
 

第
三
節 

衣 

食 

住 

 

１ 

衣 

生 

活 

  

当
地
は
藩
政
時
代
か
ら
養
蚕
、
青
苧
の
栽
培
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
仕
事
は
、
土
地
の
人
々
の
衣
生
活
を
豊
か
に
す
る

も
の
で
は
な
く
、
単
に
藩
の
経
済
を
支
え
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
一
般
領
民
は
自
分
た
ち
の
収
穫
し
た
も
の
の
屑
や
滓
に
更
に
手
を
加

え
、
そ
れ
か
ら
糸
を
紬
い
で
布
に
し
て
用
い
た
。
被か

ぶ

り
も
の
も
、
履
く
も
の
も
同
様
で
、
す
べ
て
自
分
達
の
手
で
こ
つ
こ
つ
と
作
り

上
げ
た
。
現
在
そ
う
し
た
時
代
の
面
影
は
日
に
日
に
薄
れ
、
最
早
当
時
の
全
貌
を
知
る
由
も
な
く
な
っ
た
。
幸
い
若
干
の
も
の
は
現

物
が
残
っ
て
い
た
り
、
製
法
を
知
っ
て
い
る
人
も
ま
だ
居
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
事
を
記
述
し
て
後
の
世
の
人
の
た
め
残
し
て
置
き
た

い
と
思
う
。 

青
苧
の
滓
か
ら
と
り
、
作
業
着
・
夜
着
な
ど
に
用
い
た
「
カ
ラ
ハ
ギ
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
六
章

第
五
節
第

4
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。 

 

当
地
に
於
い
て
も
、
綿
の
栽
培
が
行
な
わ
れ
て
い
た
。
綿
の
木
か
ら
摘
み
取
っ
た
花
か
ら
、「
種
切
り
」
を
用
い
て
実
だ
け
取
り
除

き
そ
れ
を
綿
打
屋
に
持
っ
て
い
っ
て
綿
打
ち
を
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
か
ら
綿
糸
を
と
り
、
染
め
屋
で
好
み
の
色
に
染
め
て
も
ら
っ
て

織
っ
た
。 

 

自
家
染
色
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
の
染
料
と
し
て
は
、
藍
・
胡
桃
・
き
わ
だ
・
紅
花
な
ど
植
物
性
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

し
か
し
、
木
綿
も
貴
重
な
も
の
で
、
若
衆
な
ど
は
一
人
前
に
な
る
ま
で
木
綿
の
着
物
は
着
せ
ら
れ
ず
、「
カ
ラ
ハ
ギ
」
で
織
っ
た
も

衣

料

と 

作

業

着 



の
だ
け
用
い
た
と
い
う
。 

 
作
業
着
と
し
て
夏
冬
通
し
て
最
も
一
般
的
な
も
の
は
、
「
も
も
ひ
き
」
と
「
ギ
ン
ボ
」
で
あ
っ
た
。
「
も
も
ひ
き
」
は
下
が
細
く
、

腰
の
部
分
に
工
夫
が
あ
り
、
前
後
と
も
股
の
と
こ
ろ
が
割
れ
、
上
部
の
紐
で
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
あ
る
の
で
、
屈
伸
自
由
で
、
作

業
が
し
易
い
。
「
ギ
ン
ボ
」
は
上
衣
で
、
袖
が
ぼ
た
ん
止
め
に
な
っ
て
い
る
。
生
地
は
、
通
称
「
オ
リ
イ
ロ
」
と
い
う
濃
紺
の
木
綿
地

で
あ
る
。 

 

冬
季
間
は
「
ギ
ン
ボ
」
の
上
に
、
「
ド
ン
ブ
ク
」
と
い
う
綿
入
繻
絆
を
着
重
ね
た
。
わ
ら
仕
事
の
よ
う
な
と
き
は
、
普
段
着
に
「
タ

ツ
ケ
」
（
も
ん
ぺ
）
を
は
い
た
。 

 

女
の
人
は
丈
も
袖
も
短
い
「
稼
ぎ
エ
シ
ョ
（
衣
裳
）
」
に
腰
巻
、
「
タ
ツ
ケ
」
を
着
用
し
た
。 

 

雨
具
に
は
、
殆
ど
蓑
を
着
た
。
雨
具
と
し
て
の
み
の
は
、
肩
巾
よ
り
広
く
な
る
。
材
料
は
わ
ら
・
「
オ
ッ
カ
皮
」
・
く
ぐ
な
ど
が
あ

る
。 

 

み
の
に
は
荷
背
負
い
用
の
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
は
略
肩
巾
ぐ
ら
い
で
、
材
料
は
同
じ
で
あ
る
が
作
り
方
が
違
う
。「
丸
み
の
は
外
を

見
ろ
、
角
み
の
は
内
を
見
ろ
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
丸
み
の
は
雨
み
の
、
角
み
の
は
荷
背
負
い
み
の
で
あ
る
。
丸
み
の
は
荷
背
負

い
用
に
も
勿
論
使
え
る
し
、
休
憩
時
の
む
し
ろ
代
り
に
も
な
り
重
宝
な
も
の
で
あ
る
。 

最
も
手
軽
な
被
り
も
の
は
、
手
拭
で
あ
る
。
手
拭
は
男
に
と
っ
て
も
女
に
と
っ
て
も
仕
事
に
は
欠
か
せ
な
い
も

の
で
、
汗
を
拭
い
た
り
、
被
り
も
の
に
な
っ
た
り
す
る
。
男
の
場
合
は
「
ホ
ッ
コ
カ
ム
リ
」
で
頭
全
体
を
お
お 

い
、
女
の
場
合
は
「
ア
ネ
サ
マ
カ
ム
リ
」
が
多
い
。
菅
笠
も
一
般
的
で
、
晴
雨
両
用
で
あ
る
。
し
か
し
、
稲
刈
り
・
萱
刈
り
・
山
仕

事
な
ど
に
は
、
菅
笠
よ
り
「
カ
ン
ゼ
ン
」
が
よ
り
便
利
で
あ
る
。
「
カ
ン
ゼ
ン
」
は
わ
ら
を
編
ん
で
作
り
、
後
頭
部
の
と
こ
ろ
に
「
シ

ロ
コ
」
を
下
げ
る
。 

被

り 

も

の 



 

女
子
の
冬
季
の
被
り
も
の
に
、「
オ
コ
ソ
」
が
あ
る
。
お
高
祖
頭
巾
の
こ
と
で
、
生
地
に
よ
っ
て
普
段
用
、
外
出
用
な
ど
に
使
い
分

け
る
。
「
カ
ク
マ
キ
」
を
着
て
「
オ
コ
ソ
」
を
被
る
の
が
、
雪
国
の
女
の
普
通
の
姿
で
あ
っ
た
。
マ
ン
ト
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

と
、
オ
コ
ソ
は
「
ボ
ウ
シ
ン
」
に
か
わ
っ
た
。
「
ボ
ウ
シ
ン
」
は
男
女
を
問
わ
ず
使
用
し
、
綿
を
入
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
。 

 

子
ど
も
た
ち
の
被
り
も
の
の
う
ち
、
雨
具
と
し
た
も
の
に
「
ゴ
ザ
ボ
ー
シ
」
が
あ
る
。
体
を
す
っ
ぽ
り
蔽
う
も
の
で
、
わ
ら
で
編

む
。
防
寒
用
と
し
て
男
の
子
は
「
メ
ロ
ン
コ
シ
ャ
ッ
ポ
」
、
女
の
子
に
は
「
ダ
ル
マ
」
が
あ
っ
た
。
「
ダ
ル
マ
」
は
「
オ
コ
ソ
」
に
似

た
も
の
で
、
花
模
様
の
生
地
で
作
る
と
か
わ
い
い
も
の
で
あ
っ
た
。「
メ
ロ
ン
コ
シ
ャ
ッ
ポ
」
は
、
現
在
の
ス
キ
ー
帽
に
似
た
も
の
で
、

頭
か
ら
す
っ
ぽ
り
被
る
と
、
目
の
部
分
だ
け
あ
い
て
い
る
も
の
で
、
吹
雪
の
と
き
な
ど
便
利
で
あ
っ
た
。 

洋
服
が
普
及
し
た
の
は
第
二
次
大
戦
後
で
、
そ
れ
ま
で
は
一
般
に
和
服
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
履
物
も
下
駄
・
足

駄
が
普
通
で
、
ど
こ
の
部
落
に
も
下
駄
屋
が
あ
り
、
足
駄
の
歯
替
え
な
ど
を
や
っ
て
く
れ
た
。
仕
事
の
と
き
は 

わ
ら
で
作
っ
た
「
ア
シ
ダ
カ
」
が
使
わ
れ
、
長
い
道
の
り
を
歩
い
た
り
、
山
仕
事
に
行
く
と
き
な
ど
は
草
鞋
を
使
用
し
た
。「
ア
シ
ダ

カ
」
に
し
て
も
草
鞋
に
し
て
も
、
日
常
の
農
作
業
に
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
け
に
、
冬
の
農
閑
期
に
は
一
夏
の
使
用
量
を
作
り
、
束
に

し
て
吊
し
て
お
い
た
。
草
鞋
を
は
く
時
素
足
に
で
は
痛
い
の
で
、「
コ
デ
ガ
ラ
ミ
」
と
よ
ぶ
布
製
の
も
の
を
足
首
に
巻
き
、
そ
の
上
か

ら
草
鞋
の
紐
を
締
め
た
。
脛
に
は
、
わ
ら
を
編
ん
で
作
っ
た
「
ハ
ン
バ
キ
」
を
巻
い
た
。
軍
隊
な
ど
で
使
っ
た
脚
絆
の
役
目
を
す
る

も
の
で
あ
る
。 

 

冬
の
履
物
は
保
温
性
、
軽
快
さ
か
ら
み
て
わ
ら
製
品
よ
り
良
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
外
出
時
は
、
布
で
ふ
ち
取
り
を
し
た
深
靴
を

用
い
た
。
作
業
用
に
は
「
ジ
ン
ベ
」
「
オ
ソ
フ
キ
ワ
ラ
ジ
」
な
ど
が
あ
り
、
作
る
時
は
「
ジ
ン
ベ
型
」
を
使
っ
た
。
大
雪
の
朝
な
ど
に

道
を
つ
け
る
時
は
、
道
つ
け
用
に
特
別
に
作
っ
た
深
靴
を
使
っ
た
。 

 

冬
の
山
仕
事
や
狩
猟
な
ど
に
欠
か
せ
な
い
の
が
、「
カ
ン
ジ
キ
」
で
あ
る
。「
ト
リ
キ
」（
く
ろ
も
じ
）
を
火
に
あ
ぶ
っ
て
楕
円
形
に

履

物 



曲
げ
、
中
程
に
縄
を
張
っ
て
「
ジ
ン
ベ
」
の
下
に
履
く
。
深
雪
の
上
を
歩
く
と
き
に
用
い
た
。 

 
夏
分
の
外
出
用
は
主
と
し
て
下
駄
で
あ
っ
た
が
、
下
駄
を
新
し
く
買
う
の
は
年
一
回
お
盆
の
時
ぐ
ら
い
で
、
こ
の
時
家
族
全
員
買

っ
て
大
切
に
履
い
た
。
「
お
盆
下
駄
」
で
あ
る
。 

 

下
駄
は
上
等
の
も
の
は
粡
下
駄
で
、
並
は
雑
木
下
駄
で
重
か
っ
た
。
雑
木
下
駄
の
歯
が
減
っ
て
な
く
な
る
程
に
な
る
と
、
縄
緒
を

た
て
、
「
足
洗
い
下
駄
」
と
し
た
。 

 

２ 

食 
生 

活 

 

 

古
く
か
ら
郷
土
で
歌
わ
れ
て
い
る
童
唄
の
中
に
、 

 

お
正
月
え
え
も
ん
だ 

 

雪
の
よ
う
な
マ
マ
食
っ
て 

 

こ
っ
ぱ
の
よ
う
な
ト
ト
食
っ
て 

 

油
の
よ
う
な
酒
飲
ん
で 

 

お
正
月
え
え
も
ん
だ 

と
い
う
の
が
あ
る
。
古
い
時
代
の
食
生
活
の
一
端
を
良
く
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
思
う
。
雪
の
よ
う
に
真
白
な
御
飯
は
、
お
正
月

の
元
日
・
二
日
・
三
日
の
三
ヶ
日
と
、
小
正
月
の
十
五
・
十
六
日
だ
け
で
あ
っ
た
。
普
段
は
、
色
々
な
糧か

て

で
う
す
黒
い
御
飯
ば
か
り

食
べ
て
い
る
の
で
、
正
月
の
真
白
な
御
飯
は
華
か
で
あ
っ
た
し
、
お
菜
な
ど
無
く
と
も
御
飯
だ
け
で
お
い
し
く
食
べ
ら
れ
そ
う
で
あ

っ
た
。
そ
れ
な
の
に
正
月
に
は
、
「
ト
ト
」
（
塩
鮭
）
が
つ
い
た
。
魚
が
食
膳
に
つ
く
の
は
、
月
の
一
日
・
十
五
日
・
晦
日
ぐ
ら
い
の

か

て

め

し 

（

糧

食

） 



も
の
で
、
そ
れ
も
将
棋
駒
ほ
ど
の
大
き
さ
の
塩
引
き
（
塩
鮭
）
か
鰊
の
煮
物
程
度
で
あ
っ
た
か
ら
、「
コ
ッ
パ
」
の
よ
う
に
薄
く
切
っ

た
ト
ト
で
も
、
正
月
の
ト
ト
は
大
き
か
っ
た
か
ら
嬉
し
か
っ
た
。
子
ど
も
が
「
お
正
月
え
え
も
ん
だ
」
と
歌
う
の
も
、
ま
こ
と
に
自

然
で
あ
る
。 

 

そ
の
頃
の
日
常
の
食
事
は
、
麦
飯
・
干
葉
糧
な
ど
で
、
干
葉
三
俵
米
一
俵
と
言
わ
れ
、
干
葉
三
俵
で
米
一
俵
節
約
で
き
た
と
言
わ

れ
て
い
た
。
そ
の
他
、
粟
・
稗
・
そ
ば
な
ど
も
糧
と
し
て
食
べ
、
出
来
る
限
り
米
を
節
約
し
よ
う
と
努
め
た
。 

 

代
用
食
も
よ
く
食
べ
た
。
代
用
食
の
一
つ
に
、「
カ
イ
モ
チ
」
が
あ
る
。
そ
ば
粉
を
練
り
上
げ
、
そ
れ
に
ご
飯
の
残
り
な
ど
を
混
ぜ
、

溜
り
・
白
あ
ぶ
ら
な
ど
を
つ
け
て
食
べ
る
。
屑
米
な
ど
で
作
る
「
ハ
ッ
ト
」
や
河
原
に
生
え
て
い
る
野
草
の
「
シ
ジ
コ
」（
母
子
草
）
、

山
か
ら
採
取
し
た
「
ゴ
ン
ボ
葉
」
な
ど
を
団
子
、
餅
な
ど
に
入
れ
て
よ
く
食
べ
た
。
凶
作
の
時
は
、
松
の
木
の
甘
皮
を
取
り
、
そ
れ

に
餅
米
を
尐
し
入
れ
て
搗
い
た
「
松
皮
餅
」
な
ど
も
食
べ
た
と
い
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
節
約
し
た
食
生
活
は
貧
し
い
人
だ
け
で
は
な
く
、
余
裕
の
あ
る
家
で
も
、
奉
公
人
を
多
く
雇
っ
て
い
る
所
で
は
同
様

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
中
で
大
晦
日
の
晩
に
食
べ
る
手
打
ち
そ
ば
は
、
非
常
な
ぜ
い
た
く
を
感
じ
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。 

 

こ
の
よ
う
な
食
生
活
は
、
藩
時
代
か
ら
重
い
税
の
中
で
喘
い
だ
農
民
が
、
貧
困
の
中
か
ら
見
つ
け
た
知
恵
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

上
杉
藩
の
徹
底
し
た
倹
約
令
の
影
響
も
見
逃
せ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
支
配
者
の
立
場
で
、
非
生
産
的
な
多
数
の
藩
士
を
養
う
た
め

に
は
、
ど
う
し
て
も
農
民
の
食
生
活
を
切
り
つ
め
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
上
杉
藩
で
は
、
享
和
二
年
に
「
か

て
も
の
集
」
を
頒
布
し
て
食
生
活
の
切
り
つ
め
を
指
導
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
七
二
種
類
に
の
ぼ
る
多
数
の
野
草
類
の
料
理
法

が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
藩
政
が
崩
れ
、
明
治
・
大
正
に
な
っ
て
も
、
農
民
の
生
活
に
は
大
き
な
変
化
は
な
く
、
お
正
月
の
雪
の
よ
う

な
「
マ
マ
」
と
、
木
片
の
よ
う
な
「
ト
ト
」
に
跳
ね
上
っ
て
喜
ぶ
子
ど
も
の
姿
は
、
藩
政
時
代
の
子
ど
も
と
尐
し
も
変
っ
て
い
な
か

っ
た
。 



こ
う
書
い
て
く
る
と
、
当
地
の
食
生
活
は
全
く
味
気
な
い
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
そ
れ
程
に
意
識

さ
せ
な
か
っ
た
様
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
季
節
の
変
り
目
、
仕
事
の
折
り
目
に
作
る
手
料
理
の
せ
い
か
も
知 

れ
な
い
。
そ
の
中
で
も
、
食
生
活
に
潤
い
を
与
え
て
く
れ
た
の
が
餅
で
あ
る
。
晴
れ
の
食
事
と
し
て
の
餅
は
、「
百
品
の
飾
り
」
と
言

わ
れ
、
百
品
の
料
理
に
相
当
す
る
程
の
御
馳
走
だ
と
言
わ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
餅
を
搗
く
こ
と
は
何
に
も
勝
る
接
待
と
考
え
ら
れ
、

嬉
し
い
に
つ
け
悲
し
い
に
つ
け
、
食
膳
に
上
せ
て
元
気
を
つ
け
て
い
た
。 

 

で
は
、
そ
の
様
子
を
、
年
中
行
事
の
中
か
ら
拾
っ
て
み
よ
う
。 

  
 

一
月 

 

十
五
日 

 
 

二
月 

 

年
祝 

こ
と
始
め 
オ
ッ
シ
ャ
の
祝 

 
 

三
月 

 

節
句 

も
ぐ
さ
餅 

 
 

四
月 

 

田
う
な
え
餅 

 
 

五
月 

 

に
わ
お
き
餅 

蚕
餅 

 
 

七
月 

 

お
盆 

 
 

八
月 

 

八
朔 

 
 

九
月 

 

節
句 

刈
り
上
げ 

 
 

十
月 

 

オ
ッ
シ
ャ
の
祝 

初
餅 

 

十
一
月 

 

秋
行 

太
子
講 

 

十
二
月 

 

こ
と
納
め 

冬
至
餅 

正
月
の
餅 

  

こ
の
他
に
も
珍
客
の
来
訪
や
目
出
度
い
こ
と
嬉
し
い
こ
と
が
あ
れ
ば
、
何
は
と
も
あ
れ
ま
ず
餅
を
搗
い
た
。
葬
式
の
と
き
で
さ
え

も
、
餅
を
つ
い
て
仏
の
供
養
と
し
た
。 

 

餅
と
同
様
に
晴
れ
の
食
事
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
た
の
は
、
赤
飯
で
あ
る
。
出
産
祝
や
鎮
守
の
お
祭
り
な
ど
に
は
、
必
ず
赤
飯
を

餅 



炊
い
て
祝
い
、
親
類
縁
者
に
配
っ
た
。
赤
飯
を
配
る
時
は
重
箱
を
用
い
た
が
、
多
量
に
運
ぶ
時
は
「
ホ
ウ
カ
イ
」
が
用
い
ら
れ
た
。 

 
餅
、
赤
飯
を
ふ
か
す
用
具
は
同
じ
で
、
「
セ
イ
ロ
」
を
用
い
る
。
「
セ
イ
ロ
」
に
は
釜
用
の
角
せ
い
ろ
と
、
鍋
用
の
丸
せ
い
ろ
が
あ

る
が
、
以
前
は
丸
せ
い
ろ
が
手
軽
で
多
く
使
わ
れ
た
が
、
次
第
に
角
せ
い
ろ
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
餅
を
搗
く
時
は
真
直

な
手
杵
と
丁
字
形
の
杵
と
が
あ
り
、
さ
き
に
数
人
で
手
杵
で
搗
き
、
丁
字
杵
で
仕
上
げ
を
す
る
の
が
普
通
の
搗
き
方
で
あ
っ
た
。 

 

餅
の
食
べ
方
に
は
そ
の
家
々
に
よ
っ
て
工
夫
が
あ
っ
た
が
、
一
般
的
な
も
の
は
、
納
豆
・
雑
煮
・
小
豆
・
「
ジ
ン
ダ
ン
」
（
青
豆
を

つ
ぶ
し
た
も
の
）
・
黄
粉
な
ど
に
入
れ
て
食
べ
た
。
納
豆
も
自
家
製
で
、
正
月
用
に
は
十
二
月
二
十
五
日
に
大
量
に
造
っ
た
。
お
彼
岸

に
は
黒
砂
糖
を
と
か
し
た
も
の
に
焼
い
た
餅
を
入
れ
、
そ
れ
を
更
に
黄
粉
に
ま
ぶ
し
た
も
の
を
仏
壇
に
供
え
た
。「
ア
ベ
カ
ワ
」
と
い

う
。 

 

ぼ
た
餅
も
よ
く
搗
い
た
。
手
軽
に
作
れ
る
便
利
さ
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
り
こ
ぎ
棒
で
つ
く
の
で
、「
半
殺
し
」
な
ど
と
も
言

わ
れ
て
い
る
。 

 

そ
の
他
、
彼
岸
・
お
盆
な
ど
の
団
子
も
欠
か
せ
な
い
も
の
で
、
餅
米
を
入
れ
て
つ
く
っ
た
。
こ
う
し
て
、
農
家
に
と
っ
て
餅
米
は
、

喜
び
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
だ
け
に
貴
重
で
あ
っ
た
。 

食
事
が
一
日
三
回
に
な
っ
た
の
は
い
つ
の
頃
か
分
ら
な
い
が
、
今
で
も
日
常
の
会
話
の
中
に
「
ヒ
ト
カ
タ
ゲ
」（
一

食
の
意
）
と
い
う
の
が
生
き
て
い
る
の
を
み
る
と
、
一
日
二
食
で
あ
っ
た
の
も
そ
う
古
い
こ
と
で
も
な
い
気
が 

す
る
。 

 

一
日
三
度
の
食
事
の
他
に
、
更
に
「
コ
ビ
ル
」
を
と
る
時
が
あ
る
。
田
植
時
の
よ
う
に
、
人
を
頼
ん
で
重
労
働
を
や
っ
て
も
ら
う

時
で
あ
る
。「
コ
ビ
ル
」
は
多
く
握
り
飯
で
、
味
噌
を
つ
け
た
り
、
煎
り
胡
麻
を
つ
け
た
。
大
自
然
の
中
で
食
べ
る
塩
味
の
き
い
た
「
コ

ビ
ル
」
の
味
は
、
ま
た
格
別
で
あ
る
。 

間

食 

そ

の

他 



 

子
ど
も
達
が
お
や
つ
を
欲
し
が
る
の
は
、
今
も
同
じ
で
あ
る
。
子
ど
も
達
が
腹
を
空
か
せ
て
何
か
を
ね
だ
る
と
、
何
処
の
家
庭
で

も
、
生
味
噌
を
つ
け
た
大
き
な
握
り
飯
を
く
れ
た
。
そ
れ
を
素
手
に
持
っ
た
り
、
「
ギ
ン
ボ
シ
」
（
擬
宝
珠
）
の
葉
に
包
ん
だ
り
し
て

遊
び
な
が
ら
食
べ
た
。
冬
季
の
お
や
つ
に
は
、
切
餅
・
「
ヤ
イ
ゴ
メ
」
・
豆
な
ど
を
炒
っ
た
も
の
を
よ
く
呉
れ
た
。
大
抵
は
炒
っ
た
だ

け
の
も
の
で
、
親
類
の
子
ど
も
で
も
来
て
お
れ
ば
、
砂
糖
を
入
れ
て
も
ら
っ
た
。 

 

郷
土
色
の
あ
る
料
理
と
し
て
先
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
ヒ
シ
ャ
汁
」
（
冷
汁
）
で
あ
る
。
椎
茸
・
出
し
魚
・
か
ま
ぼ
こ
・
油
揚
な

ど
を
醤
油
で
煮
て
冷
し
て
お
き
、
水
菜
な
ど
を
ゆ
で
て
水
を
切
っ
た
も
の
に
か
け
て
食
べ
る
も
の
で
あ
る
。
正
月
な
ど
に
も
よ
く
作

り
、
寒
い
時
の
冷
汁
だ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
味
が
具
合
よ
く
調
和
し
て
う
ま
い
。
真
夏
向
き
の
汁
に
、「
な
ま
汁
」
が
あ
る
。
冷
水
で
味

噌
汁
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
「
ヒ
ル
葉
」
（
青
ね
ぎ
の
葉
）
、
き
ゅ
う
り
を
薄
く
刻
ん
だ
も
の
、
紫
蘚
の
葉
な
ど
を
入
れ
て
食
べ
る
も
の

で
、
野
趣
に
富
ん
で
一
味
あ
る
。 

 

山
仕
事
に
出
か
け
る
と
き
の
弁
当
に
は
、
曲
げ
も
の
の
「
メ
ッ
ツ
」
や
、
細
長
い
「
ゴ
ロ
ビ
ツ
」
が
用
い
ら
れ
た
。
「
メ
ッ
ツ
」
に

は
汁
用
と
御
飯
用
と
が
あ
り
、
働
き
盛
り
の
若
者
は
「
メ
ッ
ツ
」
の
中
盒

な
か
ご
う

と
蓋
の
両
方
に
御
飯
を
ぎ
っ
し
り
詰
め
、
そ
れ
を
合
せ
た

も
の
を
持
っ
て
行
っ
た
。
こ
れ
を
「
合
せ
メ
ッ
ツ
」
と
い
い
、「
合
せ
メ
ッ
ツ
」
を
食
う
よ
う
で
な
け
れ
ば
、
一
人
前
の
仕
事
は
出
来

な
い
と
言
わ
れ
た
。
弁
当
に
は
、
竹
で
編
ん
だ
も
の
な
ど
も
あ
る
。 

食
物
に
関
す
る
俗
信
は
色
々
な
形
で
残
っ
て
い
る
が
、
各
家
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
、
一
般
に
通
用
し
て
い
る

も
の
と
あ
る
。 

 

 

・
胡
瓜
・
麻
胡
・
南
瓜
・
里
芋
な
ど
、
家
に
よ
っ
て
作
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。 

 

・
か
た
だ
ん
ご
（
か
た
く
り
）
を
食
べ
て
も
よ
い
が
、
採
っ
て
干
し
て
は
い
け
な
い
家
が
あ
る
。 

 

・
初
な
り
胡
瓜
は
川
に
流
せ
。 

食
物
に
つ
い 

て

の

俗

信 



 

・
正
月
三
ヶ
日
、
ひ
ょ
う
干
・
菊
の
花
を
食
べ
る
と
良
い
こ
と
が
あ
る
。 

 
・
漬
物
は
巳
の
日
に
蓋
開
け
す
る
と
長
く
も
つ
。 

 
・
卯
の
日
に
味
噌
を
煮
る
と
腐
る
。 

 

・
半
夏
生
に
梅
を
食
べ
る
と
頭
が
禿
げ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

  

こ
う
し
た
も
の
は
、
こ
の
他
に
も
相
当
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
言
葉
の
語
呂
か
ら
く
る
も
の
が
多
い
が
、
巫
女
の
言
に

従
っ
て
守
っ
て
い
る
の
も
あ
る
。
当
地
の
殆
ど
全
家
庭
で
は
、
囲
炉
裏
で
四
足
・
二
足
は
煮
焼
き
を
し
な
い
習
慣
が
あ
っ
た
。
兎
・

鶏
以
外
の
肉
を
一
般
家
庭
で
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
極
め
て
新
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。 

 

３ 

住 
 

居 

  

住
居
は
人
々
の
生
活
の
根
拠
地
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
安
全
で
旦
発
展
す
る
こ
と
は
、
何
人
も
願
っ
て
や
ま
な
い
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
住
居
を
新
築
し
た
り
、
修
理
し
た
り
、
付
属
物
を
建
て
た
り
す
る
と
き
に
は
、
必
ず
そ
の
安
全
を
祈
願
し
、
不
幸
を
招
く

よ
う
な
要
素
は
、
そ
れ
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
凡
て
除
こ
う
と
努
め
て
き
た
。
神
主
や
法
印
に
よ
る
祈
禱
が

随
時
随
所
で
行
な
わ
れ
る
の
も
、
行
事
が
「
み
ず
の
え
た
つ
」
の
日
を
選
ぶ
の
も
、
そ
う
し
た
願
い
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。 

 

一
面
に
於
い
て
は
、
住
居
は
集
団
生
活
の
具
象
化
で
も
あ
る
。
家
族
集
団
を
単
位
と
し
た
小
社
会
が
幾
つ
か
集
ま
る
と
、
そ
こ
に

部
落
が
出
来
る
。
小
社
会
間
に
利
害
を
反
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
小
社
会
だ
け
で
は
生
き
抜
け
な
い
か
ら
、
利
害
関
係
は
あ
る
程

度
抑
え
て
も
、
相
互
扶
助
面
が
強
調
さ
れ
る
。
住
居
の
集
団
の
中
に
は
そ
う
し
た
人
間
模
様
が
織
り
な
さ
れ
て
い
る
。 

一
戸
が
新
し
く
築
か
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
中
に
住
む
人
に
と
っ
て
は
恐
ら
く
生
涯
に
一
度
の
こ
と
で
あ
り
、
部

落
集
団
に
と
っ
て
も
、
集
団
構
成
員
が
増
す
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
様
々
な
面
で
関
心
が
も
た
れ
る
こ
と
で
あ
っ 

『
荒
砥
高
校
社
会
ク
ラ 

ブ
研
究
集
録
』
よ
り 

  

建

築 

儀

礼 



た
。
そ
う
し
た
関
心
の
あ
ら
わ
れ
を
、
建
築
儀
礼
の
実
態
を
通
し
て
眺
め
て
み
よ
う
。 

 
⑴ 

地
ま
つ
り 

 

家
を
建
て
る
場
所
の
中
央
に
祭
壇
を
設
け
、
四
隅
に
青
竹
を
た
て
、
シ
メ
を
張
り
、
大
安
、
み
ず
の
え
た
つ
な
ど
暦
日
上
の
吉
日

を
選
ん
で
、
神
主
か
法
印
に
祈
禱
し
て
も
ら
う
。
祭
壇
に
は
、
す
る
め
・
葱
・
五
穀
・
塩
・
お
神
酒
を
供
え
、
祈
祷
後
主
人
も
礼
拝

し
て
か
ら
、
塩
を
四
方
に
撒
き
、
参
会
者
一
同
お
神
酒
を
飲
ん
で
、
建
築
の
安
全
無
事
を
祈
る
。 

 

⑵ 

ド
ン
ヅ
キ 

 

柱
を
立
て
る
土
台
石
の
置
く
所
を
突
き
固
め
る
作
業
で
、
土
台
づ
く
り
の
大
切
な
仕
事
で
あ
る
。
柱
を
立
て
る
場
所
に
砂
利
を
置

き
、
そ
こ
を
「
タ
コ
ド
ン
ヅ
キ
」
や
「
サ
オ
ド
ン
ヅ
キ
」
で
突
き
固
め
る
。
一
人
や
二
人
で
は
出
来
な
い
の
で
、
５
人
組
や
親
類
か

ら
手
伝
い
を
貰
う
。
母
家
な
ど
の
新
築
の
時
は
「
サ
オ
ド
ン
ヅ
キ
」
で
突
く
が
、
竿
の
先
に
「
ボ
ン
デ
ン
」
を
立
て
、
引
き
縄
を
た

く
さ
ん
付
け
、
手
伝
い
衆
が
引
っ
張
る
。
竿
の
根
元
を
操
作
す
る
人
が
一
人
い
て
、
突
く
場
所
に
当
て
る
。
目
出
度
い
こ
と
で
も
あ

る
が
単
調
な
作
業
な
の
で
、
働
き
手
を
元
気
づ
け
る
の
と
、
目
出
度
さ
を
盛
り
上
げ
る
た
め
、「
ド
ン
ヅ
キ
唄
」
が
う
た
わ
れ
た
。「
キ

シ
ャ
リ
カ
ケ
」（
木
遣
り
唄
を
う
た
う
人
）
が
、
大
黒
帽
を
か
む
り
、
赤
い
袖
な
し
な
ど
を
着
て
身
振
り
手
振
り
面
白
く
唄
を
う
た
い
、

そ
の
調
子
に
合
わ
せ
て
、
ド
ン
ヅ
キ
を
突
い
た
り
、
休
憩
の
一
時
を
楽
し
ん
だ
り
し
た
。 

 

栃
窪
で
は
、
ド
ン
ヅ
キ
の
時
、
重
要
な
柱
の
場
所
に
、
「
カ
ツ
の
木
」
（
ぬ
る
で
）
に
法
印
に
「
大
日
如
来
」
と
書
い
て
も
ら
っ
て

埋
め
た
と
い
う
。
こ
の
習
慣
は
恐
ら
く
、
町
内
全
域
に
わ
た
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

「
ド
ン
ヅ
キ
」
当
日
の
食
事
に
は
、
火
を
連
想
さ
せ
る
か
ら
人
参
を
使
う
な
と
か
、
焼
き
魚
は
出
す
な
と
か
言
わ
れ
守
ら
れ
て
き

た
。
住
居
に
と
っ
て
、
最
も
恐
ろ
し
い
火
災
を
防
止
す
る
配
慮
で
あ
る
。 

 

⑶ 

タ
テ
マ
エ 



 

木
取
り
の
済
ん
だ
柱
な
ど
を
組
立
て
る
行
事
で
、
建
築
儀
礼
の
中
で
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
組
立
が
済
む
と
、
二
階
の
中
央
部

付
近
に
祭
壇
を
設
け
、
ボ
ン
デ
ン
を
た
て
、
神
主
に
祈
禱
し
て
も
ら
い
、
謡
を
う
た
っ
て
祝
う
。
祭
壇
に
は
御
神
酒
・
す
る
め
・
葱
・

餅
・
銭
（
以
前
は
一
文
銭
、
現
在
は
五
円
硬
貨
）
を
供
え
、
大
工
の
棟
梁
が
槌
で
三
度
棟
を
叩
い
て
か
ら
拝
み
、
つ
づ
い
て
家
主
が

礼
拝
す
る
。
そ
の
後
で
、
餅
と
銭
を
ま
く
。
こ
の
銭
を
拾
っ
て
囲
炉
裏
の
鍵
に
下
げ
て
お
く
と
、
火
伏
せ
に
な
る
と
言
わ
れ
る
。 

 

タ
テ
マ
エ
に
は
棟
に
五
色
の
旗
、
矢
羽
根
、
扇
を
か
ざ
る
。 

 

⑷ 

グ
シ
祭
り 

 

屋
根
が
葺
き
上
る
と
、
グ
シ
祭
り
が
行
な
わ
れ
る
。
司
祭
者
は
屋
根
葺
棟
梁
で
、
棟
梁
は
自
分
の
使
っ
た
鋏
で
御
幣
を
作
り
、
こ

れ
を
持
っ
て
棟
に
上
る
。
主
人
、
親
類
の
者
な
ど
も
羽
織
、
袴
の
正
装
で
続
き
、
と
り
餅
・
す
る
め
・
葱
・
御
神
酒
な
ど
を
の
せ
た

盆
を
棟
の
上
に
置
く
。 

 

前
平
か
ら
上
っ
た
主
人
は
棟
を
ま
た
ぎ
、
上
段
側
に
向
っ
て
拝
み
、
つ
づ
い
て
親
類
の
人
た
ち
も
拝
む
。
そ
の
後
で
謡
を
う
た
い
、

お
神
酒
を
の
み
、
と
り
餅
、
一
文
銭
を
家
の
角
々
に
ま
い
て
儀
式
が
終
る
。 

 

当
地
方
で
は
屋
根
葺
職
人
の
こ
と
を
、
「
タ
テ
キ
」
と
か
「
タ
ツ
キ
」
と
い
う
。
昔
、
立
木
の
枝
を
寄
せ
、
そ
の
上
に
萱
の
「
流
れ

葺
き
」
を
し
た
の
が
語
原
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
地
方
の
場
合
は
、「
タ
テ
キ
」
は
多
く
庄
内
方
面
か
ら
来
て
い
た
。
庄
内
タ

テ
キ
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
庄
内
タ
テ
キ
は
夏
分
当
地
に
来
て
、
屋
根
の
修
理
な
ど
に
従
事
し
、
冬
は
地
元
に
帰
っ
て
行
っ
た
。 

 

屋
根
葺
の
細
か
い
技
術
は
各
人
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
前
平
と
扇
の
間
の
合
う
角
に
、
葦
の
節
を
揃
え
て
「
節
揃
え
の
葦
か
ど
」

に
す
る
と
か
、
「
け
ず
り
角
」
、
「
は
か
ど
」
に
す
る
な
ど
は
大
体
共
通
し
て
い
た
。
平
の
葺
き
方
に
も
、
「
普
通
葺
」
、
「
ほ
う
ら
葺
」

な
ど
が
あ
る
。 

 

⑸ 

新 

宅 



 

タ
テ
マ
エ
、
フ
キ
マ
エ
が
終
る
と
、
家
の
内
外
の
工
事
や
畳
、
障
子
の
取
付
け
な
ど
が

急
ピ
ッ
チ
に
進
め
ら
れ
る
。 

 

建
築
が
完
成
す
る
と
、
み
ず
の
え
た
つ
の
日
な
ど
を
選
ん
で
新
宅
祝
い
を
す
る
。
大
工

の
棟
梁
を
正
座
に
、
工
事
関
係
者
・
親
類
を
呼
ん
で
御
馳
走
す
る
。
新
宅
は
年
を
越
さ
な

い
こ
と
と
言
わ
れ
、
十
一
月
あ
た
り
の
吉
日
に
多
く
行
な
わ
れ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

家
は
そ
の
型
に
よ
っ
て
直
家

す

ぐ

や

、
曲
屋

ま

が

り

や

に
分
け
ら
れ
る
が
、
当
地
の
多
く 

 
 

 
 

 
 

 

は
直
家
で
あ
る
。
直
家
は
字
の
通
り
、
真
直
ぐ
な
型
で
、
入
口
の
位
置

に
よ
り
、
平
入
り
・
妻
入
り
に
分
け
ら
れ
る
。
曲
屋
は
か
ぎ
型
に
曲
っ
て
い
る 

も
の
で
、
小
国
町
・
飯
豊
町
中
津
川
地
区
の
よ
う
な
豪
雪
地
帯
に
多
く
、
特
に
入
口
が
曲

っ
た
先
端
に
あ
る
も
の
を
中
門
造
り
と
よ
ぶ
。 

当
地
の
屋
型
に
多
い
平
入
り
直
家
の
場
合
で
も
、
戸
口
に
立
っ
て
庭
を
向
い
た
と
き
、

座
敷
の
位
置
が
右
に
あ
る
右
座
敷
型
と
左
側
に
な
る
左
座
敷
型
に
分
け
ら
れ
る
が
、
ど
ち

ら
も
間
取
り
は
同
じ
で
あ
る
。
中
門
造
り
の
場
合
は
、
中
門
部
分
の
ち
が
い
だ
け
で
、
本
屋
の
間
取
り
は
直
家
と
大
き
な
ち
が
い
は

な
い
。 

屋
根
の
形
は
、
「
マ
エ
ヒ
シ
ャ
」
（
前
平
）
と
「
ウ
ッ
シ
ョ
ヒ
シ
ャ
」
（
後
平
）
の
側
面
が
閉
じ
た
も
の
を
「
扇
の
間
造
り
」
（
寄
棟

造
り
）
と
い
い
、
塞
い
だ
平
を
「
扇
の
間
」
と
い
う
。
扇
の
間
造
り
に
は
二
つ
の
型
が
あ
り
、
一
つ
は
扇
の
間
の
上
部
に
母
屋
を
と

っ
て
い
る
も
の
で
、
母
屋
造
り
と
呼
ぶ
。
も
う
一
つ
は
扇
の
間
の
両
端
が
伸
び
て
袴
腰
の
形
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
「
袴
腰
造
り
」

と
い
う
。
前
平
、
後
平
の
合
せ
目
が
切
れ
て
い
る
の
を
「
切
り
目
造
り
」
（
切
妻
造
り
）
と
か
「
小
屋
造
り
」
と
い
う
。
当
地
に
最
も

屋

型 

屋

根

型 



多
い
の
は
、
片
切
目
・
片
扇
の
間
で
、
間
取
り
の
上
段
の
間
の
方
が
扇
の
間
造
り
で
、

台
所
の
方
が
切
り
目
造
り
に
な
っ
て
い
る
。 

棟
の
こ
と
を
「
グ
シ
」
と
い
う
。
グ
シ
に
も
色
々
な
形
が
あ
り
、
杉
皮
や
ト
タ
ン
で

棟
の
上
部
を
蔽
う
よ
う
に
し
た
の
が
「
マ
ル
キ
グ
シ
」
で
、
箱
で
蔽
っ
た
の
が
「
ハ
こ

グ
シ
」
、
鞍
型
を
載
せ
た
の
が
「
ク
ラ
グ
シ
」
で
あ
る
。
ク
ラ
グ
シ
の
鞍
の
数
は
必
ず

奇
数
で
あ
っ
て
、
偶
数
に
す
る
の
は
神
明
さ
ま
だ
け
で
、
一
般
は
偶
数
に
は
出
来
な
い
。

何
等
か
の
都
合
で
ど
う
し
て
も
偶
数
に
な
る
時
で
も
、
破
風
近
く
に
小
さ
な
形
だ
け
の

ク
ラ
グ
シ
を
作
っ
て
奇
数
に
す
る
。 

 

間
取
り
は
、
そ
の
家
の
性
格
に
よ
っ
て
変
る
。
次
に
、
農
家
・
武 

家
長
屋
・
武
家
集
会
所
・ 

商
家
の
一
般
的
な
間
取
り
を
図
示
し
、 

そ
の
特
徴
を
み
る
。 

⑴
荒
砥
貝
生 

保
科
佐
右
エ
門
家
（
農
家
、
第

10
図
）
台
輪
を
使
っ
て
い
な
い
こ
と
、
台
所
の
見
え
る
範
囲
に
杉
材
を
使
っ
て
い

な
い
こ
と
、
台
所
は
大
正
末
期
ま
で
土
間
で
あ
っ
た
こ
と
、
神
棚
の
歳
徳
神
の
枚
数
な
ど
か
ら
み
て
、
文
政
年
間
以
前
の
建
物
と
考

え
ら
れ
る
。 

「
ゆ
ど
の
」
は
年
寄
の
部
屋
、
「
納
戸
」
は
若
夫
婦
の
部
屋
で
あ
る
。 

⑵
荒
砥
殿
町 

伊
藤
与
蔵
家
（
武
家
長
屋
、
第

11
図
）
長
屋
の
形
で
あ
る
が
内
部
の
使
い
方
は
変
っ
て
い
る
。
間
取
り
は
他
の
民

家
と
全
く
別
個
で
あ
る
。 

間

取

り 



⑶
荒
砥
殿
町 

田
井
地
耕
一
家
（
武
家
集
会
所
、
第

12
図
）
武
家
の
集
会
所
と
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
勝
手
の
炉
が
部
屋
の

中
央
に
あ
る
の
が
特
徴
。 

⑷
荒
砥
横
町 

高
橋
徳
弥
家
（
商
家
、
第

13
図
）
シ
ト
メ
の
内
側
に
商
売
繁
盛
の
祈
願
の
お
札
を
貼
っ
て
お
い
た
。
調
た
ん
す
に

は
帳
簿
、
銭
な
ど
を
入
れ
て
お
い
た
。
座
敷
が
主
人
の
寝
室
に
な
り
、
台
所
の
か
ま
ど
は
営
業
用
（
八
百
屋
）
、
土
間
の
か
ま
ど
が
家

庭
用
で
あ
る
。 

 

⑴ 

台 

所 

農
家
の
台
所
は
広
々
と
し
て
い
る
た
め
、
戦
後
の
生
活
改
善
に
は
第
一
番
目
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
以

前
に
は
、
そ
こ
は
仕
事
場
で
あ
っ
た
か
ら
広
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
土
間
で
あ
る
方
が
よ
か
っ
た
。 

各

部

屋 

の

機

能 



土
間
が
板
敷
に
な
っ
た
の
は
恐
ら
く
養
蚕
と
の
関
り
、
つ
ま
り
桑
を
貯
蔵
し
た
り
、
桑
の
鮮
度
を
保
つ
た
め
霧
を
吹
き
か
け
た
り
す 

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

台
所
の
中
心
は
、
何
と
言
っ
て
も
「
ユ
ル
リ
」（
囲
炉
裏
）
で
あ
る
。
台
所
の
い
ろ
り
は
大
き
く
、
牛
馬
の
餌
を
煮
た
り
す
る
の
で
、

殆
ど
一
日
中
火
を
焚
い
て
い
た
。
夜
は
囲
炉
裏
の
火
を
明
り
に
し
て
仕
事
を
し
た
り
、
語
り
合
っ
た
り
し
た
か
ら
、
す
べ
て
の
生
活

は
炉
の
周
囲
に
展
開
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。 

 

囲
炉
裏
が
家
庭
生
活
の
中
心
に
な
れ
ば
な
る
程
、
そ
の
火
も
亦
大
切
な
も
の
と
な
り
、
火
種
を
絶
や
す
こ
と
は
、
い
ろ
り
を
守
る

主
婦
の
恥
と
さ
れ
た
。
だ
か
ら
火
種
は
消
え
れ
ば
、
火
打
石
で
フ
ク
ジ
（
浦
の
穂
を
焼
い
て
作
っ
た
）
に
火
を
移
し
て
新
し
く
火
を

お
こ
し
た
が
、
嫁
な
ど
は
火
打
石
の
音
を
聞
か
れ
る
の
を
恐
れ
、
恥
を
忍
ん
で
隣
家
に
火
種
を
貰
い
に
行
っ
た
と
い
う
。
火
貰
い
嫁

の
昔
話
な
ど
は
、
こ
う
し
た
生
活
を
背
景
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 



 

囲
炉
裏
に
は
、
自
在
鍵
が
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
台
所
の
も
の
は
、
竹
や
縄
な
ど
を
用
い
た
が
、
縄
の
場
合
は
、
乾
燥
を
防
ぐ
た
め

に
大
根
を
通
し
て
お
く
家
も
あ
る
。
こ
の
鍵
に
は
「
タ
テ
マ
エ
」
の
時
ま
い
た
一
文
銭
、
五
円
玉
な
ど
を
下
げ
て
お
く
と
火
伏
せ
に

な
る
と
言
わ
れ
、
何
処
の
家
で
も
、
三
、
四
枚
は
下
げ
て
お
く
。 

 

囲
炉
裏
の
座
席
の
う
ち
、
主
人
の
座
を
横
座
と
い
う
。
横
座
は
座
敷
を
背
負
う
位
置
に
な
る
。「
横
座
に
坐
る
人
は
米
を
買
え
」
と

か
、
「
だ
ま
っ
て
横
座
に
坐
る
の
は
猫
、
馬
鹿
、
坊
主
」
と
か
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
横
座
に
は
自
由
に
坐
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
仏

事
に
来
宅
し
た
僧
侶
を
坐
ら
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 

 

主
婦
は
横
座
の
隣
り
で
、
膳
部
側
に
坐
る
。「
か
か
座
」
に
な
る
が
、
当
地
方
に
は
そ
の
呼
び
名
は
な
い
。
お
客
の
坐
る
場
所
は
主

婦
と
対
す
る
位
置
に
な
り
、
横
座
に
対
す
る
位
置
は
子
ど
も
た
ち
の
場
所
に
な
る
。
こ
こ
を
「
き
じ
り
」
と
呼
ぶ
所
も
他
の
地
方
に

は
あ
る
が
、
当
町
の
「
き
じ
り
」
は
台
所
の
一
隅
に
あ
る
薪
や
柴
を
置
く
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

囲
炉
裏
に
は
火
棚
が
吊
さ
れ
て
お
り
、
冬
に
な
る
と
こ
の
上
に
わ
ら
靴
な
ど
を
あ
げ
て
干
し
て
お
く
。 

 

流
し
場
も
、
台
所
の
主
要
部
で
あ
る
。
炊
事
万
端
を
整
え
る
所
で
、
主
婦
の
持
場
で
あ
る
。
流
し
に
は
以
前
は
ど
こ
の
家
も
流
れ

水
が
入
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
飲
ん
だ
り
炊
事
に
使
っ
た
り
し
た
。
非
衛
生
的
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
往
時
は
現
在
の
よ
う
に
水
は
汚
れ

て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
さ
ほ
ど
気
に
か
け
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、「
水
は
三
尺
流
れ
れ
ば
き
れ
い
に
な
る
」
と
考
え
ら
れ
て

い
た
せ
い
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
用
水
に
対
す
る
注
意
が
払
わ
れ
、
春
秋
二
回
用
水
堰
の
掃
除
が
行
な
わ
れ
、
各
戸
か
ら
人
足
が
で

て
、
泥
や
砂
を
取
り
除
い
た
。 

 

流
し
に
鶏
の
絵
を
貼
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
子
ど
も
が
百
日
咳
に
罹
患
し
た
時
、
毎
朝
こ
の
絵
に
水
を
か
け
る
と
直
る
と
言
わ

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
病
気
を
洗
い
流
す
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
絵
を
庭
渡
神
社
に
奉
納
す
る
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
か
、

庭
渡
神
社
の
こ
と
を
「
に
わ
と
り
権
現
」
と
も
呼
ん
で
い
る
。 



 

か
ま
ど
も
大
切
な
場
所
で
あ
る
。
「
か
ま
ど
」
は
粘
土
に
「
ス
タ
ラ
」
（
わ
ら
や
糸
屑
）
な
ど
を
入
れ
て
、
そ
の
家
の
釜
に
合
せ
て

作
る
。
御
飯
や
汁
な
ど
を
煮
る
所
で
あ
る
が
、
火
を
扱
う
所
な
の
で
、
そ
の
周
囲
の
壁
に
は
ど
の
家
で
も
古
峯
神
社
の
お
札
を
貼
っ

て
、
火
災
の
難
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。「
地
震
、
雷
、
火
事
、
親
父
」
と
い
う
こ
と
は
当
地
で
も
よ
く
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
で
、

火
事
も
恐
ろ
し
い
も
の
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
火
難
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
様
々
の
呪
い
が
今
も
生
き
て
い
る 

 
 

 

。 

⑵ 

勝 

手 

 

台
所
の
次
の
部
屋
が
勝
手
で
あ
る
。
台
所
よ
り
、
一
段
高
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
普
通
は
一
〇
畳
ほ
ど
の
か
な
り
広
い

部
屋
で
、
天
井
も
高
い
。
裏
板
な
ど
は
、
養
蚕
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
設
け
た
。 

 

こ
の
部
屋
に
は
鴨
居
の
上
に
神
棚
を
設
け
、
恵
比
須
・
大
黒
天
・
歳
徳
神
・
田
の
神
な
ど
を
祀
っ
て
い
る
。
家
に
よ
っ
て
は
、
恵

比
須
・
大
黒
天
を
台
所
の
戸
棚
の
中
に
祀
っ
て
い
る
家
も
あ
る
。
恵
比
須
様
は
、
そ
の
家
の
人
が
い
つ
も
生
活
す
る
様
子
を
眺
め
て

喜
ん
で
い
る
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
神
棚
に
は
毎
朝
杓
子
か
へ
ら
に
御
飯
を
お
供
え
す
る
家
も
あ
る
が
、
恵
比
須
さ
ま
は
減
る
こ
と
が

嫌
い
な
方
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
供
え
た
も
の
は
下
げ
な
い
で
、
翌
日
は
前
日
の
御
飯
の
上
に
足
し
て
供
え
る
。
た
く
さ
ん
積
も
る

と
、
年
取
り
の
と
き
新
ら
し
い
杓
子
と
交
換
す
る
の
で
、
そ
の
時
お
ろ
し
て
洗
っ
て
干
し
、
干
飯
に
し
て
煎
っ
て
食
べ
た
。 

 

勝
手
に
も
囲
炉
裏
が
あ
る
。
台
所
の
囲
炉
裏
と
比
べ
、
炉
縁
も
鍵
も
立
派
で
あ
る
。
家
に
よ
っ
て
は
、「
勝
手
の
口
」
、「
ハ
ン
ド
の

口
」
と
よ
ば
れ
る
出
入
口
が
付
く
と
こ
ろ
も
あ
り
、
仏
事
の
時
の
出
入
口
に
使
う
。 

 

⑶ 

中
の
間
・
二
の
間
・
上
段 

 

中
の
間
の
あ
る
家
は
、
こ
こ
に
仏
壇
を
お
く
、
中
の
間
の
な
い
家
は
勝
手
に
お
く
。
上
段
に
は
床
の
間
を
設
け
、
儀
式
の
時
掛
軸

な
ど
を
か
け
て
最
上
席
と
な
る
が
、
普
段
は
殆
ど
使
用
し
な
い
。
養
蚕
が
盛
ん
に
な
っ
て
か
ら
は
、
こ
の
三
室
及
勝
手
ま
で
、
す
べ

て
蚕
室
と
な
っ
た
。
結
婚
式
、
葬
式
な
ど
に
は
、
勝
手
か
ら
上
段
ま
で
通
し
て
大
広
間
に
し
て
使
う
。 

第
六
章
第
九
節 

第
１
項
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⑷ 

ゆ
ど
の
・
膳
部
・
納
戸 

 

勝
手
・
中
の
間
の
前
側
に
縁
が
つ
き
、
冬
に
な
る
と
こ
こ
に
織
機
を
置
い
て
機
織

は

た

お

り

り
が
行

な
わ
れ
る
。
こ
の
縁
の
突
き
当
り
が
、
「
で
ご
し
」
と
か
「
ゆ
ど
の
」
と
呼
ば
れ
る
小
部
屋

に
な
る
。
多
く
年
寄
り
夫
婦
の
部
屋
に
な
る
。
「
ゆ
ど
の
」
は
、
往
時
賓
客
用
の
湯
殿
が
あ

っ
た
と
こ
ろ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
玄
関
口
の
隣
り
に
な
る
。 

 

勝
手
・
中
の
間
を
は
さ
ん
で
縁
側
と
反
対
側
が
、
膳
部
・
納
戸
で
あ
る
。
膳
部
は
字
の
通

り
、
食
器
を
入
れ
て
お
く
戸
棚
や
箱
が
あ
る
。
納
戸
は
主
人
夫
婦
の
部
屋
で
、
そ
の
入
口
、

天
井
に
「
オ
タ
ナ
サ
マ
」
が
祀
ら
れ
て
い
る
家
が
あ
る
。
納
戸
は
薄
暗
い
部
屋
で
、
以
前
は

土
間
の
上
に
わ
ら
・
糠
な
ど
を
敷
き
、
そ
の
上
に
筵
を
敷
い
て
い
た
。 

 
⑸ 

出 

入 

口 

 
出
入
口
は
、
裏
口
を
除
い
て
三
ヶ
所
あ
る
。
日
常
の
出
入
り
に
使
用
す
る
と
こ
ろ
を
「
オ

ド
ノ
ク
チ
」
と
呼
ん
だ
。
「
大
戸
の
口
」
の
意
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
は
重
い
板
戸
が
使
わ
れ
て

お
り
、
戸
車
も
直
径
七
、
八
寸
の
木
製
の
も
の
が
あ
っ
た
。
「
オ
ド
ノ
ク
チ
」
を
、
「
下
の
口
」
と
い
う
家
も
あ
る
。
下
の
口
に
対
し
、

「
中
の
口
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
下
の
口
の
直
ぐ
上
手
に
あ
る
。
切
り
石
で
二
段
ほ
ど
の
段
が
つ
い
て
お
り
、
戸
は
片
側
だ
け
開

く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
戸
を
あ
け
る
と
、
「
ハ
キ
ニ
ワ
」
に
な
っ
て
い
る
の
が
あ
る
。
「
ハ
ン
ド
ノ
ク
チ
」
と
も
い
う
。
こ
こ
を
使

用
す
る
の
は
、
仏
事
で
お
と
ず
れ
た
僧
侶
、
お
盆
の
墓
参
り
の
帰
り
、
お
盆
の
仏
さ
ま
遊
ば
せ
の
時
な
ど
で
、
殆
ど
仏
事
に
限
ら
れ

る
。
そ
の
か
み
て
に
あ
る
入
口
が
、
「
上
の
口
」
、「
上
段
口
」
、「
玄
関
口
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
を
真
直
に
行
く

と
上
段
に
入
る
。
藩
政
時
代
は
藩
役
人
の
出
入
は
こ
こ
を
使
用
し
た
が
、
最
近
は
葬
式
当
日
の
僧
侶
、
野
辺
送
り
の
行
列
、
入
営
、



除
隊
の
時
の
出
入
口
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
た
。
普
段
は
一
般
に
物
置
代
り
に
な
る
。 

住
居
に
付
属
す
る
建
物
と
し
て
、
便
所
・
蔵
・
木け

小
屋

こ

や

・
籾
戸
な
ど
が
あ
る
。 

便
所
は
外
便
所
が
多
い
。
中
門
造
り
の
家
は
、
中
門
の
中
に
設
け
て
あ
る
。
便
所
に
つ
い
て
は
色
々
な
伝
承
が 

あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
伝
承
か
ら
、
便
所
の
神
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
伝
承
を
あ
げ
て
み
る
と
、 

  

・
便
所
を
き
れ
い
に
す
る
嫁
は
美
し
い
子
を
産
む
。 

 

・
便
所
に
啖
や
唾
を
し
て
は
い
け
な
い
。 

 

・
便
所
に
裸
で
入
っ
て
は
い
け
な
い
。 

 

・
子
ど
も
が
生
れ
て
七
日
目
に
便
所
詣
り
す
る
。 

 

・
正
月
に
は
便
所
に
も
松
、
だ
ん
ご
を
飾
る
。 

  

こ
う
し
た
伝
承
の
外
、
他
人
の
家
を
買
っ
て
も
便
所
は
買
う
な
、
な
ど
と
い
う
の
も
あ
る
。 

 

蔵
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
般
的
に
は
新
し
い
こ
と
で
、
明
治
以
降
の
よ
う
で
あ
る
。
部
落
に
よ
っ
て
は
蔵
を
建
て

て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
深
山
・
本
宿
な
ど
の
場
合
は
、
部
落
に
観
音
様
を
祭
っ
て
あ
る
の
で
、
観
音
開
き
に
な
る
土

蔵
の
扉
を
嫌
っ
て
建
て
な
い
の
だ
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
木
小
屋
は
稲
を
入
れ
た
り
す
る
納
屋
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
囲
炉
裏
が

き
っ
て
あ
っ
て
、
冬
分
な
ど
は
若
衆
た
ち
の
集
会
所
、
わ
ら
仕
事
場
に
な
っ
た
り
、
ま
た
時
に
は
、
山
仕
事
の
「
オ
ト
ギ
」
の
場
所

に
な
っ
た
り
も
し
た
。
籾
戸
は
籾
の
貯
蔵
庫
で
、
本
屋
か
ら
は
独
立
し
て
お
り
、
板
囲
い
の
建
物
で
あ
る
。 

毎
日
の
生
活
の
場
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
安
全
を
念
ず
る
た
め
に
、
様
々
な
俗
信
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
部
を
書
き
あ
げ
て
み
よ
う
。 

 

 

・
家
の
南
側
に
松
や
菊
は
植
え
る
な
（
ナ
ン
を
マ
ツ
、
キ
ク
）
。 

附

属 
建

物 

住

居

に

関 

す

る

俗

信 



 

・
炬
燵
は
刈
り
上
げ
に
か
け
る
と
日
を
見
な
い
で
も
よ
い
。 

 
・
家
の
中
で
口
笛
吹
く
と
泥
棒
が
入
る
。 

 
・
鍋
の
つ
る
を
通
し
て
杓
子
を
と
る
な
。 

 

・
爪
・
鼻
紙
・
縄
を
い
ろ
り
に
く
べ
る
な
。 

 

・
炉
の
周
囲
を
三
遍
廻
っ
て
は
い
け
な
い
。 

 

・
炉
縁
に
き
ず
を
つ
け
る
の
は
親
を
き
ず
つ
け
る
と
同
じ
。 

 

・
山
椒
の
木
は
屋
敷
に
植
え
る
な
。 

 

・
火
を
い
た
ず
ら
す
る
と
寝
小
便
を
も
ら
す
。 

 
 

 
 

 
 

 

『
荒
砥
高
校
社
会
ク
ラ 

ブ
研
究
集
録
』
よ
り 

  


