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序
章
　
ム
ラ
び
と
の
語
り
を
紡
ぐ

柳
田
國
男
は
『
故
郷
七
十
年
』
の
「
布
川
の
こ
と
」
と
い
う
文
章
の
中
で
、
間
引
き
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る＊1
。「
約
二
年
間
を
過
ご
し
た
利
根
川
べ
り
の
生
活
で
、
私
の
印
象
に
最
も
強
く
残
っ
て
い
る
の
は
、
あ
の
河

畔
に
地
蔵
堂
が
あ
り
、
誰
が
奉
納
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
堂
の
正
面
右
手
に
一
枚
の
彩
色
さ
れ
た
絵
馬
が
掛
け
て

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
図
柄
は
、
産
褥
の
女
が
鉢
巻
を
締
め
て
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
嬰
児
を
抑
え
つ
け
て
い
る

と
い
う
悲
惨
な
も
の
で
あ
っ
た
。
障
子
に
そ
の
女
の
影
絵
が
映
り
、
そ
れ
に
は
角
が
生
え
て
い
る
。
そ
の
傍
ら
に
地

蔵
様
が
立
っ
て
泣
い
て
い
る
と
い
う
そ
の
意
味
を
、
私
は
子
供
心
に
理
解
し
、
寒
い
よ
う
な
心
に
な
っ
た
こ
と
を
今

も
憶
え
て
い
る
」
│
│
。

利
根
川
べ
り
の
生
活
と
は
、
長
兄
松
岡
鼎か
な
えが
医
院
を
開
業
し
て
い
た
茨
城
県
北
相
馬
郡
布
川
町
（
現
利
根
町
）
で
、

柳
田
が
一
三
、
一
四
歳
の
二
年
間
を
過
ご
し
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
少
年
柳
田
の
心
に
焼
き
つ
け
ら
れ
た
間
引
絵
馬

は
折
に
ふ
れ
て
柳
田
の
内
部
で
蘇
生
し
た
。
底
知
れ
ぬ
貧
困
と
そ
れ
ゆ
え
の
人
間
破
壊
を
物
語
る
こ
の
恐
怖
の
図
柄
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が
、
日
本
民
俗
学
の
萌
芽
を
促
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

柳
田
が
利
根
川
べ
り
で
こ
の
絵
馬
を
見
た
の
は
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
か
二
一
年
（
一
八
八
八
）
の
こ
と
で
、

そ
の
頃
、
長
塚
節た
か
しは

、
そ
こ
か
ら
地
続
き
の
鬼
怒
川
べ
り
で
八
、
九
歳
の
少
年
と
し
て
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。

節
は
茨
城
県
岡
田
郡
国
生
村
山
前
（
現
石
下
町
国
生
）
で
豪
農
長
塚
源
次
郎
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。
節
の
代
表

作
と
な
っ
た
『
土
』
は
明
治
四
三
年
（
一
九
一
〇
）
六
月
一
二
日
か
ら
一
一
月
一
七
日
ま
で
『
東
京
朝
日
新
聞
』
に

連
載
さ
れ
、
明
治
四
五
年
（
一
九
一
二
）
五
月
春
陽
堂
か
ら
単
行
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た＊2
。
こ
の
作
品
は
当
地
の
農

民
の
暮
ら
し
や
民
俗
世
界
を
克
明
に
描
い
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

主
人
公
勘
次
も
妻
の
お
品
も
小
作
農
の
貧
し
い
暮
ら
し
に
喘
い
で
い
た
。
お
つ
ぎ
と
い
う
娘
が
一
三
の
時
、
与
吉

が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
お
品
は
ま
た
身
ご
も
る
。
お
つ
ぎ
を
奉
公
に
出
し
て
し
ま
え
ば
生
ま
れ
て
く
る
子
の
守
や
家

の
手
伝
い
も
さ
せ
ら
れ
な
い
。
子
は
産
め
な
い
│
│
お
品
は
堕
胎
を
決
行
し
た
。
│
│
挿
入
し
た
酸ほ
お
ず
き漿
の
根
に
よ
っ

て
軽
微
の
傷
を
作
り
、
そ
こ
か
ら
破
傷
風
菌
が
入
っ
て
、
そ
の
結
果
お
品
は
死
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
描
か

れ
た
堕
胎
こ
そ
、
救
い
が
た
い
貧
困
の
象
徴
だ
っ
た
。

『
土
』
に
描
か
れ
た
民
俗
世
界
を
学
ぶ
た
め
に
石
下
町
国
生
を
訪
れ
た
の
は
、
平
成
七
年
五
月
二
八
日
の
こ
と
だ

っ
た
。
長
塚
節
の
生
家
は
広
い
屋
敷
林
に
囲
ま
れ
た
大
き
な
萱
葺
屋
根
の
家
だ
っ
た
。
そ
の
節
の
生
家
の
東
隣
も
大

き
な
屋
敷
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
長
塚
清
太
郎
さ
ん
（
大
正
七
年
生
ま
れ
）
の
家
だ
っ
た
。
清
太
郎
さ
ん
か
ら
は
こ
の

地
の
様
々
な
民
俗
を
学
ん
だ
。
清
太
郎
さ
ん
の
口
か
ら
は
お
品
が
行
っ
た
よ
う
な
堕
胎
の
話
は
聞
け
な
か
っ
た
が
、

当
地
で
戦
前
ま
で
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
堕
胎
に
つ
い
て
聞
く
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
桑
の
木
の
根
か
ら
出
る

白
い
ヤ
ニ
が
堕
胎
に
効
く
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

酸
漿
と
堕
胎
に
つ
い
て
は
体
験
者
か
ら
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
静
岡
県
伊
豆
の
国
市
大お
お

仁ひ
と

小
字
浮
橋
の
古
屋

み
つ
さ
ん
（
大
正
元
年
生
ま
れ
）
は
九
人
の
子
供
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
中
の
あ
る
子
を
身
ご
も
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
多
く
の
子
宝
に
恵
ま
れ
て
い
た
の
で
、
暮
ら
し
む
き
は
苦
し
か
っ
た
。
夫
（
明
治
四
〇
年
生
ま
れ
）
と
相
談

の
上
、
修
善
寺
の
病
院
に
赴
き
、
中
絶
を
願
い
出
た
。
し
か
し
、
医
者
は
「
こ
ん
な
健
康
な
体
の
人
は
い
な
い
。
も

っ
た
い
な
い
か
ら
産
み
な
さ
い
」
と
言
っ
て
受
け
つ
け
て
く
れ
な
か
っ
た
。
女
と
し
て
、
身
ご
も
っ
た
子
を
生
み
た

く
な
い
者
が
ど
こ
に
あ
ろ
う
。
父
親
と
し
て
生
ま
れ
て
来
る
子
に
期
待
を
か
け
な
い
者
が
ど
こ
に
い
よ
う
│
│
日
本

の
近
代
は
こ
う
し
た
思
い
を
踏
み
に
じ
る
と
こ
ろ
に
立
場
を
据
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
家
に
帰
っ
て
医
者
の
言
葉
を

夫
に
伝
え
る
と
、
夫
は
苦
悶
の
末
、
田
中
山
へ
行
っ
て
酸
漿
の
根
を
掘
っ
て
持
ち
帰
り
、
み
つ
さ
ん
に
こ
れ
を
煎
じ

て
飲
ん
で
く
れ
と
呟
い
た
。
こ
の
地
で
は
酸
漿
の
根
は
「
子
ハ
ラ
イ
」
の
薬
に
な
る
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

「
苦に
が

か
っ
た
。
あ
の
苦
さ
は
忘
れ
ま
せ
ん
│
│
」
と
み
つ
さ
ん
は
語
る
。
苦
い
の
は
酸
漿
の
根
の
味
ば
か
り
で
は
な

か
っ
た
。
授
か
っ
た
命
を
こ
う
ま
で
し
て
絶
た
ね
ば
な
ら
ぬ
苦
さ
で
あ
る
。
幸
い
に
し
て
、
み
つ
さ
ん
の
健
康
な
体

は
「
子
ハ
ラ
イ
」
の
薬
を
受
け
つ
け
る
こ
と
な
く
、
み
つ
さ
ん
は
元
気
な
女
児
を
出
産
し
た
。

と
こ
ろ
で
、『
土
』
に
は
氏
神
桑
原
神
社
の
秋
祭
り
の
一
〇
月
一
五
日
に
瞽ご

女ぜ

が
巡
回
し
て
く
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
瞽
女
が
瞽
女
宿
に
泊
ま
っ
て
芸
や
口
寄
せ
を
行
っ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る
。
長
塚
清
太
郎
さ
ん
は
、
ム
ラ
を

訪
れ
、
瞽
女
宿
に
泊
ま
っ
た
瞽
女
の
実
態
を
知
る
最
後
の
世
代
で
あ
る
。
以
下
は
清
太
郎
さ
ん
に
よ
る
。

│
│
国
生
に
は
三
人
組
の
瞽
女
が
七
組
巡
回
し
て
き
た
。
三
人
組
は
、
娘
（
一
八
、
一
九
歳
）・
中
年
（
三
〇
代
）・
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婆
さ
ん
（
六
〇
〜
七
〇
歳
）
と
い
っ
た
構
成
が
普
通
で
、
娘
が
三
人
分
の
荷
物
を
持
っ
た
。
荷
物
は
風
呂
敷
包
み
だ

っ
た
。
婆
さ
ん
が
三
味
線
を
持
ち
、
三
味
線
を
弾
い
た
。
中
年
の
女
は
、
門か
ど

付づ
け

し
た
家
々
で
ひ
と
つ
か
み
ず
つ
く
れ

る
米
を
入
れ
る
袋
を
持
つ
係
だ
っ
た
。
瞽
女
の
服
装
は
、
袷あ
わ
せに

帯
、
羽
織
を
着
、
駒
下
駄
履
き
、
頭
は
「
ゴ
ゼ
ッ
カ

ブ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
手
拭
か
ぶ
り
で
あ
る
。
門
に
立
ち
、
三
味
線
に
合
わ
せ
て
唄
を
歌
っ
た
。
家
人
が
五
厘
渡
す
と

「
隣
じ
ゃ
一
銭
く
れ
た
。
五
厘
じ
ゃ
無
理
だ
」
な
ど
と
ね
だ
っ
た
り
し
た
。
清
太
郎
さ
ん
の
知
る
時
代
で
は
大
体
一

組
一
銭
と
米
ひ
と
つ
か
み
だ
っ
た
。
こ
う
し
て
七
つ
の
組
が
巡
回
し
て
く
る
の
だ
か
ら
、
七
銭
と
七
つ
か
み
の
米
が

必
要
だ
っ
た
。
ム
ラ
祭
り
に
は
餅
と
は
別
に
、
ど
の
家
で
も
強こ
わ

飯め
し

・
ケ
ン
チ
ン
汁
な
ど
を
作
っ
て
あ
っ
た
の
で
瞽
女

た
ち
は
そ
れ
も
求
め
た
。

瞽
女
宿
を
す
る
家
は
「
食
べ
る
の
に
骨
が
折
れ
る
家
」
と
さ
れ
た
貧
し
い
小
作
農
家
だ
っ
た
と
い
う
。
瞽
女
を
泊

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
瞽
女
が
門
付
で
得
た
米
や
、
若
干
の
銭
を
宿
賃
と
し
て
得
て
暮
ら
し
の
足
し
に
し
た
の
で
あ

っ
た
。
国
生
で
瞽
女
宿
を
す
る
家
は
二
軒
で
、
七
組
の
瞽
女
は
そ
の
二
軒
に
分
宿
し
た
。

瞽
女
と
ム
ラ
び
と
と
の
関
係
は
、
地
方
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
清
太
郎
さ
ん
の
語
り
か
ら

驚
く
べ
き
実
態
を
知
ら
さ
れ
た
。
清
太
郎
さ
ん
は
「
瞽
女
の
唄
聞
き
歩
く
と
嫁
な
ん
ぞ
は
も
ら
え
な
い
か
ら
な
」

│
│
と
親
た
ち
か
ら
瞽
女
宿
へ
行
く
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
。
普
通
の
人
は
瞽
女
宿
へ
は
行
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
言

葉
に
対
し
て
そ
の
説
明
を
求
め
る
と
、「
二
二
、
三
歳
か
ら
三
〇
代
に
な
っ
て
も
嫁
の
も
ら
え
な
い
小
作
人
の
男
た

ち
が
集
ま
っ
た
」「
瞽
女
は
一
〇
銭
で
言
う
こ
と
を
聞
く
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
い
う
説
明
が
返

っ
て
き
た
。
一
部
で
は
、
瞽
女
宿
は
、
ム
ラ
の
中
に
あ
る
社
会
経
済
的
格
差
に
起
因
し
た
鬱
屈
や
性
的
抑
圧
を
解
放

す
る
場
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
宵
の
口
に
は
、
瞽
女
唄
や
口
寄
せ
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
夜
が

更
け
る
と
宿
に
泊
ま
っ
て
ゆ
く
男
た
ち
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

瞽
女
宿
は
、
視
力
に
障
害
を
持
つ
が
故
に
他
郷
を
経
巡
り
、
芸
を
売
っ
て
口
を
糊
す
る
者
と
、
前
近
代
的
な
社
会

構
造
の
矛
盾
と
痛
手
を
背
負
わ
さ
れ
た
者
同
士
が
、
生
を
確
か
め
合
う
と
い
う
悲
し
い
宿
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
瞽
女

宿
に
泊
ま
る
男
た
ち
の
こ
と
を
ム
ラ
び
と
た
ち
は
「
ゴ
ゼ
ス
キ
」
と
呼
ん
だ
。

清
太
郎
さ
ん
は
、
親
に
注
意
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
瞽
女
の
語
る
唄
の
口く

説ど
き

と
曲
節
が
好
き
だ
っ
た
の
で
「
こ
っ

そ
り
、
も
ぐ
る
よ
う
に
し
て
瞽
女
宿
へ
行
っ
た
」
と
語
る
。
瞽
女
唄
の
歌
い
出
し
は
、「
〽
め
で
た
や　

め
で
た

い　

今
日
は
国
生
の
お
祭
り
で　

お
粗
末
な
が
ら
聞
か
せ
ま
す
…
…
」
だ
っ
た
。「
聞
か
せ
ま
す
」
と
い
う
と
こ
ろ

に
瞽
女
が
単
な
る
物
乞
い
で
は
な
く
、
由
緒
あ
る
語
り
手
の
系
譜
に
属
し
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。

『
土
』
の
冒
頭
に
は
お
品
が
も
ら
い
風
呂
に
行
く
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
長
塚
清
太
郎
家
に
も
二
〇
軒

の
小
作
が
あ
っ
た
の
で
、
大
正
か
ら
昭
和
初
年
に
か
け
て
は
小
作
人
た
ち
が
も
ら
い
風
呂
に
来
て
い
た
と
い
う
。
晴

天
続
き
の
折
に
は
一
〇
日
に
一
度
ほ
ど
だ
が
、
雨
の
日
に
も
ら
い
風
呂
に
来
る
こ
と
が
多
く
、
雨
の
夜
は
人
数
が
多

か
っ
た
。
玄
関
を
入
っ
た
と
こ
ろ
の
土
間
に
縁
台
が
置
い
て
あ
り
、
も
ら
い
風
呂
に
来
た
人
び
と
は
そ
こ
で
順
番
を

待
っ
た
。
茶
菓
子
・
オ
カ
ズ
・
手
拭
な
ど
を
持
っ
て
来
る
者
も
お
り
、
そ
う
し
た
人
び
と
は
イ
ロ
リ
の
あ
る
部
屋
に

入
り
、
火
に
当
た
っ
て
家
人
と
談
笑
し
な
が
ら
順
番
を
待
っ
た
。
も
ら
い
風
呂
を
す
る
人
び
と
の
中
に
も
階
層
が
あ

っ
た
よ
う
だ
と
い
う
。

長
野
県
飯
田
市
上
村
下
栗
の
小
字
半
場
は
標
高
一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
に
あ
る
。
以
下
は
同
地
の
野
牧
久
言
さ
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ん
（
大
正
七
年
生
ま
れ
）
の
体
験
と
伝
承
で
あ
る
。
│
│
家
で
使
う
水
は
井
戸
水
で
は
な
か
っ
た
。
飲
料
水
・
炊
事

用
水
は
一
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
奥
の
水
見
沢
に
求
め
、
昭
和
一
〇
年
ま
で
は
水
源
ま
で
水
担
ぎ
に
出
か
け
て
い
た
。

天
秤
棒
の
前
後
に
一
斗
入
り
の
桶
を
吊
っ
て
運
び
、
四
荷
で
風
呂
が
一
杯
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
平
素
の
風
呂
水
は

水
見
沢
か
ら
運
ぶ
こ
と
な
く
、
板
葺
屋
根
の
時
代
、
屋
根
か
ら
の
雨
水
を
使
っ
た
。
風
呂
水
は
茶
色
だ
っ
た
。
小
学

生
の
頃
か
ら
、
下
校
後
水
見
沢
か
ら
飲
料
水
を
運
ん
だ
。
昭
和
一
一
年
以
降
竹
筒
埋
設
の
古
式
水
道
を
使
う
よ
う
に

な
っ
た
。
竹
は
淡
竹
の
三
、
四
年
も
の
、
鉄
棒
を
使
っ
て
節
を
ぬ
い
た
。
分
岐
点
の
接
合
に
は
松
材
を
使
っ
た
。
地

下
埋
設
を
す
れ
ば
、
冬
季
の
凍
結
や
水
汚
れ
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
竹
水
道
の
管
理
に
は
常
時
三
人
が
当
た
っ

て
い
た
。
最
盛
期
に
は
半
場
三
〇
戸
と
そ
れ
以
遠
の
中
根
ま
で
水
見
沢
の
水
が
竹
筒
で
配
水
さ
れ
て
い
た
。
竹
筒
が

エ
ス
ロ
ン
パ
イ
プ
に
変
わ
っ
た
の
は
昭
和
三
〇
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
竹
筒
埋
設
以
前
、
半
場
に
は
風
呂
仲
間
が
あ
っ

た
。
仲
間
組
は
最
大
一
五
戸
に
及
ん
だ
こ
と
も
あ
る
。
当
地
に
は
仲
間
風
呂
に
紫し

蘇そ

の
葉
を
入
れ
る
慣
行
が
あ
っ
た
。

紫
蘇
の
芳
香
に
よ
っ
て
汚
れ
た
感
触
や
臭
気
を
除
き
、
爽
快
感
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

静
岡
県
賀
茂
郡
南
伊
豆
町
吉
田
は
山
が
海
に
迫
っ
て
い
る
入
江
の
ム
ラ
で
あ
る
。
同
地
の
飯
田
千
代
松
さ
ん
（
明

治
三
二
年
生
ま
れ
）
か
ら
次
の
よ
う
に
聞
い
た
。
│
│
七
軒
で
一
つ
の
据
え
風
呂
を
所
有
し
て
い
た
。
こ
れ
を
持
ち

回
り
で
沸
か
し
、
七
戸
の
子
供
た
ち
は
す
べ
て
夕
飯
前
に
入
れ
た
。
大
人
た
ち
は
、
帰
宅
順
に
都
合
の
よ
い
者
か
ら

入
っ
た
。
こ
の
習
慣
は
昭
和
初
年
ま
で
続
い
た
。

倉
本
幸
さ
ん
は
明
治
四
五
年
、
福
岡
県
山
門
郡
両
開
村
大
字
西
開
官
有
仮
二
番
（
現
柳
川
市
）
で
生
ま
れ
た
。
当

地
は
有
明
海
の
干
拓
地
で
あ
る
。
干
拓
地
は
常
に
燃
料
が
乏
し
か
っ
た
。
よ
っ
て
風
呂
は
昭
和
三
〇
年
代
ま
で
共
同

風
呂
だ
っ
た
。
終
焉
期
の
燃
料
は
石
炭
だ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
長
い
間
、
当
番
が
柳
や
藁
な
ど
を
苦
労
し
て
集
め

た
の
だ
っ
た
。
当
番
は
家
中
総
出
で
午
前
中
に
水
汲
み
を
し
、
燃
料
を
集
め
た
。
午
後
五
時
に
は
風
呂
が
沸
い
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
一
番
に
は
隠
居
な
ど
が
入
り
、
ス
ソ
ブ
ロ
に
は
働
き
手
の
夫
婦
が
い
っ
し
ょ
に
や
っ
て

き
た
。
脱
衣
所
は
男
女
別
々
で
も
中
は
混
浴
だ
っ
た
。
駐
在
が
巡
回
し
て
く
る
時
だ
け
「
セ
ビ
」
と
い
う
境
板
を
滑

車
で
降
ろ
し
て
風
紀
上
問
題
が
な
い
こ
と
を
装
っ
た
。
当
番
は
九
時
ま
で
で
、
そ
れ
以
後
、
若
い
衆
が
石
炭
を
持
っ

て
入
り
に
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

近
代
以
降
も
人
び
と
は
入
浴
に
苦
労
し
て
き
た
。
そ
れ
は
経
済
格
差
ば
か
り
で
は
な
く
、
自
然
環
境
に
影
響
さ
れ

る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

私
が
幼
少
年
期
を
過
ご
し
た
の
は
静
岡
県
牧
之
原
市
の
農
村
だ
っ
た
。
国
民
学
校
に
入
学
し
た
昭
和
一
八
年
の
こ

と
だ
っ
た
。
小
作
農
家
某
家
の
風
呂
を
覗
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
風
呂
は
ヘ
ソ
風
呂
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
桶

の
中
に
焚
き
釜
が
組
み
こ
ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
狭
い
庭
先
に
雨
ざ
ら
し
の
状
態
で
置
か
れ
て
い
た
。
風

呂
桶
の
中
を
覗
い
て
み
る
と
寒
天
か
麩ふ

の
よ
う
な
も
の
が
濁
っ
た
灰
色
の
水
に
浮
か
ん
で
お
り
、
異
様
な
臭
い
だ
っ

た
。
垢
の
固
ま
り
で
あ
る
。
子
供
心
に
も
そ
の
衝
撃
は
大
き
く
、
長
く
心
に
刻
ま
れ
、
小
作
と
い
う
言
葉
と
そ
の
世

界
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
放
置
す
る
よ
う
に
置
か
れ
た
風
呂
桶
の
中
身
が
釘
の
よ
う
に
心
に
刺
さ
っ
た
。

民
俗
を
学
ぶ
旅
を
続
け
て
い
る
と
各
地
で
小
作
・
地
主
の
関
係
を
耳
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
昭
和
の
時
代
は
ま

だ
こ
れ
が
生
々
し
か
っ
た
の
で
こ
の
話
題
に
及
び
に
く
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
は
地
主
制
度
に

か
か
わ
る
話
題
が
次
第
に
増
え
始
め
た
。
水
田
の
な
い
山
中
、
耕
地
が
少
な
い
山
中
で
は
山
地
主
か
ら
山
を
借
り
、
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地
代
を
払
っ
て
焼
畑
を
行
っ
て
食
糧
を
得
る
と
い
う
時
代
が
長
く
続
い
た
。
高
知
県
高
岡
郡
檮ゆ
す

原は
ら

町
大
蔵
谷
の
西
村

晴
實
さ
ん
（
昭
和
五
年
生
ま
れ
）
は
そ
の
経
験
を
持
つ
。
当
地
で
は
焼
畑
の
こ
と
を
キ
リ
ハ
タ
・
ソ
バ
ヤ
ブ
な
ど
と

呼
び
、
ヤ
マ
キ
ビ
と
呼
ば
れ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
大
豆
・
ソ
バ
・
ヤ
ナ
ギ
（
ミ
ツ
マ
タ
）
な
ど
を
栽
培
し
た
。
山
を

持
た
な
い
家
で
は
山
地
主
か
ら
山
を
借
り
て
そ
こ
で
キ
リ
ハ
タ
を
し
た
。
当
地
で
は
作
地
代
、
年
貢
の
こ
と
を
「
カ

ジ
シ
」（
加
地
子
）
と
い
う
古
い
伝
統
的
な
言
葉
で
伝
え
て
い
た
。
当
地
の
カ
ジ
シ
は
収
穫
物
の
六
割
だ
っ
た
。
六

割
を
地
主
に
収
め
、
四
割
を
小
作
が
受
け
取
っ
た
。
穀
物
の
み
な
ら
ず
ヤ
ナ
ギ
の
よ
う
な
換
金
作
物
に
つ
い
て
も
同

率
だ
っ
た
。
そ
れ
は
苛
酷
な
も
の
だ
っ
た
。

静
岡
県
浜
松
市
天
竜
区
佐
久
間
町
で
も
焼
畑
が
盛
ん
だ
っ
た
。
以
下
は
佐
久
間
町
相
月
の
栗
下
伴
治
さ
ん
（
明
治

二
七
年
生
ま
れ
）
に
よ
る
。
当
地
で
は
焼
畑
の
こ
と
を
ヤ
マ
ヅ
ク
リ
と
呼
ん
だ
。
ヤ
マ
ヅ
ク
リ
で
は
稗
・
粟
・
大
豆
・

ソ
バ
な
ど
を
栽
培
し
た
。
稗
は
一
合
蒔
け
ば
一
〇
俵
収
穫
で
き
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
山
の
な
い
家
で
は
山
地
主
か
ら

山
を
借
り
て
ヤ
マ
ヅ
ク
リ
を
し
た
。
年
貢
の
こ
と
を
「
ジ
シ
」
と
呼
ん
だ
。「
地
子
」
と
は
『
養
老
令
』
以
来
の
古

い
言
葉
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
の
地
に
「
ジ
シ
ガ
ケ
」
と
い
う
言
葉
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
伴
治

さ
ん
は
そ
れ
を
使
っ
た
。
ジ
シ
ガ
ケ
と
は
、
山
小
作
が
借
り
受
け
た
地
で
ヤ
マ
ヅ
ク
リ
の
作
物
が
稔
っ
た
と
こ
ろ
で

地
主
と
小
作
が
、
そ
の
作
物
の
稔
り
の
具
合
を
見
な
が
ら
そ
の
年
の
ジ
シ
（
年
貢
）
を
決
め
る
こ
と
だ
と
い
う
。
当

地
で
は
、
ジ
シ
は
普
通
収
穫
の
二
割
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
ジ
シ
ガ
ケ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
少
な
く
な
る
こ
と

も
あ
っ
た
。
土
佐
山
中
に
比
べ
れ
ば
当
地
の
焼
畑
地
の
年
貢
は
か
な
り
低
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
伴
治
さ
ん

は
貧
乏
人
は
困
り
、
地
主
は
太
っ
た
と
語
る
。
な
お
、
戦
後
は
「
杉
年
貢
」
と
称
し
て
、
借
り
た
焼
畑
地
の
跡
を
杉

の
植
林
に
し
た
り
、
杉
山
を
皆
伐
出
材
し
、
そ
の
跡
を
焼
畑
地
と
し
て
借
り
た
り
し
た
場
合
は
、
山
に
杉
苗
を
植
え

る
手
間
賃
を
以
っ
て
年
貢
に
代
え
る
と
い
う
慣
行
が
広
く
行
わ
れ
た
。
長
野
県
飯
田
市
の
遠
山
谷
で
は
山
地
主
と
山

小
作
の
間
で
、「
ハ
タ
レ
イ
」（
畑
礼
）、「
ゴ
カ
ン
ニ
チ
レ
イ
」（
五
箇
日
礼
）
な
ど
と
呼
ば
れ
る
正
月
儀
礼
を
行
っ
て

い
た＊3
。

長
野
県
飯
田
市
遠
山
谷
の
農
業
は
焼
畑
・
畑
作
が
中
心
で
稲
作
は
稀
少
だ
っ
た
。
少
な
い
水
田
で
も
小
作
に
田
を

貸
す
慣
行
は
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
年
貢
は
特
殊
な
も
の
だ
っ
た
。
飯
田
市
南
信
濃
八や

重え

河ご
う
ち内

の
遠
山
常
男
さ
ん

（
大
正
六
年
生
ま
れ
）
は
次
の
よ
う
に
語
る
。
当
地
で
は
、
稲
刈
り
の
日
に
稲
株
の
数
を
半
々
に
分
け
、
こ
れ
を
「
刈

り
分
け
」
と
呼
ん
だ
。
南
信
濃
木
沢
上
島
の
下
平
福
義
さ
ん
（
大
正
七
年
生
ま
れ
）
は
、
地
主
と
小
作
の
刈
り
分
け

は
畝う
ね

で
分
け
た
も
の
だ
と
語
る
。

宮
城
県
の
大
崎
平
野
や
関
東
平
野
で
屋
敷
林
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
。
遠
望
し
て
古
社
の
社
叢
の
よ
う

な
屋
敷
林
を
持
つ
家
は
か
つ
て
の
大
地
主
の
家
だ
っ
た
。
イ
グ
ネ
（
屋
敷
林
）
も
な
く
、
カ
シ
グ
ネ
（
樫
の
木
の
屋

敷
垣
）
も
な
い
家
も
あ
り
、
こ
れ
ら
は
小
作
だ
っ
た
家
だ
と
思
わ
れ
た
。
い
く
ら
か
の
垣
や
イ
グ
ネ
の
あ
る
家
も
あ

っ
た
。
大
崎
平
野
で
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
。
│
│
冬
季
、
吹
雪
か
ら
家
を
守
る
の
に
イ
グ
ネ
は
大
き
な
力
を
果

た
し
た
。
イ
グ
ネ
の
な
い
家
で
は
、
防
風
・
防
雪
の
た
め
に
萱
（
薄す
す
き）
ま
た
は
藁
で
簀す

を
編
み
、
そ
れ
で
母
屋
を
囲

ん
だ
。
こ
れ
を
ヤ
ド
ツ
と
呼
ん
だ
。「
宿
簀
」
の
意
だ
と
思
わ
れ
る
。

刈
っ
た
稲
の
乾
燥
法
に
稲
杭
を
使
う
方
法
と
使
わ
な
い
方
法
が
あ
っ
た
。
稲
杭
と
は
杉
の
間
伐
材
を
長
さ
九
尺
に

切
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
田
に
打
ち
込
み
、
田
床
か
ら
尺
五
寸
ほ
ど
上
に
ヨ
コ
ギ
ッ
コ
（
尺
二
寸
ほ
ど
の
横
木
）
を
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結
び
つ
け
て
そ
の
上
に
稲
束
を
井
桁
に
積
み
重
ね
て
乾
燥
さ
せ
る
。
稲
杭
の
な
い
家
で
は
次
の
よ
う
に
し
た
。
田
の

土
を
八
寸
×
尺
六
寸
×
六
寸
の
ブ
ロ
ッ
ク
状
に
掘
り
出
し
、
ま
ず
中
央
に
二
段
重
ね
る
。
そ
し
て
、
そ
の
四
方
に
ブ

ロ
ッ
ク
一
段
ず
つ
を
置
く
。
こ
れ
が
一
基
台
の
で
き
あ
が
り
で
、
こ
れ
に
対
し
て
四
方
か
ら
三
把
ず
つ
の
稲
束
を
根

方
を
外
に
、
穂
が
二
段
重
ね
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
く
る
よ
う
に
積
む
。
こ
う
し
て
一
五
段
重
ね
る
。
こ
の
方
法
を
ホ

ン
ニ
ョ
ト
リ
と
呼
ん
だ
。
別
に
、
田
床
に
稲
束
を
直
接
立
て
て
干
す
ソ
ラ
ダ
テ
、
ま
た
は
ジ
ン
ダ
テ
と
呼
ぶ
干
し
方

も
あ
っ
た
。
稲
の
干
し
方
に
ま
で
格
差
が
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

地
主
・
自
作
農
・
小
作
農
の
格
差
と
抑
圧
は
暮
ら
し
の
隅
々
ま
で
翳
り
を
も
た
ら
し
て
い
た
。
柳
田
國
男
の
『
日

本
農
民
史
』
を
読
む
と
、
柳
田
が
、
い
か
に
し
た
ら
小
作
農
を
減
ら
し
、
自
作
農
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
苦

悩
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
る＊4
。
柳
田
の
こ
の
悩
み
は
結
果
的
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
農
地
改
革
（
一
九
四
六
年

一
〇
月
、
自
作
農
創
設
特
別
措
置
法
案
・
農
地
調
整
改
革
法
案
）
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

交
通
手
段
が
発
達
し
、
流
通
が
多
質
・
高
速
・
大
量
化
を
果
た
し
て
い
る
現
今
で
も
山
深
い
ム
ラ
ム
ラ
で
は
、
人

の
移
動
や
生
活
必
需
品
の
入
手
に
は
多
大
な
苦
労
が
あ
る
。
ま
し
て
や
、
交
通
手
段
、
流
通
の
未
発
達
だ
っ
た
時
代

で
の
苦
渋
は
深
か
っ
た
。
次
に
、
二
つ
の
山
中
の
ム
ラ
の
イ
エ
イ
エ
に
巡
回
し
て
き
た
商
人
・
職
人
・
そ
の
他
の
来

訪
者
を
列
挙
す
る
こ
と
に
よ
り
、
暮
ら
し
の
変
容
の
一
部
を
探
っ
て
み
た
い
。

①
宮
崎
県
東
臼
杵
郡
椎し
い

葉ば

村
竹
の
枝
尾
（
標
高
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）・
中
瀬
守
さ
ん
（
昭
和
四
年
生
ま
れ
）。

　

㋐
桶
屋　

㋑
鍋
ふ
た
ぎ
（
鋳
掛
屋
）　

㋒
傘
張
り
（
洋
傘
直
し
）　

㋓
反
物
屋
（
呉
服
屋
）　

㋔
古
着
屋
（
中
国
人
・
エ

キ
ン
爺
）　

㋕
塩
魚
屋
（
ⓐ
塩
鯖　

ⓑ
塩
鰯　

ⓒ
塩
鯨　

ⓓ
皮
鯨
）　

㋖
乾
物
屋
（
ⓐ
干
鱈　

ⓑ
海
藻
）　

㋗
篩
屋
（
ⓐ

米
簁　

ⓑ
稗
簁
）　

㋘
箕
屋
（
鹿
児
島
か
ら
）　

㋙
薬
屋
（
ⓐ
富
山　

ⓑ
奈
良　

ⓒ
肥
後
＝
膏
薬
・
赤
玉
）　

㋚
石
臼
目

立
て　

㋛
園
掘
り
（
畑
地
造
成
＝
野
掘
り
鍬
・
三
つ
鍬
・
斧
・
鉈
・
引
き
モ
ッ
コ
・
シ
ョ
ウ
ケ
な
ど
を
持
っ
て
五
ヶ
瀬
町

か
ら
や
っ
て
き
て
半
年
ほ
ど
泊
ま
り
こ
ん
だ
）　

㋜
田
掘
り
（
石
垣
づ
く
り
の
う
ま
い
職
人
が
球
磨
か
ら
や
っ
て
き
て
田

を
拓
い
た
。
一
升
瓶
に
水
を
入
れ
て
水
平
を
と
っ
て
い
た
）　

㋝
筑
前
琵
琶
法
師
（
子
供
の
頃
、
巡
回
し
て
き
て
琵
琶
を

弾
き
、
家
の
浄
め
を
し
た
）　

㋞
胡
弓
弾
き
│
│
。
巡
回
来
訪
者
は
お
の
お
の
に
泊
ま
る
家
が
決
ま
っ
て
い
た
。
中

瀬
家
に
は
毎
年
巡
っ
て
く
る
桶
屋
が
一
週
間
泊
ま
り
込
ん
で
桶
の
修
理
や
製
作
に
あ
た
っ
て
い
た
。

②
長
野
県
飯
田
市
南
信
濃
八
重
河
内
小
字
谷
峰
（
標
高
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
）・
山
崎
今
朝
光
さ
ん
（
大
正
一
一
年
生
ま
れ
）。

　

㋐
衣
類
（
反
物
）　

㋑
魚
屋
（
ⓐ
塩
鰯　

ⓑ
塩
秋
刀
魚　

ⓒ
身
欠
鰊
）　

㋒
鯨
屋
（
コ
マ
ギ
レ
に
し
た
干
鯨
を
目
方
で
売

り
買
い
し
た
）　

㋓
薬
屋
（
ⓐ
富
山　

ⓑ
滋
賀　

ⓒ
飯
田
）　

㋔
時
計
屋
（
南
信
濃
地
区
の
中
心
地
和
田
の
マ
チ
に
時
計

屋
が
二
軒
あ
っ
た
が
、
豊
橋
の
時
計
屋
が
巡
回
し
て
き
て
柱
時
計
に
油
を
注
し
、
修
理
な
ど
を
し
た
。
時
計
屋
は
山
崎
家

に
泊
ま
っ
て
八
重
河
内
の
各
戸
を
巡
回
し
た
）　

㋕
鋳
掛
屋　

㋖
鍛
冶
屋
（
和
田
の
マ
チ
に
鍛
冶
屋
が
三
軒
あ
っ
た
が
、

谷
峰
に
は
世
間
の
鍛
冶
屋
が
巡
回
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
刃
先
の
磨
耗
し
た
ト
ン
グ
ワ
〔
唐
鍬
〕・
鍬
・
イ
セ
ン
グ
ワ
〔
又

鍬
〕
な
ど
の
鉄
の
部
分
を
持
ち
帰
り
、
先さ

き

掛が

け
〔
鋼
は
が
ね

入
れ
〕
を
し
た
後
、
そ
れ
を
届
け
て
代
金
を
受
け
て
い
っ
た
）　

㋗

洋
傘
直
し
（
巡
回
し
て
き
て
そ
の
場
で
直
し
て
帰
っ
た
）　

㋘
三
河
万
歳
（
正
月
に
巡
っ
て
き
て
、
太
夫
と
才
蔵
が
掛
け

合
い
を
し
て
帰
っ
た
）　

㋙
俵
こ
ろ
が
し
（「
〽
大
黒
様
と
い
う
人
は　

一
に
俵
を
ふ
ん
ま
え
て　

二
で
に
っ
こ
り
笑
っ

て　

三
で
盃
上
手
に
持
っ
て　

四
つ
世
の
中
よ
い
よ
う
に　

五
つ
い
つ
も
の
ご
と
く
に
…
…
」
と
数
え
唄
を
歌
い
な
が
ら
、

そ
の
歌
に
合
わ
せ
て
、
縄
の
先
に
つ
け
た
俵
を
家
の
中
に
転
が
し
込
ん
で
は
手
元
に
引
く
と
い
っ
た
動
作
を
く
り
返
す
。



1819　　ムラびとの語りを紡ぐ

前
回
祝
儀
を
は
ず
ん
だ
家
や
、
祝
儀
を
多
く
出
し
そ
う
な
家
で
、
俵
が
縄
か
ら
切
れ
て
離
れ
る
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
仕
組

ん
で
お
く
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
た
）　

㋚
兎
買
い
（
和
田
の
人
が
飼
い
兎
を
買
い
に
回
っ
て
き
た
）　

㋛
鶏
買

い　

㋜
コ
ン
ニ
ャ
ク
買
い
（
コ
ン
ニ
ャ
ク
芋
を
買
い
に
き
た
）　

㋝
椎
茸
買
い
（
静
岡
県
の
水み
さ

窪く
ぼ

や
和
田
か
ら
来
た
）　

㋞
胡
桃
買
い
（
和
田
の
マ
チ
に
は
核
か
ら
身
を
ぬ
く
こ
と
を
専
門
に
す
る
胡
桃
ヌ
キ
屋
が
十
数
軒
あ
り
、
そ
の
人
び
と
が

胡
桃
の
実
を
買
い
集
め
に
き
た
）　

㋟
馬ば
く

喰ろ
う

（
今
朝
光
さ
ん
の
父
は
馬
喰
、
祖
父
は
伯
楽
〔
馬
医
〕
だ
っ
た
。
馬
喰
は
、

馬
を
飼
う
家
を
定
期
的
に
巡
回
し
た
。
伯
楽
も
折
々
馬
を
飼
っ
て
い
る
家
か
ら
呼
ば
れ
た
）　

㋠
桶
屋　

㋡
籠
屋　

㋢
石

臼
目
立
屋
│
│
。

右
に
宮
崎
県
（
①
）、
長
野
県
（
②
）
の
二
軒
を
訪
ね
た
巡
回
商
人
や
巡
り
く
る
職
人
な
ど
の
来
訪
者
を
列
挙
し
た
。

こ
れ
を
詳
細
に
検
討
し
て
ゆ
く
と
日
本
近
代
の
様
々
な
暮
ら
し
の
襞ひ
だ

や
暮
ら
し
の
変
化
、
ム
ラ
の
外
部
や
産
業
と
の

連
動
が
浮
上
し
て
く
る
。
①
で
は
塩
鯨
と
皮
鯨
、
②
で
は
鯨
屋
が
登
場
す
る
。
宮
崎
県
椎
葉
村
に
お
け
る
鯨
の
食
法

を
紹
介
し
て
み
よ
う
。
│
│
㋐
皮
鯨
は
、
タ
ケ
ノ
コ
が
出
る
季
節
に
行
商
人
が
持
っ
て
き
た
。
四
寸
角
で
一
尺
ほ
ど

に
切
ら
れ
て
い
た
。
一
寸
角
に
切
っ
て
ナ
マ
の
タ
ケ
ノ
コ
と
と
も
に
味
噌
で
煮
た
。
種
蒔
き
の
時
期
の
体
力
を
つ
け

る
の
に
よ
か
っ
た
（
向
山
日
当
・
甲
斐
馨
さ
ん
・
大
正
五
年
生
ま
れ
）。
㋑
皮
鯨
は
真
竹
・
淡
竹
の
タ
ケ
ノ
コ
と
煮
る
と

タ
ケ
ノ
コ
が
や
わ
ら
か
く
な
っ
て
う
ま
い
。
タ
ケ
ノ
コ
の
時
期
に
は
、
皮
鯨
と
麦
で
ム
ッ
ケ
ー
（
麦
粥
）
を
煮
た
。

冬
に
は
丸
ト
ウ
キ
ビ
と
皮
鯨
で
ト
ウ
キ
ビ
汁
を
作
っ
た
。
体
が
温
ま
っ
て
う
ま
か
っ
た
。
ま
た
別
に
、
酢
味
噌
に
し

て
も
う
ま
か
っ
た
（
戸
屋
の
尾
・
那
須
芳
蔵
さ
ん
・
昭
和
四
年
生
ま
れ
）。
㋒
椎
葉
村
に
入
っ
た
鯨
に
は
三
種
類
が
あ
っ

た
。
そ
の
一
つ
は
塩
漬
け
の
皮
鯨
で
砥
石
の
よ
う
な
形
状
を
し
て
い
た
。
真
竹
・
虎こ

攢さ
ん

竹ち
く

（
ホ
テ
イ
チ
ク
）・
淡
竹
の

タ
ケ
ノ
コ
と
煮
し
め
に
し
た
。
鯨
は
タ
ケ
ノ
コ
と
よ
く
合
っ
た
。
他
に
塩
蔵
の
身
鯨
が
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
ハ
ナ
鯨

と
呼
ば
れ
る
脂
肪
だ
っ
た
。
ハ
ナ
鯨
は
酢
味
噌
和
え
に
し
た
（
竹
の
枝
尾
・
中
瀬
守
さ
ん
・
昭
和
四
年
生
ま
れ
）。
㋓
皮

鯨
売
り
の
行
商
人
が
、
砥
石
状
の
皮
鯨
を
売
り
に
来
た
。
蓋
つ
き
の
角
籠
に
入
れ
、
吊
っ
て
保
存
、
必
要
な
だ
け
切

っ
て
使
っ
た
。
タ
ケ
ノ
コ
・
馬
鈴
薯
・
芋
ガ
ラ
と
皮
鯨
で
煮
つ
け
に
し
た
。
ま
た
、
ト
ウ
キ
ビ
と
麦
を
同
量
に
し
て

皮
鯨
を
入
れ
て
ム
ッ
ケ
ー
（
麦
粥
）
も
作
っ
た
。
肉
・
魚
を
食
べ
る
と
き
に
は
平
素
の
箸
と
は
別
に
、
カ
シ
・
薄
・

麻
ガ
ラ
な
ど
で
そ
の
つ
ど
箸
を
作
っ
て
食
べ
た
。
皮
鯨
の
時
に
も
そ
う
し
た
（
古
枝
尾
・
那
須
登
さ
ん
・
昭
和
四
年
生

ま
れ
）。

①
椎
葉
村
へ
は
主
と
し
て
塩
漬
け
の
皮
鯨
が
入
っ
た
の
に
対
し
て
、
②
飯
田
市
南
信
濃
に
入
っ
た
も
の
は
コ
マ
切

れ
の
干
し
鯨
だ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
二
度
イ
モ
と
呼
ば
れ
る
馬
鈴
薯
と
鯨
肉
を
煮
つ
け
て
食
べ
る
の
が
一
般
的
だ
っ

た
。
鯨
の
肉
は
流
通
条
件
の
悪
い
奥
深
い
山
中
の
ム
ラ
ム
ラ
に
ま
で
運
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し

た
流
通
は
古
式
捕
鯨
の
時
代
に
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
明
治
中
期
に
な
っ
て
ノ
ル
ウ
ェ
ー
式
銃
殺
捕
鯨
が

行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
徐
々
に
鯨
肉
が
流
通
し
始
め
る
の
で
あ
る
が
、
国
の
隅
々
ま
で
皮
鯨
や
干
し
鯨
が
流
通
す

る
よ
う
に
な
る
の
は
母
船
船
団
式
捕
鯨
が
始
ま
る
一
九
三
〇
年
代
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
山
襞
の
ム
ラ
ム
ラ

の
鯨
食
、
そ
こ
ま
で
に
至
る
鯨
肉
の
流
通
は
近
代
捕
鯨
の
発
達
と
連
動
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

近
代
の
社
会
生
活
・
経
済
活
動
・
公
的
組
織
に
不
可
欠
な
も
の
の
一
つ
に
時
計
が
あ
っ
た
。
学
校
・
軍
隊
・
鉄

道
・
工
場
、
そ
れ
ら
の
ど
こ
で
も
す
べ
て
時
間
を
定
め
て
の
行
動
が
求
め
ら
れ
た
。『
岩
波
日
本
史
辞
典
』
の
「
時

計
」
の
項
に
は
次
の
記
述
が
あ
る＊5
。「
維
新
後
の
時
計
国
産
は
、
一
八
八
〇
年
頃
か
ら
気
運
が
起
り
、
日
清
戦
争
後
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に
名
古
屋
を
中
心
に
四
〇
程
度
の
製
造
所
を
数
え
た
が
、
市
場
の
成
熟
を
待
た
ず
に
消
え
て
い
っ
た
も
の
も
多
い
。

東
京
の
精
工
舎
は
九
二
年
の
創
立
、
掛
時
計
に
加
え
、
九
五
年
に
は
懐
中
時
計
、
一
九
〇
〇
年
か
ら
は
目
覚
し
時
計

を
製
造
、
販
売
（
後
略
）」
│
│
。
こ
こ
に
見
え
る
掛
時
計
は
柱
時
計
の
こ
と
で
あ
る
。
柱
時
計
は
徐
々
に
全
国
の

家
庭
に
普
及
し
た
。
明
治
三
一
年
（
一
八
九
八
）
に
著
さ
れ
た
国
木
田
独
歩
の
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
の
中
に
「
柱
時

計
が
ゆ
る
や
か
に
八
時
を
打
っ
た
。」
と
い
う
文
が
あ
る＊6
。
昭
和
一
二
年
（
一
九
三
七
）
六
月
に
は
キ
ン
グ
レ
コ
ー

ド
か
ら
富
原
薫
作
詞
の
「
早
起
き
時
計
」
が
発
売
さ
れ
て
い
る＊7
。

ち
っ
く
た
っ
く　

ち
っ
く
た
っ
く　

ぼ
ー
ん
ぼ
ん　

お
は
よ
う　

お
は
よ
う　

夜
が
あ
け
た　

き
れ
い
な
朝
だ

よ　

と
び
お
き
ろ　

時
計
が
な
っ
て
る　

よ
ん
で
い
る　

ち
っ
く
た
っ
く　

ち
っ
く
た
っ
く　

ぼ
ー
ん
ぼ
ん

こ
の
時
計
は
柱
時
計
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
柱
時
計
が
広
域
に
及
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
柱
時
計
の
動
力

は
、
薄
い
鋼
を
渦
巻
状
に
巻
き
こ
ん
で
そ
の
発
条
力
を
利
用
す
る
ゼ
ン
マ
イ
で
あ
る
。
ゼ
ン
マ
イ
は
一
定
期
間
で
ネ

ジ
を
巻
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
は
イ
エ
イ
エ
の
男
や
、
高
学
年
の
男
子
が
当
た
っ
た
。
し
か
し
、
柱

時
計
を
正
し
く
長
期
間
使
う
た
め
に
は
機
械
に
注
油
し
た
り
、
機
械
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
先
に

②
長
野
県
飯
田
市
南
信
濃
八
重
河
内
谷
峰
の
山
崎
家
の
例
で
紹
介
し
た
よ
う
な
時
計
屋
の
巡
回
慣
行
が
生
ま
れ
た
の

だ
っ
た
。

私
が
初
め
て
時
計
屋
の
巡
回
に
つ
い
て
聞
い
た
の
は
平
成
一
五
年
、
静
岡
県
浜
松
市
天
竜
区
春
野
町
川
上
の
富
田

英
男
さ
ん
（
大
正
七
年
生
ま
れ
）
か
ら
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
聞
き
と
り
を
し
て
い
る
と
き
だ
っ
た
。
富
田
家
に
は
、

二
俣
（
現
浜
松
市
天
竜
区
、
旧
天
竜
市
）
か
ら
時
計
屋
が
年
に
一
度
油
注
し
に
回
っ
て
き
た
、
と
聞
い
た
。
幼
い
頃
か

ら
柱
時
計
の
時
報
の
響
き
に
な
じ
ん
で
い
た
は
ず
な
の
に
、
こ
れ
を
聞
い
た
時
に
は
妙
な
驚
き
を
感
じ
た
。
い
つ
の

間
に
か
暮
ら
し
の
中
か
ら
柱
時
計
が
姿
を
消
し
、
壁
面
に
は
時
報
を
告
げ
る
こ
と
の
な
い
電
子
時
計
が
座
を
占
め
る

よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
巡
回
職
人
」
と
い
う
概
念
を
意
識
化
し
、
話
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
計
屋

の
巡
回
が
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
身
の
ま
わ
り
で
は
こ
う
し
て
、
じ
つ
に
様
々
な
物
や
慣
行
が
意

識
化
さ
れ
な
い
う
ち
に
変
容
し
、
気
づ
か
な
い
う
ち
に
消
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
喪
失
し
て
は

い
け
な
い
も
の
も
数
多
く
混
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

来
訪
者
の
中
に
は
門
付
芸
人
も
あ
っ
た
。
①
椎
葉
村
の
筑
前
琵
琶
法
師
・
胡
弓
弾
き
、
②
飯
田
市
南
信
濃
の
三
河

万
歳
・
俵
こ
ろ
が
し
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
浄
め
や
祝
儀
と
い
っ
た
信
仰
要
素
を
含
む
も
の
も
多
い
。
冒
頭
部
で
紹

介
し
た
瞽
女
も
門
付
芸
人
で
は
あ
る
が
、
群
馬
県
に
は
越
後
か
ら
来
た
瞽
女
が
歌
う
瞽
女
唄
を
蚕
に
聞
か
せ
る
と
繭

が
豊
作
に
な
る
と
伝
え
る
地
も
あ
っ
た
。
長
野
県
の
飯
田
市
近
郊
で
は
越
後
か
ら
巡
回
し
て
く
る
瞽
女
の
こ
と
を

「
ゴ
ゼ
ン
サ
マ
」
と
呼
び
な
ら
わ
し
て
き
た
。
伊
勢
神
楽
や
、
青
森
か
ら
岩
手
へ
か
け
て
の
エ
ン
ブ
リ
（
農
耕
予
祝
で
、

名
称
は
水
田
の
土
を
な
ら
す
柄え

振ぶ
り

に
由
来
す
る
）
の
巡
回
に
も
信
仰
要
素
が
あ
る
。
鹿
児
島
県
指
宿
市
池
田
仮
屋
の
吉

永
隆
巳
さ
ん
（
大
正
八
年
生
ま
れ
）
か
ら
「
ザ
ッ
チ
ュ
ー
ド
ン
」
と
い
う
不
思
議
な
巡
回
門
付
び
と
の
話
を
聞
い
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
ザ
ッ
チ
ュ
ー
ド
ン
は
モ
グ
ラ
退
治
の
呪
力
を
持
つ
人
で
、
袋
を
担
ぎ
杖
を
つ
い
て
巡
回
し
て
き
た
。

杖
で
地
面
を
叩
く
呪
的
儀
礼
を
行
い
、
謝
礼
と
し
て
米
を
受
け
、
そ
れ
を
袋
に
入
れ
て
立
ち
去
っ
た
と
い
う
。
ザ
ッ
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チ
ュ
ー
ド
ン
と
い
う
呼
称
は
、「
ザ
ト
ウ
ド
ン
」（
座
頭
殿
）
の
転
訛
で
あ
る
。
目
の
不
自
由
な
座
頭
ど
ん
は
、
杖
を

セ
ン
サ
ー
と
し
て
す
べ
て
を
知
る
。
地
下
に
棲
み
、
作
物
を
荒
ら
し
た
り
、
田
の
畔
に
穴
を
あ
け
て
漏
水
を
さ
そ
う

モ
グ
ラ
の
動
静
も
感
知
で
き
る
│
│
杖
の
呪
力
に
よ
っ
て
モ
グ
ラ
を
鎮
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。

時
計
屋
の
巡
回
に
つ
い
て
語
っ
て
く
れ
た
浜
松
市
天
竜
区
春
野
町
の
富
田
英
男
さ
ん
か
ら
、
珍
し
い
来
訪
者
、
風

水
師
に
つ
い
て
も
聞
い
た
。
あ
る
時
富
田
家
に
風
水
師
が
巡
回
し
て
き
た
。
父
の
正
平
（
明
治
一
八
年
生
ま
れ
）
は

風
水
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
そ
の
風
水
師
を
家
に
五
泊
さ
せ
、
母
屋
の
風
水
判
定
図
を
書
い
て
も
ら
っ
た
。
そ

の
図
は
今
で
も
富
田
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。

長
野
県
飯
田
市
立
石
の
佐
々
木
要
蔵
さ
ん
（
大
正
七
年
生
ま
れ
）
は
木
曾
ッ
子
（
木
曾
種
）
と
伊
那
ッ
子
（
木
曾
系

馬
）
を
一
頭
ず
つ
飼
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
自
動
車
・
耕
耘
機
前
の
話
で
あ
る
。
駄
送
を
す
る
に
は
荷
鞍
を
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鞍
は
「
鞍
師
」
と
い
う
専
門
の
職
人
が
作
っ
た
。
要
蔵
さ
ん
は
そ
の
鞍
師
に
つ
い
て
次
の
よ

う
に
語
っ
て
い
た
。
│
│
銀
蔵
さ
と
い
う
鞍
師
が
毎
年
根
羽
村
か
ら
や
っ
て
き
た
。
鞍
は
鞍
橋
と
い
う
木
の
骨
組
に

藁
で
肉
づ
け
を
し
て
外
側
に
木
綿
の
厚
布
を
か
ぶ
せ
て
作
る
の
で
あ
る
が
、
使
い
続
け
る
と
布
が
破
れ
た
り
、
藁
の

バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
り
し
て
く
る
。
鞍
師
は
そ
れ
を
修
繕
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
鞍
の
修
繕
の
こ
と
を
「
鞍
包

み
」
と
言
っ
た
。
鞍
を
包
み
直
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
馬
の
体
と
鞍
を
合
わ
せ
、
鞍
擦
れ
の
す
る
「
ア
タ
リ
」

と
称
す
る
箇
所
の
藁
を
抜
い
て
調
節
し
た
。
銀
蔵
さ
は
毎
年
二
晩
泊
ま
っ
て
鞍
の
修
繕
を
し
た
。
銀
蔵
さ
は
鞍
修
繕

の
ほ
か
に
馬
の
面お
も

綱づ
な

も
作
っ
た
。
麻
を
芯
に
し
て
ビ
ロ
ウ
ド
を
巻
き
、
金
具
を
つ
け
た
。
面
綱
は
当
歳
馬
（
そ
の
年

に
生
ま
れ
た
馬
）
か
ら
つ
け
た
。
銀
蔵
さ
は
風
呂
に
入
ら
な
い
人
だ
っ
た
。
寒
中
で
も
水
を
か
ぶ
っ
て
い
た
。

僻へ
き

陬す
う

の
山
中
の
ム
ラ
ム
ラ
を
巡
る
商
人
や
職
人
が
ム
ラ
の
民
家
に
泊
ま
る
の
は
常
だ
っ
た
。
①
椎
葉
村
の
中
瀬
家

に
は
桶
屋
が
一
週
間
泊
ま
っ
た
り
、
②
飯
田
市
南
信
濃
の
山
崎
家
に
は
豊
橋
の
時
計
屋
が
泊
ま
り
、
そ
こ
を
ベ
ー
ス

に
し
て
ム
ラ
中
を
回
っ
た
。
風
水
師
が
泊
ま
り
込
ん
だ
例
も
紹
介
し
た
。
鞍
師
の
泊
ま
っ
た
飯
田
市
立
石
は
僻
陬
で

は
な
く
中
山
間
地
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
民
泊
が
見
ら
れ
た
。

社
会
通
念
と
し
て
は
山
の
ム
ラ
ム
ラ
は
閉
鎖
的
だ
と
思
わ
れ
が
ち
な
の
だ
が
、
実
際
に
は
開
放
的
で
外
来
者
は
歓

迎
さ
れ
た
。
外
来
の
訪
れ
び
と
の
力
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
暮
ら
し
が
成
り
立
つ
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
の
だ
。
新

聞
・
雑
誌
も
奥
深
い
山
の
ム
ラ
に
届
か
な
い
時
代
が
あ
っ
た
。
ラ
ジ
オ
も
テ
レ
ビ
も
電
話
も
普
及
は
遅
れ
が
ち
だ
っ

た
。
新
聞
・
ラ
ジ
オ
以
前
│
│
、
僻
遠
の
家
に
暮
ら
す
人
び
と
は
常
に
世
間
の
動
向
、
情
報
に
飢
え
、
強
く
そ
れ
を

求
め
た
。
来
訪
者
、
巡
り
く
る
旅
人
は
世
間
の
動
向
、
流
行
、
情
報
を
持
ち
来
た
っ
て
く
れ
る
伝
達
者
だ
っ
た
。
訪

れ
び
と
を
歓
待
し
、
心
を
開
い
て
人
を
迎
え
る
の
は
長
い
間
に
培
わ
れ
、
伝
承
さ
れ
た
山
び
と
の
心
で
あ
り
、
生
き

方
だ
っ
た
。
こ
の
、
人
に
対
す
る
ぬ
く
も
り
の
あ
る
眼
ざ
し
、
人
を
な
つ
か
し
む
心
は
現
代
人
、
都
市
民
が
希
薄
化

さ
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

流
通
シ
ス
テ
ム
・
交
通
が
発
達
し
た
現
在
、
Ｉ
Ｔ
の
発
達
・
普
及
に
よ
り
瞬
時
に
し
て
大
量
の
情
報
を
手
に
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
こ
う
し
た
至
便
の
時
代
に
あ
っ
て
、
山
深
い
ム
ラ
ム
ラ
は
、
過
疎
化
・
高
齢
化
の
波
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
。
山
地
の
ム
ラ
ム
ラ
は
豊
か
な
自
然
と
直
接
的
に
接
し
続
け
て
き
た
先
端
の
地
で
あ
る
。
そ
こ
は
日
本
文
化

の
多
様
性
の
一
極
を
担
っ
て
き
た
地
で
あ
る
。
そ
の
衰
退
を
座
視
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
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一
般
的
に
は
、
明
治
維
新
か
ら
太
平
洋
戦
争
終
結
の
昭
和
二
〇
年
（
一
九
四
五
）
の
間
が
近
代
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
異
を
唱
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
か
ら
昭
和
四
八
年
（
一
九
七
三
）
に
か
け
て

の
高
度
経
済
成
長
期
の
様
々
な
社
会
変
容
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
産
業
構
造
・
イ
エ
と
家
庭
・
生
活
様
式

な
ど
が
激
変
し
、
価
値
観
の
変
化
、
民
俗
の
衰
退
が
顕
著
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
高
度
経
済
成
長
期
を

も
含
め
て
変
容
と
記
憶
を
追
っ
た
も
の
が
多
い
。
記
録
し
、
紡
ぐ
べ
き
変
容
の
襞
は
あ
ま
り
に
多
く
、
こ
こ
で
と
り

あ
げ
た
も
の
は
そ
の
中
の
ご
く
一
部
に
過
ぎ
な
い
。

記
憶
は
反
芻
に
よ
っ
て
褪
色
と
忘
却
を
免
れ
、
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
有
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
記
憶
は
記
録
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
省
察
と
建
設
の
活
力
源
と
な
る
。
視
覚
的
な
記
憶
、
観
察
結
果
も
映
像
と
し
て
記
録
さ
れ
な
い

限
り
、
記
憶
の
中
に
し
か
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ず
、
く
り
返
し
想
起
し
な
い
と
消
え
去
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

映
像
記
録
が
不
可
能
で
も
そ
の
一
部
を
文
字
化
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

本
書
は
Ⅱ
部
の
「
イ
ロ
リ
と
そ
の
民
俗
の
消
滅
」
に
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
。
イ
ロ
リ
と
い
う
設
備
は
、
単

な
る
固
定
的
な
一
つ
の
物
で
は
な
い
し
、
そ
の
機
能
も
多
岐
に
及
ん
だ
。
様
々
な
付
属
設
備
や
関
連
用
具
を
伴
い
、

多
く
の
慣
行
を
発
生
・
伝
承
さ
せ
て
き
た
。
イ
ロ
リ
が
纏
っ
て
き
た
民
俗
の
総
体
は
多
彩
で
ふ
く
ら
み
が
あ
っ
た
。

お
の
お
の
の
緒
い
と
ぐ
ちを
た
ど
っ
て
ゆ
け
ば
、
煮
沸
や
採
光
・
暖
房
の
変
遷
・
住
ま
い
の
歴
史
・
家
族
の
あ
り
よ
う
・
心

の
あ
り
よ
う
・
生
業
や
暮
ら
し
に
か
か
わ
る
様
々
な
貯
蔵
物
や
食
物
な
ど
が
浮
上
し
て
く
る
。
太
平
洋
戦
争
の
終
末

か
ら
高
度
経
済
成
長
期
に
か
け
て
イ
ロ
リ
は
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
イ
ロ
リ
と
い
う
設
備
の
消
滅
は
じ
つ
に
多
く
の

も
の
を
道
づ
れ
に
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
イ
ロ
リ
の
記
憶
を
な
る
べ
く
細
か
く
記
し
て
お
き
た
か
っ
た
。

1 

柳
田
國
男
『
故
郷
七
十
年
』
初
出
一
九
五
九
年
（『
柳
田
國
男
全
集
』
21
・
筑
摩
書
房
・
一
九
九
七
年
）。

2 

長
塚
節
『
土
』
初
出
一
九
一
二
年
（
岩
波
文
庫
・
一
九
七
〇
年
）。

3 

野
本
寛
一
『
民
俗
の
こ
と
ば
で
探
る
│
│
遠
山
谷
の
環
境
と
暮
ら
し
』（
伊
那
民
研
叢
書
3
・
柳
田
國
男
記
念
伊
那
民
俗

研
究
所
・
二
〇
一
八
年
）。

4 

柳
田
國
男
『
日
本
農
民
史
』
初
出
一
九
三
七
年
（『
柳
田
國
男
全
集
』
3
・
筑
摩
書
房
・
一
九
九
七
年
）。

5 

永
原
慶
二
監
修
『
岩
波
日
本
史
辞
典
』（
岩
波
書
店
・
一
九
九
九
年
）。

6 

國
木
田
獨
歩
『
忘
れ
え
ぬ
人
々
』
初
出
一
八
九
八
年
（
現
代
日
本
文
学
大
系
11
『
國
木
田
獨
歩
・
田
山
花
袋
集
』
筑
摩
書

房
・
一
九
七
〇
年
）。

7 

与
田
準
一
編
『
日
本
童
謡
集
』（
岩
波
文
庫
・
一
九
五
七
年
）。


