に
も
盛
ら
れ
ね
よ
う

な
ご
飯
」
は
、
そ
の
場
で
「
ご
飯
に
似
た
日
和
だ
!
」
と
語
り
合
っ
て
、
漁
期
中
は

凪
が
続
く
と
信
じ
ら
れ
た
り
し
た
。
こ
れ
は
、
オ
ヒ
マ
チ
に
出
さ
れ
た
ご
飯
を
漁
期

中
の
海
上
の
波
の
高
さ
に
た
と
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
オ
ボ
キ
を
は
じ
め
、
オ
ヒ
マ
チ
に
出
さ
れ
た
食
事
は
、
米
粒
は
一
粒

も
残
さ
ず
、
お
汁
は
一
滴
も
残
せ
な
い
と
言
わ
れ
、
ご
飯
茶
碗
に
「
膳
の
湯
」
と
呼

ば
れ
る
お
湯
を
注
ぎ
、
碗
を
す
っ
か
り
と
き
れ
い
に
な
る
ま
で
、
た
い
ら
げ
た
。
満

腹
の
と
き
に
は
、
こ
れ
ほ
ど
苦
し
か
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
の
理
由

は
、
神
様
に
供
え
た
食
べ
物
や
神
前
で
神
と
共
に
食
べ
た
物
を
残
す
と
、
そ
の
残
し

た
物
が
ケ
ガ
レ
の
か
か
っ
た
食
べ
物
と
一
緒
に
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
そ
の

こ
と
を
は
ば
か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
オ
ヒ
マ
チ
に
か
ぎ
ら
ず
、
精
進
の
こ
と
を

「
お
別べ
っ

火か

」
と
も
呼
ぶ
よ
う
に
、
神
に
供
え
る
食
べ
物
を
調
理
し
た
火
も
、
塩
を
撒

い
て
清
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

オ
ヒ
マ
チ
を
、
乗
組
員
た
ち
が
オ
フ
ナ
ダ
マ
を
祀
る
閉
ざ
さ
れ
た
儀
礼
空
間
と
捉

え
る
な
ら
ば
、
船
上
も
同
様
で
あ
り
、
船
の
上
に
持
ち
込
ま
れ
る
も
の
や
、
逆
に
船

か
ら
持
ち
出
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
、
注
意
を
う
な
が
す
禁
忌
の
事
例
が
多
い
。

　

船
上
に
持
ち
込
む
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
以
前
に
は
「
四し

足そ
く

二に

足そ
く

」

と
呼
ば
れ
た
豚
肉
や
鶏
肉
な
ど
で
あ
り
、
あ
る
い
は
婚
礼
に
用
い
た
お
神
酒
も
避
け

た
）
18
（

。
ほ
か
に
は
梅
干
が
あ
り
、
こ
れ
は
菅
原
道
真
が
流
罪
に
な
る
と
き
に
手
に
持
た

せ
ら
れ
た
の
で
「
船
が
流
れ
る
」
こ
と
に
通
じ
る
た
め
に
、
船
に
持
ち
込
む
こ
と
を

禁
じ
た
。
オ
ニ
ギ
リ
も
丸
オ
ニ
ギ
リ
で
は
な
く
、
三
角
ム
ス
ビ
を
持
っ
た
。
丸
オ
ニ

ギ
リ
は
船
が
「
転
が
る
」
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

　

逆
に
船
に
持
ち
込
む
こ
と
を
吉
相
と
し
て
い
る
も
の
に
、
煤
掃
き
の
と
き
に
撒
い

た
豆
や
、
建
前
（
上
棟
式
）
の
と
き
に
使
わ
れ
た
黄
色
い
旗
、
雄
の
三
毛
猫
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
雄
の
三
毛
猫
は
お
日
和
を
見
る
と
も
言
わ
れ
、
時
化
が
来
る
よ
う
な

と
き
に
は
姿
を
隠
す
と
い
う
。

　

船
か
ら
持
ち
出
さ
れ
る
も
の
も
注
意
さ
れ
、
総
じ
て
「
船
の
上
か
ら
物
を
投
げ
て

は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。
ど
ん
な
に
不
必
要
な
も
の
で
も
海
上
で
は
投
げ
ず

に
、
陸
に
着
い
て
か
ら
な
ら
ば
、
陸
か
ら
海
に
投
げ
る
こ
と
は
許
さ
れ
た
と
い
う
。

尾
形
栄
七
翁
に
よ
る
と
、
オ
フ
ナ
ダ
マ
が
女
性
の
神
様
で
あ
り
、
も
の
お
し
み
や
悋

気
の
た
め
だ
と
い
う
。

　

万
が
一
、
海
で
落
し
物
を
し
た
場
合
に
は
、
ウ
ジ
と
呼
ば
れ
る
、
落
し
物
を
引
っ

か
け
る
道
具
を
海
底
に
落
と
す
が
（
写
真
2
）、
そ
の
と
き
は
木
を
十
字
に
組
ん
だ
も

の
を
、
ウ
ジ
を
引
く
縄
に
付
け
て
お
い
た
。
こ
の
木
を
「
水
天
宮
様
」
と
呼
び
、
水
天

宮
に
対
し
て
お
願
い
す
る
と
き
は
、
口
を
塩
水
で
ゆ
す
い
で
か
ら
唱
え
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
魚
が
捕
れ
な
か
っ
た
カ
タ
フ
ネ
（
友
人
の
船
）
が
近
づ
い
て
、「
オ
ツ
ケ

グ
サ
（
味
噌
汁
に
入
れ
る
魚
）
を
け
ろ
や
（
呉
れ
ろ
）
!
」
と
頼
ま
れ
た
と
き
も
、

自
分
の
船
の
分
を
取
っ
て
か
ら
相
手
に
上
げ
た
と
い
う
。
ダ
シ
の
な
い
空
汁
は
不
漁

に
つ
な
が
り
縁
起
が
悪
い
の
で
、
オ
ツ
ケ
グ
サ
を
求
め
る
わ
け
で
あ
る
が
、
本
意
は

大
漁
を
し
て
い
る
船
に
近
づ
い
て
オ
ツ
ケ
グ
サ
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
漁
運
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も
い
た
だ
き
た
い
と
い
う

下
心
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

　

特
に
カ
ツ
オ
船
で
は
、

不
漁
が
続
く
と
、
大
漁
を

し
て
い
る
船
に
故
意
に
近

づ
き
、
カ
ツ
オ
を
い
た
だ

い
て
く
る
が
、
与
え
る
船

も
必
ず
カ
ツ
オ
の
ホ
シ

（
心
臓
）
を
抜
い
て
渡
し

た
。
カ
ツ
オ
の
心
臓
は
神

に
与
え
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
ホ
シ
を
通
し
て
相
手

の
船
に
漁
運
が
移
る
の
を

避
け
た
の
で
あ
る
。
魚

を
通
し
て
、
運
や
不
運
、
ケ
ガ
レ
な
ど
が
流
れ
込
む
こ
と
に
心
を
配
っ
た
わ
け
で
あ

る
。

　

あ
る
い
は
、
オ
ヒ
マ
チ
の
オ
ボ
キ
の
残
り
に
つ
い
て
の
考
え
方
で
捉
え
れ
ば
、
不

漁
の
船
に
魚
を
与
え
た
場
合
、
そ
の
魚
を
通
し
て
、
逆
に
こ
ち
ら
の
船
も
不
漁
に
な

る
こ
と
を
危
惧
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
自
分
の
分
を
捕
っ
て
お
い
た
り
、
カ
ツ
オ
の
心

臓
を
抜
い
て
渡
す
よ
う
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
と
え
ば
、
ボ
ウ
ズ
リ
な
ど
の
船
を
洗
う
道
具
は
、
船
同
士
で
譲
っ
た
り
貰
っ
た

り
は
し
な
い
。
家
で
も
ホ
ウ
キ
な
ど
は
同
じ
こ
と
を
言
わ
れ
、
必
ず
金
を
出
し
て
新

し
く
買
う
も
の
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
洗
っ
た
り
掃
い
た
り
す
る
道
具
は
、
ゴ
ミ
だ

け
で
な
く
ケ
ガ
レ
や
悪
運
も
祓
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
た
た
め
で

あ
り
、
他
の
家
や
船
か
ら
譲
ら
れ
た
道
具
に
は
、
ど
ん
な
悪
い
も
の
が
付
い
て
ま

わ
っ
て
い
る
の
か
、
わ
か
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

船
の
ボ
ウ
ズ
リ
や
家
の
ホ
ウ
キ
は
金
を
出
し
て
買
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
言
い
伝

え
は
、
一
方
で
〈
貨
幣
〉
と
い
う
も
の
が
、
ケ
ガ
レ
を
遮
断
す
る
呪
術
的
な
力
が

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
事
例
は
、
私
は
小
々
汐
の
「
仁

屋
」
の
エ
ビ
ス
講
で
も
体
験
し
て
い
る
。

　

気
仙
沼
地
方
で
は
旧
暦
の
十
月
二
十
日
は
「
エ
ビ
ス
講
」
で
あ
り
、
家
々
で
ド
ン

コ
（
エ
ゾ
イ
ソ
ア
イ
ナ
メ
）
と
呼
ば
れ
る
魚
を
家
々
の
神
棚
に
上
げ
て
祝
う
も
の
で

あ
る
が
、
私
も
「
仁
屋
」
で
祝
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
私
が
帰
る
間
際
に
な
っ
て
ド

ン
コ
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
、
神
様
に
上
げ
た
魚
を
も
ら
い
受
け
る
こ
と
に
な
っ

た
。
そ
の
と
き
に
、
尾
形
栄
七
翁
が
、
や
に
わ
に
財
布
を
出
し
て
、「
ど
れ
、
そ
の

魚
、
俺
が
買
う
か
ら
!
」
と
言
い
出
し
た
。
同
じ
家
の
者
同
士
で
商
売
ま
が
い
の
こ

と
を
し
て
か
ら
私
に
魚
を
渡
し
た
の
を
見
て
、
何
の
こ
と
か
訳
が
わ
か
ら
ず
、
と
ま

ど
う
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

　

後
に
、
そ
の
訳
を
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
神
様
に
供
え
た
魚
は
只
で
呉
れ
て
や
る

こ
と
は
し
な
い
そ
う
で
あ
り
、
特
に
差
し
上
げ
る
相
手
が
産
忌
な
ど
で
穢
れ
て
い
る

場
合
に
は
、
神
に
供
え
た
魚
を
通
し
て
、
ケ
ガ
レ
が
呉
れ
る
方
に
も
移
る
こ
と
を
、

こ
と
さ
ら
に
怖
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
幾
ら
で
も
よ

い
か
ら
金
銭
を
介
す
る
こ
と
で
初
め
て
ケ
ガ
レ
を
遮
断
で
き
る
と
考
え
た
わ
け
で
あ

り
、
私
が
エ
ビ
ス
講
で
見
た
こ
と
も
、
そ
の
一
種
の
儀
礼
的
な
所
作
に
違
い
な
か
っ

た
。

　

大
漁
を
し
た
と
き
に
船
主
の
家
の
エ
ビ
ス
様
に
上
げ
ら
れ
る
エ
ビ
ス
ヨ
ウ
も
、
も

ら
っ
た
家
の
主
婦
（
エ
ビ
ス
ガ
ア
サ
マ
と
も
呼
ば
れ
る
）
が
町
へ
言
っ
て
換
金
し
、

そ
れ
を
蓄
え
て
お
い
て
、
漁
の
終
了
祝
い
で
も
あ
る
エ
ビ
ス
ブ
ル
マ
イ
の
と
き
に
、

そ
れ
を
酒
食
に
換
え
て
宛
が
い
、
乗
組
員
に
振
舞
っ
た
と
い
う
。
初
漁
の
魚
の
こ

と
を
ア
ズ
ケ
と
も
い
う
が
、
こ
れ
も
穢
れ
さ
せ
な
い
た
め
に
、
穢
れ
の
な
い
子
ど
も

か
年
寄
り
に
食
べ
さ
せ
る
か
、
あ
る
い
は
誰
に
も
食
べ
さ
せ
な
い
で
、
町
へ
売
り
に

行
っ
て
貨
幣
に
換
え
て
お
い
た
も
の
だ
と
い
う
。

　

ま
た
、
せ
っ
か
く
捕
っ
た
魚
を
海
上
に
棄
て
る
こ
と
も
、「
船
の
上
か
ら
物
を
投

写真2　ウジ
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げ
て
は
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
る
禁
忌
に
通
じ
て
嫌
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ

が
陸
に
水
揚
げ
さ
れ
ず
に
、
人
の
目
に
触
れ
な
い
と
こ
ろ
に
隠
さ
れ
て
い
る
魚
を
ネ

セ
ヨ
ウ
（
寝
せ
魚
）
と
呼
ん
で
、
こ
れ
も
嫌
っ
た
。
特
に
、
オ
カ
ミ
サ
ン
（
巫
女
）

に
、
不
漁
の
原
因
を
尋
ね
た
際
に
、
こ
の
ネ
セ
ヨ
ウ
の
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
船
の
中
を
再
度
調
べ
て
み
る
と
魚
が
見
つ
か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の

と
き
は
ネ
セ
ヨ
ウ
に
包
丁
を
刺
し
、
海
に
投
げ
る
と
き
に
「
ト
ゥ
!
オ
エ
ビ
ス
」
と

語
っ
た
。
岩
手
県
大
槌
町
の
安あ
ん

渡ど

で
も
、
ネ
セ
ヨ
ウ
を
海
に
戻
す
と
き
に
は
、
ず
た

ず
た
に
切
っ
て
流
し
た
と
い
う）19
（

。

　

漁
で
得
た
魚
は
、
神
か
ら
人
間
に
授
か
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
人
間
の

側
が
一
度
も
手
を
加
え
ず
に
、
そ
の
ま
ま
捨
て
る
こ
と
を
避
け
た
こ
と
か
ら
生
じ
た

禁
忌
で
あ
る
と
漁
師
た
ち
は
説
明
を
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
錨
を
切
っ
て
海
底
に
沈
め
て
し
ま
っ
た
と
き
、
あ
る
い
は
包
丁
を
海
に
落

と
し
て
し
ま
っ
た
と
き
は
、
そ
の
落
と
し
た
物
を
紙
に
描
い
て
か
ら
、
オ
エ
ン
マ

（
絵
馬
）
と
し
て
ム
ラ
の
神
社
に
奉
納
し
た
。
落
と
し
た
こ
と
に
し
な
い
で
、
神
に

さ
し
上
げ
る
こ
と
に
転
換
す
る
わ
け
で
あ
る）20
（

。

船
上
の
唱
え
言

　

尾
形
栄
七
翁
の
伝
承
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
、

「
拍
子
を
付
け
る
」
と
か
「
モ
ノ
を
拍
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
船

上
で
も
語
ら
れ
た
。

　

た
と
え
ば
、
海
上
で
船
の
上
か
ら
魚
の
群
れ
が
見
え
た
と
き
な
ど
、「
お
ぉ
、
オ

エ
ビ
ス
さ
ん
、
い
い
ど
こ
ろ
!
」、「
お
ぉ
、
来
た
り
、
オ
エ
ビ
ス
!
」
と
語
る
。
釣

り
始
め
た
こ
ろ
の
イ
カ
に
向
か
っ
て
は
、「
友
連
れ
て
来
う
!
」
な
ど
と
呼
び
か
け

る
。「
友
連
れ
て
来
う
!
」
と
か
「
友
連
れ
て
出
は
れ
よ
!
」
と
呼
び
か
け
る
場
合

は
、
イ
カ
だ
け
で
な
く
、
カ
ツ
オ
が
海
面
近
く
で
バ
タ
バ
タ
と
音
を
立
て
て
い
る
と

き
に
も
声
を
発
す
る
こ
と
が
あ
る
。
魚
が
音
を
立
て
る
こ
と
で
仲
間
を
呼
び
出
す
よ

う
に
願
う
言
葉
で
あ
る
。
タ
ラ
漁
な
ど
で
延
縄
を
用
い
る
場
合
は
、
魚
が
音
を
立
て

る
こ
と
も
な
い
の
で
、
一
番
初
め
に
釣
り
上
げ
た
魚
に
対
し
て
、「
千
個
万
個
の
下

に
な
れ
!
」
と
語
る
そ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ボ
ラ
は
よ
く
跳
ね
上
が
る
魚
な
の
で
「
九
つ
!
」
と
語
る
と
ボ
ラ
が
飛
び

跳
ね
る
と
い
う
。〈
九
つ
〉
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
〈
十
〉
を
呼
び
出
す
呪
力
の

あ
る
数
字
に
な
っ
て
お
り
、「
…
九
つ
、
十
!
」
と
語
る
勢
い
の
よ
う
に
、
ボ
ラ
が

跳
ね
上
が
る
こ
と
を
、
な
か
ば
戯
れ
に
楽
し
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

言
葉
を
、
船
上
で
も
「
モ
ノ
を
拍
す
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
直
近
の
事
物
に
対

し
て
行
な
っ
て
い
る
「
唱
え
言
」
に
類
す
る
も
の
で
、
禁
忌
の
対
象
で
あ
る
「
前
カ

ド
」
と
は
時
間
の
幅
が
違
う
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
波
が
荒
い
と
き
に
、
波
に
向
か
っ
て
「
大
山
の
善
宝
寺
!
」
と
語
る
こ
と

も
同
様
で
あ
ろ
う
。
気
仙
沼
地
方
で
は
、
こ
の
行
為
を
「
ナ
グ
ラ
ボ
イ
（
波
追
い
）」

と
言
わ
れ
、
現
代
の
漁
船
に
お
い
て
も
行
な
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
大
き
な
波
が

続
く
と
、
漁
労
長
な
ど
か
ら
「
黙
っ
て
な
い
で
、
ブ
リ
ッ
ジ
（
甲
板
）
さ
行
っ
て
ナ

グ
ラ
ボ
イ
し
て
来
い
!
」
と
言
わ
れ
、
高
波
が
船
に
近
づ
く
た
び
に
波
に
向
か
っ
て

「
こ
ん
畜
生
!
」
な
ど
と
叫
び
続
け
る
と
い
う
。

　

カ
ツ
オ
船
が
カ
ツ
オ
の
群
れ
に
出
会
っ
た
と
き
に
は
、
カ
シ
キ
（
炊
事
係
の
少

年
）
が
餌
イ
ワ
シ
を
投
じ
る
が
、
そ
の
と
き
に
ホ
ウ
ホ
ウ
と
声
を
上
げ
な
が
ら
「
唱

え
言
」
を
は
や
し
立
て
る
。
こ
の
詞
章
も
栄
七
翁
が
次
の
よ
う
に
伝
承
し
て
い
た
。

　

ホ
ウ
と
い
う
声
を
聞
い
た
ら
七
里
向
こ
う
か
ら
、
ナ
ス
南
蛮
の
色
を
し
て
飛

ん
だ
り
跳
ね
た
り
、
出
は
ら
せ
お
侍
さ
ん
。
イ
ワ
シ
と
申
せ
ば
、
こ
の
ダ
イ
ナ

ン
沖
の
大
マ
サ
ゴ
、
ツ
ノ
と
申
せ
ば
大
山
カ
モ
シ
カ
の
サ
イ
の
生
き
角
。
沖
う

ち
の
ま
ん
ど
う
中
、
こ
こ
を
通
ら
ん
で
ど
こ
を
通
る
。
い
つ
ま
で
も
出
ね
ば
、

尾
ガ
マ
持
っ
て
引
っ
ぱ
り
出
す
ぞ）21
（

!
。

　

こ
の
唱
え
言
の
う
ち
、
マ
サ
ゴ
と
は
マ
ル
イ
ワ
シ
の
こ
と
で
カ
ツ
オ
の
餌
に
す
る

イ
ワ
シ
の
こ
と
、
ツ
ノ
は
鹿
の
角
で
作
ら
れ
る
擬
餌
針
の
こ
と
で
あ
る
。

　

三
陸
沿
岸
で
は
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
「
餌え

声ご
え

」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
他
の
地
域
で

は
な
か
な
か
探
し
出
せ
な
い
伝
承
で
あ
る
。
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あ
と
が
き

　

尾
形
栄
七
翁
の
息
子
、
賢
治
さ
ん
（
昭
和
十
二
年
生
ま
れ
）
が
ク
シ
ャ
ミ
を
し

た
あ
と
で
、「
畜
生
!
」
と
言
っ
た
の
を
見
て
か
ら
、
し
ば
ら
く
そ
の
こ
と
が
気
に

な
っ
て
い
た
。
ク
シ
ャ
ミ
の
語
源
は
ク
ソ
ハ
メ
の
こ
と
で
あ
り
、「
糞
食
ら
え
!
」

と
言
う
の
と
同
様
で
あ
る
。
有
名
な
の
は
『
徒
然
草
』
第
四
十
七
段
に
、
尼
さ
ん
が

「
く
さ
め
〳
〵
」
と
言
い
な
が
ら
歩
い
て
い
る
で
尋
ね
て
み
る
と
、「
鼻
ひ
た
る
時
、

か
く
ま
じ
な
は
ね
ば
死
ぬ
る
な
り
」
と
答
え
た
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）22
（

。
つ

ま
り
、
ク
シ
ャ
ミ
が
出
る
の
は
他
者
か
ら
呪
い
を
か
け
ら
れ
て
い
る
の
に
等
し
く
、

そ
の
災
い
の
前
兆
を
先
に
防
ぐ
た
め
に
、
そ
れ
を
追
い
出
す
言
葉
を
必
要
と
し
た
の

で
あ
る
。『
徒
然
草
』
で
尼
さ
ん
が
言
っ
た
「
ク
サ
メ
」
と
、
現
在
で
も
反
射
的
に

言
う
「
畜
生
!
」
は
、
根
底
に
お
い
て
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

尾
形
栄
七
翁
の
ク
シ
ャ
ミ
の
場
合
は
、
ク
シ
ャ
ミ
を
し
た
あ
と
ま
で
待
っ
て
い
ら

れ
ず
、「
エ
ー
ク
ソ
!
」
と
ク
シ
ャ
ミ
と
同
時
に
祓
い
の
言
葉
を
言
っ
て
し
ま
う
よ

う
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
前
兆
で
あ
る
べ
き
は
ず
の
ク
シ
ャ
ミ
を
同
時
に
呪
法
に
変

え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
生
理
現
象
で
あ
る
ク
シ
ャ
ミ
の
仕
方
に
ま

で
規
制
し
て
い
る
呪
い
の
言
葉
の
力
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
と
思
う
。
ク

シ
ャ
ミ
は
単
に
他
者
が
自
分
の
こ
と
を
噂
話
し
て
い
る
と
い
う
兆
候
で
あ
る
以
上

に
、
何
か
災
い
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
「
エ
ー
ク
ソ
!
」
と
言
う
ク

シ
ャ
ミ
の
仕
方
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
尾
形
栄
七
翁
か
ら
ク
シ
ャ
ミ
の
仕
方
ま
で
含
め
て
得
ら
れ
た
呪

術
観
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

1 
、
漠
然
と
し
た
未
来
に
対
し
て
は
、
声
を
出
し
て
予
測
す
る
こ
と
を
快
く
思
っ

て
い
な
い
こ
と
。

　

2 
、
現
実
に
向
き
合
っ
て
い
る
対
象
に
対
し
て
は
、
言
葉
の
力
に
よ
っ
て
そ
の
対

象
を
変
え
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　

3 
、
ハ
レ
の
日
な
ど
に
、
船
主
の
神
棚
の
前
で
、
過
去
の
大
漁
の
と
き
を
再
現
す

る
こ
と
は
、
大
漁
を
招
く
こ
と
に
通
じ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　

こ
の
三
つ
の
呪
術
観
は
、
そ
れ
ぞ
れ
未
来
（
1
）、
現
在
（
2
）、
過
去
（
3
）
と

い
う
時
制
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
ホ
ウ
ゴ
ト
や
マ
ジ
ナ

イ
ゴ
ト
を
別
に
す
れ
ば
、
言
葉
の
呪
力
が
発
揮
で
き
る
場
所
と
し
て
は
、
オ
フ
ナ
ダ

マ
（
お
船
霊
様
）
が
祀
ら
れ
て
い
る
船
の
上
（
2
）、
あ
る
い
は
そ
の
船
に
見
立
て

ら
れ
て
い
る
船
主
の
神
棚
の
あ
る
オ
ガ
ミ
と
呼
ば
れ
る
部
屋
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る

（
3
）。
ま
た
、
言
葉
の
力
を
発
揮
で
き
る
時
間
を
考
え
る
と
、
船
上
を
別
に
す
れ

ば
、
そ
れ
が
ハ
レ
の
日
で
あ
っ
た
こ
と
も
注
意
を
し
た
い
。
逆
に
、
以
上
の
よ
う
な

場
所
や
時
間
以
外
に
は
、
そ
の
よ
う
な
未
来
を
変
え
う
る
よ
う
な
言
葉
を
発
す
る
こ

と
自
体
が
忌
み
嫌
わ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
一
人
の
漁
師
に
よ
る
唱
え
言
の
伝
承
世
界
を
述
べ
て
き
た
が
、

こ
れ
が
ど
の
く
ら
い
の
普
遍
性
を
も
つ
か
は
次
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

註（
1
）　

益
田
庄
三
『
漁
村
社
会
の
生
活
慣
習
』
上
・
下
（
白
川
書
院
・
一
九
七
四
）

（
2
）　

尾
形
栄
七
翁
は
調
査
者
と
話
者
と
の
関
係
を
超
え
て
、
年
の
隔
た
っ
た
友
人
と
し
て
私
を

迎
え
入
れ
て
く
れ
た
一
人
で
あ
っ
た
。
私
と
の
年
の
開
き
か
ら
い
え
ば
、
祖
父
と
し
て
は
若

く
、
父
と
し
て
は
老
い
過
ぎ
て
い
る
よ
う
な
年
令
で
あ
ろ
う
か
。
栄
七
翁
の
住
む
「
仁
屋
」

の
家
に
通
う
う
ち
に
、
最
初
は
真
顔
で
様
ざ
ま
な
突
飛
な
質
問
を
投
げ
か
け
る
た
め
に
家
中

の
者
に
笑
わ
れ
、「
オ
ラ
イ
の
オ
ン
ツ
ァ
マ
来
っ
と
、
お
も
し
い
な
ぁ
（
面
白
い
な
あ
）」
と
、

と
き
ど
き
実
家
に
顔
を
出
す
オ
ジ
サ
ン
扱
い
を
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
第
に
栄
七
翁
か
ら

は
「
ホ
マ
チ
息
子
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。「
仁
屋
」
で
の
位
置
は
オ
ジ
サ
ン
扱
い
と

変
わ
ら
な
い
が
、
ホ
マ
チ
と
は
「
へ
そ
く
り
」
の
こ
と
で
、
内
緒
で
つ
く
っ
た
息
子
に
お
世

話
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
オ
ン
ツ
ァ
マ
」
か
ら
「
息
子
」
に
呼

称
が
変
わ
っ
た
こ
と
は
、
翁
の
私
へ
の
対
し
方
が
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

（
3
）　

本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
呪
術
と
そ
の
捉
え
方
に
関
す
る
事
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
特
に
「
気

仙
沼
地
方
」
な
ど
と
記
す
よ
う
な
断
り
が
な
い
か
ぎ
り
尾
形
栄
七
翁
が
保
持
し
て
い
た
伝
承

で
あ
り
、
比
較
が
必
要
な
と
き
に
か
ぎ
り
「
注
」
に
お
い
て
他
の
事
例
を
紹
介
し
た
。

（
4
）　

こ
の
栄
七
翁
が
伝
承
し
て
い
た
「
豆
ま
き
の
由
来
」
の
昔
話
に
つ
い
て
は
、
川
島
秀
一
「
漁

村
に
お
け
る
口
承
文
芸
―
宮
城
の
浜
の
語
り
手
」（『
民
話
の
手
帖
』
第
38
号
、
日
本
民
話
の

会
、
一
九
八
八
）
に
報
告
し
て
い
る
。
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（
5
）　

同
じ
よ
う
な
経
験
は
、
伊
豆
諸
島
の
新
島
の
若
郷
で
、
漁
師
の
石
野
佳
市
さ
ん
（
昭
和

二
十
二
年
生
ま
れ
）
を
通
し
て
得
た
こ
と
が
あ
る
。
彼
か
ら
私
が
聞
き
違
い
を
し
た
事
項
が

そ
の
ま
ま
訂
正
さ
れ
ず
に
活
字
に
な
っ
た
と
き
に
、
彼
は
自
身
に
教
え
て
く
れ
た
「
ハ
ジ
兄

い
」（
先
輩
の
磯
部
一
さ
ん
の
こ
と
）
に
対
し
て
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
と
悔
し
が
っ
た
。

逆
な
事
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
も
伝
承
者
と
し
て
の
自
己
は
な
く
、「
伝
承
の
無
私
性
」
が
う

か
が
わ
れ
る
例
で
あ
る
。
な
お
、
大
野
一
敏
・
敏
夫
『
東
京
湾
で
魚
を
追
う
』（
一
九
八
六
、

草
思
社
）
の
第
五
章
「
ウ
タ
セ
は
風
で
働
き
、
ア
グ
リ
は
凪
で
動
く
」
は
、
大
野
一
敏
が
父

親
の
敏
夫
に
仮
託
し
て
一
人
称
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
文
字
資
料
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に

も
「
伝
承
の
無
私
性
」
を
読
み
と
れ
る
。

（
6
）　

栄
七
翁
に
よ
る
と
、「
ア
ブ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
ソ
ワ
カ
」
は
「
油
樽
の
底
抜
け
た
」
と
言
っ
て
も

構
わ
な
か
っ
た
と
い
う
。

（
7
）　
「
花
ビ
シ
善
兵
衛
の
お
通
り
だ
」
と
い
う
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
に
つ
い
て
は
、
川
島
秀
一
「「
花

渕
善
兵
衛
の
お
通
り
だ
」
―
蛇
除
け
の
呪
い
を
伝
え
る
家
の
伝
承
」（『
東
北
民
俗
』
第
37
輯
、

東
北
民
俗
の
会
、
二
〇
〇
三
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
）　

尾
形
栄
七
翁
が
伝
え
て
い
る
鳥
の
宵
鳴
き
に
対
す
る
対
処
法
に
は
、
他
に
次
の
よ
う
な
も

の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
夜
ガ
ラ
ス
」
が
鳴
く
と
火
元
が
あ
ぶ
な
い
と
言
わ
れ
、「
火
の
用

心
」
と
三
回
唱
え
て
、
お
椀
カ
ゴ
に
水
を
か
け
る
。
あ
る
い
は
、
空
の
臼
を
搗
く
こ
と
で
「
空

嘘
（
臼
）
を
つ
く
」
に
し
て
し
ま
う
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

（
9
）　

一
九
八
七
年
五
月
九
日
採
録
。

（
10
）　

川
島
秀
一
「「
本
読
み
」
の
民
俗
―
宮
城
県
気
仙
沼
地
方
の
事
例
か
ら
―
」（『
口
承
文
芸
研

究
』
第
17
号
、
日
本
口
承
文
芸
学
会
、
一
九
九
四
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
11
）　

一
九
八
八
年
八
月
二
日
採
録
。

（
12
）　

気
仙
沼
地
方
で
も
民
俗
語
彙
と
し
て
も
モ
ノ
マ
ネ
が
あ
り
、
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
正
月
十
五

日
の
豊
作
や
大
漁
の
物
真
似
行
事
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
も
「
モ

ノ
マゝ
ネ
」
と
「
マ
」
の
と
こ
ろ
に
語
勢
が
か
か
り
、
一
般
的
な
「
物
真
似
」
と
使
い
分
け
を

し
て
い
る
。

（
13
）　

宮
城
県
南
部
の
山
元
町
で
も
同
様
の
言
い
伝
え
が
あ
る
。
同
町
山
寺
字
浜
の
岩
佐
岩
治
翁

（
明
治
三
十
七
年
生
ま
れ
）
に
よ
る
と
、
昔
は
出
漁
の
と
き
に
、
船
に
乗
ら
な
い
者
が
そ
の
船

に
魚
を
捕
っ
て
く
る
よ
う
に
と
、
頼
む
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。「
魚
を
頼
ん
で
や
る
と
漁

を
し
な
い
」
と
言
わ
れ
、
実
際
に
魚
を
頼
ま
れ
た
人
は
船
に
乗
せ
な
か
っ
た
と
い
う
（
一
九

八
七
年
五
月
二
十
四
日
聞
書
）。

（
14
）　

一
九
八
八
年
一
月
二
十
日
採
録
。

（
15
）　
「
仁
屋
」
の
玄
関
の
棟
木
に
は
、
魔
除
け
と
し
て
、
馬
靴
・
ク
ジ
ラ
の
ヒ
ゲ
、
ク
ジ
ラ
の

骨
・
マ
ゴ
ジ
ャ
ク
シ
な
ど
を
打
ち
つ
け
て
い
た
。
こ
れ
を
付
け
る
と
き
に
は
、
ト
ー
シ
カ
ゴ

を
か
ぶ
っ
て
か
ら
行
な
う
と
い
う
。
一
般
的
に
大
き
な
口
の
魚
は
魔
除
け
に
な
る
と
言
わ
れ

て
い
る
。

（
16
）　

岩
手
県
大
船
渡
市
赤
崎
町
蛸
ノ
浦
の
鳥
沢
チ
ト
セ
嫗
（
明
治
四
十
一
年
生
ま
れ
）
の
お
話

で
は
、
子
ど
も
の
頃
に
浜
に
カ
ツ
オ
船
が
入
る
と
、
子
ど
も
た
ち
が
組
ん
で
船
に
米
を
も
ら

い
に
行
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
中
で
く
れ
な
い
船
が
あ
る
と
、「
あ
の
船
、
沖
さ
行
っ
た
ら
ヘ

ビ
釣
れ
!
あ
の
船
ヘ
ビ
釣
れ
!
」
と
囃
し
立
て
た
と
い
う
。「
ヘ
ビ
」
と
い
う
言
葉
は
船
上
で

禁
句
で
あ
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
に
子
ど
も
の
口
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
も
非
常
に

嫌
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
17
）　

こ
れ
は
、
私
が
実
見
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
尾
形
栄
七
翁
が
本
家
（
大
家
）
の
旦
那
さ
ん

に
対
し
て
、
こ
の
「
注
ぎ
き
り
」
を
し
て
し
ま
っ
た
。
栄
七
翁
は
、
す
ぐ
に
謝
っ
て
か
ら
、

空
の
は
ず
の
銚
子
を
炉
の
灰
の
上
に
傾
け
て
注
ぐ
真
似
を
し
な
が
ら
、
ま
だ
酒
が
残
っ
て
い

る
よ
う
な
仕
草
を
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
相
手
や
自
分
の
心
を
安
ん
じ
る
必
要
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。
私
は
そ
の
様
子
を
目
撃
し
て
、
自
然
に
身
に
付
い
た
そ
の
よ
う
な
所
為
に
驚

く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

（
18
）　

婚
礼
に
対
す
る
禁
忌
の
一
例
と
し
て
、
越
前
の
石
徹
白
で
は
、「
新
婚
の
際
は
ア
ラ
ハ
ダ
七

十
五
日
と
い
っ
て
、
七
十
五
日
間
は
宮
に
も
参
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
（
宮
本
常
一
『
宮
本

常
一　

旅
の
手
帖
〈
村
里
の
風
物
〉』、
二
〇
一
〇
、
八
坂
書
房
）。
な
お
、
尾
形
栄
七
翁
の
話

で
は
、「
船
上
で
は
謡
を
歌
う
な
」
と
い
う
禁
忌
も
あ
っ
た
。
謡
は
婚
礼
に
通
じ
る
か
ら
で
も

あ
ろ
う
が
、
栄
七
翁
の
説
明
で
は
、
謡
を
す
る
と
、
海
の
神
様
は
歌
な
ど
を
好
む
の
で
、
聞

き
ほ
れ
る
た
め
に
船
が
進
ま
な
い
と
い
う
。
同
様
の
謡
の
禁
忌
は
、
山
で
も
語
ら
れ
る
が
、

こ
の
場
合
の
説
明
は
、
謡
の
声
は
オ
オ
カ
ミ
の
声
に
似
て
い
る
の
で
、
オ
オ
カ
ミ
が
近
寄
っ

て
く
る
た
め
だ
と
伝
え
て
い
る
。

（
19
）　

一
九
八
九
年
九
月
二
十
四
日
、
岩
手
県
大
槌
町
安
渡
の
岩
崎
博
さ
ん
（
昭
和
三
年
生
ま
れ
）

よ
り
聞
書
。
な
お
、
和
歌
山
県
新
宮
市
で
も
同
様
の
伝
承
が
あ
る
。
新
宮
市
三
輪
崎
の
漁
師
、

西
村
治
男
さ
ん
（
昭
和
六
年
生
ま
れ
）
に
よ
る
と
、
沖
で
イ
ル
カ
漁
を
し
て
い
る
と
き
に
、

ス
ジ
イ
ル
カ
と
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
が
次
々
と
網
に
入
っ
て
き
た
が
、
船
に
積
み
込
む
場
所
が

狭
く
な
っ
て
き
た
た
め
に
、
値
の
安
い
ハ
ン
ド
ウ
イ
ル
カ
を
「
こ
ん
な
も
の
!
」
と
言
い
放
っ

て
、
そ
の
ま
ま
海
に
捨
て
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
す
る
と
、
翌
日
か
ら
、
ぱ
っ
た
り
と

漁
が
な
く
な
り
、
近
辺
に
い
た
ミ
コ
サ
ン
に
「
神
占
い
」
を
し
て
も
ら
っ
た
ら
、「
不
服
を
言

い
な
が
ら
、
イ
ル
カ
の
は
ら
わ
た
を
裂
か
ず
に
海
へ
投
げ
込
ん
だ
た
め
だ
。
放
ら
れ
た
イ
ル

カ
が
怒
っ
て
い
る
の
で
、
当
分
、
漁
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
語
ら
れ
た
と
い
う
。
捕
っ
た
魚
を

海
に
戻
す
と
き
は
、
必
ず
は
ら
わ
た
を
手
で
ち
ぎ
っ
て
か
ら
投
げ
る
も
の
だ
と
語
ら
れ
、
そ

の
後
は
、
必
ず
魚
を
海
に
返
す
と
き
に
は
、
両
手
で
ち
ぎ
り
、「
ま
た
来
て
よ
!
」
と
か
、「
大

き
く
な
っ
て
来
い
!
」
と
か
、「
カ
ツ
オ
に
変
わ
っ
て
来
て
下
さ
い
!
」
と
か
語
り
な
が
ら
戻

し
た
と
い
う
。
魚
が
人
目
に
付
か
な
い
と
こ
ろ
で
腐
ら
せ
る
こ
と
も
船
で
は
嫌
い
、
不
漁
に

な
る
こ
と
が
多
い
と
も
い
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
も
、
そ
う
い
う
魚
は
、
は
ら
わ
た
を
ち
ぎ
っ

て
、「
す
ま
な
ん
だ
よ
ー
!
」
と
言
っ
て
海
に
捨
て
た
。
腐
っ
た
魚
が
あ
っ
た
場
所
は
、
タ
ワ

シ
で
磨
い
で
洗
っ
て
か
ら
、
最
後
は
塩
を
ふ
り
か
け
、
お
神
酒
を
上
げ
て
浄
め
た
も
の
だ
と
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い
う
。
三
陸
で
も
紀
州
で
も
、
い
ず
れ
も
オ
カ
ミ
サ
ン
や
ミ
コ
サ
ン
の
よ
う
な
巫
女
を
通
し

て
、
同
様
の
こ
と
を
戒
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

（
20
）　

こ
の
「
失
せ
物
絵
馬
」
に
つ
い
て
は
、
川
島
秀
一
「
三
陸
沿
岸
の
「
失
せ
物
絵
馬
」」（『
民

具
マ
ン
ス
リ
ー
』
第
30
巻
5
号
、
神
奈
川
大
学
日
本
常
民
文
化
研
究
所
、
一
九
九
七
）、
同

『
漁
撈
伝
承
』（
二
〇
〇
三
、
法
政
大
学
出
版
局
）
の
第
二
章
「
失
せ
物
と
龍
神
」
で
詳
し
く

述
べ
て
い
る
。

（
21
）　

一
九
八
六
年
二
月
二
〇
日
採
録
。
な
お
、
こ
の
カ
シ
キ
の
唱
え
言
に
つ
い
て
は
、
川
島
秀

一
「
鰹
船
に
お
け
る
カ
シ
キ
の
宗
教
的
役
割
」（『
東
北
民
俗
』
第
24
輯
、
東
北
民
俗
の
会
、

一
九
九
〇
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
22
）　

木
藤
才
蔵
校
注
『
徒
然
草
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
、
一
九
七
七
）
六
六
〜
六
七

ペ
ー
ジ

　
　
〔
付
記
〕
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
の
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
大
津
波
に
よ
り
、
宮
城
県
気
仙

沼
市
の
小
々
汐
も
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
、
瓦
礫
の
村
と
化
し
た
。
尾
形
栄
七
翁
の
長
男
の

賢
治
さ
ん
も
自
分
の
船
を
助
け
よ
う
と
し
て
他
界
さ
れ
た
。
小
々
汐
が
か
つ
て
の
よ
う
な
漁

村
と
し
て
立
ち
直
れ
る
か
ど
う
か
は
未
知
で
あ
る
が
、
本
レ
ポ
ー
ト
で
採
り
あ
げ
た
よ
う
な

「
唱
え
言
」
や
呪
術
の
世
界
は
、
こ
の
震
災
を
通
し
て
伝
承
が
分
断
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
と

思
わ
れ
る
。
尾
形
賢
治
さ
ん
の
鎮
魂
も
込
め
て
、
な
お
の
こ
と
、
こ
の
レ
ポ
ー
ト
を
記
し
た
。

（
リ
ア
ス
・
ア
ー
ク
美
術
館
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
二
〇
一
一
年
七
月
一
四
日
受
付
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
一
一
日
審
査
終
了
）


