
  
1

生
れ
て
間
も
な
い
乳ち

呑の
み

児ご

を
乗
せ
た
乳
母
車
を
押
し
て
、
二
軒
の
家
を
か
わ
る
が
わ
る
訪
れ
て
い
た
。

―
も
う
、
何
度
行
き
来
し
た
こ
と
か
…
。

押
す
乳
母
車
も
心
な
し
か
重
み
が
増
し
て
き
た
よ
う
に
感
じ
た
。
そ
れ
以
上
に
心
に
か
か
る
重
み
が
大
き
か
っ
た
。

二
軒
の
間
を
往
来
し
て
訪
ね
る
先
の
応
答
は
い
ず
れ
も
決
ま
っ
て
い
た
。

「
あ
ち
ら
さ
ん
が
よ
ろ
し
い
と
言
わ
れ
る
の
な
ら
、
私
も
承
知
す
る
が
…
」

両
方
の
家
で
は
異
口
同
音
に
、
共
に
決
定
権
を
相
手
に
委
ね
て
優
柔
不
断
な
態
度
を
見
せ
る
の
だ
っ
た
。
何
度
訪

ね
て
も
そ
の
言
葉
は
変
わ
ら
な
い
。

人
の
常
の
こ
と
な
が
ら
、
日
頃
親
交
の
な
い
人
た
ち
の
信
頼
を
得
る
こ
と
の
難
し
さ
、
カ
ネ
に
ま
つ
わ
る
こ
と
の

厳
し
さ
が
、
あ
ら
た
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
た
。

だ
が
、
寺
部
だ
い
は
、
な
ん
と
し
て
も
用
件
を
達
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
願
う
の
は
、
頼た

の

母も

子し

講こ
う

で
落

札
し
た
二
百
円
の
受
け
取
り
の
保
証
を
得
る
こ
と
。
そ
れ
は
、
だ
い
が
最
近
創
っ
た
裁
縫
女
学
校
の
運
営
の
た
め
に

欠
か
せ
な
い
資
金
な
の
だ
。
開
校
ま
も
な
く
校
舎
の
増
築
が
必
要
に
な
り
、
三
百
円
の
資
金
の
調
達
に
か
か
っ
た
。

創
め
の
地
こ
こ
に
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桜
井
村
（
愛
知
県
碧
海
郡
、
現
安
城
市
）
川
島
の
あ
る
寺
で
開
か
れ
た
頼
母

子
講
に
加
入
し
て
、幸
い
第
一
回
で
落
札
で
き
た
。そ
の
金
額
は
二
百
円
だ
っ

た
が
、
こ
れ
を
受
け
取
る
た
め
に
は
連
借
印
が
必
要
だ
っ
た
。

そ
の
保
証
人
に
二
名
が
指
名
さ
れ
た
。
村
で
一
、二
に
屈
指
さ
れ
る
大
地

主
だ
っ
た
。
だ
が
、
だ
い
は
そ
の
人
た
ち
と
は
こ
れ
ま
で
深
く
交
際
は
し
て

い
な
い
。

―
連
借
印
を
押
し
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
。

承
諾
が
得
ら
れ
る
か
案
じ
た
が
、
果
た
し
て
そ
の
不
安
は
的
中
し
た
。

お
願
い
に
上
が
っ
た
も
の
の
、
案
の
定
、
要
領
を
得
な
い
。
結
局
、
確
答
を
得
ら
れ
な
い
ま
ま
に
両
家
を
行
っ
た

り
来
た
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

両
家
の
間
は
一
キ
ロ
程
、
車
を
押
し
て
の
女
の
足
で
は
二
十
分
は
か
か
ろ
う
。

交
渉
は
夕
方
か
ら
か
か
っ
て
、
次
第
に
夜
が
更ふ

け
て
も
な
お
続
い
た
。

  

2

〝
長
丁
場
〟
は
日
付
が
変
わ
る
頃
ま
で
続
い
た
。
だ
が
、
零
時
を
過
ぎ
る
あ
た
り
で
や
っ
と
事
が
開
け
た
。

玄
関
先
で
何
度
目
か
話
し
合
っ
て
い
る
と
き
、
床
に
就
い
て
い
た
そ
こ
の
娘
が
起
き
出
し
て
き
て
父
親
を
口
説
い

Ⅱ　刻苦の学園づくり
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て
了
承
さ
せ
て
く
れ
た
。
そ
の
娘
は
、
た
ま
た
ま
だ
い
の
学
校
に
在
学
し

て
お
り
、
聞
き
か
ね
て
首
尾
を
図
っ
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
れ
で
、
も
う
一
方
も
折
れ
て
納
得
。
無
事
請
印
を
願
う
こ
と
を
得
た
。

我
が
家
の
あ
る
安
城
へ
は
四
キ
ロ
以
上
も
あ
る
。
そ
の
夜
道
を
た
ど
っ

て
帰
宅
し
た
の
は
ま
さ
に
丑う

し

三
つ
時
、
午
前
三
時
を
過
ぎ
て
い
た
。

深し
ん

々し
ん

と
更
け
切
っ
た
夜
の
冷
気
は
寒
々
と
身
に
迫
っ
た
。
し
か
し
、
胸

中
に
と
も
し
火
が
と
も
っ
て
い
た
。

―
こ
れ
で
、
早
く
校
舎
を
建
て
、
少
な
く
と
も
五
十
名
以
上
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
…
。

学
校
の
こ
れ
か
ら
の
運
営
を
夢
見
る
希
望
が
湧
き
上
が
っ
て
い
た
。
と
同
時
に
、
自
分
が
安
城
に
学
び
の
場
を
設

け
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
れ
ま
で
の
由ゆ

縁え
ん

に
も
何
か
不
思
議
さ
を
感
じ
て
い
た
…
。

＊

だ
い
は
、
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
、
東
京
裁
縫
女
学
校
（
現
渡
辺
学
園
・
東
京
家
政
大
学
）
へ
入
学
・
履

修
し
て
、
同
校
の
教
員
辞
令
を
受
け
て
正
式
の
教
員
に
な
る
と
と
も
に
文
部
大
臣
か
ら
教
員
認
可
を
取
得
。
母
校
の

教
生
に
な
っ
た
が
、
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
、
滋
賀
県
の
石
部
実
業
補
習
女
学
校
に
、
裁
縫
科
教
員
と
し

て
赴
任
し
た
。
二
十
四
歳
で
の
自
立
で
あ
っ
た
。

こ
の
履
歴
を
見
る
と
、
人
生
の
表
通
り
を
足
ど
り
も
順
調
に
歩
い
た
よ
う
に
も
推
量
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
自
立
ま
で
の
道
の
り
の
曲
折
は
並
み
で
は
な
か
っ
た
。
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だ
い
は
、
幼
い
頃
か
ら
家
庭
的
な
境
遇
に
は
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

家
業
が
没
落
し
、
父
な
し
子
、
母
一
人
子
一
人
の
家
庭
環
境
の
も
と
で
、
生
活
の
苦
し
さ
に
耐
え
た
。
そ
ん
な
中
、

だ
い
は
学
び
に
励
ん
だ
。

  
3

明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年
十
月
二
十
日
生
ま
れ
の
だ
い
は
、
学
齢
に
達

す
る
の
は
二
十
二
（
一
八
八
九
）
年
四
月
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
半
年
前
の

二
十
一
（
一
八
八
八
）
年
九
月
に
桜
井
尋
常
小
学
学
校
へ
入
学
し
た
。

そ
の
動
機
に
は
訳
が
あ
っ
た
。

そ
の
年
の
四
月
、
母
子
は
善
光
寺
参
り
を
し
た
。
鉄
道
も
通
じ
て
い
な
い
当

時
の
こ
と
、道
中
は
徒
歩
だ
っ
た
。だ
が
、そ
の
帰
途
、山
道
で
迷
い
そ
う
に
な
っ

た
。
二
筋
の
分
か
れ
道
に
古
び
た
道
し
る
べ
が
あ
っ
た
。
夕
闇
迫
る
中
、
石
に

刻
ま
れ
た
文
字
を
指
先
で
こ
す
っ
て
読
ん
だ
。
そ
の
お
か
げ
で
、
夜
の
山
道
を

行
き
迷
う
こ
と
な
く
、
伝
え
聞
く
山
犬
（
狼
）
に
襲
わ
れ
こ
と
も
な
く
済
ん
だ
。

母
は
無
学
だ
っ
た
が
、
古
着
売
買
の
商
い
の
必
要
上
ひ
ら
が
な
の
読
み
書
き
は

身
に
つ
け
て
い
た
。
そ
の
た
め
、「
右　

か
き
の
み
ち
」
と
刻
ま
れ
た
文
字
を

Ⅱ　刻苦の学園づくり
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読
ん
で
、
正
し
く
柿
野
の
宿
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
行
き
暮
れ
た
夜
の
山
道
で
生
死
に
か
か

わ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

こ
の
体
験
が
、
母
に
い
た
く
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。

「
だ
い
を
小
学
校
に
入
れ
る
の
だ
」

家
に
帰
る
と
、
母
は
す
ぐ
小
学
校
に
出
か
け
た
。
道
し
る
べ
の
文
字
を
読
む
こ
と
で
救
わ
れ
た
。
こ
の
体
験
か
ら
、

識
字
の
大
切
さ
を
感
じ
た
母
は
、
い
か
に
し
て
も
わ
が
子
に
学
を
身
に
つ
け
さ
せ
よ
う
と
決
意
し
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
、
特
別
入
学
し
て
ま
で
の
小
学
校
も
三
年
の
学
習
で
終
わ
っ
た
。

か
な
の
読
み
書
き
に
は
事
欠
か
な
く
な
っ
た
か
ら
と
い
う
母
の
意
向
だ
っ
た
。
当
時
は
「
女
児
を
入
学
さ
せ
る
家

庭
は
お
寺
様
か
学
校
の
先
生
か
お
医
者
様
ぐ
ら
い
」
と
言
い
は
や
さ
れ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
に
母
子
家
庭

の
子
女
が
通
学
す
る
の
は
奇
異
で
す
ら
あ
っ
た
。
母
に
は
そ
う
し
た
風
潮
に
周
囲
へ
の
遠
慮
が
あ
っ
た
の
か
も
知
れ

な
い
。
代
わ
っ
て
夜
学
塾
へ
通
う
よ
う
に
勧
め
、
だ
い
は
塾
の
勉
強
と
並
行
し
て
暮
ら
し
を
助
け
る
た
め
の
お
針
仕

事
を
習
い
始
め
た
。

  

4

お
針
仕
事
で
家
計
を
助
け
る
う
ち
、
夜
学
塾
で
は
、
修
身
、
国
語
、
算
術
、
地
理
、
歴
史
と
、
高
等
科
程
度
の
学

力
を
学
ぶ
こ
と
に
な
り
、
だ
い
の
勉
学
熱
も
高
ま
っ
て
い
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
も
お
よ
そ
七
年
、
家
計
を
助
け
る
た
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め
明
治
二
十
九
（
一
八
九
六
）
年
に
塾
を
辞
め
て
針
仕
事
に
専
念
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
十
六
歳
に
な
っ
た
だ
い
は
、
確
実
な
生
計
と
し
て
小
学
校
の
教
師
を
志
望
し
た
。

し
か
し
、
小
学
校
は
三
年
足
ら
ず
、
夜
学
塾
に
は
七
年
通
っ
た
が
正
規
の
学
校
の
よ
う
に
組
織
的
な
教
育
を
受
け

て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
師
範
学
校
に
入
り
た
く
て
も
受
験
資
格
が
な
い
。
や
む
な
く
裁
縫
を
教
え
る
教
員
を
志
望

し
て
、
裁
縫
専
科
教
員
の
試
験
を
受
け
た
。
だ
が
、
失
敗
し
た
。
三
年
続
け
て
挑
戦
し
た
が
不
合
格
だ
っ
た
。
小
学

校
中
退
、
夜
学
塾
通
い
の
学
業
レ
ベ
ル
で
、
基
礎
学
力
も
乏
し
く
教
育
課
程
に
も
通
じ
て
い
な
い
身
に
は
適
わ
な
い

難
関
だ
っ
た
。

こ
の
現
実
に
、
だ
い
は
一
心
発
起
し
た
。
こ
の
道
で
本
格
的
に
技
術
・
知

識
を
習
得
す
る
た
め
、
明
治
三
十
五
（
一
九
〇
二
）
年
四
月
、
東
京
裁
縫
女

学
校
（
現
学
校
法
人
渡
辺
学
園
・
東
京
家
政
大
学
の
前
身
）
に
入
学
し
た
。

学
力
、
資
力
に
不
十
分
な
地
方
の
子
女
が
単
身
上
京
し
て
学
ぼ
う
と
い
う
の

は
冒
険
で
も
あ
っ
た
。
だ
い
は
ひ
た
す
ら
母
に
懇
願
し
て
許
し
を
受
け
、
母

が
懇
意
に
し
て
い
る
二
人
か
ら
月
々
の
学
資
を
融
通
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
、

学
び
に
就
い
た
。

基
礎
学
力
を
補
う
た
め
、
昼
は
裁
縫
女
学
校
、
夜
は
教
員
養
成
所
で
学
び
、

こ
れ
ま
で
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
の
克
服
に
努
め
た
。
だ
が
、
や
が
て
郷
里

か
ら
は
送
金
不
能
の
知
ら
せ
が
届
く
。
小
さ
い
時
か
ら
母
と
と
も
に
苦
難
に

Ⅱ　刻苦の学園づくり
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耐
え
抜
く
こ
と
に
は
慣
れ
て
い
た
だ
い
は
、
こ
の
状
況
に
も
耐
え
た
。
生
活
は
自
活
の
た
め
極
度
の
倹
約
を
図
り
、

電
灯
も
な
い
カ
ン
テ
ラ
生
活
、
食
事
は
国
元
の
母
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
米
と
味
噌
と
梅
干
だ
け
。
朝
晩
は
味
噌
を
溶

か
し
て
飲
み
、
昼
は
梅
干
を
唯
一
の
副
食
に
し
て
済
ま
せ
た
。
学
資
を
生
み
出
す
た
め
あ
ら
ん
限
り
の
ア
ル
バ
イ
ト

も
し
た
。
朝
早
く
は
新
聞
配
達
、
新
聞
の
立
ち
売
り
、
牛
乳
配
達
、
納
豆
売
り
…
。
荷
車
ひ
き
、
車
夫
な
ど
男
ま
が

い
の
肉
体
労
働
も
い
と
わ
な
か
っ
た
。
当
時
、
青
雲
の
志
を
抱
い
て
上
京
す
る
〝
苦
学
生
〟
も
多
か
っ
た
が
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
は
男
子
で
あ
り
、
だ
い
の
よ
う
な
女
子
苦
学
生
は
稀け

有う

だ
っ
た
。

だ
が
、
そ
う
し
た
〝
刻
苦
精
励
〟
の
お
か
げ
で
、
学
業
を
成
し
遂
げ
、
郷
里
で
裁
縫
塾
を
営
む
道
を
拓
く
ま
で
に

至
っ
た
の
だ
っ
た
。

  

5

結
婚
は
入
学
、
就
職
と
と
も
に
、
人
生
に
お
け
る
大
き
な
エ
ポ
ッ
ク
で
あ
る
。
特
に
女
性
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
伴

侶
に
よ
っ
て
、
と
き
に
人
生
を
決
す
る
一
大
事
と
も
な
る
。

だ
い
は
明
治
四
十
（
一
九
〇
七
）
年
、
結
婚
す
る
。
夫
の
清
水
三
蔵
は
海
軍
士
官
だ
っ
た
。
教
員
と
し
て
一
時
勤

務
し
た
滋
賀
県
・
石
部
実
業
補
習
女
学
校
時
代
に
知
り
合
っ
た
親
友
の
世
話
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
日
露
戦
争
直
後

の
当
時
、
海
軍
士
官
は
憧
れ
の
的
で
あ
り
、
願
っ
て
も
な
い
良
縁
だ
っ
た
。

だ
い
は
、
海
軍
将
校
の
奥
様
と
し
て
の
華
や
か
な
生
活
を
夢
に
描
い
た
。
だ
が
、
そ
う
し
た
生
活
は
長
く
は
続
か
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な
か
っ
た
。
三
蔵
が
突
然
、
自
ら
海
軍
を
退
官
し
た
か
ら
で
あ
る
。
明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

海
軍
を
や
め
た
士
官
の
就
職
先
は
、
田
舎
の
こ
と
で
も
あ
り
、
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
夫
の
受
け
る
わ

ず
か
な
年
金
と
恩
給
だ
け
で
は
、
母
と
子
を
抱
え
た
生
活
の
維
持
は
難
し
く
、
だ
い
は
一
家
の
将
来
の
生
活
設
計
に

つ
い
て
思
い
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
思
案
の
あ
げ
く
、
打
開
策
と
し
て
思
い
至
っ
た
の
は
、
上
京
し
て
夫
の
職
を
探
す
こ
と
だ
っ
た
。

―
い
よ
い
よ
の
場
合
は
、
下
宿
屋
を
し
て
四
人
の
生
活
を
支
え
よ
う
。

そ
う
心
に
決
め
て
、
母
に
相
談
し
た
。

だ
が
、
母
や
つ
は
上
京
に
難
色
を
示
し
た
。

「
私
の
生
き
て
い
る
う
ち
は
郷
里
に
い
て
も
ら
い
た
い
」

そ
し
て
思
い
切
っ
た
提
案
を
し
た
。

「
桜
井
村
は
不
便
だ
が
、
安
城
へ
出
れ
ば
色
々
都
合
が
よ
い
だ
ろ

う
か
ら
、
い
っ
そ
の
こ
と
、
こ
の
家
を
移
し
て
み
た
ら
…
」

や
つ
は
、
時
代
の
流
れ
を
的
確
に
見
て
い
た
。

そ
の
頃
の
安
城
は
勢
い
に
乗
っ
て
い
た
。

明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
に
は
明
治
用
水
が
完
成
し
て
地
域

の
農
業
基
盤
が
整
う
と
と
も
に
、
明
治
二
十
四
（
一
八
九
一
）
年

に
は
東
海
道
線
が
開
通
し
て
安
城
駅
が
設
置
さ
れ
、
駅
を
中
心
と
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す
る
道
路
網
も
整
備
さ
れ
て
交
通
イ
ン
フ
ラ
も
整
っ
て
き
て
い
た
。
そ
う
し
た
〝
地
域
発
展
〟
の
成
果
が
着
々
と
あ

ら
わ
れ
て
、
明
治
三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
に
は
町
制
が
し
か
れ
、
人
口
一
万
五
千
の
安
城
町
が
誕
生
し
て
い
た
。

  
6

「
聞
け
ば
、
今
ま
で
知
立
に
あ
っ
た
警
察
署
や
郡
役
所
、
登
記
所
な
ど
も
安
城
へ
移
さ
れ
る
と
か
。
安
城
は
碧
海
郡

で
一
番
の
ま
ち
に
な
る
よ
う
だ
か
ら
ね
え
」

や
つ
が
「
安
城
へ
出
れ
ば
、
色
々
都
合
の
よ
い
こ
と
が
多
い
」
と
言
う
の
も
、
そ
う
し
た
情
勢
を
と
ら
え
て
の
こ

と
だ
っ
た
。

〝
家
を
越
し
し
て
で
も
こ
の
三
河
の
地
に
…
〟

こ
う
ま
で
言
わ
れ
る
と
、
だ
い
も
逆
ら
え
な
か
っ
た
。

や
つ
は
、
さ
っ
そ
く
安
城
町
の
朝
日
町
（
現
Ｊ
Ｒ
安
城
駅
東
方
）
に
、
三
百
坪
（
約
九
百
九
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）

ほ
ど
の
農
地
を
求
め
、
桜
井
に
あ
っ
た
家
を
移
築
し
た
。

家
屋
は
二
十
五
坪
（
約
八
十
三
平
方
メ
ー
ト
ル
）
ほ
ど
の
二
階
家
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
、
近
所
の
子
女
に
裁
縫
の

指
導
を
始
め
た
。

安
城
の
地
に
進
出
し
て
、
本
格
的
な
裁
縫
塾
を
開
設
―
こ
れ
が
、
だ
い
と
安
城
が
因
縁
を
結
ん
だ
経
緯
だ
っ
た
。

明
治
四
十
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
十
一
月
頃
、
だ
い
、
二
十
八
歳
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
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＊

桜
井
村
で
は
教
え
子
は
二
十
人
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
安
城
に

移
る
と
、
だ
い
を
慕
っ
て
寄
宿
し
て
教
え
を
受
け
る
者
も

あ
っ
た
。

だ
い
は
、
桜
井
に
塾
を
開
い
て
い
る
う
ち
、
請
わ
れ
て
滋

賀
県
の
石
部
実
業
補
習
女
学
校
の
教
員
に
な
り
、
一
時
赴
任

す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
桜
井
で
の
教
え
子
六
名

が
遠
く
石
部
ま
で
だ
い
に
従つ

い
て
行
っ
た
。
教
え
子
に
そ
れ
程
ま
で
に
慕
わ
れ
た
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
が
、
大
事
な

娘
を
一
人
の
若
い
教
員
に
任
せ
て
遠
く
勉
学
に
出
し
た
と
い
う
だ
い
に
対
す
る
親
の
信
頼
の
大
き
さ
も
注
目
さ
れ
る
。

だ
い
の
教
育
者
と
し
て
の
資
性
が
示
さ
れ
る
一
断
面
で
も
あ
る
が
、
そ
の
資
性
は
安
城
の
塾
で
も
発
揮
さ
れ
た
。

裁
縫
塾
の
運
営
は
順
調
だ
っ
た
。

や
が
て
、
だ
い
は
、
女
子
に
必
要
な
家
事
・
裁
縫
を
主
体
に
一
般
教
養
学
科
を
教
え
る
女
学
校
を
創
る
こ
と
を
意

図
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

  

7

〝
裁
縫
塾
〟
で
は
な
く
、
正
規
の
教
育
令
に
よ
っ
た
〝
裁
縫
学
校
〟
を
…
。
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だ
い
が
、
な
ぜ
裁
縫
女
学
校
を
創
ろ
う
と
思
っ
た
の
か
。

そ
こ
に
は
、
明
治
後
期
の
女
子
教
育
に
お
い
て
、
私
立
裁
縫
女

学
校
の
存
在
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
き
て
い
た
こ
と

が
あ
っ
た
。

＊

「
男
は
手
習
い
、
女
は
裁
縫
」
…
裁
縫
は
多
く
の
女
性
に
必
須
な

た
し
な
み
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
江
戸
時
代
か
ら
家
で
、
あ
る
い

は
裁
縫
塾
や
寺
子
屋
で
そ
の
技
能
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

明
治
に
入
り
新
し
い
学
制
が
布
か
れ
て
近
代
教
育
が
始
ま
っ
た
が
、「
女
子
に
は
普
通
教
育
は
必
要
な
い
」
と
い
っ

た
偏
見
が
持
た
れ
、
男
子
に
比
べ
て
女
子
の
就
学
率
は
低
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
中
で
も
、
女
子
教
育
に
お

け
る
裁
縫
の
重
要
さ
は
変
わ
る
こ
と
な
く
、裁
縫
教
育
は
脈
々
と
続
け
ら
れ
た
。
そ
れ
が
、明
治
三
十
三（
一
九
〇
〇
）

年
に
小
学
令
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
で
様
相
が
変
わ
っ
た
。
就
学
が
督
促
・
強
化
さ
れ
た
こ
と
や
、
女
子
に
対
す
る
教

育
観
が
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
日
清
戦
争
後
に
産
業
化
が
起
こ
っ
て
き
た
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

要
因
に
よ
っ
て
、
女
子
の
就
学
は
急
速
に
増
え
、
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
で
五
〇
・
八
％
だ
っ
た
そ
の
就
学
率

は
三
十
六
（
一
九
〇
三
）
年
に
は
九
〇
％
に
達
す
る
急
激
な
上
昇
を
見
せ
た
。

こ
の
よ
う
に
女
子
教
育
が
広
ま
る
に
つ
れ
、
女
子
向
け
の
中
等
教
育
の
必
要
性
も
出
て
き
た
。
高
等
女
学
校
を
は

じ
め
実
業
学
校
、
実
業
補
習
学
校
、
師
範
学
校
、
各
種
学
校
な
ど
、
多
様
な
女
子
の
中
等
教
育
機
関
が
全
国
に
設
立
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さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
種
学
校
の
裁
縫
女
学
校
も
私
立
を
主
に
多
く
輩
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

裁
縫
女
学
校
は
、
明
治
十
年
代
か
ら
東
京
で
は
渡
辺
辰
五
郎
が
設
立
し
た
東
京
裁
縫
女
学
校
や
共
立
女
子
職
業
女

学
校
な
ど
が
草
分
け
的
な
存
在
と
な
っ
て
全
国
に
広
が
り
、
明
治
三
十
（
一
八
九
七
）
年
ご
ろ
に
は
百
十
五
校
、
裁

縫
を
教
育
内
容
の
中
心
と
し
た
技
芸
や
家
政
の
学
校
を
あ
わ
せ
る
と
百
五
十
校
ほ
ど
が
あ
っ
た
。
こ
の
女
子
各
種
学

校
は
、明
治
三
十
年
代
に
約
二
・
三
倍
と
い
う
急
激
な
伸
び
を
見
せ
、明
治
四
十（
一
九
〇
七
）年
ご
ろ
に
は
校
名
に「
裁

縫
」
や
「
技
芸
」「
実
用
」
等
の
名
を
付
け
た
学
校
は
全
国
で
三
百
七
十
校
ほ
ど
に
上
っ
た
。

  

8

こ
の
頃
の
裁
縫
女
学
校
の
輩
出
に
は
も
う
一
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
裁
縫
女
学
校
の
半
数
近
く
は
東
京
・
京
都
・

大
阪
と
い
う
大
都
市
の
あ
る
府
県
に
集
中
し
て
い
た
が
、
明
治
後
期
に
は
大
都
市
以
外
で
も
発
達
し
て
、
大
都
市
圏

以
外
で
は
約
五
倍
と
い
う
大
き
な
伸
び
を
示
し
た
の
だ
。

こ
う
し
た
す
う
勢
は
愛
知
県
に
も
及
ん
だ
。

明
治
三
十
五（
一
九
〇
二
）年
四
月
に
は
豊
橋
に
豊
橋
裁
縫
女
学
校（
現
藤
ノ
花
学
園
）、明
治
三
十
八（
一
九
〇
五
）

年
に
は
名
古
屋
に
名
古
屋
裁
縫
学
校
（
現
椙
山
女
学
園
）
が
創
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
西
三
河
地
域
で
も
明
治

三
十
九
（
一
九
〇
六
）
年
六
月
に
岡
崎
裁
縫
女
学
校
（
現
岡
崎
学
園
）
の
設
置
が
認
可
さ
れ
て
開
校
さ
れ
る
な
ど
、

各
地
に
私
立
の
裁
縫
女
学
校
が
名
乗
り
を
上
げ
た
。
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こ
う
し
た
潮
流
の
中
、
だ
い
は
自
ら
の
家
塾
に
思
い
を
至
ら
せ
た
。

だ
い
の
家
塾
に
通
う
の
は
裁
縫
技
術
を
習
得
す
る
と
い
う
限
定
的
な
人
が

多
く
、
中
等
の
女
子
教
育
を
受
け
る
と
な
る
と
、
安
城
で
は
名
古
屋
か
岡
崎

へ
通
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。
安
城
に
は
そ
れ
に
応
じ
ら
れ
る
学
校
が
な
い
か

ら
で
あ
る
。

高
等
小
学
校
卒
業
者
を
対
象
と
し
た
女
子
の
上
級
学
校
が
安
城
に
も
必
要

だ
。―

安
城
に
も
裁
縫
女
学
校
を
…
。
そ
れ
を
今
で
き
る
の
は
自
分
し
か
な
い
。

安
城
の
現
状
を
直
視
す
る
に
つ
け
、
だ
い
に
は
、
裁
縫
だ
け
で
な
く
、
家

事
や
一
般
教
養
学
科
も
教
え
る
中
等
の
女
子
教
育
機
関
を
安
城
に
も
設
置
し

た
い
と
い
う
も
く
ろ
み
が
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

＊

学
校
の
設
置
認
可
に
は
、
施
設
・
設
備
、
教
員
構
成
等
の
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
資
金
の
限
ら
れ

る
中
、
最
小
規
模
で
の
ス
タ
ー
ト
を
図
っ
て
、
小
学
校
令
に
よ
る
各
種
学
校
を
目
指
し
た
。 

授
業
料
は
「
月
額
五
十
銭
」
と
定
め
た
。

所
在
す
る
町
村
と
密
着
す
る
実
業
補
習
学
校
な
ど
で
は
、
入
学
資
格
を
原
則
的
に
町
内
に
居
住
す
る
者
に
限
定
し

て
授
業
料
は
月
額
三
十
銭
程
度
に
し
、
他
町
村
か
ら
通
学
す
る
者
の
場
合
に
は
五
十
銭
に
設
定
す
る
例
が
あ
っ
た
。
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そ
れ
に
な
ら
っ
た
の
だ
っ
た
。

だ
が
、
そ
れ
に
異
論
が
出
た
。

  
9

「
五
十
銭
の
月
謝
を
も
ら
っ
て
五
十
名
か
ら
の
生
徒
を
集
め
る
の
は
、
こ
の
安
城
町
で
は
見
込
み
が
立
た
ず
、
き
わ

め
て
困
難
だ
」

地
域
性
を
お
も
ん
ば
か
っ
て
、
学
校
の
運
営
を
危
ぶ
む
声
が
多
か
っ
た
。

し
か
し
、
一
旦
思
い
立
っ
た
だ
い
は
、
も
う
あ
と
に
引
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

「
学
則
で
は
一
律
五
十
銭
と
し
て
お
い
て
、
実
際
に
は
色
々
考
え
て
も
み
ま
し
ょ
う
」

事
態
へ
の
順
応
も
考
え
な
が
ら
、
早
急
に
設
置
の
手
続
き
を
と

り
、
県
か
ら
裁
縫
女
学
校
設
立
の
認
可
書
を
受
け
取
っ
た
。
日
付

は
明
治
四
十
五
（
一
九
一
二
）
年
二
月
八
日
付
。
翌
々
日
に
そ
れ

を
受
け
取
っ
た
だ
い
は
、
さ
っ
そ
く
四
月
開
校
の
準
備
に
か
か
っ

た
。裁

縫
女
学
校
は
す
で
に
近
く
岡
崎
に
あ
っ
た
が
、
蒲
郡
に
も
こ

の
春
、
町
立
の
裁
縫
女
学
校
（
現
愛
知
県
立
蒲
郡
高
等
学
校
）
が
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で
き
る
と
い
っ
た
情
報
も
耳
に
入
っ
て
い
た
。
事
を
急
が
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

校
名
は
地
名
を
冠
し
て
「
安
城
裁
縫
女
学
校
」
と
し
た
。
学
科
は
本
科
（
二
年
制
）、
専
修
科
（
一
年
制
）、
研
究

科
の
三
科
で
、
入
学
資
格
は
高
等
小
学
校
の
卒
業
者
。

月
謝
は
五
十
銭
（
当
時
の
多
く
の
卒
業
生
の
記
憶
に
よ
る
と
、
実
際
の
授
業
料
は
月
三
十
五
銭
で
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
）
と
し
た
が
、
焦
点
の
新
入
生
は
、
こ
れ
ま
で
の
裁
縫
塾
の
塾
生
の
大
部
分
と
新
た
に
入
学
し
た
者
で
お
よ
そ

三
十
名
だ
っ
た
。

認
可
を
受
け
て
二
カ
月
足
ら
ず
の
間
の
あ
わ
た
だ
し
い
手
配
と
あ
っ
て
、
何
も
か
も
が
応
急
、
最
小
規
模
の
体
勢

に
あ
っ
た
。

本
科
は
家
事
、
裁
縫
、
礼
法
、
国
語
、
修
身
、
茶
花
道
の
六
科
目
、
専
修
科
は
裁
縫
と
礼
法
と
修
身
、
研
究
科
は

裁
縫
一
科
目
だ
け
と
定
め
た
が
、
学
科
に
つ
い
て
は
町
内
の
小
学
校
校
長
や
寺
院
の
住
職
等
に
願
い
、
技
芸
関
係
は

校
長
の
だ
い
が
す
べ
て
一
人
で
担
当
し
た
。

校
舎
も
、
桜
井
村
か
ら
移
転
し
た
二
階
建
て
の
住
宅
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
、
住
宅
と
同
居
、
教
室
は
八
畳
と
六
畳

の
板
敷
の
部
屋
二
間
の
し
き
り
を
取
り
払
っ
て
つ
く
っ
た
。
二
階
の
一
間
が
遠
方
か
ら
の
入
学
者
数
人
の
た
め
の
寄

宿
に
あ
て
ら
れ
た
。

だ
が
、
生
徒
約
三
十
名
で
も
、
二
間
の
仕
切
り
を
取
り
払
っ
て
作
っ
た
教
室
は
、
い
か
に
し
て
も
狭
す
ぎ
た
。

132



  

10

住
ま
い
と
し
て
は
、
母
の
た
め
の
一
間
が
必
要
だ
っ
た
。
母
思
い
の
だ
い
に
は
欠
か
せ
な
い
部
屋
だ
っ
た
。
ま
た
、

こ
の
春
先
二
月
に
は
、
明
治
四
十
二
年
に
生
ま
れ
た
長
男
・
清
に
次
い
で
、
次
男
・
清せ

い

毅き

も
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
の

育
児
の
た
め
の
部
屋
も
必
要
だ
っ
た
。

こ
う
な
る
と
、
こ
れ
以
上
住
宅
を
教
室
に
使
用
す
る
事
は
不
可
能
で
あ
る
。

―
何
と
し
て
も
教
室
が
ほ
し
い
。

開
校
ま
も
な
く
校
舎
増
築
の
必
要
に
迫
ら
れ
、
三
十
坪
分
三
百
円

の
資
金
を
調
達
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
だ
い
は
、
こ
れ
ま

で
の
蓄
え
に
足
り
な
い
二
百
円
を
頼
母
子
講
に
頼
っ
た
。

そ
の
経
緯
か
ら
深
夜
を
徹
し
て
証
印
を
求
め
る
こ
と
に
も
な
っ
た

の
だ
っ
た
…
。

こ
う
し
て
、
校
舎
の
増
築
は
進
み
、
そ
の
年
十
月
に
は
、
木
の
香

も
か
ん
ば
し
い
校
舎
（
第
二
校
舎
）
が
竣
工
し
た
。
二
十
四
坪
（
約

八
十
平
方
メ
ー
ト
ル
）
一
教
室
の
わ
ず
か
な
増
築
だ
が
、
だ
い
は
前

途
に
夢
を
抱
き
な
が
ら
、
生
徒
の
指
導
と
学
校
経
営
に
取
り
組
ん
で
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い
っ
た
。

＊

「
お
っ
、〝
エ
プ
ロ
ン
学
校
〟
の
生
徒
が
お
し
ゃ
れ
な
格
好
で
通
っ
て
い
く
ぞ
」

安
城
駅
の
近
く
に
は
何
軒
か
の
店
や
家
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
町
並
み
を
は
ず
れ
る
と
周
辺
は
一
面
の
水
田
と
畑
で
、

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
松
が
枝
を
張
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
田
園
風
景
の
中
を
通
学
す
る
女
生
徒
…
和
服
に
白
い
エ
プ
ロ
ン

（
前
掛
け
）
を
か
け
、
裁
縫
箱
に
弁
当
を
入
れ
た
風
呂
敷
包
み
を
持
っ
て
通
学
す
る
安
城
裁
縫
女
学
校
生
だ
っ
た
。

学
校
は
午
前
九
時
ご
ろ
に
始
ま
り
、
午
後
三
時
ご
ろ
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
登
下
校
時
の
こ
と
だ
。
生
徒
た
ち
は
安

城
町
内
の
者
が
六
割
を
占
め
、
そ
の
他
も
碧
海
郡
内
か
ら
の
者
が
大
半
で
、
い
ず
れ
も
徒
歩
通
い
、
互
い
に
誘
い
合

い
連
れ
立
っ
て
通か

よ

っ
た
。
そ
の
エ
プ
ロ
ン
掛
け
の
装
い
か
ら
、
安
城
裁
縫
女
学
校
は
い
つ
し
か
〝
エ
プ
ロ
ン
学
校
〟

と
も
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
安
城
で
唯
一
の
裁
縫
女
学
校
出
現
は
、
人
々
に
も
関
心
を
呼
ん
だ
。

「
あ
の
エ
プ
ロ
ン
も
自
作
だ
ろ
う
が
、
裁
縫
の
ウ
デ
は
な
か
な
か
確
か
ら
し
い
な
」

し
た
り
顔
に
そ
ん
な
ふ
う
に
見
立
て
る
人
も
あ
っ
た
。

  

11

裁
縫
の
授
業
は
、
個
人
学
習
で
各
自
細
目
に
従
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
だ
い
（
の
ち
に
は
助
手
の
教
生
（
卒

業
生
）
な
ど
も
携
わ
る
）
の
個
人
指
導
を
受
け
な
が
ら
作
品
を
作
っ
て
検
閲
を
受
け
る
。
出
来
栄
え
が
認
め
ら
れ
る
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と
次
の
作
品
に
移
る
。
だ
が
、
技
術
が
少
し
で
も
不
完
全
の
場
合
は
、
最
初
か
ら
仕
立
て
直
し
を
命
ぜ
ら
れ
る
。「
指

導
態
度
は
き
わ
め
て
や
さ
し
い
が
、
評
点
は
実
に
厳
し
い
」
と
い
う
の
が
生
徒
た
ち
の
実
感
だ
っ
た
。
個
人
指
導
で

徹
底
的
に
教
え
ら
れ
た
。
細
目
を
完
了
す
る
と
卒
業
で
き
る
が
、
う
か
う
か
し
て
い
た
ら
規
定
の
年
数
で
は
卒
業
で

き
な
い
。
そ
の
た
め
、
生
徒
た
ち
は
自
学
自
習
に
努
め
、「
隣
の
生
徒
が
教
え
ら
れ
て
い
る
の
を
横
目
で
見
な
が
ら
、

自
分
で
覚
え
る
」
と
い
う
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
と
い
う
。

短
時
間
に
一
定
の
作
品
を
仕
上
げ
る
と
い
う
早
縫
い
競
争
が
行
わ
れ
た
り
、夏
期
休
暇
の
間
に
は
、袋
物
、刺
し
ゅ

う
な
ど
の
手
芸
等
各
種
の
講
習
会
が
開
か
れ
、
参
加
者
に
修
了
証
が
渡
さ
れ
た
り
も
し
た
。

こ
う
し
た
厳
し
い
教
育
指
導
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
の
も
、
だ
い
に
あ
る
思

い
が
あ
っ
た
か
ら
だ
っ
た
。

―
単
に
女
性
と
し
て
備
え
る
べ
き
裁
縫
技
術
を
教
え
る
だ
け
で
な
く
、
裁

縫
を
職
業
と
し
て
自
立
で
き
る
女
性
を
育
成
し
た
い
…
。

そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
自
ら
の
体
験
に
照
ら
し
て
生
み
出
さ
れ
た
教
育
へ

の
信
念
だ
っ
た
。
そ
の
思
い
は
、そ
の
後
、校
名
の
変
更
に
も
表
さ
れ
て
い
く
。

履
習
科
目
に
は
、
裁
縫
の
他
に
は
、
本
科
で
も
専
修
科
で
も
礼
法
を
週
一

時
間
ぐ
ら
い
ず
つ
学
習
し
、
ま
た
希
望
者
に
は
茶
道
、
華
道
が
教
え
ら
れ
た
。

裁
縫
技
術
に
つ
い
て
の
厳
し
さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
日
常
の
生
活
態

度
に
つ
い
て
も
厳
格
で
、
清
掃
、
整
頓
は
徹
底
し
て
行
わ
れ
、
言
葉
づ
か
い
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や
登
下
校
時
の
挨
拶
も
よ
く
戒
め
ら
れ
た
。

〝
女
性
の
能
力
開
発
〟〝
質
素
倹
約
〟〝
真
心
〟
―
だ
い
は
、
こ
う
し
た
言
葉
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
単
に
技
術

を
伝
達
す
る
の
で
は
な
く
、
全
人
的
教
育
を
図
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
厳
し
く
徹
底
し
た
教
育
方
針
は
、
当

然
な
が
ら
父
兄
か
ら
の
支
持
を
得
た
。

こ
う
し
た
こ
と
が
評
価
さ
れ
て
、
生
徒
数
は
、
三
年
目
に
は
開
校
時
に
当
面
の
目
標
と
し
て
い
た
五
十
人
ほ
ど
に

な
っ
た
。
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