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じ
　
め
　
に

神
奈
川
県
文
化
財
図
鑑
ー
無
形
文
化
財
・
民
俗
資
料
篇
ー
が
県
教
育
委
員
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

こ
の
図
鑑
に
は
県
下
の
主
な
無
形
文
化
財
と
、
県
指
定
民
俗
資
料
が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
初
め
て
興
味
を
持
っ
人
、
研
究
家
い
つ
れ
に
も
入
門

そ
し
て
専
門
書
と
し
て
価
値
の
高
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
こ
で
本
協
会
で
は
こ
の
機
会
に
会
員
は
勿
論
・
一
般
県
民
へ
も
広
く
読
ん
で
い
た
だ
く
た
め
実
費
販
売
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。

本
号
は

こ
の
図
鑑
作
成
に
努
力
さ
れ
た
方
々
の
寄
稿
と
従
来
か
ら
の
調
査
ノ
ー
ト
等
を
特
集
し
て
み
ま
し
た
。

こ滅渥1・当ニコぎ

図
鑑
の
お
す
す
め
・

神
奈
川

県

の
仮
而

芸

能
●

民
目

と

写
百

民
俗
芸
能
の
録
音
を
担
当
し
て
・
・

図
鑑

販
売

案
内

も

v

じ

永
　
　
　
衡
　
．
．
口
…
3

：
後
　
藤

淑
…
4

：
萩
原
秀
三
郎
…
6

：
小
　
沢
　
暢
　
治
…
8

：
事
　
　
務
　
　
局
…
1
0

私
の
調
査
ノ
ー
ト
「
山
北
町
の
雨
ケ
．
（
下
）
」

村
祭
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の
歌
舞

伎

協
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図
鑑
の
お
す
す
め

　

r神
奈
川
県
文
化
財
図
鑑
、
無
形
文
化

財
・
民
俗
資
料
篇
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
全

国
に
先
例
を
見
な
い
豪
華
な
図
録
で
あ

る
。
文
化
県
と
し
て
の
本
県
の
面
目
躍
如

た

る
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き
が

　
県
教
委
は
昭
和
四
十
一
年
全
国
に
魁
け

て

　
r
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
誌
」
を
刊
行
。

こ
れ
を
範
と
し
て
、
埼
玉
県
・
岩
手
県
・

新
潟
県
の
民
俗
芸
能
誌
が
続
刊
さ
れ
、
現

在
、
栃
木
県
、
兵
庫
県
が
進
行
中
で
あ

る
。
ま
た
、
昭
和
四
十
六
年
に
は
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
「
神
奈
川
の
民
俗
芸
能
案
内
」
が

発
刊
さ
れ
、
好
評
噴
々
、
売
切
れ
の
由
で

あ
る
。

　
今
回
の
無
形
女
゜
化
財
図
鑑
は
こ
れ
に
次

ぐ
も
の
で
あ
る
。
現
代
印
刷
の
集
粋
と
も

い

う
べ
き
内
容
と
外
装
を
も
ち
、
カ
ラ
ー

．

写
真
四
四
枚
・
モ
ノ
　
n
“
　
n
　
1
三
六
枚
・
本

文
写
真
一
五
五
枚
。
図
版
と
も
、
百
枚
に

の

ぼ

る
。
全
県
の
民
俗
芸
能
と
祭
礼
文
化

神
奈
川
県
交
化
財
専
門
委
員

　
　
　
　
永
　
田
　
衡

吉

財
（
無
形
民
俗
資
料
）
の
全
貌
を
殆
ん
ど

網
羅

し
、
こ
れ
に
約
二
五
〇
ぺ
ー
ジ
の
解

説
文
を
附
し
た
も
の
。
更
に
附
録
と
し
て

L
P
般
皿
二
枚
の
音
盤
が
付
く
。
チ
ャ
ッ
キ

ラ
コ
な
ど
＆
種
の
指
定
芸
能
の
他
に
、
箱

根
馬
子
唄
・
野
毛
山
節
・
三
崎
甚
句
の
民

謡

三
種

を
加
え
て
、
十
一
種
の
歌
声
を
吹

込
ん
で

い

る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
ら
の
五

線
譜
が
作
成
さ
れ
た
。
東
京
芸
術
大
学
講

師
小
柴
は

る
み
さ
ん
の
丹
青
に
よ
る
も
の

で
、
と
か
く
困
難
視
さ
れ
て
い
る
民
俗
歌

謡

の

リ
ズ
ム
を
繊
細
に
把
握
し
て
い
る
。

従
っ
て
こ
の
図
鑑
一
巻
に
よ
っ
て
、
茶
の

閥
の
ソ
フ
ァ
に
筒
り
な
が
ら
、
本
県
の
無

形
交
化
財
の
凡
て
を
観
賞
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
き
1
：
と
あ
な
た
が
た
の
あ
い
だ
か

ら
、
　
”
神
奈
川
爪
に
こ
ん
な
貴
重
な
郷
土

；云
能
が

あ
っ
た
の
か
”
と
い
う
お
声
の
返

っ．

て

v
る
こ
と
を
信
じ
た
い
。
じ
じ
つ
私

な
ど
も
、
二
十
余
年
前
、
県
か
ら
、
専
門

委
員

を
委
嘱
さ
れ
た
時
点
で
は
、
三
つ
か

四

つ
、
指
定
で
き
る
も
の
が
あ
る
か
な
一
，

ぐ
ら
い
に
思
っ
、
て
い
た
の
だ
っ
た
。

　
千
里
の
馬
は
常
に
あ
れ
ど
伯
楽
は
常
に

あ
ら
ず
、
と
い
う
巾
国
の
佃
諺
が
あ
る
。

見

る
眼
を
備
え
た
な
ら
ば
、
民
俗
芸
能
は

至

る
と
こ
ろ
に
発
見
さ
れ
る
し
、
興
味
も

涌

い
て

く
る
。
ま
た
、
　
一
つ
の
芸
能
を
掘

り
下
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
県
の

芸
能
が
明
瞭
に
な
っ
て
く
る
。
地
下
茎
が

つ
な
が
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
一
例
を
挙
げ
・
よ
う
。
今
年
の
正
月
、
芸

能
保
存
協
会
の
主
催
で
三
河
の
花
祭
を
見

学
し
た
。
こ
の
花
祭
は
わ
が
国
屈
指
の
民

俗
芸
能
で
あ
る
が
、
鎌
倉
、
横
浜
を
中
心

と
す
る
湯
花
神
楽
と
そ
の
根
元
は
同
じ
で

あ
る
。
共
に
伊
勢
外
宮
の
湯
立
神
楽
の
流

系
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
花
祭
の
湯
釜
の

四
方
で
舞
わ
る
浄
祓
は
箱
根
湯
立
獅
子
舞

の
そ

れ

と
同
型
の
作
法
で
あ
る
。
花
祭
の

太
鼓
、
唯
子
は
世
附
百
万
遍
の
融
通
念
仏

の
そ

れ
と
同
系
で
あ
る
。
花
祭
の
“
花
”

と
は
植
物
の
花
で
は
な
く
、
湯
花
の
花
で

あ

る
。
沸
騰
し
て
釜
底
か
ら
ボ
ツ
ツ
ボ
ツ

ッ

と
浮
か
み
あ
げ
る
熱
泡
に
、
火
と
水
の

合
融

し
た
神
秘
を
感
じ
、
そ
の
泡
立
ち
に

自
然
界
の
花
と
同
じ
く
、
人
を
浄
化
厚

生
さ
せ
る
霊
力
あ
り
、
と
信
じ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
“
花
”
は
ま
た
西
湘
鹿
島
踊
の

黄
金
柄
杓
か
ら
も
飛
び
だ
し
て
、
地
上
の

チ

リ
モ
ウ
リ
m
ウ
を
祓
い
浄
め
る
。

　

ま
た
、
　
l
人
立
ち
1
i
l
頭
獅
子
舞
は
r
横

浜

な
ど
五
つ
の
市
や
町
に
入
カ
所
残
っ
て

い

る
が
、
こ
れ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
関

東
・
東
北
に
あ
る
数
百
の
同
系
獅
子
舞
の

構
成
や
機
能
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
浦

賀
虎
踊
は
三
陸
海
岸
は
も
と
よ
り
、
伊
豆

小
稲
・
肥
後
八
代
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

神
代
神
楽
は
埼
玉
・
鷲
宮
を
発
祥
地
と
し
、

関
東
全
土
か
ら
京
都
壬
生
狂
言
ま
で
伝
統

を
追
う
こ
と
が
で
き
る
。
足
柄
さ
さ
ら
踊

の
牧
歌
ふ
う
な
曲
律
は
木
曽
の
山
中
に
聞

く
こ
と
が
で
き
る
し
、
鹿
島
踊
の
曲
律
は

土
佐
清
水
・
淡
路
洲
本
に
流
れ
て
い
る
。

　
す
こ
し
皮
肉
な
人
は
、
日
本
の
民
謡
は

追
分
節
ひ
と
つ
、
と
言
っ
．
て
い
る
が
、
民

俗
芸

能
の
学
問
も
漸
く
比
較
研
究
の
段
階

に

入
：
た
感
じ
で
あ
る
。
会
員
各
位
に
要

望

し
た
い
の
は
、
木
県
の
民
俗
芸
能
の
ど

れ
か

1
つ
だ

け
で
も
取
上
げ
て
、
そ
の
地

下
茎
を
探
ぐ
る
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
頂

き
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
民
俗
芸

能
の
種
狙
も
多
い
し
、
純
度
も
高
い
の
で

興
味
津
々
の
思
い
を
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
図
鑑
の
刊
行
が
そ
う
し
た
契
機
を
つ

く
る
こ
と
を
念
願
し
て
己
ま
な
い
o
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一

神
奈
川
県
の
仮
面

　

神
奈
川
県
下
に
古
く
か
ら
伝
え
ら
れ
て

い

る
仮
面
を
調
査
す
る
よ
う
、
神
奈
川
県

庁
か
ら
依
頼
を
受
け
た
の
は
昭
和
四
十
六

年
て
あ
フ
た
と
思
フ
。
神
奈
川
県
の
仮
而

は
そ

れ

ま
て
に
何
ヶ
所
か
拝
見
し
た
こ
と

か
あ
っ
，
て
、
私
に
と
．
ノ
て
含
く
関
係
か
な

い

と
こ
ろ
て
は
な
か
．
・
．
た
。
し
か
も
、
神

奈
川
県
は
仮
而
を
調
べ
る
者
に
と
っ
て
い

ろ
い
ろ
旧
心
の
あ
る
所
で
あ
り
、
私
に
と

っ

て

も
興
昧
の
あ
る
地
域
の
一
つ
で
あ
っ

た
。

　

4
9
同
八
栢
宮
所
疏
の
別
楽
面
か
、
彫

技
・
彩
色
及
ひ
形
の
よ
さ
に
お
い
て
、
ま

こ
と
に
す
ぐ
れ
た
も
の
て
あ
る
こ
と
は
、

今
夏
こ
と
新
し
く
云
々
す
る
ま
で
も
な
い

こ
と
て
あ
る
。
錬
倉
は
十
二
世
紀
後
半
か

ら
十
四
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
政
冶
の
中

心

が

あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
十
四
山
紀

後
半
か
ら
十
六
世
紀
中
頃
に
か
け
て
、
政

冶
の
中
心
は
京
都
に
移
っ
た
が
、
鎌
倉
は

早
稲
田
入
学
講
師

　
　
　
後

藤

淑

依
久

と
し
て
政
冶
と
文
化
の
重
要
な
地
点

を
し
め
て
い
た
。
鶴
岡
八
幡
宮
所
蔵
の
餌

楽
面
が
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
の
産

物
て
あ
－
た
こ
と
は
申
す
ま
て
も
な
い
。

　
私
が
神
奈
川
県
の
仮
面
に
関
心
が
あ
g

た

の

は
、
第
一
に
鶴
岡
八
幡
宮
所
蔵
舞
楽

而
の

よ
う
な
仮
面
文
化
が
、
と
の
よ
う
な

形

を
と
っ
て
、
仲
奈
川
の
村
々
に
と
り
入

九

ら
れ
た
の
か
、
そ
九
を
仮
面
と
い
う
只

体
的
な
も
の
に
ょ
っ
て
理
解
し
た
い
と
思

っ

た

こ
と
。
第
二
は
十
数
年
以
前
に
、
大

山
神
社
所
蔵
の
仮
面
を
拝
見
し
た
時
、
多

数

の
能
面
に
ま
じ
⊃
て
、
能
面
と
は
全
く

お

も
む
き
を
異
に
し
た
信
仰
面
が
一
面
あ

．
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
た
。
し
か
も
そ

れ
が
素
朴
て
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
す
、
力

強
い
彫
技
で
あ
り
、
ま
こ
と
に
よ
い
出
来

ば
え

て
、
朱
の
薄
い
彩
色
が
実
に
オ
〈
し
か

’
，
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
た
。
こ
う
し
た

上
俗
的
信
仰
仮
面
の
占
い
も
の
か
仲
奈
川

県
に
は
ま
だ
ま
た
残
さ
れ
て
い
る
の
て
は

な
い
か
と
思
．
，
た
こ
と
。
第
三
に
は
こ
の

地
域
は

中
但
に
お
い
て
、
政
冶
・
女
化
の

玉
要

な
一
中
心
地
て
あ
　
た
か
ら
、
中
川

‥

云
能
の
代
表
て
あ
，
た
田
楽
や
猿
楽
ガ
栄

え
て

い

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
芸
能
は

仮
面
を

使
用

す

る
場
合
が
多
か
；
た
。
た

か

ら
、
こ
の
地
域
に
は
こ
う
し
た
芸
能
而

が

伝

え

ら
れ
て
い
る
の
て
は
な
い
か
と
思

わ
れ
た

こ
と
な
と
、
神
奈
川
県
の
仮
面
調

査
に
は
い
ろ
い
ろ
な
希
望
を
も
た
せ
る
川

由
が
あ
っ
た
の
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
○

　

『
新
編
相
模
国
風
土
記
稿
』
の
森
戸
明

神
の
条
に
「
翁
面
一
枚
」
と
し
て
「
漁
夫

小
坪
の
侮
中
に
網
し
て
得
た
る
物
な
り
0

今
小
坪
村
に
翁
氏
の
民
に
十
員
あ
り
。
皆

彼
漁
夫
が
遠
商
な
り
と
云
」
と
あ
る
。
砺

か

ら
池
夫
が
と
り
あ
け
た
と
い
う
伝
承
を

も
つ
仮
面
は
各
地
に
あ
り
、
そ
れ
か
大
部

分
古
い
年
代
の
も
の
て
、
脇
れ
た
作
品
て

あ
る
こ
と
を
こ
れ
ま
て
に
私
は
幾
度
か
経

験

し
て
い
た
。
森
戸
明
仲
の
翁
而
は
以
前

に
打
見
を
願
い
川
た
こ
と
が
あ
，
た
か
、

U
的
を
達
す
る
こ
と
か
て
き
な
か
，
た
も

の

て

あ
7
た
。
今
度
は
打
見
が
て
き
る
の

て

は

な
い
か
と
、
ひ
そ
か
に
心
待
ち
し
て

い
た

の
て

も
、
た
o

　

町
ー
曲
三
郎
氏
か
終
戦
前
ご
出
し
た

　
『
能
血
論
考
』
と
い
つ
札
れ
物
の
中
に
、
鋤

倉
の
呆
寺
か
ら
川
た
と
し
て
、
尉
面
が
二

面
ほ
と
写
貞
て
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
こ
の

尉

血
は
系
統
的
に
は
能
の
尉
面
に
入
る
も

の
て

あ

り
な
が
ら
、
能
の
尉
面
と
比
較
す

る
と
か
な
り
ー
1
色
を
も
つ
も
の
て
、
形
式

的
に

は

能
の

尉

山
が
出
来
る
以
前
の
形
を

伝
え
る
も
の
て
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も

の
て

あ

．
た
。
し
か
し
、
野
ヒ
、
氏
の
苫
P
い

二

あ

る
尉
面
が
と
こ
に
現
存
し
て
い
る
の

か
、
野
ヨ
氏
の
お
宅
を
お
訪
ね
し
て
も
、

全
く
そ
の
行
方
か
わ
か
ら
な
く
な
；
て
い

た
。
こ
う
し
た
仮
面
か
、
今
回
の
調
香
に

よ
，
て
発
見
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
或

い

は
、
　
そ
の
も
の
は
見
つ
か
ら
な
く
と

も
、
こ
れ
と
同
し
秤
頚
の
も
の
が
万
し
く

見
つ
か
る
か
も
知
九
な
い
。
若
し
見
つ
け

る
こ
と
か
て
き
れ
は
、
そ
九
は
古
い
能
而

を
理
解
す
る
L
に
も
大
変
参
ぢ
に
な
る
と

考
え
た
の
て
あ
；
’
た
o

　
　
　
　
　
　
　
O

　

『
新
編
相
枚
国
風
土
記
稿
』
に
は
各
所

に
所
職
仮
而

の
存
在

力
記
し
て
あ
る
。
以

前
に
仲
奈
川
県
の
仮
面
を
刷
へ
た
同
に
も

『
新
緬
相
孜
田
風
土
記
稿
』
を
参
考
に
し

た

が
r
今
回
も
こ
の
ー
o
日
物
を
参
考
に
し

た
c
し
か
し
、
前
回
小
川
て
も
　
た
仮
向

一 4一

一1

li

t

　
v
W

冶

．

　
　
　
　
　
　
エ

’
n

」
膓
亨
L
　
L
、
　
　
」
▼
　
〒
噺
v

“
．

L
I1．　
i
：

t

＿

K
J
　
．
1
　
x
－

　　　t　，芦

　　　

r

　　良～

議

　
は
今
回
も
矢
張
り
明
ら
か
に
な
ら
な
い
も
　
も
侮
南
神
社
所
蔵
の
三
番
斐
面
は
買
重
だ

　
の
が
多
か
，
た
が
、
そ
れ
て
も
今
回
の
凋
　
と
思
う
o

査
て
い
v
つ
か
新
し
い
資
川
に
按
す
る
こ
　
　
舞
楽
面
も
神
奈
川
児
に
は
い
ろ
い
ろ
な

と
が
で
き
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
が
あ
，
た
。
両
屋
部
神
社
に
所
蔵
さ

　
森

戸
明
神
の
翁
而
は
前
回
に
は
打
見
出
れ
て
い
る
陵
王
は
、
修
迎
の
あ
と
が
見
ら

来
な
か
、
た
ガ
、
今
回
は
B
，
’
く
り
手
に
　
れ
る
が
、
頭
部
及
頑
而
の
作
り
は
か
な
り

と
っ
て
打
見
す
る
こ
と
か
て
き
た
。
こ
の
　
異
色
て
あ
る
。
舞
楽
而
の
民
間
化
か
考
え

仮

而
は
私
か
予
想
し
て
い
た
通
り
、
ま
こ
　
ら
れ
て
興
昧
が
あ
っ
た
。
高
屋
部
神
社
の

と
に
す
ぐ
れ
た
も
の
て
あ
．
．
た
。
や
や
小
　
仮
而
は
麺
見
、
陵
王
、
旭
城
楽
て
あ
る
。

型

の

円
形
に
近
い
ふ
く
よ
か
な
相
貌
と
顎
　
こ
れ
は
そ
九
そ
れ
製
作
が
異
な
っ
て
い
る

に

l
つ

大
ふ
ざ
な
顎
髪
跡
を
た
く
わ
え
た
形
　
の
て
、
元
来
川
吋
に
存
在
し
た
も
の
で
は

K
は
私
に
は
貴
重
な
も
の
で
、
あ
。
た
。
ま
な
い
。
し
か
し
、
旭
見
と
走
り
物
系
の
舞

た
、
三
浦
郡
侮
南
伸
社
所
庇
の
三
番
婁
而
　
楽
而
が
一
緒
に
存
在
し
て
い
る
例
は
全
国

は

私
に

と
っ
て
ま
こ
と
に
興
味
あ
る
も
の
　
に
か
な
り
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
つ
の
頃
か

て

あ
っ
た
。
小
作
り
で
左
右
不
均
衡
の
三
　
こ
う
し
た
1
g
E
の
仮
面
が
、
何
等
か
の
意

者
聖
面
は
三
番
望
面
の
歴
史
を
知
る
に
は
味
を
も
っ
て
民
開
三
w
布
し
た
こ
と
が
あ

貴
重
な
資
料
た
と
思
う
。
三
番
聖
面
は
　
っ
た
名
残
り
で
は
な
か
r
た
か
と
思
わ

左
右
均
衡
に
て
き
て
い
る
の
が
苦
通
て
あ
　
せ
、
興
味
深
い
も
の
て
あ
っ
た
。

る
。
と
こ
ろ
が
、
左
右
均
伽
の
三
番
ヨ
前
　
　
御
霊
神
社
の
仮
而
の
よ
う
に
、
仮
面
の

の

他
に
、
左
右
不
均
衡
の
三
香
隻
面
が
あ
　
製
作
年
は
江
戸
川
八
中
川
以
降
だ
が
・
そ

ち
こ
ち
か
ら
允
見
さ
れ
て
い
る
。
左
右
均
　
の
形
式
に
は
伎
楽
面
、
行
道
而
を
想
像
さ

衡
と
左
右
不
均
伽
の
三
香
聖
面
は
同
時
に
　
せ
る
も
の
が
あ
っ
て
珍
ら
し
い
も
の
て
あ

発
生
し
た
も
の
て
は
な
く
、
そ
こ
に
は
川
．
　
っ
た
。
何
故
、
こ
こ
に
こ
の
よ
う
な
仮
而

川
に
前
後
関
係
が
あ
っ
た
の
て
は
な
い
か
　
か
単
独
に
存
在
し
て
い
る
の
か
・
歴
史
杓

と
私
は
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
　
に
も
興
味
あ
る
も
の
て
あ
っ
た
。
ま
た
、

と
を
訂
明
す
る
に
は
、
も
っ
と
数
多
く
の
　
面
芝
居
な
と
に
使
用
さ
れ
た
仮
面
が
あ
ち

左
右
不
均
衡
の
三
番
嬰
山
の
資
料
の
発
掘
　
こ
ち
に
あ
、
て
、
慕
末
に
お
け
る
こ
の
地

が

必

要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
　
ん
の
神
楽
の
在
り
方
を
考
え
さ
せ
る
も
の

が
あ
c
た
。憎

ll・】

i“1

川
才
1

所
ノ戊

の
仮
「fil

　
　
　
　
　
　
　
ら

　
神
奈
川
県
の
仮
而
調
査
は
ま
た
ま
た
不

十
分
の

よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
児
下
の

与
社
を
く
ま
な
く
訪
ね
る
こ
と
が
て
き
た

ら
、
折
し
い
仮
面
か
も
う
少
し
見
つ
か
っ

た

の

て

は

な
い
か
と
思
う
。
町
上
氏
か

『
姥
面
諭
考
』
て
紹
介
さ
れ
た
よ
う
な
仮

而
は

逐
に

見
つ
け
る
こ
と
は
て
き
な
か
．
・

た

が
、
ま
だ
と
こ
か
に
眠
，
て
い
る
よ
う

な
気
か
し
て
な
ら
な
い
。

　
こ

う
し
た
調
査
を
す
る
た
ひ
こ
と
に
、

仮
而
の
保
存
に
は
十
分
な
配
慮
が
必
要
た

と
つ
く
つ
く
思
う
。
人
川
神
W
所
口
而

は

十
角
以
上
も
前
に
揖
見
し
た
も
の
て
も

る
。
十
数
4
1
と
い
う
蔽
月
を
お
い
て
川
0

手
に
と
，
て
見
る
と
、
十
数
η
前
に
見
た

川
と
は
ま
た
違
、
た
知
ぷ
を
得
た
こ
と
に

λ
ず
く
。
こ
れ
は
記
億
の
薄
ら
ぎ
も
あ
る

か
、
仮
面
を
見
る
1
1
の
成
長
に
よ
る
こ
と

も
多
い
。

　
仮
而
資
料
は
破
損
の
多
い
の
か
倍
巾
て
あ

る
。
　
そ
し
て
破
損
の
多
い
も
の
は
粗
末

に

あ
つ
か
わ
れ
る
の
が
こ
れ
ま
た
常
て
あ

x？

。
た
が
、
品
尾
部
神
社
の
仮
而
の
よ
う

に
、
川
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
重
要
な
汁
」

味
を
持
一
、
’
て
い
る
場
へ
［
も
あ
る
。
破
損
し

て

い

る
か
ら
と
い
っ
て
保
存
を
ゆ
る
が
せ

に

す
べ
き
で
は
な
い
。

　
記
録

し
た
こ
と
、
写
真
に
お
さ
め
る
こ

と
に
は
、
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
る
。
考

察
の
出
発
は
ノ
ー
ー
や
写
真
よ
り
も
仮
而

そ
の
も
の
に
よ
る
こ
と
か
正
し
く
、
従
，
，

て
、
保
存
す
る
こ
と
か
、
い
か
に
重
要
な

意

味
を
も
つ
か
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
の
て

あ
る
。
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川
　
：
1

芸

能
・
民
具
と
写
真

　

こ
の
仕
事
に
入
．
ノ
入
1
1
当
初
、
わ
た
し
の

分
担
し
た
仕
事
の
守
備
範
囲
は
、
神
奈
川

県
の
無
形
文
化
財
と
し
て
の
民
俗
芸
能
に

眼
ら
れ
て
い
た
。
わ
た
し
自
身
、
日
頃
祭

や

民
俗
及

ひ
民
俗
芸
能
を
テ
ー
「
、
と
し
て

そ
の
撮
影
を
4
業
と
し
て
い
る
も
の
て
あ

る
か
ら
こ
れ
は
当
然
の
課
題
と
い
え
た
。

は

じ
め
の
出
允
点
で
は
、
そ
う
て
あ
っ
た

が
、
途
叩
で
県
の
事
情
か
変
わ
り
、
有
形

互
化
財
と
し
て
の
民
旦
ハ
も
合
む
こ
と
と
な

っ

た
。
民
具
の
撮
影
に
関
し
て
は
、
わ
た

し
は
あ
ま
り
経
験
か
な
か
っ
た
が
、
民
俗

の
撮
影
に

た

ず

さ
わ
る
も
の
と
し
て
、
関

心
が

な
い
わ
け
で
は
な
か
－
v
た
の
て
r
こ

れ
も
．
：
c
手
伝
い
す
る
こ
と
を
承
・
頑
し
た
。

　

さ
て
、
民
俗
芸
能
や
祭
の
取
材
撮
影

て
、
何
と
い
；
．
て
も
い
ち
は
ん
大
変
な
こ

と
は
、
い
う
ま
て
も
な
い
こ
と
だ
が
、
撮

り
も
ら
し
が
1
つ
で
も
あ
d
；
て
は
な
ら
な

い

こ
と
て
あ
る
。
風
景
や
有
形
の
建
止

l云
　
北肥
　
τ
ナ
　
一
目
⌒
　
£
k
〈

　
　
萩

原
秀
三

郎

物
、
民
日
パ
な
と
で
あ
れ
は
失
敗
か
許
さ
れ

な
い
こ
と
も
な
い
が
、
無
形
の
文
化
財
と

い

う
も
の
は
、
水
に
画
く
絵
の
よ
う
な
も

の

て
、
画
い
た
そ
は
か
ら
そ
れ
は
泡
え
て

い

v
o
こ
の
こ
と
は
撮
影
者
に
と
f
’
t
て
決

定
的
な
重
み
を
も
t
－
て
迫
．
，
て
く
る
事
実

た
o
民
俗
芸
能
や
祭
り
て
は
し
は
し
ば
予

定
通
り
の
進
行
を
す
る
と
は
か
ぎ
ら
ず
、

酔
，
た
い
き
お
い
と
か
前
後
の
状
況
の
変

化
N
，
、
急
に
あ
る
こ
と
を
早
め
に
や
c
た

り
、
と
う
か
す
る
と
二
つ
の
行
事
か
同
t

に

進
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
た
か

ら
、
た
え
ず
行
事
全
体
に
心
を
配
っ
て
い

な
け
れ
は
な
ら
な
い
し
、
と
き
に
は
自
分

の

分
身
－
撮
影
助
手
を
必
要
と
す
る
こ

と
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
事
前
に
行
事
内
容

の

訂
細
を
し
っ
か
り
と
脳
衷
に
た
た
き
込

ん
て

お

か

な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
以
ー
の

心
配

り
は
撮
影
技
術
以
前
の
問
題
て
川
る

け
九
と
も
、
二
う
し
た
も
の
の
記
録
に
は

久
か
せ
な
い
屯
要
な
こ
と
が
ら
な
の
て
あ

る
。

　

と
こ
ろ
で
、
神
奈
川
県
の
民
俗
芸
能
に

関
し
て
は
他
の
府
県
と
違
っ
て
、
回
や
県

指
定
の
民
俗
芸
能
以
外
て
も
詳
細
な
記
録

と
研
究
が
水
田
先
生
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て

A
り
、
撮
影
者
に
と
っ
て
こ
の
上
な
い
手

引
と
な
．
て
い
て
あ
り
か
た
か
っ
た
。
こ

れ
に

よ
っ
て
と
れ
だ
け
、
わ
た
し
の
負
担

が

軽
破
さ
れ
た
か
し
れ
な
い
。
そ
の
L
、

県
担
当
の
小
甥
康
夫
氏
か
こ
と
細
か
い
事

前
の
準
備
を
す
す
め
ら
れ
、
行
事
進
行
中

も
撮
影
も
れ
の
な
い
よ
う
十
分
気
を
配
っ

て

丁

さ
っ
た
の
て
、
至
れ
り
尽
せ
り
て
あ

っ

た
。
あ
と
か
ら
加
わ
　
－
、
た
民
具
の
撮

影
に
於
て
も
、
祝
宮
静
先
生
自
ら
も
シ
ョ

ツ
、
手
拭
か
ぶ
り
の
い
て
た
ち
て
民
具
撮

影

を
お
手
伝
い
ト
さ
れ
た
。
そ
の
ほ
か
あ

げ

れ
は

際
限
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
撮
影
現

場
で
さ
ま
さ
ま
な
方
か
ら
極
め
て
快
い
こ

配
慮
を
い
た
た
い
た
。
従
っ
て
、
わ
た
し

と
し
て
は
撮
影
の
み
に
専
念
し
て
い
れ
は

よ
か
”
た
。
仕
事
の
量
は
初
め
の
予
想
を

は

る
か
に
越
え
る
も
の
と
な
l
；
た
け
れ
ど

も
、
各
地
の
方
々
の
心
つ
く
し
て
、
仕
事

は

い

つ

も
人
裂
楽
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
い

た
。

　

撮
影
に
除
し
て
1
4
に
意
を
そ
そ
い
だ
こ

と
と
い
え
は
、
写
頁
的
な
美
し
さ
を
追
う

こ
と
も
さ
る
こ
と
な
か
ら
、
第
一
義
に
ね

ら
い
を
お
い
た
と
こ
ろ
は
、
民
俗
の
木
励
1
1

を
射
止
め
る
と
い
う
こ
と
て
あ
，
た
。
同

に

は

映
像
と
し
て
の
、
天
し
さ
は
二
の
次
に

し
て
、
そ
の
木
質
と
慧
味
を
つ
か
む
こ
と

に
留
盲
い
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
が
文
化
財

の

記
録
．
」
当
っ
て
一
番
－
入
事
な
態
度
て
あ

る
と
弓
え
た
か
ら
て
あ
る
。
民
俗
芸
能
に

閃
し
て
い
え
は
、
芸
能
と
し
て
の
美
し
さ

の
瞬
間
を
何
と
か
し
て
と
ら
ま
え
た
い
と

司
た
・
援
粗
な
芒
さ
・
力
強
い
美
し

さ
な
と
、
美
し
さ
の
質
の
違
い
に
も
、
そ

れ
そ

九
の

民
俗
芸
能
の
ち
か
い
に
応
じ
て

衣
現
し
た
か
．
た
。
Z
け
た
感
動
を
て
き

る
た
け
才
．
弁
直
に
表
わ
し
た
か
，
た
。
願
い

や

思
い

は

か

り
は
走
、
た
が
、
現
執
に
こ

れ

を
フ
ィ
ル
ム
に
定
着
し
得
た
か
ど
う
か

は

疑
問
て
あ
る
。
た
だ
、
て
き
る
か
ぎ
り

目
標
に
向
か
っ
て
努
力
は
し
た
。
才
い
L

い

撮
影
の

間
中
天
候
に
も
恵
ま
れ
っ
放
し

て

あ
．

た

の

て
、
而
の
中
・
の
行
事
と
い
う

も
の
は
屋
内
の
撮
影
以
外
一
つ
も
な
い
。

L
年
こ
の
仕
事
に
た
す
さ
わ
，
て
い
る
か

そ
う
い
う
v
U
味
て
は
仲
奈
川
県
の
仕
事
ぐ

ら
い
つ
い
て
い
た
仕
事
は
な
か
“
た
。
た

た

神
奈
川
県
の
民
俗
芸
能
は
夜
の
撮
影
が

一
つ

も
な
い
。
二
九
t
i
ら
r
l
　
－
と
淋
し
い
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議

こ

と
て
あ
る
。
夜
は
。
4
沐
外
神
秘
的
な
も
の

で

神
串
芸
能
の
矢
感
を
盛
り
あ
け
る
に
は

恰
好
の

宗
材
な
の
だ
が
。

　
以
下
神
奈
川
県
の
仕
事
を
し
て
い
て
感

し
た
こ
と
を
思
い
つ
く
ま
ま
に
列
記
し
よ

う
。　

東
京
η
ま
れ
の
わ
た
し
は
、
神
奈
川
県

と
い
う
も
の
を
、
凍
京
と
地
読
き
の
、
改

化
的
に
は
や
や
ハ
イ
カ
ラ
な
ほ
と
ん
と
同

質
の
地
域
の
よ
う
に
猪
見
し
て
い
た
き
ら

い
が
あ

る
。
認
識
不
足
も
は
な
は
だ
し
い

も
の
て
あ
，
た
が
、
そ
れ
が
今
度
の
付
事

て

一
変

し
た
。
神
奈
川
県
人
を
見
直
し
、

ひ

い
て

は

日
木
人
と
い
つ
も
の
の
詔
識
を

祈
た
に
し
た
の
て
あ
る
。

　
神
奈
川
県
ほ
と
臼
木
文
化
の
重
屑
性
を

見
事
に
図
式
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
な
い

の

て

は

な
い
か
。
古
代
、
中
世
、
近
世
、

近
代
の
各
文
化
が
層
を
な
し
て
重
な
り
生

き
つ
つ
け
て
い
る
。
産
※
革
命
以
後
の
西

欧
文
明
を
め
ざ
ま
し
い
勢
い
で
吸
収
し
た

神
奈
川
は
、
　
そ
れ
以
前
の
根
生
い
の
民

俗
文
化
を
決
し
て
捨
て
去
り
は
し
な
か
．

た
。
そ
こ
に
、
臼
木
人
の
生
活
の
古
典
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
神
奈
川
梨
の
民
俗

芸

能
は
、
風
流
化
の
色
濃
い
各
児
の
民
俗

芸
能
に
比
へ
、
む
し
ろ
素
朴
な
も
の
か
多

い
。
国
川
祭
の
宙
台
い
祭
と
し
て
の
古
様

（！ti　k【｝　MI）力船

さ
、
大
磯
左
義
k
の
ダ
イ
ナ
ミ
，
ク
な
動

き
と
素
朴
さ
、
烏
屋
の
獅
子
狽
の
古
雅
な

美
し
さ
、
山
北
の
百
万
遍
の
思
い
も
よ
ら

ぬ

芸
能
化
の
面
白
さ
、
お
馬
流
し
に
見
る

厄
神
払
い
の
古
風
、
　
そ
れ
ぞ
れ
が
民
俗

と
分
か
ち
が
た
く
芸
能
が
結
ひ
つ
い
て
い

て
、
民
俗
芸
能
の
あ
り
方
を
よ
く
示
し
て

い

る
。
三
戸
の
お
枯
霊
流
し
の
よ
う
に
芸

能
化
が
進
ま
す
民
俗
を
脱
し
き
れ
な
い
も

の

の

一
方
、
む
し
ろ
舞
台
芸
能
と
い
g
て

い

い

芸
術
化
の
進
ん
た
相
枚
人
形
芝
居
が

あ

る
。
チ
ャ
ツ
キ
ラ
コ
の
洗
辣
さ
れ
た
美

し
さ
と
並
ん
て
こ
れ
は
旧
指
定
の
無
形
叉

化
財
て
あ
る
。
活
力
に
満
ち
た
漁
民
も
、

r

（　
．

　
　
□
’
　
イ

鳶
，
鶯

　
L
“

t
〆

藤沢の儲印川旦コレク／，／から

チ

ャ
ノ
キ
ラ
コ
の
よ
う
な
優
し
い
W
O
を

但
形
文
化
財
の
遺
産
と
し
て
伝
爪
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
、
日
木
人
の
こ
こ
ろ
根
を
か

い

ま
み
る
思
い
が
す
る
。

　

と
に
か
く
、
神
奈
川
思
の
民
俗
芸
能
は

多
彩
て
あ
る
。
息
を
の
む
よ
う
な
鹿
島
踊

り
に
川
地
る
神
　
事
芸
化
肥
の
群
舞
、
面
捌
行
列

に

見

る
失
な
わ
れ
た
伎
楽
の
而
影
、
飴
尾

踊

り
の
v
っ
た
く
な
い
楽
し
さ
、
庇
踊
り

の

と
ほ
け
た
味
、
ま
れ
に
見
る
却
麗
な
山
貝

船
祭
、
戸
塚
の
お
礼
ま
き
踊
の
民
問
信
仰

の

資
泊
と
し
て
の
貴
重
さ
、
思
い
出
す
ま

ま
に
列
記
し
て
そ
の
多
様
さ
に
婿
ろ
く
。

　
以
⊥
、
神
奈
川
県
の
民
俗
芸
能
の
印
象

㍉幽噺馴則ぽ

Pt’

1陽居の仰拐用只コレクノヨノから

を
わ
た
し
な
り
に
大
つ
か
み
に
い
え
ば
、

民
俗
信
仰
の
ト
に
し
，
，
．
か
り
と
根
を
お
ろ

し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
日
本
て
も
有
数

な
道
祖
神
信
仰
の
分
布
を
み
る
神
奈
川
県

て

あ

．
て
み
れ
は
、
そ
九
も
不
思
議
は
な

か

，
’
た
筈
て
あ
る
が
、
あ
ま
り
に
も
近
八

化
の
激
し
い
児
て
あ
る
た
め
、
と
か
く
こ

の
こ

と
は
見
H
1
6
さ
れ
か
ち
て
あ
る
よ
う
に

思

う
。
旧
小
立
博
物
館
の
民
俗
資
相
を
見
た

た

け
て
も
、
そ
の
充
’
大
し
た
曲
l
C
か
さ
が
わ

か

る
の
て
あ
る
。
林
立
す
る
丁
業
地
粥
の

景
観
を
背
景
に
流
さ
れ
る
お
凡
流
し
の
茅

馬
は
と
こ
と
な
く
象
徴
的
て
あ
る
。
す
＼

て

を
引
旦
化
し
て
や
む
こ
と
を
知
ら
な
い
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近
代
化
、
つ
ま
り
西
欧
化
が
必
す
し
も
万

能
て
な
か
っ
た
こ
と
を
知
，
－
一
た
現
在
、
わ

た

し
た
ち
は
改
め
て
民
俗
の
遣
産
か
ら

学
ふ
べ
き
も
の
の
多
い
こ
と
に
気
が
日
い

た
。
そ
れ
に
し
て
も
近
代
化
の
激
浪
に
よ

く
も
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
伝
承
し
得
た
と

思

う
。
伝
承
者
の
方
々
に
心
か
ら
感
謝
せ

ず
に
い
ら
れ
な
い
。

　
最
後
に
撮
影
に
当
．
，
．
て
心
よ
く
覗
切
に

こ

協
力
下
さ
っ
た
皆
々
杁
に
厚
く
御
礼
巾

し
上
げ
ま
す
。

民
俗
芸
能
の
録
音
を
担
当
し
て

　

は
じ
め
に

　
先
祖
代
々
か
ら
喜
怒
哀
楽
を
伝
え
る
民

俗
芸
能
は
、
野
に
咲
く
野
生
の
花
の
如
く

郷
土
に

根
強

く
育
ち
、
多
く
の
人
に
愛
さ

れ
、
況
し
ま
れ
、
受
継
が
れ
て
来
た
。
そ

し
て
独
9
1
の
音
色
は
、
私
達
に
郷
愁
を
思

い

起
し
て
く
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現

在
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
社
会
情
勢
下
に
於

て

は
、
大
切
に
守
り
継
が
れ
て
来
た
民
俗

芸

能
も
、
し
ば
し
は
存
亡
の
危
機
に
直
而

し
、
年
々
、
後
継
者
が
少
く
な
，
て
来
て

い

る
事
を
知
り
、
大
亥
残
念
に
思
う
。
こ

の

娠
な
音
い
味
か
ら
も
民
俗
芸
能
を
広
く
県

内
各
地
に
紹
介
し
、
郷
土
文
化
の
象
徴
と

し
て
郷
土
を
正
し
く
理
解
す
る
L
に
欠
く

こ

と
の
出
来
な
い
造
産
と
し
て
、
後
川
に

未
永
く
、
そ
の
ま
ま
、
何
ら
か
の
形
て
残

し
て
お
き
た
い
。
こ
の
ま
ま
て
は
、
い
ず

れ
滅
び
行
く
か
も
知
れ
な
い
数
々
の
民
俗

芸
能

を
一
人
て
も
多
く
の
人
に
理
解
し
て

　　　突

小議
　　　務

　　　部沢
　　　係

　　　k

暢

治

い
た

だ

き
、
聞
く
人
の
脳
裡
に
、
何
ら
か

の
形
て

位
置
づ
け

て

く
れ
る
も
の
と
し
て

今
回
神
奈
川
県
文
化
財
保
註
課
よ
り
、
民

俗
芸
能
収
録
の
協
力
依
頼
を
元
け
た
次
第

て

あ
る
。

　
私

と
し
て
は
、
こ
の
郁
の
録
音
は
、
は

し
め
て
の
経
験
で
あ
り
、
仕
事
を
す
る
ー

て

種
々
の
困
批
に
直
而
す
る
事
も
あ
．
た

が
、
神
奈
川
の
代
表
的
民
俗
芸
能
を
、
ほ

音
を
通
し
て
、
実
感
と
し
て
確
か
め
、
何

か
生
々
と
し
た
遵
気
込
み
を
1
8
じ
る
思
い

て

あ
；
た
。
又
、
民
俗
芸
能
の
レ
コ
ー
ー

化

は
、
三
〇
セ
ン
チ
L
P
盤
の
組
レ
コ
ー

ド
と
し
て
、
文
化
財
図
鑑
と
共
に
発
刊
沼

介
さ
れ
る
も
の
て
、
こ
の
試
ろ
は
全
川
て

も
前
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
大
変
、
貴
市

な
も
の
て
あ
り
、
こ
の
レ
コ
ー
ト
に
u
－

て

新
た

な
迎
解
と
認
識
が
深
め
ら
れ
る
こ

と
だ
ろ
う
。

　
録
音
に

つ
い

て

　
最
近
の
．
百
加
口
衣
置
は
、
と
れ
を
取
・
て

も
、
止
口
が
非
晶
巾
に
良
く
な
り
、
原
宵
に
近

く
な
．
，
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
屯
子
技
術

の
進
歩
と
1
4
昌
技
術
の
向
⊥
が
も
た
ら
し

た
4
1
加
果
て
あ
る
か
、
音
を
そ
の
ま
ま
の
形

て

伝
送
出
来
な
い
以
⊥
、
氾
気
音
郷
軸
変
換

の

必
要
竹
か
生
れ
る
。
　
こ
の
場
合
、
柿

々

の

物
川
的
フ
フ
ク
タ
ー
が
台
ま
れ
る
の

て
、
原
．
百
場
の
再
現
は
刀
常
に
困
邦
と
な

る
。
引
仏
ト
逆
が
4
E
’
日
段
、
レ
コ
ー
ド
、
テ
ー
プ

勺
に
よ
、
て
π
生
音
を
聞
く
場
く
パ
、
録
音

の
良
否
を
団
断
す
る
に
は
、
常
に
自
，
分
自

身
の

主
観
的
則
断
に
た
よ
　
て
い
る
の
が

昔
通
で
、
人
そ
九
そ
れ
好
み
の
曲
が
あ
る

”
う
に
、
音
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
個
人

差
か
あ
る
。
又
、
そ
の
場
の
一
父
け
人
れ
体

制
や
、
雰
囲
気
、
ま
わ
り
の
条
川
に
g
－

て

も
か
な
り
頂
ハ
，
て
v
る
。
私
達
ミ
キ
b

1
か
；
に
芭
を
d
く
点
は
、
1
ー
ハ
通
の
問
題

と
し
て
、
　
と
ん
な
首
を
収
1
5
す
る
に
せ

よ
、
骨
巾
に
大
ゆ
爪
に
好
ま
九
る
音
て
あ
り
、

白
己
渦
足
に
な
　
て
は
な
ら
な
い
と
＋
t
1
：
う

気
描
え
て
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
制

伯
☆
U
図
を
1
1
し
く
理
解
し
て
n
か
な
い
と

ミ
キ
サ
ー
自
身
の
独
，
出
に
走
っ
て
し
ま
う

傾
向
が
あ
る
か
ら
た
。
良
い
ー
5
音
を
す
る

た

め
に

は
、
1
1
的
に
添
　
た
凸
ピ
山
い
矢
に

一 8一

　
し
か
も
原
音
場
て
受
け
た
イ
メ
ー
ジ
と
同

　
し
よ
う
に
抱
か
せ
る
よ
う
な
音
響
処
理
法

を
す
る
。
そ
し
て
ミ
キ
サ
ー
の
処
理
し
た

音
は
イ
ン
フ
A
’
メ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
、
他

く
人
の
感
冤
に
う
t
！
た
え
る
も
の
て
な
け

れ
は

な
ら
な
い
。
良
い
首
て
あ
る
た
め
に

は
51

泣
か
ら
可
生
に
至
る
総
へ
日
系
に
於
て

良
い
こ
と
が
条
W
て
あ
る
が
、
私
刊
ハ
の
g

う
に
木
職
て
な
い
と
こ
ろ
に
と
っ
て
は
、

技
術
的
問
題
や
諸
ー
4
性
上
の
問
題
に
、
か

な
り
の
制
約
が
出
て
v
る
の
は
致
し
方
な

い
。
常
に
与
え
ら
れ
た
機
材
を
有
効
か
つ

最
大
限
に
利
用
し
て
、
い
か
に
上
手
に
ほ

昔

す
る
か
が
、
ミ
キ
サ
ー
と
し
て
の
務
め

で

あ
り
、
又
、
腕
の
見
せ
と
こ
ろ
と
も
言

え
よ
う
。
ミ
キ
シ
ン
グ
法
や
マ
イ
ク
ロ
ホ

ン

セ

ノ
テ
ィ
ン
グ
⊥
の
問
題
は
、
良
い
音

づ

く
り
へ
の
一
つ
の
課
程
に
す
ぎ
な
い

し
、
ミ
キ
サ
－
生
活
て
の
長
い
経
験
が
大

い
に

物
を
言
う
時
代
て
も
あ
る
。
私
等
に

は

ま
た
ま
だ
程
遠
い
存
在
に
思
え
る
が
、

と
に
か
く
、
仕
事
と
し
て
引
き
受
け
た
以

上
、
目
的
の
理
想
に
向
っ
て
常
に
意
を
江

い
だ

つ
も
り
て
あ
る
。

　

さ
て
、
今
回
の
録
首
は
す
べ
て
ス
テ
レ

オ

と
し
た
が
、
最
近
の
音
響
セ
ノ
ト
が
殆

ん

ど
ス
テ
レ
オ
再
生
可
能
て
あ
る
こ
と
も

好
都
台
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
音
の
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ
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一
き
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三
エ
　
　
一
　
　
　
　
M
d
　
t
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τ
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一
三

現
性
か
ら
考
え
た
場
合
、
自
然
の
形
で
百

現
出
来
る
こ
と
が
望
ま
し
い
訳
て
あ
る
。

ス

テ

レ

オ

に

よ
る
再
現
能
力
に
は
偉
大
な

力
が
あ
り
ま
す
。
モ
ノ
に
比
厳
し
て
、
音

源
の

位
川
直
が
分
る
し
、
臨
場
感
、
方
向
感

が
出
て
、
首
に
も
広
が
り
か
あ
り
、
全
休

に

ふ

く
よ
か
な
感
し
と
な
る
。
専
門
的
に

は
、
周
波
数
帯
域
、
ダ
イ
ナ
ミ
ノ
ク
レ
ン

ジ
が
広
が
っ
た
感
．
見
を
受
け
る
し
、
棉
音

や
歪
ち
が
そ
九
程
田
に
感
し
な
く
な
る
。

こ

の

よ
う
に
ス
テ
レ
オ
は
、
首
の
イ
メ
ー

ジ
を
再
現
す
る
上
て
、
元
の
音
、
つ
ま
り

原
音
場
の
再
生
に
近
い
も
の
を
得
ら
れ
る

の

で
有
効
て
あ
る
。
当
初
は
、
ソ
ノ
シ
ー

ト
程
度
で
と
言
う
意
向
て
あ
）
た
が
、
三

〇
セ
ン
チ
、
ス
テ
レ
オ
L
P
盤
の
組
レ
コ

ー
ド
に
進
展
し
た
の
も
伺
え
る
し
、
又
数

十
吋
間
に
及
ぶ
収
録
を
出
来
る
だ
け
多
く

紹
介
し
た
い
と
言
う
願
い
が
叶
っ
た
の
も

譲
歩
で
あ
る
と
思
う
。

　

ス

タ
ジ
オ
録
音

　
出
債
者
や
、
ス
タ
ジ
オ
日
程
の
ス
ケ
ジ

ュ

ー
ル
に
よ
り
時
間
的
に
も
か
な
り
苦
し

い
41

音
で

あ
っ
た
が
、
　
一
日
に
数
組
を
消

化

し
た
。
民
俗
芸
能
で
は
、
洋
楽
等
の
録

音
と
異
り
指
挿
者
は
お
ら
ず
、
お
互
の
音

を
聞
き
、
い
き
を
合
わ
せ
演
奏
す
る
の
が

　‘

　
ぺ
§
ξ

一
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豊
翼
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通
て

あ

る
。
従
っ
て
出
，
砂
者
に
最
大
限

の

力
量
を
発
揮
し
て
も
ら
う
た
め
に
も
自

然

な
形
て
並
ん
て
い
た
た
き
、
リ
ハ
ー
サ

ル

中
に
昔
の
稲
認
を
し
て
、
マ
イ
ク
セ
，

テ

ィ
ン
グ
の
最
適
位
置
を
水
め
る
方
法
を

と
っ
た
。
そ
の
様
な
訳
て
、
出
伽
者
に
余

り
注
叉
を
つ
け
な
い
カ
か
無
期
て
あ
る
。

な
せ
な
ら
は
、
民
俗
芸
能
て
は
そ
の
土
地

土
地
の

長
い
生
活
の
中
か
ら
η
れ
た
祭
り

の

中
の
芸
能
て
あ
り
、
祭
り
か
ら
独
立
し

た

民
俗
芸
能
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
し
、

三
浦
三
崎
の
チ
ャ
ツ
キ
ラ
コ
の
よ
う
に
踊

り
を
中
心
に
し
た
芸
能
が
多
い
、
し
か
も

収
音
す
べ
き
昔
．
源
が
常
に
移
動
す
る
と
な

る
と
収
録
は
非
常
に
困
鄭
と
な
る
。
又
、

実
際
に
祭
り
の
気
分
（
酒
が
入
ら
な
い
と

／
）
に
浸
ら
な
い
と
調
子
が
出
な
い
と

か
、
、
傾
者
と
唄
手
が
同
じ
人
て
あ
っ
た

り
、
音
の
バ
ラ
ン
ス
⊥
、
也
心
す
る
。
そ

れ
か
ら
、
練
習
や
取
り
直
し
が
多
く
な
る

と
声
が
出
な
く
な
っ
て
来
た
り
で
、
出
芦
砂

者
に
は
気
の
青
な
程
で
あ
っ
た
。
お
ま
け

に

ス

タ
ジ
オ
に
冷
房
音
が
伝
わ
っ
て
来
る

の
で
録
音
中
は
、
冷
房
が
き
か
な
い
と
い

っ

た

切
な
い
面
も
あ
る
。
そ
れ
か
ら
民
俗

芸

能
て

は
、
太
鼓
が
多
く
用
い
ら
れ
る
が
、

こ
の
5
3
音
は
プ
ロ
の
間
て
も
非
常
に
鮒
し

い

と
さ
え
言
わ
れ
て
い
る
。
特
に
太
鼓
の

抽
つ
グ
イ
ナ
t
r
，
ク
レ
ン
シ
の
広
さ
も
似

因

の

一
つ
で
あ

る
か
、
他
の
楽
器
と
の
川

係
か
ら
も
、
太
鼓
た
け
を
引
き
離
す
訳
に

も
行
か
す
、
マ
イ
ク
の
▲
数
を
増
せ
は
そ

れ
に

伴
う
キ
d
ラ
ク
タ
ー
が
変
る
の
て
人

変
て

あ
る
。
又
、
ス
テ
レ
オ
に
は
応
々
に

し
て
、
左
右
の
音
を
強
張
し
た
り
、
む
や

み
に

左
石
に
音
を
動
か
し
た
り
す
る
も
の

か
見
Z
け
ら
れ
る
カ
、
現
在
の
ス
テ
レ
オ

は
、
ス
テ
レ
オ
て
な
け
れ
は
百
現
出
・
米
な

い

イ
メ
－
シ
の
創
造
と
［
l
l
　
g
う
方
向
へ
考
え

方

も
移
行
し
て
い
る
。
徹
か
に
音
の
分
削

が
良
く
、
音
源
が
移
動
す
れ
は
効
果
と
し

て

折
町
て

あ

る
し
、
面
白
い
て
あ
ろ
う
。

し
か
し
現
ユ
の
畠
景
を
自
然
に
近
い
イ
メ

ー
ジ
て
可
現
さ
せ
る
た
め
に
は
、
音
と
二
＝
：

う
も
の
を
も
．
，
と
大
切
に
す
べ
き
て
あ
る

と
思
う
。
そ
の
丈
う
な
意
昧
て
は
、
今
回

の
34

音
は

ス

テ

レ
オ
と
し
て
物
足
り
な
く

感
し
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
屋
外
録
音

　
外

録
に
於
て
は
、
札
込
ろ
倣
器
そ
の
他

の

面

で
、
い
ろ
い
ろ
と
制
約
が
多
い
の

て
、
あ
る
程
皮
の
事
前
調
査
の
必
袈
が
あ

っ

た
。
収
録
の
殆
ん
ど
は
、
祭
り
の
最
中

の

録
昔
で
あ

り
、
取
り
山
し
か
き
か
な
い

だ

け
に
責
任
重
大
で
あ
る
。
常
に
機
2
3
の
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も

点
検
、
保
守
に
気
を
配
り
、
ぶ
っ
、
つ
け
本

番
の

一
発
勝
負
で
あ
’
r
’
た
。
い
ず
れ
に
し

て

も
祭
り
が
中
心
で
あ
る
た
め
、
マ
イ
ク

セ

ッ

テ

ィ
ン
グ
に
は
r
か
な
り
の
制
約
が

あ
っ
た
。
従
っ
て
、
祭
り
に
支
障
を
き
た

さ
な
い
範
囲
で
の
収
録
に
止
っ
た
。
最
初

の

録
音

は
、
箱
根
仙
石
原
で
の
湯
立
獅
子

舞
で
あ
っ
た
が
、
神
社
の
境
内
で
あ
る
た

め
、
音
が
自
由
空
間
へ
散
っ
．
て
し
ま
い
、

太
鼓
の
音
は
非
常
に
迫
力
に
乏
し
い
も
の

に

な
っ
て
し
ま
’
：
た
様
で
あ
る
。
又
こ
れ

に

比

し
て
宮
城
野
で
の
湯
立
獅
子
舞
は
、

殿
堂
の

床
と
天
井
が
う
ま
く
共
鳴
し
て
太

鼓
の
音
も
豊
か
な
響
き
を
与
え
て
く
れ

た
。
全
体
的
に
外
録
で
は
、
観
客
の
感
じ

や
、
ま
わ
り
の
自
然
界
の
音
（
セ
ミ
の
声

等
）
が
う
ま
く
鋼
和
し
て
、
そ
の
場
の
雰

囲
気
を
盛
上
げ
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
、
ス

タ
ジ
オ
録
音
と
全
く
異
っ
た
イ
メ
ー
ジ
と

し
て
央
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
、
吉
浜

の

鹿
島
踊
り
は
、
踊
り
が
中
心
と
な
り
、

音

源
が
常
に
移
動
し
て
い
る
し
、
現
地
の

状
況
か
ら
手
持
の
収
音
と
な
っ
た
。
又
、

津
久
井
鳥
屋
の
獅
子
舞
は
、
夜
間
特
別
に

集
ま
り
て
い
た
だ
き
、
現
地
に
て
屋
内
録

昔
を
し
た
。
外
録
で
は
マ
イ
ク
が
二
本
と

限
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
笛
と
唄
に
指

向
性
を
持
た
せ
、
獅
子
三
名
は
踊
り
な
が

ら
で
あ
る
た
め
移
動
範
囲
が
広
く
、
や
む

を
得
ず
、
オ
フ
マ
イ
ク
で
収
録
す
る
形
と

な
っ
た
。
又
あ
ま
り
に
も
唄
の
声
が
小
さ

い
の

で
、
バ
ラ
ン
ス
上
若
干
難
が
あ
っ
た

様
に
思
わ
れ
る
。

　
最
後
に
ス
タ
ジ
オ
録
音
に
つ
い
て
は
、

信
号
対
雑
音
比
の
向
上
を
計
る
た
め
、
ロ

ー
ノ
イ
ズ
（
十
吋
）
テ
ー
プ
の
使
用
と
、

テ
ー
プ
ス
ピ
ー
ド
は
、
毎
秒
三
十
入
セ
ン

チ

の

速
度
で
行
っ
た
o
外
録
は
、
毎
秒
十

九
セ
ン
チ
の
速
度
で
あ
る
。
又
、
テ
ー
プ

は
、
取
扱
い
に
特
に
注
意
し
（
↓
、
ス
タ
ー

テ

ー
プ
と
な
る
た
め
）
マ
ス
タ
ー
巻
き
し

た

ま
ま
で
保
存
す
る
様
心
掛
け
た
。
編
集

は
、
数
十
時
間
に
及
ぶ
テ
ー
プ
を
何
度
も

チ

ュ

ッ

ク
し
、
交
化
財
保
｛
．
エ
課
の
方
々
と

採
譜
担
当
者
等
検
討
の
上
、
レ
コ
ー
ド
化

す
る
部
分
の
ピ
ソ
ク
ア
ッ
プ
、
編
某
個
所

等
、
　
協
議
し
た
。
　
又
、
　
ス
タ
ジ
オ
に
残

響
附
加
装
置
が
な
い
為
、
収
録
時
は
、
附

加
せ
ず

行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
音
と
し
て

何
と
な
く
デ
ッ
ト
過
ぎ
る
感
が
あ
り
、
疑

E
は
あ
t
た
が
、
聴
感
上
の
問
題
と
し
て

残
響
附
加
し
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
と
言

う
結
果
に
よ
り
、
後
に
加
工
を
施
し
た
。

残
響
附
加
テ
ー
プ
の
ダ
ビ
ン
グ
、
編
集
等

は
、
諸
特
性
ヒ
の
問
題
に
よ
り
、
某
放
送

局
を
特
別
借
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
約
二

日
間
を
要
し
終
る
こ
と
が
出
来
た
。
制
作

に
当
っ
て
は
、
細
心
の
注
意
を
払
　
’
：
た
つ

も
り
で
あ
る
が
、
未
熟
な
点
は
ど
う
か
御

理
解
の

上
、
容
赦
願
い
た
い
。
又
、
終

始
、
助
言
や
御
指
示
を
与
え
て
下
さ
．
‥
．
た

文
化
財
の
永
田
様
、
小
野
様
、
そ
れ
に
初

対
面
な
が
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
面
で
録
音
に

協
力
し
て
下
さ
r
た
出
演
者
の
皆
様
に
対

し
心
底
よ
り
感
謝
の
意
を
捧
げ
ま
す
。
す

べ
て

の

録

音
を
終
っ
た
と
言
う
安
堵
感

と
、
　
一
方
発
刊
が
待
遠
し
い
今
日
こ
の
頃

で

あ
る
が
、
と
に
か
く
皆
様
に
喜
ん
で
い

た

だ

け
る
音
で
あ
’
：
て
ほ
し
い
と
願
、
う
次

第
で
あ
る
。

∪

ち

r図
鑑
販
売
案
内
」

　
協
会
で
は
、
こ
の
た
び
県
教
育
委
員
会

で

出
版
さ
れ
た
図
鑑
が
、
県
下
の
民
俗
芸

能
・
民
俗
資
料
を
理
解
す
る
う
え
に
こ
の

う
え
も
な
い
す
ぐ
れ
た
書
で
あ
る
と
考

え
、
次
に
よ
り
実
費
販
売
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
つ
い
て
は
会
員
の
方
々
に
は

勿
諭
・
一
般
の
方
々
に
も
広
く
購
読
し
て

い
た

だ

き
た
く
御
案
内
お
よ
び
周
知
方
お

頭
い
申
し
あ
げ
る
次
第
で
す
。

　

な
お
、
こ
の
図
鑑
を
出
版
社
が
独
自
で

刊
行
す

る
場
合
は
一
万
数
千
円
の
E
K
価
L
．
！

な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
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o
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o
価

様B
5
判
⊥
畏
本
・
写
真
鋤
枚

本
文
約
伽
頁
・
楽
譜
約
7
0

頁
・
レ
コ
ー
ド
3
0
セ
ン
チ
L

P
盤
2
枚
付
。

格七
、
五
〇
〇
円

○
レ
コ
ー
ド
の
内
容

　
　
▽
箱
根
馬
子
唄
・
長
持
唄
。

　
　
▽
野

毛
山
節
。

　
　
▽
三
崎
甚
句
。

②

　
　
▽
チ

ャ

ッ

キ
ラ
コ
。

　
　
▽
足
柄
さ
さ
ら
踊
。

　
　
▽
大
山
阿
夫
利
神
社
の
倭
舞
・
巫
子

　

　

　
九
。

　
　
▽
鳥
屋
の
獅
子
舞
。

　
　
▽
仙

石
原
の

湯
立
獅
子
舞
。

　
　
▽
宮
城
野
の
湯
立
獅
子
舞
。

　
　
▽
菊
名
の
飴
屋
踊
。

　
　
▽
小
田
原
礁
子
。

　
　
▽
吉
浜
の
鹿
島
踊
。

o
購

入

方

法

⑧

▽
予

約
割
引

　
①
会

員
で
予
約
申
込
（
4
8
年
6
月

　
　

9
日
ま
で
）
を
さ
れ
る
方
に
は

　

　
I
冊
に
つ
き
鋤
円
の
割
引
販
売

　

　
を
い
た
し
ま
す
。

　
②
申
込
み
は
直
接
事
務
局
へ
代
金

　
　
を
持
参
さ
れ
る
か
、
・
配
送
を
希

　
　
望

さ
れ
る
方
は
送
料
（
獅
円
）

　
　
を
含
め
て
別
記
事
務
局
ま
で
送

　
　
付
く
だ
さ
い
。

▽
有
防
堂
で
販
売

　
　
　
　
　
（
会
員
割
引
な
し
）

　
48

年
6
月
中
旬
か
ら
有
隣
堂
本
支

　
店
で
販
売
い
た
し
ま
す
。
な
お
配

　
送

を
希
望
さ
れ
る
方
は
送
料
（
獅

　
円
）
同
封
の
上
次
の
い
ず
れ
か
へ

　
申
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
［
］
横
浜
市
中
区
伊
勢
佐
木
町
一
～

　
　
四

～
一
　
有
隣
堂
書
籍
部

［］

横
浜
市
中
区
日
本
大
通
3
3

　
神
奈
川
県
教
育
庁
社
会
教
育
部

　
文
化
財
保
護
課
内

神
奈
川
県
民
俗
芸
能
保
存
協
会

▽
有
隣
堂
本
支
店
案
内

口
有
隣
堂
本
店
（
横
浜
市
中
区
伊

　
パ
、
佐
木
町
）

　
電
話
　
〇
四
五
（
二
六
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
三

口
横
浜
西
口
支
店
（
横
浜
駅
西
ロ

　
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
地
下
街
）

　
這
硫
　
〇
四
五
（
1
i
l
　
1
　
1
）

　
　
　
　
　
　
　
　

六

二
六
五

口
藤
沢
支
店
（
藤
沢
駅
前
名
店
ビ

　

ル

3
階
）

　
嘔
口
話
　
〇
四
六
六
（
二
六
）

　

　

　

　

　

　

　

　

　
l
四
l

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
1

［
］
厚
木
支
店
（
本
厚
木
駅
前
）

　
辛
已
活
口
　
〇
四
六
二
（
二
三
）

　

　

　

　

　

　

　

　

四
l
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
1

懸
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．
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－
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セ
ー
1
．
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－
、
．
“

私
の
調
査
ノ
ー
ト

山
北
町
の
雨
乞

（下
）

山
北
町
女
化
財
保
護
委
員

　
　
　
松
　
川

浩

落
で
は
皆
瀬
川
か
ら
手
桶
に
水
を
吸
ん
で

来
て
、
部
落
の
時
と
同
じ
．
様
に
「
ア
メ
コ

イ
シ
ヤ
…
…
…
」
の
唱
え
言
を
唱
え
、
笹

の

葉

ま
た
は
木
の
葉
で
手
桶
の
水
を
掛
け

合
っ
た
。

　
雨
が

降
る
と
「
し
め
り
正
月
」
と
い
っ

て

最
初
の

日
に
御
馳
走
を
作
∵
て
神
に
供

え

御
祝
を
し
た
。
各
家
々
で
も
三
日
間
位

午
前
中
働
き
、
午
後
は
御
馳
走
を
作
っ
て

祝
っ
た
。

　
雨

が

長
い
悶
降
り
続
い
て
止
ま
な
い
時

は
、
　
「
日
よ
り
念
仏
」
ま
た
は
「
て
ん
と

お

念
仏
」
と
言
づ
て
各
部
落
の
人
が
神
明

社
に

集
ま
り
、
社
殿
の
周
囲
を
「
ナ
ソ
マ

イ
ダ
ー
」
と
唱
・
べ
棒
切
れ
で
羽
目
板
を

た

た

き
な
が
ら
半
口
位
廻
り
続
け
た
。
そ

の
時
札
返

し
と
い
’
r
て
回
数
を
数
え
る
者

が

二
人
い
て
、
一
回
廻
る
毎
に
札
を
返
し

て

数
え
た
o

　
部
落
に
は
次
の
よ
う
な
諺
が
残
っ
て
い

る
。「

百

日
の
日
照
り
で
は
物
種
は
つ
き
な
い

が
、
百
日
の
降
り
で
は
物
種
は
つ
き
る
。
」

　
　
　
　
　
　

○

話
者
　
臼
井
勇
吉
氏

　
　
人
遠
部
落
の
雨
乞

　
部
落
で

雨

乞
が
決
ま
る
と
出
来
る
だ
け

多
く
の
人
が
集
ま
り
、
木
に
白
紙
ま
た
は

白
布
を
巻
い
て
竜
の
形
を
二
つ
作
り
、
部

落
に
住
む
行
者
（
祈
薦
者
）
を
先
頭
に
、

鉦
．
・
太
鼓
を
た
た
き
な
が
ら
部
“
1
6
の
近
く

に

あ

る
「
ア
マ
メ
ー
淵
」
　
（
堰
堤
の
た
め

ほ

と
ん
ど
原
形
を
失
う
）
に
行
く
。
人
々

は

淵
の
周
囲
に
立
ち
、
行
者
が
祈
薦
し
て

笹
の
葉
ま
た
は
木
の
葉
で
周
囲
の
人
に
水

を
掛
け
、
そ
の
後
全
［
貝
で

　

F
ア

メ
コ
イ
シ
ヤ
ジ
ュ
ー
ボ
ン
ネ
　
ア

　

メ
パ
オ
オ
キ
ニ
フ
ッ
テ
キ
タ
」

と
唱
え
、
笹
の
葉
ま
た
は
木
の
柴
で
水
の

掛
け
合
い
を
し
た
。

　
十

日
位
し
て
も
効
験
が
な
い
時
は
大
な

か

（村
の

総

代
）
か
ら
通
知
を
受
け
、
氏

神
の
神
明
社
（
大
神
宮
と
も
い
う
）
に
集

ま
り
雨
乞
を
し
た
。
そ
の
時
、
人
遠
の
部

　
　
ヲ
　
ブ
　
ラ
　
ノ

　
都
夫
良
野
・
二
軒
家
・
四
軒
家
・

　
六
軒

家
・
平
山
瀬
戸
部
落
の
雨
乞

　
雨
乞
が
決

ま
る
と
五
部
落
の
出
来
る
だ

け
多
く
の
人
が
、
酒
匂
川
に
か
か
る
永
安

橋
の
下
の
雨
乞
岩
に
集
ま
り
、
両
岸
に
縄

を
渡
し
、
そ
の
半
程
に
「
ワ
ラ
」
で
作
っ

二置法蘂ノ〆
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；橋

がが
川永
乞五
の橋
↓s’

：て

，｛引高

・1、ド

v
た

二
体

の

竜

を
鮎
び
つ
け
て
川
に
流
し
て

お

き
、
鉦
・
太
鼓
を
た
た
い
て

　

「
ア

メ
コ
イ
シ
ヤ
　
ジ
d
ー
モ
ン
ネ
」

と
唱
え
な
が
ら
祈
願
し
た
。
三
日
の
間
に

き
き
め
が
な
い
時
は
、
都
夫
良
野
に
の
ぼ

る
と
い
は
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
大
正
十

五
年
頃
ま
で
続
け
ら
れ
た
間
降
ら
な
か
’
；

た

事
が
な
か
っ
た
の
で
都
夫
良
野
へ
の
ぼ

っ

た

こ
と
は
な
か
っ
た
。
雨
が
降
る
と
瀬

戸
の

部
落
で
は
各
戸
持
寄
り
で
御
馳
走
を

作
っ
て
祝
っ
た
。

　
ま
た
、
長
雨
が
降
る
と
「
日
よ
り
念
仏
」

ま
た
は
「
日
よ
り
乞
い
」
と
い
；
て
大
珠

数
を
ま
わ
し
「
ナ
ム
ア
ミ
ダ
ブ
ツ
」
と
唱

え

な
が
ら
雨
の
止
む
の
を
祈
願
し
た
。

　
○

話
者
　
瀬
戸
デ
ン
氏
（
山
北
町
平
山

　
　
　
六
九
四
・
明
仏
而
二
十
六
在
－
生
）

　
　
谷
峨

の
雨
乞

　

雨
乞
を
す
る
こ
と
に
決
ま
る
と
部
落
の

全
員
が
集
ま
り
、
酒
匂
川
の
右
岸
に
あ
る

9
3
釜
の
釜
穴
を
掻
出
し
て
か
ら
村
の
浅
間

神
社
に
行
き
、
ド
ラ
・
鉦
・
太
鼓
を
た
た

AX

V　

rLE
無
浅
間
大
汁
薩
、
雨
ほ
し
い
な
あ

　
ー
」

と
唱
え
な
が
ら
祈
願
し
た
。
行
事
は
一
日

た

け

し
か
な
か
パ
た
か
、
ほ
と
ん
と
陥
ら
、

一 12一
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・
…

．

h　
　
　
．

な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
も
降

ら
な
い
時
は
、
足
柄
峠
の
聖
天
堂
の
裏
の

池
を
掻
廻
し
に
行
っ
た
。

　
男
釜
に
つ
い
て
、
新
編
相
模
国
風
土
記

谷
ケ
村
釜
穴
の
条
に
『
北
方
酒
匂
川
ノ
岸

腹
・
ア
ル
横
穴
懸
坑
中
水
・
警
、

深翠
早
越
・
柴
・
亘
、
酒
匂
川

二

沃
ギ
テ
、
雨
ヲ
祈
レ
バ
必
験
ア
リ
ト
云

フ
、
里
俗
円
疋
ヲ
印
刀
釜
ト
唱
へ
云
々
』
と
記

さ
れ
て
い
る
。

　
○
話
者
　
尾
崎
晃
太
氏
（
山
北
町
谷
峨

　
　
　
二
八
〇
・
七
十
一
才
）

　
　

湯
坂
部
落
の
雨
乞
い

　
雨

乞
い
が
決
ま
る
と
村
の
人
全
員
が
部

落
の
中
央
に
あ
る
休
岩
寺
に
集
り
大
珠
数

を
廻
し
な
が
ら
『
南
無
阿
弥
陀
仏
』
と
念

仏
を
唱
へ
て
祈
願
す
る
だ
け
で
殆
ん
ど
雨

が
降
っ
た
の
で
休
岩
寺
以
外
の
場
所
へ
行

っ

た

事
は
な
か
っ
た
し
古
老
か
ら
聞
い
た

事
も
な
か
っ
た
。

　
o
話
者
　
収
田
若
雄
氏
（
六
十
六
才
）

　
　

深
沢
部
落
の
雨
乞
い

　
部
落
の
協
議
で
雨
乞
い
を
す
る
事
に
決

ま
る
と
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
者
が
部
落

の

地
蔵
堂
に

集
り
、
車
座
に
な
り
大
珠
数

…
そ
　
仁
三
窪
だ
±
ξ
゜
｝

を
左
か
ら
右
に
廻
し
乍
ら
『
ナ
ン
マ
イ
ダ

ー
ナ
ン
『
、
イ
ダ
ー
』
と
約
百
回
位
繰
返
し

，
唱
へ
た
。
そ
れ
が
終
る
と
表
に
出
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
コ
　
　
　
つ
ぜ
　
　
　
　
　
　
ワ
ひ

　
　
『
雨
こ
い
し
や
竜
宮
へ
浪
（
雨
）
は
沖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ
ぶ
　
　
　
　
　
　
ウ
ロ

　
　
（
お
お
き
）
に
立
っ
た
と
せ
（
そ
や
）
』

と
唱
へ
な
が
ら
鉦
、
太
鼓
を
敲
き
手
桶
に

汲
ん
で
あ
る
水
を
笹
の
葉
で
皆
に
振
掛
け

た
。
此
の
行
事
は
三
、
四
日
間
続
け
ら
れ

た

が
、
そ
れ
で
も
雨
が
降
ら
な
い
時
は
鍛

治
屋
敷
、
古
宿
、
市
間
、
深
沢
の
四
部
落

で
協
議
し
て
大
野
山
山
頂
の
竜
集
権
現
に

祈
願
し
た
。
．
其
の
時
は
、
他
所
か
ら
官
主

　
（
行
者
）
を
頼
み
其
の
官
主
を
先
頭
に
竜

集
権
現
と
書
い
た
旗
を
一
本
持
ち
r
多
く

の

人
が
参
加
し
て
竜
集
権
現
の
祠
の
前
に

至

り
神
酒
を
飲
み
官
主
が
祈
薦
を
し
て
か

ら
笹
の
葉
で
手
桶
の
水
を
全
員
に
掛
け
地

蔵
堂
の
時
と
同
じ
様
に
雨
乞
い
の
唱
へ
言

を
唱
へ
乍
ら
祈
願
し
た
。
此
の
祈
願
は
一

日
丈
で
終
っ
た
。

　

o
話
者
　
大
野
茂
平
氏
（
明
治
二
十
七

　
　
　

年
生
）

　
　

向
原
の
雨
乞
い

　
向
原
村
全
体
で
協
議
し
て
雨
乞
い
が
決

ま
る
と
、
子
供
迄
も
含
め
て
出
来
る
だ
け

多
く
の
人
が
氏
神
の
天
社
神
社
に
集
り
、

1
♀

誉
逗
簿
錘
三
簸
護
慧
癒
欝
慧
豊
馨

酒

を
飲
み
御
馳
走
を
喰
べ
て
砥
の
形
を
三

体
作
り
、
そ
れ
を
竹
の
先
に
つ
け
た
も
の

を
先
頭
に
笛
を
吹
き
、
鉦
、
太
鼓
（
祭
の

時
に
使
う
大
太
鼓
）
を
敵
い
て
尺
里
の
不

動
尊
の
後
に
あ
る
滝
壷
に
行
き
釜
（
淵
に

な
っ
．
て
い
る
所
）
の
出
口
を
堰
止
め
其
の

中
に
大
勢
入
り

　

『
ア

メ
コ
イ
シ
ヤ
ジ
d
ー
モ
ン
メ
、
ア

　

メ
ワ
オ
オ
キ
ニ
フ
リ
タ
ソ
タ
』

と
棒
読
み
に
唱
へ
な
が
ら
溜
っ
て
い
る
砂

を
掻
出
し
た
滝
壼
の
底
は
岩
が
馬
蹄
形
に

堀
れ
て

い

た

そ
れ
が
見
へ
る
迄
掻
出
し
さ

え

す
れ
ば
必
ず
雨
が

降
っ
た
の
で
他
の
場

所
へ
雨
乞
い
に
行
っ
た
事
は
な
か
っ
．
た
。

雨
が
降
れ
ば
竜
は
滝
壼
の
所
へ
『
直
き
其
の

ま
ま
解
散
し
た
。

　

内
田
氏
は
十
才
、
十
五
才
、
十
七
才
頃

の

三

回
村
全
体
の
雨
乞
い
に
、
又
明
治
四

十

二
、
三
年
頃
か
ら
尺
里
部
落
丈
の
行
事

に

三
回
程
参
加
し
た
経
験
が
あ
る
が
、
　
l

度

も
雨
の
降
ら
な
か
っ
た
事
は
な
か
っ
た

と
の
事
で
あ
る
。
雨
が
降
り
続
い
た
時
は

『
日
よ
り
念
仏
』
を
し
た
。
其
の
時
は
百

万
遍
念
仏
に
使
う
大
珠
数
を
廻
し
な
が
ら

た

だ

『
ナ

ン

マ

イ
ダ
ー
』
と
唱
へ
る
だ
け

で
あ
っ
た
。

　
o
話
者
　
内
田
源
太
郎
氏
（
山
北
町
尺

　
　
　
里
四
六
八
・
八
十
六
才
）

’
－
－
－
“
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き
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い
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轟
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．
　
．
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パ
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臼
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亀
弓
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島
ー
い
仁
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l
萎
ー
コ
亨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4

5

＝

▽▽▽▽▽

村
祭
の
歌
舞
伎

こ
の
原
品
は
始
め
，
者
者
に

よ
x
て
英
語
で
⊥
目
か
れ
、

木
記
の
読
者
の
た
め
に
犯

⊥
〕
に
g
，
て
日
本
語
に
訳

さ
九
ま
し
た
。

△△△△△

　
一
九
ヒ
ニ
4
1
七
月
九
日
夜
、
私
は
御
所

桜
ム
非
慶
上
使
の
場
〃
、
＋
兵
経
千
木
パ
汝
吉
町
山

道
行
の
場
パ
当
を
硯
る
抜
会
を
州
伯
ま
し
た
。

そ
九
は
Ψ
塚
と
秦
聾
の
境
の
近
く
に
あ
る

貞
田
神
社
の
境
内
て
、
秦
蛎
の
坂
東
調
之

助
削
団
に
よ
c
て
公
演
さ
九
た
も
の
て
し

た
。
別
台
と
観
答
と
を
肌
め
て
い
る
叶
、

私

は
、
ふ
と
λ
京
や
京
都
の
天
術
館
や
図

引
口
館
に
保
存
さ
れ
て
い
る
歌
別
伎
絵
を
思

い

出
し
て
い
る
事
に
気
つ
き
ま
し
た
。
そ

の

絵
は

歌
烈
伎
発
辻
初
期
の
阿
［
川
、
拾

衆
、
賜
郎
歌
舞
伎
弓
の
占
い
も
の
て
す

か
、
今
日
の
束
扉
の
大
劇
場
の
餌
台
に
較

へ
て
遙
“
x
　
！
！
小
さ
い
舞
台
を
示
し
て
お
り

ま
す
。
十
七
川
紀
頃
（
度
長
以
後
）
の
こ

來
侮
大
脇
助
教
投

　
　

A
’
M
’
ヤ
マ
ギ
シ

れ

ら
の
絵
は
武
士
、
商
人
、
僧
、
お
ん
な

子
倶
の
硯
客
を
示
し
て
い
ま
す
。
乞
食
や

甥
良
大
さ
え
も
み
ら
れ
ま
す
。
あ
る
者
は

立
っ
た
ま
ま
、
他
の
者
は
地
面
に
坐
し
て

塘
台
の
血
技
を
眺
め
て
い
ま
す
。

　
真
田
神
社
に
あ
る
舞
台
は
粗
末
な
建
物

て
、
子
供
達
が
そ
の
摺
台
正
面
の
端
に
よ

じ
の
ぼ
っ
て
い
る
の
も
見
え
ま
し
た
。
観

客
一
般
は
地
面
に
敷
か
れ
た
に
坐
し
、
他

の

多
く
は
左
端
右
端
に
又
後
方
に
立
っ
て

お
り
ま
し
た
。
神
社
の
石
垣
に
足
を
ふ
ら

さ
け
た
ま
ま
腰
を
か
け
て
い
る
人
々
も
あ

り
ま
し
た
。
と
の
人
も
4
4
別
よ
そ
行
き
の

着
物
を
着
て
い
る
よ
う
に
見
え
す
、
苦
通

の

夏

も
の
、
浴
衣
、
シ
t
ノ
と
ス
ボ
ン
の

程
度
の

も
の
で
観
て
お
り
ま
し
た
。
ヒ
ノ

ヒ
ー
と
丈
ぶ
に
は
年
を
取
り
す
ぎ
て
い
る

浮
浪
人
二
人
も
ポ
ロ
ポ
ロ
の
服
を
ま
と
い

観
客
の
中
に
お
り
ま
し
た
。

　
七
月
二
十
三
日
に
は
大
磯
の
六
所
神
社

て

菅
原
伝
伝
寺
小
斥
の
場
、
忠
師
城
一
力

茶
屋
笥
を
、
叉
八
月
一
日
に
は
平
㎏
呑
日

神
社
て

太
功
記
尼
ケ

崎
庵
室
の

場
笥
を
観

る
事
が
出
来
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ

も
同
じ
坂
東
調
之
助
劇
団
に
よ
る
も
の
て

し
た
。
と
の
時
に
も
私
自
身
ふ
と
十
七
胆

紀
頃
の
硯
客
の
一
人
で
は
な
い
か
と
感
し

た

の
て
す
。

　

こ
の
様
に
し
て
九
月
二
日
に
は
沽
川
煤

ケ
谷
の
入
幡
神
社
に
て
、
十
月
1
日
に
は

綾
瀬
早
川
の

五
社
神
社
に
て
歌
舞
伎
の
公

演
を
観
る
に
つ
け
、
古
い
歌
烈
伎
絵
に
見

ら
れ
る
或
る
雰
m
気
や
様
相
が
こ
れ
ら
の

場
所
に
み
ら
れ
る
と
強
く
感
し
る
．
様
に
な

り
ま
し
た
。

　

こ
れ
ら
神
社
の
境
内
の
魏
台
は
小
さ
い

11、

旧

神
仕
に
て
「
T
レ
ヒ
使
の
場
」

為
、
役
者
と
観
客
と
の
物
理
的
又
ー
6
神
的

距
離

を
緬
め
て
い
る
よ
う
て
す
。
舞
台
に

向
っ
て
右
側
の
デ
回
い
台
は
制
の
毛
布
に
掩

わ

れ
、
そ
こ
に
老
婦
人
か
坐
し
て
三
味
線

を
弾
き
な
か
ら
浄
刑
璃
を
語
，
て
お
り
、

そ
の
音
と
歌
に
合
わ
せ
て
役
者
は
升
台
で

・

ゆ
技
を
し
、
槻
客
の
中
に
は
川
々
三
昧
線

の

音

色
に
呼
応
す
る
者
も
見
ら
れ
ま
し

た
。　

早
川
て
数
人
の
町
と
っ
た
人
か
居
心
地

の

良
さ
そ
う
も
な
い
血
の
凧
の
最
前
列
に

坐
を
占
め
酒
を
ち
U
ち
ひ
飲
ん
て
お
り
ま

し
た
。
私
は
始
め
彼
等
か
歌
別
伎
を
楽
し

む

為
か
酒
を
楽
し
む
為
か
、
な
ん
の
為
に

そ

こ
に
来
て
い
る
の
か
分
り
ま
せ
ん
て
し

た
O
　
I
F
ビ
ン
か
ら
直
に
ヒ
ヤ
酒
を
茶
碗

に

つ
ぎ
飲
ん
て
い
る
の
て
す
。
し
か
し
芝

居

か
最
高
潮
に
注
し
た
時
そ
の
中
の
七
十

才
位
の
方
が
、
調
子
は
つ
れ
の
声
て
浄
瑠

璃

を
語
り
塘
台
の
三
味
線
に
合
せ
て
演
じ

始
め
た
の
て
す
。
彼
は
自
分
の
席
て
巾
腰

に

な
A
て
舞
台
の
役
者
と
同
じ
所
作
を
し

始
め
ま
し
た
o
三
味
線
に
合
せ
、
頭
部
の

バ

ラ
ン
プ
を
巧
に
と
り
な
が
ら
手
と
体
を

動
か

し
て
い
る
の
て
す
。
も
う
こ
う
な
れ

は
彼
も
ま
た
役
者
て
す
。

　
早
川
の
人
々
は
役
者
の
演
す
る
芝
居
を

観

ろ
た
け
て
は
渦
足
出
λ
な
か
；
た
よ
う

一 14一

聾

モ

T

1’

　｛
一 在

＿ ｛

う吉

で

す
。
白
日
分
達
も
や
，
て
万
た
く
て
、
朱

だ

二
十

そ
こ
そ
こ
の
四
人
の
9
3
子
レ
ニ
人

の

女
．
＋
は
凋
之
助
川
団
の
指
道
丁
の
も
と
に

弁
天
小
佃
稲
瀬
．
川
勢
加
の
一
場
面
を
演
し

た

の

て

す
。
俄
役
者
が
一
人
ま
た
二
人
と

洲
台
に
現
わ
れ
る
に
つ
れ
エ
気
の
ヒ
い
田

次
と
拍
手
が
妃
言
、
　
ま
し
た
。

　

煤
ケ
谷
て
は
男
も
女
も
老
も
若
き
も
近

く
の
部
后
か
ら
の
人
々
を
含
め
て
千
人
以

1
の
観
客
が
歌
舞
伎
の
柱
式
美
に
食
人
ろ

g
つ
に
肌
め
て
い
ま
し
た
o

　
煤
ヶ
谷
は
、
本
厚
木
駅
か
伊
勢
原
駅
ヒ

リ
バ
ス
で
四
十
分
狸
の
所
こ
あ
る
け
れ
し

も
、
　
ハ
ス
の
便
は
い
た
　
て
少
な
い
。
煤

ヶ
谷
の
部
洛
て
は
す
て
に
林
業
や
炭
の
牛

吐

か

ら
副
れ
、
特
に
若
者
は
先
祖
以
来
の

l
i
地
て
あ
る
村
の
外
に
あ
る
コ
業
や
近
八

趾
業
に
生
記
の
方
法
を
求
め
る
轍
に
な
＿

て

い

ま
す
。
け
れ
と
も
此
の
び
に
大
勢
て

始
め
か
ら
終
り
ま
で
歌
禦
伎
を
楽
し
ん
て

い

た

事
は
、
私
に
と
、
て
大
き
な
発
見
て

し
た
。

　
木
－
’
桐
に
お
い
て
述
へ
ら
れ
た
絵
て
の
歌

別
伎
公
、
加
て
は
、
男
の
役
は
9
3
の
役
者
の

み

な
ら
ず
時
に
は
女
の
役
者
に
よ
c
て
も

砂

じ
ら
れ
、
又
女
の
役
は
女
に
よ
っ
て
の

み

な
ら
す
男
に
よ
，
て
も
演
じ
ら
れ
ま
し

た
o
す
へ
て
彼
勺
の
型
、
動
作
、
発
声
等

c
）

一≧一
　手＿

E享

三

三
’＿

苗
　　叉

三喜

1一宅一巨＝
’）”べ

㌔：1一

は

古
典
歌
舞
伎
の
様
式
に
き
，
ち
り
は
ま

っ

て

お

り
ま
し
た
。
彼
等
の
募
華
な
衣
裳

や

x
－
キ
「
ノ
ブ
も
伝
統
的
色
彩
を
う
つ

し
て
お
り
ま
し
た
。
た
だ
鼎
ム
［
の
セ
ノ
チ

ン

グ

は

比
較
的
簡
単
で
し
た
。
又
多
分
経

済
的
事
情
か
ら
か
役
者
の
数
の
不
足
か
ら

、
頑
出
1
の
省
略
が
見
ら
れ
ま
し
た
。
た
と

え
は

菅
原
寺
了
屋
の
場
て
は
子
役
は
二
人

の

み
、
そ
の
う
ち
一
人
は
成
年
の
女
役
者

て
、
子
供
を
ひ
き
と
り
に
来
る
の
は
一
人

の

農
夫
の
み
て
す
。

　
以
上
坂
東
調

之
助
劇
団
に
よ
L
て
公
債

さ
九
た
歌
舞
伎
は
土
地
に
密
看
し
、
貴
族

趣
味
か

ら
は
ほ
ど
遠
く
、
大
い
に
生
気
に

満

ち
活
力
に
溢
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
人

々

の

好

み
と
気
持
に
合
っ
て
い
る
。
こ
の

剖
団
は
太
－
来
の
歌
烈
伎
の
特
質
の
一
つ
を

保
持
し
て
い
る
の
で
し
よ
う
か
。

　
真
田
、
脊
日
、
煤
ケ
谷
の
村
の
祭
り
は

五
十
か
六
十
過
ぎ
の
長
老
の
方
々
に
よ
c
、

て

企
画
さ
れ
実
行
さ
れ
た
様
に
思
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
の
部
洛
の
若
い
方
は
余
り
積

極
的
て

は

な
か
一
，
た
様
て
す
。
し
か
し
、

大
磯
の
祭
り
は
二
十
人
以
上
の
青
年
会
の

人
々
に
ょ
．
て
計
画
さ
れ
実
行
さ
れ
た
様

で

し
た
。
彼
等
の
一
人
一
人
が
揃
の
浴
衣

を
着
て
お
り
ま
し
た
。
早
川
の
演
芸
は
二

十

台
そ
こ
そ
こ
の
十
二
人
位
の
青
年
、
汝

こ
蓬

～
藁
ξ
・
量
・
・
豊
与
蔓
多
璽
餐
養
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
　
　
　
　
　
　
　
♪

子
の
グ
ル
ー
プ
に
ヒ
、
て
唯
備
さ
れ
公
演

さ
れ
ま
し
た
。

　
煤
ケ
谷
以
外
の
部
落
で
は
都
市
化
が
急

速
に
進
ん
で
お
り
、
早
川
は
そ
の
顕
著
な

例
て
す
。
団
地
が
続
々
と
建
て
ら
れ
て
い

ま
す
。
　
一
般
的
に
言
、
て
外
部
か
ら
人
り

こ
ん
て
来
た
人
々
が
数
百
年
来
そ
の
土
地

に

住
ん
て
い
た
人
々
の
数
を
追
越
し
ま
す

と
、
自
ら
村
祭
り
の
意
義
と
雰
囲
気
は
変

⊃
て
し
ま
い
ま
す
。

　
私
の

観
た
と
こ
ろ
に
関
す
る
限
り
、
真

田
と
呑
日
で
は
公
演
の
始
め
か
ら
終
り
ま

て

ず
っ
と
観
巳
し
て
お
、
た
の
は
一
部
の

人
々
て
、
半
分
か
ら
三
分
の
二
ま
て
の
人

々

は

途
中
て
座
を
退
ち
ま
し
た
。
こ
の
事

やに

よ
っ
て
も
村
祭
り
は
先
祖
代
々
よ
り
同

じ
土
地
に
共
に
住
ん
て
来
た
者
の
宗
教
的

　文
化
的
の

共
有
財
産
て
あ
る
と
い
う
意
義

を
失
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
仲
奈
川
の
み
な
ら
ず
日
本
の
各
地
に
於

い
て

農
業

人
口
は
急
速
に
戚
っ
て
き
て
お

り
ま
す
。
神
社
の
祭
り
に
も
変
化
を
き
た

し
ま
し
た
。
村
人
の
農
業
の
叉
1
6
神
上
の

支
が
崩
れ
ま
し
た
o

　
近
年
人
々
の
生
活
水
準
は
工
業
開
発
に

よ
っ
て
高
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
結
果
、

彼
等
の
娯
楽
に
も
変
化
か
4
じ
神
楽
、
義

太

夫
、
歌
舞
伎
に
興
味
を
失
い
、
他
の
も

葺
蓋
．
　
．

　
　
　
二
ぶ

の
、
例
元
げ
テ
レ
ピ
や
遠
言
囲
地
＼
の
旅
行

に

リ
ク
リ
エ
ィ
シ
ゴ
ン
を
ユ
小
め
ヰ
す
“

　
厚
木
の
つ
か
さ
劇
団
の
座
長
の
話
に
u

り
ま
す
と
、
今
か
ら
1
l
十
t
r
－
以
ー
も
前
ま

て

は

七

月
、
八
月
、
九
月
に
司
百
口
も
公

偵
し
た
そ
う
て
す
。
役
者
一
行
は
あ
ち
こ

ち
の
祭
り
に
招
か
れ
、
c
後
は
あ
る
打
に

て

碗
し
、
同
し
日
の
伎
に
は
他
の
材
の
狗

や

り
も
じ
こ
も
コ
　
　
ま
を
り
ぴ
ぜ
ロ
も

台
に

立
．
．
た
の
て
す
。
て
す
か
ら
九
十
二

　
ホ
な
い
り
え
び
ぐ
　
　
ト
ロ
　
ヨ
タ
ィ
ハ
お
　
　
あ

日
間
て
百
日
仕
事
を
す
る
事
が
出
来
ま
し

ロ

を
パ
リ
エ
リ
あ
　
ワ
ホ
リ
　
　
　
ロ
リ
コ

た
。
三
ケ
月
の
公
血
収
入
て
一
年
分
の
各

　
　
ノ

家
族
の
生
活
費
を
あ
て
る
の
に
足
り
た
と

の
事
て
す
。

　
然

し
今
日
農
伺
ご
於
け
る
経
済
的
繁
栄

と
農
家
の
娯
楽
に
対
す
る
好
り
の
変
化
は

歌
舞
伎
公
、
偵
の
場
を
狭
め
て
し
ま
い
ま
し

た
。　

私
は

現
今
の
人
々
が
部
洛
の
祭
り
の
歌

舞
伎
に
対
し
て
如
何
よ
う
の
愛
情
と
愛
活

を
感
し
て
い
る
か
は
知
り
ま
せ
ん
。
し
か

　
　

ヘ
ハ
リ
コ
ほ
ロ
　
じ
　
　
ヤ
　
げ
　
　
ン
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ジ
　
ヒ
　
　
エ
ヘ
ロ
ふ
ト
も
　
ロ
バ
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ

し
私
自
身
役
者
の
方
々
に
は
深
い
絆
を
感

　
　
ち
ぞ
ふ
コ

し
ま
す
。
彼
等
は
我
々
を
十
七
1
1
紀
の
歌

舞
伎
の
世
界
に
つ
れ
戻
す
の
て
す
か
ら
。
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亀

三
　
　
　
　
　
　
一
　
r

｜

元
　
　
　
一
建
　
　
　
　
　
二
詑
．
二
謬
1
7
．
せ

　
　
　
　
　
　
　
＿
葺
…
7
‘
1
ー
ー
　
°

｜
7
司
4

＝
t
r
l

協
会
日
誌

o
6
月
9
日
昭
和
4
7
年
度
総
会
、
理
事

　
会
を
横
浜
市
中
区
開
港
記
念
会
館
で
開

　
催
。

o
7
月
9
口
第
9
回
神
奈
川
県
民
俗
芸

　
能
大
会
を
県
教
委
と
共
催
で
．
平
塚
市
民

　
セ

ン

タ
ー
に
お
い
て
開
催
。

0
8
月
2
日
　
国
無
形
文
化
財
選
択
記
念

　

r
鹿
島
踊
」
公
演
を
以
教
委
と
共
催
で

　
湯
河

原
町
に

お

い

て
開
催
。

0
12

月
2
日
　
第
4
回
関
東
プ
ロ
．
ク
民

　

俗
芸
能
大
会
見
学
。
千
葉
市
県
民
会
館

0
1
2
月
1
日
　
映
画
観
賞
会
を
相
模
湖
町

　
小
竹
公
民
館
で
開
催
。

0
12

月
2
4
日
　
映
画
鑑
賞
会
を
汀
久
井
町

　

に

お

い

て
開
催
。

O
1
2
月
2
5
日
会
報
況
8
号
発
刊
。

0
1
月
2
口
　
国
選
択
無
形
文
化
財
コ
ニ

　

河

の

花
祭
」
見
学
。
　
一
泊
二
口
・
愛
知

　
県
北
設
楽
郡
東
栄
町
。

0
1
月
1
3
日
　
新
呑
歌
魏
伎
「
男
伊
達
吉

　
例
曽
我
」
を
国
立
劇
場
で
鑑
賞
。

0
1
月
1
9
日
　
映
画
鑑
賞
会
を
横
浜
市
西

　
区
県
〔
政
総
人
ロ
セ
ン
タ
ー
で
1
2
日
㎜
川
關
‥
催

0
2
月
1
7
日
　
交
楽
「
奥
州
安
達
原
」
を

　
　

国
立
劇
場
で
鑑
賞
。

　
　
　
　
　
　
　
　
t
．
．
，
ノ
、
’
ー
ノ
　
　
ー
．
ノ
・
’
じ
り
C

ニ

ュ

ー
ス
・
伝
言
板

lu．

U

根
来
実
三
氏

が
国
選
択
無
形
文

化
財

（
工
芸
技
術
部
門
）
に

　
48

年
3
月
2
3
日
、
文
化
庁
交
化
財
専
門

審
議
会
は
氏
を
無
形
文
化
財
工
芸
技
術
部

門
（
金
工
）
に
係
わ
る
貴
重
な
技
術
所
持

者

と
し
て
記
録
作
成
の
措
置
を
構
ず
べ
き

無
形
文
化
財
に
選
択
す
る
旨
決
定
し
た
。

茶
の
湯
釜
の
ハ
ダ
に
優
れ
た
技
巧
を
設
す

由
。
全
国
で
も
め
づ
ら
し
く
、
本
県
で
は

初
め

て

（
工
芸
技
術
部
門
）
。
8
4
才
、
横

浜
市
緑
区
在
住
。

県
補
助
金
の
増
額

　
県
で
は
指
定
無
形
交
化
財
・
民
俗
資
料

保
存
の
各
団
休
に
保
存
育
成
補
助
を
行
な

’r’

て

い

ま
す
が
、
4
8
年
度
当
初
予
算
で
か

な
り
の
増
額
を
決
定
し
た
由
。

　

こ
の
こ
と
は
知
事
以
下
各
方
、
而
の
郷
土

芸
能
に
対
す
る
理
解
が
昂
ま
つ
た
こ
と
と

ま
た
、
日
ご
ろ
保
存
育
成
に
努
力
さ
れ
て

い

る
団
体
各
位
の
熱
意
に
う
た
九
た
結
果

と
思
わ
九
ま
す
。

平
塚

八
幡
神
社
で
雅
楽
演
奏
会

　
平
塚
八
幡
神
社
で
は
当
神
社
の
雅
楽
創

始
五
十
周

年
を
記
念
し
て
4
8
年
3
月
2
5
日

神
楽
殿
に
お
い
て
管
絃
と
神
楽
舞
を
演
じ

た
。
こ
の
う
ち
、
今
坂
宮
司
（
8
3
才
）
が

六
位
舞
”
梅
ケ
枝
”
を
舞
は
れ
た
。

F
l
l
／

　
　
い
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も

今

坂
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司
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六

位
舞

⑧
⑧
⑧
㊥

　
人
間
復
活
が
、
そ
の
一
段
階
と
し
て
自

然
保
護
が
さ
け
ば
れ
て
す
で
に
久
し
い
o

▼
自
然
保
護
は
衣
食
足
り
た
結
果
生
じ
た

旧
川
璽
で
も
z
り
7
レ
匡
ば
り
白
ぺ
で
曲
．
パ
大
ま
一

夜
に
そ
し
て
数
日
に
し
て
穀
物
の
実
り
を

希
め
た
と
思
う
。
▼
現
在
、
科
学
技
術
が

か
た

く
な
に
守
っ
て
き
た
自
然
の
摂
理
ユ
．
且

一
足
跳
び

に

し
て
そ
の
希
み
を
叶
え
よ
う

と
し
た
と
き
多
く
の
幣
害
が
族
々
と
ふ
き

だ

し
て
き
た
。
▽
自
然
に
帰
る
！
　
我
々

が
い

ま
テ
レ
ビ
で
み
る
ア
フ
リ
カ
現
住
民

の
底
抜
け
な
笑
い
の
復
活
を
、
　
一
億
全
て

が
求
め
て

る
で
は
な
か
ろ
う
か
。
▽
民
俗

芸
能
の
基
盤
は
ま
さ
に
自
然
そ
の
も
の

で

あ

る
。
▼
自
然
へ
の
敬
h
炭
な
祈
り
が
民

g
芸
能
を
生
ん
だ
。
▼
い
ま
各
地
に
芽
生

え

た

ふ

る
さ
と
の
祭
り
、
郷
土
芸
能
保
存

へ
の

意
慾
の
昂
ま
り
が
、
生
活
の
母
休
た

る
自
然
の
保
護
・
人
間
復
活
を
求
め
る
強

い

力
に
発
展
す
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら

ぬ
。

「
か
な

が

わ
の
民
俗
芸
能
」
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