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昭和45年9月15日　＠
－
とさカ、第170号（鰹藷藁櫨昌）　な

　
　
　
ー
村
の
伝
説

桔
梗
原
の
狐

の
サ
ム
ラ
イ
が
化
物
を
退
治
し
て
く

れ
る
と
リ
ノ
た
．

　
そ
の
晩
、
サ
ム
ラ
イ
は
、
太
郎
べ

え
の
倒
れ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
や
っ
て

き
た
。
す
る
と
、
向
う
か
ら
小
さ
な

こ
ど
も
が
、
提
灯
（
ち
ょ
う
ち
ん
）

を
ぶ
ら
さ
げ
て
、
す
た
す
た
や
っ
て

く
る
。
よ
く
見
る
と
、
あ
た
り
は
ま

っ
く
ら
な
の
に
着
物
だ
け
が
ハ
ッ
キ

リ
見
え
る
、
こ
ん
な
淋
し
い
と
こ
ろ

を
一
人
で
通
る
の
は
不
思
議
だ
。
き

っ
と
化
物
に
違
い
な
い
と
「
え
い

っ
」
と
切
り
つ
け
た
。
こ
ど
も
は
ま

っ
ぷ
た
つ
に
な
っ
た
と
思
う
と
ス
ー

と
消
え
、
こ
ん
ど
は
大
き
な
坊
主
が

あ
ら
わ
れ
た
。
ま
た
斬
り
つ
け
る
と

坊
主
は
鉄
棒
を
ふ
る
っ
て
向
っ
て
く

る
。
し
ぱ
ら
く
戦
っ
て
い
る
う
ち
に

つ
い
に
サ
ム
ラ
イ
は
坊
主
を
斬
り
倒

し
て
し
ま
っ
た
。
翌
朝
、
多
勢
の
村

人
が
カ
マ
や
ク
ワ
を
も
っ
て
い
っ
て

み
る
と
大
き
な
狐
が
、
頭
を
斬
ら
れ

て
死
ん
で
い
る
。

　
村
人
は
こ
の
狐
を
桔
梗
原
の
守
り

神
に
し
て
、
社
を
建
て
、
毎
年
、
初

午
の
日
に
お
祭
り
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

川
の
砂
防
工
事
、
土
倉
田
東
の
猫
石

農
道
開
く
や
、
戦
中
、
戦
後
の
共
米

割
当
や
、
共
出
の
督
励
等
で
し
ば
し

ぱ
両
部
落
へ
出
張
し
て
、
い
ろ
い
ろ

参
考
に
な
る
こ
と
を
聴
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
ぞ
の
中
で
驚
い
た
の
は
、
当

時
こ
の
山
の
甲
で
戸
当
り
千
円
以
上

出
し
て
、
毎
年
粗
朶
の
払
下
げ
を

受
け
な
け
れ
ぱ
、
焚
火
が
た
け
な
い

こ
と
で
あ
っ
た
。
ど
う
し
て
こ
の
よ

う
な
、
習
慣
に
な
っ
た
の
か
と
、
そ

の
遠
因
を
調
べ
た
ら
、
昔
は
炭
焼
き

と
う
ど
（
日
雇
）
女
衆
は
縮
織
り
を

し
て
一
年
に
一
反
、
春
の
雪
消
え
に

織
り
上
げ
て
、
多
分
塩
沢
の
機
問
屋

へ
売
出
し
て
現
金
を
取
る
位
い
が
関

の
山
で
、
し
か
も
年
間
自
家
飯
米
の

食
い
継
げ
る
農
家
は
上
位
に
属
す
る

方
で
昭
和
初
期
ま
で
の
食
生
活
は
、

今
の
終
戦
子
に
は
ど
ん
な
た
べ
も
の

か
、
と
も
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
、
し
か
も
昔
は
税
金
が
非

常
に
高
率
で
、
旧
幕
時
代
か
ら
百
姓

は
税
が
一
番
恐
し
か
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
た
め
明
治
新
政
府
が
、
地

粗
改
正
を
や
っ
た
、
当
時
（
明
治
八

年
の
）
自
分
買
の
持
山
で
も
国
有
林

名
儀
に
出
し
て
し
ま
っ
た
。
又
こ
う

も
考
え
た
ら
し
い
。
役
人
は
山
は
持

っ
て
行
か
ぬ
か
ら
、
俺
ら
の
薪
木
位

は
心
配
な
か
ろ
う
と
解
訳
し
、
ま
さ

か
一
本
一
草
も
無
断
で
持
出
し
出
来

ぬ
。
今
日
の
国
有
林
野
管
理
体
制
は

夢
想
も
し
な
か
っ
た
訳
で
、
そ
の
た

め
そ
こ
こ
こ
で
盗
林
事
件
が
起
き
た

し
、
後
に
な
っ
て
下
手
の
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
直
す
仕
末
で

あ
っ
た
。
わ
が
如
来
寺
も
同
様
で
あ

っ
た
。
七
川
沢
の
両
側
を
官
有
地
に

出
し
て
、
明
治
四
十
三
年
金
を
出
し

合
い
、
三
十
町
歩
余
を
払
下
げ
受
け

一
反
歩
、
二
反
歩
、
三
反
歩
割
と
し

て
、
割
目
と
称
し
地
上
権
だ
け
個
人

に
与
え
て
置
く
が
、
所
有
権
は
も
と

よ
り
、
旧
田
沢
林
有
で
あ
り
、
町
村

合
併
後
は
引
続
き
、
中
里
村
有
地
で

あ
っ
て
、
記
と
も
な
れ
ぱ
当
然
村
議

会
の
同
意
を
得
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い

も
の
で
あ
る
。
（
以
下
次
号
）

ま
す
の
で
皆
様
も
罪
を
お
か
さ
な
い

よ
う
自
分
の
ゴ
ミ
は
、
自
分
で
他
人

に
迷
惑
の
か
か
ら
な
い
よ
う
処
理
し

ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
は
一
斗
罐
の
空

い
た
も
の
を
利
用
す
る
こ
と
も
よ
し

ド
ラ
ム
罐
を
改
造
し
て
ゴ
ミ
焼
き
を

作
り
、
燃
え
る
物
は
燃
や
し
、
罐
詰

の
空
罐
又
は
各
種
の
ガ
ラ
ス
類
等
は

空
地
に
尺
を
堀
り
う
め
る
。
鉄
屑
は

業
者
に
売
る
こ
と
も
出
来
ま
す
。

　
む
か
し
、
干
溝
部
落
に
”
太
郎
べ

え
”
と
い
う
ホ
ラ
ふ
き
が
住
ん
で
い

た
。
毎
日
大
き
な
腕
を
ふ
り
ま
わ
し

た
り
、
重
い
石
を
も
ち
あ
げ
た
り
し

て
、
力
じ
ま
ん
を
し
て
い
た
。

　
あ
る
日
の
こ
と
、
太
郎
べ
え
の
家

へ
村
人
が
多
勢
で
た
す
ね
て
き
た
。

太
郎
べ
え
は
、

「
な
に
か
困
っ
た
こ
と
が
あ
れ
ば
、

お
れ
が
や
っ
て
や
る
。
こ
の
腕
さ
え

あ
れ
ぱ
、
ち
っ
と
も
こ
わ
い
も
の
は

な
い
」
と
、
そ
ろ
そ
ろ
腕
じ
ま
ん
を

は
じ
め
た
。

「
太
郎
ぺ
え
ど
ん
、
じ
つ
は
お
前
の

そ
の
腕
を
か
り
に
き
た
ん
だ
」

「
な
に
、
こ
の
お
れ
の
腕
を
か
し
て

く
れ
っ
て
、
お
安
い
こ
と
だ
。
い
つ

で
も
か
し
て
や
る
が
、
一
体
な
に
を

す
れ
ぱ
よ
い
の
だ
」

「
い
や
、
さ
っ
そ
く
承
知
し
て
く
れ

て
有
難
い
。
頼
み
と
い
う
の
は
ほ
か

で
も
な
い
。
お
前
も
知
っ
て
の
通
り

桔
梗
原
へ
で
る
お
化
け
の
こ
と
だ
。

ひ
と
つ
、
あ
の
正
体
を
見
と
ど
け
て

も
ら
い
た
い
ん
だ
。
じ
つ
は
、
隣
村

の
ご
ん
助
と
い
う
ほ
ら
ふ
き
が
、
田

沢
の
村
の
奴
等
は
い
く
じ
な
し
だ
。

お
化
け
だ
、
お
化
け
だ
と
い
っ
て
誰

も
退
治
が
で
き
な
い
、
と
笑
っ
て
い

る
そ
う
だ
。
あ
ん
ま
り
口
惜
し
い
の

で
お
前
か
ら
、
正
体
を
見
と
ど
け
て

　
　
　
　
‘

　
　
　
　
　
　
桔
梗
原

も
ら
い
た
い
と
思
っ
て
、
お
願
い
に

き
に
ん
だ
」
と
た
の
み
こ
ん
だ
。

　
太
郎
べ
え
は
話
を
き
い
て
い
る
う

ち
に
、
桔
硬
原
の
淋
し
い
林
を
想
い

出
し
て
心
の
中
で
ブ
ル
ブ
ル
ふ
る
え

て
い
た
が
、
や
せ
我
慢
を
し
て
「
そ

ん
な
こ
と
は
な
ん
で
も
な
い
。
た
や

す
い
こ
と
だ
。
お
れ
が
退
治
し
て
き

て
や
ろ
う
」
と
、
引
き
受
け
、
早
速

そ
の
晩
で
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

桔
硬
原
に
さ
し
か
か
る
と
、
あ
た
り

は
静
ま
り
か
え
り
、
時
々
向
う
の
林

の
な
か
か
ら
フ
ク
ロ
の
声
が
き
こ
え

る
だ
け
で
あ
る
。
太
郎
べ
え
は
淋
し

く
て
し
か
た
が
な
い
。
こ
わ
い
の
を

我
慢
し
て
歩
い
て
ゆ
く
と
、
向
う
か

ら
き
れ
い
な
着
物
を
き
た
女
が
や
っ

て
く
る
。
誰
れ
だ
ろ
う
、
今
ど
き
こ

ん
な
と
こ
ろ
へ
と
思
っ
て
、
ヒ
ョ
イ

と
頓
を
あ
げ
る
と
、
女
は
ニ
ャ
ッ
と

笑
っ
た
か
と
思
う
と
、
ス
ー
と
消
え

て
し
ま
っ
た
。

　
太
郎
べ
え
は
ウ
ー
ン
と
う
な
っ
た

ま
ま
、
気
絶
し
て
し
ま
っ
た
。
あ
く

る
朝
、
村
人
が
心
配
し
て
さ
が
し
に

や
っ
て
き
て
み
る
と
、
太
郎
べ
え
が

倒
れ
て
い
る
の
で
、
顔
へ
水
を
か
け

る
や
ら
、
名
前
を
よ
ぶ
や
ら
、
大
さ

わ
ぎ
を
し
た
。
そ
こ
へ
一
人
の
立
派

な
サ
ム
ラ
イ
が
通
り
が
か
り
、
わ
け

を
た
す
ね
た
。
わ
け
を
話
す
と
、
そ

　
昭
和
二
十
九
年
に
、
土
倉
、
倉
下

両
部
落
に
国
有
林
、
一
団
地
八
十
町

歩
の
払
下
げ
を
受
け
る
こ
と
を
奨
め

三
十
一
年
十
二
月
払
下
げ
登
記
と
な

っ
た
。
当
時
法
令
上
十
ヵ
年
間
は
、

国
有
林
（
林
有
名
儀
）
に
し
て
置
か

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
定
め
に
よ
っ
て

中
里
村
林
有
地
と
し
て
、
登
記
手
続

き
を
し
た
。
と
こ
ろ
が
地
元
で
は
、

早
く
自
分
達
の
名
儀
に
し
た
い
と
話

し
が
あ
っ
た
が
、
林
有
名
儀
に
な
っ

て
い
れ
ば
、
税
金
が
掛
ら
な
い
し
誰

外
何
名
と
共
有
地
に
す
れ
ぱ
新
民
法

に
ょ
る
、
相
続
権
の
分
散
で
登
記
手

続
き
の
煩
雑
等
も
考
慮
し
、
地
元
百

回
　
想

土
倉
、
倉
下
、
十
二
峠
国
有

林
払
下
げ
の
い
き
さ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
　
　
井
　
　
喜
　
　
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
の
大
計
か
ら
当
分
村
名
儀
に
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
く
べ
き
で
あ
る
と
説
得
し
て
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
の
で
あ
る
、
地
元
の
人
達
に
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
、
F
矢
張
り
村
に
山
を
取
れ
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
な
い
か
と
の
心
配
が
あ
る
ら
し
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
程
君
の
生
き
て
い
る
中
に
払
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
当
時
の
実
情
を
書
い
て
残
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
て
く
れ
と
の
話
し
で
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
＼
感
じ
そ
の
場
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
承
知
し
た
訳
け
で
あ
る
。
い
っ
そ
公

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
舘
報
に
こ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
憶
い
で
話
し
も
織
り
ま
ぜ
て
掲
載
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
と
思
い
、
聯
か
紙
面
を
お
借
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
し
た
次
第
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
て
両
部
落
の
間
を
流
れ
る
砥
沢

　
　
法
律
を
知
ろ
う

　
河
川
を
き
れ
い
に
し
ま
し
ょ
う
。

次
の
こ
と
を
良
く
知
り
良
く
守
り
河

川
に
は
常
に
、
き
れ
い
な
水
が
流
れ

て
い
る
よ
う
一
人
一
人
が
注
意
し
ま

し
ょ
う
。

◎
清
掃
法
第
＋
一
条

①
何
人
も
み
だ
り
に
左
に
掲
げ
る
行

　
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

②
下
水
道
又
は
河
川
、
湖
沼
そ
の
他

　
公
共
の
水
域
に
ご
み
又
は
ふ
ん
尿

を
捨
て
る
こ
と
。

但
し
終
末
処
理
場
に
あ
る
下
水
道
に

ふ
ん
尿
を
捨
て
る
こ
と
は
こ
の
限
り

で
は
な
い
。

◎
清
掃
法
第
二
四
条

　
公
共
の
利
益
に
反
し
て
第
十
一
条

　
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
も
の

　
は
三
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留

苦
し
く
は
科
料
に
処
す
る
。

以
上
の
よ
う
に
河
川
や
、
湖
等
に
ゴ

ミ
を
捨
て
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い

嬢
講
難

　
　
語

◎
肇
父
の
名
磐

上
原
亜
紀
子
賢
一
郎
　
　
上
山

樋
口
　
一
美
政
雄
　
　
小
　
原

服
部
洋
介
繁
昭
　
　
荒
屋

島
田
　
里
美
正
勝
　
　
倉
俣

広
田
　
清
子
克
弘
　
　
小
　
原

保
坂
か
つ
え
秀
　
一
　
芋
沢

江
口
葉
子
忠
昭
　
　
上
山

◎
高
砂

｛
翻
凝
、
一
麟
（
（
訳
穂
鵬

｛　新郎高

橋
宏
男
（
一
一
八
）
長
岡
市

　
新
婦
樋
口
宏
美
（
二
も
荒
屋

◎
昇
天

氏
名
　
年
令
　
　
部
落
名

広
田
寛
　
（
七
八
）
　
　
小
原

鈴
木
　
謙
吉
（
五
八
）
　
　
下
　
山

保
坂
か
つ
え
（
○
）
　
　
芋
沢

村
山
　
ハ
ル
（
五
八
）
　
　
田
　
沢
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◇
教
育
施
設
整
備
の
拡
充
◇

　
　
　
　
学
校
々
舎
等
増
改
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
順
調
に
進
む
〃

　
時
代
を
担
う
青
少
年
の
勉
学
の
場

と
し
て
、
教
育
施
設
の
整
備
拡
充
は

欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

が
、
一
九
七
〇
年
は
、
教
育
の
年
と

い
っ
て
も
よ
い
程
、
中
里
村
は
こ
れ

が
整
備
拡
充
に
重
点
を
置
い
て
い

る
。
今
回
は
こ
れ
に
焦
点
を
あ
て
、

広
く
紹
介
し
、
皆
さ
ん
の
深
い
理
解

と
協
力
を
望
む
次
第
で
あ
る
。

◇
倉
俣
小
学
校
改
築
工
事
◇

　
現
在
倉
俣
小
学
校
の
総
床
面
積
は

千
四
百
三
十
二
平
方
層
で
、
こ
の
中

　
　
　
懸

灘騒

麗
五
百
三
平
方
層
が
大
正
十
三
年
に
建

て
ら
れ
た
危
険
校
舎
と
な
っ
て
い

る
。
こ
の
危
険
校
舎
を
今
年
改
築
す

る
こ
と
と
な
っ
た
訳
で
あ
る
が
、
将

来
を
考
え
新
た
に
土
地
を
買
収
し
建

築
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
総
工
費
三
千
八
百
三
十
万
円
で
渡

長
建
設
が
落
札
し
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ

ー
ト
建
一
部
地
下
、
地
上
三
階
、
総

床
面
積
千
五
十
八
平
方
材
の
、
永
久

校
舎
が
建
築
さ
れ
る
。
既
に
地
階
及

び
一
階
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
う
ち
も
終

り
、
来
年
二
月
に
は
完
成
さ
れ
る
見

込
み
で
あ
・
る
。

◇
土
倉
分
校
改
築
工
事
◇

　
清
津
峡
小
学
校
土
倉
分
校
の
総
床

面
積
は
、
四
百
二
十
一
平
方
材
で
あ

る
が
、
大
正
三
年
か
ら
昭
和
四
十
年

ま
で
の
間
に
、
増
改
築
五
回
と
い
う

“
つ
ぎ
は
ぎ
”
だ
ら
け
の
校
舎
で
あ

り
、
二
百
八
十
八
平
方
材
が
今
尚
危

険
校
舎
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
年
給
食

室
二
十
平
方
材
を
残
し
、
後
全
部
を

と
り
こ
わ
し
改
築
す
る
こ
と
と
な
り

総
工
費
八
百
二
十
三
万
五
千
円
で
中

部
建
設
が
落
札
し
、
木
造
二
階
建
、

延
三
百
七
平
方
層
の
校
舎
が
今
月

末
に
完
成
さ
れ
る
運
び
と
な
っ
て
い

る
。◇

貝
野
小
中
学
校
プ
ー
ル
建
設
工

事
◇

　
貝
野
小
中
学
校
プ
ー
ル
は
前
回
紹

介
し
た
の
で
省
略
す
る
。

◇
田
沢
小
学
校
便
所
改
築
工
事
◇

　
中
心
校
と
も
云
う
べ
き
田
沢
小
学

校
の
便
所
は
、
昭
和
七
年
に
建
築
さ

れ
て
以
来
一
回
も
修
理
さ
れ
て
い
な

い
危
険
建
物
で
あ
る
。
こ
れ
が
改
築

に
総
工
費
三
百
十
万
円
で
広
田
木
材

が
落
札
し
、
木
造
平
展
建
延
五
十
六

平
方
層
の
便
所
が
今
月
末
に
完
成
さ

れ
る
運
び
と
な
っ
て
い
る
。

◇
高
道
山
小
学
校
グ
ラ
ン
ド
災
害
復

旧
工
事
◇

　
昭
和
四
十
四
年
四
月
、
高
道
山
小

学
校
グ
ラ
ン
ド
の
東
山
側
が
、
融
雪

に
ょ
る
地
下
流
出
水
の
増
水
に
ょ
り

延
長
二
十
五
材
に
わ
た
り
地
す
べ
り

状
に
土
砂
崩
れ
が
あ
り
、
石
積
が
決

壊
し
、
崩
土
千
百
六
十
八
立
方
材
に

　
ミ
ミ
き

【
写
真
上
、
倉
俣
小
学
校
新
築
工
場

　
の
現
況
、
現
在
一
陥
の
コ
ン
ク
リ

ー
ト
打
ち
終
り
二
階
に
進
む
。

　
写
真
下
、
土
倉
分
校
改
築
工
事
の

進
行
状
態
】

わ
た
る
被
害
を
受
け
た
。
こ
の
復
旧

工
事
費
、
百
五
†
六
万
円
で
三
高
土

木
が
落
札
し
、
昨
年
完
成
す
る
予
定

で
あ
っ
た
が
、
連
続
四
回
の
集
中
豪

雪
が
わ
ざ
わ
い
し
て
、
つ
い
に
今

度
に
も
ち
越
し
た
が
、
去
る
八
月
五

日
よ
う
や
く
工
事
の
完
成
を
み
る
に

至
っ
た
。

　
尚
工
事
完
了
後
の
、
グ
ラ
ン
ド
整

備
に
、
高
道
山
小
学
校
区
の
P
T
A

の
皆
さ
ん
及
び
老
人
ク
ラ
ブ
の
方
々

の
労
力
奉
仕
に
対
し
て
、
こ
の
機

に
厚
く
感
謝
い
た
し
ま
す
。

◇
田
沢
中
学
校
寄
宿
舎
改
造
工
事

　
田
沢
中
学
校
寄
宿
舎
に
食
堂
が
な

く
、
生
徒
は
各
自
自
分
の
部
屋
で

事
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
団
体
の

活
基
準
か
ら
み
て
も
好
ま
し
い
状

で
な
く
、
衛
生
的
に
も
又
能
率
か
ら

い
っ
て
も
不
便
さ
を
感
じ
る
の
で
、

内
部
改
造
を
行
な
い
食
堂
を
設
け
る

こ
と
と
な
っ
た
。
総
工
費
四
十
八
万

円
で
広
田
木
材
が
落
札
し
、
今
月
末

に
は
完
成
す
る
。

事
故
防
止

◎
農
繁
期
に
発
生
し
や
す
い
犯
罪
や

事
故
防
止

①
盗
難
の
予
防

②
幼
児
の
水
死
事
故
の
防
止

③
こ
ど
も
の
火
あ
そ
び
の
防
止

◎
台
風
に
よ
る
災
害
事
故
の
防
止

①
台
風
情
報
に
対
す
る
注
意
の
喚
起

②
台
風
接
近
時
に
お
け
る
留
意
事
項

の
周
知
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生
涯
教
育
に

社
会
教
育
主
事

樋

　
教
有
と
云
う
と
学
校
教
育
の
み
を

指
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
考

え
ら
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
果

し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
世
に
生
を
受
け

死
に
至
る
ま
で
の
長
い
人
生
（
日
本

人
の
平
均
寿
命
は
約
七
十
二
才
で
あ

る
。
）
に
比
較
す
れ
ぱ
、
学
校
で

行
な
わ
れ
て
い
る
九
年
間
の
義
務
教

育
は
あ
ま
り
に
も
短
い
感
が
す
る
。

し
か
も
こ
の
期
間
内
で
あ
っ
て
も
、

児
童
生
徒
が
実
際
学
校
に
居
て
授
業

を
受
け
て
い
る
播
は
、
百
の
三

分
の
一
の
約
八
時
間
弱
で
あ
り
、
残

り
の
十
六
時
間
は
家
庭
に
居
る
こ
と

と
な
る
か
ら
、
夏
季
、
冬
季
休
業
を

計
算
に
入
れ
な
く
と
も
、
・
実
質
的
に

は
た
っ
た
の
。
三
年
間
が
義
務
教
育
を
，

受
け
て
い
る
時
間
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
す
か
な
時
間

に
、
そ
の
人
の
生
涯
に
わ
た
っ
て
、

必
要
と
す
る
知
識
や
技
術
を
身
に
つ

け
る
こ
と
の
期
待
は
無
理
と
云
わ
ね

ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
又
今
一
つ
の
考
え
方
と
し
て
、
現

代
の
社
会
は
あ
ま
り
に
も
急
速
な
科

口

　つ
信い
治て

学
技
術
の
進
歩
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴

な
う
社
会
の
変
化
を
み
つ
め
る
と
き

に
、
学
校
で
習
得
し
た
知
識
や
技
術

は
、
卒
業
し
た
と
き
に
は
時
代
遅
れ

と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
り
得
る

訳
で
あ
る
、

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
間
は

ゆ
り
か
ご
か
ら
墓
場
に
至
る
ま
で
絶

え
す
学
習
し
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
そ

の
時
代
へ
の
適
応
を
考
え
て
ゆ
か
な

い
限
り
、
と
り
の
こ
さ
れ
落
伍
者
と

な
る
運
命
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
乳
幼
児
や
児
童
に
絶
え
す
勉

強
せ
よ
と
命
じ
て
も
無
理
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
期
で
は
、
家
庭
に
よ
る

教
育
が
最
も
重
要
な
時
期
で
あ
り
、

良
い
家
庭
環
境
を
つ
く
る
こ
と
に
ょ

り
子
ど
も
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
親

や
兄
姉
そ
の
他
年
長
者
の
態
度
や
言

動
か
ら
、
何
か
を
感
じ
習
得
し
、
更

に
そ
の
家
庭
の
構
成
員
が
伝
承
し
て

い
る
生
活
文
化
か
ら
も
、
何
か
を
感

じ
習
得
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
o
こ

の
よ
う
な
考
え
方
を
「
無
意
図
的
教

育
作
用
一
と
呼
ん
で
い
る
。
従
っ
て

幼
児
期
、
少
年
期
に
お
い
て
は
、
家

庭
を
基
盤
と
し
て
成
長
し
て
ゆ
く
が

た
め
に
、
学
校
教
育
の
よ
う
な
意
図

的
教
育
作
用
（
勿
論
家
庭
に
お
い
て

も
意
図
的
教
育
作
用
は
行
な
わ
れ
得

る
が
…
…
…
。
）
よ
り
も
無
意
図
的

教
育
作
用
が
大
き
な
比
重
を
占
め
て

い
る
こ
と
に
気
付
か
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
故
に
、
学
校
の
教
師
が
、

叉
社
会
教
育
係
が
、
如
何
に
力
を
注

い
で
も
、
，
家
庭
生
活
が
乱
れ
て
い
れ

ぱ
教
育
効
果
は
上
げ
得
な
い
の
で
あ

る
。

　
家
庭
教
育
と
学
校
教
育
及
び
社
会

教
育
が
統
合
さ
れ
、
人
間
の
生
薩
を

通
じ
て
の
教
育
計
画
の
中
で
の
家
庭

教
育
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
で
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
生
涯
教

育
の
理
念
で
あ
る
。

　
次
に
主
と
し
て
成
人
を
対
象
と
す

る
社
会
教
育
の
面
か
ら
考
え
て
み
た

い
。

　
社
会
教
育
は
も
と
も
と
自
己
学
習

で
あ
り
相
互
学
習
で
あ
る
と
云
わ
れ

て
お
り
、
義
務
で
は
な
い
の
で
強
制

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
国

や
県
や
市
町
村
が
、
法
に
基
づ
き
教

育
や
学
習
の
場
を
与
え
て
も
参
加
、

不
参
加
は
個
人
の
自
由
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
こ
に
大
き
な
穴
が
あ
る
と
考

え
ね
ぱ
な
る
ま
い
。
英
国
の
哲
学
者

ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ァ
ー
ト
・
ミ
ル
は

「
自
分
の
生
涯
は
不
断
の
学
習
の
継

続
で
あ
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
が
、

「
あ
＼
彼
は
有
名
な
学
者
だ
か
ら
そ

う
だ
ろ
う
」
と
言
っ
て
は
い
け
な

い
。
成
人
教
育
は
、
こ
の
よ
う
な
傑

出
し
た
偉
人
の
み
が
す
る
も
の
で
は

な
い
。
全
て
の
人
々
が
自
か
ら
の
意

志
に
よ
り
学
習
し
て
ゆ
か
ね
ぱ
、
こ

の
変
化
の
激
し
い
時
代
に
追
い
着
い

て
ゆ
け
な
い
の
で
あ
る
。

　
最
近
老
人
の
自
殺
問
題
の
中
で

「
こ
の
世
に
生
き
て
ゆ
く
望
み
を
失

っ
た
」
と
い
う
理
由
の
も
の
が
相
当

割
合
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
老
嚢

は
、
生
活
費
と
か
、
家
族
間
の
い
ぢ

こ
ざ
が
問
題
で
死
ん
だ
の
で
は
な
い

の
だ
。
こ
れ
は
大
き
な
社
会
問
題
で

あ
る
と
同
時
に
又
己
れ
自
身
の
問
題

で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。

　
私
達
も
何
年
か
後
に
は
老
人
と
な

ら
ね
ぱ
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら

今
か
ら
充
分
心
し
て
置
か
ね
ぱ
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
て
今
度
は
学
習
の
時
間
が
問
題

と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
「
こ
の
忙

し
い
時
代
に
何
を
言
っ
て
い
る
か
…

…
」
と
い
わ
れ
る
向
き
が
あ
る
か
も

知
れ
な
い
。
し
か
し
以
前
と
比
較
す

る
と
機
械
器
具
の
進
歩
に
ょ
り
仕
事

の
能
率
化
が
進
み
、
そ
れ
に
伴
い
余

暇
も
多
く
な
っ
て
来
た
よ
う
で
あ

る
。
例
え
ぱ
テ
レ
ビ
の
視
聴
時
間
の

全
国
平
均
を
み
る
と
、
平
日
で
三
時

間
十
一
分
、
日
曜
日
は
四
時
間
三
分

と
云
う
調
査
結
果
が
出
て
い
る
。
そ

こ
で
一
日
平
均
三
時
間
テ
レ
ビ
を
み

て
い
る
と
す
れ
ば
、
一
年
間
に
四
十

六
日
、
平
均
寿
命
は
約
七
十
二
才
で

あ
る
か
ら
、
一
生
の
間
に
九
年
以
上

費
や
す
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
前
記

の
義
務
教
育
九
年
間
と
ほ
ぽ
一
致
す

る
時
間
で
あ
り
、
児
童
生
徒
が
実
際

学
校
に
い
る
時
間
、
三
年
と
比
較
す

れ
ば
三
倍
と
云
う
数
字
と
な
る
。

　
文
部
省
で
は
こ
の
調
査
結
果
を
重

視
し
、
放
送
大
学
を
開
設
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
対
象
は
主
と
し
て
勤
労

青
少
年
、
一
般
社
会
人
及
び
主
婦
で

あ
り
、
正
規
の
大
学
と
同
じ
卒
業
資

格
が
得
ら
れ
、
又
便
利
な
点
は
、
自

分
の
好
き
な
科
目
だ
け
選
ん
で
も
、

そ
の
単
位
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ

る
。

　
田
圃
に
い
て
も
、
台
所
に
い
て
も

大
学
へ
進
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
か
ら
、
忙
し
い
と
ぱ
か
り
言
っ
て

い
な
い
で
、
意
欲
を
燃
や
し
て
、
大

い
に
学
習
す
る
機
会
を
、
自
ら
求
め

る
よ
う
に
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

中
里
村
国
民
年
金
受
給
状
況
報
告

　
現
在
中
里
村
に
お
い
て
の
国
民
年

金
受
給
状
況
は
左
の
通
り
で
す
。

〔
拠
出
年
金
〕

・
母
子
年
金
受
給
者
　
　
　
十
七
名

　
年
金
総
額
　
百
一
万
五
千
二
百
円

・
障
害
年
金
受
給
者
　
一
級
　
六
名

　
　
　
　
　
　
　
　
二
級
一
一
名

　
年
金
総
額
　
　
五
十
五
万
二
千
円

・
遺
児
年
金
受
給
者
　
　
　
　
一
名

　
伍
金
、
総
額
　
　
　
　
　
　
三
万
円

　
拠
出
年
金
だ
け
で
中
里
村
は
百
五

十
九
万
七
千
二
百
円
が
受
給
さ
れ
て

い
ま
す
。
次
に
福
祉
年
金
で
は
、

〔
福
祉
年
金
〕

・
老
令
神
祉
年
金
受
給
者
四
五
二
名

年
金
総
額

社会教育主事の講義を熱心に聞く新婚母

親学級の受講生の姿、中里村公民舘にて

餉
田
開
”
八
百
八
二
万
三
千
六
百
円

・
障
害
福
祉
年
金
受
給
者
　
六
八
名

　
年
金
総
額
　
二
百
二
八
万
七
千
円
・
．

・
母
子
福
祉
年
金
受
給
者
　
　
十
名

　
年
金
総
額
　
　
　
二
八
万
八
千
円

福
祉
年
金
総
額
千
百
三
九
万
九
千
円

が
受
給
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
拠
出
年
金
と
福
祉
年
金
を
合
計
し

ま
す
と
千
二
百
九
九
万
六
千
円
を
中

里
村
の
対
象
者
が
受
給
し
て
い
ま

す
。
尚
来
年
四
十
六
年
度
よ
り
い
よ

い
よ
拠
出
年
金
の
老
令
年
金
の
受
給

が
始
ま
り
ま
す
。
来
年
の
対
象
者
は

明
治
三
十
九
年
四
月
二
日
以
降
に
生

ま
れ
た
人
で
掛
金
を
し
て
い
る
人
達

で
す
。

　
詩
吟
神
風
流
中
里
村
吟

　
詠
大
会
御
案
内

　
稔
り
の
秋
、
皆
様
に
は
益
々
御
健

吟
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

さ
て
こ
の
度
標
記
の
大
会
を
催
す
べ

く
左
記
の
通
り
計
画
致
し
ま
し
た
。

此
の
道
愛
好
の
皆
様
方
に
は
公
私
共

に
御
多
用
と
思
い
ま
す
が
、
万
障
御

繰
り
合
せ
の
上
多
数
御
参
加
下
さ
い

ま
七
て
、
第
一
回
中
里
村
吟
詠
大
会

が
盛
大
で
あ
ら
し
め
て
頂
き
た
く
お

願
い
か
た
が
た
御
案
内
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
記

一
日
時
九
月
二
十
三
日
午
後
一
時
，

二
場
所
　
中
里
村
田
沢
躯
学
校

三
出
吟
料
　
百
円

四
申
込
先
　
田
沢
中
学
校
南
雲
秀
風

　
主
謝
　
詩
吟
神
風
流
貝
野
、
田
沢

　
　
　
　
吟
｛
詠
会

　
後
援
　
中
里
村
公
民
舘

■
ー
ー

一
ツ
5
ヲ

に

「
ゴ
ミ
」
を
捨
て

な

、、

よ
・
り
、
匹

し
ま
し
よ
・
り

昭和45年9月15日とさ
、かな

、
3）第170号（羅畿＆羅昌）

昭
和
四
↑
六
年
歌
会
始
の
お
題

及
び
詠
進
歌
の
詠
道
要
領

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
四
十
五
年
一
月
十
三
日

一
、
昭
和
四
十
六
年
歌
会
始
め
お
題

　
昭
和
四
十
六
年
歌
会
始
め
の
翁
題

は
「
家
」
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

（
注
）
お
題
の
「
家
」
は
、
具
体
的

な
建
造
物
の
「
家
」
ば
か
り
で
な
く

抽
象
的
な
「
家
庭
」
を
題
材
と
し
て

も
結
構
で
す
。

二
、
詠
進
歌
の
詠
進
要
領

一
人
一
首
限
り
と
し

　
未
発
表
の
歌
で
あ
る
こ
と

口
用
紙
は
、
半
紙
を
凧
い
、
毛
筆
で

　
自
書
の
こ
と
、
た
だ
し
海
外
か
ら

　詠

進
す
る
場
合
は
、
用
紙
は
随
意

　
と
し
毛
筆
で
な
く
も
さ
し
つ
か
い

あ
り
ま
せ
ん
。

白
病
気
又
は
身
体
障
害
の
た
め
毛
筆

　
で
自
書
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

　
合
は
、
他
人
が
代
筆
し
て
も
さ
し

　
つ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
、
な
お
盲
人

　
は
、
点
字
で
詠
進
し
又
は
他
人
が

　
代
筆
し
て
も
さ
し
つ
か
え
あ
り
ま

　
せ
ん
。
た
だ
し
代
筆
の
場
合
は
、

　
す
べ
て
、
そ
の
理
由
を
書
い
た
別

　
紙
を
添
え
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
宮
内
庁

四
書
式
は
、
半
紙
を
横
に
二
つ
折
り

　
に
し
て
、
右
半
面
に
お
題
と
歌
、

　
左
半
面
に
は
住
所
、
氏
名
、
ふ
り

　
が
な
つ
き
）
生
年
月
日
及
び
職
業

を
書
く
こ
と
。

　
（
職
業
の
書
き
方
例
示
）

　
ω
　
現
在
職
業
に
つ
い
て
い
る
場

　
合
は
、
具
体
的
に
詳
し
く
書
く
こ

　
こ
と
、
何
業
、
何
商
、
何
会
社
、

　
役
職
名
、
何
省
何
局
役
職
名
、
何

　
学
校
役
職
名
、
又
は
、
学
生
は
、

　
何
学
校
何
学
年
等
。

葎沢部落と小出部落を結ぶ

　　　　　　万年橋工事進行状況現場

㈲
　
現
在
職
業
に
つ
い
て
い
な
い

場
合
は
、
必
す
元
の
職
業
又
は
世

帯
主
と
の
続
柄
を
書
く
こ
と
、
元

何
業
、
元
何
商
、
元
何
会
社
役
職

名
、
元
何
省
何
局
役
職
名
元
何

学
校
役
職
名
等
又
は
世
帯
主
と
の

続
柄
（
主
婦
は
、
夫
の
職
業
若
し

く
は
夫
の
元
の
職
業
（
（
夫
を
失
っ

た
者
に
あ
っ
て
は
世
帯
主
の
職
業

若
し
く
は
世
帯
主
の
元
の
職
業
及

び
世
帯
主
と
の
続
柄
）
）
例
え
ぱ
何

業
妻
、
何
会
社
何
役
妻
、
何
省
何

部
長
妻
元
何
学
校
長
妻
、
元
何
県

何
課
何
課
長
母
等
）

三
、
注
意
事
項

　
次
の
場
合
に
は
、
詠
進
歌
は
失
格

し
ま
す
。

e
一
人
で
二
首
以
上
詠
進
し
た
場
合

ω
詠
進
歌
が
す
で
に
発
表
さ
れ
た
歌

　
と
同
一
又
は
著
し
く
類
似
し
た
歌

　
で
あ
る
場
合
。

日
詠
進
歌
を
歌
会
始
の
行
な
わ
れ
る

　
日
以
前
に
新
聞
、
雑
誌
そ
の
他
の

　
出
版
物
、
年
賀
状
等
に
よ
り
発
表

　
し
た
場
合
。

四
代
筆
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
二
の

　
日
に
掲
げ
た
代
筆
の
理
由
書
を
添

　
え
た
場
合
を
除
く
）

㈲
職
業
を
、
単
に
商
業
、
会
社
員
、

　
無
職
、
主
婦
等
と
だ
け
書
い
て
具

　
体
的
で
な
い
場
合
。

因
、
締
切
期
日
に
遅
れ
た
場
合
。

一四
、
詠
進
の
期
間

　
本
年
九
月
か
ら
十
月
十
二
日
ま
で

　とし、

郵
送
の
場
合
は
、
消
印
が

ま
で
の
も
の
を
有
効

と
し
ま
す
。

五
、
郵
便
の
あ
て
先

　
「
㎜
奥
京
都
千
代
田
区
千
代
田
一

　
番
一
号
宮
内
庁
」
と
し
、
封
筒
に

　
「
詠
進
歌
」
と
書
き
添
え
る
こ
と

　
詠
進
歌
は
、
小
さ
く
折
っ
て
封
入

　
し
て
さ
し
づ
か
え
あ
り
ま
せ
ん
。

六
、
以
上
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
れ
ぱ

　
直
接
、
宮
内
庁
式
部
職
あ
て
に
、

　
住
所
、
氏
名
を
書
き
、
郵
便
切
手

　
を
は
っ
た
返
信
用
封
筒
を
添
え
て

　
九
月
末
日
ま
で
に
照
会
す
る
か
、

　
都
道
府
県
庁
又
は
市
町
村
役
場
に

　
問
い
合
せ
下
さ
い
。

国
勢
調
査
実
施
に

て
の
お
願
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
行

　
来
る
十
月
一
日
に
は
、
国
勢
調
査

が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
国
勢
調
査
は
、
全
国
、
都
道
府
県

市
町
村
の
人
口
の
大
き
さ
や
、
男
女

年
令
、
職
業
な
ど
の
構
成
を
正
確
に

明
ら
か
に
し
、
国
は
も
ち
ろ
ん
、
都

道
府
県
や
、
市
町
村
の
行
政
の
基
本

と
な
る
資
料
を
得
る
た
め
に
行
な
わ

れ
る
も
の
で
す
。

　
我
国
の
国
勢
調
査
は
、
大
正
九
年

の
第
一
回
調
査
以
来
、
皆
様
の
ご
協

力
と
国
勢
調
査
員
の
か
た
が
た
の
ご

尽
力
に
よ
っ
て
、
立
派
な
成
果
を
お

つ
い

　
　
　
　
　
　
政
　
課
〕

さ
め
て
お
り
ま
す
。

　
今
回
の
国
勢
調
査
は
、
第
一
回
の

調
査
以
来
五
十
年
を
迎
え
ま
す
が
、

今
回
も
こ
れ
ま
で
以
上
の
成
果
が
得

ら
れ
ま
す
よ
う
格
別
の
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

　
国
勢
調
査
の
結
果
は
、
い
ろ
い
ろ

な
分
野
で
、
非
常
に
広
範
囲
に
わ
た

っ
て
利
用
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

お
も
な
も
の
は
次
の
と
お
り
で
す
。

◇
衆
議
院
議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
選

　
挙
区
別
議
員
の
定
数
の
決
定

◇
県
議
会
の
議
員
の
定
数
の
決
定

◇
村
議
会
の
議
員
の
定
数
の
決
定

◇
交
付
税
の
算
定
基
準

◇
過
疎
地
域
の
対
策

◇
地
域
開
発
計
画

◇
交
通
対
策

◇
雇
用
対
策

　
以
上
の
外
、
多
方
面
で
剰
用
さ
れ

ま
す
。　

中
里
文
芸

　
　
　
ー
九
月
投
句
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
泉

学
童
の
積
む
廃
品
の
山
秋
暑
し

夏
の
雷
急
行
列
車
灯
を
灯
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
の
え

影
に
不
況
の
重
ざ
静
か
ら
蝉
ら

世
代
の
断
層
夜
霧
で
埋
め
深
息
吐
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
梢
陽

い
っ
ぷ
く
は
山
栗
に
逸
れ
る
妻
の
野

良厨
の
灯
う
か
が
っ
て
泣
く
ち
く
ろ
か

か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
由
記

秋
風
が
綱
戸
よ
り
き
て
ぺ
ー
ジ
め
く

る秋
風
に
風
鈴
わ
び
し
睡
れ
ぬ
夜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凍
子

闇
の
深
さ
に
む
せ
0
こ
ほ
ろ
ぎ
の
青

い
馨

鬼
灯
で
埋
め
る
黒
じ
あ
し
あ
と
ひ
と

つ
づ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
峰
月

露
草
に
星
こ
ぽ
れ
を
り
人
恋
う
る

残
暑
の
街
化
粧
汚
れ
し
日
暮
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
知

干
草
の
温
み
老
農
抱
き
帰
る

露
草
で
ト
マ
ト
を
洗
い
て
咽
喉
潤
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
栄
山

湯
家
の
窓
パ
ン
に
よ
り
く
る
に
し
き

鯉鈴
虫
に
湯
家
の
ロ
ー
カ
を
二
ど
三
ど
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
春
、
柳
・

青
空
を
赤
く
色
ど
る
蜻
蛉
か
な

胸
張
っ
て
力
み
通
し
の
案
山
子
か
な

　
　
　
短
　
　
歌

　
　
　
　
　
　
山
崎
　
　
了

握
り
合
う
手
の
感
覚
よ
や
わ
ら
か
く

細
き
指
に
赤
き
マ
ニ
キ
ヤ

手
を
胸
に
組
ま
せ
し
君
が
燃
ゆ
る
眼

は
火
焔
の
音
か
胸
に
響
か
う

道
化
め
く
し
ぐ
さ
に
か
く
し
後
ろ
よ

り
目
隠
し
す
れ
ば
わ
が
な
即
座
に
，

わ
が
肩
に
君
が
置
き
た
る
掌
の
温
み

消
え
な
む
程
の
秘
め
ご
と
に
し
て


