
81

産
屋
習
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に

❶
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民
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❷ 

東
北
地
方（
青
森
・
岩
手
・
宮
城
）の
産
屋

❸
山
形
県
西
置
賜
郡
小
国
町
大
宮
の
コ
ヤ
バ

❹
静
岡
県
浜
松
市
の
コ
ヤ

❺
愛
知
県
北
設
楽
郡
東
栄
町
の
サ
ン
ゴ
ヤ

﹇
論
文
要
旨
﹈

産
屋
が
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
。
産
屋
が
遅
く
ま
で
残
っ
た
地
域
で
も
昭
和
三
〇
年
代
が

お
お
む
ね
終
焉
時
期
と
な
っ
て
い
る
。産
屋
習
俗
の
終
焉
の
要
因
は
一
様
で
は
な
い
。本
研
究
の
テ
ー

マ
は
、
な
ぜ
産
屋
習
俗
は
終
焉
を
迎
え
た
の
か
と
い
う
根
源
的
な
問
い
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
産
屋

と
は
主
屋
と
別
に
小
さ
な
建
物
を
建
て
、
そ
こ
に
産
婦
が
血
の
穢
れ
の
た
め
に
家
族
と
隔
離
さ
れ
て

食
事
も
別
に
す
る
施
設
で
あ
る
と
学
び
、
産
屋
を
穢
れ
か
ら
の
隔
離
・
別
火
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
化
さ
れ
た
視
点
で
認
識
し
て
き
た
。
し
か
し
出
産
の
穢
れ
か
ら
の
隔
離
・
別
火
が
所
与
の
も
の
で

な
い
と
す
れ
ば
、
産
屋
の
本
質
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
論
文
が
産
屋
習
俗
の
終
焉
過
程
に
注
目
す
る
理
由
の
第
一
点
は
、
現
在
（
＝
平
成
二
〇
年
代
）

が
産
屋
体
験
者
か
ら
直
接
話
を
聞
け
る
最
後
の
機
会
で
あ
る
こ
と
。
産
屋
体
験
者
か
ら
の
聞
き
書
き

は
緊
急
性
を
有
し
詳
細
な
記
録
化
が
望
ま
れ
る
。
第
二
点
は
産
屋
の
終
焉
か
ら
過
去
に
遡
れ
ば
当
該

地
域
に
お
け
る
産
屋
の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
で
き
る
と
考
え
た
。
現
時
点
で
伝
承
者
か
ら
き
ち
ん

と
聞
き
書
き
を
行
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
産
屋
習
俗
の
終
焉
過
程
の
研
究
に
も
資
す
る
の
で
あ
る
。

先
行
研
究
で
は
、
産
屋
の
発
生
は
神
の
加
護
を
得
る
籠
も
り
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
牧
田
茂
・
高
取

正
男
・
谷
川
健
一
の
所
説
は
、
産
屋
の
原
初
的
形
態
に
視
点
を
置
い
た
論
理
で
あ
る
。
実
際
に
原
初

的
形
態
を
彷
彿
と
さ
せ
る
民
俗
事
例
が
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
現
行
習
俗
を

古
代
へ
飛
躍
さ
せ
る
の
は
論
理
的
に
危
険
が
伴
う
で
あ
ろ
う
。
事
例
で
取
り
上
げ
た
山
形
県
小
国
町

大
宮
の
コ
ヤ
バ
は
、
明
治
二
二
年
以
前
は
出
産
の
都
度
小
屋
を
建
て
て
い
た
が
、
警
察
署
長
の
意
見

で
常
設
の
コ
ヤ
バ
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
仮
設
か
ら
常
設
へ
変
化
す
る
傾
向
は
、
福
井
県
敦
賀
市
池

河
内
の
事
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
福
井
県
敦
賀
市
白
木
の
サ
ン
ゴ
ヤ
は
、
昭
和
五
〇
年
代
ま
で

使
用
さ
れ
て
お
り
全
国
で
最
も
遅
く
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
た
。
常
設
化
の
産
屋
は
伝
統
を
守
り
な
が

ら
も
、
滞
在
期
間
の
短
縮
化
、
休
養
の
場
の
拡
大
化
な
ど
、
地
域
に
応
じ
た
多
様
な
あ
り
方
を
み
せ

て
い
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
産
屋
（
う
ぶ
や
）、サ
ン
ゴ
ヤ
、コ
ヤ
バ
、オ
ビ
ヤ
、デ
ー
ベ
ヤ
、出
産
、別
火
、共
助
、

休
養
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❾
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ま
と
め
と
課
題
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は
じ
め
に

わ
が
国
の
産
屋
は
昭
和
五
〇
年
代
を
最
後
に
利
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
本
研
究
の

テ
ー
マ
は
、
な
ぜ
産
屋
習
俗
は
終
焉
を
迎
え
た
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
可
能
な
限

り
現
地
へ
赴
い
て
産
屋
体
験
者
の
語
り
に
耳
を
傾
け
、
並
行
し
て
文
献
資
料
を
渉
猟

し
た
。
そ
の
過
程
で
先
行
研
究
の
資
料
論
的
批
判
の
必
要
性
を
痛
感
す
る
と
と
も
に
、

自
分
の
目
と
耳
で
産
屋
習
俗
を
確
認
す
る
こ
と
の
重
要
性
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。

私
が
産
屋
習
俗
に
関
心
を
寄
せ
た
理
由
は
、
近
代
以
降
、
出
産
の
医
療
化
が
急
速

に
進
む
中
で
民
俗
文
化
の
排
除
・
駆
逐
・
融
合
の
過
程
に
つ
い
て
理
解
し
や
す
い
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
谷
川
健
一
・
西
山
や
よ
い
『
産
屋
の
民
俗
―
若
狭
湾

沿
岸
に
お
け
る
産
屋
の
聞
書
―
』
や
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編
『
若
狭
の
産
小
屋
習

俗
』
な
ど
一
部
の
研
究
を
除
け
ば
、
産
屋
の
知
名
度
は
高
い
も
の
の
、
資
料
論
的
に

見
る
と
、
そ
の
調
査
研
究
の
実
態
は
か
な
り
手
薄
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
覚
え
た
か

ら
で
あ
る
。
私
が
産
屋
習
俗
の
終
焉
過
程
に
注
目
す
る
理
由
は
次
の
三
点
に
絞
ら
れ

る
。
第
一
点
は
、
現
在
（
＝
平
成
二
〇
年
代
）
が
産
屋
体
験
者
か
ら
直
接
話
を
聞
け

る
最
後
の
機
会
で
あ
る
こ
と
。
こ
れ
は
緊
急
性
の
高
い
問
題
で
あ
り
、
民
俗
研
究
に

携
わ
る
私
た
ち
は
産
屋
体
験
者
の
話
を
記
録
化
し
て
後
世
に
伝
え
る
義
務
が
あ
る
と

考
え
て
い
る
。
第
二
点
は
、
終
焉
期
か
ら
過
去
に
遡
れ
ば
当
該
地
域
に
お
け
る
産
屋

の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
で
き
る
こ
と
。も
ち
ろ
ん
聞
き
書
き
だ
け
で
は
不
十
分
で
、

文
献
資
料
も
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
た
ち
は
そ
こ
で
資
料
論
的
問
題
と

向
き
合
う
こ
と
に
な
る
。
第
三
点
は
、
産
屋
習
俗
と
い
う
民
俗
文
化
と
近
代
医
療
と

の
文
化
接
触
の
問
題
を
考
察
で
き
る
こ
と
。
近
代
に
お
け
る
出
産
の
医
療
化
に
つ
い

て
個
別
具
体
的
に
観
察
で
き
る
と
考
え
た
。

そ
の
た
め
に
現
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
産
屋
体
験
者
か
ら
個
別
体
験
を
た
く
さ

ん
聞
き
取
る
こ
と
を
心
が
け
た
。
た
と
え
ば
一
人
の
女
性
が
一
生
の
う
ち
に
三
児
を

出
産
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
出
産
状
況
は
個
別
で
あ
る
か
ら
、
一
人
ひ
と
り
の
出
産

に
つ
い
て
語
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
出
産
は
季
節
に
よ
っ
て
も
、
初
子
と
二
番

目
以
降
と
で
も
異
な
る
し
、
赤
子
の
性
別
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
姑
が
健
在
で
あ
っ

た
の
か
、
居
な
か
っ
た
の
か
、
な
ど
も
重
要
な
要
素
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
産
婦
本
人

の
年
齢
や
体
調
も
あ
る
。
調
査
に
あ
た
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
個
人
に
こ
だ
わ
り
、
あ

え
て
一
般
化
し
な
い
よ
う
に
心
が
け
た
。
多
く
の
話
者
は
一
人
ひ
と
り
の
児
の
出
産

を
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
た
。
身
体
に
刻
ま
れ
た
記
憶
の
確
か
さ
が
あ
る
と
言
え
よ

う
。
民
俗
事
象
は
い
つ
変
わ
っ
た
の
か
判
明
し
な
い
こ
と
が
多
い
が
、
出
産
は
年
月

が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
年
代
設
定
が
比
較
的
容
易
な
分
野
と
言
え
よ
う
。
本

稿
で
は
、
私
自
身
の
聞
き
書
き
資
料
は
【
事
例
○
】
と
し
て
紹
介
す
る
。

❶
産
屋
に
関
す
る
先
行
研
究
と
民
俗
思
想

1　

産
屋
の
先
行
研
究
と
資
料
論
的
批
評

（
1
）『
児
や
ら
い
』掲
載
の
産
屋
図
版

大
藤
ゆ
き
『
児
や
ら
い
』（
旧
版
一
九
四
四
年
）
は
、
産
育
研
究
の
基
本
文
献
と

し
て
人
び
と
に
概
論
的
知
識
を
広
く
流
通
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
と
も
す
れ
ば
産
育

研
究
の
課
題
は
解
決
済
み
の
印
象
を
与
え
、
そ
の
た
め
に
当
該
分
野
の
研
究
が
停
滞

し
た
と
も
言
え
よ
う
。
本
章
で
は
、産
屋
に
焦
点
を
当
て
て
、概
説
書
と
し
て
の
『
児

や
ら
い
』
の
資
料
論
的
批
評
か
ら
始
め
た
い
と
思
う
。
同
書
に
福
岡
県
大
島
地
方
の

産
屋
の
図
が
載
り
、
出
産
後
三
日
目
の
名
付
け
の
際
に
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
産
屋
を
門
口

に
建
て
る
と
解
説
さ
れ
る
〔
大
藤　

一
九
六
八　

五
〇
〕。
年
中
行
事
や
通
過
儀
礼
で

は
、
大
き
な
実
物
を
作
れ
な
い
の
で
、
実
物
の
小
模
型
を
作
っ
て
行
事
を
実
施
す
る

場
合
が
少
な
く
な
い
。産
屋
習
俗
の
終
焉
期
に
も
人
間
が
実
際
に
入
る
の
で
は
な
く
、

ミ
ニ
チ
ュ
ア
を
作
っ
て
産
屋
の
記
憶
を
伝
え
よ
う
と
す
る
文
化
が
残
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
実
は
、
こ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
産
屋
か
ら
意
外
な
事
実
が
判
明
し
た
。

同
書
を
読
み
進
め
る
と
、
私
た
ち
は
「
戦
前
ま
で
は
福
井
県
敦
賀
市
付
近
で
は
、
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常
設
の
産
小
屋
を
別
に
立
て
て
お
り
、
西
浦
と
か
松
原
と

か
の
部
落
で
は
共
同
の
産
小
屋
が
設
け
ら
れ
て
い
た
」（
下

線
筆
者
）
と
い
う
記
述
に
行
き
当
た
る
〔
大
藤　

一
九
六
八　

三
四
〕。
谷
川
健
一
・
西
山
や
よ
い
『
産
屋
の
民
俗
―
若
狭

湾
沿
岸
に
お
け
る
産
屋
の
聞
書
―
』（
一
九
八
一
）に
よ
れ
ば
、

昭
和
五
〇
年
代
に
産
小
屋
が
使
わ
れ
た
地
域
も
あ
る
し
、
敦

賀
半
島
で
は
多
く
の
地
域
で
、
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
地
元
の

人
び
と
は
産
屋
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

な
ぜ
「
戦
前
ま
で
は
」
と
書
き
出
す
の
か
。『
児
や
ら
い
』

の
著
者
は
現
地
に
足
を
運
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い

う
疑
問
が
湧
く
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
は
民
俗
資
料
の
真
正

性
と
い
う
問
題
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
同
書
の
産
屋
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
疑

問
が
出
て
き
た
。
第
一
点
は
、事
実
関
係
の
曖
昧
性
で
あ
る
。

第
二
点
は
、
産
屋
の
図
版
に
関
す
る
恣
意
性
で
あ
る
。
結
論

を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
大
藤
が
現
地
調
査
を
し

て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
出
典
を
き
ち
ん
と
明
記
し
て
い
な

図A　安川弘堂「福岡県大島地方」
        『旅と伝説』第6年7月（1933）　

図B　大藤ゆき『児やらい』
         岩崎美術社（1968）　 

図D　瀬川清子『女の民俗誌-その
         けがれと神秘』東京書籍（1980）　

図E　牧田茂『日本人の一生』
　　   講談社学術文庫（1990）　

図C　瀬川清子「産屋について」
　　　（1948）　

い
こ
と
か
ら
発
生
し
た
問
題
で
あ
る
。
利
用
し
た
資
料
の
典
拠
は
、
論
考
に
は
必
要

不
可
欠
な
事
柄
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、概
説
書
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、大
藤
が
『
児

や
ら
い
』
で
紹
介
し
た
福
岡
県
大
島
地
方
の
産
屋
模
型
図
は
出
典
が
明
記
さ
れ
て
い

な
い
。
出
典
に
つ
い
て
は
、『
旅
と
伝
説
』
第
六
年
七
月
（
誕
生
と
葬
礼
号
）
の
安

川
弘
堂
「
福
岡
県
大
島
地
方
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
誌
に
は
手
書
き
の
簡
略

な
図
が
載
り
、
該
当
部
分
の
説
明
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

名
附
は
昔
は
三
日
目
に
し
た
と
の
こ
と
其
時
産
屋
と
称
し
、
其
家
の
門
戸
口
に

図
の
如
く
ね﹅

﹅

﹅

﹅

ん
が
ら
（
木
を
一
尺
二
三
寸
に
切
つ
て
先
き
を
削
つ
た
も
の
）
を

四
本
建
て
こ
れ
に
藁
屋
根
を
葺
き
、
そ
の
上
に
柴
を
立
て
鉋
丁
を
置
き
、
三
十

日
間
を
経
て
近
隣
の
子
供
を
集
め
て
こ
れ
を
毀
は
さ
せ
、
後
子
供
達
に
御
馳
走

を
出
し
た
由
〔
安
川　

一
九
三
三　

二
九
五
〕。

福
岡
県
大
島
地
方
の
産
屋
は
多
く
の
研
究
者
が
引
用
し
て
い
る
が
、
ど
れ
も
少
し

ず
つ
異
な
っ
た
図
版
で
あ
る
。
次
に
原
資
料
と
孫
引
き
の
関
係
を
実
例
を
紹
介
し

な
が
ら
論
じ
て
い
く
。
ま
ず
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
安
川
弘
堂
の
論
考
に
付
け
ら
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れ
た
挿
図
を
図
A
、
大
藤
ゆ
き
『
児
や
ら
い
』
の
挿
図
を
図
B
〔
大
藤　

一
九
六
八　

五
〇
〕、
瀬
川
清
子
「
産
屋
に
つ
い
て
」〔『
日
本
民
俗
学
の
た
め
に
』
第
九
輯
〕
五
二

頁
に
載
っ
た
産
屋
の
挿
図
を
図
C
〔
瀬
川　

一
九
四
八　

五
二
〕
と
し
、
そ
の
論
考

が
収
載
さ
れ
た
『
女
の
民
俗
誌
―
そ
の
け
が
れ
と
神
秘
―
』
の
挿
図
を
図
D
〔
瀬

川　

一
九
八
〇　

六
五
〕、
牧
田
茂
『
日
本
人
の
一
生
』
の
挿
図
を
図
E
〔
牧
田　

一
九
九
〇　

五
二
〕
と
す
る
。
な
お
、
牧
田
の
図
E
と
ほ
ぼ
同
じ
図
版
は
『
日
本
民

俗
学
大
系
』
六
巻
（
平
凡
社
、一
九
五
八
）
の
「
小
屋
」
の
一
六
一
ペ
ー
ジ
に
も
載
っ

て
い
る
。（
図
A
〜
図
E
）

図
A
が
原
図
と
考
え
ら
れ
る
。
図
C
が
最
も
図
A
に
似
て
い
る
。
図
B
は
各
部
位

の
名
称
が
載
っ
て
い
な
い
。
観
察
す
る
と
庖
丁
が
横
置
き
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
図
C
と
図
D
は
図
A
に
近
い
が
、
図
B
同
様
に
庖
丁
を
横
置
き

に
描
い
て
い
る
。
図
E
は
、
図
A
に
比
較
的
忠
実
で
は
あ
る
が
、
原
図
以
上
に
き
れ

い
な
仕
上
が
り
で
あ
る
。
図
E
を
用
い
た
牧
田
は
、
解
説
の
中
で
「
こ
う
し
た
例
か

ら
み
る
と
、
む
か
し
は
出
産
の
た
び
ご
と
に
新
し
い
産
小
屋
を
立
て
、
お
産
が
す

む
と
こ
わ
し
て
し
ま
う
の
が
古
い
形
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
」〔
牧
田

一
九
九
〇　

五
二
〕
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
安
川
の
報
告
は
昭
和
八
年
時
点
で
、
昔
は
産
屋

を
建
て
た
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
牧
田
は
出
産
の
た
び
に
産
屋
を
作
り
、
出

産
が
済
む
と
壊
す
習
俗
が
遠
い
過
去
に
あ
っ
た
名
残
で
あ
る
、
と
深
読
み
を
し
て
い

る
。
先
入
観
に
よ
る
論
展
開
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
資
料
論
研
究
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
原
典
の
図
版
を
改
変
す
べ
き
で
は
な
い
。
安
川
が

報
告
し
た
昭
和
八
年
の
『
旅
と
伝
説
』
に
掲
載
さ
れ
た
図
A
が
、
後
世
に
長
く
引
用

さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
原
典
に
書
か
れ
た
こ
と
以
上
の
こ
と
を
類
推
で

論
じ
る
の
は
原
則
的
に
す
べ
き
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

（
2
）産
屋
の
定
義

次
に
、
本
稿
で
使
用
す
る
産
屋
の
用
語
に
つ
い
て
、
共
通
の
認
識
を
持
つ
べ
く
、

定
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
そ
こ
で
今
ま
で
出
版
さ
れ
た
代
表
的
な
民
俗

学
辞
典
を
比
較
検
討
し
て
み
る
。
こ
こ
で
は
『
民
俗
学
辞
典
』（
一
九
五
一
年
）、『
日

本
民
俗
事
典
』（
一
九
七
二
年
）、『
日
本
民
俗
大
辞
典
』（
一
九
九
九
年
）
の
三
冊
を

比
較
検
討
の
素
材
と
す
る
。
産
屋
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

①
『
民
俗
学
辞
典
』⇒

「
産
婦
が
産
の
忌
の
期
間
す
な
わ
ち
二
十
一
日
な
い
し

は
七
十
五
日
間
、別
火
生
活
を
す
る
所
を
い
う
」（
六
二
ペ
ー
ジ　

執
筆
者
・
不
詳
）

②
『
日
本
民
俗
事
典
』⇒

「
産
の
た
め
の
別
小
屋
で
、
産
婦
が
、
産
の
忌
の
期

間
（
二
十
一
日
な
い
し
七
十
五
日
間
）、別
火
の
生
活
を
送
る
所
を
い
う
」（
七
三

ペ
ー
ジ　

執
筆
者
・
松
岡
利
夫
）

③
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』⇒

「
出
産
を
す
る
た
め
の
場
所
で
、
特
別
に
準
備
さ

れ
た
別
棟
の
小
屋
あ
る
い
は
産
室
を
い
う
。
出
産
・
産
後
の
あ
る
期
間
、
産
婦

と
生
児
が
こ
の
小
屋
で
過
ご
し
た
」（
一
七
九
ペ
ー
ジ　

執
筆
者
・
倉
石
あ
つ
子
）

産
屋
は
、『
民
俗
学
辞
典
』
で
初
め
て
定
義
さ
れ
た
が
、執
筆
者
は
不
明
で
あ
る
。『
日

本
民
俗
事
典
』は
、先
行
す
る『
民
俗
学
辞
典
』の
記
述
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。『
日

本
民
俗
大
辞
典
』
で
「
初
め
て
特
別
に
準
備
さ
れ
た
別
棟
の
小
屋
」
と
い
う
記
述
が

登
場
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
説
の
差
異
は
、
学
界
の
研
究
動
向
と
深
く
関
わ

る
。『
民
俗
学
辞
典
』
で
は
、
産
屋
は
産
の
忌
み
に
伴
う
別
火
生
活
の
場
を
指
し
て

お
り
、忌
み
の
期
間
を
重
視
し
た
。
こ
こ
で
は
必
ず
し
も
別
棟
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

産
屋
は
出
産
の
場
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
『
日
本
民
俗
事
典
』

に
は「
産
の
た
め
の
別
小
屋
」と
明
確
に
記
述
さ
れ
る
。『
日
本
民
俗
大
辞
典
』に「
出

産
を
す
る
た
め
の
場
所
で
、
特
別
に
準
備
さ
れ
た
別
棟
の
小
屋
あ
る
い
は
産
室
」
と

記
さ
れ
た
よ
う
に
建
物
自
体
が
強
調
さ
れ
て
い
っ
た
。
当
初
は
穢
れ
に
伴
う
忌
み
の

期
間
に
力
点
を
置
い
て
い
た
が
、
次
第
に
別
火
の
た
め
の
別
棟
を
強
調
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

出
産
の
場
と
し
て
の
産
屋
と
い
う
よ
り
、
別
火
の
た
め
の
別
棟
の
小
屋
に
限
定
す

る
ほ
う
が
、
各
地
に
所
在
し
た
産
屋
を
理
解
し
や
す
か
っ
た
た
め
と
推
察
さ
れ
る
。

高
取
正
男
・
橋
本
峰
雄
『
宗
教
以
前
』（
一
九
六
八
年
）、
高
取
正
男
『
神
道
の
成
立
』

（
一
九
七
九
年
）で
京
都
府
福
知
山
市
三
和
町
大
原
の
産
屋
が
紹
介
さ
れ
、谷
川
健
一
・



85

［産屋習俗の終焉過程に関する民俗学的研究］……板橋春夫

西
山
や
よ
い
『
産
屋
の
民
俗
―
若
狭
湾
に
お
け
る
産
屋
の
聞
書
―
』（
一
九
八
一
）、

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編
『
若
狭
の
産
小
屋
習
俗
』（
一
九
八
九
年
）
が
刊
行
さ
れ

て
、
福
井
県
敦
賀
半
島
と
若
狭
湾
地
方
に
お
け
る
産
小
屋
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る

な
ど
、
一
九
八
〇
年
代
は
産
屋
研
究
が
急
速
に
深
ま
っ
た
時
期
で
あ
る
。『
日
本
民

俗
大
辞
典
』
の
産
屋
項
目
は
、
以
上
の
よ
う
な
産
屋
に
関
す
る
調
査
研
究
の
蓄
積
を

反
映
さ
せ
た
記
述
で
あ
る
）
1
（

。

本
稿
で
は
、
基
本
的
に
は
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
に
お
け
る
産
屋
の
定
義
に
し
た

が
っ
て
産
屋
を
把
握
す
る
。
し
か
し
、私
が
各
地
で
調
査
を
試
み
た
結
果
に
よ
る
と
、

出
産
を
自
宅
な
ど
別
の
場
所
で
行
い
、
産
後
に
別
棟
の
産
屋
へ
移
動
す
る
事
例
が
何

か
所
か
で
見
ら
れ
る
の
で
、「
出
産
を
す
る
た
め
の
場
所
」
と
い
う
箇
所
を
「
出
産
・

産
後
に
利
用
す
る
場
所
」と
修
正
し
て
お
き
た
い
。
別
棟
と
し
て
の
産
屋
の
建
物
は
、

ウ
ブ
ヤ
、
コ
ヤ
、
コ
ヤ
バ
、
サ
ン
ゴ
ヤ
、
ヒ
マ
ヤ
、
デ
ー
ベ
ヤ
、
タ
ヤ
、
タ
ビ
ゴ
ヤ
、

ベ
ツ
ヤ
な
ど
、
各
種
の
呼
称
が
知
ら
れ
る
が
、
本
稿
は
こ
れ
ら
を
包
括
す
る
学
術
語

と
し
て
「
産
屋
」
を
用
い
る
。
産
屋
は
一
般
に
は
出
産
の
場
と
い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
て
き
た
が
、
本
稿
の
研
究
対
象
は
「
別
棟
の
小
屋
で
出
産
・
産
後
に
利
用
す
る
場

所
」
と
し
て
の
産
屋
で
あ
る
。

（
3
）産
屋
の
分
布
と
存
在
形
態

産
屋
の
定
義
に
続
い
て
、
産
屋
の
分
布
と
存
在
形
態
に
つ
い
て
み
て
い
く
。
産
屋

に
は
出
産
直
前
に
別
棟
の
小
屋
へ
入
っ
て
出
産
す
る
場
合
と
、
小
屋
以
外
（
自
宅

や
医
療
施
設
な
ど
）
で
出
産
し
た
後
に
別
棟
の
小
屋
へ
入
る
場
合
の
二
通
り
が
あ
っ

た
。
妊
産
婦
は
一
週
間
か
ら
長
く
て
二
か
月
と
い
う
期
間
を
産
屋
で
過
ご
し
た
。
そ

の
分
布
は
、
太
平
洋
側
は
静
岡
県
熱
海
市
初
島
・
東
京
都
伊
豆
諸
島
、
三
重
県
志
摩

半
島
、
日
本
海
側
は
福
井
県
敦
賀
半
島
、
同
県
若
狭
地
方
、
香
川
県
観
音
寺
市
伊
吹

島
を
は
じ
め
と
す
る
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
域
、
そ
し
て
九
州
で
は
大
分
県
姫
島
、
福
岡

県
大
島
、
鹿
児
島
県
十
島
村
な
ど
で
あ
る
。
山
間
地
域
で
は
、
山
形
県
西
置
賜
郡
小

国
町
大
宮
、
静
岡
県
浜
松
市
、
愛
知
県
北
設
楽
郡
東
栄
町
、
京
都
府
福
知
山
市
三
和

町
大
原
な
ど
に
分
布
し
て
い
た
）
2
（

。
分
布
の
特
色
と
し
て
は
、
大
森
元
吉
が
論
文
「
血

忌
習
俗
の
分
布
に
つ
い
て
」
で
仮
説
的
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
産
屋
が
西
南
日
本
の

海
辺
に
濃
い
分
布
を
示
す
の
は
、
年
齢
階
梯
制
を
伴
う
寝
宿
、
双
系
的
傾
向
、
足
入

れ
婚
、
別
居
隠
居
制
な
ど
の
文
化
要
素
と
の
分
布
の
一
致
が
見
ら
れ
る
と
い
う
〔
大

森　

一
九
六
〇　

七
五
〕。
漁
撈
で
生
計
を
立
て
る
漁
村
、
狩
猟
や
炭
焼
き
な
ど
の
山

仕
事
を
生
計
と
す
る
山
村
、
神
社
の
氏
子
圏
に
あ
た
る
集
落
な
ど
で
は
、
女
性
の
出

産
や
月
経
に
伴
う
血
の
穢
れ
を
極
度
に
嫌
う
と
い
わ
れ
、
そ
れ
が
産
屋
習
俗
を
持
続

さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
月
経
時
は
主
屋
と
は
別
に
建
て
ら
れ
た
月
小
屋
で
過

ご
す
慣
行
が
残
存
す
る
地
域
も
あ
っ
た
が
、
月
小
屋
は
近
代
に
な
っ
て
産
屋
よ
り
も

早
く
消
滅
し
た
。

産
屋
の
存
在
形
態
に
は
、
出
産
の
た
び
に
急
ご
し
ら
え
の
仮
設
の
小
屋
を
設
け
た

場
合
と
、
常
設
の
小
屋
を
設
け
る
場
合
と
が
あ
っ
た
。
仮
設
の
小
屋
は
一
回
だ
け
の

使
用
で
あ
り
、
使
用
後
は
破
壊
（
解
体
・
焼
却
）
さ
れ
た
。
産
屋
の
模
型
を
製
作
し

た
り
、
一
時
的
に
入
る
儀
礼
を
行
う
事
例
も
見
ら
れ
た
。
仮
設
の
小
屋
と
し
て
産
屋

は
、「
古
事
記
」
以
来
の
原
初
的
形
態
と
さ
れ
る
〔
谷
川　

一
九
九
〇　

二
九
一
〕。
そ

れ
に
対
し
、
常
設
の
産
屋
は
、
あ
る
程
度
の
使
用
年
数
を
考
慮
し
て
作
ら
れ
た
。
常

設
の
産
屋
に
は
、
個
人
有
と
共
有
の
区
別
が
あ
り
、
個
人
有
は
早
く
消
滅
し
た
が
、

共
有
は
比
較
的
長
く
残
存
し
た
。
月
経
時
に
入
る
月
小
屋
は
、
産
屋
と
は
別
途
建
て

ら
れ
る
地
域
も
あ
る
が
、
産
屋
と
月
小
屋
を
兼
用
し
た
例
も
少
な
く
な
い
。

2　

産
屋
の
民
俗
思
想

（
1
）産
屋
の
果
た
す
役
割

こ
こ
で
産
屋
の
本
質
と
も
言
え
る
民
俗
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
こ

れ
か
ら
い
く
つ
か
の
学
説
を
紹
介
・
検
討
し
て
い
く
が
、
そ
の
前
に
倉
石
あ
つ
子
の

論
文
「
産
屋
・
産
神
」
に
お
け
る
次
の
文
章
に
注
目
し
て
み
た
い
。

従
来
産
屋
を
取
り
上
げ
る
時
、
出
産
は
穢
れ
で
あ
る
と
す
る
認
識
を
念
頭
に
お

い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
産
屋
が
建
て
ら
れ
た
場
所
も
、
穢
れ
に



86

国立歴史民俗博物館研究報告
第 205集　2017年 3月

感
染
す
る
こ
と
を
恐
れ
て
人
家
か
ら
離
れ
た
所
に
建
て
た
の
だ
と
解
釈
さ
れ
た

し
、
そ
こ
に
産
婦
が
入
る
こ
と
も
穢
れ
た
身
を
慎
む
た
め
と
さ
れ
た
。
そ
れ
は

出
産
と
い
う
現
象
を
、
産
婦
に
つ
い
て
の
み
み
て
い
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
出
産
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
出
産
本
来
の
意
味
を
考
え
る
と
、
そ

れ
は
新
し
い
霊
魂
の
出
現
と
い
う
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
産
屋
と
い

う
施
設
は
、
生
ま
れ
て
く
る
霊
魂
が
対
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
産
屋
の
果
す
役

割
も
違
っ
た
意
味
を
持
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。〔
倉
石　

一
九
八
三　

一
五
五
〕

産
屋
と
言
え
ば
隔
離
・
別
火
と
い
う
観
念
が
所
与
の
も
の
と
し
て
あ
る
。
私
た
ち
は

産
屋
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
穢
れ
か
ら
の
隔
離
・
別
火
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化

さ
れ
た
視
点
で
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
し
も
穢
れ
か
ら
の
隔
離
・
別

火
が
所
与
の
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
産
屋
の
本
質
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の

か
。
倉
石
が
述
べ
る
よ
う
に
、
産
屋
の
本
質
を
霊
魂
の
出
現
に
求
め
る
の
が
妥
当
な

の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
は
産
屋
に
つ
い
て
の
先
行

研
究
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
2
）忌
み
籠
も
り
と
穢
れ
の
論
理

①
牧
田
茂
説　
　

牧
田
茂
は
、『
日
本
人
の
一
生
』（
初
出
は『
人
生
の
歴
史
』一
九
六
五
年
）の
中
で
、「
産

婦
が
産
小
屋
を
立
て
て
こ
も
っ
た
の
も
、
お
産
が
不
浄
だ
か
ら
と
い
う
よ
り
は
〝
物

忌
み
〞
の
生
活
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
加
護
の
も
と
に
こ
ど
も
を
生
む
と
い

う
神
聖
な
行
為
を
成
就
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
も
と
も
と
の
考
え
方
で
あ
っ
た
と
わ

た
く
し
は
考
え
て
い
る
」
と
述
べ
る
〔
牧
田　

一
九
九
〇　

五
四
〕。
人
間
の
魂
が
誕

生
を
待
っ
て
母
の
胎
内
に
籠
も
り
、そ
の
母
が
籠
も
っ
て
い
る
場
所
が
産
屋
で
あ
り
、

そ
れ
は
人
間
の
霊
魂
の
再
生
・
復
活
を
待
っ
て
い
る
形
を
示
す
と
考
え
た
。

こ
の
考
え
は
、
後
に
女
性
の
穢
れ
や
血
の
忌
み
を
テ
ー
マ
に
産
屋
・
月
小
屋
を
詳

述
し
た
『
神
と
女
の
民
俗
学
』
に
お
い
て
、「
出
産
に
際
し
て
産
屋
や
納
戸
に
入
る

の
も
、
産
が
穢
れ
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
た
だ
『
籠
る
』
た
め
で
あ
っ
た
。
稲
の

魂
が
籾
の
な
か
に
こ
も
り
、
産
屋
に
こ
も
っ
て
い
る
う
ち
に
、
発
芽
し
、
成
長
す
る

力
、
つ
ま
り
は
魂
が
充
実
し
て
く
る
よ
う
に
、
人
の
子
の
魂
も
、
母
の
子
宮
に
こ
も

り
、
そ
の
母
は
産
屋
に
こ
も
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
出
る
力
、
成
長
す
る
力
を

貯
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
む
か
し
の
人
々
は
考
え
た
の
で
あ
る
。『
み
ご
も
る
』

と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
日
本
人
の
考
え
方
を
ま
こ
と
に
よ
く
表
し
て
い
る
。」〔
牧
田　

一
九
八
一　

九
九
〕
と
論
じ
、
誕
生
の
た
め
に
は
籠
も
り
の
過
程
を
経
る
こ
と
が
必

要
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
た
。
牧
田
は
、
籠
も
り
は
誕
生
だ
け
で
な
く
復
活
の
た

め
に
も
必
要
不
可
欠
な
過
程
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

②
高
取
正
男
説　
　

高
取
正
男
は
、
橋
本
峰
雄
と
の
共
著
『
宗
教
以
前
』
で
、
京
都
府
天
田
郡
三
和
町

大
原
（
現
・
福
知
山
市
）
の
産
屋
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
洪
水
が
あ
っ
て
も
水
が

つ
か
な
い
と
し
、
か
つ
て
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た
材
木
を
用
い
て
産
屋
を
作
る
よ
う

に
と
い
う
大
原
神
社
の
神
の
お
告
げ
に
よ
っ
て
作
っ
た
の
が
始
ま
り
と
紹
介
し
て
い

る
。
そ
の
産
屋
は
集
落
の
人
た
ち
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
長
く
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
、
高
取
は
「
こ
の
産
屋
に
こ
も
っ
て
別
火
生
活
を
す
る
の
は
、
お
産

が
穢
れ
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
正
反
対
に
神
を
迎
え
、
神
の
加
護
の
も

と
に
安
産
す
る
た
め
、
穢
れ
を
避
け
て
精
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
る
と
、
他
の

産
小
屋
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
土
間
で
の
お
産
に
も
、
こ
う
し
た
信
仰
が
歪
曲
さ
れ

る
形
で
潜
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。」
と
考
え
た
〔
高
取
正
男
・
橋
本
峰

雄　

一
九
六
八　

三
九
〜
四
〇
〕。

高
取
の
学
説
は
、『
神
道
の
成
立
』に
お
い
て
さ
ら
に
論
理
的
に
磨
き
が
か
か
っ
た
。

土
間
住
ま
い
の
産
屋
は
「
地
面
と
地
面
に
敷
か
れ
た
青
草
の
う
え
に
身
を
お
き
、
そ

れ
の
も
つ
精
気
に
直
接
に
ふ
れ
な
が
ら
忌
み
ご
も
り
を
す
る
こ
と
で
、
生
命
の
再
生

と
復
活
が
は
か
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
」
と
し
、
古
代
の
住
居
様
式
と
居
住
感
覚
が
こ
の

と
き
に
限
っ
て
甦
る
と
考
え
た
〔
高
取　

一
九
九
三　

三
五
〕。
そ
れ
は
地
面
や
青
草

に
潜
む
精
霊
の
力
で
あ
り
、
忌
み
ご
も
り
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
と
論
じ
る
。
さ
ら

に
「
こ
の
世
に
お
け
る
新
し
い
生
命
の
誕
生
は
、
つ
つ
し
ん
で
産
屋
の
神
の
降
臨
を
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ね
が
い
、
そ
の
加
護
の
も
と
に
す
る
の
が
本
来
の
あ
り
か
た
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
な

け
れ
ば
丈
夫
な
子
を
安
全
に
産
む
こ
と
は
で
き
な
い
と
信
じ
ら
れ
て
き
た
」と
述
べ
、

「
新
し
い
生
命
の
誕
生
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
あ
の
世
の
ほ
う
が
こ
の
世
に
突
出
す

る
瞬
間
で
あ
り
、
こ
の
世
の
な
か
で
あ
り
な
が
ら
あ
の
世
の
露
頭
を
み
る
場
所
で
あ

る
」
と
論
じ
た
〔
高
取　

一
九
九
三　

三
七
〕。
高
取
の
神
降
臨
に
際
し
て
の
忌
み
籠

も
り
の
考
え
は
、
牧
田
説
と
お
お
む
ね
同
じ
見
解
で
あ
る
。

③
谷
川
健
一
説　
　

谷
川
健
一
は
「
産
屋
考
」
で
、出
産
の
た
び
に
産
屋
を
建
て
る
こ
と
に
注
目
し
た
。

あ
の
世
と
こ
の
世
の
境
に
位
置
す
る
産
屋
は
海
の
近
く
に
建
て
る
と
い
う
。
産
屋
は

籠
も
り
屋
で
あ
り
、
本
来
は
一
回
ご
と
に
作
り
替
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
産

屋
で
の
生
活
が
終
わ
る
と
、
産
屋
は
火
を
付
け
て
焼
却
し
て
灰
に
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
の
こ
の
世
に
お
け
る
新
生
が
確
保
さ
れ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
誕
生
と
い
う
の
は
、
新
生
よ
り
も
再
生
に
意
味
が
あ
る
と

論
じ
た
。
特
に｢

産
屋
考｣

で
は
、
産
屋
は
土
間
で
あ
り
、
そ
こ
へ
浜
砂
を
敷
く
こ

と
に
注
目
し
た
。
敦
賀
市
常
宮
の
産
小
屋
で
は
そ
の
砂
を
ウ
ブ
ス
ナ
と
呼
ん
だ
と
い

う
）
3
（

。ま
た
、
戸
の
な
い
巣
の
よ
う
な
部
屋
を
作
っ
て
そ
こ
で
出
産
す
る
の
は
、
密
閉
し

た
産
屋
か
ら
人
間
が
誕
生
す
る
た
め
に
は
、
巣
で
あ
る
産
屋
を
焼
き
捨
て
ね
ば
な
ら

な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
誕
生
の
容
器
を
完
全
に
破
壊
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
谷
川
は
、
そ
の
具
体
的
事
例
を
福
井
県
敦
賀
市
丹
生
で
採
集
し
、「
古

事
記
」
の
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
が
戸
の
な
い
大
き
な
家
屋
の
中
に
入
っ
て
土
を

も
っ
て
塗
り
ふ
さ
い
で
、
そ
の
殿
に
火
を
つ
け
て
産
ん
だ
と
い
う
記
述
と
関
連
付
け

て
い
る
〔
谷
川　

一
九
九
〇　

二
九
一
〕。
谷
川
は
結
論
と
し
て
、「
死
か
ら
生
へ
の

再
生
の
た
め
の
一
時
的
な
仮
住
い
が
作
ら
れ
る
。
そ
れ
が
産
屋
で
あ
る
。
古
代
に
お

い
て
誕
生
は
、
先
祖
の
霊
の
再
生
と
考
え
ら
れ
た
。」〔
谷
川　

一
九
九
〇　

二
九
四
〕

と
述
べ
る
。
籠
も
る
こ
と
に
注
目
し
た
点
は
牧
田
や
高
取
と
共
通
し
て
い
る
が
、
谷

川
説
は
民
俗
調
査
の
現
場
か
ら
古
代
へ
の
照
射
を
試
み
た
と
こ
ろ
に
独
自
性
が
あ
る

と
言
え
よ
う
。

④
波
平
恵
美
子
説　
　

波
平
恵
美
子
は
、
ケ
ガ
レ
の
文
化
概
念
を
積
極
的
に
進
め
、
そ
の
延
長
上
で
ケ
ガ

レ
の
視
点
か
ら
産
屋
を
分
析
し
た
。
西
山
や
よ
い
の
著
書
を
も
と
に
敦
賀
半
島
の
サ

ン
ゴ
ヤ
は
内
部
が
二
つ
に
分
か
れ
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
に
つ
い

て
「
奥
の
部
屋
が
出
産
用
に
、
表
の
部
屋
が
月
経
中
の
女
性
用
に
あ
て
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
場
合
に
は
、
出
産
か
ら
の
日
数
が
た
つ
と
奥
の
間
か
ら
表
の
間
へ
移
る
。
ま

た
、
母
屋
へ
戻
っ
て
も
、
す
ぐ
に
は
神
棚
の
あ
る
部
屋
へ
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

忌
明
け
の
宮
参
り
以
降
は
以
前
通
り
神
棚
の
供
物
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
空

間
的
な
移
動
が
可
能
に
な
る
出
産
後
か
ら
の
時
間
の
経
過
も
段
階
的
に
明
確
に
決
め

ら
れ
て
い
て
、
ケ
ガ
レ
の
度
合
い
は
物
量
的
に
計
る
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
で
あ

る
」
と
述
べ
る
〔
波
平　

二
〇
〇
九　

一
〇
五
〕。
か
つ
て
ケ
ガ
レ
は
差
異
化
の
最
も
わ

か
り
や
す
い
指
標
で
あ
っ
た
が
、
ケ
ガ
レ
観
念
は
時
代
の
流
れ
と
共
に
お
お
か
た
は

消
滅
し
、
人
び
と
の
記
憶
に
残
る
程
度
と
な
り
、
ケ
ガ
レ
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
結
論
づ
け
、
ケ
ガ
レ
観
念
を
所
与
の
も
の
と
し
た
産
屋
研
究
の
あ
り
方
は

再
考
を
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
た
〔
波
平　

二
〇
〇
九　

一
一
八
〜
一
二
四
〕。

以
上
産
屋
に
対
す
る
四
人
の
見
解
を
紹
介
し
た
が
、
牧
田
・
高
取
・
谷
川
の
三
人

は
、
い
ず
れ
も
産
屋
の
存
在
意
義
は
穢
れ
云
々
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

誕
生
に
あ
た
り
神
の
来
臨
を
迎
え
る
た
め
の
籠
も
り
の
場
と
し
て
の
意
義
を
強
調
し

た
。
産
屋
を
復
活
・
再
生
の
場
と
し
て
理
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
再
生
の
場
と
い
う

点
に
お
い
て
、
高
取
と
谷
川
は
各
地
の
産
屋
が
古
く
は
土
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
目

し
た
。
大
地
の
力
を
利
用
し
て
出
産
す
る
と
い
う
構
図
は
大
地
信
仰
と
関
連
し
て
く

る
し
、
産
屋
に
敷
く
砂
を
ウ
ブ
ス
ナ
と
す
る
考
え
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た

谷
川
は
、
産
屋
習
俗
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
暗
い
部
屋
を
産
室
に
選
ぶ
こ
と
で
あ
る

と
い
う
。
母
子
と
も
に
太
陽
に
当
た
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
、
密
閉
さ
れ
た
空

間
で
赤
子
を
出
産
す
る
と
い
う
生
産
事
業
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
考
え

た
〔
谷
川　

一
九
九
〇　

二
九
九
〕。
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一
方
、
波
平
恵
美
子
の
論
考
は
、
産
屋
に
対
す
る
新
し
い
見
解
で
あ
る
。
敦
賀
半

島
の
事
例
を
分
析
し
、
出
産
時
が
最
も
穢
れ
が
濃
く
、
次
第
に
薄
く
な
っ
て
い
く
と

い
う
過
程
に
注
目
し
た
。
穢
れ
観
の
希
薄
化
の
過
程
は
、
産
屋
に
滞
在
す
る
期
間
、

次
い
で
主
屋
の
ダ
シ
（
下
屋
）
で
の
生
活
期
間
、
そ
し
て
主
屋
で
の
生
活
の
時
間
、

と
い
う
よ
う
に
日
を
追
っ
て
穢
れ
が
薄
ま
っ
て
い
く
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

  次
に
、
産
屋
の
定
義
や
民
俗
思
想
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
全
国
各
地
の
産
屋
の

実
態
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
私
自
身
の
調
査
資
料
だ
け
で
な
く
、
恩
賜
財
団
母

子
愛
育
会
編
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
と
文
化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
』
を
利

用
す
る
。

❷
東
北
地
方（
青
森
・
岩
手
・
宮
城
）の
産
屋

1　

青
森
県

（
1
）東
津
軽
郡
今
別
町
大
字
袰
月（
ほ
ろ
づ
き
）の
別
棟

青
森
県
の
事
例
は
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅴ
（
出
産
・
育
児
）』
で
報
告
さ
れ
た
事
例

が
管
見
で
知
り
得
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
漁
師
は
産
火
を
き
ら
う
。
漁
期
中
は

産
婦
を
別
棟
に
移
し
て
お
く
場
合
も
あ
る
」〔
文
化
庁
編　

一
九
七
七　

二
〇
〕
と
い
っ

た
内
容
で
、
常
設
の
別
棟
か
ど
う
か
は
即
断
で
き
な
い
が
、
恐
ら
く
作
業
小
屋
な
ど

を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
本
稿
で
取
り
上
げ
る
産
屋
と
は
異
な
る

と
判
断
す
る
。

2　

岩
手
県

（
1
）胆
沢
郡
胆
沢
町
若
柳（
現
、
奥
州
市
）の
産
小
屋

岩
手
県
の
事
例
は
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅴ
（
出
産
・
育
児
）』
で
二
例
報
告
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

産
小
屋　

若
柳
供
養
塚
の
北
方
宮
田
に
真
山
権
現
社
が
あ
っ
た
が
、
明
治
五
年

の
廃
仏
毀
釈
の
お
り
、
字
田
中
に
移
し
た
。
今
そ
の
跡
地
の
水
田
に
な
っ
て
い

る
所
に
産
小
屋
が
あ
る
。
お
腹
が
痛
く
な
っ
た
と
き
に
し
ろ
う
と
の
コ
ナ
サ
セ

（
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
）
と
い
っ
し
ょ
に
小
屋
に
入
っ
た
が
、
男
は
縄
を
張
っ

た
線
か
ら
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
産
小
屋
で
は
わ
ら
束
一
三
把
を

巻
い
て
枕
に
し
、
子
供
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
一
日
一
把
ず
つ
と
っ
て
、
全
部
な

く
な
っ
た
と
き
に
帰
る
と
き
め
て
い
た
〔
文
化
庁
編　

一
九
七
七　

二
九
〕。

貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
さ
ら
出
産
の
項
目
に
「
産
小
屋
で
使
う
諸
道
具
は
、
宮
の

下
（
真
山
社
の
や
や
南
方
の
最
初
の
家
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」〔
文
化
庁

編　

一
九
七
七　

二
九
〜
三
〇
〕
と
報
告
さ
れ
る
。
こ
れ
は
昭
和
三
七
年
度
か
ら
三
九

年
度
の
三
か
年
に
わ
た
る
調
査
の
成
果
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
東
北
地
方
に
お
け
る

産
屋
の
存
在
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
は
重
要
な
発
見
で
あ
る
が
、
産
育
研
究
者
が

当
時
注
目
し
た
形
跡
は
無
い
。

（
2
）東
磐
井
郡
大
東
町
猿
沢（
現
、
一
関
市
）の
産
居

 

も
う
一
例
は
、東
磐
井
郡
大
東
町
猿
沢
（
現
、一
関
市
）
の
事
例
で
、「
観
音
寺
（
調

査
地
区
内
の
一
寺
）
で
は
近
く
の
川
原
に
仮
小
屋
を
建
て
て
産
居
に
し
た
」〔
文
化

庁
編　

一
九
七
七　

三
一
〕と
報
告
さ
れ
る
。
こ
れ
は
青
森
の
事
例
と
類
似
し
て
お
り
、

寺
院
の
家
族
が
出
産
す
る
際
の
特
殊
例
で
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
産
屋
と
は
異
な
る

と
判
断
す
る
。

（
3
）
上
閉
伊
郡
鵜
住
居
村
大
字
白
浜（
現
、
釜
石
市
鵜
住
居
町
）の
産
小
屋

岩
手
県
上
閉
伊
郡
鵜
住
居
村
（
現
、
釜
石
市
鵜
住
居
町
）
の
事
例
が
二
人
の
研
究

者
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

①
「
岩
手
県
上
閉
伊
郡
鵜
住
居
村
（
現
、
釜
石
市
鵜
住
居
町
）
大
字
白
浜
で
は

産
小
屋
を
持
っ
て
い
て
、
産
婦
は
そ
の
小
屋
に
行
っ
て
と
り
上
げ
婆
さ
ん
の
世

話
で
産
を
し
て
肥
立
っ
て
か
ら
家
に
帰
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
東
北
と
し
て
は
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め
ず
ら
し
い
。」〔
瀬
川　

一
九
八
〇　

四
五
〕

②
「
大
槌
湾
に
面
し
た
白
浜
で
は
産
小
屋
を
も
っ
て
い
る
と
言
う
。
特
別
産
小

屋
と
し
て
建
て
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
、三
軒
で
そ
の

家
を
使
っ
て
い
る
。
産
婦
は
そ
の
小
屋
へ
行
き
、
取
り
上
げ
婆
さ
ん
の
世
話
で

産
を
済
ま
し
、
日
（
マ
マ
）立

っ
て
か
ら
家
へ
戻
る
。
産
小
屋
で
産
を
す
る
と
そ
の
家

の
者
へ
は
忌
み
が
か
か
ら
な
い
か
ら
、
漁
を
休
ま
な
く
て
も
済
む
と
言
っ
て
い

る
そ
う
で
あ
る
。」〔
山
口　

二
〇
一
一　

九
七
〜
九
八
〕

書
き
ぶ
り
か
ら
判
断
す
る
と
、
残
念
な
が
ら
二
人
と
も
現
地
で
現
物
を
調
査
を
し
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
東
北
地
方
で
は
類
例
の
少
な
い
産
屋
と
思
わ
れ
る
が
、
調
査

が
進
ん
で
い
た
の
か
ど
う
か
管
見
で
は
不
明
で
あ
る
。

3　

宮
城
県

（
1
）遠
田
郡
涌
谷
町
の
産
刈
小
屋

宮
城
県
の
事
例
は
、『
日
本
民
俗
地
図
Ⅴ
（
出
産
・
育
児
）』
で
二
例
報
告
さ
れ
て

い
る
。
付
録
の
民
俗
地
図
と
対
応
し
て
い
な
い
点
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
は

産
刈
小
屋
の
事
例
で
あ
る
。

隣
区
の
産
刈
小
屋
は
、
東
奥
天
台
の
法
窟
地
と
し
て
有
名
な
箟
岳
箟
峯
寺
の
産

刈
小
屋
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
箟
峯
寺
は
二
四
坊
で
坊
舎
で
は
出
産
す
る

こ
と
を
禁
止
し
た
の
で
近
く
に
仮
の
小
屋
を
建
て
、
そ
こ
で
お
産
を
し
た
。
け

が
れ
を
忌
ん
で
仮
の
小
屋
を
建
て
た
場
所
を
産
刈
小
屋
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
が

部
落
の
名
前
に
な
っ
て
い
る
〔
文
化
庁
編　

一
九
七
七　

三
六
〕。

（
2
）桃
生
郡
雄
勝
町
大
浜（
現
、
石
巻
市
）の
産
小
屋

産
小
屋　

一
般
の
家
々
で
は
自
分
の
家
で
お
産
を
し
た
が
、肝
煎（
き
も
い
り
）・

神
職
家
な
ど
の
家
で
は
産
屋
が
別
に
あ
っ
た
。
産
婦
は
三
週
間
目
に
母
屋
に
も

ど
る
〔
文
化
庁
編　

一
九
七
七　

三
九
〕。　

宮
城
県
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
僧
侶
と
神
職
、
お
よ
び
肝
煎
と
い
う
特
殊
な
事
例
で

あ
る
。
産
刈
小
屋
の
よ
う
に
産
屋
を
建
て
た
場
所
が
地
名
に
な
っ
て
い
る
事
例
は
興

味
深
い
。

4　

秋
田
県

（
1
）横
手
市
の
産
屋

『
横
手
市
史
史
料
編
近
世
Ⅱ
』
に
「
コ
ラ
ム
武
家
の
妻
女
の
出
産
」
に
産
屋
の
記

述
が
出
て
い
る
〔
横
手
市
編　

二
〇
〇
九　
　

四
三
〇
〕。
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

十
八
世
紀
中
ご
ろ
の
史
料
で
、
小
笠
原
流
作
法
の
師
匠
が
故
実
の
出
産
に
つ
い

て
伝
授
し
た
文
書
の
一
部
に
出
て
く
る
記
事
で
あ
る
。『
民
俗
学
辞
典
』
の
「
産

婦
が
産
の
忌
の
期
間
す
な
わ
ち
二
十
一
日
な
い
し
は
七
十
五
日
間
、
別
火
生
活

を
す
る
所
を
い
う
」
と
い
う
記
事
に
対
応
す
る
も
の
で
、
本
稿
で
取
り
扱
う
別

棟
で
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
出
産
を
す
る
場
と
し
て
の
産
屋
で
あ
る
。
産
屋
の

畳
が
白
縁
で
あ
る
な
ど
、白
不
浄
と
さ
れ
る
出
産
の
ホ
ワ
イ
ト
が
強
調
さ
れ
る
。

ま
た
産
屋
入
り
の
作
法
が
見
ら
れ
る
の
は
興
味
深
い
。

　
　

産
屋
の
事

一　

産
屋
の
か
り
屋
を
造
ル
事
、
北
南
向
可
造
ト
云
、
大
方
三
間
三
尺
六
寸
、

通
り
を
七
間
九
間　
　

土
間
に
可
造
も
の
な
り
と
、

一　

産
屋
之
間
は
三
間
也
、
余
は
勝
手
次
第
に
可
取
栖
と
云
り
、
雪
隠
を
は
方

角
を
見
合
付
べ
し　
　

と
云
、

一　

産
屋
の
畳
は
白
縁
に
可
敷
と
云
。

　
　
　

○
立
極
り
て
産
屋
へ
移
徙
の
事

一　

産
屋
へ
入
る
事
一
番
鳥
の
声
と
同
時
に
産
屋
へ
渡
り
、
先
手
掛
、
次
ニ
式

三
献
、
次
ニ
雑
煎
、　　

次
ニ
産
食
た
る
へ
し
。
此
時
産
神
へ
可
誦
も
の

な
り
、
何
レ
も
土
器
な
り
、
是
古
実
也
と
云　
　

云
。
諸
祝
儀
過
て
立
帰

り
産
に
及
時
に
亦
可
入
産
屋
に
も
の
な
り
、

産
屋
が
別
棟
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
。
武
家
の
事
例
で
あ
り
、
一
般
に
普
及
し
て
い

た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。
む
し
ろ
小
笠
原
流
の
有
職
故
実
の
事
例
と
し
て
み
て
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お
く
の
が
妥
当
か
も
知
れ
な
い
。

❸
山
形
県
西
置
賜
郡
小
国
町
大
宮
の
コ
ヤ
バ

山
形
県
西
置
賜
郡
小
国
町
大
宮
の
コ
ヤ
バ
は
、
東
北
地
方
で
は
珍
し
く
近
年
ま
で

使
用
さ
れ
て
い
た
産
屋
で
あ
る
。
聞
き
書
き
資
料
も
豊
富
で
あ
る
の
で
、
章
を
独
立

し
て
立
項
す
る
こ
と
に
し
た
。

1　

大
宮
子
易
両
神
社
と
コ
ヤ
バ

（
1
）大
宮
講
と
産
屋　

遠
藤
胤
睦
宮
司
（
昭
和
八
年
生
ま
れ
）
に
よ
れ
ば
、
大
宮
子
易
両
神
社
は
本
殿
は

一
つ
で
あ
る
が
、
内
部
は
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
大
宮
神
社
が
一
の
宮
、
子
易
神

社
が
二
の
宮
で
あ
る
。
大
宮
神
社
は
、
静
岡
県
か
ら
勧
請
さ
れ
た
と
い
う
。
大
宮
神

社
も
子
易
神
社
も
安
産
・
子
授
け
の
神
様
と
し
て
信
仰
を
集
め
て
い
る
。
新
潟
県
村

上
市
、
新
発
田
市
周
辺
に
大
宮
講
が
分
布
す
る
。
講
中
の
人
た
ち
の
崇
敬
組
織
で
あ

る
。昔
は
峠
を
越
え
て
や
っ
て
く
る
の
で
、現
在
の
よ
う
に
簡
単
に
は
来
ら
れ
な
か
っ

た
。
そ
れ
で
「
大
宮
大
明
神
」
あ
る
い
は
「
大
宮
子
易
両
神
社
」
と
神
号
を
書
い
た

軸
を
受
け
て
各
集
落
で
祀
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
集
落
に
よ
っ
て
は
春
秋
に
講
を
行

い
、
代
表
が
一
年
に
一
回
だ
け
や
っ
て
来
る
。
神
号
の
版
木
が
あ
り
、
古
い
版
木
は

「
太
宮
大
明
神
」
で
、「
大
」
で
は
な
く
「
太
」
と
点
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
。
今
は

道
路
が
整
備
さ
れ
た
の
で
自
家
用
車
で
来
て
お
り
、
講
員
の
代
表
が
御
神
符
を
受
け

て
い
く
。

大
宮
は
、
宮
司
の
遠
藤
胤
睦
家
を
本
家
と
す
る
本
分
家
関
係
を
構
成
し
て
い
る
。

分
家
の
分
家
も
あ
る
の
で
二
〇
数
軒
あ
る
が
、
戦
前
は
一
二
軒
ほ
ど
で
あ
る
。
神
社

は
地
元
か
ら
は
維
持
管
理
費
を
一
切
徴
収
し
て
い
な
い
。
安
産
の
神
と
し
て
戌
の
日

は
参
拝
者
が
多
い
。
維
持
管
理
は
そ
れ
ら
の
収
入
で
や
っ
て
い
る
。
大
宮
は
神
社
が

鎮
座
す
る
の
で
清
浄
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
出
産
は
赤
不
浄
と
い
っ
て
古
く
は
出
産
の

た
び
に
触
れ
回
っ
て
産
屋
を
建
て
た
。
そ
の
た
め
に
建
築
中
に
我
慢
で
き
な
く
て
、

戸
外
で
産
み
落
と
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
明
治
二
〇
年
代
に
常
設
の
産
屋
を
作

る
よ
う
に
指
導
さ
れ
た
。
茅
葺
き
の
産
屋
は
台
風
で
飛
ん
で
し
ま
っ
た
。
二
人
の
妊

婦
が
か
ち
合
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
作
り
直
す
と
き
に
二
部
屋
に
し
た
。

（
2
）安
産
の
お
守
り　

大
宮
子
易
両
神
社
で
は
、「
娩
産
祈
祷
御
守
」
を
授
与
し
て
い
る
。
山
形
県
内
は

も
ち
ろ
ん
、
新
潟
県
村
上
地
方
な
ど
で
は
大
宮
講
を
組
織
し
、
毎
年
交
代
で
代
参
す

る
風
が
あ
る
。
特
に
安
産
祈
願
は
戌
の
日
が
良
い
と
さ
れ
、
た
く
さ
ん
の
参
詣
者
が

あ
る
。
多
く
の
妊
婦
が
出
産
に
先
だ
っ
て
お
参
り
し
、こ
の
お
守
り
を
受
け
て
い
く
。

包
み
の
中
に
は
、「
大
宮
子
易
両
神
社
娩
産
御
祈
祷
大
麻
」
と
記
さ
れ
た
お
札
、「
御

易
産
御
守
護
」
の
包
み
、「
大
宮
易
産
之
神
符
」、「
大
宮
両
社
御
供
」
の
四
点
が
入
っ

て
い
る
。

「
大
宮
子
易
両
神
社
娩
産
御
祈
祷
大
麻
」
は
、
神
棚
に
祀
る
お
札
で
あ
る
。「
御
易

産
御
守
護
」
の
包
み
は
、
か
つ
て
は
版
木
で
摺
ら
れ
て
お
り
、
版
木
の
墨
の
濃
淡
で

男
女
の
産
み
分
け
を
占
っ
た
。
す
な
わ

ち
墨
が
濃
い
と
男
の
子
、
か
す
れ
て
い

る
と
女
の
子
が
授
か
る
と
さ
れ
た
。
中

に
「
壱
宮
貳
宮

鬼

呼

急
如
律
令

☆
」と
摺
ら
れ
た
呪
符
が
入
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
清
明
判
の
記
号
☆
が
書
か
れ
た

ま
じ
な
い
札
で
あ
る
。
産
婦
の
家
で
は

神
棚
に
供
え
て
祈
っ
た
。「
大
宮
易
産

之
神
符
」
は
、
オ
ゴ
フ
と
呼
ば
れ
る
呪

符
で
あ
る
。
陣
痛
の
際
に
飲
む
が
、
初

め
て
陣
痛
が
来
た
と
き
に
一
回
目
を
い

た
だ
く
。
そ
し
て
二
回
目
、
三
回
目
と

写真１　大宮子易両神社のお札各種
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飲
む
と
安
産
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
大
宮
両
宮
御
供
」
は
、元
日
の
特
別
神
事
で
作
っ

た
神
米
を
三
日
間
供
え
、
そ
れ
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
で
、
産
婦
が
ご
飯
を
炊
く
と
き

に
一
緒
に
炊
き
込
む
と
良
い
と
さ
れ
た
。
以
上
は
、
大
変
手
の
込
ん
だ
お
守
り
の
事

例
で
あ
る
。
同
社
で
は
「
娩
産
祈
祷
御
守
」
の
ほ
か
に
「
貫
通
石
お
守
り
」
を
出
し

て
い
る
。
こ
れ
は
平
成
元
年
か
ら
始
め
た
も
の
で
、
若
い
産
婦
た
ち
に
人
気
の
お
守

り
に
な
っ
て
い
る
。
ト
ン
ネ
ル
貫
通
の
際
の
岩
石
を
小
さ
な
破
片
に
し
て
樹
脂
で
丸

め
た
球
が
入
っ
た
お
守
り
で
あ
る
。
材
質
は
安
山
岩
で
「
安
産
丸
」
の
語
呂
合
わ
せ

で
あ
る
。
ト
ン
ネ
ル
を
掘
っ
た
際
の
貫
通
点
の
岩
で
作
っ
た
お
守
り
で
、
産
婦
の
無

事
出
産
の
願
い
が
込
め
ら
れ
る
。
か
つ
て
近
郷
近
在
に
住
む
女
性
た
ち
は
、
コ
ヤ
バ

の
土
を
も
ら
い
、
手
製
の
お
守
り
を
作
っ
て
安
産
祈
願
を
し
た
。

（
3
）コ
ヤ
バ
の
伝
承　

大
宮
周
辺
地
域
で
は
、「
大
宮
部
落
の
嫁
さ
ん
は
い
い
も
ん
で
す
な
あ
」
と
語
ら

れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
隣
の
増
岡
集
落
で
は
産
後
三
日
も
過
ぎ
る
と
野
良
に
出
な

く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
産
後
の
肥
立
ち
も
良
く
な
か
っ
た
。
大
宮
で
は
、
集

落
の
各
家
か
ら
食
事
が
届
く
の
で
「
ご
馳
走
を
食
べ
て
ゆ
っ
く
り
で
き
て
、
こ
ん
な

い
い
部
落
は
な
い
な
あ
」と
言
わ
れ
て
い
た
。ご
飯
は
、戸
外
で
煮
炊
き
を
し
て
い
た
。

血
の
穢
れ
も
強
い
が
、そ
れ
以
上
に
火
の
穢
れ
が
重
要
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
本
の
杉
の
所
に
出
産
の
た
め
の
小
屋
を
そ
の
都
度
作
っ
た
。
ア
ト
ザ
ン
は
杉
の
根

元
に
埋
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
杉
そ
の
も
の
が
神
聖
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
杉

は
ウ
バ
ス
ギ
と
呼
ん
で
い
る
。
木
を
伐
る
と
、
伐
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
枝
が
出
て
く
る

が
、
普
通
の
杉
と
は
少
し
異
な
る
。

小
屋
の
こ
と
を
コ
ヤ
バ
（
小
屋
場
）
と
言
い
、
地
元
の
人
は
ウ
ブ
ヤ
と
は
言
わ
な

か
っ
た
。
遠
藤
宮
司
は「
外
部
か
ら
来
た
人
が
ウ
ブ
ヤ
な
ど
と
言
う
も
の
で
す
か
ら
、

私
た
ち
も
つ
い
ウ
ブ
ヤ
と
か
サ
ン
ゴ
ヤ
と
言
っ
て
し
ま
い
ま
す
」
と
語
る
。
地
元
の

人
は
た
い
て
い
「
コ
ヤ
バ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
コ
ヤ
バ
は
登
記
上
は
神
社
の
土
地
に

な
っ
て
い
る
。
祭
り
も
コ
ヤ
バ
マ
ツ
リ
と
呼
ぶ
。
一
一
月
第
二
日
曜
日
に
女
性
た
ち

が
コ
ヤ
バ
マ
ツ
リ
を
行
っ
て
い
る
。
昔
は
男
性
が
田
ん
ぼ
で
ド
ジ
ョ
ウ
を
捕
っ
て
ド

ジ
ョ
ウ
汁
を
作
っ
た
り
、
小
屋
に
雪
囲
い
を
し
た
。
女
性
は
部
屋
の
中
を
き
れ
い
に

す
る
。
宮
司
が
お
札
を
取
り
替
え
、
身
体
健
康
の
御
祈
祷
を
す
る
。
コ
ヤ
バ
で
煮
炊

き
し
、
そ
こ
で
食
べ
た
り
し
た
。
よ
そ
の
人
が
そ
れ
を
口
に
し
て
は
い
け
な
い
と
言

わ
れ
た
。
お
茶
く
ら
い
は
よ
か
っ
た
ら
し
い
。　
　
　
　
　
　
　
　

   

2　

コ
ヤ
バ
利
用
の
事
例

【
事
例
1
】
遠
藤
胤
睦
さ
ん（
昭
和
八
年
二
月
九
日
生
ま
れ
）

遠
藤
胤
睦
宮
司
の
オ
オ
バ
バ
（
祖
母
）
の
イ
サ
（
明
治
八
年
八
月
二
七
日
生
ま

れ
）
は
、
常
設
の
小
屋
で
は
出
産
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
す
ぐ
脇
に
別
小
屋
を

作
っ
て
も
ら
っ
た
ら
し
い
。
生
み
終
わ
る
と
撤
去
し
て
し
ま
っ
た
。
イ
サ
は
新
潟
県

岩
船
郡
関
川
村
か
ら
嫁
に
来
た
。
当
時
は
川
北
村
大
字
高
田
と
い
う
。
明
治
三
四
年

（
一
九
〇
一
）
五
月
二
〇
日
に
結
婚
し
た
。
イ
サ
は
遠
藤
家
に
嫁
ぐ
前
に
一
度
結
婚

し
て
一
子
を
設
け
て
い
た
の
で
、
生
涯
に
七
人
の
子
ど
も
を
産
ん
だ
こ
と
に
な
る
。

遠
藤
家
に
嫁
い
で
か
ら
の
子
ど
も
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
コ
ヲ
（
明
治
三
五
年
二
月
二
六
日
生
ま
れ
）

②
ま
す
（
明
治
三
七
年
六
月
八
日
生
ま
れ
）

③
④
胤
善
・
も
と
（
明
治
四
〇
年
三
月
二
日
生
ま
れ
）　

双
子
で
あ
っ
た
が
、

胤
善
は
早
世
。

⑤
胤
俊
（
明
治
四
一
年
四
月
二
一
日
生
ま
れ
）

⑥
三
郎
（
明
治
四
五
年
七
月
五
日
生
ま
れ
）

イ
サ
は
そ
こ
で
（
常
設
の
小
屋
）
は
嫌
だ
と
い
う
の
で
小
屋
を
作
っ
て
、
籠
も
る
一

週
間
が
過
ぎ
る
と
壊
し
た
と
い
う
。
そ
の
間
は
里
の
親
と
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
だ
け

し
か
こ
の
建
物
の
中
に
入
れ
な
か
っ
た
。
主
人
で
あ
ろ
う
と
子
ど
も
で
あ
ろ
う
と
友

人
で
あ
ろ
う
と
絶
対
に
中
へ
入
っ
て
は
い
け
な
い
。集
落
の
人
た
ち
は
ア
サ
ゴ
ハ
ン
、

ヒ
ル
メ
シ
、ユ
ウ
メ
シ
を
届
け
て
く
れ
た
。
届
け
に
行
く
と
入
口
の
所
で
受
け
取
る
。

一
週
間
は
ご
飯
を
届
け
る
家
が
ま
わ
っ
て
く
る
の
で
、
煮
炊
き
を
し
て
や
っ
た
。
糯
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米
の
ご
飯
と
ゼ
ン
マ
イ
の
味
噌

汁
を
作
る
が
、
こ
れ
が
基
本
で

あ
っ
た
。
お
か
ず
は
各
家
で
工

夫
を
し
た
が
、
卵
と
肉
は
駄
目

で
あ
っ
た
。
戦
前
ま
で
大
宮
の

住
人
は
卵
と
肉
を
食
べ
ら
れ
な

か
っ
た
。
昭
和
二
三
年
ご
ろ
、

村
の
人
が
頼
み
に
来
た
。
神
様

に
お
許
し
を
い
た
だ
い
て
か
ら

食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
屋

の
中
で
煮
炊
き
は
し
な
か
っ

た
。
ま
た
、
大
宮
の
住
民
は
ゴ

ボ
ウ
と
ゴ
マ
は
作
っ
て
は
い
け

を
し
た
。
火
が
混
じ
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
、
ご
飯
は
別
に
炊
い
て
い
た
。
穢
れ

て
い
る
者
と
一
緒
に
食
事
を
し
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

【
事
例
2
】
遠
藤
テ
ツ
さ
ん（
昭
和
九
年
一
一
月
二
〇
日
生
ま
れ
） 

増
岡
字
下
林
で
生
ま
れ
、
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
三
〇
日
に
嫁
い
で
き
た
。
評
論
家

の
秋
山
ち
え
子
は
食
糧
難
時
代
の
嫁
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て
い
る
か
取

材
に
来
て
コ
ヤ
バ
を
見
学
し
て
い
っ
た
。
秋
山
ち
え
子
の
本
名
は
「
ち
え
」
で
あ
っ

た
。
取
材
後
、「
知
ら
な
い
人
を
コ
ヤ
バ
に
入
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
遠
藤
宮
司

の
母
か
ら
怒
ら
れ
た
。
テ
レ
ビ
の
取
材
で
来
た
の
で
カ
メ
ラ
マ
ン
も
み
ん
な
建
物
の

中
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
来
た
証
し
に
、
秋
山
ち
え
子
の
名
前
を
も
ら
っ
た
。

第
一
子
（
長
男
）　

昭
和
三
一
年
八
月
二
日
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

第
二
子
（
二
男
）　

昭
和
三
二
年
六
月
一
七
日
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

第
三
子
（
三
男
）　

昭
和
三
五
年
四
月
七
日
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

第
四
子
（
長
女
）　

昭
和
四
〇
年
二
月
一
七
日
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

「
あ
そ
こ
さ
嫁
に
行
く
と
外
さ
や
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
た
。
切
な
い
と
き
の
神
頼
み

か
な
」
と
語
る
。
私
の
夫
を
一
番
最
初
に
取
り
上
げ
た
お
産
婆
さ
ん
は
ま
だ
生
き
て

い
る
。
昭
和
一
〇
年
一
月
二
二
日
生
ま
れ
の
横
道
の
伊
藤
チ
ヨ
さ
ん
で
あ
る
。
そ
の

姑
さ
ん
も
お
産
婆
さ
ん
で
あ
っ
た
。
伊
藤
さ
ん
は
大
宮
、
増
岡
な
ど
周
辺
の
赤
子
を

皆
取
り
上
げ
た
。
小
国
町
に
は
た
く
さ
ん
の
お
産
婆
さ
ん
が
い
た
。
昔
は
お
産
を
秘

密
に
し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
本
当
に
産
む
と
き
で
な
い
と
人
に
笑
わ
れ
る
か
ら

と
、陣
痛
が
来
て
三
回
目
く
ら
い
に
な
る
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
小
屋
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。

家
か
ら
行
く
と
き
に
三
回
く
ら
い
陣
痛
が
来
て
か
ら
行
く
と
お
産
は
軽
い
と
言
わ
れ

て
い
た
。
雪
が
多
い
の
で
冬
は
カ
ン
ジ
キ
を
履
い
て
小
屋
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
四
子
（
長
女
）
の
出
産
の
二
月
一
七
日
は
カ
ン
ジ
キ
を
履
い
て
行
き
、
帰
り
も

カ
ン
ジ
キ
を
履
い
て
い
た
。
予
定
日
が
来
る
前
に
布
団
だ
け
は
あ
ら
か
じ
め
運
ん
で

お
い
た
。
お
産
婆
さ
ん
に
母
子
手
帳
を
も
ら
っ
た
。
私
の
と
き
は
実
家
の
母
親
と
お

産
婆
さ
ん
の
伊
藤
チ
ヨ
さ
ん
が
来
て
く
れ
た
。
私
は
寝
て
産
ん
だ
。
そ
の
と
き
は
力

綱
は
な
か
っ
た
。
私
は
子
ど
も
の
こ
ろ
（
昭
和
一
〇
年
代
）、
か
け
っ
こ
し
た
遊
ん

写真２　茅葺きのコヤバ
（丹野正「みちのくの産屋」より転載）

な
い
し
、
エ
ゴ
マ
も
作
ら
な
か
っ
た
。

オ
オ
オ
バ
の
話
を
総
合
す
る
と
、
仮
設
の
小
屋
は
少
な
く
と
も
明
治
三
五
年

（
一
九
〇
一
）
か
ら
四
五
年
（
一
九
一
二
）
の
一
〇
年
間
は
作
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

明
治
時
代
に
警
察
制
度
が
で
き
た
が
、
小
国
に
や
っ
て
き
た
署
長
が
小
屋
は
炭
焼
き

小
屋
の
よ
う
だ
と
い
い
、
そ
の
よ
う
な
所
で
子
ど
も
を
産
む
の
は
不
衛
生
で
あ
る
か

ら
と
指
導
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
宮
司
の
祖
母
は
頑
と
し
て
仮
設
の
小
屋
で
出
産

す
る
こ
と
に
し
た
。
小
屋
は
萱
で
葺
き
、
建
物
の
中
に
は
力
綱
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い

て
そ
れ
に
つ
か
ま
っ
て
お
産
を
し
た
と
い
う
。
近
く
の
お
婆
さ
ん
た
ち
は
「
寝
て
お

産
は
で
き
な
い
」「
神
様
か
ら
い
た
だ
く
の
だ
か
ら
蹲
踞
の
姿
勢
で
お
産
を
す
べ
き

だ
」「
寝
て
子
ど
も
を
産
む
な
ん
て
罰
当
た
り
だ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
た
。
こ
う
い

う
姿
勢
こ
そ
が
母
体
に
一
番
負
担
が
か
か
ら
な
い
と
語
っ
て
い
た
と
い
う
。

一
週
間
は
コ
ヤ
バ
に
い
て
、
そ
の
後
自
宅
に
戻
っ
た
。
私
の
祖
母
な
ど
は
一
〇
日

間
は
自
分
の
部
屋
に
籠
も
っ
て
い
た
。
神
職
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、「
火
が
悪
く

な
る
」
と
い
っ
て
食
事
も
家
族
と
一
緒
に
は
で
き
な
か
っ
た
。
産
婦
は
一
人
で
食
事
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だ
り
し
た
の
で
、
神
社
や
コ
ヤ
バ
あ
た
り
ま
で
来
た
も
の
で
あ
る
。
コ
ヤ
バ
に
は
力

綱
が
下
が
っ
て
い
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。「
あ
れ
は
麻
縄
で
は
ね
か
っ
た
か
」
と

い
う
。
コ
ヤ
バ
に
は
戦
後
ま
も
な
く
の
こ
ろ
は
産
婦
が
二
人
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

戦
後
、
台
風
で
倒
れ
て
二
部
屋
に
し
た
。

夜
中
の
一
二
時
前
に
産
め
ば
そ
れ
を
一
日
と
数
え
る
の
で
、
皆
夜
中
に
産
ん
で
早

く
家
に
帰
る
よ
う
に
し
た
か
っ
た
。早
く
家
に
帰
る
よ
う
に
す
る
と
皆
が
楽
で
あ
る
。

食
事
を
運
ん
で
も
ら
う
の
も
気
を
遣
う
も
の
で
あ
る
。
お
日
様
が
出
な
い
う
ち
に
朝

早
く
帰
っ
た
。
血
の
穢
れ
を
や
か
ま
し
く
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
姑
の
時
代
は
、

火
が
悪
い
と
い
っ
て
別
に
し
て
い
た
。
私
は
最
初
の
子
は
モ
リ
カ
エ
シ（
盛
り
返
し
）

を
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
別
の
茶
碗
に
盛
っ
て
き
て
自
分
の
茶
碗
に
入
れ
る
こ
と
を

盛
り
返
し
と
い
う
。
人
が
亡
く
な
っ
た
と
き
も
家
族
や
近
し
い

人
は
盛
り
返
し
を
や
っ
て
い
た
。

昼
間
は
農
家
な
の
で
誰
も
来
な
い
。
ご
飯
だ
け
は
集
落
の
人

が
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
お
産
婆
さ
ん
は
ご
飯
を
食
べ
て
か
ら

来
る
。
一
週
間
目
の
朝
は
ご
馳
走
を
す
る
。
お
七
夜
に
名
前
を

付
け
た
。「
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
て
く
だ
さ
い
」
と
言
わ
れ
て
夜

中
に
起
こ
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
私
の
夫
は
東
北
電
力
に
勤
め

て
い
た
の
で
家
の
電
気
は
早
く
付
け
ら
れ
、
つ
い
で
に
そ
の
先

の
コ
ヤ
バ
も
電
気
を
付
け
た
。
一
五
ア
ン
ペ
ア
の
電
気
が
入
っ

て
い
た
。
コ
ヤ
バ
の
暖
房
は
イ
ロ
リ
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
イ

ロ
リ
で
産
湯
の
湯
を
沸
か
し
た
。
湧
き
水
が
あ
っ
て
柄
杓
で
汲

ん
で
い
た
。
そ
の
水
を
使
っ
て
産
湯
の
湯
を
沸
か
し
た
。
湧
き

水
が
一
杯
出
た
。
昭
和
三
一
年
の
初
出
産
の
と
き
は
今
の
屋
根

の
小
屋
で
あ
っ
た
。
そ
の
昔
は
茅
葺
き
で
一
部
屋
だ
け
で
あ
っ

た
と
い
う
。
私
の
オ
オ
オ
バ
は
一
回
ご
と
に
集
落
の
男
衆
が

作
っ
た
小
屋
を
使
っ
た
。
萱
は
萱
で
し
ま
っ
て
お
い
た
。
材
木

は
杉
の
丸
太
で
何
本
か
用
意
し
て
お
い
た
。
ウ
バ
ス
ギ
と
言
っ

て
神
社
の
杉
で
あ
っ
た
。
滅
多
に
な
い
杉
の
品
種
で
、
切
り
株
か
ら
枝
が
出
た
。

神
前
の
蝋
燭
は
お
守
り
を
授
か
る
と
き
に
、
な
る
べ
く
早
く
産
ま
れ
る
よ
う
に
と

で
き
る
だ
け
短
い
の
を
も
ら
っ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
神
社
で
は
お
産
用
の
枕
を
貸
し

て
い
る
が
、
地
元
の
人
は
そ
れ
は
し
て
い
な
い
。
帯
の
端
切
れ
な
ど
の
柄
物
の
袋
を

作
っ
た
。
そ
の
中
に
産
屋
の
縁
の
下
の
土
を
入
れ
て
腹
帯
に
入
れ
た
。
こ
れ
は
お
参

り
に
来
た
人
が
や
っ
て
い
る
こ
と
で
、
地
元
大
宮
の
女
性
た
ち
は
や
ら
な
い
。
コ
ヤ

バ
で
出
産
す
る
の
は
、
神
社
の
務
め
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
何
の
心
配
も
な
い
。
出

産
後
五
一
日
目
の
朝
、
神
参
り
し
た
。
そ
れ
か
ら
実
家
に
帰
っ
た
。
初
子
は
実
家
で

産
む
習
わ
し
で
あ
っ
た
の
で
、
嫁
に
行
っ
た
人
も
こ
の
小
屋
で
出
産
し
た
。
私
の
夫

の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
も
こ
の
小
屋
で
出
産
し
た
。

写真３  コヤバから荷物を持ち帰る家族と誕生した赤子
（「山形新聞」1965年 3月 20日付より転載）
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新
潟
県
村
上
市
府
屋
に
片
野
と
い
う
姓
の
人
が
い
た
。
そ
の
人
は
一
〇
数
年
間
子

ど
も
が
授
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
大
宮
子
易
両
神
社
に
オ
コ
モ
リ
を
し
て
祈
願
し

た
と
い
う
。
妊
娠
し
た
の
で
、
こ
の
コ
ヤ
バ
で
産
み
た
い
と
や
っ
て
来
た
。
私
の
家

に
片
野
夫
婦
が
泊
ま
っ
て
コ
ヤ
バ
へ
行
っ
た
ら
し
い
。
家
を
継
ぐ
こ
と
が
で
き
る
子

が
で
き
た
と
い
う
の
で
、
タ
ネ
と
名
付
け
た
。
私
の
家
に
お
礼
の
葉
書
が
来
た
。
片

野
さ
ん
は
私
の
孫
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
面
倒
を
見
た
ら
し
い
。
そ
の
孫
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
明

治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
一
〇
月
生
ま
れ
で
九
三
歳
（
昭
和
五
六
年
）
で
亡
く
な
っ

た
。
逆
算
す
る
と
昭
和
初
年
の
こ
と
ら
し
い
。

チ
シ
ゴ
と
い
う
の
は
、
私
の
孫
バ
バ
の
ナ
ツ
（
明
治
二
二
年
一
二
月
二
〇
日
生
ま

れ
）
が
教
え
て
く
れ
た
。
お
産
婆
さ
ん
が
「
オ
ッ
カ
さ
ん
、何
時
ご
ろ
生
ま
れ
る
ぺ
」

と
聞
き
に
来
た
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
間
に
生
ま
れ
た
と
い
う
。

人
は
満
ち
潮
の
と
き
に
生
ま
れ
る
と
い
う
。
死
ぬ
の
は
引
き
潮
の
と
き
と
い
う
。
生

ま
れ
る
の
は
一
時
早
く
、
死
ぬ
と
き
は
一
時
遅
い
、
と
言
わ
れ
て
い
た
。
一
か
月
を

三
つ
に
割
る
。
初
め
の
一
〇
日
、
中
の
一
〇
日
、
し
め
い
の
一
〇
日
と
三
つ
に
分
け

る
。
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
何
で
も
知
っ
て
い
た
。

マ
ゴ
バ
ア
サ
ン
の
ナ
ツ
が
一
八
歳
で
嫁
に
来
た
と
き
は
、
既
に
常
設
の
コ
ヤ
バ
が

で
き
て
い
た
ら
し
い
。「
お
れ
来
た
と
き
は
茅
葺
き
の
コ
ヤ
バ
が
建
て
て
あ
っ
た
」

と
言
っ
て
い
た
。
こ
の
ナ
ツ
は
昭
和
五
六
年
一
二
月
一
〇
日
に
九
三
歳
で
死
亡
。
ア

ト
ザ
ン
は
神
社
で
い
た
だ
い
て
き
た
お
守
り
の
中
に
入
っ
て
い
る
米
粒
を
三
回
に
し

て
飲
む
が
、
飲
み
終
わ
る
と
赤
子
が
生
ま
れ
る
。
生
ま
れ
た
あ
と
の
ア
ト
ザ
ン
は
こ

の
お
守
り
の
袋
と
一
緒
に
川
に
流
し
た
。
川
の
名
は
横
川
と
い
う
。
ア
ト
ザ
ン
は
杉

の
根
元
に
捨
て
る
と
い
う
の
は
知
ら
な
い
。
お
守
り
の
墨
が
濃
い
場
合
は
男
の
子
、

薄
い
場
合
は
女
の
子
が
生
ま
れ
る
と
い
う
。
版
木
の
刷
り
の
濃
淡
で
男
女
の
性
別
を

判
断
し
た
。
先
代
の
太
夫
は
生
年
月
日
な
ど
を
聞
く
と
、
ち
ゃ
ん
と
計
算
し
て
そ
の

人
が
出
産
す
る
予
定
日
を
教
え
て
く
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
日
に
ち
に
よ
っ
て
男
女
を

判
断
し
た
も
の
で
あ
る
。
ト
リ
ゴ
は
身
体
が
弱
い
と
き
に
何
歳
ま
で
神
様
守
っ
て
く

だ
さ
い
と
お
願
い
す
る
。
こ
れ
は
妙
法
寺
で
も
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
大
宮
神
社
で

や
っ
て
い
る
。
大
き
く
な
る
ま
で
体
を
守
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
で
、
お
祭
り

の
と
き
に
は
お
参
り
す
る
。お
願
い
し
た
年
齢
が
や
っ
て
く
る
と
お
礼
参
り
を
し
た
。

私
の
孫
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
双
子
を
産
ん
だ
。
昭
和
二
年
一
二
月
三
一
日
に
出
産
が
始
ま

り
、
三
年
一
月
一
日
に
か
け
て
、
二
か
年
に
か
か
っ
て
生
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
男

の
子
の
名
前
は
昭
二
と
昭
三
と
付
け
た
。
明
治
四
五
年
に
長
男
を
産
ん
だ
が
、
そ
の

と
き
は
常
設
の
コ
ヤ
バ
で
あ
っ
た
と
い
う
。

【
事
例
3
】
遠
藤
清
子
さ
ん（
昭
和
七
年
一
二
月
一
五
日
生
ま
れ
）  

私
は
南
陽
市
梨
合
で
生
ま
れ
た
。
一
五
歳
の
と
き
に
大
宮
子
易
両
神
社
へ
奉
公
に

出
た
。
ご
飯
炊
き
で
あ
っ
た
。
戦
後
ま
も
な
く
の
あ
る
日
、
私
の
実
家
に
満
州
か

ら
引
き
揚
げ
て
き
た
人
が
訪
ね
て
き
た
。
そ
の
こ
ろ
私
の
家
は
子
ど
も
が
多
く
貧
し

か
っ
た
の
で
、
私
は
本
家
で
育
て
ら
れ
て
い
た
。
戦
後
、
満
州
か
ら
来
た
人
は
住
む

家
が
無
く
、
本
家
の
一
部
屋
を
借
り
て
い
た
。
私
が
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
の
人
は
小
国
の
宮
司
さ
ん
の
孫
で
あ
っ
た
。
そ
の
人
の
口
利
き
で
奉
公

に
出
る
こ
と
に
な
っ
た
。

神
社
へ
来
た
と
き
は
何
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
、
宮
司
の
母
に
言
わ
れ
た
が
、
や

ら
せ
て
み
る
と
ご
飯
炊
き
も
で
き
る
し
、
し
ば
ら
く
置
い
て
み
る
か
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
一
〇
年
間
お
世
話
に
な
っ
た
。
巫
女
の
仕
事
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
ご
飯
炊

き
と
田
ん
ぼ
仕
事
な
ど
を
や
っ
た
。
そ
し
て
縁
あ
っ
て
、
昭
和
三
三
年
一
月
二
五
日

に
こ
の
家
に
嫁
い
で
き
た
。私
の
家
は
本
家
か
ら
最
初
の
分
家
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

総
檜
造
り
の
立
派
な
家
で
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
屋
号
を
ゴ
ン
ザ
エ
モ
ン
（
権
左
右

衛
門
）と
言
っ
た
。
神
社
に
何
か
あ
っ
た
と
き
は
分
家
が
助
け
た
も
の
だ
と
い
う
が
、

先
々
代
の
と
き
に
破
産
し
て
し
ま
っ
た
。
今
で
も
宮
司
さ
ん
か
ら
「
お
前
の
家
は
一

番
大
切
な
ん
だ
か
ら
な
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
先
々
代
が
破
産
し
て
し
ま
っ
た
の
で

結
婚
当
時
の
生
活
は
決
し
て
楽
で
は
な
か
っ
た
。
結
婚
は
二
七
歳
で
あ
っ
た
。

第
一
子
（
長
男
）　

昭
和
三
四
年
一
月
一
五
日
生
ま
れ　

コ
ヤ
バ
で
出
産
。

第
二
子
（
長
女
）　

昭
和
三
五
年
二
月
一
二
日
生
ま
れ　

コ
ヤ
バ
で
出
産
。

第
三
子
（
二
女
）　

昭
和
四
四
年
一
〇
月
一
五
日
生
ま
れ　

病
院
で
出
産
。
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最
初
は
男
の
子
で
あ
っ
た
。
二
番
目
は
年
子
で
あ
る
が
、「
一
年
に
二
人
だ
」
と

言
わ
れ
る
の
は
嫌
だ
っ
た
と
姑
は
言
っ
て
い
た
。
一
月
過
ぎ
れ
ば
い
つ
で
も
い
い
よ

と
言
っ
て
い
た
し
、
翌
年
に
な
っ
た
の
で
「
よ
か
っ
た
ー
」
と
言
わ
れ
た
。
二
番
目

が
す
ぐ
に
産
ま
れ
た
の
で
、
次
は
少
し
年
を
お
い
た
ら
ど
う
か
と
い
わ
れ
た
が
、
そ

う
し
た
ら
一
〇
年
の
間
が
で
き
て
し
ま
っ
た
。

コ
ヤ
バ
に
は
当
日
入
っ
た
。
そ
の
日
は
雪
が
あ
り
、
ム
シ
ロ
を
か
ぶ
っ
て
行
っ

た
。
お
腹
痛
く
な
っ
て
き
た
の
で
、
夫
が
お
産
婆
さ
ん
を
呼
び
に
行
っ
て
帰
っ
て
き

て
す
ぐ
に
、
隣
の
秋
子
さ
ん
の
夫
の
弟
の
フ
ミ
オ
さ
ん
（
故
人
、
漢
字
不
明
）
が
コ

ヤ
バ
ま
で
カ
ン
ズ
キ
か
け
て
道
を
付
け
て
く
れ
た
。
私
は
す
ぐ
あ
と
を
付
い
て
歩
い

た
行
っ
た
。
夫
は
私
た
ち
と
一
緒
に
布
団
な
ど
を
運
ん
で
く
れ
た
。
姑
は
家
に
い
て

持
っ
て
行
く
物
の
手
配
を
し
て
い
た
。
三
、四
回
休
み
な
が
ら
行
っ
た
の
で
大
変
で

あ
っ
た
。
コ
ヤ
バ
に
着
く
と
フ
ミ
オ
さ
ん
が
「
あ
に
ち
ゃ
、イ
ガ
ッ
タ
ナ
ー
」
と
言
っ

て
く
れ
た
。
あ
に
ち
ゃ
と
い
う
の
は
お
姉
さ
ん
と
い
う
意
味
で
、
コ
ヤ
バ
に
無
事
到

着
し
て
良
か
っ
た
な
あ
と
言
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
コ
ヤ
バ
に
入
れ
ば
安
産
だ
と

い
う
話
を
聞
い
て
い
た
の
で
、「
あ
ー
、
安
心
し
た
」
と
い
う
の
を
記
憶
し
て
い
る
。

男
の
人
は
玄
関
ま
で
で
、
入
っ
て
は
い
け
な
か
っ
た
。

出
産
後
は
布
団
の
下
に
藁
を
敷
い
て
も
ら
っ
た
。
私
の
と
き
は
姑
が
足
が
悪
か
っ

た
の
で
、
代
わ
り
に
坂
上
秋
子
さ
ん
の
姑
さ
ん
が
来
て
く
れ
た
。
雪
が
深
か
っ
た
の

で
寒
か
っ
た
。
赤
子
の
こ
と
を
ア
ッ
カ
と
い
う
が
、「
ア
ッ
カ
も
ち
、
は
ね
た
ー
」

と
い
う
。
赤
ち
ゃ
ん
が
始
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
陣
痛
が
始
ま
る
こ

と
で
あ
る
。
当
時
は
ス
ト
ー
ブ
な
ん
か
無
い
か
ら
寒
か
っ
た
。
イ
ロ
リ
で
ど
ん
ど
ん

火
を
焚
い
て
暖
め
た
。
炉
端
で
湯
を
沸
か
し
た
。
産
ま
れ
る
前
に
湯
を
沸
か
し
た
。

薪
を
く
べ
て
燃
や
し
た
。
家
の
人
は
赤
子
の
産
湯
を
つ
か
ら
せ
る
た
め
の
ハ
ン
ゾ
を

持
っ
て
行
っ
た
り
大
変
で
あ
っ
た
。
夫
が
ハ
ン
ゾ
を
た
が
え
た
り
し
た
。
ハ
ン
ゾ
の

中
に
湯
を
入
れ
た
。

私
は
寝
て
産
ん
だ
。
コ
ヤ
バ
で
産
む
の
は
安
産
だ
っ
た
。
出
産
は
午
後
四
時
を
少

し
過
ぎ
た
こ
ろ
だ
っ
た
。
夜
中
に
行
く
の
は
大
変
だ
っ
た
と
思
う
。
昼
間
が
出
産
し

や
す
い
と
思
う
。
ア
ト
ザ
ン
（
後
産
）
は
コ
ヤ
バ
の
と
き
は
お
産
婆
さ
ん
が
処
理
し

て
く
れ
た
。
コ
ヤ
バ
の
杉
の
根
元
に
捨
て
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
集
落
の
人

が
話
を
し
て
順
番
に
食
事
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
ゼ
ン
マ
イ
の
煮
付
け
に
は
竹
輪

や
コ
ン
ニ
ャ
ク
を
入
れ
た
り
し
て
く
れ
た
。
サ
ン
メ
ヤ
キ
も
持
っ
て
来
る
人
も
あ
っ

た
。ご
馳
走
を
作
っ
て
く
れ
た
の
で
自
分
の
家
で
は
準
備
を
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

重
箱
に
入
れ
て
持
っ
て
き
て
く
れ
た
の
で
、む
し
ろ
余
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
っ
た
。

コ
ヤ
バ
に
は
ハ
ン
ゾ
を
置
い
て
産
湯
を
つ
か
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。
お
産
婆
さ
ん
が

毎
日
来
て
く
れ
た
。
ど
ん
な
に
雪
が
あ
っ
て
も
毎
朝
九
時
半
こ
ろ
に
来
て
く
れ
た
。

お
産
婆
さ
ん
が
来
る
前
に
一
斗
缶
で
お
湯
を
沸
か
し
て
お
い
た
。
産
湯
を
つ
か
ら
せ

な
が
ら
お
産
婆
さ
ん
が
「
何
と
、
い
い
つ
ん
つ
ん
持
っ
て
き
た
こ
と
」
と
言
っ
た
の

で
、
私
は
あ
わ
て
て
「
脱
腸
か
」
と
聞
い
た
。
実
際
に
は
脱
腸
で
は
な
か
っ
た
。
昭

和
三
四
年
の
と
き
は
茅
葺
き
の
屋
根
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
室
戸
台
風
で
飛
ば
さ
れ
て

か
ら
ト
タ
ン
屋
根
に
し
た
。
二
番
目
の
と
き
は
や
は
り
雪
が
あ
っ
た
。
夫
が
カ
ン
ズ

キ
を
か
け
て
く
れ
た
。
道
踏
ん
で
も
ら
わ
ね
ば
コ
ヤ
バ
ま
で
行
け
な
か
っ
た
。

三
番
目
の
と
き
は
二
番
目
の
子
と
一
〇
年
も
離
れ
て
の
妊
娠
で
あ
り
、
三
九
歳
と

当
時
と
し
て
は
か
な
り
年
を
と
っ
て
の
出
産
に
な
る
の
で
、
も
し
も
の
こ
と
が
あ
っ

て
は
大
変
だ
と
思
い
、
夫
に
病
院
で
出
産
さ
せ
て
く
れ
な
い
か
と
お
願
い
し
た
と
こ

ろ
、
夫
も
病
院
に
行
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
言
っ
て
く
れ
た
。
病
院
へ
行
っ
た
ほ
う
が

安
心
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
お
腹
の
子
は
逆
子
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た

の
で
、
夫
が
「
子
を
取
る
か
親
を
取
る
か
」
と
言
っ
た
）
4
（

の
で
、
お
医
者
さ
ん
に
帝
王

切
開
で
産
ま
せ
て
く
れ
と
私
た
ち
か
ら
頼
ん
だ
。病
院
の
出
産
で
良
か
っ
た
と
思
う
。

当
時
、
夫
は
電
気
工
事
会
社
に
勤
め
て
い
た
が
、
決
し
て
生
活
は
裕
福
で
は
な
か
っ

た
。
夫
も
出
産
費
用
を
出
し
て
く
れ
た
が
、
南
陽
市
の
実
家
の
祖
母
が
か
わ
い
そ
う

だ
と
い
う
の
で
出
産
費
用
の
半
分
以
上
を
出
し
て
く
れ
た
の
で
助
か
っ
た
。
は
っ
き

り
と
覚
え
て
い
な
い
が
、
病
院
出
産
の
費
用
は
七
万
円
く
ら
い
か
か
っ
た
。
小
国
病

院
に
は
一
〇
日
間
入
院
し
て
い
た
。
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【
事
例
4
】
遠
藤
令
子
さ
ん（
昭
和
一
二
年
二
月
二
〇
日
生
ま
れ
）　

叔
母
が
す
ぐ
そ
ば
に
い
る
の
で
、大
宮
で
は
コ
ヤ
バ
で
産
む
の
だ
と
聞
い
て
い
た
。

昭
和
三
八
年
一
二
月
六
日
に
嫁
い
で
き
た
。
長
女
は
、
コ
ヤ
バ
で
出
産
し
た
。
行
く

と
き
は
雪
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ほ
ど
積
も
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
お
産
が

終
わ
っ
て
か
ら
、
も
の
す
ご
い
嵐
に
な
っ
て
、
二
晩
電
気
が
切
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ

の
当
時
は
嵐
に
な
る
と
電
気
が
よ
く
切
れ
た
も
の
で
あ
る
。
荷
物
は
一
週
間
く
ら
い

前
に
運
ん
で
お
い
た
。
お
産
婆
さ
ん
の
伊
藤
チ
ヨ
さ
ん
が
雪
の
中
を
や
っ
て
来
て
く

れ
た
。

私
は
難
産
で
、急
性
妊
娠
中
毒
症
だ
っ
た
。前
の
日
に
す
ご
い
顔
が
腫
れ
て
し
ま
っ

た
の
で
、
お
産
婆
さ
ん
に
来
て
も
ら
っ
た
。
処
置
す
る
方
法
を
医
師
か
ら
聞
い
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
チ
ヨ
さ
ん
は
急
性
妊
娠
中
毒
症
の
産
婦
に
関
わ
っ
た
経
験
が
あ
っ

た
。
今
ま
で
よ
く
似
た
よ
う
な
人
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
産
後
大

出
血
し
た
が
、
雪
が
あ
っ
た
の
で
冷
や
す
こ
と
が
で
き
た
。
チ
ヨ
さ
ん
か
ら
「
冬
で

雪
が
あ
っ
た
か
ら
助
か
っ
た
の
だ
」
と
言
わ
れ
た
。
私
の
母
は
お
産
が
始
ま
っ
た
と

き
は
来
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
ぐ
そ
ば
に
住
ん
で
い
る
イ
ト
コ
の
奥
さ
ん
が
出
産
の

と
き
に
付
き
添
っ
て
く
れ
た
。医
者
は
来
な
か
っ
た
。実
家
の
母
は
出
産
後
に
泊
ま
っ

て
く
れ
た
。

コ
ヤ
バ
は
ト
タ
ン
葺
き
で
あ
っ
た
。
冬
、
雪
が
あ
っ
た
の
で
前
日
に
道
を
付
け
て

お
い
た
。
夜
具
な
ど
も
前
日
に
運
ん
で
お
い
た
。
朝
早
く
か
ら
お
産
婆
さ
ん
に
来
て

も
ら
っ
た
の
で
彼
女
の
指
示
に
従
っ
た
。
お
産
婆
さ
ん
に
は
一
週
間
来
て
も
ら
っ
て

い
た
。
ヒ
ト
オ
ボ
ヤ
に
朝
早
く
帰
っ
た
。
そ
の
日
は
、
お
産
婆
さ
ん
に
ご
馳
走
す
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
実
家
の
母
も
来
て
く
れ
た
。
主
人
と
実
家
の
母
と
お
産
婆
さ

ん
と
で
帰
っ
て
き
た
。長
女
は
二
一
日
の
朝
早
く
産
ま
れ
た
。二
七
日
の
朝
早
く
帰
っ

て
き
た
。
五
一
日
間
は
太
陽
に
あ
て
な
い
よ
う
に
と
言
わ
れ
て
い
た
。
お
産
婆
さ
ん

と
一
緒
に
出
て
き
た
。
私
の
兄
が
一
〇
年
ほ
ど
春
日
神
社
の
ほ
う
に
い
た
の
で
、
そ

の
間
は
神
社
に
い
た
。
第
一
子
（
長
女
）
は
、
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
一
日
生
ま
れ

で
午
前
七
時
半
こ
ろ
コ
ヤ
バ
で
出
産
し
た
。
第
二
子
（
二
女
）
は
、
昭
和
四
五
年
二

月
二
八
日
生
ま
れ
で
、
小
国
病
院
で
出
産
し
た
。

　

第
一
子
（
長
女
）　

昭
和
三
九
年
一
二
月
二
一
日
生
ま
れ　

コ
ヤ
バ
で
出
産
。

　

第
二
子
（
二
女
）　

昭
和
四
五
年
二
月
二
八
日
生
ま
れ　

病
院
で
出
産
。

遠
藤
清
子
さ
ん
の
子
と
私
の
娘
は
同
級
生
で
あ
る
が
、
あ
の
人
が
初
め
て
の
病
院

出
産
だ
っ
た
と
思
う
。
佐
藤
も
と
こ
さ
ん
も
病
院
で
出
産
し
た
と
思
う
。
お
産
婆
さ

ん
に
は
、
次
の
子
を
出
産
す
る
と
き
は
必
ず
病
院
の
診
察
を
受
け
て
か
ら
に
し
て
く

だ
さ
い
と
断
ら
れ
た
。
一
回
目
に
難
産
す
る
と
二
回
目
も
往
々
に
し
て
あ
る
と
言
わ

れ
た
。
妊
娠
し
た
の
が
分
か
っ
て
か
ら
病
院
に
行
っ
た
。
長
女
の
と
き
は
一
度
も
病

院
に
行
か
ず
、
母
子
手
帳
は
持
た
な
い
。
そ
の
こ
ろ
は
家
で
お
産
を
す
る
人
も
い
た

の
で
、
名
前
を
付
け
る
と
き
だ
け
役
場
に
行
く
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。

二
番
目
の
と
き
は
母
子
手
帳
を
い
た
だ
い
た
。
私
は
病
院
に
二
週
間
い
た
。
お
産

の
と
き
は
難
産
で
は
な
か
っ
た
が
、
出
産
後
に
具
合
が
悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
病

院
か
ら
帰
っ
て
き
て
コ
ヤ
バ
に
行
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
小
国
病
院
で
産
ん
だ
が
、

逆
さ
子
で
あ
っ
た
。
ク
ル
ン
体
操
を
し
た
り
し
て
病
院
で
産
む
こ
と
に
し
た
。
謝
礼

写真４　現在のコヤバ外観（山形県小国町）

写真5　現在のコヤバ外内部（山形県小国町）
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は
三
倍
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
二
週
間
入
院
し
た
。
コ
ヤ
バ
を
体
験
し
た
私
の
あ
と
に

コ
ヤ
バ
を
利
用
し
た
の
は
一
人
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。
家
に
帰
っ
て
き
て
か
ら
は
家

族
と
一
緒
に
食
事
を
し
た
。
盛
り
返
し
の
作
法
は
知
っ
て
い
る
が
、
私
の
と
き
は
や

ら
な
か
っ
た
。
神
社
で
あ
っ
た
の
で
宮
司
の
お
じ
い
さ
ん
は
や
る
よ
う
に
言
っ
て
い

た
ら
し
い
が
、
姑
は
い
い
よ
と
言
っ
て
く
れ
た
。
遠
藤
清
子
さ
ん
が
ご
飯
を
炊
き
に

来
て
く
れ
た
。
大
昔
は
、
そ
の
都
度
コ
ヤ
バ
を
作
っ
て
い
た
と
聞
い
て
い
る
。

コ
ヤ
バ
マ
ツ
リ
に
は
今
も
参
加
し
て
い
る
。
毎
年
一
一
月
第
一
日
曜
日
に
や
っ
て

い
る
。宿
の
都
合
で
第
二
日
曜
日
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。昔
は
順
番
に
世
話
人
が
あ
っ

た
。
お
祭
り
を
終
え
て
か
ら
各
家
に
集
ま
っ
て
ご
馳
走
を
作
っ
て
飲
み
食
い
を
や
っ

た
。
お
昼
時
分
で
あ
っ
た
。
女
性
だ
け
で
な
く
、
男
性
は
ド
ジ
ョ
ウ
を
捕
っ
た
。
私

た
ち
の
こ
ろ
に
は
餅
搗
き
を
や
っ
た
。
私
の
家
が
最
後
で
あ
っ
た
。
今
は
簡
素
化
し

て
会
館
を
宿
に
し
て
お
茶
を
飲
む
程
度
で
あ
る
。
各
家
で
や
っ
た
と
き
は
そ
れ
な
り

に
ご
馳
走
が
あ
る
。
参
加
す
る
の
は
二
一
軒
あ
る
が
、「
ひ
わ
り
ー
」
と
い
う
人
が

あ
る
の
で
一
二
、三
人
く
ら
い
に
な
っ
て
し
ま
う
。「
ひ
わ
り
ー
」
と
い
う
の
は
、
人

が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
き
の
忌
み
の
期
間
で
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
は
お
祭
り

に
来
な
い
。
コ
ヤ
バ
を
掃
除
し
て
神
主
が
来
て
祝
詞
を
あ
げ
て
く
れ
る
。

【
事
例
5
】
坂
上
秋
子
さ
ん（
昭
和
一
五
年
一
二
月
八
日
生
ま
れ
）

秋
子
さ
ん
は
ワ
カ
ヤ
マ
さ
行
く
途
中
の
ハ
リ
ウ
で
生
ま
れ
た
。
昭
和
三
七
年
に
坂

上
家
に
嫁
い
だ
き
た
。
陣
痛
が
お
さ
ま
っ
て
く
る
と
眠
た
く
な
っ
て
く
る
人
が
い
る

が
、
私
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
眠
く
な
る
ほ
う
で
あ
っ
た
。

第
一
子
（
長
女
）　

昭
和
三
七
年
一
一
月
一
三
日
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

第
二
子
（
二
女
）　

昭
和
四
〇
年
七
月
一
三
日
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

第
三
子
（
三
女
）　

昭
和
四
三
年
四
月
一
七
日
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

昭
和
三
七
年
一
一
月
は
ま
だ
雪
が
降
ら
な
か
っ
た
。
産
ま
れ
る
二
日
く
ら
い
前
か

ら
腹
や
み
し
て
い
た
が
、
腹
や
み
し
て
か
ら
三
日
目
く
ら
い
に
コ
ヤ
バ
へ
入
っ
た
。

陣
痛
が
一
〇
分
間
隔
く
ら
い
に
な
る
と
、
次
は
五
分
間
隔
に
な
っ
て
、「
我
慢
し
て

一
杯
一
杯
に
行
っ
て
」
と
い
う
。
お
産
道
具
は
前
も
っ
て
運
ん
で
お
い
た
。
お
産
婆

さ
ん
は
伊
藤
チ
ヨ
さ
ん
を
頼
ん
だ
。
主
人
が
迎
え
に
行
っ
て
く
れ
た
。
コ
ヤ
バ
に
は

一
週
間
入
っ
て
い
た
。
一
週
間
目
の
朝
、
お
日
様
が
出
な
い
う
ち
（
ご
飯
前
に
）
に

家
へ
戻
っ
た
。
フ
カ
シ
（
赤
飯
）
を
し
て
お
産
婆
さ
ん
に
ご
馳
走
し
た
。
七
日
目
の

こ
と
を
ヒ
ト
オ
ボ
ヤ
と
言
っ
た
。

三
女
の
春
美
が
コ
ヤ
バ
で
生
ま
れ
た
最
後
の
子
で
あ
る
。
昭
和
四
三
年
が
最
後
。

そ
の
こ
ろ
は
病
院
へ
行
く
人
も
い
た
が
、
私
は
お
金
が
か
か
ら
な
い
の
で
コ
ヤ
バ
に

し
た
。
今
の
よ
う
に
共
稼
ぎ
で
は
な
い
か
ら
姑
に
お
金
を
出
し
て
も
ら
う
の
は
大
変

で
あ
っ
た
。
春
美
の
と
き
は
一
週
間
の
お
産
婆
さ
ん
の
手
当
は
八
千
円
で
あ
っ
た
。

病
院
の
場
合
は
倍
以
上
か
か
っ
た
と
思
う
。
遠
藤
テ
ツ
さ
ん
が
ち
え
さ
ん
を
産
ん
だ

と
き
は
七
千
円
で
あ
っ
た
と
い
う
。「
腹
が
や
め
ね
え
と
き
は
眠
む
だ
く
な
る
も
の

だ
」
と
語
る
が
、
こ
れ
は
陣
痛
が
治
ま
っ
て
く
る
と
自
然
と
眠
く
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

【
事
例
6
】
遠
藤
は
る
子
さ
ん（
昭
和
二
年
二
月
二
〇
日
生
ま
れ
）

大
字
貝
少
（
か
い
し
ょ
う
）
で
生
ま
れ
た
。
平
家
の
落
人
と
い
う
。
昭
和
二
四
年

に
数
え
二
三
歳
の
と
き
に
結
婚
し
た
。

第
一
子
（
長
女
）　

昭
和
二
五
年
一
月
一
〇
日
生
ま
れ
。
婚
家
で
出
産
。

第
二
子
（
二
女
）　

昭
和
二
七
年
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

第
三
子
（
長
男
）　

昭
和
二
九
年
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

第
四
子
（
三
女
）　

昭
和
三
一
年
生
ま
れ
。
コ
ヤ
バ
で
出
産
。

一
番
上
の
子
は
実
家
に
帰
ら
ず
に
婚
家
で
産
ん
だ
。「
大
宮
さ
行
く
と
コ
ヤ
バ
で

お
産
し
ね
ば
な
ん
ね
え
」
と
教
え
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
も
の
だ
と
思
っ
て

い
た
。
年
寄
り
の
お
産
婆
さ
ん
に
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
。
二
番
目
か
ら
四
番
目
ま

で
は
す
べ
て
伊
藤
チ
ヨ
さ
ん
に
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
は
病
院
で
産
む

人
は
少
な
か
っ
た
。
コ
ヤ
バ
で
は
寝
て
産
ん
だ
。

本
家
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
来
て
も
ら
い
、
姑
が
お
湯
を
沸
か
し
た
。
お
湯
は
家
か

ら
運
ん
だ
。
昔
は
一
斗
缶
に
入
れ
て
お
湯
を
持
っ
て
き
た
。
バ
ケ
ツ
で
運
ぶ
こ
と
も

あ
っ
た
。
私
は
お
湯
が
沸
か
な
い
う
ち
に
早
く
で
き
た
。
大
変
楽
な
出
産
で
あ
っ
た
。
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一
月
は
雪
が
降
っ
た
の
で
隣
の
旦
那
を
頼
ん
で
カ
ン
ズ
キ
で
道
を
作
っ
た
。
私
は
ズ

ン
ベ
エ
と
い
う
藁
靴
を
履
い
て
コ
ヤ
バ
へ
休
み
休
み
歩
い
て
行
っ
た
。
主
人
は
産
婆

の
家
ま
で
頼
み
に
行
っ
て
か
ら
カ
ン
ズ
キ
で
道
を
作
っ
た
。

昭
和
二
五
年
一
月
の
と
き
は
古
い
ほ
う
の
コ
ヤ
バ
で
あ
っ
た
。
コ
ヤ
バ
に
は
イ
ロ

リ
が
あ
り
、
照
明
は
ラ
ン
プ
で
あ
っ
た
。
薪
を
く
べ
て
お
湯
を
沸
か
し
た
。
ガ
ラ
ス

窓
は
あ
っ
た
が
、「
け
ぶ
か
っ
た
な
ー
」
と
い
う
。
お
湯
を
沸
か
し
た
ら
火
を
寄
せ

て
炬
燵
を
掛
け
て
お
い
た
。
薪
を
燃
や
す
と
炭
に
な
る
。
お
産
の
と
き
は
男
は
入
っ

て
は
い
け
な
か
っ
た
。
大
き
な
ウ
バ
ス
ギ
が
あ
っ
て
風
が
吹
く
と
ギ
ー
ギ
ー
と
音
が

す
る
の
で
さ
み
し
か
っ
た
。
実
家
の
母
が
来
て
く
れ
た
。
コ
ヤ
バ
は
板
の
間
で
、
膳

棚
は
本
来
無
か
っ
た
。
押
し
入
れ
に
布
団
を
入
れ
た
。
昭
和
二
五
年
生
ま
れ
の
長
女

の
と
き
は
古
い
コ
ヤ
バ
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
二
七
年
生
ま
れ
の
二
女
の
と
き
は
新
し

い
コ
ヤ
バ
で
出
産
し
た
。

赤
子
の
こ
と
を
ア
ッ
カ
と
い
う
。
産
む
こ
と
を
「
も
つ
」
と
い
い
、
赤
子
を
産
む

こ
と
を
ア
カ
モ
チ
と
い
う
。「
ア
カ
モ
チ
が
は
ね
た
」
と
い
う
の
は
陣
痛
が
始
ま
っ

た
こ
と
で
あ
る
。
は
ね
た
と
は
始
ま
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
人
び
と
は
赤
子
が
生

ま
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
質
問
を
す
る
と
き
は
「
ア
ッ
カ
産
ま
れ
た
か
ー
」「
ア
ッ

カ
持
っ
た
か
ー
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
コ
ヤ
バ
に
入
る
と
「
持
っ
た
か
ー
、持
た
ね
ー

か
ー
」
と
友
人
た
ち
が
聞
い
た
り
し
た
。
ア
ッ
カ
持
っ
た
ら
ご
飯
の
用
意
が
あ
る
。

お
産
婆
さ
ん
は
コ
ヤ
バ
に
行
く
前
に
来
て
も
ら
う
。

朝
ご
飯
は
ア
サ
メ
シ
（
ア
サ
ゴ
ハ
ン
と
も
言
う
）、
昼
食
は
チ
ュ
ウ
ハ
ン
（
そ
の

間
に
コ
ン
ビ
ル
が
あ
る
）、
夕
食
は
ユ
ウ
ハ
ン
。
姑
や
旦
那
が
「
お
ら
の
嫁
、
持
っ

た
か
ら
」
と
旦
那
が
本
家
へ
連
絡
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
の
家
は
テ
ツ
さ
ん
の

家
が
本
家
な
の
で
、
テ
ツ
さ
ん
の
姑
が
一
番
最
初
に
知
る
こ
と
に
な
る
。
は
る
子
さ

ん
の
第
一
子
は
夜
中
の
一
二
時
こ
ろ
に
産
ま
れ
た
。
私
は
「
夜
持
っ
た
か
ら
な
あ
」

と
い
う
。
ヨ
ワ
リ
（
夜
な
べ
）
を
し
て
い
た
ら
腹
が
痛
ん
で
き
て
産
ま
れ
た
。
朝
飯

は
自
宅
で
用
意
し
た
が
、
チ
ュ
ウ
ハ
ン
は
親
戚
の
近
い
順
に
持
っ
て
行
っ
た
。
姑

た
ち
が
お
茶
を
飲
み
を
し
な
が
ら
順
番
を
決
め
た
も
の
で
あ
る
。
料
理
も
姑
た
ち
が

作
っ
た
。
干
し
ゼ
ン
マ
イ
を
戻
し
て
糯
米
を
蒸
か
し
た
。

は
る
子
さ
ん
は
「
糯
米
ご
飯
は
う
ま
か
っ
た
な
あ
ー
」
と
語
る
。
糯
米
を
食
べ
る

と
お
っ
ぱ
い
が
よ
く
出
る
と
い
う
。
ゼ
ン
マ
イ
は
血
の
薬
と
い
う
。
コ
ヤ
バ
の
中
で

お
し
め
を
干
し
た
。
外
に
は
干
さ
な
か
っ
た
。

コ
ヤ
バ
マ
ツ
リ
は
、
今
で
も
一
一
月
第
一
日
曜
日
に
行
っ
て
い
る
。
清
掃
し
て
太

夫
様
（
神
主
）
が
来
て
拝
ん
で
く
れ
、
お
札
の
入
れ
替
え
を
し
た
。
昔
は
男
性
も
女

性
も
出
た
。
男
性
ら
は
昔
雪
囲
い
を
す
る
人
と
ド
ジ
ョ
ウ
を
捕
る
人
に
分
か
れ
て
大 図１  昭和 26 年建築のコヤバ平面図

（丹野正「みちのくの産屋」より転載）
図２　現状のコヤバ平面図

（小国町教育委員会資料より転載）
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騒
ぎ
で
あ
っ
た
。
今
は
女
性
が
や
っ
て
い
る
。
一
二
軒
し
か
な
か
っ
た
の
で
手
分
け

で
や
っ
て
い
た
。
一
二
軒
は
財
産
区
で
あ
る
。
共
有
山
と
共
有
畑
が
あ
る
。
宿
ま
わ

り
（
持
ち
回
り
の
こ
と
）
を
し
て
、
コ
ヤ
バ
で
は
お
神
酒
を
い
た
だ
く
だ
け
で
、
終

わ
る
と
宿
に
行
っ
て
ご
馳
走
を
食
べ
た
。
ヤ
ド
ゴ
チ
ソ
ウ
（
宿
ご
馳
走
）
と
言
っ
て

宿
が
負
担
し
た
。
糯
米
と
小
豆
は
各
自
が
持
っ
て
行
っ
た
。
昔
は
糯
米
一
升
と
味
噌

汁
椀
に
一
杯
の
小
豆
で
あ
っ
た
。
大
根
お
ろ
し
、
大
根
煮
、
魚
の
一
切
れ
が
つ
い
て
、

ほ
か
に
ド
ジ
ョ
ウ
は
吸
い
物
に
し
た
。
ド
ジ
ョ
ウ
は
栄
養
が
あ
る
と
言
わ
れ
、
出
産

の
と
き
も
食
べ
さ
せ
ら
れ
た
。

出
産
後
五
一
日
目
に
神
祭
り
を
し
た
。
食
い
初
め
は
、
男
の
子
一
一
〇
日
目
、
女

の
子
一
〇
〇
日
目
で
あ
っ
た
。
ご
馳
走
と
し
て
丸
い
小
さ
な
石
こ
ろ
を
噛
ま
す
。
こ

れ
を
「
石
こ
ろ
噛
ま
し
」
と
い
う
。
ご
飯
と
味
噌
汁
は
用
意
す
る
が
、
小
皿
二
枚
は

す
べ
て
小
石
を
入
れ
る
だ
け
、
赤
子
に
食
べ
さ
せ
る
真
似
を
す
る
だ
け
で
あ
る
。
初

め
は
魚
も
何
も
な
い
が
、
終
わ
る
と
ご
馳
走
が
出
る
。
こ
の
石
は
舐
め
さ
せ
る
が
、

こ
れ
は
歯
が
丈
夫
に
な
る
よ
う
に
や
っ
た
。
小
石
は
川
か
ら
拾
っ
て
き
て
、
終
わ
る

と
軒
端
に
捨
て
た
り
し
た
。

3　

コ
ヤ
バ
を
支
え
た
産
婆

【
事
例
7
】
伊
藤
チ
ヨ
さ
ん（
大
正
元
年
一
一
月
一
四
日
生
ま
れ
）・
字
増
岡
横
道

東
京
で
産
婆
の
勉
強
を
し
た
。
学
校
は
神
田
の
水
原
に
半
年
ほ
ど
行
っ
て
、
あ
と

は
佐
久
間
助
産
所
で
勉
強
し
た
。
西
巣
鴨
の
ほ
う
に
住
ん
で
い
た
。
二
五
歳
の
と
き

に
資
格
を
取
っ
た
。
仕
事
も
東
京
で
や
っ
て
い
た
が
、
こ
ち
ら
で
生
ま
れ
た
も
の
だ

か
ら
嫁
に
来
て
し
ま
っ
た
。
姑
も
助
産
婦
だ
っ
た
か
ら
助
産
婦
の
嫁
が
欲
し
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
姑
は
ヒ
サ
と
い
う
名
で
あ
っ
た
。
生
ま
れ
は
小
玉
川
で
あ
っ
た
。
舟

山
と
い
う
姓
で
あ
る
。
一
番
上
の
姉
も
助
産
婦
で
あ
っ
た
。
そ
の
手
づ
る
で
東
京
へ

出
た
。
姉
は
下
田
で
産
婆
を
し
て
い
た
。

二
五
歳
で
結
婚
し
た
と
き
は
昭
和
八
年
で
あ
っ
た
。
嫁
い
で
き
て
す
ぐ
に
仕
事
を

し
た
。
一
番
最
初
は
遠
藤
テ
ツ
さ
ん
の
夫
和
寿
さ
ん
（
昭
和
一
〇
年
生
ま
れ
）
を
取

り
上
げ
た
。
こ
っ
ち
に
帰
っ
て
き
て
東
京
と
は
ま
る
っ
き
り
違
う
。
何
で
も
や
る
こ

と
す
べ
て
が
違
っ
て
い
た
。

大
宮
の
小
屋
は
昔
は
お
産
が
終
わ
る
と
ば
ら
し
て
い
た
。
始
ま
る
と
総
出
で
小
屋

を
作
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
わ
り
も
萱
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
私
の
姑
が
話
し
て
い

た
。
あ
そ
こ
は
清
水
が
ど
ん
ど
ん
出
る
の
で
、
場
所
と
し
て
は
よ
い
所
で
あ
っ
た
。

雪
の
深
い
と
き
は
難
儀
し
た
。
カ
ン
ズ
キ
を
履
い
た
こ
と
が
な
い
も
の
だ
か
ら
転
ん

で
ば
っ
か
り
で
大
変
で
あ
っ
た
。
呼
び
に
来
る
人
も
雪
で
大
変
で
あ
る
が
、
慣
れ
て

い
る
か
ら
い
い
が
、
私
は
二
〇
歳
か
ら
東
京
生
活
を
し
た
の
で
あ
ま
り
慣
れ
て
い
な

か
っ
た
。

コ
ヤ
バ
の
出
産
で
死
産
は
な
か
っ
た
。
神
様
の
お
か
げ
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
姑
さ

ん
の
こ
ろ
は
力
綱
を
つ
か
ま
っ
て
産
ん
で
い
た
ら
し
い
。
私
が
や
る
こ
ろ
に
は
力
綱

は
な
か
っ
た
。
昭
和
一
〇
年
よ
り
も
前
で
あ
っ
た
と
思
う
。
逆
子
と
か
へ
そ
の
緒
が

巻
き
付
い
て
産
ま
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
逆
子
は
よ
く
あ
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
産
ま

せ
る
か
は
皆
分
か
っ
て
い
る
の
で
別
に
苦
労
で
は
な
か
っ
た
。
へ
そ
の
緒
が
巻
い
て

く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
外
し
て
や
る
。
赤
子
が
横
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ

れ
は
大
変
で
あ
っ
た
。
腹
の
中
で
元
に
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
横
の
場
合
は
腹

の
上
か
ら
押
し
て
や
っ
て
直
し
た
。
家
族
の
人
が
お
湯
を
沸
か
し
た
り
す
る
が
、
清

水
が
ど
ん
ど
ん
い
い
水
が
出
る
も
の
だ
か
ら
、
コ
ヤ
バ
は
良
い
場
所
で
あ
る
。
コ
ヤ

バ
に
は
一
週
間
入
っ
て
い
て
、
私
は
一
緒
に
早
く
行
っ
て
産
湯
を
使
わ
せ
て
か
ら
産

婦
の
家
に
行
っ
て
ア
サ
ゴ
ハ
ン
を
ご
馳
走
に
な
る
。

私
は
八
〇
歳
く
ら
い
ま
で
助
産
婦
を
や
っ
て
い
た
。助
産
料
は
決
ま
っ
て
い
た
が
、

そ
れ
を
そ
の
ま
ま
出
し
て
く
れ
な
い
人
も
い
る
し
、
そ
れ
以
上
出
し
て
く
れ
る
家
も

あ
っ
た
。
近
い
か
ら
呼
ば
れ
て
い
く
ほ
う
が
多
い
。
コ
ヤ
バ
で
は
一
週
間
目
に
出
て

く
る
の
で
ご
馳
走
に
な
る
。
私
の
姑
は
本
家
の
麹
屋
の
娘
で
あ
っ
た
。
県
の
人
と
近

し
く
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
県
の
人
か
ら
薦
め
ら
れ
て
た
だ
で
学
校
を
出
た
と

い
う
。
姑
は
昭
和
二
九
年
六
月
二
二
日
没
。
戒
名
「
賢
応
院
祖
実
先
大
姉
」
で
あ
る
。

小
国
で
は
一
番
早
い
産
婆
で
あ
っ
た
と
思
う
。
コ
サ
カ
マ
ツ
に
古
い
産
婆
さ
ん
が
い



100

国立歴史民俗博物館研究報告
第 205集　2017年 3月

た
が
ど
ち
ら
が
先
か
は
分
か
ら
な
い
。

4　

研
究
史
と
文
献
資
料

（
1
）先
行
研
究

小
国
町
大
宮
の
コ
ヤ
バ
を
詳
細
に
調
査
研
究
し
た
の
は
丹
野
正
で
あ
る
。丹
野
は
、

昭
和
一
八
年
（
一
九
四
三
）
に
初
め
て
大
宮
を
訪
れ
、
以
来
何
度
か
の
調
査
を
経
て

昭
和
二
八
年
に
論
文
「
み
ち
の
く
の
産
屋
」
を
公
刊
し
た
。
丹
野
の
研
究
以
降
、
本

格
的
な
調
査
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
地
元
新
聞
が
コ
ヤ
バ
使
用
の
終
焉
期
で
あ
る

昭
和
四
〇
年
代
か
ら
五
〇
年
代
に
か
け
て
特
集
し
た
程
度
で
あ
る
。
筑
波
大
学
大
学

院
に
留
学
し
て
い
た
李
永
は
、
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
に
現
地
調
査
を
実
施
し
、

同
大
学
大
学
院
地
域
研
究
科
に
修
士
論
文
『
産
屋
の
研
究
―
山
形
県
小
国
町
大
宮
集

落
の
産
屋
を
中
心
に
―
』
を
提
出
し
た
。
李
は
安
産
信
仰
、
歴
史
的
な
穢
れ
の
視
点

か
ら
研
究
を
展
開
し
た
。
そ
の
後
、
伏
見
裕
子
が
平
成
二
二
年
（
二
〇
一
〇
）
か
ら

調
査
に
入
り
、
そ
の
成
果
を
「
山
形
県
小
国
町
大
宮
地
区
の
産
屋
に
み
る
安
産
信
仰

と
穢
れ
観
の
変
化
―
出
産
の
医
療
化
お
よ
び
施
設
化
と
の
関
連
を
中
心
に
―
」
と
し

て
発
表
し
た
。
伏
見
論
文
は
、
出
産
の
医
療
化
と
い
う
視
点
を
明
確
に
打
ち
出
し
た

も
の
で
あ
る
。

（
2
）安
永
一
〇
年
の「
大
宮
大
明
神
縁
起
書
」

安
永
一
〇
年
（
一
七
八
一
）
の
大
宮
子
易
両
神
社
の
縁
起
書
に
よ
る
と
、
産
屋
に

関
す
る
部
分
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

有
孕
婦
祈
平
安
於
当
社　

則
無
不
有
霊
験
、
故
這
所
民
家
臨
産
月
、
別
構
産
屋

於
華
表
外　

距
社
辺
百
余
歩
使
婦
居
之
。
不
待
座
婆
而
安
、
歴
七
日
而
帰
家　

雖
深
雪
剰
寒　

不
苦
而
往
。
若
厭
之　

赴
他
村　

則
災
害
立
至
、不
可
慎
耶〔
李　

一
九
九
三　

四
二
〕。

大
意
は
、
妊
娠
し
た
女
性
が
神
社
に
祈
願
す
れ
ば
霊
験
が
あ
り
、
臨
月
の
女
性
の
た

め
に
神
社
の
鳥
居
の
外
に
別
棟
の
産
屋
を
構
え
る
。
そ
こ
は
社
辺
か
ら
百
歩
ほ
ど
の

場
所
で
、
そ
こ
で
の
出
産
は
安
産
で
あ
る
と
い
う
。
出
産
後
七
日
目
に
家
へ
戻
る
。

雪
が
深
く
寒
く
て
も
不
吉
で
は
な
い
し
、
も
し
も
そ
れ
を
嫌
っ
て
他
村
へ
行
く
と
、

則
ち
災
い
が
あ
る
か
ら
慎
ま
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
も
「
別
構
産
屋
於
華

表
外　

距
社
辺
百
余
歩
使
婦
居
之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
産
屋
を
建
て
る
の
は
神
社
の

外
で
、
わ
ず
か
百
歩
余
り
の
所
と
い
う
の
を
、
文
字
通
り
信
じ
る
と
す
れ
ば
、
現
在

の
コ
ヤ
バ
の
位
置
と
は
考
え
に
く
い
。            

（
3
）コ
ヤ
バ
の
常
設
化

現
在
の
コ
ヤ
バ
は
、
大
宮
地
内
に
字
増
岡
の
飛
び
地
に
あ
る
。
樹
齢
数
百
年
と
さ

れ
る
ウ
バ
ス
ギ
の
大
木
の
根
元
に
建
つ
。
コ
ヤ
バ
は
漢
字
に
書
け
ば
「
小
屋
場
」
で

あ
ろ
う
。
昔
は
毎
年
旧
暦
一
〇
月
一
五
日
に
「
小
屋
場
講
」
を
開
催
し
て
い
た
と
い

う
。
現
在
、
地
元
の
人
た
ち
は
「
コ
ヤ
バ
マ
ツ
リ
」
と
呼
ん
で
お
り
、
新
暦
一
一
月

第
一
日
曜
日
あ
た
り
を
中
心
に
開
催
し
て
い
る
。
日
本
各
地
の
産
屋
の
中
で
、
一
定

の
期
日
に
集
落
の
女
性
た
ち
が
参
加
し
て
小
屋
を
掃
除
し
、
終
了
後
に
娯
楽
と
親
睦

を
兼
ね
て
飲
食
す
る
習
俗
を
持
ち
伝
え
て
い
た
の
は
、
管
見
で
は
福
井
県
敦
賀
市
色

浜
の
サ
ン
ゴ
ヤ
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
で
も
貴
重
な
習
俗
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
現
在
の
コ
ヤ
バ
は
、
昭
和
三
六
年
（
一
九
六
一
）
に
建
て
直
し
た
も
の
で

あ
る
。昭
和
二
六
年
に
建
て
た
コ
ヤ
バ
が
昭
和
三
六
年
の
室
戸
第
二
台
風
に
よ
っ
て
、

道
を
隔
て
て
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
。
そ
の
ま
ま
移
設
で
き
な
い
の
で
解
体
移
築
し
た
。

そ
の
際
、
土
台
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
に
し
、
便
所
の
位
置
を
変
え
る
な
ど
間
取
り
の
変

更
を
行
っ
た
。
昭
和
二
六
年
ま
で
残
っ
て
い
た
産
屋
は
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）

の
建
築
で
あ
っ
た
。
老
朽
化
し
た
産
屋
は
、保
健
所
の
意
見
で
急
に
取
り
壊
さ
れ
た
。

し
か
し
、
村
人
は
壊
し
た
後
、
す
ぐ
に
小
屋
を
作
り
直
し
て
い
る
が
、
そ
の
経
緯
は

詳
細
が
不
明
で
あ
る
。

コ
ヤ
バ
と
呼
ば
れ
る
産
屋
は
、
出
産
の
た
び
に
急
造
さ
れ
る
小
屋
で
あ
っ
た
。
で

は
な
ぜ
、
コ
ヤ
バ
が
常
設
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
衛
生
行
政
を
管
掌
す
る

警
察
署
長
が
常
設
化
す
る
よ
う
に
指
導
命
令
を
出
し
た
の
を
契
機
と
し
て
い
る
。『
東
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京
日
日
新
聞
』（
昭
和
一
〇
年
八
月
八
日
付
）
に
「
厳
た
り
神
の
命
」
の
見
出
し
で
、

次
の
よ
う
な
コ
ヤ
バ
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

明
治
廿
二
年
、
当
時
の
小
国
本
村
警
察
分
署
長
青
木
武
助
氏
（
今
は
故
人
）
が

「
如
何
に
何
百
年
来
の
習
慣
と
い
へ
ど
も
余
り
に
不
衛
生
極
ま
る
話
だ
、
い
や

し
く
も
人
間
が
生
れ
る
の
ぢ
や
な
い
か
」
と
い
ひ
出
し
て
、
と
も
か
く
わ
が
家

で
産
み
た
く
な
け
れ
ば
、
常
設
の
産
小
屋
を
造
れ
と
強
硬
に
命
令
し
た
。
部
落

の
人
々
は
大
評
定
の
結
果
警
察
の
命
令
よ
り
も
神
様
の
怒
り
が
恐
ろ
し
い
と
い

つ
て
皆
逃
げ
た
。
神
主
は
早
速
斎
戒
沐
浴
し
て
う
か
ゞ
ひ
を
立
て
る
と
「
こ
の

部
落
内
に
あ
つ
て
部
落
の
土
地
な
ら
ぬ
増
岡
の
土
地
が
あ
る
、
目
じ
る
し
に
の

た
め
二
本
の
兄
弟
杉
を
植
ゑ
て
お
い
た
、
そ
の
地
点
が
そ
れ
だ
」
と
い
ふ
お
告

げ
、
一
同
大
よ
ろ
こ
び
で
早
速
建
て
た
産
小
屋
が
、
写
真
の
如
き
萱
ぶ
き
の
一

軒
家
で
、
二
本
の
杉
は
い
づ
れ
も
直
径
二
尺
近
く
、
産
小
屋
は
二
間
に
二
間
半

の
名
ば
か
り
の
小
屋
だ
、
正
面
に
大
宮
子
易
神
社
の
分
神
を
祭
つ
た
祠
が
あ
つ

た
」〔
東
京
日
日
新
聞　

一
九
三
五　

一
一
〕

こ
の
記
事
は
、
後
の
丹
野
の
研
究
に
関
わ
る
。
丹
野
は
「
み
ち
の
く
の
産
屋
」
の
中

で
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

部
落
の
共
有
物
で
今
は
常
設
に
な
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
之
（
マ
マ
）は
六
十
七
、八
年
前

か
ら
の
こ
と
で
あ
る
以
前
は
お
産
の
つ
ど
つ
ど
に
造
つ
た
と
い
ふ
が
、
こ
れ
が

産
屋
の
古
い
姿
で
あ
つ
た
。
オ
ボ
コ
ナ
シ
（
産
婦
）
の
腹
が
や
め
だ
す
と
、
部

落
総
出
で
小
屋
を
造
つ
て
や
り
、
お
産
が
す
む
と
取
り
ほ
ご
し
て
用
材
は
傍
の

杉
の
根
本
に
立
て
て
置
い
た
。
小
屋
の
出
来
る
の
が
間
に
合
は
ず
、
露
天
で
お

産
を
し
た（
マ
マ
）い

ふ
話
も
残
つ
て
ゐ
る
。
と
こ
ろ
が
時
の
小
国
警
察
分
署
長
が
「
万

物
の
霊
長
た
る
人
間
が
子
供
を
生
む
の
に
俄
か
造
り
の
小
屋
で
は
ま
づ
い
」
と

言
つ
て
、
常
設
の
小
屋
を
造
ら
せ
た
。
そ
れ
が
一
昨
年
解
体
さ
れ
る
ま
で
立
つ

て
い
た
も
の
で
あ
る
。
然
し
常
設
の
も
の
が
出
来
て
も
二
、三
年
は
、
祟
り
が

あ
る
と
言
つ
て
、
誰
も
使
用
せ
ず
、
そ
の
傍
に
矢
張
り
小
屋
を
急
造
し
て
お
産

し
た
由
で
あ
る
。〔
丹
野　

一
九
五
三　

八
〇
〜
八
一
〕

警
察
署
長
が
言
う
「
余
り
に
不
衛
生
極
ま
る
」
状
況
と
は
、
ど
の
よ
う
な
建
物
を
イ

メ
ー
ジ
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
丹
野
論
文
に
は
警
察
署
長
の
語
り
と
し
て
「
万
物

の
霊
長
た
る
人
間
が
子
供
を
生
む
の
に
俄
か
造
り
の
小
屋
で
は
ま
づ
い
」
と
い
う
談

話
を
載
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
私
が
遠
藤
宮
司
か
ら
「
炭
焼
き
小
屋
の
よ
う
だ
っ
た

ら
し
い
」
と
聞
い
た
簡
素
な
建
物
と
符
号
し
て
い
る
。

（
4
）コ
ヤ
バ
以
前
の
産
屋

出
産
の
た
び
に
産
屋
を
建
て
た
古
い
方
式
は
、
私
が
福
井
県
敦
賀
市
池
河
内
で
採

集
し
た
出
産
間
際
に
こ
し
ら
え
る
仮
設
の
掘
立
小
屋
と
類
似
し
て
い
る
。
池
河
内
で

は
、
昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
に
模
擬
的
な
三
角
小
屋
を
こ
し
ら
え
て
、
産
後
三

日
目
に
わ
ず
か
な
時
間
だ
け
儀
礼
的
に
入
っ
た
と
い
う
事
例
が
、
恐
ら
く
当
該
地

域
の
最
後
だ
と
思
う
が
、
戦
前
は
産
屋
を
建
て
そ
の
中
で
出
産
し
て
い
た
。
し
か

し
、
あ
る
年
に
産
婦
が
狼
に
襲
わ
れ
た
の
で
そ
れ
以
後
は
形
式
的
に
小
屋
を
建
て

る
よ
う
に
な
っ
た
と
伝
え
る
。
昭
和
三
四
年
に
小
屋
を
作
っ
た
人
は
、
子
ど
も
の

こ
ろ
か
ら
見
て
い
た
の
で
や
る
も
の
だ
と
思
っ
て
作
っ
た
、
と
語
っ
て
い
た
〔
板
橋　

二
〇
一
三　

三
五
〜
三
九
〕。

谷
川
健
一
の
「
産
屋
考
」
に
は
、
敦
賀
市
白
木
で
は
小
屋
を
作
っ
て
出
産
し
た
後

は
焼
き
払
っ
て
し
ま
う
と
い
う
話
を
載
せ
る
が
、
こ
れ
は
地
元
白
木
で
は
確
認
で
き

ず
、
他
所
の
古
老
が
伝
聞
と
し
て
伝
え
て
い
た
も
の
だ
と
い
う
。
幸
い
に
も
同
市
丹

生
に
は
そ
の
伝
承
が
伝
わ
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
「
産
屋
は
実
家
の
屋
敷
の
中
に
立

て
ら
れ
る
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
畳
二
枚
か
三
枚
を
し
く
程
度
の
広
さ
の
も
の
で
あ
っ

て
、
屋
根
も
壁
も
す
べ
て
ワ
ラ
で
作
ら
れ
る
。（
中
略
）
産
屋
は
あ
と
で
火
を
つ

け
て
焼
か
れ
、
こ
わ
さ
れ
て
、
海
に
流
さ
れ
た
」
の
で
あ
っ
た
〔
谷
川　

一
九
九
〇　

二
九
一
〕。

明
治
二
二
年
に
警
察
署
長
か
ら
の
指
導
命
令
で
産
屋
が
常
設
化
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
際
、
住
民
は
神
の
怒
り
が
恐
ろ
し
い
と
い
っ
て
皆
逃
げ
た
と
い
う
。
ま
さ
に

神
の
祟
り
を
恐
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
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か
。
村
人
の
記
憶
に
な
い
ほ
ど
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
、
急
造
の
産
屋
を
建
て
て

き
た
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
出
産
の
穢
れ
観
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を

常
設
化
す
れ
ば
建
物
に
穢
れ
が
残
る
と
村
人
は
考
え
た
。
そ
こ
で
宮
司
は
警
察
署
長

の
意
に
沿
い
な
が
ら
、
祈
祷
に
よ
っ
て
解
決
を
図
ろ
う
と
し
た
。
神
社
か
ら
比
較
的

近
い
飛
び
地
に
産
屋
を
建
て
る
発
想
は
、
宮
司
が
苦
肉
の
策
と
し
て
考
え
出
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
か
し
、
明
治
二
二
年
に
常
設
の
コ
ヤ
バ
が
建
設
さ
れ
た
後
も
、
実
際
に
は
な
か

な
か
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
伊
藤
チ
ヨ
さ
ん
（
大
正
元

年
生
ま
れ
）
が
、
産
婆
で
あ
っ
た
姑
か
ら
大
宮
の
産
屋
に
つ
い
て
「
お
産
が
始
ま
る

と
村
の
人
が
わ
さ
わ
さ
出
て
、
萱
で
小
屋
を
作
っ
た
。
終
わ
る
と
ば
ら
し
て
し
ま
っ

た
。」
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
。
伊
藤
さ
ん
の
姑
は
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
生
ま

れ
で
、
産
婆
開
業
し
た
明
治
末
年
か
ら
大
正
初
年
の
話
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ

れ
を
裏
付
け
る
の
は
大
宮
子
易
両
神
社
の
遠
藤
宮
司
（
昭
和
八
年
生
ま
れ
）
が
、「
私

の
祖
母
（
明
治
八
年
生
ま
れ
）
は
、
明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
に
嫁
ぎ
、
翌
三
五

年
か
ら
出
産
を
開
始
し
、大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
に
七
人
目
を
産
み
あ
げ
て
い
る
。

そ
の
祖
母
が
常
設
の
小
屋
で
出
産
す
る
の
は
嫌
だ
と
強
く
主
張
し
、
毎
回
仮
設
の
小

屋
を
建
て
て
も
ら
っ
た
」
と
語
る
伝
承
が
そ
れ
を
補
強
し
て
い
る
。

5　

小
括

大
宮
の
コ
ヤ
バ
は
、当
初
は
急
ご
し
ら
え
の
掘
立
小
屋
で
あ
っ
た
。
出
産
の
都
度
、

村
人
が
建
て
た
「
場
」
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
産
屋
を
建
て
た
場
を
示
す
呼
称
で

あ
っ
た
の
だ
が
、
い
つ
の
間
に
か
常
設
化
す
る
こ
と
で
建
物
呼
称
に
定
着
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
宮
城
県
遠
田
郡
涌
谷
町
の
産
刈
小
屋
は
、
箟
岳
箟
峯
寺
の
坊
舎
で
は
出

産
禁
止
し
た
の
で
、
近
く
に
仮
小
屋
を
建
て
そ
こ
で
出
産
を
し
た
。
穢
れ
を
忌
ん
で

仮
の
小
屋
を
建
て
た
場
所
を
産
刈
小
屋
と
い
っ
た
が
、
そ
れ
が
集
落
名
に
な
っ
た
と

い
う
事
例
と
同
じ
で
あ
る
。
大
宮
の
コ
ヤ
バ
は
、
近
代
一
〇
〇
年
間
に
仮
設
か
ら
常

設
へ
変
化
し
た
具
体
相
を
伝
え
る
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。
以
上
を
整
理
し
て
、
ま
と

め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

①
江
戸
時
代
か
ら
明
治
二
二
年
ま
で
は
、
古
く
は
出
産
の
都
度
、
神
社
鳥
居
か
ら
百

歩
余
り
の
所
に
仮
設
の
産
屋
を
建
て
、終
わ
る
と
す
ぐ
に
解
体
し
た
。（
仮
設
の
産
屋
）

②
明
治
二
二
年
に
小
国
本
村
警
察
分
署
長
か
ら
、
常
設
の
産
屋
を
建
て
る
よ
う
に
指

導
・
命
令
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
住
民
は
神
の
怒
り
を
恐
れ
た
が
、
宮
司
の
祈

祷
に
よ
っ
て
、
神
の
お
告
げ
を
得
て
、
飛
び
地
で
あ
る
増
岡
地
内
に
常
設
の
産
屋
を

建
て
た
。（
常
設
の
産
屋
）

③
常
設
の
産
屋
を
女
性
た
ち
は
数
年
間
使
用
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
率
先
し
て
利
用

す
べ
き
立
場
に
あ
る
総
本
家
の
宮
司
の
妻
は
、
常
設
の
産
屋
を
忌
避
し
た
。
そ
れ
は

出
産
の
穢
れ
を
嫌
う
も
の
で
あ
り
、
宮
司
の
妻
は
、
明
治
三
五
年
か
ら
仮
設
の
産
屋

で
出
産
を
し
、
そ
れ
は
大
正
三
年
ま
で
続
い
た
。（
穢
れ
意
識
の
強
い
女
性
は
仮
設

の
産
屋
を
利
用
）

④
常
設
の
産
屋
の
設
置
に
尽
力
し
た
宮
司
（
で
あ
る
夫
）
は
常
設
化
を
受
け
入
れ
た

（
賛
成
）。
し
か
し
、
そ
の
妻
は
常
設
の
産
屋
を
忌
避
し
た
（
反
対
）。
正
反
対
の
構

図
が
で
き
、
穢
れ
観
は
神
に
仕
え
る
神
職
の
家
族
に
根
強
く
残
っ
た
。（
穢
れ
観
）

⑤
第
一
の
外
的
要
因
は
、
明
治
二
二
年
の
警
察
署
長
の
指
導
命
令
で
あ
っ
た
。
当
時

の
警
察
は
内
務
省
管
轄
で
、
現
在
の
厚
生
労
働
省
の
役
目
で
あ
る
衛
生
行
政
を
管
轄

し
て
い
た
。
明
治
の
衛
生
行
政
の
一
端
と
し
て
指
導
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
板

挟
み
に
な
っ
た
宮
司
の
対
応
が
興
味
深
い
。（
衛
生
行
政
の
指
導
）

⑥
第
二
の
外
的
要
因
は
、
昭
和
二
六
年
に
保
健
所
の
指
導
で
コ
ヤ
バ
の
建
物
が
不
用

意
に
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
情
報
は
聞
き
書
き
で
は

十
分
な
資
料
を
得
ら
れ
な
い
。
不
衛
生
と
い
う
観
点
が
問
題
で
あ
っ
た
ら
し
い
。（
保

健
所
の
指
導
で
コ
ヤ
バ
が
一
時
解
体
）

⑦
第
三
の
外
的
要
因
は
、
昭
和
二
六
年
に
再
建
し
た
コ
ヤ
バ
が
、
同
三
六
年
の
室
戸

第
二
台
風
で
道
隔
て
て
飛
ば
さ
れ
た
と
き
の
町
の
対
応
で
あ
る
。
建
物
を
復
興
す
る

の
で
は
な
く
、
コ
ヤ
バ
習
俗
そ
の
も
の
を
廃
止
し
て
は
と
い
う
意
見
が
出
た
。
昭
和

四
〇
年
三
月
一
〇
日
付
の
「
山
形
新
聞
」
に
「《
う
ぶ
や
》
は
空
気
も
新
鮮
だ
し
ま
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ず
静
か
だ
、
そ
れ
に
気
楽
で
一
番
い
い
と
主
婦
た
ち
は
い
う
。
そ
れ
に
い
ろ
い
ろ
な

会
合
な
ど
に
使
わ
れ
て
い
る
セ
ン
タ
ー
よ
り
衛
生
的
と
言
っ
て
い
る
。」
と
い
う
記

事
が
載
る
。（
衛
生
観
の
違
い
）

ま
た
血
の
穢
れ
は
、
火
を
介
し
て
移
る
と
考
え
ら
れ
別
火
が
行
わ
れ
た
。
コ
ヤ
バ

に
入
る
と
七
日
間
は
村
人
が
食
事
を
届
け
て
く
れ
る
が
、
こ
れ
は
本
来
的
に
は
穢
れ

に
伴
う
別
火
習
俗
で
あ
る
。
七
日
目
に
家
に
帰
っ
て
き
て
も
、
し
ば
ら
く
は
暗
い
部

屋
で
ひ
っ
そ
り
静
か
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
家
族
と
一
緒
に
食
事
を
す
る
も

の
の
、
盛
り
返
し
を
行
う
家
も
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
い
っ
た
ん
よ
そ
っ
た
ご
飯
茶
碗

か
ら
産
婦
用
の
ご
飯
茶
碗
に
盛
り
変
え
る
方
法
で
あ
る
。
コ
ヤ
バ
の
終
焉
期
に
は
昔

の
習
俗
と
し
て
話
に
残
る
だ
け
で
、
実
際
に
体
験
さ
せ
ら
れ
た
人
は
稀
で
あ
る
。

出
産
の
穢
れ
に
伴
っ
て
村
人
が
共
助
の
精
神
で
三
食
の
食
事
を
賄
っ
て
く
れ
る
習

俗
は
、
本
来
は
穢
れ
に
基
づ
く
別
火
で
あ
っ
た
が
、
産
婦
は
何
も
し
な
く
て
良
い
、

の
ん
び
り
で
き
た
と
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
出
産
の
穢
れ
に
関
し
て
は
、
コ

ヤ
バ
か
ら
出
る
と
き
は
お
日
様
へ
遠
慮
し
て
出
来
る
だ
け
早
朝
に
家
に
帰
る
と
さ
れ

た
。「
お
日
様
に
あ
た
ら
な
い
よ
う
に
」
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。

❹
静
岡
県
浜
松
市
の
コ
ヤ

1　

浜
松
市
細
江
町
旧
山
瀬
家
の
コ
ヤ

【
事
例
8
】
山
瀬
美
佐
子
さ
ん（
昭
和
二
三
年
一
一
月
二
一
日
生
ま
れ
）　

山
瀬
美
佐
子
さ
ん
は
、
昭
和
四
三
年
一
一
月
に
信
行
さ
ん
と
結
婚
し
、
一
年
後
の

昭
和
四
四
年
八
月
に
夫
の
両
親
（
勝
・
八
千
代
夫
妻
）
と
同
居
し
た
。
山
瀬
家
は
江

戸
時
代
は
庄
屋
を
務
め
る
家
柄
で
、
屋
号
を
「
カ
シ
チ
様
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
祖

母
は
志
津
と
い
い
、
娘
の
八
千
代
は
勝
を
婿
に
迎
え
て
い
る
。
志
津
が
コ
ヤ
を
使
っ

た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
勝
は
祖
母
志
津
が
コ
ヤ
を
使
っ
て
い
た
と
聞
い
て
い

た
ら
し
い
。
美
佐
子
さ
ん
が
嫁
い
だ
と
き
は
、
コ
ヤ
に
は
米
を
貯
蔵
す
る
ブ
リ
キ
缶

が
置
い
て
あ
り
、
味
噌
や
梅
干
し
の
保

存
を
し
て
い
た
。
こ
の
建
物
は
コ
ヤ
と

も
コ
ヤ
バ
と
も
呼
ん
で
い
た
。
美
佐
子

さ
ん
が
嫁
い
だ
こ
ろ
、
研
究
者
が
コ
ヤ

は
出
産
に
使
っ
た
も
の
だ
と
教
え
て
く

れ
た
。
研
究
者
の
皆
さ
ん
は
原
型
の
ま

ま
残
っ
て
い
た
の
で
驚
い
て
い
た
。
当

時
は
主
屋
か
ら
約
二
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

だ
け
の
所
に
コ
ヤ
が
建
っ
て
い
た
。
研

究
者
な
ど
来
館
者
が
多
く
な
っ
て
き
た

こ
ろ
、
主
屋
の
建
て
替
え
の
話
が
出
て

き
た
の
で
細
江
町
に
寄
付
す
る
こ
と
に

し
た
。
現
在
、「
姫
街
道
と
銅
鐸
の
歴

史
民
俗
資
料
館
」
の
敷
地
内
に
移
築
さ
れ
て
い
る
「
旧
山
瀬
家
の
コ
ヤ
」
が
そ
れ
で

あ
る
）
5
（

。

2　

引
佐
町
三
岳
の
コ
ヤ

静
岡
県
内
で
は
現
在
、
産
屋
利
用
者
の
聞
き
書
き
は
不
可
能
で
あ
る
。『
静
岡
県

史
資
料
編
25
民
俗
三
』
に
「
引
佐
町
三
岳
の
安
間
文
夫
さ
ん
（
大
正
六
年
生
）
の
家

に
は
戦
前
ま
で
小
屋
が
あ
っ
た
。
そ
の
小
屋
は
、
ヨ
ゴ
ラ
ヤ
・
ベ
ツ
ヤ
・
デ
ベ
ヤ
・

コ
ヤ
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
間
口
二
間
、
奥
行
九
尺
で
、
西
の
右
隅
に
三

尺
の
入
口
を
つ
け
、
右
半
分
を
土
間
、
左
半
分
に
床
と
し
て
竹
簀
を
張
っ
て
あ
っ
た
。

明
り
採
り
と
し
て
小
さ
な
木
舞
の
下
地
窓
が
あ
り
、
座
産
用
の
力
綱
が
天
井
か
ら
た

れ
さ
が
っ
て
い
た
。
土
間
に
は
茶
箱
ほ
ど
の
木
箱
に
赤
土
を
つ
め
て
作
っ
た
「
ハ
コ

カ
マ
ド
」
が
あ
っ
た
。
焚
き
口
は
二
つ
で
移
動
可
能
の
カ
マ
ド
で
あ
り
、
安
間
家
の

小
屋
で
は
、
入
口
の
左
手
に
置
か
れ
て
い
た
。」〔
静
岡
県
編　

一
九
九
一　

五
一
一
〕

と
記
さ
れ
る
。

写真6　旧山瀬家のコヤ外観
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ま
た
『
引
佐
町
史
下
巻
』
で
は
、
引
佐
町
三
岳
の
安
間
文
夫
さ
ん
（
大
正
四
年
生

ま
れ
）
の
記
憶
と
し
て
「
昔
と
言
っ
て
も
あ
ん
ま
り
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。
私
が

二
八
〜
九
歳
の
こ
ろ
ま
で
の
こ
と
だ
。
そ
の
こ
ろ
ま
で
私
の
家
屋
敷
内
に
産
屋
と
い

う
小
屋
が
あ
っ
た
。
毎
月
の
月
経
の
出
血
、
出
産
時
に
使
っ
た
も
の
で
あ
る
。
出
産

の
光
景
を
思
い
出
す
と
、陣
痛
が
始
ま
る
と
寝
具
、食
べ
物
、身
の
回
り
の
品
を
持
っ

て
妊
婦
が
産
屋
に
入
る
。
産
屋
は
土
間
が
多
く
、
座
敷
は
奥
の
ほ
う
に
あ
っ
た
。
座

り
産
で
あ
る
の
で
そ
の
と
き
使
う
力
綱
が
天
井
か
ら
吊
り
下
が
っ
て
い
た
。
明
か
り

と
り
の
小
窓
が
一
つ
、
四
角
に
壁
土
を
落
と
し
て
コ
マ
イ
竹
が
見
え
て
い
た
。
全
体

が
薄
暗
い
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
〔
引
佐
町
編　

一
九
九
三　

一
二
二
二
〕。

な
お
、
二
つ
の
文
章
を
比
較
す
る
と
『
引
佐
町
史
下
巻
』
で
は
安
間
さ
ん
は
大
正

四
年
生
ま
れ
で
あ
る
が
、『
静
岡
県
史
』
で
は
大
正
六
年
生
ま
れ
と
異
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
若
干
の
誤
差
が
生
じ
て
い
る
。
話
者
の
安
間
氏
が
二
八
歳
の
こ
ろ
の
記

憶
で
あ
る
か
ら
、
単
純
に
一
九
四
三
年
す
な
わ
ち
昭
和
一
八
年
の
産
屋
習
俗
と
い
え

る
。
同
家
で
は
戦
時
中
ま
で
産
屋
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、貴
重
な
記
録
と
言
え
よ
う
。

3　

小
括

旧
山
瀬
家
の
コ
ヤ
の
建
築
年
代
は
江
戸
末
期
と
さ
れ
て
い
る
。
旧
細
江
町
周
辺
で

は
コ
ヤ
以
外
に
サ
ワ
ヤ
・
カ
リ
ヤ
・
ベ
ツ
ヤ
な
ど
の
語
彙
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て

小
屋
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
浜
松
市
都
田
で
明
治
二
〇
年
こ
ろ
、
佐
久
間
町
で
明
治

二
〇
年
な
い
し
四
〇
年
こ
ろ
、
引
佐
町
梅
平
で
明
治
二
五
年
な
い
し
三
〇
年
こ
ろ
ま

で
使
用
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
明
治
時
代
の
こ
と
で
あ
る
が
、
引
佐
町
三

岳
の
安
間
文
夫
さ
ん
の
記
憶
と
し
て
、
安
間
氏
が
二
八
、九
歳
の
こ
ろ
に
安
間
氏
の

屋
敷
内
に
産
屋
が
あ
っ
た
こ
と
が
伝
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
産
屋
は
残
っ
て
い

な
い
が
、
使
わ
れ
た
記
憶
が
残
る
点
で
重
要
な
資
料
と
言
え
よ
う
。

安
澤
菊
江
に
よ
る
と「
山
瀬
家
の
コ
ヤ
を
使
用
し
た
の
は
、嘉
永
三
年（
一
八
五
〇
）

生
ま
れ
で
、
都
田
か
ら
当
家
に
嫁
い
だ
Ｍ
さ
ん
の
年
代
だ
と
言
わ
れ
る
。
Ｍ
さ
ん
の

長
男
が
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
生
ま
れ
、
末
の
子
が
明
治
二
四
年
（
一
八
九
一
）

生
ま
れ
で
あ
る
。
長
男
の
妻
も
使
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
明
ら
か
で
は
な
い
。」
と
い

う
。
残
念
な
が
ら
伝
聞
の
内
容
で
あ
り
、
推
測
の
域
を
出
な
い
状
況
で
あ
る
。〔
安

澤　

一
九
九
二　

五
三
〜
五
四
〕。
旧
山
瀬
家
の
コ
ヤ
は
、
産
屋
と
し
て
昭
和
五
九
年

（
一
九
八
四
）
一
一
月
に
静
岡
県
有
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
ち
な

み
に
コ
ヤ
の
規
模
は
平
面
は
梁
間
三
・
〇
五
五
メ
ー
ト
ル
、
桁
行
三
・
六
四
メ
ー
ト
ル

で
、
床
面
は
土
間
で
あ
る
。
山
瀬
家
の
コ
ヤ
に
関
し
て
は
、
建
物
は
き
ち
ん
と
保
存

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
伝
承
は
伝
聞
の
域
を
出
ず
、
資
料
論
的
に
は
若

干
問
題
が
残
る
。

❺
愛
知
県
北
設
楽
郡
東
栄
町
の
サ
ン
ゴ
ヤ

1　

北
設
楽
郡
東
栄
町
の
サ
ン
ゴ
ヤ
概
観

旧
三
輪
村
の
サ
ン
ゴ
ヤ
に
つ
い
て
、
山
本
隆
は
『
北
設
楽
郡
旧
三
輪
村
物
語
』
の

中
で
旧
三
輪
村
に
現
存
し
た
三
棟
の
コ
ヤ
を
紹
介
し
て
い
る
〔
山
本　

一
九
九
四　

二
八
〜
一
二
三
〕。
杉
野
家
の
コ
ヤ
に
つ
い
て
「
昭
和
三
十
年
四
月
、
大
掃
除
の
機
会

に
取
り
払
わ
れ
た
」
と
記
し
て
い
る
の
で
、執
筆
時
期
は
そ
の
直
後
と
推
察
さ
れ
る
。

そ
の
三
棟
は
、
大
字
三
輪
字
長
岡
尾
尻
平
の
久
保
田
家
、
大
字
奈
根
字
下
河
内
の
鈴

田
家
、
そ
し
て
大
字
三
輪
字
杉
の
杉
野
家
の
コ
ヤ
で
あ
る
。
杉
野
家
に
つ
い
て
は
地

名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
大
正
一
五
年
こ
ろ
ま
で
使
用
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
の
記

述
か
ら
大
字
三
輪
字
杉
の
杉
野
み
つ
子
家
の
コ
ヤ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、『
愛
知

県
史
別
編
三
河
』
に
は
、
長
岡
の
サ
ン
ゴ
ヤ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

東
栄
町
の
花
祭
り
会
館
（
民
芸
館
）
に
は
、
三
輪
字
長
岡
に
あ
っ
た
産
小
屋
が

移
築
、
保
存
さ
れ
、
県
の
有
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
一
坪
ほ
ど

の
広
さ
で
内
部
は
板
敷
き
、
奥
に
は
囲
炉
裏
が
切
ら
れ
、
自
在
鉤
が
吊
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
壁
に
は
棚
が
作
り
つ
け
ら
れ
、
専
用
の
食
器
が
備
え
て
あ
っ
た

と
い
う
。
屋
根
は
板
葺
き
に
石
置
き
で
、
入
口
に
は
三
尺
の
板
戸
が
つ
い
て
い
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る
。〔
愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

二
〇
〇
五　

六
〇
〇
〕。

こ
れ
は
大
字
三
輪
字
長
岡
の
久
保
田
春
雄
家
が
所
有
し
て
い
た
サ
ン
ゴ
ヤ
の
記
述
で

あ
る
。
サ
ン
ゴ
ヤ
を
計
測
す
る
と
、
間
口
一
四
二
セ
ン
チ
、
奥
行
一
五
七
セ
ン
チ
で

あ
る
。
入
口
の
引
き
戸
は
高
さ
一
四
八
セ
ン
チ
、
幅
六
八
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
少

し
か
が
ん
で
入
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
板
の
間
で
、内
寸
法
は
横
一
四
二
セ
ン
チ
、

縦
一
五
七
セ
ン
チ
と
小
さ
い
。
畳
二
枚
分
に
少
し
欠
け
る
広
さ
で
あ
る
。
入
っ
て
右

奥
に
イ
ロ
リ
が
あ
り
、
縦
横
五
〇
セ
ン
チ
の
大
き
さ
で
あ
る
。
天
井
の
梁
ま
で
の
高

さ
は
一
八
二
セ
ン
チ
で
あ
る
。
窓
は
一
つ
も
無
く
、
開
口
部
は
引
き
戸
部
分
だ
け
で

あ
る
。
外
壁
は
板
戸
で
あ
る
が
、
内
壁
は
土
壁
と
な
っ
て
い
る
。
入
っ
て
す
ぐ
左
に

二
段
の
戸
棚
が
あ
る
。
屋
根
は
杉
皮
で
葺
か
れ
石
が
置
か
れ
て
い
る
。
何
度
か
補
修

が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
有
り
合
わ
せ
の
廃
材
を
使
っ
た
簡
素
な
建
築
物
で
あ
る
。

さ
ら
に
東
栄
町
の
サ
ン
ゴ
ヤ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
重

要
と
思
わ
れ
る
の
で
少
し
長
い
が
全
文
を
引
用
す
る
。

東
栄
町
の
あ
る
家
で
は
、
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
ウ
ブ
ヤ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
。

ウ
ブ
ヤ
ゴ
ヤ
は
一
〇
畳
ほ
ど
の
広
さ
の
ハ
ナ
レ
の
よ
う
な
も
の
で
、
産
婦
は
出

産
か
ら
ウ
ブ
ヤ
ア
ケ
ま
で
の
一
か
月
間
、
こ
こ
で
寝
泊
ま
り
し
た
。
建
物
は
新

し
く
な
っ
て
い
て
、
畳
を
敷
い
て
コ
タ
ツ
も
切
っ
て
あ
り
、
子
供
の
も
の
を
入

れ
る
箪
笥
な
ど
家
財
道
具
も
入
っ
て
い
た
。
産
婦
は
火
を
分
け
る
こ
と
が
厳
密

に
要
求
さ
れ
、
外
で
仕
事
を
し
て
帰
っ
て
く
る
と
こ
の
建
物
に
入
り
、
一
人
で

煮
炊
き
を
し
て
食
事
を
し
た
と
い
う
。
産
婦
が
オ
モ
ヤ
に
来
る
こ
と
も
で
き
た

が
、
オ
モ
ヤ
で
調
理
し
た
も
の
は
「
火
が
穢
れ
る
」
の
で
食
べ
さ
せ
ず
、
オ
キ

火
を
な
く
し
て
も
オ
モ
ヤ
の
火
を
ウ
ブ
ヤ
ゴ
ヤ
に
持
っ
て
行
く
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。
生
ま
れ
た
子
供
を
見
に
客
が
来
て
も
、
ウ
ブ
ヤ
ゴ
ヤ
で
は
茶
も
出
せ

な
い
た
め
。
オ
モ
ヤ
の
方
で
も
て
な
し
た
。
ウ
ブ
ヤ
ゴ
ヤ
は
、
普
段
は
全
く
の

空
き
家
に
し
て
あ
り
、
物
置
な
ど
に
も
使
用
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。〔
愛

知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

二
〇
〇
五　

六
〇
〇
〜
六
〇
一
〕

本
文
中
に
は
具
体
的
な
地
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
東
栄
町
に
お
け
る
該
当
地

区
が
不
明
で
あ
る
）
6
（

が
、
昭
和
三
〇
年
代
に
も
サ
ン
ゴ
ヤ
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
貴
重
な
報
告
で
あ
る
。
産
小
屋
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
久
し
い
た
め
に
利
用

状
況
が
不
明
な
点
が
多
い
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
よ
う
や
く
サ
ン
ゴ
ヤ
利
用
の
様
子
が

彷
彿
と
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
は
貴
重
な
記
録
と
言
え
よ
う
。

2　

北
設
楽
郡
東
栄
町
大
字
三
輪
尾
尻
平
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
9
】
久
保
田
春
雄
さ
ん（
昭
和
一
一
年
五
月
一
九
日
生
ま
れ
）

山
本
隆
『
北
設
楽
郡
旧
三
輪
村
物
語
』
で
紹
介
さ
れ
た
「
長
岡
字
尾
尻
平
の
久
保

田
家
」
は
、
現
在
の
久
保
田
春
雄
家
で
あ
る
。
春
雄
さ
ん
に
よ
る
と
、
昭
和
四
〇
年

こ
ろ
東
栄
町
に
サ
ン
ゴ
ヤ
を
寄
付
し
た
と
い
う
。
寄
付
の
き
っ
か
け
は
、
三
輪
の
伊

藤
勝
次
郎
さ
ん
が
調
査
に
来
て
サ
ン
ゴ
ヤ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
伊
藤
さ
ん
が
役

場
に
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
役
場
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
見
に
来
て
寄
付
を
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
春
雄
さ
ん
の
祖
母
け
さ
は
、
こ
の
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
経
験
は
無
い
と
言
っ

て
い
た
と
い
う
。
い
つ
ご
ろ
ま
で
使
用
さ
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
役
場
に
寄
付
し

た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
愛
知
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
の
デ
ー
タ
に
「
北
設
楽
郡

東
栄
町
三
輪
字
長
岡　

伊
藤
豊
太
郎
」
と
あ
る
〔
愛
知
県
教
育
委
員
会
編　

一
九
八
〇　

二
六
四
〕。
伊
藤
豊
太
郎
は
当
時
の
東
栄
町
長
で
あ
る
。
サ
ン
ゴ
ヤ
を
取
り
に
来
た
と

き
は
、
家
の
前
の
道
は
オ
ー
ト
三
輪
が
や
っ
と
入
れ
る
狭
い
道
だ
っ
た
。
約
四
〇
メ
ー

ト
ル
を
役
場
の
人
た
ち
が
担
ぎ
出
し
て
、オ
ー
ト
三
輪
に
積
み
込
ん
で
持
っ
て
行
っ
た
。

【
事
例
10
】
久
保
田
た
け
よ
さ
ん（
昭
和
一
三
年
三
月
二
八
日
生
ま
れ
）

春
雄
さ
ん
の
妻
た
け
よ
さ
ん
が
嫁
に
来
た
昭
和
三
七
年
こ
ろ
、
奈
良
県
の
学
生
が

訪
ね
て
き
た
。
写
真
を
撮
っ
た
り
、
春
雄
の
父
重
吉
の
キ
ョ
ウ
ダ
イ
に
話
を
聞
い
て

い
っ
た
。ど
こ
の
大
学
か
は
覚
え
て
い
な
い
。そ
の
当
時
、サ
ン
ゴ
ヤ
は
庭
に
あ
っ
た
。

【
事
例
11
】
伊
藤
勝
次
郎
さ
ん（
大
正
一
四
年
五
月
二
〇
日
生
ま
れ
）

三
輪
尾
尻
平
の
伊
藤
勝
次
郎
さ
ん
に
よ
る
と
、
三
輪
村
は
昭
和
三
一
年
の
町
村
合

併
で
東
栄
町
と
な
っ
た
。
三
河
川
合
出
身
の
山
本
隆
と
い
う
人
が
役
場
に
い
て
民
俗

学
の
勉
強
を
し
て
い
た
。
山
本
さ
ん
か
ら
、
愛
知
県
に
は
昔
た
く
さ
ん
あ
っ
た
ウ
ブ
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ゴ
ヤ
）
7
（

も
昭
和
二
〇
年
代
に
す
っ
か
り
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
。

そ
れ
で
も
東
栄
町
に
は
久
保
田
家
、
鈴
田
家
、
杉
野
家
の
三
軒
が
ウ
ブ
ゴ
ヤ
を
所
有

し
て
い
る
と
聞
い
て
い
た
。
そ
し
て
昭
和
三
九
年
に
家
屋
調
査
が
あ
っ
て
役
場
の
職

員
と
一
緒
に
三
輪
地
区
を
担
当
し
た
。
そ
の
際
に
久
保
田
春
雄
家
の
ウ
ブ
ゴ
ヤ
を
再

発
見
し
た
と
い
う
。
ち
ょ
う
ど
昭
和
三
九
年
秋
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
や
っ
て
い
た
最

中
で
あ
っ
た
。
ウ
ブ
ゴ
ヤ
の
隣
で
は
山
羊
を
飼
っ
て
い
た
し
、
そ
の
ウ
ブ
ゴ
ヤ
の
中

は
荷
物
置
き
場
と
な
っ
て
い
た
。

鈴
田
家
の
ウ
ブ
ゴ
ヤ
は
、
昭
和
二
〇
年
代
後
半
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て
の
生
活
改

善
の
際
に
取
り
壊
し
た
。
な
お
、
伊
藤
勝
次
郎
さ
ん
宅
を
訪
問
し
た
際
に
、
同
席
し

た
親
戚
で
三
輪
字
深
谷
の
森
下
幸
子
さ
ん
（
昭
和
一
五
年
七
月
一
六
日
生
ま
れ
）
か

ら
、
月
経
の
と
き
に
は
仏
間
に
は
入
れ
な
か
っ
た
と
聞
い
た
。

3　

北
設
楽
郡
東
栄
町
大
字
三
輪
字
杉
の
コ
ヤ

【
事
例
12
】
杉
野
み
つ
子
さ
ん（
昭
和
一
二
年
三
月
一
六
日
生
ま
れ
）

私
の
家
で
は
「
コ
ヤ
」
と
呼
ん
で
い
た
。
河
内
は
か
つ
て
三
〇
軒
ほ
ど
あ
っ
た
が
、

私
の
子
ど
も
時
代
に
は
二
〇
軒
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
今
は
一
二
軒
で
あ
る
。
私
が
覚
え

て
か
ら
コ
ヤ
の
あ
っ
た
家
は
、
杉
野
家
と
鈴
田
家
の
二
軒
で
あ
っ
た
。
主
人
が
婿
に

来
た
の
は
昭
和
三
六
年
一
月
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
わ
が
家
の
コ
ヤ
は
残
っ
て
い

た
。
当
時
は
誰
も
出
入
り
せ
ず
に
あ
っ
た
が
、
特
に
邪
魔
に
も
な
ら
な
か
っ
た
の
で

そ
の
ま
ま
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。し
か
し
、主
人
を
婿
と
し
て
迎
え
る
に
あ
た
っ

て
、
主
屋
を
直
し
た
り
し
た
が
、
そ
の
つ
い
で
に
祖
父
が
コ
ヤ
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
。

昭
和
三
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
屋
根
の
上
に
載
っ
て
い
た
ヤ
ネ
イ
シ
（
屋
根
石
）
は
、

不
浄
で
あ
り
、
こ
の
辺
に
置
い
て
は
い
け
な
い
と
川
へ
持
っ
て
行
っ
た
。

杉
野
家
は
昔
か
ら
続
く
神
職
の
家
柄
で
あ
っ
た
が
、
父
譲
の
代
で
途
絶
え
た
。
神

職
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
穢
れ
に
は
敏
感
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。「
小
屋
の
隣
に

○
○
が
あ
る
」
と
い
う
風
に
、
何
か
の
所
在
を
示
す
際
の
目
標
物
と
し
て
コ
ヤ
の
名

が
使
わ
れ
て
い
た
。
私
の
母
や
祖
母
は
使
っ
て
い
た
が
、
伯
母
の
代
に
使
わ
れ
な
く

写真7　久保田家のサンゴヤ外観

写真8　久保田家のサンゴヤ内部

な
っ
た
。
コ
ヤ
は
出
産
と
月
経
の
両
方
に
利
用
し
て
い
た
。
そ
の
伯
母
は
平
成
二
三

年
に
九
八
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
コ
ヤ
は
主
屋
の
東
側
に
三
、四
間
ほ
ど
離
れ
た
独
立

の
建
物
で
あ
る
。
間
口
一
間
半
、
奥
行
二
間
の
大
き
さ
で
、
こ
の
地
域
で
は
比
較
的

大
き
な
コ
ヤ
で
あ
っ
た
。
屋
根
は
杉
皮
葺
き
で
石
置
き
屋
根
で
あ
っ
た
。
入
口
は
引

き
戸
で
、
入
る
と
そ
こ
は
土
間
で
あ
っ
た
。
土
間
に
は
ク
ド
が
あ
り
、
自
在
鉤
が
か

か
っ
て
い
た
。
ク
ド
に
は
薪
も
あ
っ
た
。
土
間
の
隅
に
棚
が
あ
り
、
そ
こ
に
食
器
を

置
い
て
い
た
。
床
は
板
の
間
で
六
畳
の
広
さ
で
あ
っ
た
。
床
は
低
か
っ
た
が
き
れ
い

に
拭
き
込
ん
だ
板
の
間
で
あ
っ
た
。
板
の
間
の
南
側
に
は
押
し
入
れ
が
あ
っ
た
。
す

べ
て
板
戸
で
、
窓
は
入
口
側
に
あ
る
板
の
間
に
、
戸
を
ず
ら
す
と
明
る
く
な
る
方
式

の
格
子
引
き
戸
が
付
い
て
い
た
。

子
ど
も
時
代
、
親
か
ら
「
あ
そ
こ
へ
行
っ
て
は
い
け
な
い
」「
見
て
は
い
け
な
い
」

と
言
わ
れ
て
い
た
。
私
が
コ
ヤ
の
中
を
覗
こ
う
と
し
た
ら
駄
目
だ
と
し
か
ら
れ
た
こ

と
が
あ
る
。
す
る
と
な
お
さ
ら
見
た
く
て
仕
方
な
か
っ
た
。
そ
し
て
中
学
生
に
な
っ
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た
と
き
に
中
を
の
ぞ
い
て
、
こ
う
な
っ
て
い
た
ん
だ
と
て
い
ね
い
に
見
た
。
大
正
元

年
生
ま
れ
の
伯
母
が
初
潮
に
な
っ
た
と
き
か
ら
使
用
す
る
の
を
や
め
た
（
一
二
歳
で

初
潮
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
大
正
一
三
年
こ
ろ
）。
そ
の
時
分
か
ら
使
わ
な
く
な
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
の
祖
母
は
ま
の
（
明
治
一
五
年
生
ま
れ
）
は
、「
向
こ

う
で
産
ん
だ
ん
だ
よ
。
だ
か
ら
サ
ン
ゴ
ヤ
と
言
う
ん
だ
よ
」
と
語
っ
て
い
た
。
父
譲

は
、
明
治
四
〇
年
生
ま
れ
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
は
サ
ン
ゴ
ヤ
と
し
て
使
っ
た
ら
し

い
。
月
経
の
と
き
は
火
を
別
に
し
た
。
そ
れ
で
コ
ヤ
に
は
ク
ド
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

茶
釜
や
鍋
を
使
っ
て
自
炊
を
し
た
。
お
宮
参
り
は
男
の
子
と
女
の
子
で
異
な
る
。
橋

の
あ
る
と
こ
ろ
を
通
し
て
い
た
だ
い
て
、
橋
の
た
も
と
に
お
金
を
置
い
て
き
た
。
月

経
が
終
わ
る
と
、
火
を
変
え
る
こ
と
を
し
た
。
い
つ
も
使
っ
て
い
る
茶
釜
の
お
尻
を

き
れ
い
に
洗
い
、
こ
れ
を
「
火
を
き
れ
い
に
取
り
替
え
た
」
と
言
っ
た
。

私
に
月
経
が
あ
る
と
、
家
全
体
の
ま
つ
り
ご
と
を
や
ら
な
か
っ
た
。
お
茶
を
上
げ

た
り
は
し
な
い
。
女
性
が
火
を
焚
い
て
湯
を
沸
か
す
と
穢
れ
る
と
い
っ
た
。
そ
の
た

め
に
私
は
月
経
が
始
ま
る
と
、す
ぐ
に
母
と
祖
母
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

す
る
と
「
今
日
か
ら
祀
ら
な
い
か
ら
ね
」
と
言
わ
れ
、
月
経
が
済
む
と
今
日
か
ら
祀

り
ご
と
を
す
る
で
ね
、
頼
む
ね
」
と
言
わ
れ
た
。
釜
と
茶
釜
の
底
に
付
い
た
鍋
墨
を

削
っ
て
水
で
洗
い
流
し
て
き
れ
い
に
す
る
こ
と
を
「
火
を
変
え
る
」
と
称
し
た
。

4　

北
設
楽
郡
東
栄
町
大
字
振
草
字
小
林
の
サ
ン
ゴ
ヤ
・
コ
イ
エ

【
事
例
13
】
小
野　

武
さ
ん（
昭
和
一
〇
年
四
月
三
日
生
ま
れ
）・
振
草
字
小
林
柏
原　

小
林
は
現
在
二
七
戸
軒
で
あ
る
。
武
さ
ん
が
小
学
生
時
代
は
児
童
が
六
〇
人
も
い

た
。
そ
の
こ
ろ
は
戸
数
も
六
〇
軒
近
く
あ
っ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
の
記
憶
は
あ
ま
り
な
い
。

武
さ
ん
は
内
藤
ひ
さ
え
さ
ん
に
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。
浦
安
の
舞
は
一
〇

歳
く
ら
い
ま
で
。
高
等
科
二
年
に
な
る
と
月
経
が
始
ま
る
の
で
そ
れ
を
す
ぎ
る
と
や

め
さ
せ
た
。
カ
ミ
ザ
に
は
女
性
は
入
っ
て
は
い
か
ん
と
言
わ
れ
て
い
た
。

【
事
例
14
】
内
藤
喜
古（
よ
し
ひ
さ
）さ
ん（
昭
和
七
年
三
月
二
〇
日
生
ま
れ
）・
振
草
字
小
林
大

平
ウ
ブ
ゴ
ヤ
は
主
屋
の
前
を
流
れ
る
川
を
渡
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
今
も
胡
桃
の

木
の
下
に
石
垣
が
築
い
て
あ
り
、
そ
こ
に
ウ
ブ
ゴ
ヤ
が
建
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
私

が
覚
え
て
か
ら
建
物
は
無
か
っ
た
。
二
間
四
方
の
平
屋
建
で
、
板
の
間
だ
っ
た
ら
し

い
。
私
の
母
に
な
っ
て
か
ら
は
主
屋
で
生
ん
だ
が
、
祖
母
は
ウ
ブ
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た

と
い
う
。
私
の
父
の
姉
が
ひ
さ
え
で
、
ひ
さ
え
の
母
は
助
産
術
に
長
け
て
お
り
、
お

産
婆
さ
ん
と
通
称
さ
れ
て
い
た
。
小
林
地
区
に
は
か
つ
て
は
各
家
に
ウ
ブ
ゴ
ヤ
が

あ
っ
た
と
い
う
。

【
事
例
15
】
内
藤
さ
か
え
さ
ん（
大
正
一
三
年
六
月
二
〇
日
生
ま
れ
）・
振
草
字
小
林
伝
田
野　

内
藤
一
夫
家
に
は
、
土
蔵
の
西
に
間
口
四
間
、
奥
行
二
間
の
建
物
が
現
在
も
建
っ

て
い
る
。
東
栄
町
で
は
、
出
産
や
月
経
に
使
用
し
た
小
屋
が
現
地
に
保
存
さ
れ
る
貴

重
な
事
例
で
あ
る
）
8
（

。
内
藤
さ
か
え
さ
ん
（
大
正
一
三
年
六
月
二
〇
日
生
ま
れ
）
は
、

こ
の
建
物
を
「
コ
イ
エ
（
小
家
）」
と
呼
び
、
サ
ン
ゴ
ヤ
と
は
言
わ
な
か
っ
た
。
コ

イ
エ
の
大
き
さ
は
、
間
口
四
間
、
奥
行
二
間
で
、
東
栄
町
の
産
屋
と
し
て
は
規
模
が

大
き
い
。
内
藤
家
の
コ
イ
エ
は
、
土
蔵
に
隣
接
し
て
お
り
、
屋
根
は
比
較
的
高
い
。

そ
れ
は
中
二
階
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
入
口
は
引
き
戸
で
あ
っ
た
。
内
部
は
八
畳
の

板
の
間
と
や
は
り
八
畳
ほ
ど
の
土
間
に
分
か
れ
て
お
り
、
板
の
間
に
は
南
と
西
に
窓

が
付
い
て
い
た
。

現
在
は
土
間
部
分
に
板
を
張
り
、
花
祭
り
の
準
備
作
業
な
ど
に
使
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
か
つ
て
土
間
で
ク
ド
が
据
え
付
け
て
あ
っ
た
。
さ
か
え

さ
ん
は
そ
こ
で
自
炊
し
た
と
い
う
。
コ
イ
エ
は
、
戦
時
中
に
疎
開
し
て
き
た
親
戚
の

人
が
一
時
期
住
ん
だ
り
、
戦
後
は
養
蚕
を
大
規
模
に
や
っ
た
の
で
桑
置
き
場
と
し
て

使
用
さ
れ
た
り
し
た
。
ま
た
、
下
屋
を
作
る
前
は
、
日
当
た
り
が
よ
か
っ
た
の
で
、

冬
仕
事
を
す
る
作
業
空
間
で
も
あ
っ
た
。
現
在
は
コ
イ
エ
に
下
屋
を
つ
け
て
雨
天
で

も
作
業
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
あ
り
、
そ
の
た
め
に
コ
イ
エ
の
外
観
は
隠
れ
て
見
え

に
く
い
。
コ
イ
エ
の
裏
は
す
ぐ
山
が
迫
っ
て
お
り
、
人
が
通
れ
る
く
ら
い
の
隙
間
が
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あ
る
程
度
で
あ
る
。
す
ぐ
裏
が
山
で
あ
る
た
め
に
湿
気
が
多
く
、
コ
イ
エ

の
山
側
の
土
台
部
分
は
腐
食
が
み
ら
れ
る
。

さ
か
え
さ
ん
は
、
隣
町
の
設
楽
町
長
江
の
出
身
で
、
昭
和
二
三
年
に
嫁

い
で
き
た
。
子
ど
も
を
三
人
出
産
し
た
が
、
第
一
子
（
長
女
）
は
昭
和

二
五
年
二
月
二
一
日
生
ま
れ
、
第
二
子
は
昭
和
二
七
年
一
月
一
七
日
生
ま

れ
、
第
三
子
（
長
男
）
は
昭
和
三
〇
年
四
月
三
〇
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
三

人
と
も
コ
イ
エ
で
産
ん
だ
。
取
り
上
げ
て
く
れ
た
の
は
姑
で
あ
っ
た
。
さ

か
え
さ
ん
の
姑
「
し
の
え
」
は
、
近
所
の
人
た
ち
の
出
産
に
も
立
ち
会
う

な
ど
大
変
器
用
な
人
で
あ
っ
た
。
出
産
す
る
直
前
に
コ
イ
エ
へ
入
る
の
だ

が
、
出
産
の
と
き
に
は
板
の
間
に
古
い
畳
を
敷
い
て
、
そ
の
上
で
出
産
を

し
た
。
寝
産
で
あ
っ
た
。
出
産
が
終
わ
る
と
古
い
畳
は
使
わ
ず
に
納
め
て

し
ま
う
（
処
分
す
る
こ
と
）。
出
産
の
と
き
は
力
綱
は
使
わ
な
か
っ
た
。

へ
そ
の
緒
は
自
分
が
歩
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
墓
地
へ
納
め
て
き
た
。

ノ
チ
ザ
ン
も
墓
地
へ
納
め
た
。
コ
イ
エ
に
は
便
所
は
無
か
っ
た
。
主
屋
の

す
ぐ
す
ぐ
そ
ば
に
外
便
所
が
あ
り
、
そ
こ
で
用
を
足
す
こ
と
が
で
き
た
。

出
産
後
三
〇
日
間
は
コ
イ
エ
に
い
て
、
自
炊
を
し
な
が
ら
過
ご
し
た
。

妊
産
婦
が
コ
イ
エ
に
入
る
と
、
男
性
は
こ
の
建
物
に
は
近
づ
か
な
か
っ
た

そ
う
で
あ
る
。
産
後
三
〇
日
間
は
「
主
屋
に
は
入
れ
な
ん
だ
」
と
語
る
。

こ
の
三
〇
日
間
で
身
体
が
大
変
休
ま
っ
た
と
い
う
。
内
藤
家
は
、
当
時
と

し
て
は
珍
し
い
大
家
族
で
あ
っ
た
の
で
、
出
産
に
際
し
て
コ
イ
エ
に
入
っ

て
い
た
ほ
う
が
休
養
に
な
っ
た
。
コ
イ
エ
に
い
る
間
は
、
風
呂
に
入
れ
な

か
っ
た
の
で
、
七
輪
で
お
湯
を
沸
か
し
て
身
体
を
拭
い
た
。
当
時
は
そ
う

い
う
も
の
だ
と
思
っ
て
、
過
ご
し
て
い
た
。
親
戚
の
人
が
や
っ
て
来
て
も

直
接
コ
イ
エ
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
家

の
者
に
誰
が
訪
問
し
て
き
た
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
で
、
姑
が
訪
問
客

に
「
主
屋
へ
一
旦
来
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
る
。

内
藤
家
は
村
の
中
で
も
大
変
堅
い
昔
風
の
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
近
所

写真9　内藤家の外観（向かって左端の奥の建物がコイエ）写真10　コイエ側面（西から望む）

写真11　コイエ外観写真12　コイエ内部
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に
は
出
産
時
に
別
棟
に
入
る
慣
行
は
す
で
に
無
く
な
っ
て
い
た
。
お
宮
参
り
は
、
生

後
三
〇
日
を
過
ぎ
て
か
ら
氏
神
の
諏
訪
神
社
へ
行
っ
た
。お
宮
参
り
に
は
、何
を
持
っ

て
行
っ
た
か
は
覚
え
て
い
な
い
。

5　

小
括

内
藤
家
の
コ
イ
エ
は
、
東
栄
町
の
産
屋
が
体
験
伝
承
が
付
随
し
て
い
な
い
事
例
の

中
に
あ
っ
て
、
出
産
体
験
者
か
ら
直
接
話
を
伺
え
た
貴
重
な
事
例
で
あ
る
。
基
本
的

に
は
産
屋
と
し
て
の
利
用
は
途
絶
え
て
久
し
く
、
む
し
ろ
月
小
屋
と
し
て
戦
前
ま
で

残
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
振
草
で
は
、
神
道
の
家
は
早
く
に
小
屋
を
廃
し
た
と

記
さ
れ
る
が
、
実
態
は
神
道
を
奉
じ
る
家
が
穢
れ
の
感
覚
か
ら
最
後
ま
で
産
屋
習
俗

や
月
小
屋
の
習
俗
を
残
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

先
代
ま
で
神
職
を
勤
め
た
杉
野
み
つ
子
家
で
は
、
明
治
四
〇
年
（
一
九
〇
七
）
に

は
間
違
い
な
く
産
屋
と
し
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
並
行
し
て
月

小
屋
と
し
て
も
利
用
し
て
い
た
の
で
、
個
人
有
の
施
設
で
あ
っ
て
も
使
用
頻
度
は
高

い
。
大
正
一
三
年
こ
ろ
に
は
月
小
屋
と
し
て
の
使
用
も
や
め
て
い
る
。
子
ど
も
が
近

づ
く
の
を
タ
ブ
ー
視
し
た
り
、
解
体
す
る
際
に
は
屋
根
石
を
不
浄
と
し
て
川
に
捨
て

た
り
、
不
浄
観
が
強
い
。
家
に
よ
っ
て
産
屋
の
終
焉
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
小
林

の
内
藤
さ
か
え
さ
ん
に
よ
れ
ば
、最
後
の
利
用
は
昭
和
三
〇
年（
一
九
五
五
）で
あ
る
。

三
〇
日
間
自
炊
を
し
な
が
ら
コ
イ
エ
で
過
ご
し
た
の
で
身
体
が
休
ま
っ
た
と
語
っ
て

い
る
。

❻
福
井
県
敦
賀
半
島
の
サ
ン
ゴ
ヤ

1　

敦
賀
半
島
に
お
け
る
サ
ン
ゴ
ヤ

敦
賀
半
島
に
は
、『
産
屋
の
民
俗
―
若
狭
湾
に
お
け
る
産
屋
の
聞
書
―
』
の
著
者

西
山
や
よ
い
が
、
現
地
調
査
し
た
昭
和
五
〇
年
こ
ろ
は
、
敦
賀
半
島
の
縄
間
・
常
宮
・

沓
・
手
ノ
浦
・
色
浜
・
浦
底
・
立

石
・
白
木
の
八
か
所
に
共
有
の
サ

ン
ゴ
ヤ
が
あ
っ
た
（
表
1
）。

不
要
に
な
っ
た
サ
ン
ゴ
ヤ
は
物

置
や
消
防
小
屋
な
ど
に
転
用
さ
れ

た
が
、
老
朽
化
に
よ
っ
て
そ
の
多

く
が
取
り
壊
さ
れ
た
。
平
成
二
四

年
九
月
現
在
、
現
存
す
る
サ
ン
ゴ

ヤ
は
立
石
と
色
浜
の
二
か
所
だ
け

で
あ
る
。
立
石
の
サ
ン
ゴ
ヤ
は
、

地
元
の
大
工
に
よ
っ
て
平
成
一
八

年
に
新
し
く
建
て
替
え
ら
れ
た
。

復
元
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

実
際
に
は
小
屋
組
は
丈
夫
に
と
い

う
こ
と
で
部
材
も
良
い
も
の
を
用

い
て
い
る
。
屋
根
裏
は
吹
き
抜
け

に
な
っ
て
お
り
、
復
元
を
意
識
し

て
い
る
が
、
梁
な
ど
は
上
質
の
部

材
を
用
い
、
か
つ
て
の
簡
素
な
サ

ン
ゴ
ヤ
と
は
幾
分
趣
き
が
異
な

る
。
新
し
い
サ
ン
ゴ
ヤ
は
窓
が
三

か
所
付
い
て
い
る
。
新
た
に
付
け

た
の
は
通
風
換
気
を
良
く
す
る
た

め
と
大
工
は
説
明
し
て
い
る
。
な

ぜ
新
し
く
作
り
直
す
必
要
が
あ
っ

た
の
か
。
記
念
碑
的
な
建
物
と
し

て
住
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
の
も
と

集落 潜在期間 建築年代 最終使用年
縄間 サンゴヤ 20 日 +ダシ 20 日＝ 40 日 昭和 16 年（推定） 昭和 30 年ころ
常宮 サンゴヤ 30 日 +ダシ 20 日＝ 50 日 昭和 10 年ころ（推定） 昭和 35 年
沓 サンゴヤ 32 日 +ダシ 8日＝ 40 日 昭和 8年（推定） 昭和 30 年
手ノ浦 サンゴヤ 23 日 +ダシ 7日＝ 30 日 不明 昭和 33 年

色浜
長子→サンゴヤ 20 日
それ以外→サンゴヤ 15 日
※実家に帰った場合、婚家に戻るのは 50 日目

昭和 8年（棟札）
※昭和 49 年解体移築 昭和 40 年

浦底 サンゴヤ 15 日 +ダシ 6日＝ 21 日
※昔は初子は 20 日以上 昭和 6年ころ（推定） 昭和 32 年

立石
初子→サンゴヤ 28 日 +ダシ 14 日＝ 42 日
それ以外→サンゴヤ 21 日 +14 日＝ 35 日
※実家に帰った場合、婚家に戻るのは 50 日目

昭和 32 年
※平成 18 年に建て替え 昭和 39 年

白木 サンゴヤ 24 日 +ダシ 7日＝ 31 日 昭和 39 年 昭和 50 年代まで利用

表1　敦賀半島のサンゴヤ一覧
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に
経
費
が
区
費
が
捻
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
の
建
物
は
昭
和
三
二
年
に
建

て
ら
れ
た
が
、
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
久
し
く
、
大
風
が
吹
く
と
瓦
が
隣
家
に
飛
ん

だ
り
危
険
な
状
態
だ
っ
た
。
西
山
の
著
書
に
は
昭
和
三
二
年
建
築
の
サ
ン
ゴ
ヤ
の
写

真
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
窓
は
一
か
所
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
話
者
た
ち
も
火
を
燃
す

と
窓
が
な
い
の
で
煙
か
っ
た
と
語
る
。

ま
た
常
神
半
島
で
は
、
か
つ
て
小
川
・
神
子
・
常
神
に
サ
ン
ゴ
ヤ
が
あ
り
、
小
浜

市
に
は
田
烏
と
犬
熊
に
あ
っ
た
。
犬
熊
の
サ
ン
ゴ
ヤ
は
消
防
小
屋
と
し
て
再
建
さ

れ
て
い
る
。
多
く
は
サ
ン
ゴ
ヤ
と
呼
ぶ
が
、
単
に
コ
ヤ
と
呼
ぶ
地
域
も
あ
る
。
小

浜
市
田
烏
の
サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
「
産
婦
療
養
所
」
と
い
う
看
板
が
掛
か
っ
て
い
た
時

代
が
あ
り
、
村
人
か
ら
「
男
い
ら
ず
の
場
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
〔
西
山　

一
九
九
〇　

三
九
二
〜
三
九
三
〕。
白
木
で
は
、
病
院
出
産
に
な
っ
て
か
ら
も
、
病
院
で
一
週
間
ほ

ど
入
院
し
た
後
、
残
り
の
期
間
を
サ
ン
ゴ
ヤ
で
過
ご
し
た
。
病
院
と
サ
ン
ゴ
ヤ
が
併

用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。立
地
は
い
ず
れ
も
村
は
ず
れ
の
海
辺
に
近
い
と
こ
ろ
で
、

近
く
に
小
川
が
流
れ
る
。
サ
ン
ゴ
ヤ
に
入
る
時
期
に
注
目
す
る
と
、
白
木
と
常
神
半

島
の
常
神
、小
浜
市
田
烏
な
ど
が
出
産
後
に
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

そ
れ
以
外
は
原
則
と
し
て
出
産
前
に
入
っ
て
い
た
。

2　

資
料
論
研
究
に
み
る
サ
ン
ゴ
ヤ

国
学
院
大
学
民
俗
学
研
究
会
は
、
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
に
福
井
県
三
方
郡

三
方
町
旧
西
田
町
（
現
三
方
上
中
郡
若
狭
町
）
で
共
同
採
訪
を
実
施
し
た
。
そ
の
調

査
報
告
書
『
年
刊
民
俗
採
訪
』
に
は
、
サ
ン
ゴ
ヤ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ

る
。

昔
は
産
小
屋
で
産
ん
だ
も
の
だ
。
小
屋
は
瓦
葺
で
、入
口
一
間
、長
さ
二
間
あ
っ

て
、炉
が
切
っ
て
あ
っ
て
、現
在
の
小
学
校
・
消
防
小
屋
の
傍
に
あ
っ
た
が
、四
、

五
十
ぐ
ら
い
前
に
廃
止
し
た
。
食
べ
物
は
家
か
ら
運
ん
だ
。
二
人
い
た
り
し
て

さ
し
つ
か
え
の
あ
る
時
に
は
、
自
分
の
家
の
庭
に
藁
を
沢
山
敷
い
て
産
ん
だ
。

親
類
の
者
が
見
舞
に
ゆ
く
と
一
週
間
ぐ
ら
い
は
忌
み
た
。
二
十
日
間
は
小
屋
に

入
っ
て
い
る
。
初
生
児
の
場
合
、
生
後
二
十
日
以
内
に
親
類
で
は
コ
ヤ
見
舞
と

し
て
モ
チ
米
五
合
、
と
か
餅
、
そ
れ
に
産
着
（
半
反
）
を
つ
け
て
持
っ
て
く
る
。

聟
方
か
ら
は
白
餅
を
一
升
つ
い
て
重
箱
に
入
れ
、産
見
舞
と
し
て
持
っ
て
く
る
。

ぜ
ん
ざ
い
や
雑
煮
を
炊
い
て
産
婦
に
食
べ
さ
せ
、
産
見
舞
に
き
た
人
に
も
牡
丹

餅
を
食
べ
さ
せ
る
。
イ
キ
ビ
は
シ
ニ
ビ
よ
り
も
き
た
な
い
と
い
う
。
子
供
が
生

れ
る
と
忌
中
が
あ
る
。
初
産
の
場
合
は
二
週
間
、
二
番
目
か
ら
は
一
週
間
、
い

と
こ
な
ど
の
血
縁
の
場
合
は
二
十
日
間
が
忌
中
だ
っ
た
。
コ
ヤ
ガ
リ
。
小
屋
か

ら
出
て
二
カ
月
ぐ
ら
い
た
っ
て
か
ら
赤
飯
を
炊
い
て
祝
い
、
名
付
け
を
し
た
。

産
着
な
ど
の
お
祝
物
を
貰
っ
た
家
を
日
を
み
て
呼
び
、
披
露
す
る
。
女
ゴ
の
人

ば
か
り
を
招
き
、
赤
子
に
産
着
を
着
せ
、
フ
ゴ
ー
を
ゴ
ザ
で
き
れ
い
に
巻
い
た

中
に
赤
子
を
入
れ
て
座
敷
に
出
し
て
皆
に
み
て
貰
う
。
派
手
に
や
る
家
で
は
、

鯛
の
焼
物
（
オ
シ
モ
ン
）
と
オ
シ
モ
ン
を
大
皿
に
七
つ
も
九
つ
も
つ
け
て
出
す
。

オ
シ
モ
ン
は
お
く
も
つ
の
こ
と
。〔
井
之
口
章
次
編　

一
九
六
〇　

八
〜
九
〕

引
用
し
た
サ
ン
ゴ
ヤ
は
、
本
文
に
は
所
在
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
現
在
の
小

学
校
・
消
防
小
屋
の
傍
に
あ
っ
た
」
と
い
う
記
載
か
ら
、
三
方
町
神
子
の
サ
ン
ゴ
ヤ

で
あ
る
こ
と
が
特
定
で
き
た
。
民
俗
調
査
報
告
書
は
、
将
来
の
利
用
を
考
え
、
地
名

を
明
記
し
て
お
く
こ
と
が
大
事
で
あ
る
と
思
う
。『
若
狭
の
産
小
屋
習
俗
』
を
み
る

と
、
神
子
の
産
小
屋
と
産
育
習
俗
が
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編　

一
九
八
九　

九
四
〜
九
五
〕。
整
然
と
記
さ
れ
る
が
、
よ
く
見
る
と
『
年
刊
民
俗
採
訪
』

の
報
告
と
同
じ
で
あ
る
）
9
（

。
国
学
院
大
学
民
俗
学
研
究
会
が
調
査
に
入
っ
た
の
は
昭

和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
で
あ
る
。
そ
の
時
点
で
四
、五
〇
年
前
と
い
え
ば
、
明
治

四
二
年
（
一
九
〇
九
）
〜
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
の
こ
と
に
な
る
。
谷
川
健
一
・

西
山
や
よ
い
『
産
屋
の
民
俗
』
に
よ
る
と
、
明
治
三
〇
年
代
に
使
用
が
減
少
し
た
こ

と
を
論
じ
る
が
、
サ
ン
ゴ
ヤ
は
明
治
四
〇
年
代
ま
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
西
山
の
報
告

は
、サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
体
験
し
た
話
者
か
ら
の
聞
き
書
き
は
不
可
能
な
状
態
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
神
子
に
関
す
る
産
小
屋
と
産
育
習
俗
の
項
目
は
産
育
習
俗
だ
け
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、『
年
刊
民
俗
採
訪
』
は
、
断
片
的
な
記
述
で
は
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あ
る
が
、
サ
ン
ゴ
ヤ
の
出
産
体
験
者
か
ら
の
聞
き
書
き
と
推
察
で
き
る
貴
重
な
資
料

と
言
え
よ
う
。

次
に
具
体
的
な
サ
ン
ゴ
ヤ
の
利
用
に
関
し
て
事
例
を
報
告
す
る
。

3　

敦
賀
市
池
河
内
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
16
】
杉
田
ス
エ
子
さ
ん（
昭
和
五
年
一
二
月
二
〇
日
生
ま
れ
）、
杉
田
稔
さ
ん
（
大
正

一
三
年
七
月
二
〇
日
生
ま
れ
）

池
河
内
は
敦
賀
市
で
も
奥
ま
っ
た
山
間
村
落
で
あ
る
。
か
つ
て
は
焼
畑
も
や
っ
て

い
た
。
そ
こ
に
は
ダ
イ
コ
・
カ
ブ
ラ
を
作
っ
た
。
焼
畑
は
通
い
で
行
け
る
場
所
で
あ
っ

た
。
水
田
は
ム
ラ
で
七
町
く
ら
い
あ
っ
た
。
冬
に
な
る
と
雪
は
二
メ
ー
ト
ル
く
ら
い

積
も
る
。
三
八
豪
雪
の
と
き
は
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
た
。
近
年
は
多
く
の
家
が
敦
賀

の
町
場
に
降
り
て
し
ま
い
、
現
在
は
四
軒
だ
け
で
あ
る
。
稔
さ
ん
は
出
征
し
た
後
シ

ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
、
帰
国
後
の
昭
和
二
八
年
三
月
に
結
婚
し
た
。
ス
エ
コ
さ
ん
は

イ
ト
コ
で
あ
っ
た
。

長
男
は
、
昭
和
三
一
年
八
月
七
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
長
男
の
と
き
は
杉
箸
の
実
家

で
出
産
し
た
の
で
サ
ン
ゴ
ヤ
に
入
ら
な
か
っ
た
。
長
男
の
と
き
は
ヒ
キ
タ
に
い
た
助

産
婦
を
頼
ん
だ
。
出
産
に
利
用
し
た
部
屋
の
名
称
は
特
に
な
か
っ
た
が
、
主
屋
の
シ

モ
の
部
屋
で
あ
る
。
そ
の
部
屋
は
座
敷
の
隣
で
若
い
新
婚
夫
婦
が
寝
る
空
間
で
あ
っ

た
。
神
様
よ
り
も
シ
モ
（
下
）
で
産
む
も
の
だ
と
い
う
。
す
わ
っ
て
産
ん
だ
。
産
後

二
〇
日
間
は
、
皆
の
居
る
部
屋
へ
は
出
て
こ
ら
れ
な
か
っ
た
。

次
男
は
、
昭
和
三
四
年
一
〇
月
二
九
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
婚
家
で
出
産
し
た
。
池

河
内
に
は
助
産
婦
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
姑
が
取
り
上
げ
て
く
れ
た
。
産
後
三
日
目

に
庭
の
カ
ド
に
サ
ン
ゴ
ヤ
を
建
て
、
そ
こ
へ
入
っ
た
。
こ
の
あ
た
り
は
家
の
カ
ド
に

小
屋
を
建
て
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
は
稔
さ
ん
が
サ
ン
ゴ
ヤ
を
作
っ
た
。

山
で
細
い
木
を
伐
っ
て
き
て
、
萱
を
一
把
ほ
ど
使
っ
て
葺
い
た
。
形
は
三
角
小
屋
で

あ
っ
た
。
広
さ
は
約
一
畳
で
、
入
り
口
に
コ
モ
を
吊
し
た
粗
末
な
造
り
で
あ
る
。
コ

モ
の
所
に
は
草
刈
り
鎌
を
吊
し
た
。
こ
れ
は
魔
除
け
と
い
う
。
部
屋
の
中
に
は
川
で

拾
っ
て
き
た
石
三
個
を
三
角
に
置
い

た
。
こ
れ
は
カ
マ
（
竈
）
を
意
味
す

る
。
昭
和
三
〇
年
代
に
は
、
サ
ン
ゴ

ヤ
を
作
っ
て
入
る
習
慣
は
廃
れ
て
い

た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
ま
じ
な
い
み
た
い

な
も
の
で
、
赤
子
を
抱
い
て
約
一
〇

分
間
入
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
サ
ン
ゴ

ヤ
は
使
い
終
わ
る
と
捨
て
た
。
私
の

家
で
は
一
週
間
経
っ
て
か
ら
小
屋
を

砕
い
て
、橋
の
下
の
コ
ヤ
ス
テ
バ（
小

屋
捨
て
場
）
に
捨
て
た
。
燃
や
さ
な

い
。
こ
の
ム
ラ
で
は
昔
一
二
軒
の
う

ち
七
軒
が
燃
え
る
大
火
が
あ
っ
た
の

写真13　サンゴヤを建てた場所を指す杉田さん

で
、以
来
く
わ
え
タ
バ
コ
を
し
て
も
い
け
な
か
っ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
を
捨
て
た
場
所
は
、

現
在
藪
に
な
っ
て
い
る
あ
た
り
で
あ
る
。
産
婦
と
家
族
の
煮
炊
き
は
一
緒
で
、
母
親

が
ご
飯
を
炊
い
て
作
っ
て
く
れ
た
。

出
産
後
は
、
親
戚
の
人
が
小
屋
見
舞
い
と
い
っ
て
着
る
物
や
食
べ
物
を
く
れ
た
。

普
通
の
着
物
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
食
べ
物
は
ボ
タ
モ
チ
が
多
か
っ
た
。
ボ
タ
モ

チ
を
食
べ
る
と
乳
が
よ
く
出
る
と
い
う
。
息
む
と
き
は
寝
て
い
た
。
へ
そ
の
緒
は
姑

が
切
っ
て
く
れ
た
が
、
詳
細
は
覚
え
て
い
な
い
。
汚
れ
物
は
ア
ト
ザ
ン
（
後
産
）
と

い
う
。
姑
が
コ
ヤ
ス
テ
バ
の
あ
た
り
に
埋
め
た
よ
う
で
あ
る
。

三
番
目
は
長
女
で
あ
っ
た
。
昭
和
三
八
年
二
月
七
日
の
夜
に
生
ま
れ
た
が
、
す
ぐ

に
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
三
八
豪
雪
の
と
き
で
除
雪
作
業
を
し
た
の
で

良
く
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
当
時
は
ス
ト
ー
ブ
も
な
か
っ
た
の
で
生
ま
れ

て
三
日
で
死
ん
で
し
ま
っ
た
。
三
日
し
か
生
き
て
い
な
か
っ
た
の
で
戒
名
は
付
け
な

か
っ
た
し
、
役
場
へ
届
け
て
い
な
い
。
戸
籍
上
は
居
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
昔

は
、
た
い
て
い
二
〇
日
く
ら
い
過
ぎ
な
い
と
役
場
へ
届
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
赤
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子
な
の
で
ミ
カ
ン
箱
の
よ
う
な
小
さ
な
箱
に
入
れ
て
埋
葬
し
た
。
寺
は
無
住
で
あ
っ

た
。
乳
が
張
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
乳
を
搾
っ
て
墓
へ
持
っ
て
行
っ
た
。
土
葬
は
昭

和
六
〇
年
代
ま
で
で
あ
る
。
ヤ
マ
シ
と
呼
ぶ
三
人
が
墓
穴
を
掘
る
役
目
で
あ
っ
た
。

墓
地
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
喪
家
の
長
男
が
立
ち
会
っ
て
選
定
し
た
。

三
男
は
、
昭
和
三
九
年
四
月
一
二
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
三
男
の
と
き
は
、
サ
ン
ゴ

ヤ
を
作
る
の
が
面
倒
に
な
っ
て
作
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
当
時
、
池
河
内
で
は
サ
ン
ゴ

ヤ
を
作
る
家
は
な
か
っ
た
。
敦
賀
市
の
病
院
で
産
む
人
も
出
て
き
た
。
三
男
の
と
き

は
、
夜
中
、
急
に
陣
痛
が
き
た
の
で
、
稔
さ
ん
が
あ
わ
て
て
敦
賀
市
へ
山
越
え
し
て

敦
賀
市
ま
で
助
産
婦
を
歩
い
て
迎
え
に
行
っ
た
。
当
時
は
電
話
が
家
庭
に
普
及
し
て

い
な
か
っ
た
の
で
す
ぐ
に
連
絡
で
き
な
か
っ
た
。
親
戚
の
田
中
操
と
い
う
産
婆
が
敦

賀
市
に
助
産
院
を
経
営
し
て
い
た
の
で
、
稔
さ
ん
は
そ
こ
へ
行
っ
た
。
到
着
す
る
と

既
に
産
ま
れ
た
と
電
話
が
入
っ
て
い
た
。
そ
の
と
き
は
姑
が
取
り
上
げ
た
。

以
上
、杉
田
ス
エ
コ
さ
ん
の
出
産
の
事
例
に
つ
い
て
、出
産
の
場
と
介
助
者
に
絞
っ

て
み
て
ゆ
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

第
一
子
（
長
男
）（
昭
和
三
一
年
八
月
七
日
生
ま
れ
）⇒

実
家
で
出
産
。
助
産

婦
が
介
助
。
実
家
で
は
サ
ン
ゴ
ヤ
は
作
ら
な
か
っ
た
。

第
二
子
（
次
男
）（
昭
和
三
四
年
一
〇
月
二
九
日
生
ま
れ
）⇒

婚
家
で
出
産
。

姑
が
介
助
。
サ
ン
ゴ
ヤ
を
作
っ
た
。

第
三
子
（
長
女
）（
昭
和
三
八
年
二
月
七
日
生
ま
れ
）⇒

婚
家
で
出
産
。
姑
が

介
助
。
生
後
三
日
目
に
死
亡
。
大
雪
だ
っ
た
の
で
サ
ン
ゴ
ヤ
は
作
ら
な
か
っ

た
。

第
四
子（
三
男
）（
昭
和
三
九
年
四
月
一
二
日
生
ま
れ
）⇒

婚
家
で
出
産
。
姑
が

介
助
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
作
ら
な
か
っ
た
。

『
若
狭
の
産
小
屋
習
俗
』
に
よ
る
と
「
昔
は
産
屋
を
建
て
ゝ
そ
の
中
で
産
ん
だ
が
、

或
る
年
に
産
婦
が
小
屋
に
居
る
と
狼
に
お
そ
わ
れ
た
の
で
、
そ
れ
以
後
は
形
式
の
小

屋
を
建
て
て
入
り
口
に
鎌
を
吊
り
、
内
部
に
三
個
の
石
で
イ
ロ
リ
を
作
り
、
別
火
生

活
の
名
残
を
と
ゞ
め
る
と
い
う
」〔
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編　

一
九
八
九　

一
一
四
〕。

小
屋
に
入
る
の
は
産
後
三
日
目
で
、
七
日
目
に
は
コ
ヤ
ア
ガ
リ
と
称
し
て
小
屋
か
ら

出
る
か
ら
、
サ
ン
ゴ
ヤ
に
滞
在
す
る
の
は
四
日
間
で
あ
る
。

そ
れ
が
狼
に
襲
わ
れ
る
と
い
う
事
件
を
契
機
に
簡
略
化
、
形
式
化
へ
と
進
む
。
そ

し
て
時
代
の
経
過
と
と
も
に
、
と
り
あ
え
ず
サ
ン
ゴ
ヤ
は
作
る
が
、
入
る
の
は
儀
礼

的
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
稔
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
昔
は
ど
の
家
で
も
サ
ン
ゴ
ヤ

を
作
っ
て
い
た
か
ら
、
や
は
り
形
式
的
で
も
作
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
気
持
ち
か

ら
作
っ
た
と
い
う
。
な
お
、
サ
ン
ゴ
ヤ
か
ら
出
る
こ
と
を
コ
ヤ
ア
ガ
リ
と
い
い
、
そ

れ
ま
で
産
婦
は
入
浴
も
で
き
な
か
っ
た
。
出
産
後
五
〇
日
目
に
宮
参
り
を
す
る
が
、

そ
の
と
き
は
シ
ト
ギ
を
作
っ
て
お
宮
に
供
え
た
。

池
河
内
で
は
、
昭
和
三
〇
年
代
に
は
既
に
サ
ン
ゴ
ヤ
を
作
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の

で
、
昭
和
三
四
年
に
作
っ
た
サ
ン
ゴ
ヤ
が
池
河
内
で
作
ら
れ
た
最
後
で
あ
る
。
稔
さ

ん
は
子
ど
も
時
代
に
、
サ
ン
ゴ
ヤ
内
部
に
は
力
綱
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
の
を
見

た
と
い
う
。
昭
和
三
九
年
の
第
四
子
の
と
き
は
サ
ン
ゴ
ヤ
を
作
っ
て
い
な
い
。
そ
の

理
由
は
「
サ
ン
ゴ
ヤ
を
作
る
の
が
面
倒
に
な
っ
て
作
ら
な
か
っ
た
。」
と
語
る
。
恐

ら
く
、
周
囲
の
家
々
で
は
サ

ン
ゴ
ヤ
を
作
る
家
は
無
か
っ

た
し
、
病
院
出
産
の
時
代
に

な
っ
た
こ
と
も
サ
ン
ゴ
ヤ
を

建
て
る
気
に
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
面

倒
に
な
っ
て
」
と
い
う
表
現

に
集
約
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
た
。

池
河
内
は
山
間
集
落
で
、

積
雪
も
比
較
的
多
く
、
助
産

婦
が
徒
歩
ま
た
は
自
転
車
で

や
っ
て
来
る
に
は
大
変
な
場

写真14　池河内のサンゴヤ（『福井県民俗資料緊急調査
　　　　　報告書』福井県教育委員会、1964 年より転載）
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（
2
）敦
賀
市
常
宮
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
18
】
山
本
ア
キ
エ
さ
ん（
昭
和
四
年
一
〇
月
五
日
生
ま
れ
）

山
本
ア
キ
エ
さ
ん
は
、
美
浜
町
竹
波
の
出
身
で
、
数
え
二
一
歳
の
と
き
に
結
婚
し

た
。
長
男
は
竹
波
の
実
家
で
産
ん
だ
。
実
母
が
へ
そ
の
緒
を
切
っ
て
く
れ
た
。
こ
の

日
は
大
雪
で
あ
っ
た
。
当
時
は
豪
雪
で
常
宮
の
ほ
う
か
ら
竹
波
ま
で
行
く
の
が
大
変

で
あ
っ
た
。

次
男
以
降
は
常
宮
の
サ
ン
ゴ
ヤ
で
産
ん
だ
。
お
腹
が
大
き
く
な
っ
た
と
き
に
は
相

棒
が
い
た
。
次
男
の
と
き
は
近
所
の
中
山
さ
ん
が
子
ど
も
を
産
ん
で
一
週
間
し
て
サ

ン
ゴ
ヤ
に
い
た
が
、
私
が
入
る
と
二
人
に
な
る
の
で
「
私
は
帰
る
わ
」
と
一
週
間
位

し
て
帰
っ
た
。
長
女
の
と
き
は
隣
の
原
小
夜
子
さ
ん
が
女
の
子
を
産
ん
で
一
週
間
位

い
て
か
ら
早
め
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
私
が
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
入
る
た
び
に
必
ず
誰
か
が
い

た
。
昔
は
二
人
い
た
り
す
る
の
は
あ
ま
り
気
に
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
私
た

ち
の
時
代
に
は
気
を
つ
か
っ
た
り
す
る
の
で
、
先
に
入
っ
て
い
る
人
は
た
い
て
い
早

め
に
出
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。昔
は
二
人
で
い
て
も
気
に
し
な
か
っ
た
の
だ
が
、

私
た
ち
の
と
き
に
は
嫌
う
傾
向
が
あ
っ
た
。
二
人
い
る
の
は
気
を
つ
か
う
の
で
先
に

産
ん
だ
人
は
帰
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
の
サ
ン
ゴ
ヤ
は
一
部
屋
な
の

で
、
二
人
が
限
度
で
あ
っ
た
。

藁
を
ア
ク
タ
と
か
ス
ベ
と
い
う
。
そ
れ
で
ふ
と
ん
を
こ
し
ら
え
て
、
そ
の
上
で
産

ん
だ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
縄
が
天
井
か
ら
ぶ
ら
下
げ
て
あ
っ
た
。
こ
れ
は
チ
カ
ラ
ヅ
ナ

（
力
綱
）と
呼
ん
で
い
た
。
昔
は
サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
力
綱
が
天
井
か
ら
ぶ
ら
下
げ
て
あ
っ

た
。
昔
は
「
う
つ
む
か
ん
と
い
か
ん
」
と
言
っ
て
う
つ
む
い
て
産
ん
だ
。
居
眠
り
が

来
る
と
い
う
の
で
う
つ
む
き
で
産
ん
だ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
囲
炉
裏
が
切
っ
て
あ
り
、

そ
こ
に
サ
ン
ボ
ン
サ
ン
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
お
湯
を
沸
か
し
た
。
地
元
に
巧
者
な
人

が
い
て
、
森
田
キ
ク
と
い
う
近
所
の
お
ば
あ
さ
ん
が
い
た
。
免
許
は
持
っ
て
い
な
い

が
上
手
で
あ
っ
た
。
私
が
産
ん
だ
と
き
は
六
〇
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
お
腹
が
い
た

い
と
言
っ
た
ら
ご
飯
を
た
く
さ
ん
食
べ
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
。
草
履
を
履
い
て
や
っ

て
来
た
。
巧
者
で
へ
そ
の
緒
を
切
る
の
が
上
手
で
あ
っ
た
。
そ
の
巧
者
名
人
は
ト
リ

所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
助
産
婦
を
頼
む
と
い
う
発
想
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
第
一
子
の
出
産
介
助
は
助
産
婦
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
婚
家
で
出
産
す

る
第
二
子
は
姑
が
出
産
介
助
す
る
こ
と
に
な
り
、
以
下
婚
家
に
お
け
る
出
産
な
の
で

す
べ
て
姑
に
よ
る
出
産
介
助
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
第
三
子
が
出
産
後
間
も
な
く
死

亡
し
た
経
験
か
ら
、
第
四
子
の
出
産
の
際
に
は
助
産
婦
を
お
願
い
す
べ
く
稔
さ
ん
は

遠
い
道
の
り
を
歩
い
て
敦
賀
市
ま
で
迎
え
に
行
っ
て
い
る
。
そ
の
時
分
に
は
、
池
河

内
の
妊
産
婦
は
敦
賀
市
内
の
病
院
施
設
で
出
産
し
始
め
て
い
た
の
が
、
助
産
婦
を
迎

え
に
行
っ
た
要
因
か
も
知
れ
な
い
。

4　

敦
賀
市
の
サ
ン
ゴ
ヤ

（
1
）敦
賀
市
縄
間
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
17
】
渡
辺
繁
乃
さ
ん（
大
正
一
三
年
八
月
二
五
日
生
ま
れ
）

縄
間
は
昔
か
ら
一
七
軒
で
固
定
し
て
い
た
。
二
〇
日
間
は
小
屋
に
い
た
。
サ
ン
ゴ

ヤ
は
二
間
あ
っ
た
。一
間
に
囲
炉
裏
が
掘
っ
て
あ
り
、川
か
ら
水
を
汲
ん
で
き
て
使
っ

た
。
も
う
一
間
に
は
海
か
ら
バ
ラ
ス
を
拾
っ
て
き
て
敷
い
た
。
そ
の
上
に
ム
シ
ロ
を

か
け
て
ゴ
ザ
を
敷
い
た
。
藁
布
団
の
上
で
寝
る
と
暖
か
か
っ
た
。
産
小
屋
は
渡
辺
家

の
地
所
に
建
っ
て
い
た
。

第
一
子
（
長
男
）　

昭
和
二
四
年
一
月
二
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
産
ん
だ
。

第
二
子
（
長
女
）　

昭
和
二
五
年
九
月
二
日
生
ま
れ
。
納
屋
で
産
ん
だ
。

第
三
子
（
二
男
）　

昭
和
二
八
年
一
月
一
日
生
ま
れ
。

第
四
子
（
二
女
）　

昭
和
三
〇
年
七
月
二
五
日
生
ま
れ
。
主
屋
と
蔵
の
間
に
部

屋
が
あ
っ
て
そ
こ
で
産
ん
だ
。

渡
辺
さ
ん
が
サ
ン
ゴ
ヤ
を
使
っ
た
の
は
一
回
だ
け
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
五
年
ご
ろ
は

サ
ン
ゴ
ヤ
を
用
い
る
人
は
少
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
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ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
と
い
う
言
い
方
を
し
な
か
っ
た
。「
彼
女
は
巧
者
も
ん
や
か

ら
頼
も
う
」
と
い
う
具
合
で
あ
っ
た
。
こ
の
人
は
お
金
を
一
銭
も
も
ら
わ
な

か
っ
た
。
産
湯
も
浴
び
せ
て
く
れ
た
。

竹
波
か
ら
母
は
米
一
升
背
負
っ
て
き
た
。
二
〇
日
間
は
サ
ン
ゴ
ヤ
で
身
体

を
休
め
た
。
村
中
か
ら
う
ど
ん
、
餅
、
味
噌
な
ど
を
貰
っ
た
。
親
戚
は
お
金

を
持
っ
て
い
っ
た
。
青
い
魚
は
よ
く
な
い
、
特
に
サ
バ
は
い
け
な
い
。
産
婦

は
す
ぐ
そ
ば
を
流
れ
る
小
川
の
水
を
飲
ん
で
い
た
。
男
の
人
は
サ
ン
ゴ
ヤ
へ

は
入
ら
せ
な
か
っ
た
。
実
際
に
夫
も
来
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
も
用
事
が
あ

る
と
き
は
、
サ
ン
ゴ
ヤ
の
前
で
し
ゃ
べ
っ
た
。
入
ら
な
け
れ
ば
よ
い
。
サ
ン

ゴ
ヤ
に
あ
ま
り
来
な
い
し
、
男
は
近
づ
か
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
わ
れ
て
い

た
。
男
の
子
は
別
に
問
題
な
い
。

河
端
さ
ん
は
子
ど
も
の
こ
ろ
、
兄
弟
が
た
く
さ
ん
い
た
の
で
、
サ
ン
ゴ
ヤ

に
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
入
っ
て
い
た
と
い
う
。
河
端
さ
ん
の
お
母
さ
ん
は
、
サ

き
る
。
サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
神
様
を
祀
っ
て
い
な
い
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
二
間
あ
り
、
一
つ
の

部
屋
は
焚
き
火
を
し
た
り
煮
炊
き
を
し
た
。
イ
ン
ナ
ベ
と
い
っ
て
餅
を
焼
い
た
り
、

「
の
ん
び
り
し
て
楽
で
し
た
。
男
の
人
も
お
ら
ん
し
、
楽
や
と
思
っ
た
」
と
い
う
。

お
宮
参
り
は
男
の
子
は
生
後
九
九
日
目
、
女
の
子
は
生
後
一
〇
〇
日
目
で
あ
る
。

一
日
の
差
に
つ
い
て
は
「
男
の
子
は
神
さ
ん
が
一
段
下
が
っ
て
待
っ
と
る
さ
か
い
一

日
早
く
て
い
い
」
と
説
明
す
る
。

昔
は
生
理
の
あ
る
と
き
は
入
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
私
た
ち
の
時
代
に
は
そ
の
習

慣
は
な
か
っ
た
。
私
の
姑
は
常
宮
の
人
で
あ
っ
た
が
、サ
ン
ゴ
ヤ
に
入
る
こ
と
を「
楽

で
隠
居
し
た
み
た
い
だ
」
と
語
っ
て
い
た
。
長
男
は
姑
に
預
け
て
あ
る
が
、
た
ま
に

サ
ン
ゴ
ヤ
に
遊
び
に
来
た
く
ら
い
で
、
と
に
か
く
楽
で
あ
っ
た
。
昔
の
人
は
、
身
体

の
た
め
に
サ
ン
ゴ
ヤ
で
過
ご
さ
せ
た
ほ
う
が
落
ち
着
い
て
休
ま
る
の
で
よ
か
っ
た
と

い
う
。
巧
者
も
の
は
、
出
産
を
さ
せ
て
へ
そ
の
緒
を
切
っ
て
一
人
で
産
湯
を
浴
び
せ

て
く
れ
る
と
「
お
大
事
に
」
と
言
っ
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
二
〇
日
間
経
っ
て
元
気

に
な
る
と
お
礼
に
行
っ
た
。
コ
バ
テ
ヤ
マ
ス
と
い
っ
て
、
お
腹
が
三
日
く
ら
い
痛
が

ン
ゴ
ヤ
の
す
ぐ
そ
ば
に
住
ん
で
い
た
こ
と
も
あ
り
、
毎
日
遊
び
に
来
な
が
ら
や
か
ん

の
水
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
小
川
の
水
で
は
、
と
言
う
の
で
親
切
に
持
っ
て
き
て

く
れ
た
の
で
あ
る
。河
端
さ
ん
の
お
母
さ
ん
は
身
体
が
弱
く
四
九
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

そ
の
当
時
は
六
〇
歳
く
ら
い
に
見
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

昔
の
人
は
産
ま
れ
る
時
期
が
同
じ
と
い
う
。
チ
シ
ゴ
と
い
っ
て
海
の
満
ち
潮
で
産

ま
れ
る
。
中
山
キ
ミ
子
さ
ん
が
一
緒
で
あ
っ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
の
中
は
地
べ
た
の
上
に

浜
砂
を
敷
き
、
そ
の
ハ
マ
ズ
ナ
（
浜
砂
）
の
上
に
ワ
ラ
ス
ベ
を
入
れ
た
藁
布
団
を
敷

い
た
。
ハ
マ
ズ
ナ
の
ほ
か
に
名
称
は
知
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
ウ
ブ
ス
ナ
と
い
う
名

は
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
「
ま
っ
た
く
聞
い
て
お
り
ま
せ
ん
な
あ
」
と

答
え
た
。
ア
オ
ヤ
と
い
う
紺
色
の
木
綿
の
布
の
中
に
シ
ベ
を
入
れ
て
作
っ
た
。
浜
砂

は
荒
い
海
砂
で
、
コ
ズ
ナ
（
小
砂
）
と
呼
ば
れ
る
。
二
〇
日
目
に
藁
布
団
と
枕
な
ど

浜
で
燃
や
し
た
。
二
〇
日
間
は
風
呂
に
入
れ
な
い
の
で
、
浜
へ
行
っ
て
姑
と
一
緒
に

燃
や
し
て
き
た
。
そ
れ
で
も
神
様
の
前
は
通
る
も
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ
た
。
二
〇

日
過
ぎ
て
家
に
帰
っ
て
も
風
呂
は
最
後
に
入
っ
た
。
二
〇
日
過
ぎ
れ
ば
神
参
り
が
で

写真16　常宮のサンゴヤ洗濯物（原田敏明撮影）

写真15　常宮のサンゴヤ外観（原田敏明撮影）
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る
人
も
い
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
実
家
の
母
親
が
二
〇
日
間
一
緒
に
付
い
て
く
れ
る
。

食
べ
た
い
も
の
は
作
っ
て
く
れ
る
。
私
の
母
は
常
宮
出
身
で
竹
波
に
嫁
い
だ
が
、
サ

ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
。

お
宮
参
り
は
一
〇
〇
日
目
で
あ
っ
た
。
男
の
子
は
一
日
早
く
て
も
良
い
。
女
の
子

は
そ
う
は
い
か
な
い
。
こ
の
と
き
に
産
着
を
着
た
。
半
紙
に
お
金
を
オ
ヒ
ネ
リ
に
し

て
麻
の
緒
で
括
っ
た
。
今
は
水
引
を
使
う
。
親
戚
の
人
は
そ
れ
を
し
ば
っ
て
く
れ
る
。

紐
に
花
が
咲
い
た
よ
う
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
「
ひ
も
つ
な
ぎ
」
と
い
う
。

山
本
ア
キ
エ
さ
ん
の
出
産
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

第
一
子
（
長
男
）
昭
和
二
五
年
三
月
一
五
日
生
。
実
家
で
出
産
。
実
母
が
へ
そ

の
緒
を
切
っ
て
く
れ
た
。

第
二
子
（
次
男
）
昭
和
二
七
年
三
月
一
日
生
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。
巧
者
な
オ

バ
ア
サ
ン
（
森
田
キ
ク
）
が
出
産
介
助
。
へ
そ
の
緒
を
切
っ
て
く
れ
た
。

第
三
子
（
長
女
）
昭
和
二
九
年
一
一
月
一
八
生
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。
巧
者
な

オ
バ
ア
サ
ン
（
森
田
キ
ク
）
が
出
産
介
助
し
、へ
そ
の
緒
を
切
っ
て
く
れ
た
。

  

サ
ン
ゴ
ヤ
の
中
に
浜
砂
を
撒
い
て
そ
の
上
に
ワ
ラ
ス
ベ
を
入
れ
た
布
団
を
敷

き
、
そ
の
上
で
出
産
し
た
。
浜
砂
の
こ
と
を
「
ウ
ブ
ス
ナ
」
と
答
え
た
の
は
河
端
満

さ
ん
の
父
亀
次
郎
で
あ
っ
た
。
今
回
は
三
人
に
何
度
も
浜
砂
の
別
名
は
な
い
か
を
尋

ね
た
。
残
念
な
が
ら
三
人
は
今
ま
で
に
「
ウ
ブ
ス
ナ
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と

が
な
い
と
い
う
。
谷
川
健
一
が
「
産
屋
考
」
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

敦
賀
湾
に
面
し
た
常
宮
と
い
う
海
村
で
、
自
分
の
子
供
三
人
を
部
落
の
産
小
屋

で
産
ま
せ
た
経
験
を
持
つ
老
人
の
話
を
私
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
老

人
は
明
治
三
十
七
年
生
ま
れ
の
河
端
亀
次
郎
と
い
う
人
物
で
（
中
略
）
突
然
私

は
緊
張
し
た
。
そ
れ
は
老
人
が
次
の
話
を
し
た
か
ら
で
あ
る
。　

　

産
小
屋
に
は
畳
は
敷
か
な
い
。
海
の
き
れ
い
な
砂
を
ま
ず
敷
き
、
そ
の
上
に

藁
を
お
き
、
次
に
粗
い
ム
シ
ロ
を
重
ね
、
一
番
表
面
に
は
藺
草
の
ゴ
ザ
を
置
く
。

産
婦
が
入
れ
か
わ
る
と
、
砂
と
敷
藁
を
取
り
か
え
た
。

「
そ
の
砂
を
な
ん
と
呼
ぶ
の
で
す
か
」

「
ウ
ブ
ス
ナ
」

私
は
す
っ
か
り
お
ど
ろ
い
た
〔
谷
川　

一
九
九
〇　

二
八
五
〕。

谷
川
は
、こ
の
事
例
を
重
要
な
根
拠
に
、ウ
ブ
ス
ナ
と
は
産
屋
の
砂
、す
な
わ
ち
「
産

砂
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
谷
川
の
調
査
か
ら
三
〇
数
年
後
に
あ
た
る
本
調
査
で

は
、
亀
次
郎
の
長
男
の
満
さ
ん
に
は
伝
承
さ
れ
て
い
な
い
し
、
常
宮
の
産
小
屋
を
利

用
し
た
人
や
常
宮
出
身
の
女
性
に
聞
い
た
限
り
で
は
あ
る
が
、「
ウ
ブ
ス
ナ
」
の
語

は
聞
き
書
き
の
中
に
出
て
こ
な
い
。

（
3
）敦
賀
市
沓
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
19
】
東
小
夜
子
さ
ん（
昭
和
四
年
五
月
三
日
生
ま
れ
・
常
宮
生
ま
れ
）

東
小
夜
子
さ
ん
は
、常
宮
の
出
身
で
あ
る
。長
男
を
出
産
す
る
際
に
は
常
宮
へ
帰
っ

て
き
て
産
ん
だ
が
、
サ
ン
ゴ
ヤ
で
は
産
ま
ず
実
家
で
産
ん
だ
。
長
女
と
次
男
は
沓
の

サ
ン
ゴ
ヤ
で
産
ん
だ
。サ
ン
ゴ
ヤ
は
浜
の
す
ぐ
そ
ば
で
共
有
地
の
上
に
建
っ
て
い
た
。

内
便
所
が
あ
っ
た
。
二
間
あ
る
小
屋
で
、
内
部
に
は
縄
が
下
が
っ
て
い
て
引
っ
張
る

と
い
う
。
使
い
終
わ
っ
た
ワ
ラ
シ
ベ
は
自
宅
近
く
の
畑
で
燃
や
し
た
。
常
宮
神
社
で

は
妊
娠
五
か
月
目
に
な
る
と
腹
帯
を
出
し
て
く
れ
た
。
神
社
の
朱
印
が
押
さ
れ
て
い

た
。
産
ん
で
す
ぐ
は
重
湯
を
食
べ
た
。
く
ら
く
ら
と
煮
え
た
と
こ
ろ
を
杓
文
字
で
す

く
っ
た
。

昔
は
乳
揉
み
さ
ん
が
い
た
。
気
比
の
松
原
近
く
の
櫛
川
と
い
う
場
所
に
乳
揉
み
さ

ん
が
い
た
。
こ
の
人
は
男
性
で
目
が
悪
か
っ
た
。
こ
の
人
は
上
手
で
あ
る
と
い
う
評

判
で
按
摩
も
や
っ
て
い
た
。
初
子
は
母
親
が
揉
ん
だ
の
で
乳
は
出
な
か
っ
た
の
で
次

男
の
と
き
は
乳
揉
み
さ
ん
を
頼
ん
だ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
に
も
入
っ
て
も
ら
っ
た
。
初
乳
は

川
に
捨
て
た
。
初
乳
は
黄
色
い
乳
で
あ
っ
た
の
で
捨
て
た
。
目
に
ゴ
ミ
が
入
っ
た
と

き
は
目
が
開
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
乳
を
ピ
ュ
ー
と
絞
っ
て
付
け
て
も

ら
う
と
治
る
と
い
う
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
の
食
事
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
粉
の
汁
団
子
を
食

べ
る
と
「
産
後
に
死
ん
だ
人
が
い
る
」
と
い
う
の
で
食
べ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。

東
小
夜
子
さ
ん
の
出
産
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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第
一
子
（
長
男
）
昭
和
二
四
年
一
月
一
五
日
生
。
実
家
で
出
産
。

第
二
子
（
長
女
）
昭
和
二
七
年
生
。
沓
の
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
三
子
（
次
男
）
昭
和
二
九
年
七
月
一
六
日
生
。
沓
の
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

（
4
）敦
賀
市
手
浦
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
20
】
秦　

節
子
さ
ん（
昭
和
九
年
二
月
一
生
ま
れ
）

秦
家
は
オ
モ
ヤ
と
い
う
屋
号
で
あ
る
。
節
子
さ
ん
は
色
浜
の
出
身
で
、
三
人
子
ど

も
を
出
産
し
て
い
る
。
第
一
子
（
男
子
）
は
昭
和
二
七
年
一
〇
月
一
一
日
生
ま
れ
で
、

こ
の
と
き
は
色
浜
の
実
家
に
帰
り
、
色
浜
の
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
。
こ
こ
の
産
小

屋
は
力
綱
が
あ
っ
た
。
一
〇
日
間
産
小
屋
に
入
っ
て
い
た
。
第
二
子
（
男
子
）
は
、

昭
和
三
〇
年
三
月
二
一
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
手
浦
の
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
。
ハ
ラ

ゲ
が
付
い
て
（
産
気
づ
く
こ
と
）
か
ら
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
行
っ
た
。
古
川
の
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
後
を
取
っ
て
く
れ
た
。
こ
の
と
き
は
な
か
な
か
産
ま
れ
な
く
て
引
き
船
を
し
て

敦
賀
の
お
産
婆
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
連
れ
て
行
こ
う
と
騒
い
で
い
た
が
、
ど
う
に
か
産

ま
れ
た
。
四
〇
〇
〇
グ
ラ
ム
も
あ
る
大
き
な
赤
子
で
あ
っ
た
。

手
浦
の
サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
力
綱
は
な
か
っ
た
。
土
間
で
、
藁
を
敷
い
そ
の
上
に
ム
シ

ロ
を
敷
い
た
。
藁
し
べ
を
入
れ
た
布
団
で
あ
っ
た
。
ア
ト
ザ
ン
は
婆
さ
ん
が
片
付
け

て
く
れ
た
。
お
産
を
す
る
と
村
の
人
が
小
屋
見
舞
い
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
手
浦

は
一
二
軒
と
寺
院
（
船
幸
寺
）
が
あ
る
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
一
人
で
ず
っ
と
泊
ま
っ
て
い

た
が
、
案
外
長
か
っ
た
。
カ
レ
イ
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。

自
分
で
料
理
し
て
食
べ
た
。
第
三
子
（
女
子
）
は
、
昭
和
三
六
年
三
月
八
日
生
ま
れ

で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
お
産
婆
さ
ん
を
頼
ん
だ
。
二
番
目
の
と
き
は
難
産
だ
っ
た
が
、

軽
く
産
ま
れ
た
。
川
崎
の
ホ
ノ
サ
ン
と
い
う
お
産
婆
さ
ん
だ
っ
た
。
そ
こ
は
海
が
近

か
っ
た
の
で
波
の
音
が
よ
く
聞
こ
え
た
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
居
な
く
な
っ
て
、

誰
か
が
町
の
ほ
う
に
行
っ
た
り
す
る
と
、
自
然
と
町
の
ほ
う
に
行
き
た
く
な
る
も
の

で
あ
る
。

（
5
）敦
賀
市
色
浜
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
21
】
竹
腰
み
よ
子
さ
ん（
昭
和
四
年
四
月
一
二
日
生
ま
れ
）

サ
ン
ゴ
ヤ
に
入
る
と
き
は
、
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
に
頼
ん
だ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
土
間

で
あ
っ
た
。
寒
い
の
で
、
後
に
板
の
間
に
な
っ
た
。
土
間
の
上
に
藁
ス
ベ
を
敷
い
て

ボ
ロ
の
上
で
出
産
し
た
。
力
綱
は
ち
ょ
う
ど
親
指
と
人
差
し
指
で
丸
を
作
っ
た
く
ら

い
の
太
さ
で
あ
っ
た
。
力
綱
に
も
た
れ
る
と
お
産
が
楽
で
あ
っ
た
と
い
う
。
サ
ン
ゴ

ヤ
に
は
一
〇
日
間
い
た
。
炊
事
は
母
親
が
や
っ
て
く
れ
た
。
小
屋
に
入
る
と
、
村
中

の
人
が
コ
ヤ
ミ
マ
イ
と
言
っ
て
、
米
一
升
と
あ
ら
れ
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
第
一

子
（
長
男
）
は
産
ま
れ
た
翌
年
の
夏
に
亡
く
な
っ
た
。
第
二
子
（
長
女
）
の
と
き
は
、

雪
が
降
っ
て
い
た
の
で
、
納
屋
で
縄
を
な
っ
て
い
た
が
、
日
の
暮
れ
な
い
う
ち
に
下

駄
を
履
い
て
小
屋
入
り
し
た
。
浜
谷
ヒ
フ
ミ
さ
ん
が
先
に
入
っ
て
い
た
の
で
、
私
は

入
っ
て
左
の
ア
サ
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
は
あ
ら
か
じ
め
頼
ん
で

お
い
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
段
取
り
を
し
て
く
れ
た
。

「
小
屋
乞
食
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
何
も
し
な
く
て
も
皆
が
食
事
を
持
っ
て

き
て
く
れ
た
。
小
屋
を
出
る
と
き
を
コ
ヤ
ア
ガ
リ
と
言
い
、一
斗
缶
を
持
っ
て
帰
る
。

第
三
子
（
二
女
）
の
と
き
は
一
人
で
、第
四
子
（
三
女
）
の
と
き
も
一
人
で
あ
っ
た
。

こ
の
と
き
は
大
変
寒
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
そ
れ
で
板
の
間
に
し
よ
う
と
い
う

こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。

竹
腰
み
よ
子
さ
ん
の
出
産
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
子
（
長
男
）
昭
和
二
二
年
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。
一
歳
で
死
亡
。

第
二
子
（
長
女
）
昭
和
二
四
年
一
二
月
二
四
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
三
子
（
二
女
）
昭
和
二
七
年
三
月
二
七
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
四
子
（
三
女
）
昭
和
三
〇
年
一
月
一
五
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

【
事
例
22
】
山
口
や
ゑ
子
さ
ん（
昭
和
一
二
年
一
二
月
二
二
日
生
ま
れ
）

第
一
子
（
長
男
）
は
昭
和
三
六
年
六
月
一
日
生
ま
れ
で
、
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。
第

二
子（
長
女
）は
昭
和
三
八
年
七
月
三
日
生
ま
れ
で
、サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。
第
三
子（
二

女
）は
、昭
和
四
二
年
六
月
三
日
生
ま
れ
で
あ
る
。こ
の
と
き
は
夫
が
怪
我
を
し
、ち
ょ
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う
ど
産
み
月
だ
っ
た
の
で
夫
の
母
が
付
き
添
っ
て
敦
賀
市
の
病
院
で
出
産
し
た
。
サ

ン
ゴ
ヤ
と
違
っ
て
ま
な
板
の
鯉
み
た
い
で
あ
っ
た
。

山
口
や
ゑ
子
さ
ん
の
出
産
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
子
（
長
男
）
昭
和
三
六
年
六
月
一
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
二
子
（
長
女
）
昭
和
三
八
年
七
月
三
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
三
子
（
二
女
）
昭
和
四
二
年
六
月
三
日
生
ま
れ
。
病
院
出
産

【
事
例
23
】
浜
谷
ヒ
フ
ミ
さ
ん（
昭
和
三
年
四
月
二
五
日
生
ま
れ
）

第
一
子
（
長
女
）
は
、
昭
和
二
一
年
一
一
月
末
、
サ
ン
ゴ
ヤ
で
生
ま
れ
た
が
、
女

手
が
無
い
の
で
八
日
間
ほ
ど
で
家
に
帰
っ
て
き
た
。
寒
い
冬
だ
っ
た
の
で
風
邪
を
ひ

か
せ
て
し
ま
い
、
船
で
医
者
に
連
れ
て
行
っ
た
が
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
出
産

後
二
〇
日
く
ら
い
し
か
生
き
な
か
っ
た
。
第
二
子
（
長
男
）
は
昭
和
二
四
年
一
二
月

二
四
日
生
ま
れ
で
、
サ
ン
ゴ
ヤ
で
産
ん
だ
。
当
時
は
助
産
婦
が
い
な
い
の
で
、
経
験

の
あ
る
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
取
り
上
げ
て
く
れ
た
。
孫
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
ト
リ
ア
ゲ

バ
ア
サ
ン
で
あ
っ
た
。「
は
よ
ー
、
小
屋
行
き
や
」
と
ワ
ラ
ス
ベ
を
置
い
て
お
い
た
。

す
わ
っ
て
産
ん
だ
。
第
三
子
（
二
男
）
は
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
四
日
生
ま
れ
。
第

四
子
（
二
女
）
は
昭
和
三
二
年
六
月
一
八
日
生
ま
れ
。
田
ん
ぼ
で
草
取
り
を
し
て
い

た
ら
お
腹
が
痛
く
な
っ
て
、
や
っ
と
の
思
い
で
サ
ン
ゴ
ヤ
に
た
ど
り
着
い
た
。
こ
の

と
き
は
難
産
で
あ
っ
た
。

浜
谷
ヒ
フ
ミ
さ
ん
の
出
産
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
子
（
長
女
）
昭
和
二
一
年
一
一
月
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
二
子
（
長
男
）
昭
和
二
四
年
一
二
月
二
四
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
三
子
（
二
男
）
昭
和
三
〇
年
一
一
月
二
四
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
四
子
（
二
女
）
昭
和
三
二
年
六
月
一
八
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

以
上
の
事
例
を
ま
と
め
る
と
、
サ
ン
ゴ
ヤ
に
滞
在
す
る
期
間
は
、
竹
腰
さ
ん
の
語

り
で
は
一
〇
日
間
で
あ
る
。
し
か
し
、人
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。

事
例
以
外
の
あ
る
女
性
（
昭
和
七
年
生
ま
れ
）
は
、
第
一
子
を
昭
和
二
七
年
に
敦
賀

市
内
の
実
家
で
出
産
し
、
第
二
子
は
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
。「
サ
ン
ゴ
ヤ
に
ロ
ー

プ
が
つ
り
下
が
っ
て
い
た
の
で
び
っ
く
り
。そ
こ
に
す
わ
っ
て
産
む
の
だ
と
言
わ
れ
、

ま
た
び
っ
く
り
。
藁
が
敷
い
て
あ
っ
た
の
も
び
っ
く
り
し
た
」
と
語
る
。
第
一
子
の

と
き
は
寝
て
産
ん
だ
の
で
、
出
産
の
体
位
の
違
い
に
驚
い
た
と
い
う
。
一
方
、
山
口

や
ゑ
子
さ
ん
（
昭
和
一
二
年
生
ま
れ
）
は
、
第
二
子
ま
で
は
サ
ン
ゴ
ヤ
で
力
綱
に
つ

か
ま
っ
て
出
産
し
た
が
、
第
三
子
の
と
き
は
夫
が
怪
我
を
し
た
の
で
敦
賀
市
の
病
院

で
出
産
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

病
院
で
は
、
産
気
づ
い
て
も
赤

子
が
出
て
く
る
ま
で
医
師
は
来

て
く
れ
な
い
し
、「
ベ
ッ
ト
に

寝
か
せ
ら
れ
て
、
ま
な
板
の
鯉

み
た
い
だ
っ
た
」
と
印
象
を
語

る
。昭

和
三
六
年
に
保
安
署
（
現

海
上
保
安
庁
）
が
緊
急
出
動
し

た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ア
ト
ザ
ン

が
下
り
な
い
女
性
が
い
た
。
敦

賀
市
の
竹
内
医
師
を
船
で
連
れ

て
き
て
く
れ
た
。そ
の
女
性
は
、

既
に
六
人
も
出
産
し
て
い
た
の

で
、
ま
た
妊
娠
し
た
の
か
と
噂

さ
れ
る
の
が
嫌
で
、
村
人
に

ず
っ
と
妊
娠
を
隠
し
て
き
た
。

四
〇
歳
を
過
ぎ
て
い
た
こ
と
も

あ
り
、
恥
ず
か
し
か
っ
た
ら
し

い
。
そ
の
た
め
に
サ
ン
ゴ
ヤ
に

行
か
ず
に
こ
っ
そ
り
自
宅
で
産

写真17　色浜のサンゴヤ外観

写真18　力綱を使った出産（再現）
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ん
で
し
ま
お
う
と
考
え
た
。
出
産
が
始
ま
っ
て
ノ
チ
ザ
ン
が
下
り
な
く
て
苦
し
ん
だ

の
で
あ
る
。

色
浜
で
は
、
春
三
月
と
秋
一
〇
月
の
年
二
回
、
小
屋
掃
除
を
行
っ
て
い
る
。
女
性

た
ち
が
サ
ン
ゴ
ヤ
に
集
ま
っ
て
き
れ
い
に
掃
除
を
し
た
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
を
招

待
し
て
慰
労
し
た
。
ぼ
た
餅
、
か
や
く
ご
飯
を
作
り
、
土
間
に
ム
シ
ロ
を
敷
い
て
皆

で
食
べ
た
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
は
集
落
に
必
ず
二
人
い
た
。
年
を
と
っ
て
出
産

介
助
の
仕
事
が
き
つ
く
な
っ
た
の
で
、
五
〇
歳
代
の
女
性
が
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
に

な
っ
た
。
病
院
出
産
に
な
っ
た
の
で
活
躍
は
わ
ず
か
な
期
間
で
あ
っ
た
。

（
6
）
敦
賀
市
浦
底
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
24
】
北
野
シ
ズ
子
さ
ん（
大
正
一
三
年
二
月
二
〇
日
生
ま
れ
）

私
は
武
生
で
生
ま
れ
た
が
両
親
が
早
く
亡
く
な
り
、
敦
賀
の
叔
父
の
家
に
引
き

取
ら
れ
た
。
九
歳
の
と
き
、
浦
底
の
左
近
家
に
養
女
と
し
て
入
っ
た
。
船
に
乗
っ

て
や
っ
て
来
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
二
五
歳
で
北
野
家
に
後
妻
と
し
て
入
っ
た
。

先
妻
の
子
が
四
人
い
た
が
、
私
は
三
人
の
子
を
も
う
け
た
。
私
の
第
一
子
（
長
女
）

は
昭
和
二
二
年
生
ま
れ
で
あ
る
。
当
時
は
出
産
す
る
人
が
多
く
サ
ン
ゴ
ヤ
が
詰

ま
っ
て
い
た
の
で
自
宅
で
出
産
し
た
。
第
二
子
（
長
男
）
は
昭
和
二
七
年
生
ま
れ

で
あ
る
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
。
第
三
子
（
二
女
）
は
昭
和
三
二
年
生
ま
れ
で

あ
る
。
こ
の
三
女
が
浦
底
の
サ
ン
ゴ
ヤ
を
利
用
し
た
最
後
だ
と
思
う
。

第
二
子
の
と
き
は
、
ハ
ラ
ゲ
つ
い
て
か
ら
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
向
か
っ
た
。
ト
リ
ア
ゲ

バ
ア
サ
ン
に
腹
痛
い
と
言
っ
た
ら
す
ぐ
に
出
て
し
ま
う
ほ
ど
軽
い
お
産
で
あ
っ

た
。
そ
の
日
は
午
前
中
は
田
ん
ぼ
の
草
取
り
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
五
日
間

産
小
屋
で
過
ご
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
毎
日
サ
ン
ゴ
ヤ
ま
で
食
事
を
持
っ
て
き

て
く
れ
た
。
小
屋
見
舞
い
に
村
中
の
女
性
が
や
っ
て
来
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
を
出
る
と

き
は
、湯
を
沸
か
し
て
身
を
清
め
て
か
ら
家
に
帰
っ
て
き
た
。
赤
子
は
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
が
抱
い
て
帰
っ
た
。
昭
和
三
〇
年
代
に
入
る
と
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
亡
く

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
敦
賀
の
病
院
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
子

の
と
き
は
行
か
な
か
っ
た
が
、
第
二
子
と
第
三
子
の
と
き
は
常
宮
神
社
へ
行
っ
た
。

サ
ラ
シ
を
一
反
持
っ
て
行
く
と
、
神
社
で
は
二
本
く
れ
る
。
無
事
生
ま
れ
る
と
お

礼
参
り
を
し
た
。
子
ど
も
を
三
方
に
載
せ
て
拝
ん
で
く
れ
た
。
お
宮
参
り
は
男
女

と
も
一
〇
〇
日
目
で
あ
っ
た
。

（
7
）敦
賀
市
立
石
の
サ
ン
ゴ
ヤ                     

【
事
例
25
】
山
本
し
ず
さ
ん（
昭
和
三
年
一
二
月
五
日
生
ま
れ
）

立
石
は
敦
賀
半
島
の
最
先
端
に
位
置
す
る
集
落
で
あ
る
。
戸
数
二
四
軒
の
立
石

は
、
漁
業
が
中
心
で
農
地
も
若
干
あ
っ
た
。
し
ず
さ
ん
は
立
石
生
ま
れ
で
あ
る
。
昭

和
二
五
年
二
月
、
同
じ
集
落
の
山
本
家
へ
嫁
ぎ
、
翌
二
六
年
一
月
二
五
日
の
午
前
中
、

第
一
子（
長
女
）を
出
産
し
た
。腹
痛
で
ず
っ
と
苦
し
ん
で
い
た
の
で
、「
腹
が
痛
た
ー
」

と
言
っ
て
い
た
。
お
腹
の
痛
い
お
産
は
つ
ら
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
も
出
産
当
日
は

雪
が
降
っ
て
い
て
道
が
悪
く
、
歩
き
づ
ら
い
の
で
自
宅
で
産
む
こ
と
に
し
た
。
姑
が

ニ
ワ
の
土
間
に
灰
を
敷
き
、そ
の
上
に
ボ
ロ
を
載
せ
て
、そ
の
上
で
何
か
に
つ
か
ま
っ

て
す
わ
っ
た
姿
勢
で
産
ん
だ
。
何
に
つ
か
ま
っ
た
か
は
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
二
人
来
て
く
れ
、
一
人
は
後
ろ
か
ら
産
婦
を
抱
え
、
も
う

一
人
は
前
に
い
て
赤
子
を
取
り
上
げ
た
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
は
必
ず
二
人
で
、
し

ず
さ
ん
の
と
き
は
ち
ょ
う
ど
交
替
時
期
で
、ベ
テ
ラ
ン
の
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が「
わ

た
し
ら
は
年
寄
り
さ
け
ー
」
と
言
っ
て
、
新
し
い
二
人
に
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
年
寄
り
と
言
っ
て
も
六
〇
歳
代
で
あ
っ
た
。
ノ
チ
ザ
ン
は
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン

が
コ
モ
に
包
み
、
大
師
が
祀
っ
て
あ
る
浜
に
下
が
る
道
の
と
こ
ろ
に
あ
る
大
き
な
岩

の
洞
に
捨
て
た
。
二
人
の
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
は
手
分
け
を
し
て
、
ノ
チ
ザ
ン
捨
て

と
産
湯
浴
び
せ
を
し
て
く
れ
た
。
雪
の
様
子
を
み
て
、
出
産
当
日
の
う
ち
に
姑
が
赤

子
を
抱
い
て
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
っ
た
。
第
一
子
の
と
き
は
二
八
日
間
サ
ン
ゴ
ヤ
に
滞
在

し
て
か
ら
家
に
戻
っ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
四
畳
半
し
か
な
い
が
、
第
一
子
出
産
の
と
き

は
、
既
に
一
月
二
〇
日
に
出
産
し
た
産
婦
が
先
に
い
た
。
先
に
入
っ
た
人
が
入
口
に

近
い
と
こ
ろ
を
使
う
決
ま
り
で
あ
っ
た
。
第
一
子
の
と
き
は
、
後
か
ら
サ
ン
ゴ
ヤ
に
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入
っ
て
き
た
産
婦
が
い
た
の
で
、
狭
い
部
屋
に
数
日
間
は
三
人
で
過
ご
し
た
。
こ
の

よ
う
な
仲
間
は
小
屋
を
出
て
か
ら
も
自
然
に
仲
良
く
な
っ
た
。

第
一
子
出
産
の
こ
ろ
は
、
二
月
正
月
だ
っ
た
の
で
、
皆
が
餅
を
搗
い
て
持
っ
て
き

た
。「
小
屋
乞
食
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
村
中
の
人
が
何
か
持
っ
て
き
て
く
れ

た
の
で
、
そ
れ
を
食
べ
て
い
れ
ば
良
か
っ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
は
産
婦
が
ご
飯
を
銘
々

炊
き
、
お
汁
だ
け
は
一
緒
に
作
っ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
に
入
る
と
き
に
産
婦
は
米
櫃
用
の

一
斗
缶
を
持
っ
て
行
っ
た
。
帰
る
と
き
は
米
が
一
杯
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
く
ら
い

米
は
見
舞
い
に
使
わ
れ
た
。
親
戚
は
一
升
、
他
人
は
五
合
と
決
ま
っ
て
い
た
。
親
戚

は
着
物
の
布
を
別
途
持
っ
て
き
た
。
お
か
ず
は
白
菜
大
根
な
ど
時
季
の
も
の
を
食
べ

た
。
冬
場
は
あ
ま
り
魚
が
捕
れ
な
か
っ
た
の
で
、
オ
コ
ゼ
の
味
噌
汁
は
貴
重
で
あ
っ

た
。
味
噌
汁
は
一
日
三
回
飲
ん
で
い
た
。
鯖
、
鰤
な
ど
の
背
中
が
青
い
青
魚
は
、
出

産
後
は
身
体
に
良
く
な
い
と
言
わ
れ
た
。岸
本
家
の
そ
ば
の
水
を
バ
ケ
ツ
で
汲
ん
だ
。

第
一
子
（
長
女
）
の
と
き
は
冬
だ
っ
た
の
で
、暖
房
に
は
柴
を
折
っ
て
燃
や
し
た
。

狭
い
空
間
で
窓
も
な
く
、「
け
ぶ
と
ー
て
、
け
ぶ
と
ー
て
」
と
い
う
状
況
だ
っ
た
。

こ
の
期
間
は
、
と
に
か
く
寝
て
い
る
だ
け
で
、
夫
は
サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
絶
対
来
な
い
。

名
前
は
、家
で
勝
手
に
決
め
て
い
た
の
で
夫
が
サ
ン
ゴ
ヤ
に
来
る
必
要
は
な
か
っ
た
。

し
ず
さ
ん
が
出
産
し
た
こ
ろ
、
サ
ン
ゴ
ヤ
は
現
在
の
よ
う
な
瓦
葺
き
で
は
な
く
、
藁

葺
き
小
屋
で
あ
っ
た
。
雪
が
降
っ
て
く
る
と
、
隙
間
か
ら
雪
が
吹
き
込
ん
で
く
る
の

で
、
手
元
に
あ
る
稲
藁
を
掛
け
て
暖
を
と
っ
て
寝
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
立
石
の
サ
ン

ゴ
ヤ
は
、
昭
和
三
二
年
に
瓦
葺
き
の
小
屋
に
新
築
さ
れ
た
。

第
二
子
（
二
女
）
は
、
昭
和
二
七
年
一
一
月
六
日
に
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
。
こ

の
と
き
は
出
産
前
に
、
サ
ン
ゴ
ヤ
ま
で
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
い
っ
た
。
夕
食
を
食
べ
て

な
か
っ
た
の
で
気
張
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
は
第
一
子
の
と
き
に
同
室
し

た
産
婦
が
先
に
入
っ
て
い
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
に
行
く
ま
で
の
道
中
は
、
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア

サ
ン
が
一
人
付
き
添
っ
て
く
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
か
つ
て
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
行
く
途
中

で
産
ま
れ
て
し
ま
っ
た
妊
婦
が
い
た
の
で
、
必
ず
付
き
添
う
習
慣
に
な
っ
て
い
た
。

サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
力
綱
が
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
た
が
、
こ
の
縄
は
誰
が
取
り
替
え
る
の
か

は
知
ら
な
い
と
い
う
。

第
三
子
（
長
男
）
は
、
昭
和
三
〇
年
三
月
一
〇
日
に
自
宅
で
出
産
し
た
。
そ
の
日

の
夕
方
、お
腹
が
痛
く
な
っ
て「
今
日
の
ヨ
サ
リ（
夜
去
り
）に
で
も
産
ま
れ
る
か
な
」

と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
、
自
宅
で
産
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。
風
呂
を
浴
び
る
と
早
く
産

ま
れ
る
と
い
う
が
、
風
呂
か
ら
上
が
っ
て
寝
よ
う
と
し
た
ら
産
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た

の
で
、
あ
わ
て
て
土
間
で
産
ん
だ
。
近
所
の
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
二
人
が
来
て
く
れ

た
。
宵
の
う
ち
に
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
っ
た
。
同
じ
く
ら
い
の
年
配
の
女
性
は
皆
、
秋
に

産
ん
で
し
ま
っ
て
い
た
の
で
、
一
人
で
二
一
日
間
を
ゆ
っ
く
り
過
ご
せ
た
。

第
四
子
（
三
女
）
は
、昭
和
三
二
年
一
〇
月
九
日
に
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
。
行
っ

た
と
き
は
一
人
で
あ
っ
た
が
、
後
か
ら
産
婦
が
入
っ
て
き
た
の
で
都
合
二
人
に
な
っ

た
。
妊
娠
五
か
月
経
つ
と
、
母
子
手
帳
を
も
ら
う
た
め
に
、
敦
賀
市
の
竹
内
と
い
う

産
婦
人
科
医
院
へ
行
っ
た
。
こ
の
と
き
は
で
き
た
ば
か
り
の
観
光
船
に
乗
っ
て
行
っ

た
。山

本
し
ず
さ
ん
の
出
産
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
子
（
長
女
）
昭
和
二
六
年
一
月
二
五
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
二
子
（
二
女
）
昭
和
二
七
年
一
一
月
六
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
三
子
（
長
男
）
昭
和
三
〇
年
三
月
一
〇
日
生
ま
れ
。
自
宅
で
出
産
し
、
サ
ン

ゴ
ヤ
に
移
る
。

第
四
子
（
三
女
）
昭
和
三
二
年
一
〇
月
九
日
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

【
事
例
26
】
刀
根
ヨ
ソ
エ
さ
ん（
昭
和
九
年
三
月
一
一
日
生
ま
れ
）

刀
根
ヨ
ソ
エ
さ
ん
は
立
石
生
ま
れ
で
あ
る
。
父
が
厄
年
の
四
二
歳
の
と
き
に
二
歳

に
な
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
四
二
の
二
つ
子
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
場
合
は
「
外
」

を
付
け
る
習
わ
し
が
あ
り
、「
ヨ
ソ
エ
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。
立
石
の
岸
本
外
次
、

岸
外
次
、
山
本
正
行
の
母
ソ
ト
エ
な
ど
、
い
ず
れ
も
同
様
の
習
わ
し
か
ら
付
け
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
四
二
の
二
つ
子
だ
っ
た
の
で
、
サ
ン
ゴ
ヤ
の
入
り
口
に
ト
リ
ア
ゲ

バ
ア
サ
ン
が
捨
て
る
真
似
を
し
、
そ
し
て
隣
の
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
す
ぐ
に
拾
っ
て
く
れ

た
ら
し
い
。
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ヨ
ソ
エ
さ
ん
は
、
四
人
の
子
ど
も
を
出
産
し
た
。
第
一
子
（
長
女
）
は
、
昭
和

三
一
年
三
月
に
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
。
第
二
子
（
二
女
）
は
、
昭
和
三
二
年
一
一

月
に
自
宅
で
産
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。「
寝
に
い
か
ね
ば
な
ら
ん
」
と
言
わ
れ
、
そ
の

日
の
う
ち
に
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
っ
た
。二
一
日
間
は
サ
ン
ゴ
ヤ
に
い
た
。第
三
子（
三
女
）

は
、
昭
和
三
四
年
一
一
月
に
敦
賀
市
の
滝
澤
助
産
院
で
出
産
し
た
。
助
産
院
で
一
〇

日
間
過
ご
し
、
自
分
の
家
の
船
で
帰
っ
て
き
た
。
第
四
子
（
四
女
）
も
昭
和
三
六
年

一
〇
月
に
滝
澤
助
産
院
で
出
産
し
た
。

刀
根
ヨ
ソ
エ
さ
ん
の
出
産
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
子
（
長
女
）
昭
和
三
一
年
三
月
生
ま
れ
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。

第
二
子
（
二
女
）
昭
和
三
二
年
一
一
月
生
ま
れ
。
自
宅
で
出
産
し
、
サ
ン
ゴ
ヤ

に
移
る
。

第
三
子
（
三
女
）
昭
和
三
四
年
一
一
月
生
ま
れ
。
助
産
院
で
出
産
。

第
四
子
（
四
女
）
昭
和
三
六
年
一
〇
月
生
ま
れ
。
助
産
院
で
出
産
。

サ
ン
ゴ
ヤ
は
村
の
お
金
で
作
っ
た
。
北
野
旅
館
の
主
人
が
区
長
の
と
き
に
新
し
く

建
て
替
え
、
瓦
葺
き
に
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
「
お
ぞ
い
（
悪
い
の
意
味
）
小
屋
や
っ

た
で
」
と
語
る
ほ
ど
粗
末
な
建
物
で
あ
っ
た
。
昔
は
藁
を
敷
い
て
、
そ
の
上
に
ム
シ

ロ
を
敷
い
た
。
一
束
藁
を
一
二
把
に
し
て
寝
た
。
力
綱
は
普
段
は
ま
る
け
て
上
に
し

ば
っ
て
あ
っ
た
。
そ
れ
を
お
ろ
し
て
使
っ
た
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
は
岸
勝
の
お
ば

あ
ち
ゃ
ん
と
右
馬
光
弘
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
二
人
で
あ
っ
た
。

【
事
例
27
】
上
野
山
よ
し
ゑ
さ
ん（
昭
和
六
年
二
月
一
日
生
ま
れ
）

よ
し
ゑ
さ
ん
は
、敦
賀
市
長
谷
か
ら
立
石
へ
嫁
い
で
き
た
。
第
一
子
（
長
女
）
は
、

昭
和
三
〇
年
秋
に
敦
賀
市
の
親
元
で
出
産
し
た
。
第
二
子
（
長
男
）
は
昭
和
三
二
年

八
月
一
六
日
生
ま
れ
で
、
敦
賀
の
滝
澤
助
産
院
で
出
産
し
た
。
第
三
子
（
二
男
）
は

昭
和
三
四
年
夏
、
婚
家
の
ネ
マ
で
出
産
し
、
そ
の
日
の
う
ち
に
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
行
っ
た
。

そ
の
当
時
、
よ
し
ゑ
さ
ん
の
同
年
代
の
女
性
は
小
屋
へ
行
か
な
い
人
が
多
く
な
っ
て

い
た
。
第
四
子
（
二
女
）
は
、
昭
和
三
六
年
生
ま
れ
で
、
自
宅
で
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ

ン
が
取
り
上
げ
て
く
れ
た
。
産
ん
で
す
ぐ
に
小
屋
へ
行
っ
た
。
田
植
え
が
忙
し
か
っ

た
の
で
、
敦
賀
市
の
助
産
院
へ
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
仕
方
な
く
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
行
っ

た
。
小
屋
は
赤
土
を
叩
い
た
土
間
で
、
寝
る
と
こ
ろ
は
藁
を
敷
い
た
。
そ
の
時
分
は

首
つ
り
自
殺
が
流
行
っ
た
。
小
屋
に
は
縄
が
吊
し
て
あ
っ
た
の
で
、
私
は
ど
ん
な
も

の
で
も
縄
を
見
る
と
気
が
変
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
赤
子
を
置
い
て
、「
こ
ん
な
と
こ

嫌
や
」
と
、
い
っ
た
ん
家
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
家
族
は
あ
わ
て
て
小
屋
ま
で
私

を
送
っ
て
く
れ
た
が
、
ど
う
し
て
も
サ
ン
ゴ
ヤ
に
い
る
と
気
が
滅
入
る
の
で
、
数
日

し
て
家
に
帰
っ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
亡
く
な
っ
た
人
が
あ
っ
た
の
も
嫌
な
気
分
に
な
っ

た
原
因
だ
ろ
う
と
い
う
。

上
野
山
よ
し
ゑ
さ
ん
の
出
産
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

第
一
子
（
長
女
）
昭
和
三
〇
年
生
ま
れ
。
実
家
で
出
産
。

第
二
子
（
長
男
）
昭
和
三
二
年
八
月
一
六
日
生
ま
れ
。
助
産
院
で
出
産
。

第
三
子
（
二
男
）
昭
和
三
四
年
夏
生
ま
れ
。
自
宅
で
出
産
し
、
サ
ン
ゴ
ヤ
に
移

る
。

第
四
子
（
二
女
）
昭
和
三
六
年
生
ま
れ
。
自
宅
で
出
産
し
、サ
ン
ゴ
ヤ
に
移
る
。

以
上
が
、立
石
に
住
む
三
人
の
女
性
た
ち
の
サ
ン
ゴ
ヤ
利
用
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

山
本
し
ず
さ
ん
が
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
の
は
四
回
の
う
ち
二
回
だ
け
で
あ
り
、
結

果
と
し
て
力
綱
を
使
っ
た
の
は
そ
の
二
回
だ
け
と
な
る
。
古
い
藁
葺
き
の
サ
ン
ゴ
ヤ

の
時
代
で
あ
る
か
ら
、
建
物
内
部
は
砂
を
敷
い
た
土
間
で
、
砂
の
上
に
藁
を
敷
き
詰

め
、
そ
の
上
に
ム
シ
ロ
を
敷
い
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
を
出
る
際
に
藁
や
ボ
ロ
は
ま
と
め
て

お
き
、
落
ち
着
い
て
か
ら
産
婦
が
そ
れ
ら
を
焼
却
し
た
。

刀
根
ヨ
ソ
エ
さ
ん
（
昭
和
九
年
生
ま
れ
）
は
、
四
人
の
子
ど
も
を
出
産
し
た
が
、

サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
の
は
第
一
子
（
長
女
・
昭
和
三
一
年
生
ま
れ
）
だ
け
で
、
第

二
子
（
二
女
・
昭
和
三
二
年
生
ま
れ
）
は
、
自
宅
で
産
ま
れ
、「
寝
に
い
か
ね
ば
な

ら
ん
」
と
言
わ
れ
、
そ
の
日
の
う
ち
に
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
っ
た
。
第
三
子
（
三
女
・
昭

和
三
四
年
生
ま
れ
）
と
第
四
子
（
四
女
・
昭
和
三
六
年
生
ま
れ
）
は
、
い
ず
れ
も
敦

賀
市
内
の
助
産
院
で
出
産
し
て
い
る
。
昭
和
三
五
年
は
、
全
国
的
に
み
て
自
宅
出
産
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と
病
院
出
産
の
比
率
が
入
れ
替
わ
る
年
で
あ
り
、
自
宅
出
産
か
ら
病
院
出
産
へ
と
、

大
き
く
移
り
変
わ
る
転
換
期
で
あ
っ
た
。

上
野
よ
し
ゑ
さ
ん
（
昭
和
六
年
生
ま
れ
）
の
場
合
、
第
一
子
は
敦
賀
市
の
親
元
で

出
産
し
、
第
二
子
は
敦
賀
市
の
滝
澤
助
産
院
で
出
産
し
た
。
第
三
子
の
と
き
に
初
め

て
自
宅
出
産
後
に
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
行
っ
た
。
そ
し
て
第
四
子
も
同
様
に
自
宅
出
産
後
に

サ
ン
ゴ
ヤ
へ
行
っ
た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、「
私
の
ま
わ
り
で
は
コ
ヤ
に
行
か
ね
ば
い

け
な
い
」
と
い
う
意
識
が
強
か
っ
た
。
昭
和
三
六
年
に
第
四
子
を
自
宅
で
産
ん
だ
後

サ
ン
ゴ
ヤ
へ
行
っ
た
も
の
の
、
当
時
首
つ
り
自
殺
が
流
行
し
社
会
問
題
に
も
な
っ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
力
綱
を
見
る
と
首
つ
り
を
思
い
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
は
現
代
で
は
「
産
後
う
つ
」「
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ブ
ル
ー
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
不
安

定
な
精
神
状
態
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
結
局
、
彼
女
は
数
日
後
に
サ
ン

ゴ
ヤ
を
出
て
自
宅
で
休
養
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
よ
う
に
サ
ン
ゴ
ヤ
利
用
の
終
焉

期
に
は
、
す
べ
て
の
出
産
を
サ
ン
ゴ
ヤ
で
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
敦
賀
市
内

に
あ
る
実
家
や
助
産
院
な
ど
で
助
産
婦
に
よ
る
取
り
上
げ
を
経
験
し
た
産
婦
が
、
婚

家
に
戻
っ
て
姑
に
勧
め
ら
れ
、
仕
方
な
く
サ
ン
ゴ
ヤ
を
利
用
し
た
ケ
ー
ス
が
多
い
よ

う
で
あ
る
。
こ
れ
は
交
通
の
問
題
だ
け
で
な
く
経
済
的
な
関
係
も
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

立
石
で
は
、
昭
和
三
一
年
に
産
婦
が
死
亡
す
る
事
件
が
発
生
し
た
。
そ
の
人
は
ア

ト
ザ
ン
が
な
か
な
か
降
り
な
か
っ
た
の
で
、
急
き
ょ
敦
賀
市
内
の
医
師
に
往
診
を
頼

む
こ
と
に
な
っ
た
。こ
の
と
き
は
電
話
が
無
か
っ
た
の
で
、船
で
医
師
を
迎
え
に
行
っ

た
。
医
師
が
来
る
ま
で
に
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
た
の
で
、
産
婦
は
医
師
の
到
着

前
に
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
産
死
一
件
は
、
立
石
に
住
む
女
性
た
ち
に
と
っ
て
衝
撃
的

な
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
昭
和
三
〇
年
代
に
お
け
る
出
産
環
境
は
大
き

な
変
貌
期
で
あ
っ
た
。
な
お
、立
石
の
サ
ン
ゴ
ヤ
の
使
用
は
昭
和
三
九
年
が
最
後
で
、

利
用
し
た
の
は
岸
本
奈
美
子
さ
ん
で
あ
っ
た
。

（
8
）敦
賀
市
白
木
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
28
】
橋
本
八
重
子
さ
ん（
昭
和
四
年
三
月
一
六
日
生
ま
れ
）

橋
本
八
重
子
さ
ん
の
時
代
は
、
お
産
を
す
る
と
き
は
主
屋
で
と
い
う
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
。「
神
に
穢
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
ナ
ヤ
な
ど
の
作
業
小
屋
で
出
産

し
た
。
ナ
ヤ
に
は
力
綱
は
な
か
っ
た
。
板
の
間
の
上
に
ワ
ラ
ス
ベ
を
敷
き
、
そ
の
上

に
布
団
皮
を
載
せ
た
。ワ
ラ
ス
ベ
の
ほ
う
が
柔
ら
か
い
。へ
そ
の
緒
は
何
か
で
し
ば
っ

た
も
の
で
あ
る
。
へ
そ
の
緒
は
改
め
て
保
存
し
な
か
っ
た
。

昔
は
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
を
し
た
。
姑
た
ち
は
サ
ン
ゴ
ヤ
で
産
ん
だ
と
い
う
。
橋
本

さ
ん
の
出
産
に
立
ち
会
っ
た
の
は
孫
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
で
、
た
い
て
い
は
決
ま
っ
て

い
た
。
橋
本
さ
ん
の
と
き
は
三
人
の
孫
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
来
た
。
こ
の
孫
ば
あ
ち
ゃ
ん

た
ち
は
、
出
産
時
に
は
そ
ば
に
い
て
、
暑
い
と
き
は
う
ち
わ
で
あ
お
い
で
く
れ
、
出

産
時
に
は
「
頑
張
っ
て
」
と
励
ま
し
て
く
れ
た
り
、
腰
を
抱
い
て
く
れ
た
り
し
た
。

へ
そ
の
緒
を
切
っ
て
く
れ
た
。
後
産
は
捨
て
る
場
所
が
決
ま
っ
て
い
て
、
シ
オ
カ
ド

と
い
う
場
所
で
後
産
な
ど
を
処
理
し
た
。
こ
の
シ
オ
カ
ド
は
昔
、
塩
を
作
っ
て
い
た

と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
う
。

ア
カ
ゴ
ワ
ラ
（
赤
子
原
）
と
い
う
名
称
は
、
後
産
や
犬
猫
が
死
ん
だ
と
き
に
埋
け

る
場
所
に
な
っ
て
い
る
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
は
い
ろ
い
ろ
な
作
業
を
切
り
ま
わ
し

て
く
れ
た
。
妊
婦
に
と
っ
て
一
番
力
に
な
る
人
で
あ
っ
た
。
産
湯
は
川
か
ら
の
水
を

汲
ん
で
お
い
て
お
湯
を
沸
か
し
た
。「
ご
苦
労
や
か
ら
」
と
言
わ
れ
二
日
間
は
ご
馳

走
を
食
べ
て
い
た
。

ナ
ヤ
で
産
ん
だ
後
、
三
日
目
の
朝
、
マ
ゴ
バ
ア
チ
ャ
ン
（
義
理
の
祖
母
）
に
連
れ

ら
れ
て
、
サ
ン
ゴ
ヤ
に
行
っ
た
。
オ
ヒ
サ
ン
（
太
陽
）
に
当
た
る
の
は
よ
く
な
い
と

い
い
、
イ
タ
カ
サ
（
菅
笠
）
を
か
ぶ
っ
て
出
た
。
そ
の
た
め
に
オ
ヒ
サ
ン
が
出
な
い

う
ち
に
移
っ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
た
ち
が
き
れ
い

に
し
て
く
れ
た
。
八
畳
間
で
、
板
の
間
も
あ
っ
た
。
炊
事
場
も
あ
っ
た
が
、
囲
炉
裏

は
切
っ
て
な
か
っ
た
。
暖
房
は
火
鉢
で
炭
を
起
こ
し
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
木
造
で
冬
は

大
変
寒
か
っ
た
。
小
さ
な
窓
が
あ
っ
た
が
、
夏
場
は
虫
が
入
っ
て
く
る
の
で
開
け
ら
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図３　縄間のサンゴヤ平面図（旧）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図４　縄間のサンゴヤ平面図（新）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図５　常宮のサンゴヤ平面図（旧）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図６　常宮のサンゴヤ平面図（新）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図７　沓のサンゴヤ平面図（旧）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図８　沓のサンゴヤ平面図（新）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図９　手浦のサンゴヤ平面図（新）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）
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図10　色浜のサンゴヤ平面図（旧）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図11　色浜のサンゴヤ平面図（石田寿信作図）

図12　浦底の産小屋平面図（旧）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図13　浦底の産小屋平面図（新）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図14　立石のサンゴヤ平面図（旧）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図15　立石のサンゴヤ平面図（新）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図16　白木のサンゴヤ平面図（旧）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）

図17　白木のサンゴヤ平面図（新）
（塩津三治『敦賀半島の産小屋・月小屋』より転載）
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れ
ず
暑
か
っ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
で
は
、
何
も
し
な
い
で
過
ご
し
た
。
男
の
子
は
二
三
日

間
、
女
の
子
は
一
日
多
く
二
四
日
間
で
あ
っ
た
。

出
産
直
前
ま
で
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
二
四
日
間
は
大
切
な
時
間
で
あ
っ
た
。

家
に
帰
る
と
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
期
間
は
ゆ
っ
く
り
で

き
た
。
産
後
は
各
家
が
何
か
し
ら
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
一
五
軒
の
家
は
皆
親
戚
み

た
い
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ボ
タ
モ
チ
、
か
や
く
ご
飯
な
ど
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
の

で
、
ボ
タ
モ
チ
は
よ
く
食
べ
た
。
昼
間
は
一
人
で
あ
る
が
、
夜
に
な
る
と
実
家
の
孫

ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ほ
と
ん
ど
毎
日
来
て
、
一
緒
に
泊
ま
っ
て
く
れ
た
。
朝
ご
は
ん
ま
で

に
は
家
に
戻
っ
た
。

産
婦
が
食
べ
て
は
い
け
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
揚
げ
豆
腐
は
油
で
オ
ナ
カ
ト
オ
ス

と
い
っ
て
食
べ
な
か
っ
た
。
酢
の
物
も
駄
目
で
七
五
日
間
は
良
く
な
い
と
い
っ
た
。

餅
や
オ
コ
ゼ
の
お
み
お
つ
け
は
良
い
と
い
う
。
オ
コ
ゼ
が
か
か
る
と
サ
ン
ゴ
ヤ
の
人

に
お
つ
ゆ
に
し
て
食
べ
さ
せ
た
。
乳
が
よ
く
出
る
と
い
う
。
山
の
神
に
は
干
し
た
オ

コ
ゼ
を
供
え
た
。

産
見
舞
い
と
い
っ
て
、
二
四
日
の
間
に
村
人
が
持
っ
て
く
る
の
が
習
わ
し
で
あ
っ

た
。
男
性
は
サ
ン
ゴ
ヤ
に
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
用
事
が
あ
る

と
い
う
の
で
夫
が
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
来
た
事
例
も
あ
る
。「
コ
ヤ
さ
に
入
っ
た
ら
宮
さ
ん

に
参
る
の
を
遠
慮
す
る
」と
言
わ
れ
た
。
昔
は
男
性
は
毎
日
一
回
は
参
詣
し
て
い
た
。

橋
本
八
重
子
さ
ん
は
毎
日
お
宮
に
参
っ
た
。

サ
ン
ゴ
ヤ
に
は「
入
る
」と
い
う
。サ
ン
ゴ
ヤ
に
複
数
の
人
が
入
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

白
木
に
は
「
小
屋
越
」
と
い
う
苗
字
が
あ
る
。
越
は
付
近
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、

こ
の
小
屋
越
は
月
小
屋
の
付
近
に
あ
っ
た
か
ら
付
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
橋
本
さ

ん
の
時
代
に
は
、
小
屋
越
家
の
と
こ
ろ
で
食
べ
た
と
い
う
。
昔
は
家
の
ナ
ヤ
な
ど
で

一
週
間
程
食
べ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
真
っ
暗
に
な
っ
て
か
ら
小
屋
へ
行
っ
て

お
湯
を
持
っ
て
身
体
を
清
め
て
き
た
。
月
経
が
済
む
と
小
屋
に
移
っ
た
。
こ
の
小
屋

に
は
何
も
な
く
、
戸
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
中
に
は
細
い
板
が
あ
っ
て
腰
掛
け
ら
れ

た
。
生
後
一
〇
〇
日
目
く
ら
い
に
は
首
が
据
わ
り
始
め
る
の
で
フ
ゴ
に
入
れ
て
育
て

る
。
竹
製
で
中
に
藁
を
敷
い
て
赤
子
を
入
れ
た
。

橋
本
八
重
子
さ
ん
の
出
産
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

長
女
（
昭
和
二
五
年
一
〇
月
五
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

長
男
（
昭
和
二
八
年
三
月
一
九
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

次
男
（
昭
和
二
九
年
一
二
月
二
七
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、
サ
ン
ゴ
ヤ
へ

移
る
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

三
男
（
昭
和
三
四
年
一
月
二
七
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

白
木
の
女
性
た
ち
の
出
産
の
事
例
に
つ
い
て
、
出
産
の
場
と
介
助
者
に
絞
っ
て
み

て
ゆ
く
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
事
例
29
】
坂
本
喬
子
さ
ん（
昭
和
七
年
二
月
一
四
日
生
ま
れ
）

長
女
（
昭
和
二
八
年
二
月
二
五
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

長
男
（
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
二
三
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、
サ
ン
ゴ
ヤ
へ

移
る
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

次
女
（
昭
和
三
三
年
三
月
一
二
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

【
事
例
30
】
上
倉
ふ
み
子
さ
ん（
昭
和
一
三
年
九
月
一
日
生
ま
れ
）

長
女
（
昭
和
三
一
年
一
二
月
一
一
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、
サ
ン
ゴ
ヤ
へ

移
る
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

長
男
（
昭
和
三
四
年
一
月
三
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

次
男
（
昭
和
三
六
年
二
月
三
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。
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【
事
例
31
】
川
端
光
子
さ
ん（
昭
和
七
年
五
月
二
七
日
生
ま
れ
）

長
女
（
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
一
日
生
）⇒

サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。
ト
リ
ア
ゲ

バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

次
女
（
昭
和
三
八
年
九
月
五
日
生
）⇒

敦
賀
市
の
産
院
で
出
産
。
一
週
間
後
、

サ
ン
ゴ
ヤ
に
入
る
。

長
男
（
昭
和
四
〇
年
八
月
五
日
生
）⇒

敦
賀
市
の
産
院
で
出
産
。
一
週
間
後
、

新
し
い
サ
ン
ゴ
ヤ
に
入
る
。

【
事
例
32
】
北
野
照
子
さ
ん（
昭
和
八
年
九
月
四
日
生
ま
れ
）

長
男
（
昭
和
三
〇
年
八
月
五
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

次
男
（
昭
和
三
二
年
三
月
一
九
日
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

三
男
（
昭
和
三
四
年
八
月
二
二
生
）⇒

ナ
ヤ
で
出
産
後
、
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
移
る
。

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

白
木
で
は
、
昭
和
初
年
生
ま
れ
の
話
者
た
ち
の
姑
の
時
代
（
昭
和
一
〇
年
代
）
に

は
サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
し
た
と
い
う
。
ど
の
よ
う
な
事
情
で
自
宅
の
納
屋
な
ど
で
出
産

す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
女
性
史
研
究
家
の
田
中
光
子
は
、
昭
和
五
二

年
、白
木
で
明
治
末
年
生
ま
れ
の
話
者
か
ら
聞
き
書
き
を
実
施
し
、そ
の
成
果
を
「
白

木
の
女
た
ち
―
産
小
屋
の
歴
史
の
中
で
―
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
に
書
い
た
。
そ
れ
に

よ
る
と
「
予
定
日
が
近
づ
く
と
、
産
婦
の
母
親
が
産
小
屋
の
掃
除
を
す
る
。
が
ら
ん

と
し
た
土
間
だ
け
の
小
屋
を
掃
き
浄
め
る
と
、
母
親
は
こ
こ
で
陣
痛
に
耐
え
る
娘
の

為
に
、
家
か
ら
持
参
し
た
力
綱
を
梁
か
ら
ぶ
ら
下
げ
た
。
産
婦
は
、
陣
痛
が
始
ま
っ

て
か
ら
小
屋
入
り
を
す
る
。
当
時
の
主
婦
た
ち
は
子
供
が
産
ま
れ
る
直
前
ま
で
働
い

て
い
る
の
が
普
通
の
こ
と
と
さ
れ
、そ
の
故
か
、比
較
的
お
産
が
軽
か
っ
た
。（
中
略
）

小
屋
で
の
出
産
は
時
代
と
共
に
少
な
く
な
り
、
私
が
話
を
聞
い
た
老
婆
た
ち
も
、
家

の
都
合
の
悪
い
時
だ
け
小
屋
を
利
用
し
た
と
語
っ
た
。
最
初
の
子
は
産
婦
の
家
で
、

二
番
目
か
ら
は
、
婚
家
先
の
家
で
産
む
」〔
田
中　

一
九
九
四　

二
三
八
〕
と
い
う
。

サ
ン
ゴ
ヤ
と
自
宅
で
の
出
産
に
関
す
る
変
化
の
経
緯
が
う
か
が
え
る
貴
重
な
聞
き
書

き
資
料
で
あ
る
。

白
木
で
は
、
病
院
出
産
が
始
ま
っ
て
も
退
院
後
に
サ
ン
ゴ
ヤ
で
過
ご
す
慣
行
が
続

い
た
。
そ
れ
は
川
端
光
子
さ
ん
（
昭
和
七
年
生
ま
れ
）
の
事
例
で
明
ら
か
で
あ
る
。

川
端
さ
ん
は
第
一
子
を
昭
和
三
〇
年
に
出
産
し
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
子
ど
も
が
授
か

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
第
二
子
（
昭
和
三
八
年
生
ま
れ
）
の
と
き
は
安
全
を
考

慮
し
て
敦
賀
市
の
産
婦
人
科
病
院
で
出
産
し
た
。
一
週
間
ほ
ど
病
院
に
い
て
、
タ
ク

シ
ー
で
白
木
に
帰
っ
て
き
て
、
サ
ン
ゴ
ヤ
へ
入
っ
た
。
こ
の
と
き
は
老
朽
化
し
た
古

い
サ
ン
ゴ
ヤ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
第
三
子
の
と
き
は
昭
和
四
〇
年
で
、
や
は
り
敦
賀

市
の
産
婦
人
科
病
院
へ
入
院
し
て
、
退
院
後
に
新
築
し
た
ば
か
り
の
サ
ン
ゴ
ヤ
に

入
っ
た
。
新
し
い
サ
ン
ゴ
ヤ
は
瓦
葺
き
で
、畳
の
部
屋
と
板
の
間
の
二
室
で
あ
っ
た
。

使
わ
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
は
分
校
の
先
生
の
住
宅
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。

昭
和
五
一
年
の
文
化
庁
調
査
で
は
、「
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
が
マ
チ
の
産
院
等
で

出
産
し
、
こ
の
小
屋
で
出
産
す
る
の
は
特
別
な
場
合
だ
け
で
あ
る
が
、
退
院
後
の
何

日
間
か
は
こ
の
小
屋
で
寝
起
き
し
、
家
族
や
ム
ラ
人
か
ら
の
別
居
生
活
の
場
と
し
て

利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
小
屋
を
利
用
す
る
日
数
は
、
旧
来
の
決
ま
り
が
守
ら
れ
て

お
り
、
退
院
し
て
か
ら
産
後
二
四
日
目
ま
で
こ
こ
に
い
て
か
ら
帰
宅
し
た
。
小
屋
で

の
生
活
は
、
旧
来
の
そ
れ
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
が
、
医
師
の
指
導
等
に
よ
り
、
若

干
変
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。」〔
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編　

一
九
八
九　

五
二
〕
と
報
告
さ
れ
た
通
り
で
あ
っ
た
。
新
し
く
建
て
た
サ
ン
ゴ
ヤ
は
、
電
気
・
水

道
も
引
か
れ
た
近
代
的
施
設
で
あ
る
。
西
山
や
よ
い
の
調
査
（
昭
和
四
九
年
〜
五
〇

年
）
の
時
点
で
、
白
木
の
サ
ン
ゴ
ヤ
は
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

昭
和
四
五
年
に
原
子
力
発
電
所
は
運
転
を
開
始
し
た
が
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
昭
和

四
〇
年
こ
ろ
か
ら
敦
賀
市
か
ら
の
道
路
が
整
備
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
敦
賀
市
内
の

病
院
で
出
産
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
大
き
な
理
由
で
あ
ろ
う
。
川
端
さ
ん
が
タ
ク

シ
ー
で
帰
っ
て
き
た
と
語
る
の
は
そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
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5　

小
浜
市
犬
熊
の
サ
ン
ゴ
ヤ

【
事
例
33
】
浜
岸
春
野
さ
ん（
大
正
一
〇
五
年
二
月
二
〇
日
生
ま
れ
）

　

長
男
（
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
二
〇
日
生
）⇒

実
家
で
出
産
。

　

長
女
（
昭
和
三
二
年
二
月
生
）⇒

サ
ン
ゴ
ヤ
で
出
産
。
巧
者
な
隣
の
オ
バ

ア
サ
ン
が
出
産
介
助
。

サ
ン
ゴ
ヤ
は
現
在
消
防
小
屋
が
建
つ
位
置
に
あ
っ
た
。
生
ま
れ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る
の
で
、
サ
ン
ゴ
ヤ
を
片
付
け
て
き
れ
い
に
し
た
。
こ
こ
に
は
産
婆
が
い
な
い

の
で
、
隣
の
巧
者
な
オ
バ
ア
サ
ン
が
取
り
上
げ
て
く
れ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
板
の
間
で

あ
り
、
浜
砂
は
敷
か
な
い
。
ム
シ
ロ
を
敷
き
、
そ
の
上
に
普
通
の
布
団
を
敷
い
た
。

昔
の
人
は
ワ
ラ
ス
ベ
布
団
だ
っ
た
と
い
う
。
お
腹
が
痛
く
な
っ
て
か
ら
す
ぐ
に
サ
ン

ゴ
ヤ
へ
入
っ
た
。
昔
の
人
は
力
綱
を
引
っ
張
っ
た
と
い
う
が
、
浜
岸
さ
ん
は
縄
が
な

か
っ
た
の
で
ぶ
ら
下
が
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
巧
者
の
オ
バ
ア
サ
ン
が
後
ろ
か
ら
腰

を
な
ぜ
て
く
れ
た
。
サ
ン
ゴ
ヤ
に
は
一
八
日
間
入
っ
て
い
た
。
村
の
人
が
小
屋
見
舞

い
を
持
っ
て
き
た
。

6　

小
括

福
井
県
敦
賀
市
白
木
の
サ
ン
ゴ
ヤ
は
、
昭
和
五
〇
年
代
ま
で
使
用
さ
れ
た
。
わ
が

国
で
最
後
ま
で
産
屋
が
利
用
さ
れ
た
事
例
と
言
え
よ
う
。
白
木
以
外
で
も
敦
賀
半
島

で
は
戦
後
も
サ
ン
ゴ
ヤ
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
出
産
文
化
を
考
え
る
際
に
極
め
て
重

要
な
地
域
で
あ
る
。
敦
賀
半
島
の
サ
ン
ゴ
ヤ
に
関
し
て
は
、
先
行
研
究
が
充
実
し
て

い
る
。
石
井
左
近
編
『
敦
賀
郡
神
社
誌
』（
福
井
県
神
職
会
敦
賀
支
部
、一
九
三
三
年
）

は
、
直
接
神
社
誌
に
は
関
係
な
い
が
、「
元
は
建
国
当
初
よ
り
の
神
国
民
の
古
風
俗

で
あ
り
、
一
は
敬
神
の
念
よ
り
も
出
発
し
た
我
が
祖
先
の
遺
風
で
あ
る
か
ら
研
究
資

料
と
し
て
大
字
毎
に
其
の
概
要
を
記
し
て
置
く
」
と
い
う
主
旨
か
ら
サ
ン
ゴ
ヤ
と
月

小
屋
を
取
り
上
げ
た
。
現
在
の
私
た
ち
は
昭
和
八
年
の
神
社
誌
編
さ
ん
時
点
に
お
け

る
産
小
屋
と
月
小
屋
の
実
態
を
あ
る
程
度
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
白
木
で

は
「
当
区
で
は
産
屋
に
居
る
間
は
、
食
事
は
自
家
か
ら
運
ん
で
ゐ
る
」
と
当
該
地
区

の
特
色
が
記
述
さ
れ
る
。
立
石
の
サ
ン
ゴ
ヤ
は
写
真
が
載
っ
て
お
り
、「
近
年
ま
で

は
初
産
は
四
二
日
間
、
次
か
ら
は
三
六
日
間
で
あ
つ
た
の
を
或
る
有
識
の
某
が
短
縮

し
た
の
が
動
機
と
な
つ
て
、
現
在
の
如
く
に
し
た
の
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
、
籠
も
る

日
数
の
変
化
を
伝
え
て
い
る
。
敦
賀
半
島
西
浦
に
お
け
る
サ
ン
ゴ
ヤ
と
月
小
屋
の
記

述
は
、
こ
の
神
社
誌
を
嚆
矢
と
す
る
。

宗
教
学
者
の
原
田
敏
明（
一
八
九
三
〜
一
九
八
三
）は
、昭
和
一
二
年（
一
九
三
七
）

七
月
一
一
日
に
「
松
原
村
常
宮
」
の
サ
ン
ゴ
ヤ
を
撮
影
し
た
〔
皇
学
館
大
学
神
道
研

究
所
編　

二
〇
〇
七
〕。
お
そ
ら
く
『
敦
賀
郡
神
社
誌
』
に
導
か
れ
て
調
査
に
赴
き
、

そ
の
途
次
に
撮
影
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。サ
ン
ゴ
ヤ
を
各
方
向
か
ら
撮
影
し
て
お
り
、

洗
濯
物
も
写
る
な
ど
貴
重
な
写
真
で
あ
る
。
文
化
庁
の
『
若
狭
の
産
小
屋
習
俗
』
で

は
、
現
存
建
物
の
建
築
年
代
は
「
昭
和
十
年
頃
（
推
定
）」
と
あ
る
が
、
原
田
の
写

真
撮
影
年
月
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
昭
和
一
二
年
に
は
旧
サ
ン
ゴ
ヤ
は
ま
だ
存
在
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。

次
い
で
重
要
な
研
究
を
残
し
た
の
は
経
済
史
学
者
の
杉
本
壽
で
あ
る
。『
若
越
農

政
経
済
史
研
究
』の
第
二
章
で「
農
山
漁
村
と
産
小
屋
制
度
之
研
究
」を
取
り
上
げ
た
。

敦
賀
半
島
の
サ
ン
ゴ
ヤ
調
査
は
、
洲
崎
博
士
の
論
考
に
刺
激
さ
れ
て
、
昭
和
一
〇
年

に
一
週
間
の
現
地
調
査
を
実
施
し
た
成
果
で
あ
る
。
現
存
し
て
い
た
す
べ
て
の
サ
ン

ゴ
ヤ
を
見
学
し
て
平
面
図
を
記
録
し
た
の
は
貴
重
で
あ
る
。
文
化
庁
の
『
若
狭
の
産

小
屋
習
俗
』
に
載
る
図
面
は
直
近
の
過
去
の
も
の
で
あ
る
が
、
杉
本
の
論
考
は
、
そ

れ
以
前
の
古
い
サ
ン
ゴ
ヤ
を
記
録
し
た
例
も
あ
る
。
戦
前
に
お
け
る
サ
ン
ゴ
ヤ
調
査

と
し
て
は
最
も
詳
細
な
も
の
で
あ
る
が
、
民
俗
学
の
分
野
で
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ

て
い
な
い
研
究
成
果
で
あ
る
〔
杉
本　

一
九
七
四
〕。
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❼
京
都
府
福
知
山
市
三
和
町
大
原
の
ウ
ブ
ヤ

1　

最
後
の
産
屋
体
験
者
か
ら
の
聞
き
書
き

京
都
府
福
知
山
市
三み
わ
ち
ょ
う

和
町
大お
お
ば
ら原

に
所
在
す
る
、
茅
葺
き
の
天
地
根
元
造
り
形
式
の

ウ
ブ
ヤ
（
以
下
産
屋
）
は
最
も
有
名
で
あ
る
。
京
都
府
の
有
形
民
俗
文
化
財
（
昭
和

六
〇
年
に
指
定
）
で
あ
り
、
地
元
で
は
大
原
地
区
を
「
産
屋
の
里
」
と
し
て
ま
ち
お

こ
し
を
図
っ
て
い
る
。
こ
の
産
屋
は
大
原
地
区
と
天
一
位
大
原
神
社
（
以
下
大
原
神

社
と
表
記
す
る
）
に
よ
っ
て
管
理
保
存
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、
大
原
で
最
後
の
産
屋

経
験
者
と
さ
れ
る
片
山
ミ
ツ
エ
さ
ん
（
大
正
一
〇
年
一
一
月
一
四
日
生
ま
れ
）
を
平

成
二
四
年
（
二
〇
一
二
）
三
月
一
五
日
に
訪
問
し
、
二
時
間
半
に
わ
た
っ
て
聞
き
書

き
を
行
っ
た
。
そ
の
際
の
記
録
を
ま
と
め
た
の
が
次
の
事
例
で
あ
る
）
10
（

。  

【
事
例
34
】
福
知
山
市
三
和
町
大
原
町
垣
内　

片
山
ミ
ツ
エ
さ
ん（
大
正
一
〇
年
一
一
月
一
四
日

生
ま
れ
）

生
い
立
ち
と
結
婚　
　

私
は
大
原
の
谷
違
い
の
タ
ニ
ガ
イ
チ
で
生
ま
れ
た
。
尋
常
小

学
校
六
年
生
を
卒
業
し
て
か
ら
ず
っ
と
綾
部
の
グ
ン
ゼ
に
勤
め
て
い
た
。
正
月
で

帰
っ
て
き
た
ら
嫁
に
欲
し
い
と
い
う
話
が
あ
っ
て
、
私
は
何
も
わ
か
ら
ず
親
の
言
う

と
お
り
に
し
て
数
え
二
一
歳
で
片
山
家
に
嫁
い
で
き
た
。
後
か
ら
話
を
聞
く
と
、
こ

の
家
の
義
父
（
湖
太
郎
）
は
養
子
で
、
と
て
も
強
情
な
人
で
き
び
し
い
人
だ
っ
た
。

義
父
は
舅
た
ち
と
仲
が
悪
く
な
っ
て
分
家
し
た
。
こ
の
家
は
、
大
工
で
あ
っ
た
義
父

が
建
て
た
が
、
私
の
生
年
の
大
正
一
〇
年
に
棟
上
げ
を
し
た
の
で
何
か
縁
が
あ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
嫁
い
だ
と
き
は
義
父
と
義
母
（
こ
よ
）
と
二
つ
違
い
の
弟
（
二
美
男
）

と
小
学
校
一
年
生
の
弟（
福
正
）の
四
人
い
た
。
主
人（
一
孝
）は
二
二
歳
で
あ
っ
た
。

第
一
子
（
長
男
孝
美
）
昭
和
一
七
年
六
月
一
七
日
生
ま
れ
。

第
二
子
（
長
女
二
美
代
）　

昭
和
二
三
年
一
月
二
一
日
生
ま
れ
。

第
三
子
（
二
男
進
）　

昭
和
二
六
年
一
〇
月
一
二
日
生
ま
れ
。

第
四
子
（
三
男
誠
）　

昭
和
二
八
年
九
月
五
日
生
ま
れ
。
養
子
に
出
し
た
。

結
婚
は
昭
和
一
六
年
の
二
月
節
分
の
前
で
あ
っ
た
。
節
分
は
日
が
良
い
し
、
年
も

改
ま
る
と
い
う
の
で
、
そ
の
日
に
結
婚
し
た
。
ま
だ
会
社
か
ら
暇
が
出
な
か
っ
た
の

で
四
月
ま
で
勤
め
た
。
結
婚
し
て
か
ら
も
会
社
へ
行
っ
た
の
で
、
主
人
と
も
会
う
こ

と
が
な
か
っ
た
。
た
ま
に
主
人
が
綾
部
ま
で
自
転
車
で
面
会
に
来
て
く
れ
た
。
そ
し

て
、
四
月
か
ら
こ
の
家
（
婚
家
）
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
会
社
生
活
が
長
か
っ
た

の
で
、
炊
事
ひ
と
つ
し
た
こ
と
も
な
く
庖
丁
も
持
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
義
母
は

お
と
な
し
い
人
で
あ
っ
た
。「
そ
こ
そ
こ
日
も
経
っ
た
の
で
、
お
か
ず
を
し
て
く
れ

ん
か
」
と
い
う
の
で
、庖
丁
で
芋
の
皮
を
む
く
が
、私
は
庖
丁
が
う
ま
く
使
え
な
か
っ

た
。
分
厚
く
む
い
た
ら
、
義
父
に
「
こ
ん
な
ー
、
分
厚
い
皮
を
む
い
た
ら
食
べ
る
と

こ
あ
ら
へ
ん
」
と
叱
ら
れ
た
。
そ
れ
で
皮
を
む
く
稽
古
を
し
た
り
し
て
炊
事
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。
里
の
親
が
気
に
な
っ
て
来
て
、「
機
嫌
よ
う
し
と
り
ま
す
か
」

と
言
っ
た
ら
、
義
父
は
「
機
嫌
よ
う
も
へ
っ
た
く
り
も
あ
ら
へ
ん
、
芋
の
皮
も
む
け

ん
よ
う
な
嫁
あ
っ
た
も
ん
で
は
な
い
」
と
愚
痴
を
こ
ぼ
し
た
。

メ
ン
ス
が
止
ま
っ
た
の
で
、
お
産
婆
さ
ん
に
見
て
も
ら
っ
た
。
妊
娠
し
た
に
違
い

な
い
と
い
う
の
で
、
子
ど
も
を
授
か
っ
た
ら
し
い
で
す
と
主
人
に
言
っ
た
ら
、「
め

で
た
い
こ
と
や
」
と
喜
ん
で
も
ら
っ
た
。
主
人
は
福
知
山
や
園
部
な
ど
大
き
な
百
姓

屋
や
蚕
飼
い
な
ど
の
家
に
泊
ま
り
で
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
い
た
。
主
人
が
留
守
だ
っ
た

の
で
、
義
母
に
と
こ
と
ん
仕
込
ん
で
も
ら
っ
た
。
子
ど
も
を
授
か
っ
て
福
知
山
や
園

部
へ
泊
ま
り
が
け
で
行
っ
た
が
子
ど
も
が
む
ず
か
っ
た
。
主
人
は
た
ま
に
帰
っ
て
き

て
、
や
さ
し
い
言
葉
を
掛
け
て
く
れ
た
。

初
め
て
の
産
屋　
　

妊
娠
し
て
い
た
と
き
だ
っ
た
が
、
主
人
が
「
今
日
は
畑
に
行
く

ぜ
」
と
言
う
の
で
一
緒
に
鍬
を
持
っ
て
行
っ
た
。
お
腹
が
痛
く
な
っ
て
「
お
父
さ
ん
、

お
腹
が
痛
と
う
な
り
ま
し
た
」
と
言
っ
て
一
人
で
家
に
帰
っ
て
き
た
。
本
家
の
お
ば

ち
ゃ
ん
に
「
お
腹
が
痛
と
う
て
帰
っ
て
き
た
」
と
話
し
た
ら
、
そ
れ
は
子
が
で
き
る

に
違
い
な
い
と
い
う
の
で
お
産
婆
さ
ん
を
迎
え
に
行
っ
て
く
れ
た
。
義
母
が
湯
を
沸
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か
す
な
ど
準
備
し
て
く
れ
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
お
産
婆
さ
ん
が
来
て
く
れ
た
。

お
腹
を
な
ぜ
る
と
す
ぐ
に
子
が
生
ま
れ
た
。
小
さ
い
子
で
、
湯
を
ひ
い
て
き
れ
い
に

し
て
も
ら
っ
た
）
11
（

。
ど
っ
ち
だ
っ
た
と
聞
か
れ
た
と
き
に
「
男
の
子
」
と
言
っ
た
ら
、

そ
れ
だ
け
で
ほ
め
て
も
ら
っ
た
。
お
産
婆
さ
ん
は
後
藤
ス
ミ
エ
さ
ん
で
あ
っ
た
。
私

の
家
の
す
ぐ
前
に
住
ん
で
い
た
。
主
人
が
出
稼
ぎ
に
行
っ
て
い
た
の
で
す
ぐ
に
呼
ん

で
帰
っ
て
き
て
も
ら
っ
て
、
産
屋
に
行
く
よ
う
に
し
た
。

産
屋
の
所
の
橋
は
渡
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
木
の
梯
子
を
渡
し
て

そ
の
上
に
板
を
載
せ
て
渡
っ
た
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
橋
を
渡
っ
た
か
と
い
う
と
、
人

間
は
跨
が
な
い
と
大
勢
授
か
れ
な
い
と
い
う
。
梯
子
の
コ
ウ
が
あ
る
が
、
そ
の
コ
ウ

を
跨
げ
た
ら
子
を
授
か
る
。
そ
れ
で
子
ど
も
が
大
勢
が
生
ま
れ
る
。
人
間
は
股
を
広

げ
て
男
女
の
営
み
を
し
た
ら
子
が
で
き
る
。
コ
ウ
は
子
に
掛
け
て
お
り
、
梯
子
に
は

コ
ウ
が
一
三
あ
っ
た
。
産
め
よ
増
や
せ
よ
の
時
代
で
あ
る
。

ヘ
ヤ
で
お
産
を
し
た
後
、
外
に
出
る
の
に
玄
関
か
ら
出
た
ら
い
か
ん
。
子
ど
も
は

ヘ
ヤ
で
産
ん
だ
。
裏
側
か
ら
出
て
、
下
に
お
り
て
行
っ
た
。
表
口
か
ら
出
て
は
い
け

な
い
。
昔
の
川
は
今
と
違
っ
て
幅
は
狭
か
っ
た
。
昔
は
ヨ
シ
が
一
杯
生
え
て
ひ
ど
い

も
の
で
あ
っ
た
。
義
母
が
抱
い
て
く
れ
た
。
藁
束
を
一
二
束
持
っ
て
ム
シ
ロ
と
布
団

を
運
ん
だ
。
主
人
と
一
緒
に
泊
ま
っ
た
。
産
屋
は
静
か
な
と
こ
ろ
で
、
あ
の
怖
い
お

と
う
さ
ん
（
義
父
）
の
顔
を
見
る
こ
と
も
な
く
，
こ
ん
な
良
い
と
こ
で
あ
れ
ば
何
不

自
由
し
て
も
い
い
か
ら
こ
こ
で
暮
ら
し
た
い
と
思
っ
た
。

産
屋
の
天
井
の
ほ
う
に
大
き
な
蛇
が
い
た
。「
蛇
が
ね
え
、
屋
根
の
所
を
べ
ろ
べ

ろ
と
舌
を
出
し
て
ね
、
太
い
蛇
で
し
た
わ
、
青
い
蛇
で
し
た
。」
と
語
る
。
蛇
は
神

様
の
使
い
だ
か
ら
何
も
し
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。
子
ど
も
を
呑
ま
れ
て
は
叶
わ
ん

と
思
っ
て
し
っ
か
り
抱
い
て
い
た
が
、
帰
り
に
は
蛇
を
見
な
か
っ
た
。
本
当
に
太
い

蛇
で
あ
っ
た
。
蛇
も
怖
か
っ
た
が
、
き
び
し
い
義
父
の
ほ
う
が
怖
か
っ
た
。
蛇
は
神

様
の
使
い
と
い
う
。
ア
ト
ザ
ン
を
食
べ
に
来
た
ら
し
い
。
ア
ト
ザ
ン
は
舅
が
産
屋
の

所
に
運
ん
で
く
れ
た
。
産
屋
の
中
の
隅
に
大
き
な
石
が
置
い
て
あ
り
、
そ
こ
へ
ア
ト

ザ
ン
を
捨
て
た
。
土
を
掘
ら
ず
に
、
た
だ
そ
こ
へ
置
く
だ
け
で
あ
る
。
蛇
が
そ
れ
を

食
べ
に
来
た
の
で
あ
る
。

主
人
は
朝
ご
飯
を
食
べ
て
す
ぐ
に
出
稼
ぎ
に
出
て
行
っ
た
。
お
産
婆
さ
ん
に
湯
を

浴
び
せ
て
も
ら
っ
た
。
タ
ラ
イ
も
持
っ
て
行
っ
た
。
私
は
午
前
一
一
時
こ
ろ
ま
で
い

て
家
に
帰
っ
た
。
裏
か
ら
入
っ
て
き
て
休
ん
だ
。
義
父
が
「
い
っ
ぺ
ん
に
ご
飯
を
食

べ
た
ら
良
く
な
い
の
で
、
二
回
に
し
て
食
べ
る
も
ん
や
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
で
ほ
ん

の
少
し
の
ご
飯
で
、ダ
シ
ジ
ャ
コ
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、大
き
な
の
と
梅
干
し
を
持
っ

て
き
た
。
私
は
昔
か
ら
梅
干
し
が
嫌
い
で
新
聞
紙
に
包
ん
で
し
ま
い
、
五
匹
の
ジ
ャ

コ
を
お
か
ず
に
し
て
食
べ
た
。
次
に
ご
飯
が
来
る
か
と
思
っ
た
ら
来
な
か
っ
た
。
ほ

ん
の
少
し
の
ご
飯
を
い
た
だ
い
た
。
お
む
つ
洗
い
は
川
で
や
っ
た
が
、
そ
の
と
き
に

と
っ
て
お
い
た
梅
干
し
を
川
に
流
し
た
。

お
産
婆
さ
ん
は
毎
日
湯
を
浴
び
せ
に
来
て
く
れ
た
。
一
週
間
ヘ
ヤ
に
い
て
過
ご
し

た
。
三
日
ほ
ど
は
お
乳
が
よ
く
出
た
。
ご
飯
が
少
な
か
っ
た
の
で
乳
の
出
が
少
な
く
、

ヨ
サ
リ
（
夜
中
の
こ
と
を
い
う
）
も
昼
も
な
く
、
ひ
っ
き
り
な
し
に
泣
い
て
い
た
の

で
、
義
父
は
「
お
乳
を
た
く
さ
ん
飲
ま
せ
る
よ
う
に
」
と
言
っ
た
。
乳
が
出
な
い
の

で
米
を
浸
し
て
よ
く
煮
た
の
を
飲
ま
せ
た
。
お
乳
の
代
わ
り
で
あ
っ
た
。
裕
福
な
家

で
は
ミ
ル
ク
を
飲
ま
せ
て
い
た
が
、
わ
が
家
は
そ
ん
な
贅
沢
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ

た
。
そ
の
時
分
は
既
に
ミ
ル
ク
が
あ
っ
た
。
初
乳
は
セ
ン
ダ
イ
（
前
栽
）
の
所
に
納

め
た
。
庭
の
植
木
を
植
え
て
あ
る
と
こ
ろ
を
セ
ン
ダ
イ
と
い
う
。
セ
ン
ダ
イ
に
は
南

天
も
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
初
乳
を
少
し
捨
て
た
。
ど
う
い
う
わ
け
か
知
ら
ん
が
、
初
め

て
の
お
乳
は
納
め
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
納
め
に
行
く
の
は
私
で
あ
っ
た
。

昔
か
ら
セ
ン
ダ
イ
の
所
に
捨
て
る
と
言
っ
て
い
た
。

夫
は
戦
地
へ　
　

子
ど
も
が
大
き
く
な
っ
て
二
歳
に
な
っ
た
と
き
に
、
主
人
に
赤
紙

が
来
た
。
戦
時
中
だ
っ
た
の
で
召
集
令
状
が
来
て
主
人
も
兵
隊
に
行
っ
た
。「
辛
抱

し
て
こ
の
子
を
頼
む
」
と
言
っ
て
出
て
い
っ
た
。
ビ
ル
マ
の
ほ
う
へ
行
く
と
い
う
の

で
面
会
に
行
っ
た
。
主
人
は
赤
子
を
「
か
わ
い
い
、か
わ
い
い
」
と
言
っ
て
く
れ
た
。

帰
り
に
主
人
は
私
に
お
金
を
く
れ
、「
黙
っ
て
お
い
て
、
子
ど
も
に
何
か
買
っ
て
や

れ
」
と
言
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
義
父
は
「
何
か
も
ら
っ
た
ろ
う
」
と
い
う
の
で
、
正
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直
に
言
っ
た
ら
、
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
主
人
も
居
な
い
の
で
働
い
て
働

い
た
。
桑
く
れ
も
手
伝
っ
た
り
し
て
い
た
。

主
人
は
ビ
ル
マ
へ
行
っ
た
。
弟
も
志
願
し
て
戦
争
に
行
っ
た
。
終
戦
に

な
っ
て
み
ん
な
帰
っ
て
き
た
が
、主
人
は
な
か
な
か
帰
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

毎
日
待
っ
て
い
た
あ
る
日
、
マ
ラ
リ
ア
で
戦
死
し
た
と
い
う
知
ら
せ
が
来

た
。
昭
和
二
〇
年
九
月
五
日
、
享
年
二
五
歳
で
あ
っ
た
。
戒
名
は
「
天
松

院
忠
順
禅
居
士
」
で
あ
る
。
弟
の
二
美
男
は
無
事
帰
っ
て
き
て
、
少
し
養

生
し
て
い
た
。
年
頃
に
な
っ
た
の
で
嫁
を
も
ら
っ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
。
義
父
は
、
弟
が
家
を
継
ぐ
よ
う
に
し
た
く
て
、
私
と
子
ど

も
を
実
家
に
帰
ら
せ
た
か
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
弟
に
嫁
を
迎
え
た
か
っ

た
が
、
弟
は
そ
れ
を
知
っ
て
、「
兄
貴
は
戦
争
に
行
っ
て
亡
く
な
っ
た
の

だ
か
ら
、
俺
が
姉
さ
ん
と
子
ど
も
の
面
倒
を
み
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
、
私
は
弟
の
二
美
男
と
一
緒
に
な
っ
た
。

最
後
の
産
屋
利
用　
　

結
婚
後
、
二
美
男
と
の
間
に
赤
子
が
で
き
た
。
女
の
子
で
、

二
美
男
の
二
文
字
を
も
ら
っ
て
二
美
代
と
名
づ
け
た
。
昭
和
二
三
年
一
月
二
一
日
の

生
ま
れ
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
の
は
冬
で
あ
っ
た
。
朝
、
ヘ
ヤ
で
出
産
し
た
。
お
産
婆

さ
ん
は
長
男
の
と
き
と
同
じ
後
藤
さ
ん
で
あ
っ
た
。
産
湯
を
つ
か
ら
せ
て
も
ら
っ
て

か
ら
す
ぐ
に
産
屋
へ
行
っ
た
。

こ
の
と
き
は
雪
が
降
っ
て
い
た
の
で
、
産
屋
の
あ
た
り
の
雪
を
掻
い
て
い
っ
た
。

そ
の
と
き
も
梯
子
を
掛
け
て
渡
っ
た
。
義
父
が
掛
け
て
く
れ
た
。
蛇
は
冬
眠
し
て
い

た
。
主
人
の
二
美
男
は
大
阪
の
ほ
う
に
寒
天
作
り
に
行
っ
て
お
り
、留
守
で
あ
っ
た
。

義
母
が
赤
子
を
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
た
。
家
で
は
女
の
子
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
で

喜
び
、
大
変
か
わ
い
が
っ
た
。
二
美
代
の
と
き
は
乳
が
ち
ゃ
ん
と
出
た
。
こ
の
と
き

も
初
乳
を
捨
て
た
。
電
気
も
通
っ
て
な
か
っ
た
の
で
ラ
ン
プ
を
持
っ
て
行
っ
た
。

産
屋
に
は
便
所
は
な
い
か
ら
、
外
に
出
て
田
ん
ぼ
で
用
を
足
し
た
。
そ
の
と
き
は

長
男
も
連
れ
て
行
っ
た
。
よ
ろ
よ
ろ
し
な
が
ら
ラ
ン
プ
を
持
っ
て
産
屋
へ
行
っ
た
。

布
団
を
着
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
土
間
の
上
に
藁
を
敷
い
て
、
そ
の
上
に
ム
シ
ロ
を
敷

写真19　大原の産屋外観

写真 20　大原の産屋内部

い
た
。
布
団
を
そ
の
上
に
敷
い
て
休
ん
だ
。
コ
タ
ツ
も
な
か
っ
た
の
で
寒
か
っ
た
。

産
屋
に
は
一
夜
だ
け
泊
ま
っ
た
。
晩
ご
飯
と
朝
ご
飯
は
、
義
母
が
盆
に
載
せ
て
運
ん

で
き
て
く
れ
た
。
翌
日
自
宅
に
帰
る
が
、
一
週
間
は
お
産
婆
さ
ん
が
湯
を
浴
び
せ
に

来
て
く
れ
た
。
産
屋
は
昔
か
ら
あ
の
大
き
さ
で
あ
る
。
最
初
の
う
ん
ち
は
黒
い
が
、

何
と
言
う
か
は
知
ら
な
い
。
神
主
の
西
山
さ
ん
に
「
産
屋
に
行
っ
て
き
た
」
と
い
う

と
、「
そ
う
か
よ
か
っ
た
」
と
い
う
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
産
屋
を
出
る
と
村
の
人
が

産
見
舞
い
に
や
っ
て
き
た
。

産
屋
に
行
く
の
は
こ
の
昭
和
二
三
年
生
ま
れ
の
二
美
代
で
終
わ
り
に
な
っ
た
）
12
（

。
昭

和
二
六
年
と
昭
和
二
八
年
生
ま
れ
の
子
ど
も
た
ち
の
と
き
は
産
屋
を
使
わ
な
か
っ

た
。
昭
和
二
六
年
に
な
る
と
、
産
屋
を
使
う
し
き
た
り
が
終
わ
っ
て
い
た
。
マ
チ
ガ

イ
チ
の
女
性
は
産
屋
に
行
か
ん
で
も
い
い
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
大
原
神
社
の
西

山
宮
司
が
行
か
ん
で
も
良
い
と
言
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
で
自
然
に
産
屋

に
行
く
の
は
や
め
よ
う
と
い
う
風
に
な
っ
た
。
産
屋
を
利
用
す
る
の
は
、
大
原
神
社

か
ら
見
え
る
家
だ
け
で
あ
っ
た
。
私
が
最
後
の
利
用
者
で
、
同
年
齢
の
人
は
三
人
い
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た
が
、
一
人
は
亡
く
な
っ
た
。
も
う
一
人
は
現
在
老
人
ホ
ー
ム
に
入
っ
て
い
る
。
そ

し
て
家
に
い
る
の
は
私
一
人
で
あ
る
。
毎
年
、
大
阪
か
ら
助
産
学
校
の
学
生
が
や
っ

て
き
て
、
神
社
で
産
屋
の
こ
と
を
話
し
て
や
っ
た
が
、
足
腰
が
悪
く
な
っ
た
の
で
今

年
（
平
成
二
四
年
）
か
ら
や
め
た
。

小
林
正
子
さ
ん
は
、
産
屋
に
行
っ
て
塩
を
使
っ
た
と
言
っ
て
い
た
が
、
私
は
や
っ

た
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
産
屋
に
行
く
と
き
に
手
ぬ
ぐ
い
を
か
ぶ
る
こ
と
も
な
か
っ

た
）
13
（

。
産
屋
で
使
っ
た
藁
は
持
ち
帰
っ
て
燃
や
し
た
。
ム
シ
ロ
と
布
団
は
処
分
せ
ず
に

持
ち
帰
っ
て
使
っ
た
。
稲
わ
ら
は
ハ
カ
マ
が
付
い
て
い
る
の
で
、
土
間
に
直
接
敷
く

と
ゆ
っ
た
り
で
き
た
。
一
二
束
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。

産
湯
は
、
産
屋
の
中
で
は
で
き
な
い
の
で
、
寒
く
て
も
タ
ラ
イ
を
外
に
出
し
て
産
湯

を
つ
か
ら
せ
た
。
産
屋
の
入
口
に
吊
す
鎌
は
、
悪
い
も
ん
が
来
ん
よ
う
に
と
い
う
魔

除
け
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
産
屋
に
は
誰
も
来
な
い
。
産
屋
を
出
た
ら
産
見
舞
い

と
い
っ
て
村
人
が
声
を
掛
け
て
く
れ
た
。

2　

大
原
の
産
屋
に
関
す
る
記
録
資
料
と
伝
承
資
料

（
1
）「
大
原
神
社
本
紀
」に
み
る
産
屋　

天
一
位
大
原
神
社
の
縁
起
を
書
き
綴
っ
た
も
の
が
神
社
に
五
点
残
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
寛
文
年
中
（
一
六
六
一
〜
一
六
七
三
）
に
書
か
れ
た
「
大
原
神
社
本
紀
」

を
明
治
二
五
年
（
一
八
九
二
）
に
写
し
た
と
さ
れ
る
「
大
原
神
社
本
紀
写
」
の
産
屋

に
関
わ
る
記
述
を
引
用
す
る
。

当
所
の
作
法
に
て
宮
内
の
民
家
女
人
臨
産
乃
と
き
我
家
に
お
い
て
産
生
い
た
す

事
を
得
す
、
宮
地
は
な
れ
て
外
に
産
所
と
て
小
屋
あ
り
、
邨
中
産
婦
軽
重
尊
卑

乃
人
に
よ
ら
す
、
臨
産
の
時
此
産
所
に
い
た
り
て
平
産
す
る
に
、
此
産
所
に
お

ひ
て
難
産
あ
る
も
の
遂
に
き
か
す
、
千
人
万
人
に
至
て
も
安
産
せ
す
と
い
ふ
事

な
し
、
其
産
婦
七
夜
過
て
本
宅
に
帰
る
な
り
、
是
に
も
次
第
あ
る
事
に
な
ん
さ

れ
共
、
爰
に
精
く
述
る
に
及
は
す
略
之
、
故
に
其
産
所
の
砂
を
子
安
乃
砂
と
云

な
り
〔
三
和
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
八　

四
六
四
〕

寛
文
年
間
に
「
産
所
（
＝
産
屋
）」
が
神
社
に
離
れ
て
所
在
し
、「
宮
内
の
民
家
」

で
は
妊
婦
が
そ
こ
で
出
産
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
七
日
間
過
ご
し
て
か
ら
家
に
帰

る
習
俗
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
産
屋
の
砂
は
ご
利
益
が
あ
り
「
子
安
乃
砂
」
と
称
し

て
い
た
こ
と
も
わ
か
る
。

研
究
史
的
に
み
る
と
、
森
下
正
が
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）、「
丹
波
大
原
の
産
屋
」

と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ
で
大
原
の
産
屋
を
紹
介
し
た
の
が
管
見
で
は
民
俗
研
究
上
の

嚆
矢
と
思
わ
れ
る
〔
森
下　

一
九
三
三
〕。
こ
れ
は
『
郷
土
研
究
』
七
巻
一
号
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
社
の
下
を
澄
み
き
つ
た
小
川
が
流
れ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
川
辺
に
産
屋
と

い
ふ
の
が
建
つ
て
ゐ
た
。
―
と
云
ふ
よ
り
あ
る
と
い
ふ
の
が
正
し
い
か
も
知
れ

な
い
。
柱
は
一
本
も
な
く
麦
藁
屋
根
だ
け
で
三
方
を
囲
つ
て
、
東
の
一
方
に
蓆

を
下
げ
て
出
入
す
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
。中
の
広
さ
は
一
坪
ほ
ど
の
土
間
で
、

し
め
な
わ
が
張
つ
て
あ
る
。
謂
は
ヾ
小
屋
で
、
こ
れ
を
産
屋
と
呼
ん
で
ゐ
た
。

周
囲
は
田
圃
で
、
往
来
か
ら
な
ら
川
向
ふ
に
な
つ
て
ゐ
る
の
で
よ
く
見
え
た

が
、
産
屋
と
知
ら
な
い
者
に
は
堆
肥
小
屋
ぐ
ら
ゐ
に
し
か
見
え
な
い
。
お
宮
の

下
の
街
道
は
家
が
五
六
十
美
し
く
並
ん
で
ゐ
る
の
で
山
の
町
の
気
分
が
し
た
。

こ
の
屋
根
の
揃
つ
て
ゐ
る
家
だ
け
が
こ
の
産
屋
で
お
産
を
す
る
の
で
あ
つ
た
。

そ
れ
は
い
つ
頃
か
ら
か
わ
か
ら
な
い
が
、
兎
に
角
こ
の
お
宮
の
立
つ
た
と
い
ふ

千
五
百
年
の
昔
か
ら
今
に
つ
ヾ
い
た
こ
と
に
違
ひ
な
い
。
神
域
を
け
が
す
こ
と

を
怖
れ
て
自
家
で
は
決
し
て
お
産
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
つ
た
。
産
気
づ
く

と
産
屋
へ
行
つ
た
も
の
ら
し
い
。
流
石
に
産
神
の
御
利
益
で
あ
る
の
か
こ
の
村

で
は
昔
か
ら
誰
一
人
難
産
し
た
り
、
奇
形
児
が
生
れ
た
り
、
産
後
不
幸
の
あ
つ

た
り
し
た
者
が
無
い
。

さ
う
し
た
習
俗
も
い
つ
の
程
に
か
す
た
れ
て
、
今
で
は
自
家
で
お
産
を
し
て

か
ら
産
屋
へ
行
つ
て
浄
め
る
こ
と
に
な
つ
た
。
敷
物
や
寝
具
や
薪
な
ど
は
家
の

人
々
が
運
ん
で
行
つ
た
。
そ
し
て
ま
る
二
日
一
夜
其
処
に
居
な
け
れ
ば
な
ら
か

つ
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
此
処
で
お
産
を
し
て
難
産
し
た
も
の
は
無
く
、
産
を



131

［産屋習俗の終焉過程に関する民俗学的研究］……板橋春夫

済
ま
し
て
直
ぐ
細
い
丸
太
の
一
本
橋
を
渡
つ
て
歩
い
て
行
く
の
で
あ
つ
た
〔
森

下　

一
九
三
三　

六
九
〕。

興
味
深
い
の
は
、
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
時
点
で
す
で
に
自
宅
で
出
産
し
て
か
ら

産
屋
に
移
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
村
人
が
朝
起
き
て
対
岸
の
産
屋
か
ら

煙
が
立
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
夕
べ
は
ど
こ
そ
こ
の
子
が
で
き
た
ら
し
い
、
と
思
っ

た
と
い
い
、
そ
の
煙
を
見
て
村
人
は
出
産
見
舞
い
に
出
か
け
た
と
い
う
。
そ
し
て
最

後
に
「
都
会
か
ら
嫁
い
で
来
た
若
い
人
た
ち
が
、
こ
の
産
屋
の
話
を
聞
い
て
、
非
生

理
的
な
、
ば
か
げ
た
習
慣
だ
と
怖
れ
慄
い
て
ゐ
た
が
、
や
が
て
自
分
も
其
処
へ
行
く

と
『
こ
ん
な
い
ゝ
所
な
ら
、
わ
た
し
ず
つ
と
此
処
に
居
た
い
わ
…
…
』
と
誰
し
も
が

言
つ
た
。」
と
締
め
く
く
る
。

戦
後
、
一
般
に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
三
年
（
一
九
六
八
）
刊

行
の
高
取
正
男
・
橋
本
峰
雄
著
『
宗
教
以
前
』
の
中
で
、
高
取
が
こ
の
産
屋
を
紹
介

し
て
か
ら
で
あ
る
。
少
し
長
い
が
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。

京
都
府
天
田
郡
大
原
の
町
垣
内
に
あ
る
産
屋
は
、
左
図
の
よ
う
な
素
朴
な
建

物
で
、
内
部
は
三
畳
敷
ほ
ど
の
土
間
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
は
町
垣
内
の
部
落

の
横
を
流
れ
て
い
る
川
の
対
岸
の
水
田
の
な
か
で
、
以
前
は
妊
婦
に
陣
痛
が
は

じ
ま
る
と
夫
が
か
な
ら
ず
先
導
し
て
こ
こ
に
移
し
た
。
そ
の
と
き
ふ
だ
ん
使
っ

て
い
る
橋
を
わ
た
ら
ず
、
臨
時
に
梯
子
に
板
な
ど
を
わ
た
し
た
仮
橋
を
か
け
、

土
間
に
は
ワ
ラ
を
月
の
数
の
一
二
束
、
閏
年
に
は
一
三
束
し
き
つ
め
、
入
口
に

魔
除
け
の
鎌
を
下
げ
た
と
い
う
。
実
際
に
こ
こ
で
お
産
を
し
た
の
は
明
治
の
末

ま
で
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
も
お
産
だ
け
家
で
す
ま
せ
て
か
ら
産
婦
は
赤
ん
坊

を
つ
れ
て
た
だ
ち
に
こ
こ
に
移
り
、
七
日
間
、
の
ち
に
は
三
日
間
ほ
ど
こ
こ
で

す
ご
し
、
こ
の
風
習
は
第
二
次
大
戦
直
後
の
こ
ろ
ま
で
つ
づ
い
た
。

こ
の
産
屋
が
こ
の
よ
う
に
最
近
ま
で
使
わ
れ
た
の
は
、
こ
れ
が
部
落
の
人
た

ち
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
産
屋
の
あ
る
場
所
は
川
の
ふ

ち
な
の
に
ど
ん
な
洪
水
で
も
水
が
つ
か
な
い
と
い
い
、
そ
れ
は
昭
和
二
八
年
の

集
中
豪
雨
の
と
き
に
も
実
証
さ
れ
た
が
、昔
こ
の
地
に
大
洪
水
が
あ
っ
た
と
き
、

上
流
か
ら
流
さ
れ
て
き
た
材
木
が
こ
こ
に
流
れ
つ
い
て
い
た
の
を
村
の
鎮
守
で

あ
る
大
原
明
神
の
お
つ
げ
だ
と
し
て
、
そ
の
材
木
で
産
屋
を
建
て
た
の
が
は
じ

ま
り
と
伝
え
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
産
屋
で
お
産
を
す
れ
ば
大
原
明
神
が
守
っ
て
く
だ
さ
る
の
で

ま
ち
が
い
が
起
こ
ら
な
い
と
い
い
、
現
在
で
も
土
間
の
砂
は
安
産
の
お
守
り
と

さ
れ
て
鎮
守
の
大
原
神
社
で
管
理
し
、
建
物
は
町
垣
内
の
人
が
協
力
し
て
屋
根

を
葺
替
え
、
昔
の
ま
ま
の
姿
を
保
存
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
産
屋
に
こ
も
っ
て
別
火
生
活
す
る
の
は
、
お
産
が

穢
れ
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
正
反
対
に
神
を
迎
え
、
神
の
加
護
の

も
と
に
安
産
す
る
た
め
、
穢
れ
を
避
け
て
精
進
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
す
る

と
、
他
の
産
小
屋
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
土
間
で
の
お
産
に
も
、
こ
う
し
た
信

仰
が
歪
曲
さ
れ
た
形
で
潜
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
〔
高
取
・
橋
本　

一
九
六
八　

三
八
〜
四
〇
〕。

産
屋
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
起
源
に
も
言
及
し
て
い
る
。
実
際
の
使
用
は
明
治
末
年

ま
で
と
し
、
以
降
は
出
産
を
自
宅
で
済
ま
せ
て
か
ら
産
屋
に
移
る
慣
わ
し
に
変
化
し

た
。
滞
在
日
数
は
七
日
間
か
ら
三
日
間
へ
と
短
縮
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大
戦
直
後

ま
で
残
っ
た
習
俗
と
い
う
。
産
屋
の
場
所
は
川
の
そ
ば
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
洪
水
で

も
大
丈
夫
と
い
う
信
仰
に
根
ざ
し
た
場
所
で
あ
る
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
。
特
に
昭
和

二
八
年
（
一
九
五
三
）
の
洪
水
で
無
事
で
あ
っ
た
事
実
は
、
人
び
と
に
さ
ら
に
強
い

信
仰
心
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
時
代
は
自
宅
出
産
か

ら
病
院
出
産
の
時
代
に
移
ろ
う
と
す
る
時
期
で
あ
り
、
近
代
的
な
助
産
院
や
病
院
で

の
出
産
が
普
及
す
る
時
期
に
も
当
た
っ
て
い
た
。

（
2
）産
屋
終
焉
に
関
す
る
言
説　

大
原
神
社
は
現
在
、
林
秀
俊
宮
司
が
所
掌
し
て
い
る
。
現
宮
司
の
父
秀
宣
宮
司
が

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
に
西
山
宮
司
か
ら
引
き
継
い
だ
。
前
任
の
西
山
定
文
宮

司
の
息
子
は
教
師
に
な
っ
て
神
職
を
継
が
な
か
っ
た
の
で
、
林
秀
宣
宮
司
が
公
務
員
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を
し
な
が
ら
神
職
を
継
い
だ
の
で
あ
る
。
現
宮
司
に
よ
る
と
、
前
任
の
西
山
宮
司
が

戦
後
の
あ
る
と
き
、「
も
う
産
屋
に
入
る
こ
と
は
な
い
」「
サ
ワ
リ
も
な
い
か
ら
大
丈

夫
だ
」
と
氏
子
に
宣
言
し
た
こ
と
か
ら
、住
民
が
産
屋
を
使
わ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

西
山
宮
司
の
妻
は
他
所
か
ら
嫁
に
来
た
人
で
、「
あ
ん
な
産
屋
の
よ
う
な
原
始
的
な

と
こ
ろ
へ
入
る
の
は
か
わ
い
そ
う
だ
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

ま
ず
、
産
屋
で
の
出
産
は
い
つ
ま
で
行
わ
れ
た
の
か
。
高
取
は
「
明
治
末
年
」
と

書
い
て
い
る
が
、こ
れ
は
お
お
む
ね
正
し
い
。
と
い
う
の
は
座
談
記
録
で
は
あ
る
が
、

地
元
の
明
治
三
四
年
生
ま
れ
の
男
性
が
、
西
山
定
光
宮
司
の
妻
が
大
正
二
年
に
出
産

す
る
際
に
「
あ
ん
な
と
こ
行
か
へ
ん
」
と
い
う
の
で
大
変
だ
っ
た
と
語
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
）
14
（

。こ
れ
は
私
が
林
宮
司
か
ら
聞
き
書
き
し
た
内
容
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

林
宮
司
は
、
原
始
的
な
建
物
に
入
る
の
は
か
わ
い
そ
う
だ
、
と
説
明
し
て
く
れ
た
が
、

実
は
こ
の
感
想
は
西
山
宮
司
の
妻
自
身
の
こ
と
で
、
自
分
は
あ
の
よ
う
な
原
始
的
な

建
物
で
出
産
す
る
の
は
い
や
だ
と
拒
否
し
た
の
が
、
婉
曲
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

『
三
和
町
史
』上
巻
の
第
四
章「
三
和
町
の
文
化
財
と
宗
教
」に
あ
る「
大
原
の
産
屋
」

に
は
、「
明
治
末
に
神
官
の
考
え
に
よ
り
、
衛
生
上
の
理
由
で
、
当
屋
で
の
出
産
を

改
め
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
〔
三
和
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
五　

五
一
五
〕。

典
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、高
取
の
い
う「
明
治
末
年
」に
連
な
る
伝
承
と
推
測
さ
れ
る
。

産
屋
に
入
る
の
は
出
産
の
た
め
が
本
来
で
あ
り
、
次
第
に
入
る
期
間
が
短
く
な
っ

た
と
高
取
は
述
べ
る
が
、
こ
れ
も
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
森
下
正

が
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
に
発
表
し
た
「
丹
波
大
原
の
産
屋
」
で
は
、産
屋
で
「
ま

る
二
日
一
夜
其
処
に
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
報
告
し
て
い
る
。
し
か
し
、

牧
田
茂
の
『
神
と
女
の
民
俗
学
』
で
は
、
牧
田
が
直
接
地
元
の
女
性
か
ら
聞
い
た
こ

と
と
し
て
「
わ
た
し
は
あ
そ
こ
で
実
際
に
お
産
を
し
た
が
、
三
人
の
娘
は
家
で
産

ん
で
、
産
後
三
日
間
ほ
ど
家
に
い
て
、
あ
と
二
十
日
く
ら
い
産
屋
で
す
ご
し
た
。
こ

の
村
で
は
お
産
で
死
ん
だ
人
は
い
な
い
」
と
い
う
語
り
を
書
き
留
め
て
い
る
〔
牧
田　

一
九
八
一　

六
〇
〕。
こ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
産
屋
で
過
ご
す
日
数
が
二
〇
日
と

な
っ
て
し
ま
う
。
江
戸
時
代
か
ら
の
記
述
で
も
七
日
間
で
あ
る
し
、
森
下
正
の
報
告

で
も
「
ま
る
二
日
一
夜
」
で
あ
る
。
戦
中
戦
後
は
一
日
だ
け
に
な
っ
て
い
る
。
牧
田

の
聞
き
書
き
対
象
者
は
五
〇
歳
く
ら
い
の
婦
人
と
い
う
が
、
二
〇
日
は
明
ら
か
に
長

す
ぎ
る
。

大
原
の
産
屋
で
興
味
深
い
の
は
、
昭
和
三
三
年
（
一
九
五
八
）
に
産
屋
の
屋
根
葺

き
を
し
た
際
の
記
念
写
真
が
残
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
昭
和
二
三
年
が
産
屋
利
用

の
最
後
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
後
に
町
垣
内
の

人
び
と
が
産
屋
の
屋
根
を
わ
ざ
わ
ざ
葺
き
替
え
た
こ
と
に
な
る
。
産
屋
の
砂
で
あ
る

「
子
安
砂
）
15
（

」 

に
効
能
を
認
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、宮
司
の
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど
も
あ
っ

て
葺
き
替
え
て
残
す
こ
と
を
選
択
し
た
と
思
わ
れ
る 

。

3　

小
括

大
原
の
産
屋
は
、
高
取
正
男
の
『
神
道
の
成
立
』
で
完
成
度
の
高
い
記
述
に
ま
と

ま
る
。
そ
の
後
、
産
屋
を
紹
介
し
た
論
考
の
多
く
が
こ
の
書
を
引
用
し
て
い
る
。
高

取
に
よ
る
と
、
実
際
の
使
用
は
明
治
末
年
ま
で
で
あ
っ
た
と
し
、
そ
れ
以
降
は
自
宅

出
産
後
に
臨
時
の
橋
を
渡
し
て
産
屋
へ
移
り
、
そ
こ
で
三
日
間
ほ
ど
過
ご
し
、
食
事

は
家
族
が
運
ん
だ
と
あ
る
。
し
か
も
「
ほ
ん
と
う
は
七
日
七
夜
の
定
め
」
で
あ
っ
た

こ
と
も
記
し
て
い
る
。
牧
田
茂
の
「
あ
と
二
十
日
く
ら
い
産
屋
で
す
ご
し
た
」
と
い

う
記
述
は
、
大
原
の
産
屋
研
究
史
か
ら
す
る
と
、
突
出
し
た
長
い
期
間
で
あ
り
、
聞

き
誤
ま
り
の
可
能
性
が
高
い
。明
治
末
年
に
産
屋
で
の
出
産
を
や
め
る
き
っ
か
け
は
、

大
原
神
社
の
宮
司
の
発
言
に
よ
る
と
い
う
が
、
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
愛
知
県
の
山
間
部
で
月
小
屋
が
廃
さ
れ
る
時
期
が
明
治
三
〇
年
代
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
京
都
の
山
村
で
あ
る
大
原
に
も
同
様
の
動
き
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
滞
在

期
間
は
七
日
か
ら
三
日
間
、そ
し
て
わ
ず
か
一
夜
と
い
う
ふ
う
に
変
遷
し
て
い
る
が
、

縁
起
を
担
い
で
奇
数
日
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
儀
礼
的
に
産
屋
に
入
る
だ

け
に
な
り
、
や
が
て
終
焉
を
迎
え
た
と
言
え
よ
う
。
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❽
三
重
県
志
摩
市
越
賀
の
オ
ビ
ヤ

1　

志
摩
地
方
の
オ
ビ
ヤ
慣
行

三
重
県
志
摩
地
方
の
産
屋
は
オ
ビ
ヤ
と
呼
ば
れ
て
い
た
。志
摩
半
島
の
オ
ビ
ヤ
は
、

大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
こ
ろ
に
は
「
六
十
余
戸
ヲ
算
ス
ト
云
フ
調
査
七
村
ノ

内
二
村
ハ
廃
セ
リ
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
〔
三
重
県
警
察
部
衛
生
課
編　

一
九
二
一　

四
八
〕。
明
治
一
六
年
（
一
八
八
三
）
の
度
会
郡
溝
口
村
・
山
田
原
村
・
三
津
村
・

松
下
村
『
習
俗
慣
例
取
調
書
』
に
は
、
生
後
七
日
を
過
ぎ
て
か
ら
「
産ウ
ブ

屋ヤ

ト
称
シ

産
婦
ハ
之
ニ
別
居
ス
（
元
神
領
タ
ル
ニ
ヨ
リ
焚
火
ヲ
厳
重
ニ
セ
シ
故
此
習
慣
ア
リ

維
新
后
産
褥
不
及
憚
ノ
公
布
ア
レ
ト
モ
用
ヒ
ス
今
尚
旧
慣
ニ
拠
ル
）」
七
十
五
ケ
日

ヲ
経
テ
本
宅
ニ
復
ル
其
ヨ
リ
百
日
或
ハ
百
十
日
百
二
十
日
ヲ
経
テ
初
テ
生
児
ヲ
懐

抱
シ
両
大
神
宮
及
産
土
神
社
ヘ
参
詣
ス
」
と
あ
る
〔
三
重
県
生
活
文
化
部
学
事
課
編　

一
九
九
八　

六
二
〕。
つ
ま
り
生
後
七
日
を
過
ぎ
て
オ
ビ
ヤ
へ
行
き
、
そ
こ
で
七
五
日

間
を
過
ご
し
た
。
こ
の
産
屋
は
伊
勢
神
宮
領
の
た
め
に
焚
き
火
を
厳
重
に
す
る
た
め

と
い
う
。
明
治
の
布
達
が
出
て
か
ら
も
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
特
記
し
て
い
る
。

大
正
期
に
な
る
と
、
三
重
県
警
察
部
衛
生
課
が
健
康
衛
生
の
立
場
か
ら
海
女
に
関
す

る
総
合
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
れ
が
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
の
三
重
県
警
察
部

衛
生
課
編
『
蜑
婦
ニ
就
テ
』
で
あ
る
。
四
九
ペ
ー
ジ
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
載
る
。　

家
屋
ハ
大
字
若
ク
ハ
村
ノ
共
有
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
或
ハ
数
戸
共
有
ノ
モ
ノ
等
ア
リ

テ
一
定
セ
ズ
管
理
行
届
カ
サ
ル
ヲ
以
テ
修
繕
、
改
築
等
充
分
ナ
ラ
ズ
清
潔
保
持

ヲ
欠
キ
設
備
亦
不
完
ナ
ル
モ
妊
婦
ハ
此
所
ニ
テ
家
事
ノ
煩
累
ヲ
避
ケ
テ
安
静
ニ

産
褥
ニ
ア
ル
ヲ
得
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
妊
産
婦
ノ
保
護
上
頗
ル
当
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
ナ

リ
相
当
ノ
管
理
者
ヲ
設
ケ
設
備
ノ
改
善
ヲ
期
シ
タ
ラ
ン
ニ
ハ
一
層
ノ
効
果
ヲ
認

メ
得
ベ
ク
既
ニ
廃
止
シ
タ
ル
モ
ノ
ニ
対
シ
テ
更
ニ
之
カ
再
興
ヲ
望
ム
所
ナ
リ

〔
三
重
県
警
察
部
衛
生
課
編　

二
〇
〇
九
（
一
九
二
一
）　

四
九
〕

オ
ビ
ヤ
に
つ
い
て
の
古
い
時
期
に
お
け
る
資
料
で
あ
り
、
そ
の
価
値
に
ま
で
言
及

し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
戦
後
の
民
俗
調
査
報
告
と
し
て
和
歌
森
太
郎
編
『
志

摩
の
民
俗
』
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
越
賀
の
産
婦
保
養
所
と
し
て
小
川
久
五
郎
編
「
越

賀
産
婦
保
養
所
沿
革
」
か
ら
の
引
用
が
掲
載
さ
れ
る
。
オ
ビ
ヤ
の
建
設
経
緯
、位
置
、

保
養
の
結
果
「
産
屋
花
が
咲
い
た
」
と
称
す
る
よ
う
な
血
色
も
良
く
な
る
産
後
の
肥

立
ち
の
こ
と
な
ど
が
記
述
さ
れ
る
〔
和
歌
森　

一
九
六
五　

一
八
九
〜
一
九
〇
〕。
現

時
点
で
は
、
小
川
久
五
郎
は
元
村
長
で
あ
っ
た
こ
と
は
判
明
し
て
い
る
が
、
残
念
な

が
ら
小
川
久
五
郎
編
「
越
賀
産
婦
保
養
所
沿
革
」
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。『
三
重

県
志
摩
地
方
の
民
俗
調
査
―
鳥
羽
市
答
志
島
、
志
摩
町
和
具
・
越
賀
―
』
は
、
別
火

の
項
目
に
お
い
て
、
越
賀
の
オ
ビ
ヤ
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
少
し
長
い
が
、
同
書
は

入
手
困
難
な
報
告
書
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
全
文
を
掲
げ
て
お
く
。

別
火　

こ
の
地
方
で
は
子
供
の
誕
生
を
喜
ぶ
と
と
も
に
、
一
方
で
は
、
産
の
穢

れ
を
忌
み
、
産
婦
は
煮
炊
き
な
ど
の
火
を
家
人
と
は
別
に
し
て
、
自
炊
生
活
を

す
る
。
こ
の
産
婦
の
生
活
す
る
所
を
オ
ビ
ヤ
・
ウ
ブ
ヤ
と
い
い
、
納
屋
や
庭
の

一
隅
の
別
棟
建
て
の
も
の
や
、
屋
内
の
一
部
が
あ
て
ら
れ
た
。
和
具
で
は
出
産

写真 21　越賀産婦保養所の外観（「三重県志摩郡
越賀における産婦保養所の歴史とその変
遷」より転載）

後
十
一
日
目
に
イ
ド
ア
ガ

リ
が
あ
り
、
こ
れ
が
す
む

と
や
っ
と
キ
ヨ
メ
が
す
ん

だ
も
の
と
し
て
、
屋
内
の

神
棚
の
下
を
通
る
こ
と
が

で
き
る
。
越
賀
で
は
村
共

同
の
オ
ビ
ヤ
が
二
ケ
所

あ
っ
た
。
そ
し
て
お
七
夜

に
招
待
さ
れ
た
親
類
が
産

屋
生
活
に
協
力
し
て
、
米

と
か
小
豆
を
産
婦
に
届
け

る
。
こ
れ
を
チ
サ
イ
と
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い
っ
て
い
る
。
産
婦
は
一
〇
日
位
し
て
自
分
で
歩
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
生
れ

た
ば
か
り
の
子
供
を
つ
れ
て
、
そ
こ
で
自
炊
生
活
を
す
る
。
一
室
に
普
通
二
人

位
が
入
る
。
静
養
期
間
は
初
産
で
六
〇
日
、
経
産
婦
で
三
五
日
位
で
あ
る
。
こ

の
静
養
期
間
を
終
え
る
と
、
自
分
の
家
に
戻
る
が
、
こ
の
と
き
自
分
の
歩
い
た

所
に
サ
ザ
エ
の
貝
で
塩
水
を
ま
き
な
が
ら
、
き
よ
め
を
し
て
家
に
向
っ
た
。
現

在
、
越
賀
に
は
オ
ビ
ヤ
が
一
ケ
所
し
か
な
い
が
、
そ
の
使
用
料
は
一
回
に
つ

き
五
〇
〇
円
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
月
経
の
時
の
カ
リ
ヤ
も
あ
り
、
正
月
・

盆
な
ど
の
祝
い
の
時
に
は
家
人
と
は
煮
炊
き
を
別
に
し
た
。〔
宮
本
馨
太
郎
編　

一
九
六
六　

五
一
〜
五
二
〕

本
節
で
は
、志
摩
半
島
で
最
後
ま
で
使
用
さ
れ
た
越
賀
の
オ
ビ
ヤ
（
＝
産
婦
保
養
所
）

を
取
り
上
げ
る
。
志
摩
半
島
一
帯
に
は
海
女
の
活
躍
す
る
漁
村
が
多
い
が
、
越
賀
も

海
女
が
多
い
地
区
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
村
共
有
の
オ
ビ
ヤ
が
あ
っ
た
。
伝
統
的
な
産

屋
の
延
長
と
し
て
「
産
婦
保
養
所
」
と
い
う
名
称
で
昭
和
四
二
年
ま
で
使
用
さ
れ
て

い
た
。
現
在
、建
物
は
取
り
壊
さ
れ
、土
地
は
住
民
に
払
い
下
げ
ら
れ
私
有
地
に
な
っ

て
い
る
。
取
り
壊
さ
れ
た
建
物
は
昭
和
二
四
年
の
建
築
で
、
六
畳
が
四
部
屋
、
そ
の

ほ
か
便
所
と
炊
事
場
が
あ
る
平
屋
建
て
の
近
代
的
施
設
で
あ
っ
た
。
越
賀
は
漁
村
で

あ
り
、女
性
は
海
女
に
従
事
す
る
人
が
多
か
っ
た
。
畑
地
で
は
茶
の
生
産
が
見
ら
れ
、

「
越
賀
茶
」
は
全
国
的
に
有
名
で
あ
っ
た
。
次
に
オ
ビ
ヤ
に
つ
い
て
聞
き
書
き
し
た

三
人
の
語
り
を
み
て
い
く
）
16
（

。

2　

オ
ビ
ヤ
体
験
者
か
ら
の
聞
き
書
き

【
事
例
35
】
松
本
み
ち
さ
ん（
大
正
一
三
年
一
二
月
一
七
日
生
ま
れ
）

私
は
、
昭
和
一
七
年
五
月
に
結
婚
し
た
。
そ
の
と
き
、
新
郎
は
い
な
か
っ
た
の
で

舅
と
盃
を
か
わ
し
た
。
夫
に
な
る
新
郎
は
南
方
ビ
ル
マ
の
戦
地
へ
出
征
し
て
い
た
。

結
婚
は
一
八
歳
で
あ
っ
た
。
夫
は
昭
和
二
〇
年
九
月
に
復
員
し
て
き
た
が
、
し
ば
ら

く
子
ど
も
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
。
第
一
子
（
長
女
）
は
、
昭
和
二
三
年
一
一
月
二
三

日
生
ま
れ
で
あ
る
。
第
二
子
（
二
女
）
は
、昭
和
二
五
年
九
月
一
日
生
ま
れ
で
あ
る
。

第
三
子
（
三
女
）
は
、
昭
和
二
七
年
一
二
月
七
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
出
産
す
る
時
分

に
は
、
越
賀
に
小
川
ゆ
き
と
中
村
京
の
二
人
の
お
産
婆
さ
ん
が
い
た
。
ど
ち
ら
の
お

産
婆
さ
ん
を
頼
む
か
は
お
お
む
ね
姑
が
決
め
て
い
た
。
私
は
五
〇
歳
代
の
小
川
ゆ
き

さ
ん
に
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
。

出
産
の
場
は
婚
家
の
ネ
マ（
寝
間
）で
、寝
て
産
ん
だ
。
姑
が
立
ち
会
っ
て
く
れ
た
。

私
は
軽
く
産
ま
れ
た
ほ
う
で
あ
っ
た
。
ノ
チ
ザ
ン
は
あ
け
る
（
捨
て
る
）
と
こ
ろ
が

あ
っ
て
、
浜
の
ほ
う
に
「
コ
ボ
シ
川
の
ほ
と
り
」
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
っ
た
。
コ

ボ
シ
は
大
き
な
蛙
の
よ
う
な
妖
怪
で
、
そ

れ
が
棲
む
川
と
な
の
で
「
コ
ボ
シ
川
」
と

呼
ん
で
い
た
。
そ
こ
へ
穴
を
掘
っ
て
ノ
チ

ザ
ン
を
埋
め
た
。
獣
が
ノ
チ
ザ
ン
を
引
っ

張
っ
て
い
く
の
で
親
戚
の
人
が
ほ
か
し

（
捨
て
る
こ
と
）
に
行
っ
て
く
れ
た
。
浜

に
は
汚
い
も
の
を
捨
て
た
り
し
た
。
へ
そ

の
緒
は
お
産
婆
さ
ん
が
切
っ
て
く
れ
た
。

桐
箱
に
名
前
を
書
い
て
保
存
し
て
お
い

た
。
大
病
を
患
っ
た
と
き
に
へ
そ
の
緒
を

煎
じ
て
飲
む
と
良
い
と
い
う
が
、
い
つ
の

間
に
か
無
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ

た
。
私
の
乳
は
普
通
に
出
た
が
、
初
乳
は

捨
て
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
。

婚
家
で
出
産
し
た
後
、
二
〇
日
間
は
家

に
い
た
。
お
産
婆
さ
ん
は
産
後
一
週
間
は

毎
日
産
湯
を
浴
び
せ
に
来
て
く
れ
た
。
七

日
目
は
お
七
夜
と
い
い
、
ご
馳
走
を
し
て

親
戚
を
呼
ん
だ
。
親
戚
で
は
お
金
を
包
ん

で
お
祝
い
に
持
っ
て
き
た
。
お
産
婆
さ
ん

図18　越賀の産婦保養所〈第2次産婦保養所〉
（「三重県志摩郡越賀における産婦保養所の歴史とその変遷」より転載）
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に
は
お
礼
を
し
た
が
、
お
礼
は
お
金
で
あ
っ
た
。
茶
菓
子
を
出
し
て
お
茶
を
飲
ん
で

も
ら
っ
た
。
お
七
夜
に
夫
が
名
を
付
け
た
。

暇
な
と
き
に
オ
ビ
ヤ
へ
移
っ
た
。
日
付
は
明
確
に
決
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
方
位

を
見
た
り
も
し
な
か
っ
た
。
た
い
て
い
は
二
週
間
か
ら
二
〇
日
間
を
家
で
過
ご
し
て

か
ら
オ
ビ
ヤ
に
移
っ
た
。
オ
ビ
ヤ
で
は
自
炊
で
あ
っ
た
。
炊
事
場
は
共
同
で
あ
っ
た
。

つ
る
べ
井
戸
で
水
を
汲
ん
だ
。
村
民
で
あ
れ
ば
オ
ビ
ヤ
は
無
料
で
あ
っ
た
。
布
団
と

炊
事
用
具
は
家
か
ら
運
ん
だ
。
オ
ビ
ヤ
に
入
る
と
「
オ
ビ
ヤ
見
舞
い
」
と
言
っ
て
、

人
び
と
が
重
箱
に
米
を
入
れ
て
持
っ
て
き
た
。
三
合
く
ら
い
は
入
っ
て
い
た
。
オ
ビ

ヤ
で
は
三
食
と
も
自
炊
で
あ
っ
た
。
昔
は
薪
で
焚
い
た
の
で
大
変
で
あ
っ
た
。
朝
飯

の
と
き
に
一
日
分
を
炊
い
て
し
ま
う
。
一
日
三
合
を
炊
い
た
。
お
か
ず
は
、
オ
ビ
ヤ

近
く
の
店
で
買
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
気
の
効
い
た
家
で
は
お
か
ず
を
持
っ
て
き
て
く

れ
た
。
オ
ビ
ヤ
に
い
る
間
は
天
国
み
た
い
で
あ
っ
た
。

越
賀
は
産
婦
を
大
事
に
し
た
。
オ
ビ
ヤ
を
出
た
あ
と
の
仕
事
が
大
変
な
の
で
ゆ
っ

く
り
休
ん
で
い
た
。
オ
ビ
ヤ
か
ら
帰
る
と
、
そ
の
翌
日
か
ら
子
ど
も
を
オ
バ
ア
サ
ン

（
姑
）
に
預
け
て
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
海
女
を
し
た
り
真
珠
養
殖
を
し
た
り
、

土
方
を
し
た
り
、
さ
ら
に
畑
仕
事
も
あ
っ
た
。
働
か
ね
ば
損
と
い
う
雰
囲
気
で
あ
っ

た
。
昭
和
三
〇
年
ご
ろ
ま
で
は
子
ど
も
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
た
の
で
、
い
つ
も
オ
ビ

ヤ
は
一
杯
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
三
年
生
ま
れ
の
長
女
の
と
き
は
六
畳
間
を
三
人
で

使
っ
た
。

オ
ビ
ヤ
に
入
る
期
間
は
、
第
一
子
は
二
か
月
、
第
二
子
か
ら
は
一
か
月
と
い
う
風

に
お
お
よ
そ
決
ま
っ
て
い
た
。
オ
ビ
ヤ
は
男
子
禁
制
で
あ
っ
た
。
も
し
も
オ
ビ
ヤ

へ
男
性
が
行
っ
た
り
す
る
と
、
カ
カ
（
嬶
）
に
会
い
に
行
っ
た
と
笑
わ
れ
た
。
昭
和

三
〇
年
こ
ろ
、
越
賀
は
約
六
〇
〇
軒
あ
り
、
子
ど
も
が
多
か
っ
た
の
で
に
ぎ
や
か
で

あ
っ
た
。
姑
が
い
る
の
で
オ
ビ
ヤ
に
い
れ
ば
働
か
な
く
て
良
か
っ
た
。
オ
ビ
ヤ
に
い

る
間
も
、
家
と
オ
ビ
ヤ
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
洗
濯
を
し
た
。

私
は
漁
協
の
所
に
あ
っ
た
古
い
オ
ビ
ヤ
で
第
一
子
を
出
産
し
た
。
そ
の
と
き
は
シ

モ
の
汚
れ
物
は
タ
メ
オ
ケ
に
入
れ
て
お
い
て
、
一
杯
に
な
る
と
家
族
が
取
り
に
来

た
。
終
わ
り
ご
ろ
に
は
便
所
が
で
き

た
。
オ
ビ
ヤ
に
は
風
呂
が
な
か
っ
た

の
で
、
タ
ラ
イ
で
行
水
し
た
。
暖
か

い
と
き
は
日
向
水
を
し
て
暖
か
く
し

た
。
水
は
溝
が
あ
っ
て
そ
こ
に
流
す

と
自
然
に
海
に
流
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
。
私
は
第
二
子
か
ら
新
し
い

オ
ビ
ヤ
を
利
用
し
た
。
二
番
目
の
と

き
は
長
女
（
第
一
子
）
を
家
に
お
い

て
オ
ビ
ヤ
に
入
っ
た
。
長
女
は
姑
が

面
倒
を
み
て
く
れ
た
。
子
ど
も
を
連

れ
て
オ
ビ
ヤ
に
入
る
人
も
あ
っ
た

し
、
家
庭
の
事
情
で
オ
ビ
ヤ
に
行
け

図19　越賀のオビヤ平面図〈第１次産婦保養所〉
（「三重県志摩郡越賀における産婦保養所の歴史とその変遷」より転載）

な
い
人
も
い
た
。

越
賀
で
は
初
宮
参
り
は
し
な
か
っ
た
。
百
日
参
り
と
称
し
て
お
宮
に
行
く
人
も
い

た
が
、
た
い
て
い
は
行
か
な
い
。
私
は
三
人
の
子
ど
も
を
お
宮
参
り
に
連
れ
て
行
か

な
か
っ
た
。
現
在
は
お
宮
参
り
を
す
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
が
、
昔
は
な
か
っ

た
。
亡
く
な
っ
た
と
き
と
生
ま
れ
た
と
き
は
穢
れ
の
意
識
が
強
い
。
子
ど
も
を
産
ん

だ
と
き
は
ち
ょ
っ
と
穢
れ
の
感
じ
で
あ
り
、
月
の
も
の
（
月
経
）
は
、
神
様
に
近
づ

い
た
ら
穢
れ
る
と
言
わ
れ
た
。
私
が
覚
え
て
か
ら
は
月
小
屋
は
な
か
っ
た
。
初
潮
の

と
き
は
赤
飯
を
炊
い
て
祝
っ
て
も
ら
っ
た
。
オ
ビ
ヤ
で
一
緒
だ
っ
た
女
性
同
士
は
仲

が
良
い
こ
と
が
多
い
。

出
産
予
定
日
の
一
〇
日
前
に
親
戚
が
ご
飯
を
食
べ
さ
せ
る
。
こ
れ
を
オ
イ
ダ
シ
と

い
う
。
早
く
子
ど
も
が
で
き
る
よ
う
に
と
い
う
行
事
で
あ
っ
た
。「
チ
サ
イ
持
っ
て

い
か
な
あ
い
か
ん
」
と
い
っ
て
、
親
戚
が
重
箱
に
米
を
入
れ
て
、
真
ん
中
に
小
豆
を

三
〜
一
〇
粒
く
ら
い
入
れ
た
も
の
を
持
っ
て
き
た
。
オ
ビ
ヤ
を
出
る
と
き
は
石
鹸
一

箱
を
仲
間
に
置
い
て
く
る
。
最
後
に
出
る
と
き
は
ご
馳
走
を
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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オ
ビ
ヤ
を
使
わ
な
く
な
っ
て
病
院
で
出
産
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
退
院
す
る
と

き
は
靴
下
を
贈
る
習
慣
が
あ
っ
た
。

【
事
例
36
】
谷
口
ツ
ヤ
さ
ん（
大
正
一
〇
五
年
一
一
月
一
七
日
生
ま
れ
）

私
は
、
子
ど
も
を
三
人
出
産
し
た
。
結
婚
は
昭
和
二
〇
年
一
二
月
五
日
で
あ
る
。

妊
娠
す
る
と
肉
を
食
べ
て
は
い
け
な
か
っ
た
。
産
み
月
が
近
づ
く
と
、
オ
イ
ダ
シ
と

言
っ
て
早
く
元
気
な
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
と
い
う
願
い
を
込
め
て
、
親
戚
で

ご
馳
走
を
し
て
く
れ
た
。
第
一
子
（
長
男
）
は
、
昭
和
二
二
年
一
二
月
二
三
日
生
ま

れ
で
、
実
家
で
出
産
し
た
。
産
後
百
日
間
は
実
家
で
過
ご
し
た
。
子
ど
も
が
生
ま
れ

る
と
、
喜
び
祝
い
と
言
う
こ
と
で
、
三
合
あ
る
い
は
五
合
の
米
を
チ
サ
イ
と
言
っ
て

持
ち
寄
っ
て
く
れ
た
。
米
は
重
箱
な
ど
に
入
れ
る
が
、
真
ん
中
に
小
豆
を
五
粒
か
ら

一
〇
粒
ほ
ど
入
れ
た
。
こ
れ
は
豆
に
育
つ
よ
う
に
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。
チ
サ
イ

に
は
米
だ
け
で
な
く
、
野
菜
や
魚
も
持
っ
て
き
た
。
第
一
子
の
と
き
は
乳
が
た
く
さ

ん
出
て
、
そ
の
年
に
生
ま
れ
た
他
家
の
赤
子
に
も
乳
を
飲
ま
せ
て
や
っ
た
。

第
二
子
（
二
男
）
は
、
昭
和
二
六
年
四
月
一
二
日
生
ま
れ
で
、
お
産
婆
さ
ん
の
小

川
ゆ
き
さ
ん
が
取
り
上
げ
て
く
れ
た
。
出
産
後
一
〇
日
く
ら
い
経
っ
て
か
ら
オ
ビ
ヤ
へ

行
っ
た
。
一
か
月
く
ら
い
は
養
生
し
て
い
た
と
思
う
。
オ
ビ
ヤ
に
入
っ
て
い
る
と
、
親

戚
が
ト
キ
マ
イ
と
い
っ
て
、
米
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
三
合
か
ら
五
合
く
ら
い
を

見
舞
い
に
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
子
ど
も
を
湯
に
入
れ
た
り
し
た
。
第
二
子
だ
け
オ

ビ
ヤ
を
利
用
し
た
。
オ
ビ
ヤ
は
四
室
あ
っ
た
。
オ
ビ
ヤ
に
入
っ
た
と
き
、
神
社
の
下

の
ト
シ
お
ば
さ
ん
が
入
っ
て
い
た
。
彼
女
は
早
く
出
て
し
ま
っ
た
の
で
、
私
ひ
と
り

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。つ
る
べ
井
戸
が
あ
っ
て
そ
こ
で
水
を
く
ん
で
炊
事
を
し
た
。
鍋
・

釜
・
布
団
な
ど
は
自
宅
か
ら
持
っ
て
行
き
、
コ
ン
ロ
も
持
っ
て
行
っ
た
。
第
二
子
の
と

き
は
長
男
の
と
き
と
異
な
り
乳
の
出
が
悪
か
っ
た
の
で
、
乳
を
揉
む
人
を
頼
ん
だ
。

オ
ビ
ヤ
か
ら
帰
る
と
き
は
、
穢
れ
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
帰
り
道
に
所
々
で
塩
を

振
っ
て
清
め
な
が
ら
家
に
入
っ
た
。
キ
ヨ
メ
と
い
っ
て
道
す
が
ら
塩
を
撒
い
て
く
る

慣
行
を
説
明
し
な
が
ら
、「
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
め
で
た
い
と
い
う
の
に
、
穢
れ
て

い
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い
気
が
し
ま
す
」
と
語
っ
て
い
た
。
今
は
男
性
が
産
室
に

入
っ
て
も
良
い
が
、
昔
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
。
何
も
か
も
が
逆
さ
に
な
っ

た
と
い
う
。
第
三
子
は
昭
和
二
七
年
一
二
月
一
五
日
生
ま
れ
で
、自
宅
で
出
産
し
た
。

姑
が
い
た
が
、
叔
母
に
あ
た
る
人
を
お
守
り
さ
ん
と
し
て
雇
っ
た
。

第
一
子
は
実
家
で
百
日
過
ご
し
て
か
ら
婚
家
に
帰
っ
た
と
い
う
。
第
二
子
の
二
男

の
と
き
だ
け
オ
ビ
ヤ
を
利
用
し
た
。
オ
ビ
ヤ
の
利
用
期
間
中
は
「
自
分
で
お
む
つ
の

洗
濯
も
煮
炊
き
も
せ
な
い
か
ん
け
ど
、
姑
や
両
親
に
気
兼
ね
せ
ん
て
い
い
」
と
語
る

よ
う
に
、
実
家
よ
り
も
オ
ビ
ヤ
が
一
番
ゆ
っ
く
り
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。

【
事
例
37
】
森
ヒ
ナ
子
さ
ん（
昭
和
二
年
三
月
二
一
日
生
ま
れ
）

私
は
父
が
越
賀
出
身
で
、
母
は
松
坂
の
出
身
で
あ
っ
た
。
四
歳
の
と
き
に
越
賀
に

帰
っ
て
き
た
。
二
四
歳
で
同
い
年
の
夫
と
結
婚
し
た
。
子
ど
も
は
一
人
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
七
年
二
月
一
八
日
生
ま
れ
で
、
男
の
子
で
あ
っ
た
。
私
は
お
産
婆
さ
ん
の
中

村
京
さ
ん
に
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
。
中
村
京
さ
ん
の
ほ
う
が
小
川
雅
子
さ
ん
よ
り

も
年
が
上
で
、
最
後
ま
で
越
賀
で
お
産
婆
さ
ん
を
や
っ
て
い
た
。
私
は
オ
ビ
ヤ
に
は

行
か
な
か
っ
た
。
オ
ビ
ヤ
に
は
嫁
と
姑
の
間
で
嫁
が
遠
慮
無
く
行
け
る
よ
う
に
と
い

う
意
味
が
あ
っ
た
し
、
夫
婦
の
間
も
養
生
で
き
た
と
い
う
。
オ
ビ
ヤ
で
過
ご
し
た
人

は
、
米
や
お
か
ず
を
持
っ
て
行
っ
て
養
生
し
た
。

昭
和
三
四
年
（
一
九
五
九
）
九
月
二
六
日
の
伊
勢
湾
台
風
で
実
家
が
損
壊
し
て
し

ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
オ
ビ
ヤ
を
借
り
て
住
ん
だ
。
西
か
ら
二
番
目
の
部
屋
を
借
り

た
。そ
の
と
き
は
誰
も
使
っ
て
い
な
か
っ
た
）
17
（

。
昔
は
農
協
の
所
に
オ
ビ
ヤ
が
あ
っ
た
。

3　

オ
ビ
ヤ
か
ら
産
婦
保
養
所
へ

わ
ず
か
三
人
か
ら
の
聞
き
書
き
で
あ
る
が
、
越
賀
の
女
性
で
あ
れ
ば
誰
で
も
が
オ

ビ
ヤ
を
利
用
し
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
基
本
的
な
事
柄
を
知
っ
た
。
聞
き
書
き

で
は
、
松
本
み
ち
さ
ん
の
よ
う
に
子
ど
も
三
人
を
出
産
し
た
後
に
オ
ビ
ヤ
で
休
養
す

る
と
い
う
一
般
的
な
事
例
、
谷
口
ツ
ヤ
さ
ん
の
よ
う
に
三
人
の
子
ど
も
の
う
ち
、
都

合
で
二
男
の
場
合
だ
け
オ
ビ
ヤ
で
過
ご
す
と
い
っ
た
事
例
、
さ
ら
に
森
ヒ
ナ
子
さ
ん

の
よ
う
に
オ
ビ
ヤ
を
利
用
し
な
か
っ
た
事
例
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
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家
族
構
成
や
経
済
的
理
由
な
ど
複
雑
な
要
素
が
入
り
混
じ
っ
た
結
果
で
あ
る
。
地
元

で
は
、
オ
ビ
ヤ
に
行
け
る
人
は
恵
ま
れ
て
い
た
、
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。

越
賀
の
オ
ビ
ヤ
は
村
立
の
建
物
で
あ
っ
た
。
途
中
か
ら
電
気
代
を
徴
収
す
る
よ
う

に
な
っ
た
ら
し
い
が
、
話
者
の
時
代
は
ち
ょ
う
ど
無
料
の
こ
ろ
で
あ
る
。
話
者
た
ち

が
利
用
し
た
の
は
、正
式
に
は
「
産
婦
保
養
所
」
と
命
名
さ
れ
た
施
設
で
あ
っ
た
が
、

聞
き
書
き
で
は
産
婦
保
養
所
と
い
う
言
葉
は
一
切
出
て
こ
な
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も

地
元
で
用
い
る
オ
ビ
ヤ
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
き
た
い
。

こ
こ
で
、
建
物
と
し
て
の
オ
ビ
ヤ
の
歴
史
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。
古
く
は
越
賀

に
東
西
一
か
所
ず
つ
の
オ
ビ
ヤ
が
あ
っ
た
。
二
つ
と
も
ほ
ぼ
同
様
の
造
り
で
あ
り
、

藁
葺
き
屋
根
で
、
六
畳
一
間
の
土
間
で
あ
っ
た
と
い
う
。
産
婦
は
藁
を
敷
い
て
薄
べ

り
の
上
で
過
ご
し
た
ら
し
い
。
こ
の
時
期
の
オ
ビ
ヤ
の
平
面
図
は
不
明
で
あ
る
。
こ

の
オ
ビ
ヤ
は
古
く
な
っ
て
衛
生
上
好
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
大
正
一
三
年

（
一
九
二
四
）、
村
の
中
央
に
建
物
を
建
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。
誰
が
衛
生
上
好
ま
し

く
な
い
と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
大
正
一
〇
年
（
一
九
二
一
）
の
三
重
県

警
察
部
衛
生
課
編
『
蜑
婦
ニ
就
テ
』
で
「
管
理
行
届
カ
サ
ル
ヲ
以
テ
修
繕
、
改
築
等

充
分
ナ
ラ
ズ
清
潔
保
持
ヲ
欠
キ
設
備
亦
不
完
」
を
指
摘
し
た
三
重
県
警
察
部
保
健
課

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

大
正
一
三
年
に
新
築
さ
れ
た
建
物
は
、
間
口
五
間
、
奥
行
き
三
間
で
、
六
畳
二
間

に
予
備
室
が
付
き
、
流
し
や
竈
と
便
所
が
付
い
た
構
造
で
あ
っ
た
。
新
築
移
転
に
際

し
、
オ
ビ
ヤ
は
「
産
婦
保
養
所
」
と
命
名
さ
れ
た
。
こ
の
建
物
を
、
私
は
仮
に
〈
第

一
次
産
婦
保
養
所
〉
と
名
付
け
る
。『
志
摩
民
俗
』
上
巻
に
「
倉
田
正
邦
作
図
」
と

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
付
い
た
平
面
図
が
載
っ
て
お
り
、
鈴
木
敏
雄
の
記
述
で
は
そ
れ
を

昭
和
二
三
年
の
建
築
と
し
て
い
る
〔
鈴
木　

一
九
六
九　

三
五
〕。
し
か
し
、
こ
の
図

は
、
坂
口
け
さ
み
・
吉
井
勢
津
子
・
北
村
キ
ヨ
ミ
「
三
重
県
志
摩
郡
越
賀
に
お
け
る

産
婦
保
養
所
の
歴
史
と
そ
の
変
遷
」
に
載
る
「
産
婦
保
養
所
の
内
部
構
造
」
の
平
面

図
と
お
お
む
ね
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、〈
第
一
次
産
婦
保
養
所
〉
の
建
物
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
鈴
木
の
記
述
は
〈
第
二
次
産
婦
保
養
所
〉
の
内
容
を
書
き
な
が
ら
、

古
い
図
を
載
せ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
古
い
産
婦
保
養
所
の
建
物
は
大
正

一
三
年
か
ら
昭
和
九
年
ま
で
使
わ
れ
た
が
、
医
師
住
宅
建
設
の
た
め
に
取
り
壊
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
昭
和
一
九
年
に
役
場
に
就
職
し
た
小
川
雅
子
保
健
婦（
大
正
九
年
生
ま
れ
）

の
尽
力
に
よ
り
新
た
に
産
婦
保
養
所
が
建
設
の
運
び
と
な
っ
た
。
昭
和
二
三
年
一
〇

月
の
「
産
婦
保
養
所
建
設
ニ
関
ス
ル
書
類
綴
」
に
よ
る
と
、
越
賀
村
国
民
健
康
保
険

組
合
が
厚
生
省
に
申
請
し
て
補
助
金
を
得
て
昭
和
二
四
年
に
竣
工
し
て
い
る
）
18
（

。
こ
の

建
物
を
私
は
〈
第
二
次
産
婦
保
養
所
〉
と
名
付
け
る
。
新
し
い
産
婦
保
養
所
は
、
間

口
一
〇
間
半
、
奥
行
き
五
間
の
切
妻
瓦
葺
き
平
屋
で
あ
っ
た
。
六
畳
の
保
養
室
が
四

室
あ
り
、
建
物
の
奥
に
流
し
と
竈
の
付
い
た
土
間
が
あ
っ
た
。
便
所
は
共
同
で
一
か

所
あ
っ
た
。

坂
口
け
さ
み
・
吉
井
勢
津
子
・
北
村
キ
ヨ
ミ
の
三
人
は
、「
越
賀
産
婦
保
養
所
」

の
再
建
に
尽
力
し
た
小
川
雅
子
保
健
婦
と
利
用
し
た
女
性
五
人
か
ら
聞
き
書
き
を

行
っ
て
い
る
。
オ
ビ
ヤ
は
昭
和
四
二
年
一
二
月
一
一
日
ま
で
使
わ
れ
た
が
、
昭
和

四
〇
年
に
は
ほ
ぼ
役
目
を
終
え
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
。
総
出
生
数
に
対
す
る
オ

ビ
ヤ
利
用
者
数
の
比
率
は
、
昭
和
二
九
年
の
七
〇
％
を
ピ
ー
ク
に
、
以
降
は
激
減
し

て
い
る
〔
坂
口
け
さ
み
・
吉
井
勢
津
子
・
北
村
キ
ヨ
ミ　

一
九
九
七　

二
〇
二
〕。
昭
和

二
四
年
か
ら
昭
和
四
二
年
ま
で
の
わ
ず
か
一
九
年
間
の
利
用
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
四

年
に
新
し
い
オ
ビ
ヤ
が
建
設
さ
れ
た
時
期
は
、自
宅
出
産
が
主
流
を
占
め
て
い
た
が
、

昭
和
四
〇
年
代
に
は
病
院
出
産
が
一
気
に
増
加
す
る
時
期
で
あ
る
。
病
院
出
産
の
全

国
的
傾
向
が
こ
の
地
域
に
も
及
ん
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
こ
で
一
つ
注
意
し
た
い
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
は
松
本
み
ち
さ
ん
の
語
り
で
あ
る
。

松
本
さ
ん
は
昭
和
二
三
年
一
一
月
に
第
一
子
を
漁
協
の
所
に
あ
っ
た
古
い
オ
ビ
ヤ
で

出
産
し
た
と
い
い
、
そ
の
建
物
は
ト
イ
レ
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
松
本
み
ち
さ
ん
と

谷
口
ツ
ヤ
さ
ん
の
出
産
の
時
期
は
、〈
第
一
次
産
婦
保
養
所
〉
が
解
体
し
、〈
第
二
次

産
婦
保
養
所
〉
が
新
築
さ
れ
る
前
の
端
境
期
に
当
た
る
。
松
本
さ
ん
の
語
り
は
、
古

い
オ
ビ
ヤ
が
残
っ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
村
の
東
西
に
一
か
所
ず
つ
あ
っ
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た
オ
ビ
ヤ
は
残
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。〈
第
一
次
産
婦
保
養
所
〉
が
昭
和
九
年

に
取
り
壊
さ
れ
て
か
ら
も
オ
ビ
ヤ
慣
行
は
途
絶
え
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
昭
和
九
年
か
ら
昭
和
二
三
年
ま
で
の
一
四
年
間
は
、
人
に
よ
っ
て

は
古
く
か
ら
の
オ
ビ
ヤ
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
谷
口
さ
ん
は
第
一
子

を
昭
和
二
二
年
に
実
家
で
出
産
し
百
日
間
は
実
家
で
過
ご
し
た
と
い
う
。
オ
ビ
ヤ
の

利
用
は
し
な
い
が
、
自
宅
で
オ
ビ
ヤ
で
の
日
数
と
同
じ
く
ら
い
長
期
間
過
ご
し
た
の

は
オ
ビ
ヤ
慣
行
を
意
識
し
た
と
思
わ
れ
る
。

4　

小
括

オ
ビ
ヤ
に
入
っ
て
い
る
期
間
は
、
皆
一
様
に
「
天
国
み
た
い
だ
っ
た
」
と
語
る
。

元
か
ら
あ
っ
た
オ
ビ
ヤ
を
少
し
改
良
し
た
も
の
が
〈
第
一
次
産
婦
保
養
所
〉
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。「
産
婦
保
養
所
」
と
い
う
の
は
、
産
婦
の
安
静
保
養
と
い
う
観
点
か

ら
も
興
味
深
い
表
現
で
あ
る
。
産
婦
保
養
所
の
設
立
を
熱
心
に
説
い
た
の
は
役
場
の

保
健
婦
で
あ
っ
た
小
川
雅
子
で
、地
元
の
出
身
で
あ
っ
た
。大
正
一
〇
年（
一
九
二
一
）

の
三
重
県
警
察
部
衛
生
課
編
『
蜑
婦
ニ
就
テ
』
に
よ
る
と
、オ
ビ
ヤ
の
価
値
を
認
め
、

廃
絶
し
た
地
域
の
再
興
ま
で
説
い
て
い
る
が
、「
家
事
ノ
煩
累
ヲ
避
ケ
テ
安
静
ニ
産

褥
ニ
ア
ル
ヲ
得
ル
」
と
い
う
一
文
に
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
安
静
の
言
葉
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
に
、
産
婦
に
休
養
を
与
え
る
意
義
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
報
告

書
は
海
女
の
保
健
衛
生
に
つ
い
て
の
報
告
で
あ
り
、
海
女
の
過
酷
な
労
働
環
境
と
の

関
連
で
読
み
解
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

❾
香
川
県
観
音
寺
市
伊
吹
島
の
デ
ー
ベ
ヤ

1　

伊
吹
島
の
概
要
と
伊
吹
産
院

四
国
の
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
帯
に
は
数
多
く
の
産
屋
が
所
在
し
て
い
た
が
、
現
在
聞

き
書
き
が
可
能
な
の
は
限
定
さ
れ
る
）
19
（

。
伊
吹
島
は
、
観
音
寺
沖
約
一
〇
キ
ロ
の
瀬
戸

内
海
に
浮
か
ぶ
離
島
で
行
政
上
は
香
川
県
観
音
寺
市
伊
吹
町
で
あ
る
。
周
囲
約
五･

四
四
キ
ロ
で
、
面
積
は
一･

〇
五
平
方
キ
ロ
と
な
っ
て
い
る
。
定
期
船
伊
吹
丸
に
乗

る
と
、
観
音
寺
港
か
ら
伊
吹
漁
港
（
真
浦
湾
）
ま
で
は
約
二
五
分
で
あ
る
。
一
日
四

往
復
の
便
が
あ
る
。
島
に
は
平
成
二
〇
年
時
点
で
人
口
八
七
〇
人
、
三
五
七
世
帯
が

住
む
漁
業
の
島
で
あ
る
。
イ
リ
コ
漁
が
盛
ん
で
伊
吹
島
は
イ
リ
コ
の
島
と
し
て
も
知

ら
れ
る
。

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）、
恩
賜
財
団
慶
福
会
か
ら
の
下
賜
金
に
よ
り
六
畳
六
部

屋
の
近
代
的
な
「
伊
吹
産
院
」
が
建
て
ら
れ
た
。
か
つ
て
存
在
し
た
デ
ー
ベ
ヤ
を
近

代
的
建
築
に
建
て
替
え
た
も
の
と
さ
れ
る
。
か
つ
て
は
四
畳
半
三
部
屋
の
建
物
が
二

棟
建
っ
て
い
た
。
昭
和
五
年
以
前
は
土
間
で
ム
シ
ロ
敷
き
で
あ
っ
た
。
雨
天
の
際
は

た
い
へ
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
。
島
民
は
デ
ー
ベ
ヤ
と
呼
ん
で
い
た
。
昭
和
四
五
年
ま

で
使
用
さ
れ
、
昭
和
五
八
年
に
県
道
が
敷
設
さ
れ
る
に
あ
た
り
取
り
壊
さ
れ
た
。
現

在
は
跡
地
に
礎
石
と
標
柱
が
残
る
。
こ
の
島
で
は
出
産
は
自
宅
で
行
い
、
翌
日
に
方

角
を
占
っ
て
、
産
婦
を
先
頭
に
女
性
一
〇
数
人
が
生
活
用
具
を
担
い
で
デ
ー
ベ
ヤ
入

り
を
す
る
。こ
こ
で
三
〇
日
間
過
ご
す
の
で
あ
る
。男
性
は
入
室
禁
制
で
あ
る
。デ
ー

ベ
ヤ
を
出
る
と
き
は
デ
ー
ベ
ヤ
仕
舞
の
振
る
舞
い
を
す
る
習
わ
し
で
あ
っ
た
。
生
後

一
五
日
目
に
は
ウ
ケ
ジ
ャ
メ
シ
を
作
っ
て
親
戚
や
助
産
婦
に
配
っ
た
。

2　

ク
マ
ウ
ジ
と
包
丁

伊
吹
島
で
は
、
デ
ー
ベ
ヤ
入
り
に
際
し
て
ク
マ
ウ
ジ
と
呼
ぶ
方
位
占
い
で
判
断
し

た
。
出
産
翌
日
に
自
宅
か
ら
デ
ー
ベ
ヤ
へ
移
動
す
る
が
、
そ
の
方
角
な
ど
を
ク
マ
ウ

ジ
で
占
っ
て
行
動
し
た
。
問
題
な
い
と
わ
か
る
と
、
デ
ー
ベ
ヤ
で
過
ご
す
三
〇
日
間

分
の
生
活
用
具
を
持
っ
た
女
性
た
ち
の
行
列
が
デ
ー
ベ
ヤ
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
出

産
の
穢
れ
の
た
め
、
神
社
の
前
を
通
過
す
る
こ
と
を
遠
慮
し
、
わ
ざ
わ
ざ
迂
回
し
て

デ
ー
ベ
ヤ
に
向
か
っ
た
。
行
列
の
先
頭
は
姑
ま
た
は
産
婦
で
、
赤
子
を
着
物
の
懐
に

抱
い
て
、
片
手
で
キ
レ
モ
ノ
（
果
物
ナ
イ
フ
、
包
丁
、
鎌
）
を
持
っ
て
歩
い
た
。
伊

瀬
聡
子
さ
ん
（
大
正
九
年
生
ま
れ
）
は
、「
オ
ソ
レ
と
い
っ
て
赤
子
は
女
性
の
下
か
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ら
出
る
け
ん
、
髪
も
剃
っ
て
お
ら
ん
の
で
（
穢
れ
を
遠
慮
し
て
）
キ
レ
モ
ノ
を
持
っ

て
行
く
ん
じ
ゃ
。
赤
子
は
懐
に
入
れ
、
片
手
に
キ
レ
モ
ノ
を
持
っ
た
」
と
語
る
。
こ

の
キ
レ
モ
ノ
は
普
通
の
包
丁
で
、
デ
ー
ベ
ヤ
で
の
炊
事
に
用
い
た
。

戦
後
、二
人
の
助
産
婦
が
伊
吹
島
で
助
産
活
動
を
展
開
す
る
。自
宅
で
出
産
を
行
っ

て
か
ら
デ
ー
ベ
ヤ
へ
行
列
し
て
く
る
の
は
危
険
で
あ
る
か
ら
と
デ
ー
ベ
ヤ
で
の
出
産

を
勧
め
た
。そ
の
結
果
、昭
和
三
〇
年
前
後
に
は
デ
ー
ベ
ヤ
で
の
出
産
が
主
流
に
な
っ

て
い
く
〔
伏
見　

二
〇
一
〇　

一
〇
六
〜
一
〇
七
〕。
そ
れ
に
伴
い
デ
ー
ベ
ヤ
入
り
の

行
列
が
消
滅
し
、
当
然
包
丁
を
持
っ
て
歩
く
習
俗
も
無
く
な
っ
た
。
昭
和
二
五
年
ま

で
に
出
産
し
た
人
で
あ
れ
ば
、
お
お
む
ね
行
列
の
先
頭
で
、
赤
子
を
抱
い
て
刃
物
を

持
っ
て
歩
い
た
経
験
を
語
る
。
そ
し
て
、
キ
レ
モ
ノ
（
切
れ
物
）
を
持
つ
理
由
を
、

経
験
者
た
ち
は
一
様
に
魔
除
け
で
あ
る
と
答
え
て
い
た
。

3　

デ
ー
ベ
ヤ
利
用
の
事
例    

 

【
事
例
38
】
伊
瀬
聡
子
さ
ん（
大
正
一
〇
年
三
月
一
日
生
ま
れ
）

伊
瀬
聡
子
さ
ん
は
一
人
娘
で
あ
っ
た
の
で
島
内
か
ら
婿
を
と
っ
た
。
昭
和
一
七
年

に
結
婚
し
、
子
ど
も
を
四
人
産
ん
だ
。
第
一
子
は
昭
和
二
〇
年
五
月
二
四
日
に
生
ま

れ
た
。
当
時
、
島
に
は
「
デ
ン
シ
の
オ
リ
ョ
ウ
さ
ん
」
と
「
ハ
ン
シ
の
オ
バ
ア
」
と

呼
ば
れ
た
二
人
の
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
い
て
、
島
の
妊
婦
た
ち
の
出
産
介
助
を
一

手
に
請
け
負
っ
て
い
た
。
ハ
ン
シ
の
オ
バ
ア
の
ほ
う
が
一
〇
歳
く
ら
い
年
上
で
あ
っ

た
。
ハ
ン
シ
の
オ
バ
ア
は
盲
目
で
あ
り
、
デ
ン
シ
の
オ
リ
ョ
ウ
さ
ん
は
聡
子
さ
ん
の

母
よ
り
も
二
〇
歳
く
ら
い
年
上
で
あ
っ
た
。
ハ
ン
シ
の
オ
バ
ア
は
勘
が
強
く
縫
い
物

も
し
て
い
た
。
聡
子
さ
ん
に
よ
る
と
、「
盲
人
に
取
り
上
げ
て
も
ら
う
の
は
不
安
で

頼
み
た
く
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
た
ま
た
ま
出
産
時
に
看
護
婦
の
資
格
を
持
っ
た

マ
タ
ジ
マ
の
ナ
オ
エ
さ
ん
と
い
う
お
産
婆
さ
ん
が
島
に
来
て
、
戦
後
わ
ず
か
期
間
島

に
住
ん
で
い
た
の
で
長
男
の
と
き
は
座
敷
で
産
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。

第
二
子
（
長
女
）
は
、
昭
和
二
二
年
九
月
一
五
日
生
ま
れ
で
、
自
宅
出
産
で
あ
っ

た
。
こ
の
と
き
は
既
に
マ
タ
ジ
マ
の
ナ
オ
エ
さ
ん
は
島
を
出
て
い
た
。
こ
の
と
き
は

親
戚
の
助
産
婦
の
伊
瀬
ア
サ
子
さ
ん
が
取
り
上
げ
て
く
れ
た
。
彼
女
は
中
野
愛
子
さ

ん
よ
り
も
わ
ず
か
遅
れ
て
開
業
し
た
。
伊
瀬
ア
サ
子
さ
ん
は
二
五
歳
の
と
き
に
、
ト

リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
の
一
人
「
デ
ン
シ
の
オ
リ
ョ
ウ
さ
ん
」
の
長
男
に
嫁
ぎ
、
子
ど
も

を
一
人
生
ん
だ
が
離
婚
し
た
。
二
七
、八
歳
で
島
を
出
て
、
助
産
婦
の
資
格
を
と
っ

て
三
二
、三
歳
で
戻
り
、
ま
も
な
く
開
業
し
た
。
聡
子
さ
ん
は
出
産
後
、
ク
マ
ウ
ジ

と
呼
ば
れ
た
方
角
の
占
い
を
済
ま
せ
て
か
ら
デ
ー
ベ
ヤ
へ
移
っ
た
。

第
三
子
（
二
男
）
は
、
昭
和
二
五
年
三
月
一
〇
日
に
自
宅
で
生
ま
れ
た
。
こ
の
と

き
も
伊
瀬
ア
サ
子
さ
ん
が
出
産
介
助
を
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
出
産
後
に
デ
ー
ベ
ヤ

へ
移
っ
た
。
第
四
子（
二
女
）は
、昭
和
二
七
年
一
〇
月
二
七
日
に
自
宅
で
出
産
し
た
。

取
り
上
げ
た
の
は
伊
瀬
ア
サ
子
さ
ん
で
あ
っ
た
。
出
産
後
に
デ
ー
ベ
ヤ
へ
移
っ
た
。

【
事
例
39
】
三
好
キ
ク
ヱ
さ
ん（
昭
和
三
年
一
月
一
日
生
ま
れ
）

三
好
キ
ク
ヱ
さ
ん
は
、
島
の
生
ま
れ
で
、
昭
和
二
四
年
一
二
月
に
結
婚
し
た
。
第

一
子
（
長
男
）
を
昭
和
二
六
年
五
月
四
日
に
出
産
し
た
。
自
宅
の
仏
間
の
裏
に
あ
る

三
畳
ほ
ど
の
納
戸
で
出
産
し
た
。
こ
の
と
き
は
目
が
不
自
由
な
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン

写真 23　伊吹産院の跡地

写真 22　伊吹産院の標柱
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が
取
り
上
げ
た
。
キ
ク
ヱ
さ
ん
自
身
は
資
格
を
持
っ
た
若
い
助
産
婦
を
頼
み
た
か
っ

た
が
、
姑
か
ら
「
オ
シ
メ
婆
さ
ん
を
頼
ん
で
お
い
た
か
ら
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
い
、

仕
方
な
く
従
っ
た
と
い
う
。
オ
シ
メ
婆
さ
ん
は
近
所
で
あ
り
親
戚
で
も
あ
っ
た
。
出

産
し
た
翌
朝
、
デ
ー
ベ
ヤ
へ
行
っ
た
。
家
の
所
か
ら
出
る
が
、
姑
が
赤
子
を
抱
い
て

次
に
私
が
歩
く
。
盥
、
布
団
、
バ
ケ
ツ
、
薪
な
ど
を
親
戚
の
女
性
が
持
っ
て
行
列
を

組
ん
で
出
か
け
た
。
男
性
が
持
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。
私
が
デ
ー
ベ

ヤ
に
入
る
と
全
員
で
九
人
に
な
っ
た
の
で
、
一
部
屋
に
二
人
ず
つ
と
な
っ
た
。
デ
ー

ベ
ヤ
で
は
二
八
日
間
を
過
ご
し
た
。
デ
ー
ベ
ヤ
は
男
子
禁
制
で
あ
っ
た
。
お
じ
い
さ

ん
は
孫
が
生
ま
れ
て
う
れ
し
か
っ
た
ら
し
く
、
杖
を
突
い
て
赤
子
を
見
に
デ
ー
ベ
ヤ

ま
で
来
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
デ
ー
ベ
ヤ
を
出
る
日
は
大
安
な
ど
を
選
ん
だ
。
ク
マ

ウ
ジ
と
い
う
の
を
見
て
や
っ
て
い
た
。

第
二
子
（
長
女
）
も
オ
シ
メ
婆
さ
ん
が
取
り
上
げ
た
。
第
二
子
は
昭
和
二
九
年
一

月
四
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
第
三
子
（
二
男
）
は
、
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
二
八
日
生
ま

れ
で
、
自
宅
出
産
で
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
は
既
に
オ
シ
メ
婆
さ
ん
は
高
齢
に
な
っ
て

い
た
の
で
、
助
産
婦
の
中
野
愛
子
さ
ん
が
取
り
上
げ
て
く
れ
た
。
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ

ン
は
へ
そ
の
緒
の
箱
な
ど
持
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
助
産
婦
の
中
野
さ
ん
は
へ
そ
の

緒
の
箱
を
用
意
し
て
く
れ
た
。
中
野
さ
ん
は
私
よ
り
も
二
歳
上
で
、
夫
昭
光
と
同
級

生
で
あ
っ
た
。
出
産
翌
日
に
デ
ー
ベ
ヤ
へ
移
っ
た
。
第
四
子
（
二
女
）
は
昭
和
三
二

年
九
月
二
六
日
生
ま
れ
で
、
や
は
り
助
産
婦
の
中
野
愛
子
さ
ん
が
取
り
上
げ
、
出
産

後
に
デ
ー
ベ
ヤ
へ
移
っ
た
。

【
事
例
40
】
三
好
シ
ゲ
子
さ
ん（
昭
和
一
六
年
一
一
月
一
五
日
生
ま
れ
）

三
好
シ
ゲ
子
さ
ん
は
島
の
生
ま
れ
で
、昭
和
四
〇
年
一
一
月
二
五
日
に
結
婚
し
た
。

第
一
子
（
長
男
）
を
出
産
す
る
こ
ろ
は
デ
ー
ベ
ヤ
を
使
う
人
は
極
め
て
少
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
シ
ゲ
子
さ
ん
は
観
音
寺
市
の
西
原
産
婦
人
科
で
第
一
子
を
昭
和
四
三
年
六
月

二
五
日
に
出
産
し
た
。
第
二
子
（
二
男
）
は
昭
和
四
五
年
五
月
一
六
日
に
デ
ー
ベ
ヤ

で
出
産
し
た
。
助
産
婦
の
伊
瀬
ア
サ
子
さ
ん
が
取
り
上
げ
た
。
病
院
で
出
産
し
た
よ

り
も
楽
な
出
産
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
寝
て
い
た
ら
ム
カ
デ
が
天
井
か
ら
ぽ
た
ぽ
た

と
落
ち
て
き
た
。建
物
は
そ
れ
ほ
ど
汚
く
は
な
か
っ
た
し
炊
事
場
も
新
し
か
っ
た
が
、

ム
カ
デ
に
は
び
っ
く
り
し
た
。
実
家
の
母
が
泊
ま
っ
て
く
れ
た
り
、
食
事
を
運
ん
で

く
れ
た
が
、
あ
ま
り
に
怖
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
ム
カ
デ
に
噛
ま
れ
た
ら
よ
く
な
い

と
い
う
の
で
一
〇
日
ほ
ど
で
退
出
し
た
。
第
三
子
（
長
女
）
は
、
観
音
寺
市
の
西
原

産
婦
人
科
病
院
で
出
産
し
た
。
昭
和
四
八
年
二
月
二
三
生
ま
れ
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど

シ
ゲ
子
さ
ん
は
三
三
歳
の
厄
年
の
と
き
に
出
産
し
た
の
で
、
赤
子
は
近
く
の
四
辻
に

い
っ
た
ん
捨
て
た
。
夫
の
姉
が
拾
っ
て
く
れ
、
赤
子
に
新
し
い
着
物
を
着
せ
て
連
れ

て
き
た
。

【
事
例
41
】
久
保
カ
ズ
子
さ
ん
（
昭
和
五
年
一
月
五
日
生
ま
れ
）

久
保
カ
ズ
子
さ
ん
は
島
で
生
ま
れ
た
。
昭
和
二
七
年
一
月
に
結
婚
し
た
。
旧
姓
も

久
保
で
、
従
兄
弟
夫
婦
で
あ
っ
た
。
夫
は
船
乗
り
で
、
結
婚
し
た
と
き
は
夫
の
弟
二

人
と
妹
が
一
人
い
た
が
、
次
々
に
結
婚
し
て
家
を
出
て
行
っ
た
。
第
一
子
（
長
女
）

は
昭
和
三
一
年
三
月
九
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
デ
ー
ベ
ヤ
に
は
オ
バ
が
つ
い
て
、
午
前

九
時
ご
ろ
に
行
っ
た
。
デ
ー
ベ
ヤ
で
出
産
し
た
が
、「
晩
の
潮
に
生
ま
れ
た
」と
い
う
。

潮
が
満
ち
る
と
き
に
赤
子
は
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
三
〇
分
以
上
も
陣
痛
が
大
変

で
あ
っ
た
。
こ
の
子
は
逆
子
で
泣
か
な
か
っ
た
。
助
産
婦
の
中
野
愛
子
さ
ん
が
一
生

懸
命
赤
子
の
足
を
持
っ
て
叩
い
て
い
た
。
オ
バ
が
側
で
「
カ
ズ
は
あ
き
ら
め
、
こ
の

子
は
泣
か
ん
か
ら
」
と
赤
子
の
い
の
ち
を
諦
め
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
愛
子
さ
ん
は

夫
の
優
と
同
級
生
で
大
正
一
五
年
生
ま
れ
で
あ
る
。

第
二
子
（
二
女
）
は
昭
和
三
三
年
五
月
二
三
日
に
生
ま
れ
た
。
年
子
だ
っ
た
の
で
、

「
ま
た
ハ
ラ
ボ
テ
に
な
っ
て
、
ま
た
生
ま
れ
る
の
か
」
と
言
わ
れ
る
の
が
嫌
だ
し
、

格
好
悪
い
か
ら
腹
帯
を
き
つ
く
締
め
て
い
た
。
出
来
そ
う
に
な
っ
た
の
で
デ
ー
ベ
ヤ

に
行
っ
た
ら
、
第
二
子
は
一
〇
分
も
し
な
い
で
す
ぐ
に
産
ま
れ
た
。
こ
ろ
こ
ろ
と
大

き
な
子
で
三
二
〇
〇
グ
ラ
ム
あ
っ
た
。
二
女
の
と
き
は
私
の
ほ
か
に
四
人
が
デ
ー
ベ

ヤ
に
入
っ
て
い
た
。

第
三
子
（
三
女
）
は
昭
和
三
六
年
二
月
五
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ
れ
も
二
女
と
同

じ
で
易
か
っ
た
。
当
時
は
朝
の
六
時
に
電
気
が
付
い
て
、
夜
十
一
時
に
消
え
た
。
そ



141

［産屋習俗の終焉過程に関する民俗学的研究］……板橋春夫

れ
以
外
の
時
間
は
ラ
ン
プ
を
用
い
て
い
た
。
私
が
姑
に
「
お
産
婆
さ
ん
を
呼
ん
で
き

て
」
と
言
っ
た
が
、
姑
が
迎
え
に
行
っ
て
い
る
間
に
赤
子
が
半
分
く
ら
い
出
た
。
納

戸
で
出
産
し
た
。
中
野
愛
子
さ
ん
が
来
て
へ
そ
の
緒
を
切
っ
た
り
し
て
く
れ
た
。
そ

し
て
朝
九
時
こ
ろ
に
デ
ー
ベ
ヤ
に
移
っ
た
。
私
が
赤
子
を
抱
い
て
行
っ
た
。
当
時
は

道
順
が
ど
う
の
こ
う
の
と
言
っ
て
い
た
。
三
女
の
と
き
に
中
村
と
い
う
カ
メ
ラ
マ
ン

が
弟
子
を
連
れ
て
島
に
や
っ
て
来
た
。
長
女
の
と
き
は
緑
川
さ
ん
が
来
た
の
で
、
写

真
記
録
に
は
何
か
因
縁
が
あ
る
。「
こ
こ
は
養
生
し
て
い
る
の
で
モ
デ
ル
に
は
な
り

ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
ら
、「
せ
っ
か
く
遠
く
か
ら
来
て
い
る
ん
で
写
さ
せ
て
く
れ
」

と
懇
願
さ
れ
た
。
あ
と
か
ら
本
を
送
っ
て
も
ら
っ
た
。
三
女
の
と
き
に
初
め
て
デ
ー

ベ
ヤ
入
り
を
行
っ
た
。
デ
ー
ベ
ヤ
に
行
く
と
き
は
親
戚
の
人
が
来
て
く
れ
る
。
行
李

の
よ
う
な
小
さ
い
入
れ
物
を
「
ボ
テ
」
と
い
う
。
ボ
テ
に
着
物
を
入
れ
て
、
薪
、
盥
、

針
仕
事
道
具
な
ど
を
持
っ
て
列
を
組
ん
で
デ
ー
ベ
ヤ
に
向
か
っ
た
。
伊
吹
島
は
水
が

少
な
い
の
で
産
院
で
も
水
が
不
足
す
る
。
そ
の
た
め
に
親
戚
の
人
が
水
を
運
ん
で
き

て
く
れ
た
。

第
四
子
（
長
男
）
は
昭
和
四
〇
年
一
一
月
二
日
生
ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
と
き
は
自

宅
の
座
敷
で
出
産
し
た
。
大
き
な
お
腹
だ
っ
た
の
で
、
双
子
か
女
の
子
だ
っ
た
ら
女

の
子
が
五
人
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、「
堕
ろ
さ
ん
か
」
と
言
わ
れ
た
。
こ
れ
は
デ
ー

ベ
ヤ
の
近
所
で
双
子
を
産
ん
だ
女
性
か
ら
言
わ
れ
た
。
そ
の
女
性
は
女
の
子
を
六
人

も
産
ん
だ
。
私
は
「
ネ
ー
サ
ン
よ
り
も
一
人
少
な
い
が
の
ー
」
と
言
っ
た
。
生
ま
れ

た
子
ど
も
は
男
の
子
で
あ
っ
た
。
安
産
で
、
そ
の
翌
朝
、
行
列
を
作
っ
て
デ
ー
ベ
ヤ

に
向
か
っ
た
。
中
野
愛
子
さ
ん
が
後
産
の
処
理
を
し
て
く
れ
た
。

デ
ー
ベ
ヤ
で
は
先
輩
の
女
性
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
っ
た
。
一
緒

に
い
た
産
婦
た
ち
は
自
然
に
仲
良
く
な
る
の
で
デ
ー
ベ
ヤ
友
だ
ち
と
呼
ん
で
い
た
。

デ
ー
ベ
ヤ
か
ら
帰
る
と
き
は
、
姑
が
赤
子
を
抱
い
て
自
宅
に
向
か
う
が
、
こ
の
と
き

も
列
が
組
ま
れ
る
。
本
人
は
一
番
後
ろ
で
あ
っ
た
。
履
き
物
は
新
し
い
も
の
で
、
盥

を
下
げ
て
持
ち
帰
る
。
古
い
履
き
物
は
デ
ー
ベ
ヤ
は
穢
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
処
分

す
る
の
で
あ
る
。
か
ぶ
せ
着
物
を
姑
が
作
っ
て
く
れ
る
。
こ
の
か
ぶ
せ
着
物
を
振
り

袖
に
し
た
。

帰
る
と
自
宅
で
デ
ー
ベ
ヤ
仕
舞
い
を
や
っ
た
。
家
族
の
者
が
「
明
日
は
カ
ズ
子
の

デ
ー
ベ
ヤ
仕
舞
い
だ
か
ら
来
て
く
れ
」
と
親
戚
な
ど
を
触
れ
て
歩
い
た
。
白
い
ご
飯

に
ゴ
ジ
ル
を
付
け
た
。う
ず
ら
豆
を
煮
た
り
し
た
料
理
が
当
時
は
ご
馳
走
で
あ
っ
た
。

膳
に
は
魚
を
一
尾
付
け
た
。
こ
の
ご
飯
を
デ
ー
ベ
ヤ
飯
と
言
っ
た
。

4　

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
の
時
代

昭
和
二
〇
年
代
ま
で
は
、

島
に
住
む
二
人
の
ト
リ
ア
ゲ

バ
ア
サ
ン
が
活
躍
し
て
い

た
。
一
人
は
盲
目
の
女
性
で

「
ハ
ン
シ
の
オ
シ
メ
婆
さ
ん
」

と
通
称
さ
れ
て
い
た
。
ハ
ン

シ
と
は
半
四
郎
の
こ
と
で
、

先
祖
に
半
四
郎
が
い
て
、
そ

れ
が
屋
号
と
な
っ
た
。
も
う

一
人
は
「
デ
ン
シ
の
オ
リ
ョ

ウ
婆
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
女

性
で
あ
っ
た
。
デ
ン
シ
の
オ

リ
ョ
ウ
婆
さ
ん
の
ほ
う
が

一
〇
歳
く
ら
い
若
く
、
器
用

な
人
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ

こ
で
は
「
ハ
ン
シ
の
オ
シ
メ

婆
さ
ん
」
に
関
す
る
聞
き
書

き
を
報
告
し
て
お
く
。

オ
シ
メ
婆
さ
ん
は
三
歳
の

と
き
、
山
で
遊
ん
で
い
て
イ

写真 24　伊吹産院の外観
（「瀬戸内海島嶼巡訪日記」より転載）

写真 25　産院内部
（「瀬戸内海島嶼巡訪日記」より転載）
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ガ
で
両
目
を
突
く
事
故
に
遭
っ
た
。
そ
れ
が
原
因
で
失
明
し
て
し
ま
っ
た
。
目
が
不

自
由
と
は
言
え
、
布
団
、
袴
な
ど
を
縫
う
器
用
な
人
で
あ
っ
た
。
食
事
も
自
分
で
作

れ
た
。
ま
た
、
拝
み
屋
の
よ
う
な
こ
と
も
兼
ね
て
お
り
、
何
で
も
拝
ん
で
く
れ
た
。

ど
こ
が
悪
い
な
ど
と
的
確
に
当
て
る
人
で
あ
っ
た
。
あ
ま
り
に
器
用
な
の
で
、
人
び

と
は
「
お
大
師
さ
ん
で
も
付
い
て
ん
の
や
ろ
う
」
と
噂
し
あ
っ
た
。
オ
シ
メ
婆
さ
ん

は
四
国
八
十
八
か
所
詣
り
に
行
っ
た
り
し
、
観
音
様
を
信
仰
し
て
い
た
。
ど
の
よ
う

な
経
緯
で
出
産
介
助
の
仕
事
に
携
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

真
鍋
ナ
ツ
さ
ん
（
大
正
一
三
年
八
月
一
〇
日
生
ま
れ
）
は
、
オ
シ
メ
婆
さ
ん
の
姪

に
あ
た
る
。
四
人
の
子
ど
も
（
昭
和
二
二
年
〜
昭
和
三
二
年
生
ま
れ
）
は
、
す
べ
て

オ
シ
メ
婆
さ
ん
に
取
り
上
げ
て
も
ら
っ
た
。
久
保
カ
ズ
子
さ
ん（
昭
和
五
年
生
ま
れ
）

に
よ
る
と
、
彼
女
の
母
や
姑
の
出
産
の
と
き
に
は
オ
シ
メ
婆
さ
ん
が
取
り
上
げ
て
い

た
と
い
う
。
オ
シ
メ
婆
さ
ん
は
昭
和
三
〇
年
代
初
め
ま
で
出
産
介
助
の
仕
事
に
従
事

し
て
い
た
が
、
出
産
に
は
オ
シ
メ
婆
さ
ん
と
同
じ
歓
喜
講
の
人
が
立
ち
会
っ
て
く
れ

た
。
い
つ
も
二
人
の
出
産
介
助
と
な
っ
て
い
た
。
高
齢
に
な
っ
て
炭
を
起
こ
し
て
い

た
と
き
に
着
物
の
裾
に
火
が
つ
い
て
火
災
で
焼
死
し
て
し
ま
っ
た
。
位
牌
に
は
「
真

実
院
貞
節
静
心
大
姉
、
昭
和
四
十
四
年
三
月
二
十
三
日
、
金
次
郎
三
女
、
俗
名
シ
メ
、

行
年
九
十
二
才
」
と
あ
る
。
火
災
は
三
月
二
三
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
生
前
の
昭
和

四
一
年
に
「
お
注
連
地
蔵
」
を
自
宅
の
敷
地
内
に
建
て
て
も
ら
っ
た
。

5　

近
代
産
婆
の
活
躍

戦
後
ま
も
な
く
、
子
ど
も
の
こ
ろ
に
島
で
生
活
し
た
こ
と
の
あ
る
助
産
婦
が
開
業

し
た
。
そ
れ
を
追
う
よ
う
に
島
出
身
の
助
産
婦
も
帰
島
し
、
二
人
の
助
産
婦
が
活
躍

し
た
。
こ
の
時
期
は
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
二
人
が
ま
だ
健
在
で
あ
っ
た
。
若
い
助
産

婦
は
、
産
後
す
ぐ
に
歩
い
て
デ
ー
ベ
ヤ
に
移
る
こ
と
の
危
険
を
説
い
て
デ
ー
ベ
ヤ
に

お
け
る
出
産
を
勧
め
た
。
渋
沢
敬
三
ら
ア
チ
ッ
ク
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
メ
ン
バ
ー
が
昭

和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
に
瀬
戸
内
海
島
嶼
を
巡
見
し
、
伊
吹
島
も
踏
査
の
対
象
と

な
っ
た
。
そ
の
報
告
に
よ
る
と
「
島
の
老
医
横
山
氏
の
談
に
よ
れ
ば
、
出
産
間
も
無

く
急
な
路
を
歩
い
て
産
院
へ
ゆ
く
の
は
、
誠
に
危
険
千
万
だ
か
ら
と
幾
度
か
注
意
し

た
が
、
陰
陽
の
迷
信
か
ら
入
院
の
日
柄
を
選
ぶ
故
、
日
が
良
け
れ
ば
出
産
当
日
で
も

歩
い
て
産
院
に
入
る
の
を
止
め
な
い
。
然
し
そ
れ
が
障
つ
て
死
ん
だ
と
い
ふ
産
婦
は

一
人
も
ゐ
な
い
と
い
ふ
事
で
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
調
査
は
昭
和
一
二
年
五
月

で
あ
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
自
宅
で
出
産
し
て
デ
ー
ベ
ヤ
へ
移
動
す
る
慣
行
で
あ
っ

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
〔
ア
チ
ッ
ク
ミ
ユ
ー
ゼ
ア
ム
編　

一
九
四
〇　

一
〇
七
〕。

近
代
産
婆
の
活
躍
の
結
果
、
徐
々
に
デ
ー
ベ
ヤ
出
産
に
な
っ
て
ゆ
き
、
昭
和
三
一

年
（
一
九
五
六
）
に
は
分
娩
室
を
設
け
る
な
ど
近
代
医
療
化
が
推
進
さ
れ
た
〔
伏
見　

二
〇
一
〇　

一
〇
六
〜
一
〇
七
〕。
こ
の
デ
ー
ベ
ヤ
出
産
が
軌
道
に
乗
る
こ
ろ
は
、
観

音
寺
市
を
は
じ
め
と
す
る
島
外
の
産
婦
人
科
病
院
に
お
い
て
出
産
す
る
女
性
が
増
え

て
き
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

デ
ー
ベ
ヤ
に
お
け
る
出
産
介
助
者
と
出
産
の
場
の
変
化
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に

な
る
。①

【
戦
前
〜
昭
和
三
〇
年
代
前
半
】

　

出
産
介
助
＝
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
二
人
（
一
人
は
目
が
不
自
由
）

　

出
産
の
場
＝
自
宅

②
【
昭
和
二
一
年
か
ら
四
八
年
ま
で
】

　

出
産
介
助
＝
助
産
婦
二
人
（
中
野
愛
子
・
伊
瀬
ア
サ
子
）

　

出
産
の
場
＝
自
宅
ま
た
は
デ
ー
ベ
ヤ
（
昭
和
三
一
年
か
ら
）

③
【
昭
和
四
〇
年
以
降
】

　

出
産
介
助
＝
医
師
・
助
産
婦

　

出
産
の
場
＝
病
院

出
産
の
場
は
自
宅
か
ら
デ
ー
ベ
ヤ
に
変
わ
り
、
介
助
者
は
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
か
ら

助
産
婦
に
変
わ
っ
た
。
若
い
母
親
た
ち
に
と
っ
て
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
の
印
象
は
決

し
て
良
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
恐
ら
く
近
代
的
感
性
の
見
方
で
あ
ろ
う
。

助
産
婦
に
よ
る
出
産
介
助
が
可
能
に
な
っ
た
昭
和
二
〇
年
代
は
徐
々
に
ト
リ
ア
ゲ
バ

ア
サ
ン
の
出
産
を
過
去
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
次
の
エ
ピ
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ソ
ー
ド
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

三
好
キ
ク
ヱ
さ
ん
は
、助
産
婦
に
取
り
上
げ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
が
、姑
か
ら
「
オ

シ
メ
婆
さ
ん
に
頼
ん
で
き
た
か
ら
」
と
言
わ
れ
、
が
っ
か
り
し
た
と
語
っ
た
。
そ
こ

に
は
若
い
助
産
婦
に
出
産
介
助
を
依
頼
し
た
か
っ
た
の
だ
が
、
果
た
せ
な
か
っ
た
無

念
さ
が
あ
る
。
第
三
子
は
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
の
生
ま
れ
で
あ
る
が
、「
オ
シ
メ
婆

さ
ん
は
歳
を
と
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
三
人
目
は
中
野
さ
ん
に
頼
む
こ
と
に
な
っ

た
」
と
語
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
出
産
介
助
者
の
選
択
権
は
、
当
事
者
で
あ
る
嫁

に
は
無
く
、姑
の
管
轄
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。そ
し
て
キ
ク
ヱ
さ
ん
は
、「
ト

リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
は
へ
そ
の
緒
の
箱
の
用
意
を
し
て
な
か
っ
た
が
、
助
産
婦
は
へ
そ

の
緒
の
箱
を
用
意
し
て
い
た
」
と
違
い
を
説
明
し
て
く
れ
た
。
確
か
に
オ
シ
メ
婆
さ

ん
は
、
昭
和
三
〇
年
の
と
き
は
七
八
歳
で
あ
っ
た
。
当
時
と
す
れ
ば
か
な
り
の
高
齢

で
る
。
キ
ク
ヱ
さ
ん
は
、
昭
和
三
〇
年
以
降
の
赤
子
は
す
べ
て
中
野
助
産
婦
に
取
り

上
げ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
真
鍋
ナ
ツ
さ
ん
の
よ
う
に
親
戚
の
女
性
は
、
昭
和
三
二
年

時
点
で
も
、
身
内
の
オ
シ
メ
婆
さ
ん
に
頼
ん
で
い
た
ら
し
い
。
つ
ま
り
オ
シ
メ
婆
さ

ん
は
八
〇
歳
に
は
ま
だ
現
役
で
赤
子
の
取
り
上
げ
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
伊
吹

島
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
無
資
格
の
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
の
活
躍
し
た
時
代
が
長

く
、
専
門
家
で
あ
る
助
産
婦
が
単
独
で
活
躍
し
た
の
は
わ
ず
か
二
〇
年
間
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。

10
産
屋
を
め
ぐ
る
民
俗

産
屋
を
見
て
い
く
と
、
刃
物
が
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と

に
気
づ
く
。
そ
こ
で
刃
物
が
産
屋
及
び
出
産
習
俗
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。
次
に
産
屋
の
持
つ
機
能
に
つ
い
て
考
え
る
。
穢
れ
・
別
離
か
ら
休
養
・

共
助
へ
と
い
う
認
識
・
思
想
の
問
題
で
あ
る
。

1　

産
屋
に
掛
か
る
刃
物

産
屋
の
刃
物
に
つ
い
て
は
、
大
藤
ゆ
き
『
児
や
ら
い
』
に
よ
っ
て
、
福
岡
県
の
筑

前
大
島
の
産
屋
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
出
産
後
三
日
目
に
門
口
へ
産

屋
を
こ
し
ら
え
た
。
約
一
メ
ー
ト
ル
棒
四
本
を
た
て
、
わ
ら
で
屋
根
を
葺
い
た
簡
素

な
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
、
頂
に
柴
を
さ
し
、
中
に
包
丁
を
置
い
て
お
く
と
い
う
。
包
丁
が

際
立
っ
て
お
り
、
見
る
か
ら
に
物
騒
な
産
屋
と
い
う
印
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
意

味
で
は
包
丁
を
強
調
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
産
屋
の
終
焉

期
に
お
い
て
も
重
要
な
要
素
と
し
て
刃
物
を
持
っ
て
歩
い
た
り
、
刃
物
を
産
屋
の
入

口
に
つ
り
下
げ
る
な
ど
の
慣
行
が
広
く
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
は
刃
物
と
い
う
呪
具
の

視
点
か
ら
産
屋
習
俗
を
見
て
い
く
。

福
井
県
敦
賀
市
池
河
内
に
住
む
杉
田
稔
さ
ん
（
大
正
一
三
年
生
ま
れ
）
は
、
召
集

を
受
け
て
満
州
を
転
戦
し
、
戦
後
し
ば
ら
く
シ
ベ
リ
ア
に
抑
留
さ
れ
た
。
よ
う
や
く

帰
国
が
で
き
、
昭
和
二
八
年
三
月
に
い
と
こ
の
ス
エ
コ
さ
ん
（
昭
和
五
年
生
ま
れ
）

と
結
婚
し
た
。第
一
子
は
実
家
で
出
産
す
る
習
わ
し
で
、ス
エ
コ
さ
ん
は
実
家
へ
帰
っ

て
助
産
婦
の
介
助
で
男
の
子
を
出
産
し
た
。
昭
和
三
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
第
二
子

は
自
宅
で
出
産
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
山
間
村
落
の
た
め
近
く
に
助
産
婦
が
い
な
い

の
で
、
姑
が
出
産
介
助
を
し
た
。
第
二
子
の
次
男
は
昭
和
三
四
年
一
〇
月
に
無
事
生

ま
れ
た
。
ス
エ
コ
さ
ん
の
姑
の
よ
う
に
無
資
格
の
女
性
が
出
産
介
助
に
あ
た
る
事
例

は
、
戦
前
で
は
さ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
交
通
不
便
な
地
域
で
は
戦
後
も
し

ば
ら
く
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

池
河
内
で
は
出
産
に
あ
た
っ
て
サ
ン
ゴ
ヤ
を
作
る
習
わ
し
が
廃
れ
か
け
て
い
た

が
、
稔
さ
ん
は
昔
か
ら
の
し
き
た
り
通
り
、
次
男
の
誕
生
の
際
に
は
庭
の
隅
に
サ
ン

ゴ
ヤ
を
建
て
る
こ
と
に
し
た
。「
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
見
て
き
た
し
、
自
分
の
子
ど

も
が
生
ま
れ
た
ら
作
る
も
の
だ
と
思
っ
た
。サ
ン
ゴ
ヤ
は
ま
じ
な
い
み
た
い
な
も
の
」

と
語
っ
て
い
る
。
稔
さ
ん
は
山
か
ら
細
い
木
を
伐
り
出
し
、
木
を
組
ん
で
三
角
小
屋

を
こ
し
ら
え
、
ま
わ
り
を
萱
で
葺
い
た
。
三
角
小
屋
の
広
さ
は
一
畳
程
度
で
、
土
間
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に
は
川
か
ら
拾
っ
て
き
た
石
を
三
個
並
べ
た
。
こ
れ
は
カ
マ
（
竈
）
だ
と
い
う
。
入

り
口
に
コ
モ
を
吊
し
た
粗
末
な
造
り
で
あ
る
。
コ
モ
の
所
に
は
草
刈
り
鎌
を
吊
し
た

と
い
う
。
こ
れ
は
昔
使
っ
て
い
た
サ
ン
ゴ
ヤ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
版
で
あ
る
。
そ
し
て
、

出
産
三
日
目
に
ス
エ
コ
さ
ん
は
赤
子
を
抱
い
て
、
わ
ず
か
一
〇
分
間
ほ
ど
を
こ
の
サ

ン
ゴ
ヤ
で
過
ご
し
た
と
い
う
。
サ
ン
ゴ
ヤ
は
使
い
終
わ
る
と
捨
て
た
が
、
稔
さ
ん
に

よ
れ
ば
、
一
週
間
経
っ
て
か
ら
小
屋
を
砕
い
て
、
橋
の
下
に
コ
ヤ
ス
テ
バ
（
小
屋
捨

て
場
）
と
呼
ぶ
場
所
へ
捨
て
た
。

以
上
が
杉
田
さ
ん
か
ら
お
聞
き
し
た
池
河
内
の
サ
ン
ゴ
ヤ
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

聞
き
書
き
の
後
、杉
田
夫
妻
に
サ
ン
ゴ
ヤ
を
建
て
た
場
所
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
が
、

三
角
小
屋
の
イ
メ
ー
ジ
は
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
。
調
査
後
、昭
和
三
九
年
刊
行
の『
福

井
県
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
』
に
載
っ
た
サ
ン
ゴ
ヤ
の
写
真
を
見
つ
け
た
。
池

河
内
の
サ
ン
ゴ
ヤ
は
杉
田
さ
ん
が
昭
和
三
四
年
に
制
作
し
た
の
が
最
後
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
昭
和
三
九
年
の
報
告
書
に
写
真
が
載
っ
て
い
る
の
は
ど

う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
杉
田
さ
ん
か
ら
は
当
時
調
査
員
が
来
た
と
は
聞
い
て
い

な
い
。
こ
れ
は
民
俗
調
査
の
際
に
復
元
さ
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
詳
細
は
不

明
で
あ
る
。
印
刷
の
不
鮮
明
な
写
真
で
あ
る
が
、
よ
く
眺
め
て
い
る
と
コ
モ
の
上
部

に
草
刈
り
鎌
ら
し
き
物
が
見
え
る
。
こ
れ
は
杉
田
さ
ん
か
ら
の
聞
き
書
き
と
、
類
例

の
知
識
か
ら
そ
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
類
例
と
は
、
京

都
府
福
知
山
市
三
和
町
大
原
の
産
屋
の
入
り
口
に
下
が
る
草
刈
り
鎌
で
あ
る
。
こ
の

大
原
の
産
屋
は
、民
俗
学
や
文
化
人
類
学
の
教
科
書
に
載
る
ほ
ど
有
名
で
あ
る
。『
神

道
の
成
立
』や『
宗
教
以
前
』に
も
写
真
が
載
る
。「
入
口
に
魔
除
け
の
鎌
を
下
げ
た
」

と
解
説
し
て
い
る
が
、
同
書
掲
載
の
写
真
か
ら
は
鎌
を
判
別
で
き
な
い
。
私
た
ち
は

文
章
に
よ
っ
て
鎌
を
見
た
と
勘
違
い
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

実
際
に
大
原
の
産
屋
に
行
っ
て
み
る
と
、い
つ
の
時
代
の
鎌
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、

草
刈
り
鎌
が
逆
さ
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
。
地
元
の
人
た
ち
は
魔
除
け
の
鎌
と
説
明

し
て
い
る
。
野
本
寛
一
は
大
原
の
産
屋
を
調
査
し
、
彼
自
身
が
撮
影
し
た
草
刈
り
鎌

の
写
真
を
二
点
掲
載
す
る
と
と
も
に
、「
入
口
上
部
に
は
魔
除
け
の
鎌
が
吊
ら
れ
て

お
り
、
先
に
紹
介
し
た
椎
葉
村
の
弓
矢
と
同
様
、
出
産
時
の
魔
除
け
が
厳
正
に
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
」
と
解
説
し
て
い
る
〔
野
本　

二
〇
〇
六　

九
八
〜
九
九
〕。

魔
除
け
の
鎌
は
現
在
も
大
原
の
産
屋
に
掲
げ
ら
れ
、
多
く
の
見
学
者
に
出
産
の
施
設

で
あ
る
産
屋
を
鮮
烈
に
印
象
付
け
て
い
る
。

な
お
、
福
井
県
遠
敷
郡
今
富
村
（
現
、
小
浜
市
）
で
は
「
産
室
の
窓
に
鎌
な
ど
を

か
け
る
。
魔
除
け
の
た
め
と
い
う
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会

編　

一
九
七
五　

一
八
五
〕。
同
様
の
事
例
は
探
せ
ば
ま
だ
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

2　

刃
物
を
持
っ
て
産
屋
へ
向
か
う
民
俗

三
重
県
志
摩
市
越
賀
の
オ
ビ
ヤ
と
呼
ぶ
産
屋
に
関
す
る
民
俗
調
査
で
は
、
刃
物
の

こ
と
を
聞
き
出
せ
な
い
が
、
一
九
四
〇
年
発
行
の
『
産
婆
学
雑
誌
』
に
よ
る
と
、「
産

婦
の
送
り
迎
へ
は
親
類
の
主
婦
達
の
役
目
で
、
薪
、
衣
装
箱
、
炊
事
道
具
緒
さ
桶
等

を
頭
に
の
せ
、
産
婦
は
カ
サ
を
か
ぶ
つ
て
刀
を
一
寸
持
ち
、
子
供
を
抱
い
た
変
つ
た

行
列
で
練
つ
て
行
く
」
と
あ
る
〔
洲
崎　

一
九
四
〇　

一
〇
三
〕。
越
賀
の
オ
ビ
ヤ

で
は
、
入
室
の
際
に
産
婦
が
笠
を
か
ぶ
っ
て
刀
を
持
っ
て
赤
子
を
抱
い
て
行
列
を
作

る
と
い
う
。こ
れ
は
香
川
県
観
音
寺
市
伊
吹
島
の
デ
ー
ベ
ヤ
慣
行
そ
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
伊
吹
島
で
は
、
デ
ー
ベ
ヤ
入
り
に
際
し
て
ク
マ
ウ
ジ
と
呼
ぶ
方
位
を
占
っ
て

か
ら
出
産
翌
日
に
自
宅
か
ら
デ
ー
ベ
ヤ
へ
移
動
す
る
。
デ
ー
ベ
ヤ
で
過
ご
す
三
〇
日

間
分
の
生
活
用
具
を
持
っ
た
女
性
た
ち
の
行
列
が
デ
ー
ベ
ヤ
に
向
か
う
。
出
産
の
穢

れ
の
た
め
、
神
社
の
前
を
遠
慮
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
迂
回
し
た
と
い
う
。
行
列
の

先
頭
は
姑
ま
た
は
産
婦
で
、
赤
子
を
着
物
の
懐
に
抱
い
て
、
片
手
で
キ
レ
モ
ノ
（
果

物
ナ
イ
フ
、
包
丁
、
鎌
）
を
持
っ
て
歩
い
た
。
伊
瀬
聡
子
さ
ん
（
大
正
九
年
生
ま
れ
）

に
よ
る
と
、「
オ
ソ
レ
と
い
っ
て
赤
子
は
女
性
の
下
か
ら
出
る
け
ん
、
髪
も
剃
っ
て

お
ら
ん
の
で
（
穢
れ
を
遠
慮
し
て
）
キ
レ
モ
ノ
を
持
っ
て
行
く
ん
じ
ゃ
。
赤
子
は
懐

に
入
れ
、片
手
に
キ
レ
モ
ノ
を
持
っ
た
」と
語
る
。こ
の
キ
レ
モ
ノ
は
普
通
の
包
丁
で
、

デ
ー
ベ
ヤ
で
の
炊
事
に
用
い
た
。
伊
吹
島
で
は
戦
後
、
二
人
の
助
産
婦
が
伊
吹
島
で

助
産
活
動
を
展
開
す
る
。
彼
女
ら
が
自
宅
で
出
産
し
て
か
ら
デ
ー
ベ
ヤ
へ
向
か
っ
て
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行
列
し
て
く
る
の
は
危
険
で
あ
る
か
ら
と
デ
ー
ベ
ヤ
で
の
出
産
を
勧
め
た
。
そ
の
結

果
、
昭
和
三
〇
年
前
後
に
は
デ
ー
ベ
ヤ
で
の
出
産
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
。
そ
れ
に

伴
い
デ
ー
ベ
ヤ
入
り
の
行
列
が
消
滅
し
、
当
然
包
丁
を
持
っ
て
歩
く
習
俗
も
無
く

な
っ
た
。
昭
和
二
五
年
ま
で
に
出
産
し
た
人
で
あ
れ
ば
、お
お
む
ね
行
列
の
先
頭
で
、

赤
子
を
抱
い
て
刃
物
を
持
っ
て
歩
い
た
経
験
を
語
る
。
そ
し
て
、
キ
レ
モ
ノ
を
持
つ

理
由
を
、
経
験
者
た
ち
は
一
様
に
魔
除
け
で
あ
る
と
答
え
て
い
る
。

産
屋
は
、
出
産
に
伴
う
血
の
穢
れ
意
識
が
強
い
漁
村
な
ど
に
か
つ
て
は
広
く
分
布

し
て
い
た
。
自
宅
か
ら
離
れ
た
独
立
の
小
屋
で
、
妊
産
婦
は
そ
の
施
設
で
出
産
の
穢

れ
を
避
け
る
た
め
の
生
活
を
過
ご
し
た
。
池
河
内
の
よ
う
に
出
産
の
都
度
建
て
る
仮

設
小
屋
と
、
村
落
で
共
同
利
用
す
る
常
設
の
小
屋
と
が
あ
っ
た
。
生
ま
れ
ば
か
り
の

赤
子
の
魂
は
不
安
定
で
悪
霊
が
取
り
憑
き
や
す
い
と
さ
れ
、
刃
物
は
赤
子
に
魅
入
る

悪
霊
を
退
散
さ
せ
る
対
抗
手
段
と
し
て
の
呪
具
で
あ
っ
た
。
死
者
の
胸
元
の
刃
物
も

悪
霊
に
魅
入
ら
れ
な
い
た
め
の
魔
除
け
で
あ
り
、
産
屋
習
俗
に
み
る
刃
物
と
主
旨
は

同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

3　

共
助
と
休
養
の
習
俗

（
1
）共
助
の
習
俗

産
屋
を
穢
れ
観
の
視
点
で
は
な
く
、
別
の
視
点
か
ら
は
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ

ろ
う
か
。
穢
れ
か
ら
始
ま
っ
た
習
俗
で
あ
る
に
し
て
も
、
時
代
の
経
過
と
と
も
に
習

俗
に
は
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
共
助

の
視
点
で
あ
る
。

産
屋
で
出
産
が
済
む
と
、
集
落
内
の
女
性
た
ち
が
産
婦
に
食
事
な
ど
を
見
舞
と
称

し
て
届
け
る
慣
行
が
各
地
に
見
ら
れ
た
。
地
域
の
人
び
と
は
、
共
助
の
精
神
に
基
づ

く
大
変
良
い
習
わ
し
と
考
え
て
い
る
。
お
見
舞
い
を
持
っ
て
行
く
際
に
、
産
婦
を
気

遣
う
会
話
を
す
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
小
屋
に
上
が
り
込
ん
で
懇
談
を
し
て
い
く

と
い
う
よ
う
に
一
定
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
必
要
な
場
合
に
は
育
児
に

関
す
る
知
識
の
伝
授
も
あ
っ
た
。
本
来
は
出
産
の
穢
れ
に
基
づ
く
別
火
で
あ
り
、
別

火
を
維
持
す
る
た
め
に
村
の
女
性
た
ち
が
ご
飯
を
炊
い
た
り
お
か
ず
を
作
っ
て
産
屋

で
過
ご
す
産
婦
に
届
け
た
の
で
あ
る
。
三
食
の
食
事
を
賄
う
だ
け
の
米
や
お
か
ず
が

贈
ら
れ
、
産
婦
は
お
金
の
心
配
を
す
る
こ
と
な
く
、
何
も
し
な
い
で
の
ん
び
り
で
き

た
と
、
産
屋
に
い
る
期
間
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
香
川
県
観
音
寺

市
伊
吹
島
と
三
重
県
志
摩
市
越
賀
、
そ
し
て
福
井
県
敦
賀
市
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

香
川
県
伊
吹
島
で
は
、
デ
ー
ベ
ヤ
（
出
部
屋
）
に
入
る
と
、
親
戚
の
人
や
友
人
た

ち
が
米
を
持
っ
て
見
舞
い
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
。
デ
ー
ベ
ヤ
に
入
っ
て
一
週
間

経
っ
た
こ
ろ
に
、
身
内
の
者
が
チ
ヌ
（
黒
鯛
）
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
こ
れ
を
鯛

飯
に
し
て
食
べ
る
と
古
血
が
下
り
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
デ
ー
ベ
ヤ
を
出
る
と
き
を

デ
ー
ベ
ヤ
仕
舞
い
と
い
っ
て
、見
舞
い
に
来
て
く
れ
た
人
を
自
宅
に
招
待
し
て
煮
物
・

汁
・
魚
・
大
根
・
膾
な
ど
を
拵
え
て
ご
馳
走
を
振
る
舞
っ
た
。
伊
吹
島
は
天
水
に
頼

る
島
な
の
で
水
田
が
一
枚
も
な
い
。
麦
と
里
芋
が
主
要
作
物
で
、
米
は
買
っ
て
食
べ

る
も
の
で
あ
っ
た
。お
産
を
す
る
と
米
が
贈
ら
れ
て
き
た
の
で
、貴
重
な
食
料
で
あ
っ

た
。三

重
県
志
摩
市
越
賀
で
は
、
重
箱
に
米
を
一
杯
に
入
れ
、
真
ん
中
に
小
豆
を
数
粒

入
れ
て
持
っ
て
き
た
。
た
い
て
い
三
合
く
ら
い
入
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
チ
サ
イ
と
呼

ん
で
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
オ
ビ
ヤ
見
舞
い
で
あ
る
。
チ
サ
イ
は
乳
菜
で
あ
ろ
う
か
。

入
所
す
る
と
産
婦
は
朝
昼
晩
の
三
食
を
自
炊
し
た
。
昔
は
朝
に
一
日
分
を
炊
い
て
し

ま
う
。
お
か
ず
は
店
が
近
く
に
あ
っ
た
の
で
そ
こ
で
買
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
も
ら
っ

た
米
は
余
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
。
チ
サ
イ
は
米
が
基
本
で
あ
る
が
、
時
代
が
下
る
に

し
た
が
っ
て
野
菜
・
卵
・
豆
腐
・
魚
な
ど
多
用
な
品
物
が
贈
ら
れ
た
。
い
わ
ゆ
る
養

生
米
の
こ
と
で
あ
り
、
産
婦
の
食
生
活
を
援
助
し
た
の
で
あ
る
。

福
井
県
敦
賀
市
常
宮
で
は
、
二
〇
日
間
の
サ
ン
ゴ
ヤ
生
活
中
は
実
家
か
ら
米
が
届

く
だ
け
で
な
く
、
集
落
の
家
々
か
ら
、
う
ど
ん
・
味
噌
・
餅
・
魚
な
ど
を
持
っ
て
き

て
く
れ
た
。
魚
は
青
い
魚
は
お
腹
が
痛
く
な
る
と
い
う
の
で
、コ
ダ
イ
・
キ
ス
・
ア
ジ
・

サ
ヨ
リ
な
ど
を
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
改
ま
っ
て
品
物
を
持
っ
て
き
て
く
れ
る
の
を

小
屋
見
舞
い
と
い
う
。
オ
コ
ゼ
の
味
噌
汁
を
飲
む
と
よ
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。
敦
賀
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市
立
石
に
も
「
小
屋
乞
食
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
産
婦
は
何
も
し
な
い
で
貰
い
物

ば
か
り
し
て
い
る
こ
と
を
自
虐
的
に
表
現
し
た
言
葉
で
あ
る
。
二
月
の
出
産
は
旧
正

月
が
二
月
で
あ
っ
た
の
で
、
ど
の
家
か
ら
も
餅
が
届
い
た
。
米
を
見
舞
に
持
っ
て
き

て
く
れ
る
が
、
親
戚
は
一
升
、
そ
う
で
な
い
人
は
五
合
と
決
ま
っ
て
い
た
。
保
存
用

に
一
斗
缶
を
用
意
し
て
置
く
が
、帰
り
に
は
米
で
一
杯
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。

敦
賀
市
色
浜
は
一
二
軒
の
集
落
で
あ
る
。
こ
の
サ
ン
ゴ
ヤ
で
過
ご
す
期
間
は
一
〇
日

間
と
短
い
。
集
落
の
人
が
米
一
升
と
ア
ラ
レ
を
重
箱
で
持
っ
て
き
た
。
ほ
か
に
珍
し

い
も
の
で
も
あ
れ
ば
一
緒
に
持
っ
て
き
て
く
れ
た
。
こ
こ
で
も
一
斗
缶
が
一
杯
で

あ
っ
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
日
常
に
は
食
べ
ら
れ
な
い
米
が
贈
答
品
の
第
一
位
で
あ

り
、
サ
ン
ゴ
ヤ
を
出
て
か
ら
も
食
べ
ら
れ
る
分
を
も
ら
え
た
。
い
ず
れ
の
産
屋
で
も

見
舞
い
品
の
筆
頭
は
米
で
あ
る
。
香
川
県
観
音
寺
市
伊
吹
島
の
よ
う
に
米
が
ま
っ
た

く
獲
れ
な
い
地
域
に
お
け
る
米
は
貴
重
品
で
あ
っ
た
。
産
婦
が
米
を
食
べ
る
と
乳
の

出
が
よ
く
な
る
と
い
う
の
で
贈
答
品
に
使
わ
れ
た
り
、
米
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
食

品
が
贈
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
2
）休
養
の
習
俗

香
川
県
観
音
寺
市
伊
吹
島
で
は
、
伝
統
的
な
産
屋
で
あ
る
デ
ー
ベ
ヤ
を
昭
和
五
年

（
一
九
三
〇
）
に
「
伊
吹
産
院
」
と
い
う
名
称
で
新
築
し
た
。
表
向
き
は
産
院
で
あ

る
が
、
地
元
の
人
た
ち
は
今
で
も
デ
ー
ベ
ヤ
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
の
暮
ら
し
は

本
当
に
休
養
が
全
面
的
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
デ
ー
ベ
ヤ
で
の
食
事
は
米
を
食
べ
て

い
た
。
島
は
畑
作
だ
け
で
、
芋
と
麦
で
あ
り
、
米
は
購
入
し
な
け
れ
ば
な
い
の
で
あ

る
。
普
段
は
食
べ
ら
れ
な
い
高
級
品
で
あ
っ
た
。
お
か
ず
は
イ
リ
コ
味
噌
で
あ
っ
た

が
、
骨
は
カ
ル
シ
ウ
ム
が
あ
り
健
康
に
よ
い
。
ク
ロ
ダ
イ
は
古
血
を
出
す
と
い
う
の

で
食
べ
た
。

福
井
県
敦
賀
市
白
木
で
は
、
病
院
出
産
に
移
っ
て
か
ら
も
、
病
院
で
一
週
間
過
ご

し
て
退
院
す
る
と
、
自
宅
に
帰
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
サ
ン
ゴ
ヤ
に
直
行
す
る
習
わ
し
が

昭
和
五
〇
年
代
ま
で
残
っ
て
い
た
。
今
ま
で
の
サ
ン
ゴ
ヤ
で
過
ご
す
期
間
の
う
ち
、

病
院
で
の
一
週
間
を
差
し
引
い
た
期
間
を
過
ご
す
わ
け
で
あ
る
。
サ
ン
ゴ
ヤ
を
利
用

す
る
と
家
族
に
気
兼
ね
し
な
く
赤
子
と
二
人
だ
け
の
幸
せ
に
満
ち
た
産
後
を
過
ご
せ

る
と
い
う
利
点
が
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
産
後
の
休
養
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る

こ
と
を
意
味
す
る
。

三
重
県
志
摩
市
越
賀
の
ヒ
マ
ヤ
に
は
「
産
婦
保
養
所
」
の
看
板
が
掛
け
て
あ
っ
た
。

自
宅
出
産
し
て
二
週
間
後
に
ヒ
マ
ヤ
に
移
り
、
約
二
か
月
間
休
養
し
た
。
同
様
な
も

の
に
福
井
県
小
浜
市
田
烏
の
サ
ン
ゴ
ヤ
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
産
婦
療
養
所
」
と
い

う
看
板
が
掛
か
り
、村
人
か
ら
は「
男
い
ら
ず
の
場
」と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。（
西

山
や
よ
い
「
産
屋
の
民
俗
―
若
狭
湾
に
お
け
る
産
屋
の
聞
書
―
」
三
九
二
〜
三
九
三

頁
）。
大
正
一
〇
年
「
蜑
婦
ニ
就
テ
」（
三
重
県
）
に
よ
る
と
、
昔
の
オ
ビ
ヤ
は
分
娩

直
前
に
入
り
、
産
後
一
〇
日
経
過
し
て
か
ら
帰
宅
す
る
と
い
う
形
態
で
あ
っ
た
〔
三

重
県
警
察
部
衛
生
課
編　

二
〇
〇
九　

四
八
〕。
そ
れ
が
自
宅
出
産
を
し
て
自
宅
で
二

週
間
ほ
ど
過
ご
し
た
後
に
、
産
婦
保
養
所
で
あ
る
オ
ビ
ヤ
に
移
る
。
初
産
は
七
五
日

間
を
過
ご
し
、
経
産
は
四
〇
日
を
過
ご
し
た
。
入
所
料
は
無
料
で
あ
っ
た
が
、
昭
和

二
六
年
か
ら
電
灯
料
を
徴
収
し
た
。オ
ビ
ヤ
の
生
活
は
あ
く
ま
で
も
養
生
が
基
本
で
、

オ
ビ
ヤ
を
出
る
と
き
に
は
「
産
屋
花
が
咲
い
た
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う

に
、
産
後
の
肥
立
ち
が
順
調
で
あ
る
こ
と
が
称
賛
さ
れ
た
。〈
第
一
次
産
婦
保
養
所
〉

は
大
正
一
三
年
に
建
設
し
、
昭
和
九
年
ま
で
の
利
用
で
あ
っ
た
。
大
正
一
三
年
と
い

う
の
は
、
三
重
県
の
報
告
を
受
け
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。〈
第
二
次
産

婦
保
養
所
〉
は
昭
和
二
四
年
か
ら
四
二
年
一
二
月
一
一
日
ま
で
の
わ
ず
か
一
九
年
間

で
あ
る
。
つ
ま
り
昭
和
一
〇
年
か
ら
二
三
年
ま
で
の
一
四
年
間
、
保
養
所
は
存
在
し

な
か
っ
た
。
こ
れ
は
戦
後
、あ
る
助
産
婦
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
再
出
発
し
た
の
で
、

当
初
か
ら
産
婦
の
保
養
を
意
図
し
た
建
物
で
あ
っ
た
。
越
賀
の
オ
ビ
ヤ
は
「
産
婦
保

養
所
」
と
し
て
二
か
月
に
及
ぶ
休
養
期
間
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ビ
ヤ
に
入
っ

た
体
験
者
の
高
齢
女
性
た
ち
は
、
オ
ビ
ヤ
で
の
生
活
を
一
様
に
「
天
国
み
た
い
だ
っ

た
」
と
語
る
。

三
重
県
志
摩
市
越
賀
の
よ
う
に
海
女
と
い
う
厳
し
い
労
働
環
境
の
場
合
や
香
川
県
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伊
吹
島
の
よ
う
に
漁
業
の
手
伝
い
や
畑
作
作
業
を
女
性
が
一
手
に
引
き
受
け
ざ
る
を

得
な
い
労
働
環
境
の
場
合
に
は
、
産
後
ゆ
っ
く
り
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
な
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
三
重
県
志
摩
市
越
賀
の
オ
ビ
ヤ
や
香
川
県
伊
吹
島
の
デ
ー
ベ
ヤ
を

長
く
維
持
さ
せ
た
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
越
賀
で
は
海
女
の
仕
事
比
率
が
大

変
高
い
こ
と
が
、
産
婦
保
養
所
の
維
持
に
一
役
買
っ
た
と
思
わ
れ
る
し
、
労
働
環
境

の
き
び
し
い
地
域
ほ
ど
産
屋
で
休
養
す
る
期
間
が
長
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

4　

近
代
医
療
化
の
中
の
産
屋

（
1
）医
師
に
よ
る
産
屋
の
再
評
価

昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
七
月
、
福
井
赤
十
字
病
院
の
洲
崎
隆
一
医
学
博
士
は
、

敦
賀
半
島
白
木
と
立
石
の
二
集
落
で
サ
ン
ゴ
ヤ
の
現
地
調
査
を
実
施
し
た
。
白
木
で

は
三
人
の
老
婆
か
ら
聞
き
書
き
を
し
、立
石
で
は
ち
ょ
う
ど
産
婦
が
利
用
し
て
い
た
。

現
地
調
査
の
成
果
が
、
第
一
論
文
「
敦
賀
地
方
に
あ
る
産
屋
を
観
る
」（『
産
婆
学
雑

誌
』
第
一
九
年
第
一
号
、
一
九
三
四
年
）
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
、
昭
和
八
年
七
月

二
四
日
、
洲
崎
が
白
木
と
立
石
の
現
地
調
査
で
得
た
資
料
が
基
に
な
っ
て
い
る
。
洲

崎
は
昭
和
六
年
に
福
井
赤
十
字
社
病
院
へ
赴
任
後
、
病
院
の
事
務
職
員
か
ら
敦
賀
地

方
の
産
屋
の
情
報
を
得
た
。
昭
和
七
年
七
月
一
七
日
付
の
大
阪
毎
日
新
聞
の
福
井
版

に「
産
婦
や
不
浄
婦
人
を
家
人
と
別
居
さ
せ
る
全
然
男
子
禁
制
松
原
村
の
奇
習
調
査
」

と
い
う
記
事
が
載
り
、
産
屋
慣
行
の
調
査
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。
当
時
、
一
日
一

本
の
発
動
機
船
と
い
う
交
通
不
便
な
地
で
、
調
査
に
は
困
難
が
つ
き
ま
と
い
、
ま
さ

に
決
意
が
必
要
で
あ
っ
た
。

洲
崎
は
、
関
係
機
関
の
協
力
に
よ
り
、
船
を
借
り
上
げ
白
木
・
立
石
の
調
査
を
実

施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
白
木
で
は
、
三
人
の
老
婆
か
ら
聞
き
書
き
を
し
た
。
サ
ン

ゴ
ヤ
は
六
畳
ほ
ど
の
土
間
で
籾
殻
ま
た
は
灰
を
敷
き
、
そ
の
上
に
筵
や
ナ
ワ
ス
ベ
を

置
い
て
そ
の
上
で
出
産
し
た
。
座
産
で
「
産
婆
は
産
婦
の
後
に
ヒ
ク
ク
腰
を
か
け
、

産
婦
を
両
脚
の
間
に
は
さ
み
、
後
よ
り
抱
く
様
に
す
る
」〔
州
崎　

一
九
三
四　

八
〕

と
い
う
。
産
後
は
腰
湯
を
せ
ず
に
二
四
日
間
後
に
入
湯
し
た
。
立
石
で
は
、
ち
ょ
う

ど
産
婦
が
利
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
洲
崎
は
そ
の
利
用
者
か
ら
聞
き
書
き
を
し
て

い
る
。
サ
ン
ゴ
ヤ
の
印
象
を
「
奥
の
方
に
天
井
よ
り
一
本
の
藁
縄
下
る
。
産
婦
こ
れ

に
つ
か
ま
り
て
力
む
も
の
。
三
尺
に
二
尺
ば
か
り
の
窓
、
海
よ
り
の
壁
に
開
か
れ
、

硝
子
戸
な
れ
ど
、
日
光
の
さ
す
所
と
て
は
、
こ
の
窓
僅
か
に
一
ケ
所
の
み
な
れ
ば
内

部
の
暗
さ
、
想
像
以
上
。」
と
記
し
た
〔
州
崎　

一
九
三
四　

二
〜
一
二
〕。
ま
た
聞

き
書
き
を
し
て
「
一
年
に
五
六
人
か
ら
七
八
人
の
出
産
あ
り
、
他
郷
へ
出
て
居
る
者

で
御
産
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
帰
る
者
も
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
〔
州
崎　

一
九
三
四　

一
三
〕。
こ
の
論
文
に
は
白
木
と
立
石
の
産
屋
の
平
面
図
が
載
り
、
さ
ら
に
立
石
の

ば
あ
い
は
、
窓
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
サ
ン
ゴ
ヤ
の
概
観
写
真
、
内
部
の
様
子
が
分

か
る
写
真
が
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た
。
利
用
の
様
子
を
写
し
た
写
真
は
大
変
貴
重
で

あ
る
。
医
師
と
し
て
の
見
解
が
最
後
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

こ
の
白
木
村
、
立
石
村
の
産
屋
及
び
産
婦
取
扱
に
つ
い
て
は
幼
稚
な
が
ら
、

現
代
医
学
上
か
ら
見
て
も
な
か
な
か
捨
て
た
も
の
で
な
く
、
却
つ
て
参
考
に
す

る
点
が
多
い
と
思
ふ
か
ら
今
俄
か
に
こ
の
伝
流（
統
）流

的
方
法
を
改
め
る
必
要
は

な
い
。
た
ゞ
し
産
屋
の
構
造
及
び
設
備
は
衛
生
的
立
場
か
ら
み
て
感
心
は
出
来

な
い
が
、
妊
産
婦
の
別
居
は
安
静
を
保
て
る
上
か
ら
も
叉
、
精
神
的
に
休
養
を

与
へ
得
る
点
か
ら
で
も
非
常
に
結
構
だ
、（
中
略
）
叉
産
屋
の
建
物
は
粗
末
で

あ
つ
て
も
、
今
少
し
衛
生
的
に
、
採
光
、
排
水
を
計
り
、
床
を
高
く
し
て
、
換

気
に
注
意
し
、
産
婆
は
現
代
産
婆
を
使
用
し
て
、
妊
産
婦
の
取
扱
を
行
は
し
め

た
な
ら
ば
如
何
に
理
想
の
も
の
で
あ
る
か
を
想
は
し
む
。

都
会
に
於
け
る
大
病
院
産
科
、
産
院
等
に
恵
ま
れ
得
な
い
地
方
に
あ
つ
て

は
、
こ
れ
等
産
屋
の
改
良
し
た
も
の
を
区
毎
に
造
り
、
此
組
織
を
発
展
さ
せ
て

は
如
何
か
と
お
も
ふ
が
、
此
等
の
意
見
の
詳
細
は
後
日
に
譲
る
事
と
す
る
。

立
石
区
に
あ
る
古
風
な
建
物
は
記
念
物
と
し
て
別
の
意
味
で
も
保
護
の
必

要
の
あ
る
事
は
勿
論
で
あ
る
〔
州
崎　

一
九
三
四　

一
六
〕。

洲
崎
は
医
学
的
見
地
か
ら
サ
ン
ゴ
ヤ
に
対
し
て
好
意
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
改

良
点
と
し
て
採
光
・
換
気
・
近
代
産
婆
の
活
用
・
土
間
の
改
良
を
提
案
し
た
。
し
か
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も
改
良
し
た
産
屋
を
全
国
各
地
で
活
用
す
る
こ
と
な
ど
を
提
案
し
て
い
る
。
さ
ら
に

立
石
の
産
屋
を
文
化
財
保
存
の
意
義
を
説
く
な
ど
、
現
代
的
な
立
場
か
ら
も
大
い
に

学
ぶ
べ
き
論
考
で
あ
ろ
う
。

「
産
屋
の
奇
習
」（『
産
婆
学
雑
誌
』
二
四
年
一
号
）
は
、
常
宮
・
沓
・
縄
間
・
浦
底
・

色
浜
の
五
集
落
が
追
加
さ
れ
、
さ
ら
に
田
烏
の
調
査
成
果
が
み
ら
れ
る
。
敦
賀
地
方

で
は
な
い
が
、
三
重
県
志
摩
地
方
の
オ
ビ
ヤ
の
事
例
も
報
告
し
て
い
る
。「
常
宮
の

も
の
は
綺
麗
な
砂
が
し
い
て
あ
る
」「
何
処
の
産
屋
も
天
井
は
な
く
梁
か
ら
一
本
縄

が
下
つ
て
居
る
」「
特
筆
す
べ
き
は
各
区
共
、
男
子
禁
制
が
八
ケ
間
敷
、
特
に
白
木

で
は
一
寸
手
に
障
つ
て
も
水
ゴ
リ
を
し
な
け
れ
ば
人
づ
き
合
ひ
は
出
来
ぬ
、
或
は
忌

中
の
者
が
戸
の
明
け
立
て
を
引
受
け
る
」
な
ど
と
指
摘
し
た
。
戸
数
三
〇
戸
ほ
ど
を

一
つ
の
産
屋
の
範
囲
と
設
定
し
、
産
屋
を
建
て
て
、
公
設
の
産
婆
の
介
助
で
出
産
を

行
い
、
平
素
は
妊
産
婦
や
育
児
の
健
康
相
談
所
、
託
児
所
が
で
き
る
の
が
理
想
で
あ

る
と
述
べ
る
。

洲
崎
は
医
学
的
見
地
か
ら
、
採
光
・
換
気
・
近
代
産
婆
の
活
用
・
土
間
の
改
良

を
提
案
し
、
そ
の
よ
う
に
改
良
し
た
産
屋
で
あ
れ
ば
、
全
国
各
地
で
活
用
が
可
能

と
論
じ
た
。
第
二
論
文
「
産
屋
の
奇
習
」（『
産
婆
学
雑
誌
』
第
二
四
年
第
三
号
、

一
九
四
〇
年
）
は
、
第
一
論
文
を
ブ
ラ
ッ
シ
ュ
ア
ッ
プ
さ
せ
、
戸
数
三
〇
戸
ほ
ど
の

エ
リ
ア
を
設
定
し
、
そ
こ
に
産
屋
を
建
て
、
公
設
の
産
婆
の
介
助
で
出
産
を
行
い
、

平
素
は
妊
産
婦
や
育
児
の
健
康
相
談
所
、
託
児
所
と
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
産
屋
の

価
値
を
肯
定
的
に
捉
え
た
。

石
田
誠
『
人
的
資
源
論
』
は
、
国
家
が
妊
産
婦
の
保
護
に
乗
り
出
す
な
ら
ば
、
ま

ず
「
か
の
北
陸
敦
賀
付
近
の
孤
島
と
か
、
紀
州
の
僻
村
に
散
在
す
る
産
屋
制
度
を
検

討
し
、
全
国
の
町
村
に
対
し
、
政
府
が
適
当
な
補
助
金
を
与
へ
て
部
落
毎
に
産
屋
を

建
設
せ
し
め
、
此
処
に
一
定
期
間
妊
婦
を
収
容
し
て
、
精
神
的
安
静
と
営
養
の
摂
取

過
激
労
働
の
禁
止
と
を
励
行
す
る
」
こ
と
が
重
要
だ
と
論
じ
た
〔
石
田　

一
九
八
八　

四
四
〕。
一
九
三
〇
年
代
に
は
、
産
屋
の
機
能
を
積
極
的
に
活
用
す
べ
き
と
い
う
肯

定
論
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
2
）産
屋
消
滅
の
要
因

通
説
で
は
、
出
産
に
伴
う
血
の
穢
れ
が
忌
避
さ
れ
、
そ
の
穢
れ
が
家
族
や
集
落
に

及
ば
な
い
よ
う
に
、
村
は
ず
れ
に
産
屋
を
設
け
て
産
婦
を
隔
離
す
る
と
解
説
さ
れ
て

き
た
。
火
の
清
浄
性
が
叫
ば
れ
、
そ
の
結
果
、
出
産
の
穢
れ
を
避
け
る
た
め
の
別
火

習
俗
が
発
生
す
る
。
産
屋
は
、
穢
れ
を
過
剰
に
忌
み
嫌
う
漁
業
や
狩
猟
を
主
た
る
生

業
と
す
る
漁
山
村
に
比
較
的
濃
く
分
布
し
て
い
た
。
私
が
全
国
各
地
で
産
屋
の
実
態

調
査
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
産
屋
習
俗
の
終
焉
期
に
は
、
別
火
や
隔
離
の
フ
ァ
ク
タ
ー

か
ら
休
養
や
共
助
の
フ
ァ
ク
タ
ー
へ
と
、
価
値
転
換
が
生
じ
た
産
屋
が
少
な
く
な

か
っ
た
。

山
形
県
小
国
町
大
宮
の
コ
ヤ
バ
は
昭
和
四
三
年
ま
で
利
用
さ
れ
た
。
最
後
の
利
用

者
の
坂
上
秋
子
さ
ん
の
語
り
に
よ
る
と
、
病
院
出
産
が
多
く
な
っ
て
い
た
が
、
経
済

的
な
理
由
で
病
院
を
選
べ
な
か
っ
た
と
い
う
。
費
用
の
面
で
は
、
助
産
婦
を
頼
め
ば

病
院
出
産
の
半
分
以
下
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
は
ま
だ
現
金
収
入
は
少
な
く
、
し
か

も
一
家
の
財
布
を
握
っ
て
い
た
の
は
姑
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
産
屋
の
終
焉

期
に
は
、
姑
の
発
言
力
が
強
い
場
合
は
コ
ヤ
バ
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。

そ
れ
は
香
川
県
伊
吹
島
の
三
好
キ
ク
ヱ
さ
ん
の
語
り
に
あ
る
よ
う
に
、
盲
目
の
ト

リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
に
出
産
介
助
を
頼
む
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
姑
が
近
所
で
親
戚
で

も
あ
る
と
い
う
判
断
か
ら
あ
ら
か
じ
め
頼
ん
で
し
ま
っ
た
。
出
産
す
る
当
人
は
若
い

助
産
婦
に
頼
み
た
か
っ
た
と
い
う
。
姑
の
意
見
が
強
く
、
反
対
を
す
る
雰
囲
気
で
は

無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
通
称
オ
シ
メ
婆
さ
ん
に
依
頼
し
た
。
た
ま
た

ま
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
が
高
齢
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
人
び
と
は
次
第
に
助
産
婦

へ
依
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
伊
吹
島
の
事
例
は
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
か
ら
助

産
婦
に
移
り
変
わ
り
、
ま
た
デ
ー
ベ
ヤ
か
ら
病
院
出
産
に
移
行
す
る
時
期
の
聞
き
書

き
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
。
病
院
出
産
の
波
は
離
島
に
も
及
び
、
伊
吹
島
で
は
昭
和

四
〇
年
代
に
な
る
と
島
外
の
病
院
出
産
が
一
般
化
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
福
井
県
敦
賀
市
白
木
で
は
病
院
出
産
に
な
っ
て
も
戻
っ
て
サ
ン
ゴ
ヤ
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に
入
る
こ
と
が
慣
行
と
し
て
定
着
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
伊
吹
島
の
よ
う
に
病
院

出
産
と
と
も
に
デ
ー
ベ
ヤ
を
顧
み
な
く
な
る
地
域
と
は
若
干
性
格
を
異
に
す
る
。
白

木
の
場
合
は
サ
ン
ゴ
ヤ
が
電
気
・
水
道
な
ど
近
代
設
備
が
整
っ
て
い
る
こ
と
も
考
慮

に
入
れ
る
と
し
て
も
、
恐
ら
く
そ
れ
以
上
に
出
産
に
伴
う
穢
れ
観
の
強
調
が
存
在
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。

京
都
府
福
知
山
市
三
和
町
で
は
、産
屋
は
昭
和
二
三
年
が
利
用
の
最
後
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
山
形
県
小
国
町
大
宮
の
コ
ヤ
バ
や
香
川
県
伊
吹
島
の
事
例
と
比
べ
る
と
、
約

二
〇
年
早
い
終
焉
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
差
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
そ
こ
で
気

に
な
る
点
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
大
原
神
社
の
宮
司
が
戦
後
ま
も
な
く
、「
も
う
産

屋
に
入
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
産
屋
習

俗
が
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
一
面
が
強
い
と
す
れ
ば
、
産
屋
利
用
の
意
義
を
否
定
す
る

神
職
の
発
言
は
重
い
も
の
が
あ
っ
た
。
山
形
県
小
国
町
大
宮
の
コ
ヤ
バ
の
変
遷
を
み

て
い
く
と
、
衛
生
行
政
の
指
導
が
挙
げ
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
明
治
二
二
年
の
警
察

署
長
に
よ
る
指
導
命
令
で
あ
る
。
当
時
の
警
察
は
、
内
務
省
管
轄
で
あ
り
現
在
の
厚

生
労
働
省
の
役
目
で
あ
る
衛
生
行
政
を
管
轄
し
て
い
た
。
警
察
署
長
の
意
見
は
、
明

治
の
衛
生
行
政
の
一
端
と
し
て
指
導
が
行
わ
れ
た
。
戦
後
に
な
っ
て
、
昭
和
二
六
年

に
保
健
所
の
指
導
で
コ
ヤ
バ
の
建
物
が
不
用
意
に
解
体
さ
れ
て
し
ま
う
一
件
が
あ
っ

た
。
こ
れ
に
関
す
る
情
報
は
聞
き
書
き
で
は
十
分
な
資
料
を
得
ら
れ
な
い
が
、
不
衛

生
と
い
う
観
点
が
問
題
で
あ
っ
た
。
昭
和
二
六
年
に
再
建
し
た
コ
ヤ
バ
は
、
一
〇
年

後
の
昭
和
三
六
年
の
室
戸
第
二
台
風
の
際
に
道
を
隔
て
た
水
田
の
中
に
飛
ば
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
の
小
国
町
役
場
の
対
応
は
建
物
を
復
興
す
る
の
で
は
な
く
、

産
屋
習
俗
そ
の
も
の
を
廃
止
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
出
た
と
い
う
。

自
宅
出
産
時
代
に
あ
っ
て
は
、
自
宅
出
産
と
コ
ヤ
バ
出
産
と
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど

な
か
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
大
正
初
年
か
ら
は
隣
接
す
る
字
増
岡
小
字
横
道
に
近
代

産
婆
が
営
業
を
開
始
し
て
い
る
が
、
コ
ヤ
バ
出
産
の
場
合
、
こ
の
近
代
産
婆
に
取
り

上
げ
を
依
頼
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
山
間
地
で
は
近
代
産
婆
が
お
ら
ず
無
資
格
の

ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
の
取
り
上
げ
が
ま
だ
行
わ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
大
宮
の
コ
ヤ
バ
出
産
は
医
療
化
が
比
較
的
早
く
進
ん
で
い
た
と
言
え
る
。
神

に
頼
る
出
産
か
ら
医
学
に
頼
る
出
産
時
代
に
シ
フ
ト
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め
と
課
題

私
た
ち
は
、
眼
前
に
存
在
す
る
習
俗
や
儀
礼
を
見
て
、
古
く
か
ら
連
綿
と
続
い
て

い
る
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
民
俗
学
関
連
の
辞
事
典
で
も
、
伝
統
的
行
事
の
解
説
に

関
し
て
は
固
定
化
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
、
連
続
性
が
強
調
さ
れ
る
。
本
稿
で
は
、

近
代
化
の
中
で
産
屋
習
俗
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
に
つ
い
て
、
終
焉
期
に
焦

点
を
当
て
各
地
の
産
屋
習
俗
の
聞
き
書
き
資
料
の
報
告
と
分
析
を
行
っ
て
き
た
。
習

俗
が
些
細
な
変
化
で
あ
っ
て
も
変
わ
る
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
・
説

明
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
当
該
地
域
の
人
び
と
が
行
っ
て
い
る
生
活
の
習
わ
し
を
最

大
公
約
数
的
に
捉
え
る
こ
と
で
、
習
俗
の
輪
郭
が
あ
る
程
度
は
理
解
で
き
る
が
、
そ

れ
は
海
辺
の
砂
を
素
手
で
掴
ん
だ
と
き
の
よ
う
に
、
指
の
隙
間
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て

し
ま
う
。
指
の
間
か
ら
こ
ぼ
れ
た
砂
で
あ
っ
て
も
何
か
大
事
な
も
の
が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
の
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
習
俗
を
丸
ご
と
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
、

個
人
に
注
目
す
る
と
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
習
俗
と
は
違
っ
た
一
面
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
私
は
産
屋
調
査
で
は
そ
れ
を
何
度
も
体
験
し
た
。
同
時
代
を
生
き

た
女
性
で
あ
っ
て
も
、
出
産
す
る
季
節
、
天
候
、
家
族
環
境
な
ど
各
種
要
因
に
よ
っ

て
、個
人
個
人
に
と
っ
て
の
最
良
と
思
わ
れ
る
選
択
肢
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。

一
人
ひ
と
り
の
生
理
も
身
体
感
覚
も
違
う
の
で
あ
る
。
産
屋
体
験
者
の
聞
き
書
き
に

お
い
て
は
、
個
人
に
注
目
し
た
こ
と
で
産
屋
の
事
例
が
生
き
生
き
と
し
、
資
料
に
あ

る
程
度
の
深
み
を
出
せ
た
と
思
う
。

た
と
え
ば
産
屋
は
集
落
は
ず
れ
に
建
つ
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。
確
か
に
そ

の
よ
う
な
例
も
あ
る
が
、
実
際
に
は
集
落
の
中
央
に
建
つ
場
合
も
少
な
く
な
い
こ
と

は
現
地
調
査
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
出
産
の
穢
れ
の
た
め
に
集
落
は
ず
れ
の
屋
外
施

設
へ
移
る
と
い
う
先
入
観
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
。
ま
た
、
道
行
く
人
が
産
婦
に
声
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掛
け
を
し
た
り
、
女
性
た
ち
が
交
代
で
朝
昼
晩
の
食
事
を
届
け
た
り
、
共
助
の
精
神

が
発
揮
さ
れ
て
い
た
点
に
も
注
目
し
た
い
。
産
屋
で
過
ご
す
期
間
は
各
地
さ
ま
ざ
ま

で
あ
る
が
、
近
代
に
入
っ
て
「
産
婦
保
養
所
」
と
称
し
た
産
屋
も
あ
る
よ
う
に
、
産

婦
に
休
養
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
活
用
さ
れ
た
地
域
も
あ
る
。
そ
の
延
長
上
に
近

代
医
療
に
従
事
す
る
医
師
た
ち
が
、
こ
の
産
屋
習
俗
に
注
目
し
た
時
期
も
あ
っ
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
そ
れ
は
論
考
の
中
の
出
来
事
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
可
能

性
を
見
出
そ
う
と
し
た
人
た
ち
が
い
た
こ
と
は
、
伝
統
的
な
産
屋
習
俗
と
近
代
医
療

が
接
触
し
影
響
し
合
う
可
能
性
を
十
分
秘
め
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
一
九
三
〇
年
代

か
ら
四
〇
年
代
と
い
う
時
期
に
産
屋
習
俗
に
関
心
を
持
っ
た
医
師
や
経
済
史
研
究
者

が
存
在
し
た
事
実
は
重
要
で
あ
る
。
今
後
は
そ
の
方
面
か
ら
の
掘
り
起
こ
し
が
課
題

で
あ
る
。

産
屋
の
発
生
は
、
神
の
加
護
を
得
る
た
め
の
籠
も
り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
牧
田
茂
・
高
取
正
男
・
谷
川
健
一
の
学
説
は
、
そ
も
そ
も
産
屋
の
原
初
的
形
態

に
お
け
る
論
理
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
原
初
的
形
態
を
彷
彿
と
さ
せ
る
民
俗
事
例
は
、

近
代
以
降
も
わ
ず
か
な
が
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
し
、
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
産
屋
習
俗

に
は
、
前
近
代
の
習
俗
を
伝
え
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
も
っ
て

古
代
へ
飛
躍
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
危
険
で
あ
る
。
出
産
の
穢
れ
が
前
面
に
出
て
く

る
過
程
で
、穢
れ
を
忌
避
す
る
隔
離
施
設
と
し
て
の
産
屋
が
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
視
点
は
、
ま
さ
に
前
近
代
的
な
穢
れ
の
強
調
で
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
明
治
以
降

も
続
い
た
。
し
か
し
、
明
治
政
府
は
明
治
五
年
に
産
穢
に
関
し
て
の
穢
れ
は
な
い
と

す
る
通
達
を
発
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
片
の
通
知
で
一
挙
に
穢
れ
観
の
解
消
に
向
か

う
は
ず
は
な
い
が
、
近
代
以
降
は
徐
々
に
穢
れ
の
拡
散
化
が
進
ん
だ
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
そ
の
結
果
、「
不
浄
（
文
化
的
次
元
）
か
ら
休
養
（
生
理
的
次
元
）
へ
」
と

い
う
価
値
の
変
換
が
起
こ
り
、
あ
わ
せ
て
「
別
火
（
穢
れ
の
忌
避
・
強
調
化
）
か
ら

共
助
（
地
域
協
力
・
産
婦
活
力
）
へ
」
と
い
う
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

本
来
は
穢
れ
の
忌
避
が
隔
離
・
別
火
を
生
み
出
し
た
の
だ
が
、
穢
れ
の
忌
避
が
弱

ま
る
と
、
隔
離
・
別
火
の
習
俗
に
違
っ
た
価
値
観
が
付
与
さ
れ
て
、
ま
る
で
本
来
の

姿
と
は
違
っ
た
世
界
が
現
出
し
て
く
る
。
隔
離
の
場
合
に
は
、
身
体
の
生
理
的
側
面

で
は
な
く
、
姑
の
き
つ
い
眼
差
し
・
き
び
し
い
家
事
労
働
な
ど
か
ら
の
が
れ
ら
れ
た
、

気
兼
ね
し
な
い
生
活
が
確
保
で
き
た
、
と
い
っ
た
言
説
が
誇
張
・
宣
伝
さ
れ
る
。
別

火
の
場
合
は
、
集
落
の
女
性
た
ち
が
食
事
の
世
話
を
し
た
り
普
段
食
べ
ら
れ
な
い
米

が
贈
ら
れ
る
の
で
栄
養
と
休
養
が
十
分
摂
れ
る
、と
い
う
価
値
の
転
換
が
み
ら
れ
た
。

こ
れ
は
本
来
の
穢
れ
の
強
調
か
ら
み
れ
ば
逆
転
現
象
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

今
回
は
東
京
都
伊
豆
諸
島
の
産
屋
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
地
域
の
産
屋

調
査
に
手
が
及
ば
な
か
っ
た
。
ま
た
、
香
川
県
伊
吹
島
で
は
本
稿
で
紹
介
し
た
事
例

以
外
に
多
数
の
話
者
か
ら
聞
き
書
き
を
行
い
、
行
政
文
書
も
多
数
収
集
し
て
い
る
の

で
、
そ
れ
ら
の
整
理
と
分
析
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
1
）
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
「
産
屋
」
項
目
の
一
七
九
頁
で
「
敦
賀
市
で
は
、
産
婦
は
産
屋
で

三
十
日
間
過
ご
し
た
の
ち
、
さ
ら
に
産
屋
に
付
属
し
た
ベ
ツ
ヤ
で
二
十
日
間
を
過
ご
し
、
産
屋

を
出
る
の
は
七
十
五
日
か
ら
百
日
後
で
あ
っ
た
」
と
記
し
て
い
る
が
、
産
婦
が
産
小
屋
で
過
ご

す
の
は
敦
賀
半
島
で
も
集
落
に
よ
っ
て
若
干
異
な
る
。
ま
た
、「
産
屋
に
付
属
し
た
ベ
ツ
ヤ
」

と
い
う
箇
所
は
修
正
が
必
要
で
あ
る
。
主
屋
の
ダ
シ
と
呼
ぶ
下
屋
部
分
で
過
ご
す
例
が
多
か
っ

た
の
で
あ
る
。

（
2
）
産
屋
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』
と
文

化
庁
編
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅴ
（
出
産
・
育
児
）』
で
お
お
よ
そ
の
分
布
が
わ
か
る
。
本
稿
で
は

取
り
上
げ
て
な
い
事
例
の
主
な
も
の
を
紹
介
し
て
お
く
。

○
埼
玉
県
秩
父
市
浦
山

「
村
持
ち
ま
た
は
個
人
持
ち
の
産
小
屋
が
あ
っ
た
が
、
明
治
初
年
に
廃
止
さ
れ
た
」〔
文
化
庁
編　

一
九
七
七　

一
〇
九
〕

○
岡
山
県
小
田
郡
真
鍋
島
ほ
か

「
産
室
を
母
屋
と
区
別
し
て
い
た
地
方
も
数
十
年
前
ま
で
は
多
少
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
地

方
の
口
碑
に
よ
っ
て
う
か
が
う
こ
と
も
出
来
る
が
、
こ
の
風
習
が
今
な
お
行
わ
れ
て
い
る
地
方

は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
か
つ
て
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
備
中
の
島
島
〔
小
田
郡
真
鍋
島
・
飛
島
な

ど
〕
も
今
で
は
一
般
の
習
慣
は
既
に
絶
え
、
た
だ
個
人
的
な
習
慣
で
行
わ
れ
て
い
る
状
態
で
あ

る
。」〔
恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会　

一
九
七
五　

一
八
九
〕

○
広
島
県
佐
伯
郡
宮
島
町
（
現
、
廿
日
市
市
）

註
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「
子
を
生
む
と
す
ぐ
に
母
子
と
も
に
船
に
乗
っ
て
渡
海
し
、対
岸
大
野
町
赤
埼
の
忌
舎
に
こ
も
っ

た
。
ま
ず
産
後
五
〇
日
間
を
赤
埼
の
忌
舎
で
過
ご
し
、
五
一
日
目
に
宮
島
の
汗
山
（
あ
せ
山
＝

血
山
）
の
忌
舎
に
移
っ
て
、産
後
七
五
日
ま
で
こ
こ
で
別
火
す
る
。
七
五
日
目
に
実
家
に
帰
り
、

そ
れ
か
ら
も
三
日
間
は
自
家
で
別
火
す
る
。〔
文
化
庁
編　

一
九
七
七　

三
三
三
〕。

○
大
分
県
東
国
東
郡
姫
島
村

「
昔
は
部
落
共
有
で
ヨ
ワ
と
い
う
産
屋
を
持
っ
て
い
た
。
ヨ
ワ
に
は
三
畳
敷
に
三
㎡
ぐ
ら
い
の

ド
マ
が
あ
り
、
そ
の
ド
マ
に
は
、
ク
ド
が
一
つ
あ
っ
た
。
戸
口
に
は
こ
も
が
下
げ
て
あ
り
、
外

に
じ
ゃ
り
を
敷
い
た
行
水
場
が
あ
っ
た
。
ヨ
ワ
は
こ
れ
を
使
用
す
る
部
落
の
嫁
た
ち
が
、
土
や

石
を
運
ん
で
、
自
ら
練
壁
を
作
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
出
世
す
る
ワ
ケ
エ
モ
ン
は
避
け
て
、

色
気
の
な
い
イ
ン
キ
ョ
（
老
人
）
に
頼
ん
で
屋
根
を
葺
い
て
も
ら
っ
た
。
産
気
づ
い
た
妊
婦
は

母
屋
か
ら
ヨ
ワ
に
移
さ
れ
、
こ
こ
で
出
産
し
た
。」〔
文
化
庁
編　

一
九
七
七　

四
二
二
〕

○
大
分
県
速
見
郡
日
出
町
大
字
大
神
字
深
江

「
昔
、
国
東
地
方
に
ヨ
ワ
と
呼
ぶ
産
小
屋
が
あ
っ
た
」〔
文
化
庁
編　

一
九
七
七　

四
二
五
〕

（
3
）
私
の
調
査
で
は
、
残
念
な
が
ら
ウ
ブ
ス
ナ
の
言
葉
は
採
集
で
き
な
か
っ
た
。
私
が
お
聞
き
し

た
相
手
は
、
谷
川
に
「
ウ
ブ
ス
ナ
」
を
語
っ
た
と
さ
れ
る
河
端
亀
次
郎
氏
の
長
男
で
あ
っ
た
。

こ
の
砂
を
「
ハ
マ
ス
ナ
」
と
は
言
う
が
、「
ウ
ブ
ス
ナ
」
と
は
言
っ
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
。

調
査
時
に
同
席
し
て
い
た
二
人
の
高
齢
女
性
も
同
様
の
意
見
で
あ
っ
た
。

（
4
）
伏
見
裕
子
の
論
文
で
は
、
医
師
が
「
子
を
取
る
か
親
を
取
る
か
」
と
言
っ
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
〔
伏
見　

二
〇
一
二
〕。

（
5
）
山
瀬
美
佐
子
さ
ん
の
息
子
山
瀬
靖
信
さ
ん
が
小
学
生
の
こ
ろ
、「
産
屋
に
つ
い
て
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
友
人
と
連
名
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
た
。
そ
れ
は
祖
父
母
か
ら
聞
き
書
き
を
し
た
結

果
、
わ
か
り
や
す
く
山
瀬
家
の
家
の
歴
史
を
述
べ
な
が
ら
コ
ヤ
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ

る
。　
　

（
6
）
東
栄
町
教
育
委
員
会
の
金
田
新
也
氏
の
教
示
に
よ
る
と
、
振
草
字
古
戸
の
事
例
ら
し
い
。

（
7
）
伊
藤
さ
ん
に
何
度
か
聞
き
書
き
を
行
っ
た
が
、
ウ
ブ
ゴ
ヤ
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
た
。

（
8
）
内
藤
家
の
コ
ヤ
の
調
査
で
は
、
現
在
三
輪
在
住
の
伊
藤
茂
夫
さ
ん
（
昭
和
二
四
年
生
ま
れ
、

小
林
出
身
）
か
ら
貴
重
な
情
報
を
い
た
だ
い
た
。
現
地
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
久
保
田
春
雄
・

た
け
よ
夫
妻
の
協
力
を
得
た
。
内
藤
さ
か
え
さ
ん
は
、
高
齢
で
耳
が
遠
い
た
め
、
聞
き
書
き
に

あ
た
っ
て
は
同
居
の
長
女
岡
田
も
と
え
さ
ん
の
協
力
を
得
た
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

（
9
）
引
用
倫
理
の
観
点
か
ら
適
切
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
自
身
の
聞
き
書
き
資
料
と
し
て
記
す
の

は
問
題
で
あ
る
。『
年
刊
民
俗
採
訪
』
の
報
告
文
を
リ
ラ
イ
ト
し
た
も
の
で
あ
る
と
明
記
す
べ

き
で
あ
る
し
、当
然
参
考
文
献
と
し
て
載
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
方
、そ
れ
ら
を
見
抜
け
な
か
っ

た
編
者
（
文
化
庁
文
化
財
保
護
部
）
の
対
応
に
も
問
題
は
残
る
。

（
10
）
本
調
査
は
、
平
成
二
四
年
三
月
一
六
日
、
地
元
の
民
俗
に
通
暁
し
て
い
る
佛
教
大
学
の
八
木

透
教
授
の
ご
案
内
で
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
柿
本
雅
美
さ
ん
に
も
同
行
い
た
だ
き
、
い
ろ

い
ろ
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
た
。　

（
11
）
産
湯
の
こ
と
を
大
原
で
は
「
お
湯
引
き
」
と
い
い
、
産
婆
さ
ん
が
来
て
く
れ
た
。

（
12
）
二
美
代
さ
ん
は
現
在
も
三
和
荘
で
働
い
て
い
る
が
、
産
屋
の
こ
と
が
話
題
に
な
る
と
「
産
屋

で
産
ま
れ
た
最
後
が
私
で
す
」
と
お
客
に
語
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
ミ
ツ
エ
さ
ん
の
語
り
で

は
、
二
美
代
さ
ん
が
産
屋
で
過
ご
し
た
最
後
の
赤
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ミ
ツ
エ
さ
ん
自

身
は
産
屋
ト
ー
ク
の
中
で
「
大
槻
信
男
は
ん
と
こ
の
久
美
ち
ゃ
ん
が
し
ま
い
や
。
あ
の
こ
で
し

ま
い
や
（
大
槻
久
美
子
さ
ん
―
昭
和
二
三
年
生
）
産
屋
へ
行
っ
た
ん
が
。
大
槻
信
男
さ
ん
の
奥

さ
ん
で
す
（
喜
美
恵
さ
ん
）。」「
い
や
、
も
う
、
文
代
（
＝
二
美
代
）
で
し
ま
い
や
わ
。
二
三

年
生
ま
れ
（
昭
和
二
三
年
一
月
生
）。
大
槻
信
男
さ
ん
と
こ
は
、
も
う
ひ
と
つ
若
い
（
昭
和

二
三
年
九
月
生
）
で
な
あ
。
後
の
子
は
行
っ
と
ら
へ
ん
と
思
う
な
あ
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
大
原
の
産
屋
の
最
後
の
利
用
は
昭
和
二
三
年
（
一
九
四
八
）
九
月
と
い

う
こ
と
に
な
る
〔
三
和
町
郷
土
資
料
館　

一
九
九
九　

二
八
〜
二
九
〕。
い
ず
れ
に
し
て
も
昭

和
二
三
年
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
。　

（
13
）
柿
本
雅
美
さ
ん
は
、
二
〇
〇
九
年
五
月
四
日
に
大
原
神
社
そ
ば
の
町
垣
内
に
住
む
小
林
正
子

さ
ん
（
大
正
一
〇
年
生
ま
れ
）
か
ら
聞
き
書
き
を
行
っ
た
。
そ
の
調
査
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
正

子
さ
ん
は
昭
和
一
六
年
に
結
婚
し
、
翌
一
七
年
に
長
女
を
出
産
し
た
。
自
宅
で
出
産
後
、
仮
橋

を
渡
っ
て
産
屋
へ
行
っ
た
。
夕
方
だ
っ
た
が
、
白
い
手
ぬ
ぐ
い
を
頭
に
被
せ
て
も
ら
っ
た
。
太

陽
の
光
に
当
た
っ
て
は
い
け
な
い
と
た
め
と
い
う
。
夫
と
赤
子
と
三
人
で
産
屋
に
入
っ
て
一
日

過
ご
し
た
。
塩
を
産
屋
の
ま
わ
り
に
撒
い
た
り
、
帰
り
に
仮
橋
を
渡
る
と
き
に
も
塩
を
撒
い
た

そ
う
で
あ
る
。　

（
14
）
『
大
原
の
産
屋
』 

に
、
大
槻
清
太
郎
さ
ん
（
明
治
三
四
年
生
ま
れ
）
が
「
神
主
っ
さ
ん
と
こ

の
嫁
は
ん
が
来
た
っ
て
な
あ
上
林
か
ら
、ほ
い
で
そ
の
人
が
子
産
ん
で
ん
に
大
層
や
っ
た
ん
や
。

あ
な
（
あ
ん
な
）
と
こ
行
か
ん
と
か
い
う
て
」
と
語
っ
て
い
る
。
同
書
に
は
そ
れ
を
対
談
者
た

ち
が
補
足
し
た
談
話
記
事
が
続
く
〔
三
和
町
郷
土
資
料
館　

一
九
九
九　

一
八
〕。　

（
15
）
天
一
位
大
原
神
社
で
は
、
現
在
も
安
産
祈
願
に
来
た
人
に
「
子
安
砂
」
を
頒
け
て
い
る
。
明

ら
か
に
砂
の
入
っ
た
お
札
で
、表
面
は
「
大
原
神
社
社
務
所
、子
安
砂
」
と
あ
り
、裏
面
に
「
出

産
予
定
日
が
近
づ
き
ま
し
た
ら
、
枕
の
下
又
は
褥
の
下
に
敷
い
て
お
休
み
下
さ
い
。
生
命
の
誕

生
と
砂
（
土
）
と
は
密
接
な
関
係
が
有
り
、
不
可
思
議
に
し
て
且
つ
神
秘
な
霊
力
を
持
ち
、
特

に
こ
の
子
安
砂
は
有
難
、
お
砂
で
あ
な
た
の
ご
出
産
に
尊
い
ご
加
護
が
ご
座
い
ま
す
。」（
筆
者

が
句
読
点
を
適
宜
追
加
）
と
書
か
れ
て
い
る
。　

（
16
）
越
賀
の
オ
ビ
ヤ
慣
行
資
料
は
、
平
成
二
五
年
五
月
二
六
日
と
平
成
二
六
年
三
月
二
日
の
二
回

訪
問
し
た
際
に
聞
き
得
た
も
の
で
あ
る
。　

（
17
）
産
婦
保
養
所
の
利
用
者
数
の
統
計
グ
ラ
フ
に
よ
る
と
、
昭
和
三
四
年
と
三
五
年
は
著
し
く
利

用
者
数
が
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
利
用
者
が
な
い
だ
け
で
な
く
、
森
ヒ
ナ
子
さ
ん
の
よ
う
に

災
害
避
難
者
が
一
時
的
に
利
用
し
て
い
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。　

（
18
）
坂
口
け
さ
み
・
吉
井
勢
津
子
・
北
村
キ
ヨ
ミ
「
三
重
県
志
摩
郡
越
賀
に
お
け
る
産
婦
保
養
所

の
歴
史
と
そ
の
変
遷
」
論
文
は
、「
産
婦
保
養
所
建
設
ニ
関
ス
ル
書
類
綴
」
を
活
用
し
て
論
じ
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愛
知
県
教
育
委
員
会
編　

一
九
八
〇　
『
愛
知
の
文
化
財
』　

愛
知
県
教
育
員
会

愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

二
〇
〇
五　
『
愛
知
県
史
別
編
三
河
』　

愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編

ア
チ
ッ
ク
ミ
ユ
ー
ゼ
ア
ム
編　

一
九
四
〇　
『
瀬
戸
内
海
島
嶼
巡
訪
日
記
（
ア
チ
ッ
ク
ミ
ユ
ー
ゼ
ア

ム
ノ
ー
ト
第
一
七
）』　

ア
チ
ッ
ク
ミ
ユ
ー
ゼ
ア
ム

石
田　
　

誠　

一
九
八
八
（
一
九
四
〇
）  『
人
的
資
源
論
』　

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー

板
橋　

春
夫　

二
〇
一
三　
「
い
の
ち
の
近
代
―
ト
リ
ア
ゲ
バ
ア
サ
ン
か
ら
近
代
産
婆
へ
―
」　

国
立

歴
史
民
俗
博
物
館
・
山
田
慎
也
編
『
近
代
化
の
な
か
の
誕
生
と
死
』　

岩
田
書
院

板
橋　

春
夫　

二
〇
一
四　
「
産
屋
習
俗
に
み
る
ケ
ガ
レ
・
共
助
・
休
養
」　

安
井
眞
奈
美
編
『
出
産

の
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
』　

勉
誠
出
版

板
橋　

春
夫　

二
〇
一
四　
「
解
題　

母
と
子
の
た
め
の
産
小
屋
―
『
若
狭
湾
沿
岸
の
産
小
屋
資
料

集
成
』
に
よ
せ
て
―
」『
若
狭
湾
沿
岸
の
産
小
屋
資
料
集
成
』　

若
狭
路
文
化
研
究
会

板
橋　

春
夫　

二
〇
一
五　
「
月
小
屋
・
産
屋
を
め
ぐ
る
民
俗
思
想
―
穢
れ
観
の
変
容
に
注
目
し
て

―
」『
長
野
県
民
俗
の
会
会
報
』
三
七
号　

長
野
県
民
俗
の
会

引
佐
町
編　
　

一
九
九
三　
『
引
佐
町
史
下
巻
』　

引
佐
町

井
之
口
章
次
編　

一
九
六
〇　
『
年
刊
民
俗
採
訪
』　

国
学
院
大
学
民
俗
学
研
究
会

井
之
口
章
次
編　

一
九
七
三　
『
年
刊
民
俗
採
訪
』　

国
学
院
大
学
民
俗
学
研
究
会

大
藤　

ゆ
き　

一
九
六
八　
『
児
や
ら
い
』　

岩
崎
美
術
社

大
森　

元
吉　

一
九
六
〇　
「
血
忌
習
俗
の
分
布
に
つ
い
て
」『
社
会
人
類
学
』
三
巻
一
号　

社
会
人

類
学
研
究
会

恩
賜
財
団
母
子
愛
育
会
編　

一
九
七
五　
『
日
本
産
育
習
俗
資
料
集
成
』　

第
一
法
規
出
版

河
出
三
枝
子　

一
九
八
六　
「
振
草
に
み
る
産
小
屋
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
―
民
俗
学
と
歴
史
学
の
接
点

で
―
」『
軌
跡
と
変
容
―
瀬
川
清
子
の
足
あ
と
を
追
う
―
』　

女
性
民
俗
学
研
究
会

参
考
文
献

倉
石
あ
つ
子　

一
九
八
三　
「
産
屋
・
産
神
」『
日
本
民
俗
研
究
大
系
』
四
巻　

國
學
院
大
學

倉
石
あ
つ
子　

一
九
九
九　
「
産
屋
」『
日
本
民
俗
大
辞
典
』　

吉
川
弘
文
館

皇
学
館
大
学
神
道
研
究
所
編　

二
〇
〇
七　
『
原
田
敏
明
毎
文
社
文
庫
写
真
資
料
目
録
』　

皇
学
館
大

学
神
道
研
究
所

坂
口
け
さ
み
・
吉
井
勢
津
子
・
北
村
キ
ヨ
ミ　

一
九
九
七　
「
三
重
県
志
摩
郡
越
賀
に
お
け
る
産
婦

保
養
所
の
歴
史
と
そ
の
変
遷
」『
母
性
衛
生
』
三
八
巻
二
号

静
岡
県
編　
　

一
九
九
一　
『
静
岡
県
史
資
料
編
25
民
俗
三
』　

静
岡
県

杉
本　
　

寿　

一
九
七
四
（
一
九
三
六
）　
『
若
狭
農
政
経
済
史
研
究
』　

文
泉
堂
書
店

洲
崎　

隆
一　

一
九
三
四　
「
敦
賀
地
方
に
あ
る
産
屋
を
観
る
」『
産
婆
学
雑
誌
』
一
九
年
一
号　

洲
崎　

隆
一　

一
九
四
〇　
「
産
屋
の
奇
習
」『
産
婆
学
雑
誌
』
二
十
四
年
二
号　

鈴
木　

敏
雄　

一
九
六
九　
『
志
摩
民
俗
』
上
巻
（
三
重
県
郷
土
資
料
叢
書
第
一
五
集
）　

三
重
県
郷

土
資
料
刊
行
会

瀬
川　

清
子　

一
九
四
八　
「
産
屋
に
つ
い
て
」『
日
本
民
俗
学
の
た
め
に
』
第
九
輯　

民
間
伝
承
の

会

瀬
川　

清
子　

一
九
八
〇　
『
女
の
民
俗
誌
―
そ
の
け
が
れ
と
神
秘
―
』　

東
京
書
籍

高
取　

正
男
・
橋
本　

峰
雄　

一
九
六
八　
『
宗
教
以
前
』　

日
本
放
送
出
版
協
会

高
取　

正
男　

一
九
九
三
（
一
九
七
九
）　
『
神
道
の
成
立
』　

平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー　
　
　
　
　

谷
川　

健
一　

一
九
九
〇
（
一
九
八
一
）　
「
産
屋
考
」
谷
川
健
一
編
『
日
本
民
俗
資
料
集
成
第
五
巻

渚
の
民
俗
誌
』　

三
一
書
房

谷
川　

健
一
・
西
山
や
よ
い　

一
九
八
一　
『
産
屋
の
民
俗
―
若
狭
湾
沿
岸
に
お
け
る
産
屋
の
聞
書

―
』　

三
一
書
房

田
中　

光
子　

一
九
九
四　
「
白
木
の
女
た
ち
―
産
小
屋
の
歴
史
の
中
で
―
」『
新
・
ふ
く
い
女
性
史
』　

勝
木
書
店

丹
野　
　

正
「
み
ち
の
く
の
産
屋
」　

一
九
五
三　
『
学
術
研
究
―
人
文
・
社
会
・
自
然
―
』
二
号　

早
稲
田
大
学
教
育
学
部

東
京
日
日
新
聞　

一
九
三
五　
「
厳
た
り
神
の
意
の
命
」（
昭
和
十
年
八
月
八
日
付
）

波
平
恵
美
子　

二
〇
〇
九　
『
ケ
ガ
レ
』　

講
談
社
学
術
文
庫

野
本　

寛
一　

一
九
八
九　
「
小
屋
の
民
俗
」『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
博
物
館
資
料
調
査
報
告
書

1
』
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

野
本　

寛
一　

二
〇
〇
六　
『
民
俗
誌
・
女
の
一
生
』　

文
春
新
書

筆
者
不
詳　
　

一
九
五
一　
「
産
屋
」『
民
俗
学
辞
典
』　

東
京
堂

福
井
県
教
育
委
員
会
編　

一
九
六
四　
『
福
井
県
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
』　

福
井
県
教
育
委
員

会

伏
見　

裕
子　

二
〇
一
〇　
「
産
屋
と
医
療
―
香
川
県
伊
吹
島
に
お
け
る
助
産
婦
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト

リ
ー
―
」『
女
性
学
年
報
』
三
一
号　

日
本
女
性
学
研
究
会

伏
見　

裕
子　

二
〇
一
一　
「
戦
前
期
の
漁
村
に
み
る
産
屋
習
俗
の
社
会
事
業
化
―
香
川
県
「
伊
吹

産
院
」
を
中
心
に
―
」『
女
性
学
年
報
』
三
二
号　

日
本
女
性
学
研
究
会

て
い
る
が
、
私
は
表
紙
の
閲
覧
に
と
ど
ま
り
冊
子
の
内
容
を
見
る
機
会
を
得
て
い
な
い
。
志
摩

市
に
は
「
昭
和
二
六
年
九
月
以
降
産
婦
保
養
所
入
所
者
名
簿
」
や
昭
和
二
三
年
一
〇
月
の
「
産

婦
保
養
所
建
築
ニ
関
ス
ル
書
類
綴
」
が
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
が
、
本
格
的

な
調
査
は
未
着
手
で
あ
る
。　

（
19
）
香
川
県
三
豊
郡
詫
間
町
で
は
、「
四
〇
年
ぐ
ら
い
前
（
筆
者
注
、
調
査
は
昭
和
四
十
七
年
夏
）

ま
で
は
コ
ン
エ
と
い
う
産
小
屋
を
使
っ
て
い
た
。
だ
い
た
い
各
組
に
一
つ
ぐ
ら
い
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
畳
四
、五
畳
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
で
、
畑
の
隅
な
ど
に
建
っ
て
い
た
。
中
に
は
不
動
さ

ん
が
祀
っ
て
あ
り
、
カ
マ
ド
、
戸
棚
、
水
が
め
が
あ
っ
た
。
チ
ン
カ
ラ
と
い
う
小
さ
い
火
ド
コ

が
あ
り
、
そ
こ
に
泥
で
作
っ
た
小
さ
い
鍋
（
焙
烙
の
こ
と
）
を
か
け
、
お
粥
を
炊
い
て
食
べ
た

（
以
下
略
）」〔
井
之
口
章
次
編　

一
九
七
三　

二
七
〕。
こ
の
と
き
の
調
査
は
、
粟
島
と
詫
間
半

島
の
二
か
所
で
あ
り
、
本
報
告
が
ど
ち
ら
の
地
域
か
は
不
明
で
あ
る
。
産
屋
の
所
在
と
い
う
観

点
か
ら
参
考
資
料
と
し
て
紹
介
し
て
お
く
。　
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伏
見　

裕
子　

二
〇
一
二　
「
山
形
県
小
国
町
大
宮
地
区
の
産
屋
に
み
る
安
産
信
仰
と
穢
れ
観
の

変
化
―
出
産
の
医
療
化
お
よ
び
施
設
化
と
の
関
連
を
中
心
に
―
」『
女
性
学
年
報
』

三
三
号　

日
本
女
性
学
研
究
会

伏
見　

裕
子　

二
〇
一
三　
「
島
の
お
産
か
ら
家
族
の
お
産
へ
―
昭
和
二
〇
―
三
〇
年
代
に
お
け
る
伊

吹
島
の
出
部
屋
と
女
性
た
ち
―
」『
女
性
学
年
報
』
三
四
号　

日
本
女
性
学
研
究
会

文
化
庁
編　
　

一
九
七
七　
『
日
本
民
俗
地
図
Ⅴ
（
出
産
・
育
児
）』　

国
土
地
理
協
会

文
化
庁
文
化
財
保
護
部
編　

一
九
八
九　
『
若
狭
の
産
小
屋
習
俗
』（
民
俗
資
料
選
集
一
七
）　

国
土

地
理
協
会

細
江
町
教
育
委
員
会　

一
九
八
五　
『
静
岡
県
指
定
有
形
民
俗
文
化
財
旧
山
瀬
家
の
コ
ヤ
（
産
屋
）

移
築
修
理
報
告
書
』　

細
江
町
教
育
委
員
会
（
静
岡
県
引
佐
郡
）

三
重
県
警
察
部
衛
生
課
編　

二
〇
〇
九
年
（
一
九
二
一
）『
蜑
婦
ニ
就
テ
』（『
海
と
人
間
』
三
〇
号
）　

三
重
県
警
察
部
衛
生
課

三
重
県
生
活
文
化
部
学
事
課
編　

一
九
九
八　
『
三
重
県
史
料
15
各
群
習
俗
慣
例
取
調
書
』　

三
重
県

生
活
文
化
部
学
事
課

三
和
町
郷
土
資
料
館　

一
九
九
九　
『
大
原
の
産
屋
』（
平
成
一
一
年
度
企
画
展
）　

三
和
町
郷
土
資

料
館

三
和
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
五　
『
三
和
町
史
』
上
巻
（
通
史
編
）　

三
和
町
（
京
都
府
天

田
郡
）

三
和
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編　

一
九
九
八　
『
三
和
町
資
料
編
』　

三
和
町
（
京
都
府
天
田
郡
）

三
和
町
役
場
企
画
財
政
課　

二
〇
〇
〇　
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
産
屋
ト
ー
ク
Ⅱ
―
女
の
力
・
子
の
力
・

産
屋
の
力
―
』　

三
和
町
役
場
企
画
財
政
課

宮
本
馨
太
郎
編　

一
九
六
六　
『
三
重
県
志
摩
地
方
の
民
俗
調
査
―
鳥
羽
市
答
志
島
、
志
摩
町
和
具
・

越
賀
―
』　

立
教
大
学
博
物
館
学
講
座

牧
田　
　

茂　

一
九
八
一　
『
神
と
女
の
民
俗
学
』　

講
談
社
現
代
新
書

牧
田　
　

茂　

一
九
九
〇
年
（
一
九
六
五
）　
『
日
本
人
の
一
生
』　

講
談
社
学
術
文
庫

松
岡　

利
夫　

一
九
七
二　
「
産
屋
」『
日
本
民
俗
事
典
』　

弘
文
堂

宮
本
馨
太
郎
編　

一
九
六
六　
『
三
重
県
志
摩
地
方
の
民
俗
調
査
―
鳥
羽
市
答
志
島
、
志
摩
町
和
具
・

越
賀
―
』　

立
教
大
学
博
物
館
学
講
座

森
下　
　

正　

一
九
三
三　
「
丹
波
大
原
の
産
屋
」『
郷
土
研
究
』
七
巻
一
号　

郷
土
研
究
社

安
川　

弘
堂　

一
九
三
三　
「
福
岡
県
大
島
地
方
」『
旅
と
伝
説
』
第
六
年
七
月
（
誕
生
と
葬
礼
号
）

安
澤　

菊
江　

一
九
九
二　
「
浜
松
地
方
の
出
産
に
関
す
る
一
習
俗
―
山
瀬
家
の
コ
ヤ
（
産
屋
）
の

あ
と
を
訪
ね
て
―
」『
助
産
婦
雑
誌
』
四
六
巻
一
〇
号

山
形
新
聞　
　

一
九
六
五　
「
う
ぶ
や
で
お
産
」（
昭
和
四
十
年
三
月
十
日
付
）

山
口
弥
一
郎　

二
〇
一
一　
『
津
波
と
村
』　

三
弥
井
書
店

山
本　
　

隆　

一
九
九
四　
『
北
設
楽
郡
旧
三
輪
村
物
語
』　

鳳
来
町
文
化
協
会

山
本
編
集
室
編　

二
〇
一
四　
『
若
狭
湾
沿
岸
の
産
小
屋
資
料
集
成
』　

若
狭
路
文
化
研
究
会

横
手
市
編　
　

二
〇
〇
九　
『
横
手
市
史
料
編
近
世
Ⅱ
』　

横
手
市

李　
　
　

永　

一
九
九
三　
『
産
屋
の
研
究
―
山
形
県
小
国
町
大
宮
集
落
の
産
屋
を
中
心
に
―
』
筑

波
大
学
地
域
研
究
科
修
士
論
文
（
未
刊
）

和
歌
森
太
郎
編　

一
九
六
五　
『
志
摩
の
民
俗
』　

吉
川
弘
文
館

【
付
記
】　

本
稿
で
使
用
し
た
聞
き
書
き
資
料
の
多
く
は
、
天
理
大
学
の
安
井
眞
奈
美
教
授
を
研
究
代
表
と
す

る
科
研﹇
基
盤
研
究（
Ｂ
）﹈（
平
成
二
十
三
年
度
〜
二
十
五
年
度
、課
題
番
号
二
三
三
二
〇
一
九
四
）「
近

現
代
日
本
に
お
け
る
出
産
・
育
児
文
化
の
民
俗
学
・
人
類
学
的
研
究
お
よ
び
望
ま
し
い
将
来
像
の
提

言
」
に
参
加
し
た
際
の
調
査
に
拠
っ
て
い
る
。
敦
賀
半
島
の
立
石
と
色
浜
に
つ
い
て
は
、
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
の
産
小
屋
模
型
制
作
に
か
か
る
調
査
資
料
で
あ
る
。
私
は
本
稿
執
筆
以
前
に
、
産
屋
関

連
の
論
考
を
数
本
発
表
し
て
い
る
が
、
立
論
上
、
前
稿
と
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
お
断
り
し
て
お
く
。
な
お
、
本
稿
に
記
載
し
た
話
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
お
よ
び
内
容
に
つ
い

て
は
、
本
人
や
家
族
に
確
認
し
て
い
た
だ
き
掲
載
の
許
可
を
得
て
い
る
こ
と
を
明
記
し
て
お
く
。

【
謝
辞
】

山
形
県
西
置
賜
郡
小
国
町
の
調
査
は
、
小
国
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An Ethnographic Study of the Process of Dying Out of 

ITABASHI Haruo

The custom of using ubuya (delivery huts) has been extinct for years. The regions where it survived 

for the longest time also saw it dying out from the late 1950s to the early 1960s. The reasons why this 

custom lingered for a long time vary depending on the region. This paper addresses a fundamental 

question of why the custom of using ubuya died out. People were taught that ubuya meant a small hut 

built separately from the main house to isolate a pregnant woman from her family and prepare meals 

separately to contain defilement by blood; therefore, many people had a stereotype perspective that 

ubuya should be used for isolation and separate meal preparation to contain impurity by childbirth. 

However, if the isolation and separate meal preparation were not a matter of course, what was the 

essence of ubuya?

There are two reasons why this paper focuses on the process of dying out of ubuya. The first one 

is because we will never have a chance to interview those who have experienced it if we pass up this 

opportunity now (in the 2010s). It is urgent to put such experiences on record based on firsthand oral 

recollections. The more detailed the record is, the more useful it would be. The second reason is because 

if we go back into the history of ubuya, we could reveal the changes in the custom in the region. It is very 

important to interview those who directly involved and record their experiences now. The results can 

contribute to the research of the process of dying out of ubuya.

Previous studies suggested that ubuya had been originated from seclusion to pray for divine 

protection. The theories of Shigeru Makita, Masao Takatori, and Kenichi Tanigawa focused on the 

original form of ubuya. In fact, folk customs resemble to the original ones have been handed down in 

various regions. It is, however, illogical to link modern customs to ancient ones just because they are 

similar to each other. As referred to in this paper, koyaba in Ōmiya, Oguni Town, Yamagata Prefecture, 

is said to have been built for temporary use for each and every childbirth before 1889 but transformed 

into permanent facilities based on the opinion of a police chief. This shift can be demonstrated by another 

example from Ikenokōchi, Tsuruga City, Fukui Prefecture. In Shiraki, Tsuruga City, Fukui Prefecture, 

sangoya had been used until the early 1980s, which means this is one of the last regions where the 

custom lingered on. Permanent ubuya were used, in principle, in a traditional way, but there were 

regional variations, such as shortening the time of stay and expanding rest areas.
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