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長ネギの記憶

ほたる　　斉藤清　作板絵

夏
も
は
じ
め
の
､
あ
る
夜
の
こ
と
だ
っ
た
｡

六
十
を
い
く
つ
か
越
え
て
い
よ
う
か
｡

晩
酌
よ
り
ほ
ん
の
少
し
入
っ
て
､
い
つ
も
よ
り
楽
し
げ
を
お
や
じ
さ
ん
は

｢
ホ
タ
ル
を
と
っ
て
や
る
｣
と
､
衝
は
ず
れ
の
小
川
に
ほ
ど
近
い
畦
道
の
闇

に
消
え
て
い
っ
た
｡

五
分
も
待
っ
た
ろ
う
か
｡

不
意
に
闇
か
ら
現
わ
れ
た
お
や
じ
さ
ん
は
｢
昔
は
こ
う
し
て
十
匹
も
入
れ

て
き
た
も
ん
だ
｣
　
と
､
逆
さ
に
し
た
長
ネ
ギ
の
穂
先
を
手
渡
し
て
-
れ
た
｡

ホ
タ
ル
が
一
匹
だ
け
中
に
い
る
こ
と
は
'
ネ
ギ
が
内
側
の
一
点
か
ら
光
を

得
て
'
エ
メ
ラ
ル
ド
の
よ
う
に
ぼ
ん
や
り
明
滅
し
て
い
る
こ
と
で
容
易
に
判

断
で
き
た
｡

こ
れ
が
私
の
知
る
ホ
タ
ル
の
あ
が
り
だ
ろ
う
か
｡

こ
れ
が
私
の
知
る
ネ
ギ
の
色
だ
っ
た
ろ
う
か
｡

｢
そ
れ
で
も
ホ
タ
ル
は
こ
ん
を
二
才
イ
の
中
で
平
気
を
も
の
か
い
ね
?
｣

お
や
じ
さ
ん
は
そ
れ
に
は
答
え
ず
｢
ほ
れ
見
て
み
い
｣
と
二
コ
ニ
コ
す
る
｡

逃
げ
出
す
で
も
を
-
､
ホ
タ
ル
は
ネ
ギ
の
中
で
元
気
に
光
っ
て
い
る
｡

ネ
ギ
と
ホ
タ
ル
と
お
や
じ
さ
ん
に
､
こ
ん
を
関
係
が
あ
っ
た
こ
ろ
を
私
は

知
ら
な
い
｡

は
じ
め
て
見
る
そ
の
あ
か
り
は
､
し
か
し
今
は
存
在
し
左
い
な
つ
か
し
い

闇
か
ら
も
れ
た
光
の
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
か
っ
た
｡(

大
町
に
て
　
T
･
S
)
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取　締

や富みどころ

長崎の休所で勢揃い出発

昭和27年(1952) 8

鰭物博ど山

北
安
曇
郡
小
谷
村
中
土

大
宮
諏
訪
神
社
の
奴
踊
の
歌

一
`
は
じ
め
に

大
宮
諏
訪
神
社
は
､
信
越
国
境
に
近
い
､
姫
川
流

域
の
小
谷
地
方
の
古
-
か
ら
の
惣
社
で
､
大
町
市
､

北
安
畳
部
下
､
特
に
佐
野
坂
以
北
に
あ
る
有
名
な
社

'
}
▲
I
J
)
.
､

で
あ
る
｡
こ
の
神
社
は
､
中
土
の
中
心
､
中
谷
に
あ

り
､
鎮
座
地
は
す
は
ま
の
字
宮
の
場
と
称
す
る
箇
所

で
'
そ
の
地
学
か
ら
考
え
て
も
相
当
の
古
き
を
も
つ

神
社
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
古
来
か
ら
例
祭
口
は
､

蘭
7

諏
訪
大
社
の
域
外
第
一
の
摂
社
と
い
わ
れ
る
諏
訪
御

r
'
J
S
､
+
事

射
山
穂
塵
の
祭
日
と
同
日
の
旧
七
円
二
七
日
で
あ
っ

た
が
､
現
在
は
新
暦
八
月
二
七
日
に
行
わ
れ
て
い
る
｡

ま
た
､
七
年
に
一
度
ず
つ
行
わ
れ
る
遷
宮
祭
に
は
､

信
越
国
規
ま
で
行
っ
て
の
薙
鎌
打
の
神
事
の
あ
る
こ

と
で
も
名
高
い
｡
祭
典
の
神
事
催
物
と
し
て
は
､
獅

子
舞
と
二
人
の
童
子
に
よ
る
狂
い
拍
子
　
(
一
名
九
静

や
っ
こ
.
ゐ
レ
し
n

千
)
　
と
本
稿
の
主
題
で
あ
る
奴
踊
と
が
あ
る
｡

二
へ
　
取
　
締

奴
蹄
は
､
一
年
一
二
ケ
月
に
ち
な
ん
で
定
め
ら
れ

た
一
二
人
の
奴
で
踊
ら
れ
る
｡
こ
の
踊
る
こ
と
を
振

る
と
い
う
｡
奴
は
神
輿
の
先
導
に
立
っ
て
､
先
払
い

を
す
る
神
霊
警
護
の
役
者
で
あ
る
｡
普
か
ら
の
習
慣

で
祭
典
の
当
日
は
､
長
崎
･
堀
越
･
千
沢
･
高
地
･

く
′
ん
あ
1
･
7
ー
れ

田
中
･
葛
草
道
(
昭
和
二
八
年
(
一
九
五
三
)
現
在
)

青

木

　

　

治

の
各
部
落
か
ら
出
役
す
る
の
が
通
例
で
ぁ
る
｡
奴
は

.
九
J
:
〟
_
乃
ソ

各
日
萌
の
翁
頭
巾
を
破
り
､
背
に
は
確
の
葉
の
大
紋

-
し
･
0
-
↓
序
の
ん
で
-
几

入
り
の
揃
い
の
印
半
縄
に
絞
り
の
半
帯
を
納
め
､
同

じ
舵
の
葉
紋
入
り
の
揃
い
前
垂
掛
を
掛
け
､
木
刀
を

一
本
､
つ
つ
腰
に
た
け
さ
み
'
顔
に
は
飾
髭
を
つ
け
､

赤
艦
に
は
藁
の
大
観
を
結
び
つ
け
､
白
足
袋
に
経
巻

C

-

ら

r

)

草
鞋
が
け
の
服
装
で
あ
る
｡
そ
の
中
の
一
人
が
奴
頭

と
な
る
｡
奴
頭
は
鳥
の
羽
を
頭
に
､
銀
紙
の
短
冊
づ

さ
の
槍
の
長
柄
を
持
ち
､
｢
ヨ
イ
ト
マ
カ
サ
ノ
ヨ
イ
｣

と
掛
声
勇
ま
し
-
'
身
振
り
面
白
-
揃
っ
て
振
り
出

す
｡

.
･
ー
,
曾
と
:
,
∩

こ
の
奴
蹄
は
長
崎
部
落
の
休
所
の
家
を
出
発
､
御

.

I

)

生

J

_

-

し

}

輿
の
御
旅
所
で
あ
る
太
田
家
(
草
か
ら
の
旧
家
､
現

主
は
太
田
清
輝
氏
)
　
の
前
で
､
円
い
輪
を
作
り
'
天

空
の
一
角
を
全
員
で
仰
ぎ
'
腰
の
物
に
手
を
掛
け
'

四
股
を
踏
み
､
神
徳
を
諾
え
る
歌
を
歌
い
､
一
回
で

終
り
出
発
を
ま
つ
｡
神
輿
の
出
発
に
際
し
て
は
､
行

列
に
従
っ
て
進
む
の
で
あ
る
が
､
途
中
沿
道
を
振
り

振
り
進
み
､
掛
声
も
ろ
と
も
神
社
に
入
る
｡
神
社
で

は
獅
子
舞
'
狂
拍
子
､
奴
輔
の
順
番
で
､
規
則
正
し

-
神
前
の
広
庭
で
振
る
を
例
と
し
て
い
る
｡

神
社
の
広
庭
で
は
､
三
回
繰
り
返
し
て
踊
る
の
を

例
と
す
る
｡
ま
ず
､
双
頭
の
掛
声
で
'
｢
ヨ
イ
ト
マ

一
動
作
を
進
め
'
第
二
の
豊
年
祝
の
歌

を
歌
う
｡
更
に
振
り
直
し
､
踏
み
高
し
､

第
三
の
時
局
に
関
す
る
歌
､
社
会
楓
刺

の
歌
を
歌
-
つ
て
終
る
｡

三
､
奴
寵
の
歌
に
つ
い
て

こ
の
奴
朋
の
歌
は
､
昭
和
二
〇
年

(
.
九
五
五
)
　
頃
ま
で
に
､
一
　
三
歌

殻
さ
れ
て
お
り
､
そ
の
う
ち
五
六
歌
は

一
冊
の
帳
面
に
ま
と
め
て
詰
さ
れ
て
い

る
｡
一
歌
一
歌
の
作
歌
年
代
の
詳
細
は

不
明
で
あ
る
が
､
そ
の
整
理
書
き
写
し

た
年
代
に
つ
い
て
は
､
宝
麿
　
二
七
五

-
六
三
)
で
あ
る
と
の
伝
承
が
あ
る
｡

そ
れ
は
昭
和
二
八
年
現
在
小
谷
村
中
土
､

長
崎
の
柴

カ
サ
ノ
ヨ
イ
｣
　
と
振
り
出
し
て
振

り
､
振
り
揃
う
頃
を
見
計
ら
っ
て
'

奴
頭
は
長
柄
の
槍
を
立
て
て
身
構

え
､
神
前
に
向
か
っ
て
大
声
で
､

｢
マ
オ
オ
ス
　
(
申
す
)
｣
と
い
う
｡

こ
の
と
き
､
奴
は
奴
頭
の
身
振
り

な
ヽ
｣
つ

に
倣
い
､
腰
の
木
刀
に
手
を
あ
て
､

腰
を
す
え
て
､
天
の
一
角
を
睨
ん

で
四
股
を
踏
み
､
第
一
の
奴
歌
､

神
徳
を
讃
え
る
歌
を
歌
う
｡
終
っ

て
ま
た
振
り
直
し
､
踏
み
直
し
､
同

田
松
男
氏
(
現
在
は
松
本
市
在
住
と
の
こ
と
)
　
の
祖

先
高
橋
三
郎
兵
衛
が
書
き
写
し
た
も
の
だ
と
い
う

(
柴
田
寅
吉
氏
談
)
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
等
者
考
証

の
結
果
'
宝
暦
よ
り
後
れ
て
文
政
年
間
(
一
八
一
八

-
二
九
)
以
後
に
書
き
写
さ
れ
た
こ
と
が
ほ
ぼ
判
明

し
た
｡
残
り
の
五
七
歌
は
一
貫
ず
つ
'
毎
年
祭
礼
の

折
に
作
歌
し
歌
わ
れ
'
そ
の
ま
ま
端
紙
で
年
代
順
に

重
ね
て
綴
じ
て
保
管
さ
れ
た
ら
し
い
｡
極
め
て
不
用

意
､
不
完
全
を
保
管
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
毎
年

年
号
が
付
け
ら
れ
た
の
は
明
治
二
七
年
(
一
八
九
四
)

以
後
で
あ
る
が
､
全
部
端
紙
に
記
さ
れ
て
い
た
｡
お

そ
ら
-
祭
典
の
と
き
､
読
み
な
が
ら
歌
っ
た
も
の
を

そ
の
ま
ま
綴
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
当
時
北

安
曇
郡
誌
民
俗
部
門
を
担
当
し
て
い
た
筆
者
(
当
時

大
町
南
高
校
在
職
)
は
､
同
僚
福
沢
武
一
氏
(
北
安
曇

諸
民
俗
部
門
方
言
担
当
)
　
の
応
接
を
得
､
柴
田
氏
よ

り
端
紙
の
歌
を
借
り
整
理
､
一
覧
化
し
た
の
が
北
安

思
誌
(
第
五
巻
近
現
代
の
第
五
章
祭
と
民
俗
芸
能

大
宮
諏
訪
神
社
)
　
の
奴
歌
(
一
二
一
六
-
二
六
頁
)

で
あ
る
｡

四
､
奴
寵
の
歌
の
社
会
史
的
考
察

次
に
若
干
の
歌
を
選
ん
で
考
察
す
る
｡

①
松
尾
山
　
大
明
神
の
か
い
ち
う
よ
-

谷
豊
年
と
さ
け
い
わ
い

松
尾
山
道
始
め
て
作
り
た
る
時
　
文
化
一
一
年
戌

年

松
尾
山
は
中
谷
の
奥
､
中
谷
川
の
最
上
流
(
松
尾

川
)
'
文
化
一
一
年
(
一
八
一
四
)
は
甲
枝
で
あ
る
｡

山
道
の
開
通
で
森
林
資
源
の
伐
出
し
が
可
能
と
在
り
'

村
中
の
お
祝
ご
と
で
あ
る
｡
谷
豊
年
と
酒
で
祝
っ
た

と
い
っ
て
い
る
が
､
こ
の
地
方
で
は
､
文
化
四
年
､

六
年
､
一
〇
年
は
大
凶
作
の
打
ち
つ
づ
い
た
年
で
あ

り
､
文
化
一
一
年
の
春
に
は
､
大
町
組
松
崎
村
(
現

大
町
市
社
松
崎
)
　
の
高
橋
佐
五
兵
衛
は
､
籾
二
百
俵

を
小
谷
四
ケ
庄
(
佐
野
坂
以
北
)
　
ニ
　
ケ
村
に
出
し

て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
年
の
祭
典
の
と
き
は
､
山

道
も
で
き
'
収
穫
の
見
通
し
も
つ
い
た
の
で
､
谷
豊

年
と
歌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

②
さ
る
年
き
た
る
作
神
は
　
あ
っ
さ
ぬ
る
さ
の
湯
に

入
り
で
　
あ
と
や
さ
さ
や
の
花
あ
そ
び
　
谷
豊
年
の

祝
い
か
な

こ
れ
は
へ
　
あ
っ
湯
始
年
､
又
は
大
宮
の
ご
せ
ん
ご

下
せ
ん
ご
に
い
た
し
､
又
は
あ
と
や
さ
き
や
の
出
入

あ
り
候
と
き
の
う
た
在
り

こ
の
申
年
は
'
壬
中
の
文
化
九
年
二
八
二
一
)

▲
の
つ
ゆ

と
推
定
で
き
る
｡
あ
っ
湯
始
年
と
あ
る
の
は
､
熱
湯

を
始
め
た
年
の
意
味
で
あ
る
｡
熱
湯
は
小
谷
温
泉
の

熱
湯
の
こ
と
で
あ
る
｡
谷
豊
年
と
歌
っ
て
い
る
が
､

六
年
の
凶
作
か
ら
三
年
も
経
過
し
て
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
､
谷
豊
年
と
も
歌
い
得
た
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
と

き
熱
湯
が
開
か
れ
､
湯
の
権
利
問
題
で
元
湯
と
の
間

に
紛
争
が
生
じ
､
訴
訟
問
題
に
ま
で
発
展
し
た
の
で
'

村
人
の
話
題
と
な
り
､
好
奇
的
関
心
か
ら
牧
歌
に
取
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鰭物請と山
l
｣
J

(
ソ
一

〇
〇

〇
人
-

99③

り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

③
常
法
寺
　
か
ね
の
ひ
び
き
で
目
が
さ
め
て
　
百
姓

や
ん
こ
を
ぶ
っ
と
し
こ
こ
は
千
国
の
寺
せ
き
所
　
き

ど
を
ぶ
た
れ
て
止
め
ら
れ
て
　
あ
と
は
千
国
の
こ
う

め
･
フ
よ

こ
の
歌
は
､
騒
動
の
歌
､
小
谷
村
々
千
国
ま
で
百

姓
出
候
所
を
､
寺
と
せ
き
所
と
き
ど
を
う
ち
脅
申
候

小
谷
騒
動
は
文
政
八
年
(
一
八
二
五
)
｡
こ
の
歌

は
騒
動
の
歌
と
あ
る
｡
文
政
八
年
の
こ
の
地
方
の
騒

み
の

動
に
は
､
佐
野
坂
を
南
に
越
し
た
赤
蓑
騒
動
と
､
千

国
道
を
北
に
出
た
も
の
と
が
あ
る
｡
前
者
は
同
年
一

二
月
一
四
日
に
神
域
を
出
発
し
､
一
五
日
に
は
大
町
･

池
田
'
一
六
日
に
は
､
穂
高
･
新
田
(
豊
科
町
)
を

経
て
飯
田
(
豊
科
町
高
家
区
)
で
退
散
し
て
い
る
｡

後
者
は
一
八
日
に
起
り
､
北
に
向
っ
て
い
る
が
'
こ

の
一
隊
は
千
国
番
所
と
北
隣
の
常
法
寺
の
和
尚
に
お

さ
え
ら
れ
退
散
し
て
い
る
｡
従
っ
て
､
こ
の
歌
の
作
ら

れ
た
の
は
文
政
一
一
年
(
一
八
二
八
)
　
か
一
二
年
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
る
｡
恐
ら
く
騒
動
の
始
末
処
置
が

一
応
終
り
､
満
役
人
か
ら
叱
ら
れ
老
い
時
期
が
来
た｢

･

つ

頃
を
見
計
っ
て
'
ま
た
奥
の
奥
底
に
残
っ
て
い
た
諺

･
小
-
冗

伯
を
吐
露
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

④
太
田
も
小
田
も
　
山
田
の
い
ね
も
み
い
り
よ
-

横
川
か
け
て
俵
と
る
べ
し

こ
の
歌
を
歌
っ
た
後
で
､
奴
達
一
同
は
太
田
家
の

庄
屋
の
家
に
呼
び
出
さ
れ
､
大
変
叱
ら
れ
た
と
の
伝

承
が
あ
る
｡
太
田
家
･
山
田
家
･
横
川
家
･
田
原
家

(
倭
)
は
､
中
谷
村
の
村
役
人
筋
の
家
で
あ
り
､
大

地
主
で
も
あ
る
｡
村
人
達
は
生
活
の
苦
し
み
へ
租
税

丸
を
　
お
そ
れ

か
ら
の
重
圧
へ
地
主
へ
の
羨
望
か

ら
､
彼
等
を
諷
刺
し
た
の
で
あ
ろ

う
｡
叱
ら
れ
た
と
き
の
申
し
開
き

に
は
､
他
意
は
な
い
､
た
だ
豊
年

を
祝
い
､
谷
の
繁
昌
を
歌
っ
た
の

で
あ
る
と
申
し
開
き
を
な
し
て
許

さ
れ
た
と
い
う
｡
当
時
の
村
人
達

の
生
活
の
窮
状
が
思
い
や
ら
れ
る
｡

以
下
は
明
治
以
降
の
戦
争
に
関

す
る
も
の
で
あ
る
｡

⑤
日
本
は
ひ
か
り
か
が
や
-
日
の

朝
鮮
･
清
国
は
台
湾
と
ら
れ
て
ち

や
ん
ち
ゃ
ん
は
今
の
心
は
は
ち
の
声

明
治
二
八
年
日
清
戦
争
が
終
結
し
'
朝
鮮
に
お
け

る
日
本
の
主
導
権
へ
台
湾
の
領
有
な
ど
で
国
民
の
得

意
の
場
面
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

⑥
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン
露
助
は
馬
鹿
者
よ
　
戦
う
ご
と
に

全
滅
で
　
光
り
輝
-
日
の
丸
は
　
戦
地
は
海
陸
受
取

り
で
　
講
和
は
す
み
で
天
下
泰
平

明
治
三
八
年
二
九
〇
五
)
　
の
祭
典
の
と
き
の
も

の
｡
日
露
戦
争
の
戦
勝
に
酔
っ
た
国
民
感
情
が
よ
-

出
て
い
る
｡

⑦
事
変
に
て
　
数
多
の
勇
士
出
征
し

武
運
長
久
こ
こ
か
し
こ
　
析
顕
し
ま
す
よ
氏
神
へ

日
華
事
変
の
勃
発
は
昭
和
二
一
年
七
月
七
日
で
あ

っ
た
か
ら
､
八
月
二
七
日
の
祭
典
に
は
'
多
-
の
兵

隊
の
出
征
が
次
々
と
村
々
か
ら
出
て
､
盛
ん
に
祈
願

に
来
て
い
る
｡
な
お
､
清
洲
事
変
の
当
時
に
は
､
戦

争
に
関
す
る
作
歌
は
老
い
｡

⑧
昭
和
二
〇
年
(
一
九
四
五
)

ぱ
く
だ
ん
で
　
戦
災
死
傷
九
百
万

仇
と
に
ら
む
ぞ
九
千
万
　
必
ず
打
つ
ぞ
大
和
魂

こ
の
年
八
月
一
五
日
降
伏
､
二
七
日
の
祭
典
の
際

の
奴
歌
で
あ
る
｡
ま
だ
強
い
反
揆
心
を
示
し
て
い
る
｡

原
子
爆
弾
の
惨
禍
も
歌
い
こ
ん
で
い
る
｡

以
下
､
郷
土
の
事
件
や
社
会
事
象
の
動
き
に
関
す

る
も
の
を
ま
と
め
て
載
せ
､
村
人
達
の
生
活
態
度
や

感
情
の
動
き
を
み
る
こ
と
に
す
る
｡

⑨
明
治
三
三
年
(
一
九
〇
〇
)

↓

の

†

■

事

さ
て
も
出
来
た
る
東
橋
　
な
ん
ば
ん
鉄
の
つ
り
橋
よ

二
年
が
か
り
の
二
度
つ
り
て
　
奴
は
あ
き
れ
て
ま
ん

は
ち
よ

京
橋
は
北
小
谷
と
中
土
に
入
る
関
門
の
橋
､
姫
川

に
架
け
ら
れ
た
近
代
的
な
初
め
て
の
橋
で
､
村
中
こ

ぞ
っ
て
喜
ん
だ
様
子
が
よ
-
表
現
さ
れ
て
い
る
｡
交

通
不
便
な
土
地
で
あ
る
上
に
､
こ
の
地
方
の
交
通
を

遮
断
し
て
い
た
姫
川
へ
の
架
橋
で
あ
る
か
ら
､
そ
の

感
情
が
特
に
強
く
表
現
さ
れ
て
い
る
の
も
無
理
が
な

ヽ

_

　

○

-
.
Y⑲

大
正
元
年
(
一
九
一
二
)

年
を
ま
た
が
り
大
満
水
　
山
橋
と
う
に
お
し
流
し

原
野
田
畑
大
ぬ
け
よ
　
氏
神
様
の
御
利
益
で

あ
ま
た
氏
子
は
息
災
に
　
残
り
の
作
は
豊
年
よ

こ
の
地
方
は
地
す
べ
り
の
常
習
地
帯
で
あ
る
｡
ぬ

け
と
は
地
す
べ
り
の
こ
と
で
あ
る
｡
明
治
四
四
年

ひ
､
え
▲
だ

(
一
五
二
)
八
月
八
日
午
前
一
時
頃
､
稗
田
山
が

崩
落
し
て
浦
川
に
押
し
出
し
へ
外
沢
区
に
衝
突
し
､

姫
川
を
遮
断
し
て
一
大
湖
水
を
現
出
せ
し
め
'
翌
年

ま
で
一
ケ
年
間
､
舟
三
股
も
浮
ん
だ
と
い
う
｡
｢
年
を

ま
た
が
り
大
満
水
｣
と
そ
の
時
の
様
子
を
歌
っ
て
い

る
｡
石
坂
で
は
埋
没
四
戸
'
行
方
不
明
二
二
人
､
牛

馬
の
死
二
頭
と
い
う
惨
害
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
を
崩
落

翌
年
の
奴
歌
に
し
た
の
で
あ
る
｡

⑪
夫
正
五
年
(
一
九
一
六
)
八
月
二
七
日

-
_
し
人
い
し
よ

愈
々
蚕
も
高
価
に
て
　
茶
の
間
も
寝
床
も
金
貨
に
銀

+
ぐ
つ

貨
　
光
の
輝
ぞ
く
〈
〈
と
　
奴
も
紙
幣
で
目
を

つ
く
か
　
氏
子
息
災
風
ま
つ
り

第
一
次
世
界
大
戦
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
景
気
は
､
日

本
の
養
蚕
業
を
異
常
に
発
達
せ
し
め
た
｡
特
に
長
野

県
の
養
蚕
景
気
は
ず
ぼ
ら
し
か
っ
た
｡
茶
の
間
も
寝

室
も
住
宅
全
体
を
蚕
室
に
し
て
､
養
蚕
に
励
ん
だ
村

人
達
の
養
蚕
景
気
が
巧
み
に
歌
わ
れ
て
い
る
｡

⑲
昭
和
五
年
(
一
九
三
〇
)

近
年
は
　
太
さ
つ
小
ざ
つ
の
銭
も
在
-

中
谷
村
社
の
氏
子
ど
も
　
繭
は
安
-
て
勇
気
な
し

世
界
的
な
不
景
気
が
大
正
の
終
り
か
ら
昭
和
初
年

に
か
け
て
や
っ
て
き
た
｡
特
に
蚕
は
致
命
的
へ
　
そ
れ

で
も
養
蚕
を
し
を
け
れ
ば
な
ら
な
い
農
村
の
運
命
｡

そ
の
不
景
気
に
直
面
し
た
山
村
の
状
態
が
よ
-
表
現

ヽ
ふ

さ
れ
て
お
り
､
村
人
達
の
沈
滞
振
り
も
よ
-
わ
か
る
｡

⑲
昭
和
二
三
年
(
一
九
四
八
)

イ
ン
フ
レ
は
　
益
々
あ
が
る
税
金
に
　
民
苦
し
め
て

闇
の
夜
　
明
る
さ
御
代
を
神
か
け
て
　
祈
る
心
の
せ

つ
を
き
よ

終
戦
後
の
無
秩
序
を
世
相
を
巧
み
に
表
現
し
て
い

る
｡
闇
相
場
へ
　
イ
ン
フ
レ
の
進
行
､
国
民
生
活
の
苦

し
さ
な
ど
余
す
と
こ
ろ
が
を
い
｡

⑭
昭
和
三
〇
年
(
一
九
五
五
)

押
し
ょ
せ
る
　
デ
フ
レ
に
あ
え
ぎ
百
姓
は
　
と
ら
ぬ

狸
の
皮
算
用
　
予
約
集
荷
で
青
田
売
り
　
御
神
酒
の

代
を
先
払
い

農
山
村
の
経
済
･
政
策
に
対
す
る
批
判
も
誠
に
厳

し
い
｡

以
上
で
と
ど
め
る
が
'
そ
の
他
神
社
の
昇
格
へ
鳥

居
の
建
設
､
校
庭
の
拡
張
､
校
舎
の
建
設
'
造
田
橋

の
架
橋
､
小
谷
温
泉
行
バ
ス
の
開
通
､
村
政
､
村
の

汚
職
事
件
を
ど
取
り
上
げ
て
巧
み
に
奴
歌
に
し
て
い

る
｡
こ
れ
等
を
一
連
に
並
べ
る
と
'
村
の
お
よ
そ
の

歴
史
が
わ
か
る
｡

北
安
曇
郡
誌
編
纂
委
員

住
所
-
穂
高
町
有
明
五
九
六
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手作りの山道臭とともに

舵請博ど山

山
と
私
の
道
具

生
れ
つ
き
虚
弱
の
私
を
丈
夫
に
し
よ
う
と
'
山
好

き
の
伯
父
が
よ
-
連
れ
出
し
て
く
れ
た
｡
無
理
せ
ず

楽
し
-
て
'
小
学
校
卒
業
の
時
は
山
好
き
に
な
っ
て

い
た
｡昭

和
二
年
Y
M
C
A
に
就
職
し
'
奇
妙
を
先
輩
と

働
い
た
｡
寄
宿
舎
に
は
山
岳
部
の
大
学
生
が
お
り
､

ザ
イ
ル
や
ピ
ッ
ケ
ル
に
初
め
て
触
れ
､
山
や
探
険
の

本
は
よ
-
読
ん
だ
が
山
へ
は
行
け
ず
､
夜
学
へ
の
往

復
に
足
を
鍛
え
る
ば
か
り
だ
っ
た
｡

そ
の
先
輩
は
世
界
中
を
無
銭
旅
行
す
る
の
だ
と
`

暇
さ
え
あ
れ
ば
､
ス
コ
ッ
ト
や
白
瀬
探
検
隊
の
こ
と

を
熱
っ
ぽ
く
語
り
な
が
ら
酷
寒
地
向
き
の
装
備
一
切

の
手
作
り
を
楽
し
ん
で
い
た
｡
旅
へ
出
た
ら
自
衛
上

大
切
を
こ
と
と
話
し
て
い
た
｡
昔
の
旅
商
人
の
道
具

の
ス
ケ
ッ
チ
も
見
せ
て
く
れ
た
｡
私
は
手
伝
い
な
が

ら
何
時
か
自
分
も
登
山
の
装
備
を
手
作
り
し
た
い
と

考
え
て
い
た
｡
彼
は
道
北
の
漁
場
と
カ
ニ
工
船
で
稼

ぎ
､
カ
ム
チ
ャ
ツ
カ
か
ら
ア
ラ
ス
カ
へ
と
志
し
､
或

日
ふ
っ
と
旅
立
っ
た
｡

私
は
登
山
が
し
た
-
て
退
学
転
職
し
た
｡
夜
行
で

発
ち
､
夜
行
で
朝
帰
り
も
よ
く
し
た
｡
こ
う
な
る
と

｢
山
キ
チ
｣
で
､
町
中
の
山
の
手
に
目
が
誘
わ
れ
る

よ
う
に
在
り
､
登
山
関
係
で
生
涯
を
と
真
剣
に
考
え

た
｡
親
は
猛
反
対
し
､
ま
た
悪
い
こ
と
に
谷
川
岳
の

遭
難
多
発
が
報
じ
ら
れ
た
時
で
､
喧
嘩
ご
し
で
家
を

発
っ
た
も
の
だ
が
､
昭
和
六
年
元
日
に
条
件
付
き
で

許
さ
れ
た
｡
少
年
時
代
に
山
へ
行
か
せ
た
引
け
目
も

あ
り
､
母
が
厭
を
気
分
で
登
っ
て
事
故
で
も
あ
っ
た

ら
と
､
父
を
説
い
た
ふ
し
も
あ
る
｡
条
件
と
は
'
一

佐

久

間

　

正

治

人
で
行
-
こ
と
｡
二
人
で
は
二
倍
､
三
人
で
は
三
倍

危
険
だ
と
の
こ
と
｡
妙
を
理
由
で
は
あ
る
｡
た
が
一

理
あ
る
と
､
以
来
一
人
夢
さ
を
続
け
て
き
た
｡
晴
れ

て
の
山
登
り
は
､
頂
上
ど
こ
ろ
か
天
へ
も
昇
る
喜
び

だ
っ
た
｡

そ
の
年
に
冠
松
次
郎
氏
の
　
量
蔀
』
を
読
み
､
下

廊
下
遡
行
を
実
行
し
た
｡
鋲
靴
､
ピ
ッ
ケ
ル
､
ザ
イ

ル
の
購
入
に
は
苦
労
し
､
お
蔭
で
禁
煙
禁
酒
禁
遊
の

一
生
に
在
っ
た
｡
そ
の
前
か
ら
テ
ン
ト
､
寝
袋
へ
リ
ュ

ッ
ク
等
コ
ツ
コ
ツ
手
作
り
し
て
い
た
｡
登
山
経
済
学

と
の
珍
語
も
で
き
た
不
景
気
の
時
代
で
あ
る
｡
大
宮

か
ら
白
馬
ま
で
新
宿
廻
り
は
速
い
が
､
高
崎
篠
ノ
井

経
由
は
遅
い
｡
し
か
し
一
銭
だ
け
安
く
て
､
徳
用
寝

台
が
あ
る
｡
座
席
の
下
が
空
い
て
い
て
､
長
々
と
楽

に
眠
り
込
め
る
｡
新
宿
か
ら
だ
と
先
客
も
多
い
｡
篠

ノ
井
駅
前
に
は
美
味
い
ソ
バ
と
｢
ソ
バ
粉
の
お
や
き
｣

を
食
わ
せ
る
店
も
あ
る
｡
そ
こ
で
私
は
高
崎
廻
り
を

選
ん
だ
も
の
だ
｡

下
廊
下
へ
の
ル
ー
ト
は
､
宇
奈
月
､
唐
松
､
白
馬

百
蹟
山
越
え
の
他
､
白
馬
錦
ケ
岳
か
ら
中
背
尾
根
下

り
の
新
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
｡
じ
き
に
魔
道
に
な
っ
た

く
ら
い
で
､
こ
こ
を
選
ん
だ
の
か
大
失
敗
た
っ
た
｡

三
〇
k
g
近
い
荷
を
村
営
小
屋
へ
上
げ
て
､
翌
朝
鎚
の

項
上
下
か
ら
の
道
を
安
心
し
て
尾
根
へ
下
り
た
｡
這

松
帯
の
切
り
開
き
で
､
根
の
下
が
雨
で
洗
お
れ
､
網

の
上
の
様
で
フ
ワ
フ
ワ
と
危
険
極
ま
り
な
い
｡
し
ま

っ
た
と
思
っ
た
時
は
引
き
返
し
も
在
ら
ず
､
休
む
所

も
を
-
､
ピ
ッ
ケ
ル
に
布
を
巻
き
逆
に
突
い
て
歩
い

た
｡
七
月
末
の
炎
天
下
､
荷
は
重
く
'
水
も
切
れ
'

汗
も
出
な
く
な
っ
た
｡
春
日
俊
吉
氏
の
本
に
｢
水
音

の
幻
聴
｣
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
谷
へ
下
り
た
い
掻
い

誘
い
と
の
戦
い
も
眼
界
に
近
く
､
二
〇
本
の
ピ
ト
ン
､

カ
メ
ラ
乾
板
'
ア
イ
ゼ
ン
を
棄
て
荷
を
軽
く
し
た
｡

次
に
テ
ン
ト
ポ
ー
ル
や
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
､
鰹
節
を
残

し
､
米
､
昧
胸
も
棄
て
た
｡
意
識
が
膿
鵬
と
し
を
が

ら
､
道
か
ら
外
れ
た
ら
死
ぬ
ぞ
と
自
分
に
言
い
き
か

せ
て
夢
き
､
と
う
と
う
リ
ュ
ッ
ク
を
道
に
請
い
で
逃

げ
､
臼
が
暮
れ
て
泥
水
に
た
ど
り
つ
い
た
｡
祖
父
谷

の
小
屋
番
が
親
切
に
も
粥
を
煮
て
く
れ
､
詑
朝
リ
ュ

ッ
ク
を
と
り
に
出
て
く
れ
た
が
帰
り
は
午
後
に
な
っ

た
｡
近
い
と
闘
い
た
が
え
ら
-
遠
か
っ
た
と
こ
ぼ
さ

れ
､
ひ
ど
く
恥
を
か
い
た
｡
二
日
も
歩
け
ぬ
お
粗
末

だ
っ
た
｡
下
廊
下
は
高
廻
り
も
多
く
'
四
日
目
に
平

小
屋
へ
抜
け
ら
れ
た
｡

こ
の
山
行
で
重
荷
の
疲
労
､
這
松
や
薮
く
ぐ
り
､

壁
に
吊
し
た
桟
道
の
へ
つ
り
等
に
､
リ
ュ
ッ
ク
の
形

が
い
か
に
危
険
を
よ
ぶ
か
身
に
し
み
た
｡
そ
の
頃
洋

画
の
戦
争
も
の
　
｢
火
の
山
｣
で
､
イ
タ
リ
ー
の
山
岳

兵
が
木
製
フ
レ
ー
ム
付
リ
ュ
ッ
ク
で
､
岩
登
り
や
ス

キ
ー
を
す
る
姿
を
見
た
｡
身
に
密
着
し
て
振
ら
れ
な

い
｡
早
速
藤
村
で
作
り
愛
用
し
た
｡
戦
災
で
焼
け
､

戦
後
は
ビ
ニ
ー
ル
管
で
､
次
は
ま
た
藤
材
で
小
型
を

二
つ
作
っ
た
｡

右
脚
負
傷
の
身
膵
者
で
は
'
山
道
具
の
軽
址
化
は

な
お
必
要
た
っ
た
｡
小
屋
泊
り
に
在
っ
た
が
､
万
一

の
時
の
必
要
品
も
含
め
て
五
･
五
k
g
を
限
度
に
し
て

い
る
｡
雨
具
上
下
一
八
〇
g
､
固
型
燃
料
炊
飯
器
二

七
〇
g
､
湯
沸
し
一
二
〇
g
'
改
良
四
ツ
爪
ア
イ
ゼ

ン
二
〇
g
'
三
脚
二
二
〇
g
､
半
切
片
目
十
倍
双

鏡
二
六
〇
g
と
軽
い
｡
コ
ー
ヒ
ー
は
四
分
､
熱
い
味

的
汁
と
飯
が
七
､
八
分
で
で
き
る
の
に
急
ぐ
必
要
も

老
い
｡
服
装
も
､
暑
さ
凌
ぎ
に
半
ズ
ボ
ン
に
も
在
る

ズ
ボ
ン
､
寒
さ
に
は
和
紙
チ
ョ
ッ
キ
九
〇
g
は
役
に

立
つ
｡
実
用
品
軽
亜
化
は
安
全
の
一
条
件
に
な
る
｡

黒
部
の
一
件
後
､
優
れ
た
南
ア
の
案
内
人
と
二
回

歩
き
､
教
え
を
う
け
た
｡
杖
と
下
り
で
の
四
ツ
爪
ア

イ
ゼ
ン
の
効
用
､
ま
た
雨
天
で
の
焚
火
に
つ
い
て
だ

が
､
こ
れ
は
現
在
必
要
な
い
｡
以
来
私
は
山
行
に
杖

と
四
ツ
爪
は
必
ず
持
つ
｡
豊
科
警
察
署
刊
行
の
北
ア

遭
難
概
況
で
､
中
高
年
者
の
増
加
を
読
ん
だ
｡
杖
さ

え
用
い
た
ら
防
げ
た
と
思
え
て
'
街
で
も
使
え
る
登

山
杖
を
手
作
り
し
た
｡
疲
労
は
不
注
憲
と
事
故
に
つ

な
が
る
｡
残
念
を
が
ら
外
国
人
が
主
に
求
め
る
｡
杖

を
嫌
う
の
は
日
本
の
歴
史
に
拠
る
迷
信
で
あ
る
｡
ス

テ
ッ
キ
に
は
芸
術
的
高
級
品
が
あ
る
｡

現
在
山
道
具
は
軽
量
で
優
れ
た
品
が
多
い
が
､
ま

た
軽
量
化
も
考
え
ら
れ
る
｡
手
作
り
同
好
の
方
々
と

交
流
し
､
楽
し
み
た
い
と
考
え
て
い
る
｡
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