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｢
飛
躍
の
テ
コ
に
若
い
力
を
｣

大
町
市
が
誕
生
し
て
今
年
で
三
十
周
年
を
迎
え
る

こ
と
に
な
っ
た
｡

市
史
編
さ
ん
､
文
化
公
園
建
設
､
野
球
場
建
設
等

々
､
市
制
施
行
三
十
周
年
を
記
念
す
る
大
型
専
業
が

計
画
進
行
中
で
あ
る
が
､
立
派
に
完
成
す
る
こ
と
を

願
っ
て
や
ま
な
い
一
人
で
あ
る
｡

同
時
に
忘
れ
て
な
ら
を
い
こ
と
は
､
こ
れ
ら
の
形

に
表
わ
れ
る
も
の
と
共
に
､
市
民
の
内
面
的
を
心
の

把
握
と
市
民
意
識
の
改
革
で
あ
ろ
う
｡

わ
が
国
の
高
度
経
済
成
長
の
波
は
､
す
べ
て
が
物

と
金
で
解
決
す
る
と
い
う
舞
う
べ
き
風
潮
を
植
え
つ

け
て
し
ま
っ
た
｡

三
十
年
の
節
目
に
あ
た
っ
て
思
う
こ
と
は
､
ハ
デ

左
お
祭
り
騒
ぎ
に
終
る
こ
と
を
-
､
今
ま
で
の
足
ど

り
を
ふ
り
か
え
り
'
市
の
進
む
べ
き
方
向
を
こ
の
機

会
に
じ
っ
く
り
考
え
て
み
た
い
も
の
で
あ
る
｡

三
十
年
前
に
町
村
合
併
の
原
動
力
と
し
て
､
当
時

の
青
年
団
が
積
極
的
な
役
割
を
果
し
た
こ
と
を
今
感

慨
深
-
想
い
出
す
｡

当
時
の
若
者
は
､
郷
土
の
将
来
像
に
対
し
て
夢
や

希
望
を
語
り
､
日
を
輝
か
せ
夜
を
徹
し
て
熱
っ
ぽ
く

論
議
を
し
た
も
の
だ
っ
た
｡

時
代
を
事
新
し
､
新
し
い
流
れ
を
生
み
出
す
原
動

力
は
'
い
つ
の
世
で
も
若
い
世
代
で
あ
る
｡

若
者
た
ち
の
既
成
の
ワ
ク
組
み
に
班
わ
れ
な
い
発

想
を
大
胆
に
引
き
出
し
､
大
町
市
の
新
し
い
飛
躍
の

活
力
と
し
て
活
か
す
こ
と
を
考
え
ね
は
在
ら
な
い
｡

と
こ
ろ
で
､
大
町
ら
し
い
､
岳
の
町
と
し
て
の
個

性
的
な
も
の
は
何
と
い
っ
て
も
山
岳
博
物
館
で
あ
り
､

こ
れ
を
お
い
て
他
に
は
見
当
た
ら
を
い
｡

か
つ
て
､
大
町
の
青
年
た
ち
の
手
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
た
山
岳
博
物
館
､
今
三
十
余
年
の
苦
難
の
道

を
乗
り
越
え
て
､
一
昨
年
移
転
新
築
の
大
事
業
を
な

し
と
げ
､
名
実
共
に
お
が
国
唯
一
つ
の
山
岳
博
物
館

と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
承
知
の
と

お
り
で
あ
る
｡

こ
れ
ま
で
の
関
係
者
の
地
道
な
努
力
と
着
実
な
歩

み
に
深
く
敬
意
を
表
し
､
こ
れ
か
ら
も
若
い
力
を
吸

引
し
､
市
制
三
十
周
年
を
横
に
山
岳
博
物
館
を
守
り

育
て
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
｡

(
山
岳
博
物
館
協
議
会
委
員
　
宮
田
文
夫
)
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写真1大町高校屋上より北方を望む(180､広角写真)
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図A地上鼠

鰭物情と山

松
本
盆
地
の
風

大
町
か
ら
松
本
に
か
け
て
の
局
地
気
象
の
特
徴
を

風
の
面
か
ら
調
べ
て
み
ま
し
ょ
う
｡
こ
こ
で
は
主
に

山
越
え
気
流
と
'
御
岳
噴
火
時
の
降
灰
分
布
か
ら
考

察
し
た
風
系
に
つ
い
て
述
べ
て
み
ま
す
｡

山
越
え
気
流

北
ア
ル
プ
ス
の
山
列
を
西
に
控
え
て
､
大
町
市
の

上
空
に
は
し
ば
し
ば
山
越
え
気
流
に
よ
る
積
雲
列
が

現
れ
ま
す
(
写
真
-
)
｡
日
本
付
近
の
上
空
は
偏
西

風
が
卓
越
し
て
い
る
の
で
､
山
脈
の
風
下
側
に
は
常

に
山
岳
波
動
が
で
き
て
い
ま
す
｡
波
動
の
規
則
正
し

さ
や
波
動
雲
の
量
は
上
空
の
成
層
の
安
定
の
度
合
い

と
湿
度
に
よ
っ
て
大
き
-
変
わ
り
ま
す
｡
レ
ン
ズ
雲

や
ア
ル
プ
ス
に
か
か
る
二
重
三
重
の
笠
雲
も
波
動
雲

の
仲
間
で
す
｡
ま
た
､
全
天
が
層
積
雲
で
覆
わ
れ
て

袖

　

山

　

隼

　

雄

い
る
の
に
後
立
山
連
峰
の
す
ぐ
東
側
だ
け
は
山
列
に

沿
っ
て
青
空
が
見
え
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
こ

れ
は
山
越
え
し
た
気
流
が
東
へ
移
動
し
っ
つ
一
回
だ

け
下
降
し
上
昇
し
た
た
め
､
下
降
し
た
と
こ
ろ
で
は

温
度
が
上
っ
て
雲
が
消
え
た
か
ら
で
す
｡

写
真
-
の
よ
う
な
典
型
的
な
波
動
雲
は
寒
冷
前
線

通
過
後
に
よ
-
現
れ
ま
す
｡
こ
の
時
大
町
で
は
か
を

り
強
い
　
(
風
速
5
-
日
%
)
北
風
が
吹
い
て
い
る
の

が
常
で
､
艇
福
山
(
繕
新
盤
川
S
h
)
に
登
っ
て
み

る
と
､
後
立
山
連
峰
の
頂
上
に
か
か
っ
て
い
る
も
の

を
含
め
て
6
-
7
本
の
雲
列
が
確
認
で
き
ま
す
｡
大

町
市
街
上
空
に
か
か
る
雲
列
は
市
街
の
真
上
で
南
西

方
向
へ
　
〝
-
〟
　
の
字
形
に
折
れ
曲
が
っ
た
後
､
2
-

3
h
先
で
途
切
れ
る
場
合
が
よ
く
見
ら
れ
ま
す
｡
雲

底
の
標
高
は
約
2
0
0
0
-
2
5
0
0
m
へ
雲
列
の

間
隔
は
約
1
0
-
1
4
山
で
こ
れ
が
波
動
の
一
波
長
に
当

た
り
ま
す
｡
気
象
学
で
は
山
岳
波
動
を
記
述
す
る
と

き
こ
の
波
長
が
最
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
量
で
す
｡

こ
の
よ
う
に
定
常
山
岳
波
が
風
下
に
尾
を
引
-
場

合
と
い
う
の
は
､
対
流
圏
中
層
に
覇
者
な
逆
転
層
が

あ
り
(
大
気
安
定
)
､
下
層
の
風
速
が
小
さ
い
時
に

起
き
る
こ
と
が
ス
コ
ー
ラ
ー
(
英
)
　
の
二
層
モ
デ
ル

で
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
｡

条
件
(
龍
漸
S
梁
琵
g
'
)
に
よ
っ
て
け
山
岳
波

の
振
幅
が
大
き
-
て
､
山
蔭
で
い
っ
た
ん
2
0
0
0

m
位
急
降
下
し
た
後
､
鋭
く
ジ
ャ
ン
プ
す
る
″
は
ね

水
型
乱
気
流
〟
　
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
は
ね
水

の
と
こ
ろ
に
は
ロ
ー
ル
雲
と
呼
ば
れ
る
雲
が
で
き
て

い
ま
す
｡
こ
の
時
山
麓
は
厳
密
な
意
味
で
の
強
烈
を

〝
お
ろ
し
〟
　
に
襲
わ
れ
ま
す
｡
大
町
で
は
風
災
書
を

起
こ
す
程
の
　
〃
お
ろ
し
〟
　
は
稀
で
す
が
'
弱
い
は
ね

本
が
起
こ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
す
｡
こ
れ
に
後
立

山
連
峰
の
地
形
要
因
が
加
わ
り
'
通
常
の
山
岳
波
発

生
時
で
も
か
な
り
強
い
北
風
が
吹
-
の
で
す
｡

後
立
山
連
峰
の
接
線
は
､
日
本
海
か
ら
立
ち
上
り

真
南
に
約
的
血
も
伸
び
て
き
た
あ
と
爺
ケ
岳
か
ら
急

に
西
南
西
に
折
れ
曲
が
り
ま
す
｡
こ
の
た
め
黒
部
渓

谷
は
こ
こ
で
一
気
に
狭
く
な
り
､
多
量
の
空
気
が
爺

ケ
岳
-
五
電
岳
付
近
で
接
線
を
越
す
こ
と
に
な
り
ま

す
｡
積
雲
列
が
大
町
-
木
崎
湖
付
近
の
上
空
に
よ
-

現
れ
る
こ
と
や
大
町
市
街
の
真
上
で
折
れ
曲
が
る
こ

と
は
こ
の
よ
う
な
地
形
に
対
応
し
た
も
の
と
考
え
て

よ
い
よ
う
で
す
｡
波
動
雲
が
見
ら
れ
る
時
の
強
い
北

風
も
地
形
要
因
か
ら
理
解
で
き
ま
す
｡
こ
れ
を
私
た

ち
は
｢
ア
ル
プ
ス
お
ろ
し
｣
　
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
｡

御
岳
火
山
灰
と
地
上
風
系

昭
和
5
4
年
e
l
月
2
8
日
午
前
5
時
2
 
1
分
､
御
岳
山
は

り
で
は
採
取
時
刻
に
2
-
3
時
間
の
ず
れ
が
あ
る
｡

初
日
の
採
取
で
は
長
時
間
動
か
し
て
な
い
自
動
車
の

屋
根
や
橋
の
手
摺
の
上
な
ど
に
積
も
っ
た
も
の
に
限

定
し
た
が
'
砂
陸
が
混
入
し
た
た
め
粒
径
測
定
や
粒

子
数
の
計
測
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
｡
し
か
し
'

採
取
時
に
行
っ
た
空
の
透
明
度
の
観
察
と
合
わ
せ
る

と
'
噴
火
最
盤
期
直
後
の
試
料
と
し
て
十
分
を
価
値

を
持
っ
て
い
る
.
ま
た
､
3
0
日
に
島
1
0
ヶ
所
の
採
取

地
点
に
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
広
げ
て
約
1
5
時
間
放
置

後
に
回
収
し
た
の
で
､
採
取
量
は
少
な
い
が
こ
れ
は

純
粋
を
火
山
灰
に
近
い
と
考
え
て
よ
い
｡
な
お
へ
比

較
の
た
め
御
岳
山
に
近
い
4
地
点
(
開
田
村
の
2
地

点
'
6
･
5
台
目
黒
沢
口
､
木
祖
村
小
木
曽
綱
島
)

有
史
以
来
の
沈
黙
を
破
っ
て

静
か
に
活
動
を
始
め
ま
し
た
｡

噴
火
活
動
は
同
日
1
4
時
1
1
6

時
に
は
最
も
激
し
く
な
り
'

そ
の
後
急
速
に
衰
え
て
1
 
2
月

2
0
日
に
は
噴
煙
も
橿
少
量
と

在
っ
て
一
応
の
終
息
を
見
ま

し
た
｡
以
下
Ⅲ
-
朝
で
は
火

山
灰
サ
ン
フ
ル
採
取
時
の
状

況
や
地
士
風
･
高
層
風
な
ど

を
記
載
し
'
松
本
盆
地
の
風

系
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
ま

す
｡

l

採
取
地
点
と
採
取
日

時
松
本
-
大
町
～
白
馬
-
小

谷
の
直
線
理
駈
0
0
山
の
間
で

約
5
k
m
ぉ
さ
に
採
取
地
点
を

設
定
し
た
｡
こ
れ
ら
の
地
点

は
ほ
ぼ
南
北
方
向
の
一
直
線

上
に
あ
り
､
降
灰
分
布
の
中

心
軸
(
N
0
0
E
)
と
7
0
度
の

角
を
な
し
て
並
ん
で
い
る
｡

採
取
は
噴
火
初
口
の
1
 
0
月
2
8

日
お
よ
び
2
9
日
､
3
0
日
の
3

回
行
っ
た
｡
自
動
車
に
よ
る

移
動
採
取
だ
か
ら
始
め
と
終

●

･

-

･

~

1
細
り
H
m

●

､

晴
O
S

隅
田
N
m
m＼
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図C

鰭物博ど

の
サ
ン
プ

ル
を
入
手

し
た
｡

綱

　

聞

月
2
8
日
の

空
の
透
明

度
と
降
灰

限
界

･
松
本
(
1
8

時
0
0
分
)
-

豊
科
(
1
9

時
3
0
分
)

ダ
ス
ト
ス

ト
ー
ム
の

た
め
月
令

7

･

4

日

一
嶋
　
ノ
　
辱
ー

の

月

が

腕

　

.

.

.

"

_

ド

"

.

-

目

早

.

～

ト

月
に
な
り
輪
郭
が
見
え
な
い
状
態
｡
大
町
高
校
の
森

教
諭
は
豊
科
町
で
1
 
9
時
3
 
0
分
に
こ
の
臨
月
を
写
真
搬

影
し
て
い
ま
す
｡

･
壁
吊
(
1
9
時
3
0
分
)
～
安
曇
追
分

こ
の
約
5
k
m
の
区
間
で
透
明
へ
漸
移
｡

･
松
川
村
細
野
(
2
0
時
3
0
分
)

空
は
全
く
透
明
清
澄
で
月
は
冴
え
を

見
せ
る
｡

0
2
9
日
の
採
取
で
は
､
壁
昂
町
の
東

北
東
4
山
に
あ
る
明
科
町
塔
の
原
に

も
穂
高
町
と
ほ
ぼ
同
量
の
降
灰
が
認

め
ら
れ
た
｡
ま
た
'
池
田
町
南
部
の

渋
田
兄
で
は
大
町
と
同
程
度
の
微
丑

の
降
灰
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
｡

○
火
山
灰
を
顕
微
鏡
で
調
べ
る
と
先

ず
勧
形
の
火
山
ガ
ラ
ス
が
目
を
引
-

(
写
真
2
)
｡
こ
の
火
山
ガ
ラ
ス
は

御
岳
の
膝
元
に
は
皆
無
で
､
松
本
か

ら
北
に
寄
る
と
急
に
含
有
率
が
増
し

白
馬
･
小
谷
に
も
降
下
し
て
い
る
｡

従
っ
て
火
山
ガ
ラ
ス
は
分
級
の
結
集

遠
-
へ
運
ば
れ
た
灰
粒
子
の
代
表
と

考
え
て
よ
い
一
∪

(
2
 
0
時
2
 
0
分
)

㈲
　
地
上
風
と
高
層
風

図
A
を
見
る
と
､
こ
の
南
北
I
o
O
k
m
に
及
ぶ
谷

筋
は
単
純
な
1
-
3
本
の
風
系
に
分
か
れ
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
｡
糸
魚
川
の
海
陸
風
は
白
馬
ま

で
は
入
り
こ
ん
で
い
な
い
｡
2
8
日
1
5
時
-
2
4
時
の
間

に
は
①
白
馬
-
糸
魚
川
､
②
大
町
-
聾
向
､
③
橋
川

(
木
曽
)
-
松
本
-
堅
田
の
三
本
の
風
系
が
あ
る
｡

③
は
穂
高
･
明
科
ま
で
多
量
の
灰
を
運
ん
で
い
る
｡

㈲
に
記
し
た
空
の
透
明
度
の
境
界
(
図
A
の
太
点
線
)

は
②
と
③
の
風
系
か
ら
説
明
で
き
る
｡
松
本
盆
地
の

空
気
は
⑦
と
③
が
合
流
し
て
壁
間
･
明
科
付
近
か
ら

東
へ
吐
き
出
さ
れ
て
い
-
÷
｣
の
収
束
が
強
い
場
合

は
松
本
低
気
圧
と
呼
ば
れ
､
穂
高
町
付
近
で
上
昇
気

流
と
な
り
こ
の
辺
り
た
け
に
雨
が
降
る
こ
と
さ
え
あ

る
｡
①
と
②
の
境
界
は
遠
見
尾
根
付
近
で
､
爺
ケ
岳

-
五
竜
岳
の
陵
線
を
越
え
て
上
空
か
ら
空
気
が
補
給

さ
れ
続
け
て
い
る
:
｣
れ
は
白
馬
発
散
域
(
｢
議
｡
肇

-

料
)
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
が
'
前
述
の
地
形
要

因
に
よ
っ
て
よ
-
説
明
で
き
る
｡

図
B
は
御
岳
山
か
ら
松
本
付
近
の
高
層
風
を
示
し

て
い
る
｡
矢
羽
根
の
向
き
は
風
向
を
､
長
羽
根
一
本

は
e
J
ノ
ッ
ト
'
短
羽
根
は
5
ノ
ッ
ト
の
風
速
を
表
わ

す
｡
直
接
の
観
測
デ
ー
タ
は
無
い
の
で
､
輪
島
･
館

野
･
浜
松
の
観
測
値
か
ら
内
捜
し
て
得
た
値
を
用
い

た
｡
な
お
'
8
5
0
正
面
の
標
高
は
約
1
5
0
0
m

で
､
完
全
に
地
形
の
影
響
下
に
あ
る
の
で
'
局
地
的

に
は
風
向
が
こ
の
図
と
異
な
る
こ
と
を
予
想
す
べ
き

で
あ
る
が
､
一
応
の
平
均
的
を
風
の
場
を
表
し
た
も

の
が
B
図
で
高
る
.
2
8
日
午
後
は
3
0
0
0
m
以
下

で
風
向
s
W
I
脚
･
風
速
o
l
2
0
ノ
ッ
ト
(
7
-
日
S
)

の
風
が
吹
い
て
い
て
'
2
9
日
お
よ
び
3
0
日
と
比
べ
て

南
風
の
成
分
が
大
き
い
こ
と
が
こ
の
B
図
か
ら
わ
か

る
｡
こ
の
高
層
風
と
地
上
風
②
(
大
町
-
穂
高
)
は

風
向
が
1
3
0
度
も
違
っ
て
お
り
両
者
の
間
に
摩
擦

面
(
層
)
が
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
普
段
の
観
測
で
も
大

町
で
は
地
上
風
向
が
N
な
の
に
､
上
層
風
は
雲
の
動

き
か
ら
細
n
で
あ
る
場
合
が
よ
-
見
ら
れ
る
｡

以
上
の
こ
と
か
ら
'
2
8
日
の
大
町
･
白

馬
の
降
灰
に
つ
い
て
は
､
そ
の
移
動
経
路

0
0
脚
の
測
風
気
球
を
放
っ
て
調
べ
た
昭
和
5
8
年
7
月

1
6
日
の
松
本
市
上
空
の
高
層
風
で
す
｡
風
速
ベ
ク
ト

ル
を
南
北
成
分
と
東
西
肢
分
に
分
解
し
て
あ
り
ま
す
｡

こ
の
日
の
7
0
0
中
馬
層
天
気
図
か
ら
､
標
高
3
1

2
0
m
で
は
剛
･
1
2
%
の
風
が
吹
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
ま
す
｡
こ
こ
で
､
北
ア
ル
プ
ス
の
平
均

標
高
を
約
2
8
0
0
m
と
し
て
み
ま
し
ょ
う
｡
図
C

か
ら
標
高
3
3
0
0
m
よ
り
上
空
で
は
風
向
N
W
･
風

速
約
1
0
焼
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
､
高
層
天

気
図
の
デ
ー
タ
と
よ
-
一
致
し
て
い
ま
す
｡
山
蔭
の

露
語
緯
]
,
.
]
端
整
縄

に
挟
ま
れ
て
い
ま
す
ニ
ー
の
よ
う
に
'
山
列
の
東
側

時9

鷹

クー

風膚

2_ ｡孟

と
し
で
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
｡
a
黒
部
渓
谷
に
沿
う
南
西
で
運
ば
れ

て
か
ら
五
竜
岳
付
近
を
越
え
た
｡
b
松
本

盆
地
内
で
北
ア
ル
プ
ス
の
東
側
を
山
列
に

沿
っ
て
吹
く
高
層
の
南
成
分
の
風
に
よ
っ

て
運
ば
れ
た
｡
b
だ
と
す
れ
ば
､
地
上
風

と
高
層
風
を
分
け
る
瑳
擦
面
の
高
さ
や
火

山
灰
移
動
に
寄
与
し
た
S
成
分
の
風
層
の

厚
さ
な
ど
は
別
の
方
面
か
ら
調
べ
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
｡

㈲
　
御
岳
火
山
灰
地
層
の
北
限

今
回
の
噴
火
で
は
火
山
灰
は
S
般
分
の
風
の
影
響

下
で
飛
散
し
た
÷
｣
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
御
岳

火
山
灰
層
の
形
成
さ
れ
る
北
限
は
松
本
盆
地
内
で
は

穂
高
町
の
北
す
な
わ
ち
松
川
村
と
池
田
町
を
結
ぶ
線

だ
と
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
今
回
の
降
灰
分
布

諾
掴
講
絡
膿
纏
螺
窮
望

よ
れ
ば
､
そ
の
中
心
軸
は
最
も
北
寄
り
の
も
の
で
も

N
普
(
鰯
新
羅
宿
営
で
､
ま
た
分
布
北
限

線
(
嵩
紅
組
S
.
)
も
ま
さ
し
-
今
回
の
も
の
と
I
I
致

し
て
い
る
｡盆

地
内
の
気
流
の
立
体
構
造

図
C
は
､
松
本
深
意
高
校
の
気
象
ク
ラ
ブ
が
直
径

I
o
 
N

の
薩
に
主
風
向
と
は
ほ
ぼ
正
反
対
に
近
い
風
向
を
も

つ
層
流
が
存
在
し
て
い
る
例
は
他
に
も
数
多
く
見
ら

れ
ま
す
｡

お
わ
り
に

白
馬
-
松
本
の
谷
筋
を
吹
-
風
に
つ
い
て
調
べ
､

山
岳
波
動
と
大
町
の
北
風
､
発
散
域
･
収
束
域
､
気

流
の
層
構
造
な
ど
局
地
気
象
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

ま
し
た
｡
最
近
は
テ
レ
ビ
で
も
雲
画
像
や
ア
メ
ダ
ス

観
測
網
に
よ
る
降
水
分
布
が
見
ら
れ
る
な
ど
気
象
情

報
の
進
夢
は
著
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
｡
し
か
し
そ

れ
で
も
､
そ
の
土
地
を
愛
す
る
人
で
な
け
れ
げ
見
え

な
い
地
方
的
な
気
象
現
象
が
ま
だ
沢
山
あ
る
の
で
す
｡

(
松
本
深
意
高
校
教
諭
)
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鰭物情と山

こ
と
わ
ざ
歳
時
記

嫁
の
小
さ
い
の
は
三
代
の
不
作青

　

木

　

　

　

治

男
女
は
平
等
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
へ
　
ひ
と
苫
前

は
男
子
は
女
子
に
使
古
し
､
同
じ
女
子
で
も
家
の
中

で
最
下
位
の
者
は
嫁
と
さ
れ
て
い
た
昔
い
ろ
年
端
の

座
位
も
横
座
は
家
長
の
座
と
さ
れ
､
娼
座
(
主
婦
の

座
)
は
主
婦
で
嫁
は
最
下
位
の
座
で
､
奉
公
人
と
同

じ
き
じ
,
少
で
火
の
番
を
す
る
座
と
さ
れ
て
い
た
｡

嫁
を
取
る
こ
と
を
｢
手
が
増
え
る
｣
　
と
い
う
｡
こ

れ
は
農
村
で
は
田
畑
の
野
良
仕
事
を
す
る
た
め
に
､

労
働
力
を
増
す
た
め
嫁
を
迎
え
る
と
い
う
意
が
含
ま

れ
た
言
葉
で
も
あ
る
｡

｢
嫁
の
小
さ
い
の
は
三
代
の
不
作
｣
　
と
い
う
諺
が

あ
る
が
､
体
の
小
さ
い
嫁
は
労
働
力
が
小
さ
く
､
経

済
能
力
が
劣
っ
て
､
三
代
問
も
不
作
に
な
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
戦
前
ま
で
の
農
村
の
嫁
取

り
観
で
あ
る
｡

嫁
取
り
に
は
見
合
と
恋
愛
と
が
あ
る
が
､
見
合
に

は
仲
人
が
必
要
で
あ
る
｡
日
掛
け
と
い
っ
て
風
呂
敷

を
持
っ
て
行
き
､
相
手
が
承
諾
す
れ
ば
風
呂
敷
を
置

い
て
く
る
｡
か
-
し
て
内
諾
が
得
ら
れ
れ
ば
､
智
方

島
正
式
に
お
け
(
同
族
)
の
者
が
仲
人
と
な
っ
て
ふ

-
べ
酒
を
持
っ
て
参
上
す
る
｡
そ
の
ふ
-
べ
酒
を
飲

め
ば
婚
姻
の
成
立
と
な
る
｡
そ
の
折
場
合
に
よ
れ
ば

婚
礼
の
口
を
決
定
す
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
れ
は
奥
信

濃
方
面
の
積
憤
で
あ
る
｡

ま
た
､
結
婚
に
下
仲
人
と
正
仲
人
が
あ
っ
て
､
下

仲
人
の
家
柄
な
ど
が
低
い
と
別
に
正
仲
人
を
立
て
た

が
､
今
は
そ
の
区
別
が
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡

仲
人
は
多
-
の
場
合
二
人
で
､
撃
方
の
仲
人
は
費
の

方
を
､
嫁
方
の
仲
人
島
嫁
方
を
と
話
を
進
め
る
の
が

定
石
で
あ
る
が
､
時
に
は
一
人
の
仲
人
で
取
り
ま
と

め
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
の
場
合
は
も
う
一
人
の
頼
み

仲
人
を
立
て
二
人
に
す
る
｡
下
請
が
あ
る
と
写
真
交

操
へ
　
聞
き
あ
わ
せ
と
い
う
ふ
う

に
進
め
ら
れ
見
合
と
在
る
｡
見

合
は
戦
前
ま
で
は
多
く
は
娘
の

家
で
行
な
お
れ
た
が
､
可
能
性

の
少
を
い
時
は
他
で
行
な
お
れ

た
｡
見
合
を
娘
の
家
で
行
を
う

こ
と
は
手
続
に
な
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
｡
こ

れ
ら
は
安
曇
､
松
本
地
方
の
慣

習
で
あ
る
｡

昔
の
嫁
入
り
の
乗
物
は
立
派

を
定
紋
入
り
の
駕
縄
か
､
美
装

し
た
馬
に
嫁
鞍
を
置
き
そ
の
上

に
大
ぶ
き
姿
の
嫁
が
ま
た
が
り

坐
り
､
綿
帽
子
よ
ろ
し
-
､
｢
し

ゃ
ん
こ
､
し
ゃ
ん
こ
お
駕
範
乗

り
て
が
な
い
か
｣
　
の
感
じ
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
が
明
治
に
な
る
と

か
､
松
明
で
尻
を
叩
き
｢
打
ち
込

む
｣
　
と
い
う
｡
こ
れ
も
出
戻
り
に

な
ら
ぬ
よ
う
と
の
意
で
あ
る
｡
家

に
入
る
前
に
母
親
か
ら
冷
水
を
も

ら
っ
て
飲
む
所
へ
入
っ
た
直
後
塩

水
を
飲
む
所
と
い
ろ
い
ろ
あ
る
｡

家
に
入
る
と
た
た
ち
の
茶
の
間
に

行
き
､
落
ち
着
き
の
キ
ジ
肉
の
お

い
や
(
餅
の
所
も
あ
る
)
を
い
た

ど
-
所
､
勝
手
口
か
ら
上
り
水
こ

が
の
水
を
母
親
か
ら
頂
戴
し
､
炉

(
い
ろ
り
)
　
の
因
り
を
通
り
茶
の

間
に
行
-
所
も
あ
る
｡

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
れ
ら
の
行
事

は
､
早
く
婚
家
の
家
風
に
な
れ
炊

事
万
端
そ
の
家
の
手
の
者
に
な
り

｢
実
家
へ
は
出
戻
り
し
な
い
｣
　
の

願
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し

て
仲
人
の
一
人
が
三
三
九
度
の
盃

の
進
行
を
行
い
へ
　
夫
婦
盃
､
親
子

盃
､
兄
弟
盃
､
親
類
盃
と
進
め
終

っ
て
披
露
宴
'
床
入
れ
で
一
切
が

終
る
｡

(
北
安
郡
詰
編
纂
委
員
)

人
力
車
に
変
り
､
さ
ら
に
自
動
車
に
と
変
っ
た
｡

｢
十
七
､
八
は
嫁
入
り
盛
り
､
七
十
､
八
十
死
に
盛

り
｣
､
明
治
の
頃
ま
で
は
十
七
､
八
歳
の
早
婚
が
多

か
っ
た
｡

嫁
入
り
行
列
が
婚
家
に
近
ず
-
と
､
雄
蝶
､
雌
蝶

の
お
酌
の
男
女
の
子
供
に
迎
え
ら
れ
､
子
供
の
か
ざ

す
松
明
の
間
を
く
ぐ
っ
て
戸
間
口
か
ら
素
に
入
る
｡

脱
い
だ
紙
巻
草
履
(
草
履
は
家
に
入
る
前
に
履
き
か

え
る
)
は
た
だ
ち
に
梯
緒
が
切
ら
れ
て
､
屋
根
の
上

に
扱
げ
上
げ
ら
れ
る
｡
こ
れ
は
実
家
に
は
帰
ら
ぬ
と

い
う
意
で
あ
る
｡
松
明
を
く
ぐ
る
代
り
に
お
酌
の
子

供
の
焚
い
た
火
を
㌢
た
ぐ
所
も
あ
る
｡
火
中
に
立
つ

よ
う
を
苦
労
が
あ
っ
て
も
実
家
に
は
帰
ら
ぬ
と
の
意

で

あ

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

…

が

ら

嫁
御
が
戸
間
口
か
ら
家
に
入
る
時
､
軽
い
麻
結
構

博
物
館
だ
よ
り

ハ
ク
チ
ョ
ウ
飛
来

昨
年
の
1
2
月
3
0
日
､
木
崎
湖
に
ハ
ク
チ
ョ
ウ
が
飛

来
し
ま
し
た
｡
教
は
1
 
0
羽
､
弱
年
1
月
2
0
日
現
在
滞

在
し
て
い
ま
す
｡
種
類
は
'
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
2
羽

コ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
8
羽
で
す
｡

山

と

博

物
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第

　

2
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