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労
働
と
な
ら
わ
し

一
農
家
経
営
と
な
ら
わ
し

1

年
貢
(
上
納
米
)

と
隠
し
田

昔
の
農
民
の
生
活
に
つ
い
て
は
知
る
よ
し
も
な
い
が
、
こ
の
地
域
の
古
老
に
尋
ね

て
み
る
と
、
ず
い
ぶ
ん
お
も
し
ろ
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は

「
年
貢
と
隠
し

田
」

の
話
で
あ
る
。

明
治
以
前
、
す
な
わ
ち
藩
政
時
代
の
農
民
は
、
来
る
年
も
来
る
年
も
城
主
に
納
め

る
年
貢
が
、
あ
ま
り
に
も
高
額
で
年
貢
の
割
高
の
田
を
持
つ
こ
と
が
、
苦
の
種
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
年
に
よ
っ
て
は
そ
の
年
の
と
れ
高
を
全
部
納
め
て
も
、
な
お
足

ら
な
い
時
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
え
年
貢
の
取
立
て
は
厳
し
く
、
言
語
に
絶
し
て
い
た
。

『
あ
る
年
の
暮
れ
の
こ
と
で
あ
る
。
五
郎
太
は
、
他
家
の
手
伝
い
か
ら
帰
っ
て
、
薄
暗

い
い
ろ
り
(
ゆ
る
り
と
も
い
う
)

の
そ
ば
に
む
っ
つ
り
顔
で
疲
れ
た
か
ら
だ
を
よ
こ
た
え

て
い
た
。
妻
の
ト
メ
は
、
い
ろ
り
の
明
か
り
を
た
よ
り
に
、
か
い
が
い
し
く
夕
げ
の
し
た

く
を
し
て
い
る
。
八
つ
に
な
る
む
す
こ
の
太
一
は
、
妹
の
キ
ク
を
背
中
に
お
ぶ
っ
て
、
時

折
、
お
ろ
(
木
の
小
枝
)
を
折
っ
て
は
い
ろ
り
に
く
べ
て
い
た
。
自
在
か
ぎ
(
炉
の
上
か

ら
つ
る
し
て
、
鉄
ぴ
ん
、
な
べ
等
を
か
け
る
道
具
)
に
つ
る
し
て
あ
る
の
は
夕
げ
の
お
か

ず
で
あ
ろ
う
。
湯
気
を
た
て
て
ご
と
ご
と
と
煮
え
た
ぎ
っ
て
い
た
。
い
か
に
も
平
和
そ
の

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
茶
の
間
に
は
何
か
言
い
知
れ
な
い
も
の
が
漂
っ
て
い
た
。

明
日
は
年
貢
米
を
納
め
る
日
で
あ
る
。
日
ご
ろ
明
る
い
性
格
の
五
郎
太
で
は
あ
る
が
、

米
の
収
穫
が
終
わ
っ
た
日
か
ら
、
ど
こ
か
に
寂
し
そ
う
な
暗
い
影
が
さ
し
て
い
た
。
そ
れ

は
、
今
年
納
め
る
上
納
米
が
た
り
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
妻
や
子
供
に

一
五
四

心
配
を
か
け
ま
い
と
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
方
策
を
考
え
て
み
た
。
し
か
し
、
こ
れ
と
い
う

良
い
方
策
は
浮
か
ば
な
か
っ
た
。
上
司
に
事
情
を
話
し
て
年
貢
を
安
く
し
て
い
た
だ
こ
う
。

そ
れ
が
か
な
わ
な
け
れ
ば
、
自
分
が
入
牢
さ
れ
れ
ば
済
む
こ
と
だ
。
そ
う
腹
を
決
め
、
沈

む
気
持
ち
を
と
り
直
し
て
、
楽
し
そ
う
に
夕
げ
の
は
し
を
取
っ
た
。

朝
が
や
っ
て
き
た
。
上
納
米
を
持
っ
て
殿
倉
(
上
納
米
を
納
め
て
お
く
倉
庫
)

へ
と
急

い
だ
。
殿
倉
の
前
の
広
場
で
は
、
数
名
の
役
人
と
大
勢
の
人
夫
が
、
忙
し
そ
う
に
、
右
往

左
往
し
て
い
た
。
五
郎
太
が
着
く
と
、
す
ぐ
に
帳
簿
を
持
っ
た
役
人
と
数
量
を
調
べ
る
役

人
と
人
夫
た
ち
が
、
五
郎
太
の
そ
ば
に
や
っ
て
き
て
上
納
米
の
点
検
を
始
め
た
。
五
郎
太

の
顔
色
は
次
第
に
ろ
う
そ
く
の
よ
う
に
青
ざ
め
て
い
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
検
査
に
当

た
っ
た
役
人
が
、
何
や
ら
二
人
で
話
し
合
っ
て
い
た
が
、
急
に
人
夫
た
ち
に
五
郎
太
の
上

納
米
を
倉
に
納
め
る
よ
う
命
じ
る
と
、
そ
ば
に
い
た
五
郎
太
を
郡
奉
行
の
前
に
引
き
出
し

た
。五

郎
太
は
必
死
に
な
っ
て
、
こ
と
の
成
り
行
き
を
詳
し
く
説
明
し
た
。
奉
行
は
日
を
閉

じ
て
じ
っ
と
五
郎
太
の
話
を
聞
い
て
い
た
が
、
急
に
目
を
開
き
、
哀
れ
む
か
の
ご
と
く

弱
々
し
い
声
で
、
「
入
牢
申
し
つ
け
る
」
と
言
っ
て
、
奥
の
部
屋
に
立
ち
去
っ
た
。
五
郎
太

は
殿
倉
の
近
く
に
設
け
ら
れ
た
留
置
場
に
入
れ
ら
れ
た
。
夕
や
み
迫
る
牢
の
中
で
、
一
人

ぽ
つ
ね
ん
と
坐
し
て
い
た
。

そ
ん
な
こ
と
と
は
知
ら
な
い
ト
メ
は
、
夫
の
苦
労
を
ね
ぎ
ら
う
気
持
ち
だ
ろ
う
か
、
夕

げ
の
ぜ
ん
に
、
ち
ょ
う
し
を
添
え
て
、
今
か
今
か
と
夫
の
帰
り
を
待
ち
わ
び
て
い
た
。
そ

の
時
、
兄
の
牛
之
助
が
、
あ
た
り
を
は
ば
か
る
か
の
よ
う
に
そ
っ
と
家
の
中
に
は
い
っ
て

き
た
。
そ
し
て
五
郎
太
の
入
牢
の
旨
を
伝
え
た
。
ト
メ
の
顔
は
急
に
青
ざ
め
、
気
で
も

狂
っ
た
か
の
よ
う
に
そ
の
場
に
泣
き
伏
し
た
。
兄
が
い
つ
帰
っ
た
の
か
も
知
ら
な
い
ト
メ

は
、
石
仏
の
よ
う
に
、
わ
が
子
を
ひ
ざ
の
上
に
抱
い
て
、
い
ろ
り
の
そ
ば
で
一
晩
中
ま
ん

じ
り
と
も
せ
ず
に
坐
り
続
け
て
い
た
。

夜
の
し
ら
む
こ
ろ
、
ト
メ
は
何
を
思
い
つ
い
た
の
か
、
わ
が
子
を
背
中
に
お
ぶ
っ
て
、

親
せ
き
や
縁
者
の
家
を
走
り
回
っ
た
。
幸
い
ト
メ
の
熱
意
と
五
郎
太
の
人
柄
を
思
っ
て
か
、



や
が
て
、
ト
メ
の
家
に
数
人
の
人
が
集
ま
っ
て
何
や
ら
相
談
を
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
半

時
余
り
の
後
、
急
に
人
の
出
入
り
が
激
し
く
な
っ
て
き
た
。

そ
の
日
か
ら
数
え
て
七
日
目
に
、
兄
の
牛
之
助
と
ト
メ
が
上
納
米
の
不
足
分
を
持
っ
て
、

郡
奉
行
所
へ
と
急
い
で
い
た
。
』

そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
か
ら
、
農
民
は
苦
肉
の
策
と
し
て
、
山
の
奥
の
方
に
田
を

掘
り
役
人
の
目
に
触
れ
な
い
よ
う
に
、
米
を
作
っ
て
年
貢
の
足
し
に
し
た
。

こ
れ
を
隠
し
田
と
称
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
杉

を
植
え
今
で
は
そ
の
姿
を
と
ど
め
て
い
な
い
。

2

年
貢
と
祈
願

上
納
米
は
郡
奉
行
が
決
定
し
た
。
そ
れ
は
奉
行
の
独
断
で
は
な
く
、
庄
屋
が
立

ち
会
っ
て
役
人
と
い
っ
し
ょ
に
、
地
の
利
、
水
利
、
表
土
な
ど
を
克
明
に
調
べ
て
反

当
(
約
一
〇
岬
)
五
俵
で
き
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
こ
の
田
を
二
〇
代
地
と
決
め
、
こ

れ
を
基
準
に
し
て
順
次
査
定
し
て
い
っ
た
。

上
納
米
は
そ
の
年
の
豊
凶
に
か
か
わ
ら
ず
き
め
ら
れ
た
石
高
を
上
納
せ
ね
は
な
ら

な
か
っ
た
の
で
そ
の
年
に
稲
の
病
気
や
害
虫
が
発
生
し
た
り
、
風
害
、
干
害
な
ど
の

被
害
が
あ
っ
た
り
す
れ
ば
当
然
食
糧
が
な
く
な
り
、
想
像
を
も
お
よ
は
ぬ
、
苦
し
い

生
活
を
送
っ
て
い
た
。

今
日
の
よ
う
に
、
科
学
的
な
防
除
の
方
法
を
知
ら
な
い
当
時
の
農
民
が
、
雨
ご
い
、

虫
お
く
り
な
ど
、
神
仏
に
祈
願
を
す
る
行
事
を
考
え
出
し
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。

3

荒
子
・
雑
仕

当
時
の
大
百
姓
は
、
田
地
を
一
町
歩
(
約
一
㌶
)
か
ら
二
町
歩
を
耕
作
し
た
。
余
剰

の
田
地
は
小
作
人
に
当
て
て
作
ら
せ
た
り
広
い
田
地
を
、
家
族
だ
け
で
耕
作
し
た
り

第
三
章

労
働
と
な
ら
わ
し

し
た
の
で
当
然
労
働
力
の
不
足
を
生
じ
た
。
そ
こ
で
考
え
つ
い
た
の
が
、
売
子
・

雑
仕
の
雇
用
で
あ
る
。

『
菊
進
は
熊
進
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
家
が
貧
し
い
の
で
、
日
ご
ろ
世
話
に
な
っ

て
い
る
松
太
郎
の
家
に
あ
ず
け
ら
れ
、
作
男
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た
。
ヨ
ネ
は
文
三

の
長
女
で
あ
る
が
、
や
は
り
家
が
貧
し
い
の
で
、
昨
年
、
松
太
郎
の
家
に
住
み
込
ん
だ
。

菊
進
も
ヨ
ネ
も
、
そ
の
日
か
ら
毎
日
の
よ
う
に
主
人
の
命
に
従
っ
て
松
太
郎
夫
婦
と
一
緒

に
田
畑
に
出
て
働
い
た
。
雨
の
日
は
家
に
居
て
、
菊
進
は
、
わ
ら
細
工

(
い
わ
ざ
と
も
い

う
)

や
薪
わ
り
や
そ
の
他
の
仕
事
に
従
事
し
た
。

ヨ
ネ
は
、
家
事
の
仕
事
を
手
伝
っ
た
。
ま
た
、
冬
は
、
一
年
中
使
う
縄
や
履
き
物
や
俵
、

桟
俵

(
米
俵
の
両
端
に
当
て
る
円
形
の
わ
ら
ぶ
た
)
な
ど
を
作
っ
た
。
ヨ
ネ
は
仕
事
の
暇

に
、
裁
縫
な
ど
を
習
っ
た
。

ふ
た
り
と
も
根
が
ま
じ
め
な
の
で
、
家
の
人
に
か
わ
い
が
ら
れ
た
。
菊
進
は
、
若
い
衆

付
き
合
い

(
と
こ
ろ
に
よ
り
、
若
衆
と
か
、
若
者
と
も
呼
ん
で
い
る
)

の
集
ま
り
に
は
、

必
ず
出
席
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

若
い
衆
の
仲
間
で
も
中
心
的
な
人
物
で
、
当
時
の
若
い
娘
の
、
あ
こ
が
れ
の
的
で
あ
っ

た
。月

日
は
流
れ
た
。
菊
進
は
松
太
郎
の
好
意
で
、
家
を
建
て
妻
を
め
と
っ
て
独
立
し
た
。

そ
の
後
も
、
農
繁
期
に
は
い
つ
も
夫
婦
で
松
太
郎
の
家
の
手
伝
い
に
や
っ
て
き
た
。
い
つ

し
か
彼
の
仕
事
熱
心
と
人
柄
が
認
め
ら
れ
、
経
済
的
に
も
、
政
治
的
に
も
、
地
域
の
重
要

な
人
物
と
し
て
、
信
望
を
一
身
に
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ヨ
ネ
も
、
松
太
郎
の
世
話
で
、

他
家
に
嫁
ぎ
二
男
三
女
に
恵
ま
れ
て
、
幸
せ
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
か
。
』

松
進
と
ヨ
ネ
が
、
住
み
込
む
時
の
契
約
が
、
お
も
し
ろ
い
の
で
参
考
に
記
し
て
お

く
。
当
時
の
契
約
は
、
一
年
ご
と
に
な
さ
れ
て
い
た
。
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○
荒
子
・
雑
仕
の
契
約
条
件

そ 休 現 

要 項 
日 の串 間 

物 支 

年 間 の 給 

他) 給 料 

′.一・〇〇〇・人。一一一・へ 

売 子 

食 二 履 労 米 

○ 働 

事 日 物 衣 俵 

一〇〇〇〇へ〇〇〇〇〇〇ヽ 

雑 仕 

食 二 履 労 米 

○ 働 

事 日 物 衣 俵 

○
こ
の
条
件
は
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
多
少
違
っ
て
い
た
。

○
ま
た
、
祭
日
に
は
、
小
遣
い
銭
を
支
給
し
た
り
晴
れ
着
を
買
っ
て
支
給
し
た
家
も
あ
っ

た
。

4

子
守
り
と
労
働

昭
和
一
〇
年
ご
ろ
に
は
、
ま
だ
学
校
へ
子
供
を
連
れ
て
行
く
生
徒
が
い
た
。

以
前
は
労
働
が
激
し
か
っ
た
の
で
、
子
守
り
を
雇
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
農
家

の
妻
は
大
き
な
労
働
力
と
し
て
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
か
ら
、
子
供
が
生
ま
れ
る
と

子
守
り
を
雇
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
子
守
り
は
、
荒
千
・
雑
仕
と
違
っ
て
金
は
与
え
ず
食
べ
さ
せ
て
年
二
度
ぐ
ら

い
衣
類
を
新
調
し
た
り
(
こ
れ
を
仕
着
せ
と
い
う
)
履
物
を
支
給
し
た
り
す
る
程
度
で
、

雇
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
お
け
る
農
家
は
、
上
流
家
庭
で
も
わ
が
子
が
大
き
く
な
る
と
そ
の
下

の
弟
や
妹
の
子
守
り
を
さ
せ
、
雇
っ
て
い
る
子
守
り
に
は
農
事
の
手
伝
い
を
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
。
当
時
の
田
畑
の
肥
料
は
、
す
べ
て
下
肥
・
き
ゅ
う
肥
(
だ
の
胆
と
も

い
っ
て
、
牛
や
馬
に
草
や
わ
ら
を
ふ
ま
せ
た
も
の
)
刈
り
肥
(
野
草
)
で
あ
っ
た
の
で
、
下

肥
、
き
ゅ
う
肥
、
刈
り
胆
の
運
搬
な
ど
は
重
労
働
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
も
、
子

守
り
の
労
働
が
必
要
で
あ
っ
た
。

一
五
六

あ
と
に
述
べ
る
が
、
田
植
え
終
了
後
二
か
月
ぐ
ら
い
経
過
す
る
と
、
め
ん
つ

(
め

ん
こ
な
ど
と
も
呼
び
、
竹
製
の
弁
当
箱
)
や
こ
う
り
に
御
飯
や
お
か
ず
を
入
れ
山
草
刈
り

に
何
日
も
出
か
け
た
。
こ
の
草
刈
り
に
は
幼
児
も
連
れ
て
行
き
、
子
守
り
に
世
話
を

さ
せ
た
り
、
大
き
い
子
供
に
遊
ば
せ
た
り
し
た
。
だ
か
ら
、
じ
ゆ
う
ぶ
ん
な
世
話
が

で
き
な
い
の
で
、
幼
児
は
、
ブ
ト

(
昆
虫
の
一
種
で
人
間
の
血
を
吸
う
)

に
か
ま
れ
た

り
、
カ
ヤ
で
傷
を
し
た
り
、
時
に
は
夕
立
に
あ
っ
て
、
ぬ
れ
ね
ず
み
の
よ
う
に
な
っ

た
り
、
本
当
に
見
た
目
に
も
か
わ
い
そ
う
で
あ
っ
た
。
ま
た
空
腹
で
泣
き
始
め
て
も
、

高
い
所
で
草
刈
り
を
し
て
い
る
母
が
急
に
は
降
り
て
こ
ら
れ
な
い
の
で
、
子
守
り
が

き
げ
ん
を
と
っ
て
無
理
に
眠
ら
せ
た
り
、
時
に
は
幼
児
が
む
ず
か
る
と
子
守
り
も

困
っ
て
、
幼
児
と
い
っ
し
ょ
に
泣
い
た
り
し
た
。
考
え
て
み
る
と
子
守
の
苦
労
も
、

な
み
た
い
て
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

二

農
耕
と
な
ら
わ
し

水
田
と
な
ら
わ
し

ア

田
植
え
と
共
同
作
業

明
治
年
間
の
田
植
え
は
、
毎
年
旧
正
月
中
に
、
日
取
り
を
決
め
て
い
た
。

こ
の
地
方
の
田
植
え
は
、
い
(
ゆ
い
)
・
こ
う
ろ
く
・
も
や
い
・
お
い
ま
く
り
な
ど

の
方
法
で
、
行
わ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
助
け
合
い
や
共
同
作
業
の
一
種
で
あ
る
。

そ
の
年
の
田
植
え
に
つ
い
て
、
隣
近
所
、
五
戸
か
ら
一
〇
戸
ぐ
ら
い
が
集
ま
っ
て
、

人
数
・
日
取
り
、
そ
の
他
必
要
な
こ
と
に
つ
い
て
、
計
画
を
立
て
て
い
た
。

明
治
初
年
ご
ろ
の
田
植
え
は
、
定
木
植
え
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
植
え
る

人
の
考
え
で
、
み
と
口
付
近
は
株
間
を
近
く
そ
の
他
は
遠
く
植
え
て
い
た
。
だ
か
ら
、

一
枚
の
田
で
、
株
間
が
四
寸
の
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
七
・
八
寸
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。



ゆいでの田植え

俗
に
い
う
自
由
植
え
で
あ
る
。

当
時
の
田
植
え
は
、
す
べ
て
共
同

作
業
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
の
お
も

し
ろ
い
田
植
え
を
紹
介
し
よ
う
。

当
日
田
植
え
の
行
わ
れ
る
場
所
で
、

組
違
い
の
田
植
え
が
行
わ
れ
る
時
は
、

田
植
え
競
争
が
、
行
わ
れ
た
そ
う
で

あ
る
。

隣
の
組
に
負
け
て
は
恥
じ
だ
と

い
っ
て
、
夜
の
明
け
る
の
を
待
ち
か

ね
た
よ
う
に
、
朝
早
く
か
ら
植
え
始

め
る
の
で
あ
る
。
ひ
ど
い
時
は
、
月

田植え定木

い
な
が
ら
植
え
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。

明
治
の
末
期
か
ら
大
正
の
初
期
に
か

け
て
、
こ
の
地
方
で
も
定
木
を
使
う

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
ろ
か
ら
競

争
植
え
も
次
第
に
姿
を
消
し
て
い
っ

た
。
だ
か
ら
、
今
ま
で
と
違
っ
て
、

何
日
も
田
植
え
を
続
け
る
と
、
か
ら

だ
の
疲
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

そ
こ
で
、
疲
れ
を
い
や
す
た
め
に
歌

な
ど
が
と
び
だ
し
て
き
た
。
こ
れ
が

こ
の
地
方
の
田
植
え
歌
の
は
じ
ま
り

で
あ
る
。
そ
の
後
早
乙
女
(
田
植
え

あ
か
り
を
た
よ
り
に
し
ろ
ひ
き
(
田
の
表
面
を
な
ら
す
作
業
)
を
し
た
そ
う
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
朝
の
八
時
ご
ろ
に
昼
食
を
し
て
い
た
と
か
。
こ
ん
な
具
合
い
で
あ
っ
た
か

ら
、
食
事
も
す
わ
っ
て
食
べ
る
者
は
な
く
、
す
べ
て
立
ち
食
い
を
し
た
。
時
間
も
一

〇
分
か
一
五
分
で
済
ま
せ
て
田
へ
で
た
。
だ
か
ら
当
時
の
人
々
は
、
こ
の
は
げ
し
い

田
植
え
の
作
業
を

「
田
植
え
戦
争
だ
」

と
評
し
て
い
た
。
田
植
え
が
隣
の
組
よ
り
早

く
終
わ
れ
ば
、
終
わ
っ
た
方
の
組
が
田
の
あ
ぜ
に
立
っ
て

「
万
歳
」

と
勝
ち
ど
き
の

声
を
あ
げ
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、
田
植
え
が
終
わ
る

と
山
小
屋
と
か
、
い
な
き
場
で
一
杯
や
り
、
上
き
げ
ん
で
民
謡
な
ど
を
歌
っ
た
そ
う

で
あ
る
。

イ

田
植
え
歌

明
治
初
年
ご
ろ
は
、
田
植
え
も
前
記
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
か
ら
、
歌
な
ど
歌

第
三
章

労
働
と
な
ら
わ
し

を
す
る
女
。
た
す
き
を
か
け
、
す
げ
が
さ
を
か
む
る
の
が
当
時
の
習
慣
で
あ
っ
た
)
の
植
え
る

動
作
に
合
わ
せ
て
歌
え
る
よ
う
な
ふ
し

(
曲
)
が
考
え
ら
れ
た
。

『
熊
蔵
は
声
が
美
し
い
の
で
、
そ
の
組
で
田
植
え
が
始
ま
る
と
、
方
々
に
雇
わ
れ
て
田

植
え
の
手
伝
い

(
し
ろ
ひ
き
、
定
木
持
ち
)

を
し
な
が
ら
、
よ
く
歌
を
歌
っ
て
み
ん
な
の

気
分
を
明
る
く
し
疲
れ
を
い
や
し
た
。
そ
の
た
め
か
仕
事
が
は
か
ど
っ
た
。

そ
の
日
も
昼
過
ぎ
に
な
る
と
、
熊
蔵
は
歌
い
始
め
た
。

お
さ
ん
は
い
の
神
は
、
庚
申
様
よ
、

馬
か
ら
降
り
て
、
傘
を
と
れ
と
な
。

(
こ
の
歌
は
、
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
多
少
違
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
次

の
よ
う
な
の
を
載
せ
て
お
こ
う
。
)

チ
ヨ
チ
ヨ
と
鳴
く
ほ
ひ
よ
ど
り
、

鳴
か
ぬ
は
深
山
の
お
し
ど
り
。

一
五
七
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み
ん
な
も
熊
蔵
の
声
に
合
わ
せ
た
り
、
拍
子
を
入
れ
た
り
し
て
、
元
気
よ
く
植
え
続
け

た
。
夕
方
に
な
る
と
疲
れ
も
ひ
ど
く
な
る
の
で
、
歌
詞
を
作
り
か
え
み
ん
な
を
笑
わ
せ
た
。

そ
の
日
も
に
ぎ
や
か
な
う
ち
に
田
植
え
を
終
わ
っ
た
。
』

こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
何
日
か
植
え
、
そ
の
年
の
一
大
行
事
で
あ
る
田
植
え
を
終

わ
っ
た
の
で
あ
る
。

り

お
さ
ん
ば
い
さ
ん

こ
と
ば
の
由
来
に
つ
い
て
は
知
る
由
も
な
い
が
、
そ
の
年
の
豊
年
を
神
に
お
祈
り

す
る
行
事
で
あ
る
こ
と
に
ま
ち
が
い
ぼ
な
い
。
昔
か
ら
こ
の
行
事
は
、
田
植
え
の
時

に
か
な
ら
ず
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
行
事
は
、
田
の
真
申
に
(
水
戸
口
に
お
ろ
す
と
こ
ろ
も
あ
る
)
田
植
え
の
季
節
に

実
の
な
る
木
(
つ
げ
、
な
ん
て
ん
)
を
立
て
、
そ
の
周
囲
に
苗
た
ば
を
寄
せ
そ
の
上
に

お
供
え
物
を
紙
に
包
ん
で
置
き
、
「
今
年
も
米
が
た
く
さ
ん
と
れ
ま
す
よ
う
に
」

と

お
祈
り
を
す
る
行
事
で
あ
る
。
下
直
瀬
地
区
で
は

「
桝
に
一
杯
・
箕
に
一
杯
・
一
歩

(
狭
い
面
の
こ
と
)
に
米
が
七
俵
と
れ
ま
す
よ
う
に
」
と
い
っ
て
、
男
の
人
が
お
祈
り

を
す
る
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
田
植
え
を
し
て
い
る
女
の
人
が
、
そ
れ
に
い
き
あ

た
っ
た
ら
そ
の
女
の
人
が
た
べ
る
な
ら
わ
し
に
な
っ
て
い
る
。

お
さ
ん
は
い
さ
ん
を
お
ろ
す
時
期
や
回
数
は
、
各
地
区
で
ち
が
っ
て
い
る
。
田
植

え
の
最
初
の
日
の
午
前
中
に
、
一
回
だ
け
行
う
所
や
、
田
植
え
を
始
め
て
か
ら
終
わ

る
ま
で
に
、
三
回
行
う
所
も
あ
る
。

供
え
物
も
所
に
よ
っ
て
違
う
が
、
お
い
り
(
米
・
餅
・
大
豆
を
い
っ
て
混
ぜ
合
わ
せ
た

も
の
)
・
柿
・
米
・
い
り
こ
(
小
魚
を
干
し
た
も
の
)
・
菓
子
な
ど
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

一
五
人

工

さ
な
ぼ
り

「
早
苗
上
り
」

と
い
っ
て
、
田
植
え
が
終
わ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
た
。
と
い

う
古
老
も
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
田
植
え
が
終
わ
っ
た
晩
に
米
の
飯
を
た
い

て
、
夕
飯
を
み
ん
な
で
楽
し
ん
だ
。

「
年
貢
と
隠
し
田
」

の
項
で
述
べ
た
が
、
当
時
の
農
民
の
生
活
は
、
言
語
に
絶
し

て
い
た
。
日
常
生
活
に
お
け
る
主
食
は
、
玉
萄
恭
(
と
う
き
び
と
も
い
う
)
・
粟
・

稗
・
芋
な
ど
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
時
は
米
の
飯
は
、
農
民
に
と
っ
て
は
御
馳
走
で

あ
っ
た
。
家
に
よ
っ
て
は
、
酒
も
で
る
し
、
近
い
親
せ
き
な
ど
を
呼
ん
で
、
み
ん
な

の
苦
労
を
ね
ぎ
ら
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

オ

田
休
み
・
虫
お
く
り

今
日
の
八
時
間
労
働
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
。
食
う
た
め
に
当
時
の
人
々
は
、

朝
早
く
か
ら
夕
方
遅
く
ま
で
、
田
に
出
て
働
い
た
の
で
、
そ
の
疲
労
も
ひ
と
し
お
で

あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
地
域
の
田
植
え
が
全
部
終
わ
る
と
、
田
休
み
と
い
っ
て
、

農
家
も
こ
の
日
だ
け
は
御
馳
走
を
作
っ
て
、
一
日
中
、
休
養
を
と
っ
た
。
子
供
た
ち

に
は
、
こ
の
休
み
が
本
当
に
待
ち
ど
う
し
く
ま
た
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

田
休
み
の
あ
く
る
日
に
、
虫
お
く
り
と
い
っ
て
御
輿
を
か
き
、
各
町
内
を
回
り
、

神
の
力
に
よ
っ
て
そ
の
年
の
虫
を
追
い
払
っ
て
五
穀
豊
じ
ょ
う
を
祈
る
行
事
を
行
っ

て
い
た
。
こ
の
行
事
は
、
秋
祭
り
と
違
っ
て
各
戸
か
ら
一
名
ず
つ
出
て
、
最
初
の
組

が
官
出
し
の
行
事
を
行
い
、
自
分
の
町
内
を
回
っ
て
次
の
町
内
に
引
き
継
ぐ
。
そ
し

て
最
後
の
町
内
が
宮
入
り
の
行
事
を
行
い
、
一
日
の
行
事
を
終
わ
っ
た
。

と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、
田
植
え
後
、
二
番
革
ご
ろ
の
晩
、
川
上
か
ら
始
め
て
順
次

川
下
地
区
へ
と
日
を
か
え
て
、
小
集
落
ご
と
に
松
明
に
火
を
つ
け
、
か
ね
太
鼓
を
た

た
い
て
歩
い
た
。
こ
の
行
事
は
多
少
方
法
は
こ
と
な
る
が
、
ど
こ
の
地
区
と
も
、
第



二
次
大
戦
の
は
じ
ま
る
前
(
昭
和
一
〇
年
ご
ろ
)
ま
で
続
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
姿
を

消
し
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
虫
お
く
り
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
太
鼓
を
ド
ン
・
ド
ン
・
ド
ン
と
た
た

く
と
、
か
ね
を
チ
ン
・
チ
ン
・
チ
ン
と
た
た
き
、
そ
の
あ
と
に
松
明
を
持
っ
た
人
が

声
を
そ
ろ
え
て
、
「
稲
の
虫
が
目
を
む
い
た
。
」
と
言
っ
て
歩
き
回
る
こ
と
で
あ
る
。

力

田
の
草
取
り
歌

田
植
え
が
終
わ
る
と
、
そ
の
日
か
ら
数
え
て
一
五
日
ぐ
ら
い
た
っ
た
ご
ろ
に
一
番

草
を
取
る
。
そ
の
後
一
〇
日
か
ら
一
五
日
お
き
に
二
番
草
・
三
番
草
を
取
っ
た
。
こ

の
日
数
は
、
家
に
よ
っ
て
多
少
違
っ
て
い
た
。
ま
た
丁
寧
な
農
家
は
四
番
草
・
五
番

草
を
と
っ
て
い
た
と
か
。

田
の
草
と
り
は
、
夏
の
炎
天
下
に
太
陽
の
光
を
背
に
受
け
て
一
日
中
水
田
を
は
う

仕
事
だ
け
に
、
背
み
の
(
背
に
つ
け
る
み
の
)
を
つ
け
て
作
業
を
す
る
風
景
が
よ
く
み

ら
れ
た
。
特
に
三
番
草
(
と
め
草
と
も
い
う
)
取
り
に
い
た
っ
て
は
、
稲
の
た
け
が
伸

び
て
い
る
た
め
に
、
と
が
っ
た
葉
の
先
で
目
を
突
き
、
そ
れ
が
た
め
に
失
明
し
た
人

さ
え
生
じ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

『
ぎ
ょ
う
も
馬
次
郎
は
、
隣
の
田
の
草
取
り
に
朝
早
く
か
ら
出
か
け
て
い
っ
た
。
す
で

に
草
取
り
の
連
中
が
お
お
ぜ
い
集
ま
っ
て
火
を
か
こ
ん
で
何
や
ら
に
ぎ
や
か
に
話
し
合
っ

て
い
た
。
馬
太
郎
の
顔
を
み
る
な
り
「
今
日
も
良
い
声
を
聞
か
せ
て
や
。
」
と
い
う
も
の
が

い
た
。
そ
れ
ほ
ど
馬
太
郎
は
、
こ
の
地
域
で
は
田
植
え
歌
や
田
の
草
取
り
の
歌
が
じ
ょ
う

ず
で
あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
草
取
り
の
連
中
が
そ
ろ
っ
た
の
を
み
は
か
ら
っ
て
、
世

話
役
が
、
「
今
日
も
み
な
さ
ん
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
」
と
い
う
と
、
次
々
と
田
の
中

に
は
い
っ
て
い
っ
た
。
は
じ
め
の
う
ち
は
話
に
花
が
咲
い
て
、
田
の
草
取
り
も
に
ぎ
や
か

で
あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
た
っ
て
話
し
声
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
こ
ろ
、
馬
太
郎
は
、
こ
ろ

は
よ
し
と
、
美
し
い
声
で
、
「
困
り
ま
す
そ
や
こ
の
田
の
草
は
。
」
と
、
音
頭
を
出
す
と
、

第
三
章

労
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し

み
ん
な
声
を
そ
ろ
え
て
一
斉
に
、
「
せ
り
に
い
が
ら
に
あ
の
馬
針
よ
」
と
、
に
ぎ
や
か
に
歌

い
な
が
ら
つ
ぎ
つ
ぎ
と
、
田
の
草
を
取
っ
て
い
っ
た
。
夕
方
に
は
、
疲
れ
が
で
た
の
か
、

わ
い
せ
つ
も
は
い
っ
て
、
女
の
人
な
ど
は
笑
い
こ
け
な
が
ら
、
に
ぎ
や
か
に
そ
の
日
の
田

の
草
取
り
を
終
わ
っ
た
。
』

な
お
草
取
り
に
前
後
し
て
、
あ
、
ぜ
草
刈
り
や
あ
ぜ
ぬ
り
の
仕
事
が
あ
っ
た
。
こ
の

作
業
を
す
る
と
き
に
は
、
腰
に
か
っ
こ
(
火
す
ぼ
)
を
つ
る
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
作
業
中
に
ぶ
と
(
ぶ
ゆ
と
も
い
う
)
に
顔
・
く
び
・
手
・
足
な
ど
の
血
を
吸
わ
れ
て

か
ゆ
く
て
や
り
切
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ひ
ど
い
時
に
は
、
血
を
吸
わ
れ
た
と

こ
ろ
が
は
れ
あ
が
っ
て
、
医
者
に
い
っ
た
と
い
う
話
も
あ
る
。

2

畑
作
と
な
ら
わ
し

ア

麦

ふ

み

こ
の
作
業
は
、
霜
柱
で
根
が
浮
き
上
が
る
の
を
防
ぐ
の
と
、
伸
び
過
ぎ
を
防
ぎ
、

根
を
は
ら
せ
る
た
め
に
行
う
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
別
と
し
て
、
麦
が
、

七
光
ン
ぐ
ら
い
伸
び
た
こ
ろ
に
行
う
作
業
で
あ
る
。

こ
の
作
業
は
、
一
、
二
月
ご
ろ
の
寒
い
時
に
行
う
。
そ
れ
で
、
タ
オ
ル
で
ほ
お
か

麦の土入れ

む
り
を
し
、
で
ん
ち

(
ち
ゃ
ん
ち
ゃ
ん
こ
)

な
ど
を
着
て
、
手
を

ふ
と
こ
ろ
に
入
れ
、

横
に
な
っ
て
踏
ん
で

ヽ

o

-
∨
くこ

の
作
業
は
、
ほ

と
ん
ど
水
田
や
平
地

一
五
九
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の
畑
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
た
。

イ

妻

焼

き

昔
の
麦
は
、
主
食
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
家
用
の
味
噌
・
醤
油
の
原
料
と

し
て
重
要
な
作
物
で
あ
っ
た
。
し
か
し
現
在
は
た
ば
こ
の
間
作
ぐ
ら
い
で
ほ
と
ん
ど

麦
の
姿
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

稲
が
い
な
さ
に
あ
が
っ
て
し
ま
う
と
、
水
田
の
一
部
(
裏
作
)
や
畑
の
麦
を
ま
く

の
が
当
時
の
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。

こ
の
麦
作
り
で
特
に
お
も
し
ろ
い
の
が
麦
焼
き
で
あ
る
。
こ
の
麦
焼
き
は
、
盛
夏

の
候
に
行
う
仕
事
で
あ
る
。
だ
か
ら
日
中
は
あ
つ
く
て
や
り
切
れ
な
い
の
で
、
作
業

は
、
ほ
と
ん
ど
夕
方
か
ら
始
め
て
夜
間
に
行
わ
れ
た
。

麦
は
、
千
歯
で
は
こ
げ
な
い
の
で
、
穂
だ
け
を
焼
き
取
る
方
法
と
し
て
考
え
ら
れ

た
の
が
麦
焼
き
の
作
業
で
あ
る
。

『
夕
や
み
せ
ま
る
作
業
場
の
周
囲
に
は
、
麦
の
束
が
山
の
よ
う
に
積
ま
れ
て
い
る
。

千
太
は
麦
の
穂
に
火
を
つ
け
た
。
そ
し
て
、
妻
の
ハ
ナ
に
わ
た
す
。
そ
の
火
の
消
え
な

い
う
ち
に
、
千
太
は
す
ば
や
く
次
の
東
を
取
っ
て
火
を
つ
け
る
。
ハ
ナ
は
穂
が
全
部
焼
け

落
ち
た
の
を
み
は
か
ら
っ
て
、
近
く
に
お
い
て
あ
る
お
け
(
水
を
入
れ
て
い
る
)
に
つ
け

て
火
を
消
し
、
お
け
の
む
こ
う
側
に
ほ
う
る
。
そ
し
て
、
千
太
の
持
っ
て
い
る
束
を
も
ら

う
○

こ
う
し
て
二
人
の
共
同
作
業
で
、
一
束
、
一
束
焼
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
千
太
と
妻

の
ハ
ナ
は
、
あ
っ
さ
と
い
そ
が
し
さ
で
や
り
き
れ
な
く
な
る
と
た
び
た
び
休
ん
だ
。
そ
の

た
び
ご
と
に
用
意
し
て
あ
る
、
ひ
や
い
水
を
お
い
し
そ
う
に
飲
ん
だ
。
千
太
と
ハ
ナ
の
顔

は
、
汗
と
ほ
こ
り
で
ま
っ
黒
に
な
っ
て
い
た
。
』

こ
の
焼
き
お
と
し
た
麦
の
穂
を
か
ら
さ
お
で
お
と
し
た
。
こ
の
作
業
も
真
夏
の
こ

ろ
だ
け
に
、
暑
い
上
に
は
し
か
く
て
、
ど
ん
な
に
皮
膚
の
強
い
人
で
も
、
よ
く
あ
せ

二
ハ
○

も
を
た
し
た
そ
う
で
あ
る
。

ウ

と
う
き
び

(
玉
萄
黍
)

は
ぎ

当
時
の
農
村
に
お
け
る
共
同
作
業
の
中
に
は
、
前
述
の
田
植
え
、
田
の
草
と
り
の

ほ
か
に
、
と
う
き
び
は
ぎ
が
あ
る
。

藩
政
時
代
に
は
、
米
を
藩
主
に
九
割
が
た
納
め
て
い
た
の
で
、
農
家
に
と
っ
て
は

麦
と
と
も
に
主
食
と
し
て
と
う
き
び
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
明
治
時
代
に
な
っ
て
も
、
交
通
が
不
便
な
た
め
に
林
産
物
も
安
く
、
一
家
の

経
費
は
米
を
売
っ
て
ま
か
な
っ
て
い
た
。
だ
か
ら
、
生
活
様
式
が
か
わ
っ
た
と
は
い

え
、
ど
こ
の
家
庭
で
も
と
う
き
び
の
ご
飯
を
た
べ
て
い
た
。

そ
ん
な
関
係
で
、
当
時
は
と
う
き
び
を
大
量
に
耕
作
し
た
。

と
う
き
び
は
ぎ
は
、
と
り
入
れ
の
時
に
行
う
作
業
で
あ
る
。
こ
の
作
業
は
、
稲
刈

り
前
の
夜
間
の
作
業
と
し
て
共
同
で
行
わ
れ
た
。

『
よ
う
や
く
秋
も
深
ま
り
、
い
つ
し
か
色
づ
き
か
け
た
稲
穂
は
、
さ
わ
や
か
な
秋
の
風

に
吹
か
れ
な
が
ら
波
う
っ
て
い
る
。
あ
ち
こ
ち
の
畑
に
は
、
と
う
き
び
の
葉
が
、
か
さ
か

さ
と
音
を
た
て
て
鳴
っ
て
い
た
。

こ
の
部
落
に
も
、
数
日
前
か
ら
と
う
き
び
の
取
り
入
れ
が
始
ま
っ
て
い
る
。

こ
こ
牛
蔵
の
家
で
も
、
今
日
は
と
う
き
び
の
取
り
入
れ
の
日
で
あ
る
。
朝
は
や
く
か
ら
、

親
せ
き
の
人
や
近
所
の
人
が
大
、
ぜ
い
手
伝
い
に
き
た
。
牛
蔵
の
家
に
は
、
か
わ
い
い
年
頃

の
娘
が
い
た
の
で
、
手
伝
い
の
人
の
中
に
は
、
若
い
衆
(
若
者
)
が
多
か
っ
た
。
(
当
時
の

風
習
と
し
て
、
そ
の
家
に
若
い
娘
が
い
る
と
、
若
い
衆
が
、
よ
ろ
こ
ん
で
手
伝
い
に
き
た

そ
う
で
あ
る
。
)
ま
た
、
手
伝
い
の
中
に
は
馬
を
つ
れ
て
き
た
人
も
い
た
。
(
こ
れ
は
遠
方

の
畑
か
ら
、
と
う
き
び
を
ほ
ご
や
か
ま
す
に
入
れ
て
運
ぶ
た
め
で
あ
る
。
)

牛
蔵
と
年
株
(
年
長
者
)
で
あ
る
馬
太
郎
が
、
そ
の
日
の
仕
事
の
段
取
に
つ
い
て
話
し

合
い
、
馬
太
郎
は
み
ん
な
を
集
め
て
、
ぎ
ょ
う
の
段
取
を
伝
え
た
。
さ
し
ず
に
し
た
が
っ



トウキどの稲木

て
、
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
分

か
れ
、
あ
ち
こ
ち
の
畑
へ
と
急
ぐ

人
た
ち
に
娘
の
花
江
と
母
の
ス
ギ

と
は
、
愛
そ
う
よ
く
お
礼
を
述
べ

て
い
た
。
に
ぎ
や
か
だ
っ
た
牛
蔵

の
家
の
庭
も
、
急
に
静
か
に
な
っ

た
。
あ
と
に
は
、
花
江
と
ス
ギ
が
残

り
炊
事
場
で
食
事
や
お
や
つ
の
準

備
に
忙
し
か
っ
た
。

家
の
庭
や
軒
下
・
納
屋
に
と
う

き
び
が
山
と
積
み
込
ま
れ
た
昼
過

ぎ
に
は
、
あ
ち
こ
ち
に
分
か
れ
て

い
た
人
た
ち
が
、
三
々
五
々
牛
蔵

の
家
に
か
え
っ
て
き
た
。
花
江
は

トウキビ結束図

交
互
に
積
み
重
ね
、
縄
で
す

ぼ
が
抜
け
な
い
よ
う
に
し
っ

か
り
と
し
ぼ
る
。
す
ぼ
の
数

は
、
片
側
に
八
か
ら
一
二
ぐ

ら
い
に
す
る
の
か
普
通
で
あ

る
。
こ
の
方
法
は
所
に
よ
っ

て
多
少
こ
と
な
っ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

み
ん
な
に
、
湯
茶
や
お
や
つ
を
す
ず
め
て
い
た
。
ひ
と
休
み
す
る
と
、
広
い
庭
に
山
と
積

ま
れ
た
と
う
き
び
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
、
せ
っ
せ
と
皮
を
は
ぎ
だ
し
た
。
ま
た
、
男
衆

の
中
か
ら
二
、
三
人
器
用
な
者
が
選
ば
れ
て
、
い
な
き
に
か
け
る
よ
う
に
何
す
ぼ
か
の
皮

を
、
た
が
い
に
合
わ
せ
て
し
っ
か
り
と
く
く
っ
た
。
(
注
参
照
)
昼
間
、
山
と
積
ま
れ
て
い

た
と
う
き
び
も
大
、
せ
い
の
人
に
よ
っ
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
か
た
づ
け
ら
れ
て
い
っ
た
。
残
り

は
よ
な
べ
に
ま
わ
し
た
。
昼
間
よ
り
人
数
は
減
っ
た
が
、
元
気
な
若
者
た
ち
は
花
江
を
相

手
に
、
に
ぎ
や
か
に
作
業
を
続
け
た
。

あ
く
る
日
牛
蔵
は
隣
の
平
作
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
、
い
な
き
に
と
う
き
び
を
か
け
た
。

牛
蔵
は
、
昨
夜
の
す
ぼ
の
中
か
ら
お
も
し
ろ
い
形
を
し
た
も
の
を
三
個
よ
り
た
し
て
、

恵
比
寿
・
大
黒
さ
ん
に
供
え
た
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
豊
作
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
の
あ
ら

わ
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
』

注

下
図
の
よ
う
に
、
実
の
つ
い
て
い
る
方
を
外
側
に
出
し
、
皮
を
う
ち
側
に
持
っ
て
き
て
、

第
三
章

労
働
と
な
ら
わ
し

こ
の
と
う
き
び
は
ぎ
の
作
業
は
、
大
勢
の
人
が
集
ま
っ
て
お
こ
な
う
だ
け
に
、
話

に
花
が
咲
い
て
と
て
も
に
ぎ
や
か
で
あ
っ
た
。

と
う
き
び
は
ぎ
が
終
わ
る
と
、
あ
ち
こ
ち
の
と
う
き
び
い
な
き
に
か
け
た
。
そ
の

風
景
は
、
ま
た
格
別
で
き
っ
風
景
な
農
村
に
美
し
い
色
ど
り
を
そ
え
て
い
た
。

こ
の
い
な
さ
に
か
け
ら
れ
た
と
う
き
び
を
お
と
す
作
業
は
、
農
村
の
暇
な
積
雪
の

こ
ろ
に
行
わ
れ
た
。
当
時
は
、
長
い
間
い
な
き
に
か
け
て
い
た
の
で
、
よ
く
「
盗
ま

れ
た
」

と
い
う
話
を
、
あ
ち
こ
ち
で
耳
に
し
た
。

こ
れ
を
原
料
と
し
て
作
っ
た
の
か
、
久
万
山
名
産
の
は
っ
た
い
粉
で
あ
る
。

3

山
林
と
な
ら
わ
し

ア

山

焼

き

肥
草
を
刈
り
と
っ
た
あ
と
に
生
え
た
草
や
、
屋
根
が
え
、
炭
だ
わ
ら
に
使
う
萱
を

刈
り
取
っ
た
あ
と
へ
、
火
を
つ
け
て
焼
く
作
業
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
年
の
春
に

行
う
の
が
な
ら
わ
し
で
あ
っ
た
。
そ
の
年
に
、
よ
い
草
や
よ
い
か
や
を
と
る
た
め
の

当
時
の
人
々
の
知
恵
で
あ
っ
た
。

昔
は
、
「
む
た
か
」
と
い
う
、
部
落
の
共
有
の
山
(
山
の
ふ
も
と
に
木
が
あ
る
程
度
で
、

あ
と
は
草
山
で
あ
っ
た
)

に
火
を
つ
け
て
焼
い
た
。
こ
の
作
業
は
面
積
が
広
い
の
で
、

二
ハ
一
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ふ
れ
を
出
し
、
各
戸
か
ら
一
名
ず
つ
出
て
、
火
の
番
に
あ
た
っ
た
。
古
老
の
話
に
よ

る
と
、
焼
く
範
囲
の
広
い
地
区
で
は
、
何
日
も
燃
え
続
け
た
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

こ
の
山
焼
き
は
、
ず
い
ぶ
ん
壮
観
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
明
治
四
〇
年
に
愛
媛
県
知
事
と
し
て
赴
任
し
て
来
た
伊
沢
多
善
男
に

よ
っ
て
、
「
山
林
火
入
れ
禁
止
令
」
が
出
さ
れ
、
山
焼
き
も
許
可
制
に
な
っ
た
の
で
、

そ
の
後
、
こ
の
壮
観
な
山
焼
き
の
光
景
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
組
の

萱
場
焼
き
と
か
、
焼
畑
を
作
る
時
に
、
若
干
そ
の
な
ご
り
を
と
ど
め
て
い
た
。

昭
和
三
〇
年
ご
ろ
食
糧
事
情
も
よ
く
な
り
、
屋
根
も
か
わ
ら
か
ト
タ
ン
を
使
う
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
今
日
で
は
ま
っ
た
く
そ
の
光
景
は
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

イ

焼

畑

日
あ
た
り
の
よ
い
、
比
較
的
傾
斜
の
ゆ
る
や
か
な
場
所
を
選
び
、
そ
こ
に
生
え
て
い

る
草
木
を
切
り
た
お
し
て
お
き
、
そ
れ
が
枯
れ
て
よ
く
燃
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
、

風
の
な
い
夕
方
に
火
を
つ
け
て
焼
い
た
。
そ
し
て
、
次
の
日
に
こ
ぜ
や
ぎ
(
焼
け
残
っ

た
も
の
を
集
め
て
焼
く
)
を
し
て
整
地
し
た
。
こ
う
し
て
で
き
た
畑
を
焼
畑
と
よ
ん

だ
。そ

こ
へ
、
麦
・
と
う
き
び
・
そ
ば
・
大
豆
・
小
豆
な
ど
を
ば
ら
ま
き
に
し
、
そ
の

あ
と
で
く
わ
で
う
ち
お
こ
し
た
。
そ
の
後
は
中
う
ち
を
す
る
程
度
で
、
手
間
を
入
れ

な
い
作
り
か
た
を
し
た
。
こ
の
方
法
は
、
焼
き
土
を
し
た
う
え
に
、
草
木
灰
が
ま

ざ
っ
て
一
、
二
年
は
作
が
よ
く
で
き
た
。

焼
畑
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
土
地
が
肥
沃
で
場
所
が
よ
け
れ
ば
、
山
畑

と
し
て
長
年
作
物
を
つ
く
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
そ
の
あ
と
へ
、
み

つ
ま
た
(
紙
の
原
料
)
や
杉
・
槍
を
植
え
た
よ
う
で
あ
る
。

ウ

木

飯

米

木
飯
米
、
こ
の
こ
と
ば
は
あ
ま
り

聞
か
な
い
だ
け
に
興
味
を
お
ぼ
え
る
。

こ
の
こ
と
ば
は
、
久
万
山
地
方
の
生

活
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

昔
は
一
二
月
か
ら
三
月
ご
ろ
ま
で
、

積
雪
の
た
め
に
家
の
中
に
と
じ
こ

も
っ
て
い
わ
ざ
な
ど
の
仕
事
を
し
た
。

そ
の
た
め
に
、
一
冬
じ
ゅ
う
の
た
き

木
(
暖
を
と
る
た
め
や
、
食
べ
物
の
に

た
き
に
使
う
)

を
用
意
し
て
お
か
な

け
れ
ば
生
活
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
、
当
時
の
人
々
は
ま
き
も
食
糧
と
同
じ
役
割
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、

「
木
飯
米
」

と
よ
ん
だ
の
で
あ
る
。

昔
は
一
年
中
使
う
ま
き
を
家
の
ま
わ
り
に
積
ん
だ
り
、
ま
き
小
屋
を
つ
く
っ
て
、

積
み
込
ん
で
い
た
り
し
た
。
こ
の
ま
き
作
り
は
、
仕
事
の
ひ
ま
な
時
に
行
わ
れ
た
そ

う
で
あ
る
。

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
、
こ
の
ま
き
に
は
三
つ
の
種
類
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
た

き
つ
け
や
急
に
火
力
を
要
す
る
時
に
使
う
お
ろ
(
木
の
小
枝
)
が
あ
る
。
二
つ
め
は
、

こ
ま
ぎ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
日
中
い
ろ
り
で
火
を
た
く
た
め
に
、
ぱ
っ
と
燃
え
て

し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
腕
首
ぐ
ら
い
の
大
き
さ
の
木
を
使
っ
た
。
三
番
目
は
、
い
ろ

り
の
四
方
の
す
み
か
ら
く
べ
る
も
の
で
、
長
さ
七
〇
㌢
ぐ
ら
い
、
直
径
一
〇
非
ン
以
上

の
、
大
き
な
木
を
用
意
し
た
。
こ
れ
を
ぐ
い
ぜ
と
よ
ん
で
い
た
。



エ

肥
草
刈
り

昔
は
、
今
日
の
よ
う
な
化
学
肥
料
が
な
い
た
め
に
、
野
草
を
肥
料
と
し
て
使
っ
た
。

だ
か
ら
、
お
盆
の
休
み
が
終
わ
る
と
家
ご
と
に
家
族
総
出
で
こ
の
肥
草
刈
り
に
出
か

け
た
。

藩
政
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
は
、
む
た
か
(
地
域
共
有
の
山
)

へ
草
刈
り
に

出
か
け
た
が
、
む
た
か
が
な
く
な
っ
て
か
ら
は
、
各
自
の
持
ち
山
や
他
人
の
山
(
契

約
し
て
刈
ら
せ
て
も
ら
う
)

に
出
か
け
た
。

刈
り
取
っ
た
革
は
東
に
し
て
一
カ
所
に
集
め
て
、
く
ろ
(
直
接
、
雨
、
露
に
あ
て
な
い

た
め
に
、
く
い
を
た
て
、
そ
の
ま
わ
り
に
草
束
を
積
み
あ
げ
た
も
の
)

に
積
ん
だ
。

肥
草
刈
り
は
、
容
易
な
ら
ぬ
作
業
で
あ
っ
た
。
今
日
の
よ
う
に
、
地
下
た
び
、
手

袋
な
ど
の
な
い
時
代
で
あ
る
か
ら
、
竹
や
木
の
切
り
株
に
足
を
さ
さ
れ
た
り
、
手
は

か
や
切
れ
を
し
た
り
し
て
み
る
も
み
じ
め
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
こ
の
肥
草

は
相
当
量
(
家
に
よ
っ
て
ち
が
っ
て
い
た
)
い
る
の
で
何
日
も
草
刈
り
が
続
け
ら
れ
た
。

こ
の
肥
草
は
、
春
さ
き
の
山
焼
き
前
や
苗
し
ろ
前
に
持
ち
か
え
り
、
小
さ
く
切
っ

て
田
の
す
み
に
積
ん
で
お
き
、
田
ご
し
ら
え
の
前
に
全
面
に
ふ
り
ま
い
た
。
ま
た
一

部
は
、
畑
の
さ
が
し
胆
と
し
て
使
っ
た
。

4

そ
の
他
の
な
ら
わ
し

ア

い

わ

ざ

い
わ
ざ
と
い
う
の
は
、
わ
ら
細
工
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
年
に
必
要
な
、
た
わ
ら
・
さ
ん
だ
わ
ら
・
な
わ
・
ぞ
う
り
な
ど
が
作
ら
れ
た
。

こ
の
作
業
は
、
農
閑
期
で
あ
る
冬
期
に
主
と
し
て
行
わ
れ
た
。

こ
の
作
業
は
、
藩
政
時
代
か
ら
明
治
、
大
正
の
時
代
を
経
て
、
昭
和
の
初
期
ま
で

続
け
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
当
時
の
人
は
、
こ
の
わ
ら
細
工
に
つ
い
て
は
、
子
供
に
い
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た
る
ま
で
じ
ょ
う
ず
で
、
器
用
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
わ
ら
を
使
う
た
め
に
、
手
が

あ
れ
て
い
た
。
寒
い
季
節
だ
け
に
、
あ
か
ざ
れ
、
ひ
び
な
ど
が
で
き
て
こ
ま
っ
た
そ

う
で
あ
る
。

こ
の
作
業
の
中
で
、
た
わ
ら
や
、
さ
ん
だ
わ
ら
は
わ
ら
の
し
ぶ
を
の
け
た
だ
け
で

作
っ
た
が
、
な
わ
や
、
ぞ
う
り
に
使
う
わ
ら
は
、
水
を
つ
け
て
石
の
上
で
木
の
つ
ち

で
う
ち
、
や
わ
ら
か
く
し
て
使
っ
た
。
時
に
ぞ
う
り
に
は
も
ち
米
の
わ
ら
(
ね
ぼ
り
が

あ
っ
て
強
い
)
を
使
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

若
い
衆
の
集
ま
り
の
時
に
も
、
こ
の
作
業
が
よ
く
行
わ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
若

者
の
ま
つ
ぼ
り
(
外
収
入
)

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

イ

運
ぶ

し

ん

地
域
の
中
央
に
主
要
な
道
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
家
へ
通
ず
る
道
、
山
へ
通
ず
る

道
、
そ
れ
か
ら
、
他
の
集
落
や
村
へ
通
ず
る
道
と
、
数
多
く
の
道
が
あ
っ
た
。
そ
こ

に
は
幾
多
の
橋
も
か
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
姿
は
今
日
も
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
当
時
の
道
は
、
今
日
の
よ
う
に
、
舗
装
な
ど
さ
れ
て
な
い
上
に
、
道
幅

も
狭
く
、
橋
も
、
木
の
橋
や
石
の
橋
が
多
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
道
や
橋
は
、

雨
が
降
っ
て
大
水
が
出
る
と
、
あ
れ
た
り
、
流
さ
れ
た
り
し
た
。
ま
た
、
当
時
は
馬

や
牛
が
多
く
通
っ
た
の
で
、
ひ
ど
い
と
こ
ろ
は
、
あ
る
き
に
く
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

春
と
秋
の
二
回
、
年
中
行
事
と
し
て
定
期
的
に
道
の
修
理
を
し
た
。
こ
れ
を
道
ぶ
し

ん
と
呼
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
は
、
年
一
回
旧
盆
前
に
行
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
地
域
に
よ
っ
て
回
数
や
期
日
は
違
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
道
ぶ
し
ん
の
日
は
、
ふ
れ
を
出
し
、
組
内
総
出
で
労
力
奉
仕
を
し
た
。
こ
の

奉
仕
作
業
は
、
組
長
の
指
示
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
担
さ
れ
た
道
の
修
理
に
あ
た

る
こ
と
で
あ
っ
た
。
藩
政
時
代
に
は
庄
屋
の
命
に
よ
っ
て
特
定
な
と
こ
ろ
だ
け
を

二
ハ
三
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修
理
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
作
業
に
は
地
堀
・
か
ま
な
ど
を
持
参
し
て
、
み

ぞ
を
は
っ
た
り
、
土
や
石
を
入
れ
た
り
、
草
を
刈
っ
た
り
し
て
き
れ
い
に
修
理
し
た
。

こ
の
習
慣
は
今
も
残
っ
て
い
る
。

六
四
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