
P

燭

▼

ひ



金木 の

’

I

’



町
の
公
民
館
で
、
こ
ど
も
将
棋
教
室
が
開
か

れ
、
盤
を
挟
ん
で
パ
チ
パ
チ
と
駒
音
を
響
か
せ

て
い
た
。
「
早
く
、
や
れ
よ
」
幼
稚
園
児
の
「
と
も

ち
や
ん
」
が
、
相
手
の
小
二
と
し
お
君
を
急
き
た

て
て
い
た
。
と
し
お
く
ん
は
、
じ
っ
と
盤
面
を
睨

ん
だ
ま
ま
だ
・
二
人
は
大
の
仲
良
し
だ
が
、
こ
と

将
棋
と
な
る
と
火
花
を
散
ら
し
て
戦
う
。
と
も

ち
や
ん
は
、
ち
い
さ
な
二
本
の
指
で
駒
を
上
手

に
つ
ま
み
、
「
バ
シ
ッ
」
と
打
ち
下
す
さ
ま
は
、
プ

ロ
並
だ
。

将
棋
は
盤
上
八
一
画
で
戦
う
簡
単
な
ゲ
ー
ム

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
今
か
ら
一
千
年
前
、

先
人
達
が
知
恵
を
し
ぼ
り
、
長
い
年
月
か
け
て

練
り
上
げ
た
だ
け
に
今
で
は
最
高
の
日
本
文
化

で
あ
り
、
世
界
一
の
ゲ
ー
ム
と
判
定
さ
れ
て
い

る
。
文
化
の
条
件
は
「
伝
統
性
」
「
独
創
性
」
「
大

衆
性
」
ガ
必
要
と
さ
れ
る
。
一
千
年
の
伝
統
が

I(

巻
頭
言

あ
り
、
幾
千
回
対
局
し
て
も
、
同
局
面
と
は
な
ら

ず
、
一
千
万
人
を
超
え
る
愛
好
者
が
い
る
。
デ
ィ

ー
プ
グ
ル
ー
の
大
型
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
チ
ェ

ス
の
棋
士
に
勝
っ
た
が
、
将
棋
に
は
負
け
る
。
後

十
年
は
か
か
る
と
い
わ
れ
る
・
チ
ェ
ス
は
一
局

面
の
指
手
は
、
平
均
三
五
～
四
○
手
、
将
棋
は
八

○
～
九
○
手
と
な
る
・
デ
ィ
ー
プ
グ
ル
ー
は
、
一

秒
間
に
二
億
手
を
読
む
。
人
間
が
一
秒
間
に
読

め
る
の
は
数
手
だ
・
人
間
の
判
断
力
に
勝
つ
た

め
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
、
｜
秒
間
に
二
億
手
も

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
創
造
性
は

そ
れ
程
す
ぐ
れ
て
い
る
。
将
棋
の
指
手
は
、
｜
つ

の
構
え
だ
け
で
、
矢
倉
な
ら
矢
倉
だ
け
で
十
五

～
十
六
億
の
変
化
が
あ
る
・
こ
れ
が
中
飛
車
、
棒

銀
と
な
れ
ば
、
無
限
だ
と
い
わ
れ
る
。

二
人
の
勝
負
が
つ
い
た
の
か
、
と
し
お
君
が

右
手
を
突
き
上
げ
「
勝
つ
た
こ
と
叫
び
立
ち

将
棋
と
文
化

わ
が
ふ
る
さ
と
を
探
る
会
々
長

上
が
っ
た
。
と
も
ち
や
ん
は
、
じ
っ
と
う
つ
む
き

盤
面
を
見
つ
め
て
い
る
。
あ
ん
な
に
優
勢
だ
っ

た
の
に
。
「
と
も
ち
や
ん
、
ど
う
し
た
の
」
声
を
か

け
た
途
端
、
大
粒
の
涙
が
ボ
タ
ン
と
盤
上
に
散

っ
た
。
よ
ほ
ど
く
や
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
や
が

て
大
き
く
し
ゃ
く
り
あ
げ
た
。
「
人
生
は
一
局
の

将
棋
な
ん
だ
、
や
り
直
し
は
き
か
ぬ
」
と
菊
地
寛

氏
の
人
生
論
で
あ
る
。
人
間
生
き
る
と
い
う
こ

と
は
、
結
局
ど
こ
か
を
目
標
に
階
段
を
昇
り
降

り
の
繰
り
返
し
な
の
か
も
知
れ
な
い
・
昇
り
続

け
れ
ば
疲
れ
果
て
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
体
け
い

す
る
踊
り
場
が
あ
る
・
無
限
の
指
手
の
中
か
ら

正
解
を
求
め
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
そ
の
く

や
し
涙
が
、
や
が
て
と
も
ち
や
ん
を
鍛
え
、
強
く

し
て
い
く
の
だ
。
「
と
も
ち
や
ん
、
頑
張
れ
」
私
は

こ
え
に
な
ら
ぬ
声
援
を
送
り
、
こ
れ
が
文
化
だ

と
思
っ
た
。
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中学校選択授業（組み紐） 

組紐展示会場 ベスト、バック、色紙、短冊等 

平
成
十
七

年
度
、
市
文
化
功
労
賞
に
 

組
紐
教
室
 
圧
日
良
子
氏
受
賞
 

（
本会
推
薦
）
 

古
来
か
ら
伝
わ
る
組
紐
の
伝
統
継
承
の
た
め
、
三
〇
年
前
か
ら

「
組
紐

教
室
」
を
開
催
し
、
組
紐
の
手
作
り
に
お
け
る
素
朴
さ
、
温
か
さ
及
び
心

の
安
ら
ぎ
を
与
え
る
た
め
、
伝
統
工
芸
の
普
及
継
承
に
心
血
を
注
い
で
い

る
。
近
年
は
、
イ
ン
テ
リ
ア
グ
ッ
ズ
等
様
々
な
も
の
に
活
用
し
、
商
品
価

値
と
し
て
も
注
目
さ
れ
、
各
大
会
で
数
多
く
の
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
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組紐展示会場 ベスト、バック、色紙、短冊等 

平
成
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年
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、
市
文
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功
労
賞
に
 

組
紐
教
室
 
川
日
良
子
氏
受
賞
 

（
本会
推
薦
）
 

古
来
か
ら
伝
わ
る
組
紐
の
伝
統
継
承
の
た
め
、
三
〇
年
前
か
ら

「
組
紐

教
室
」
を
開
催
し
、
組
紐
の
手
作
り
に
お
け
る
素
朴
さ
、
温
か
さ
及
び
心

の
安
ら
ぎ
を
与
え
る
た
め
、
伝
統
工
芸
の
普
及

継
承
に
心
血
を
注
い
で

い

る
。
近
年
は
、
イ
ン
テ
リ
ア
グ
ッ
ズ
等
様

々
な
も
の
に
活
用
し
、
商
品
価

値
と
し
て
も
注
目
さ
れ
、
各
大
会
で
数
多
く
の
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
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私
が
、
日
本
へ
帰
っ
て
来
た
の
は
昭
和
二
十
一
年
六
月
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
故
あ
っ
て
藤
枝
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
 

そ
の
時
期
は
、
そ
の
年
の
十
二
月
半
ば
過
ぎ
と
記
憶
し
て
い
る
。
雪
深

い
所
だ
な
あ
と
思
い
な
が
ら
歩
い
た
が
南
北
に
道
路
が
走
り
、
そ
の
片
側

だ
け
に
家
が
整
然
と
建
っ
て
い
た
。
そ
し
て
反
対
側
（
西
側
）
に
は
ま
ば
 
 

ら
に
五
戸
ほ
ど
の
家
が
あ
る
だ
け
だ
。
そ
の
た
め
、
他
村
の
人
か
ら

「
藤

枝
の
カ
ダ
フ
タ
村
（
道
路
の
片
側
だ
け
）」
と
郷
捻
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

れ
は
い
ま
も
っ
て
通
用
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
 

そ
し
て
何
故
か
隣
の
家
と
の
間
に
は
、
小
高
い
雪
の
盛
り
が
必
ず
あ
っ

た
。
私
は
な
ん
で
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ

た
の
だ
が
、
春
の
雪
解
け
時
期
に
な
る
と
、
そ
の
盛
り
は
段
々
小
さ
く
な

り
、
そ
し
て
全
く
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
藤
枝
名
物
の
「
ナ
ガ

レ
」
だ
と
は
し
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
 

今
で
こ
そ
地
吹
雪
ツ
ァ
ー
と
称
し

て
年
間
、
何
百
人
も
の
観
光
客
が

訪
れ
、
そ
れ
が
十
数
年
間
も
続

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
全
国
い
や
、
海

外
か
ら
も
有
名
？
・
な場
所
と
し

て
興
味
を
持
た
れ

て
い
る
が
、
今
か
ら

三
、四
十
年
前
ま
で
は
冬
に
な

る
と
地
吹
雪
が
吹
き
荒
れ
、
全
く
の
陸
の

孤
島
と
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
事
実
、
私
の
家
内
が
嫁
い
で
き
て
最

初
に
出
た
言
葉
は

「
何
で
こ
ん
な
所
に
来
て
し
ま
っ
た
の
か
 
。

」
と

い
う
述
懐
だ
っ
た
こ
と
を
今
も
思
い
出
す
。
 

又
、
道
路
と
な
る
と
夏
と
冬
は
、
全
く
違
う
場
所
に
な
る
。
何
故
か
と

い
う
と
、
毎
戸
ご
と
に
カ
ッ
チ
ョ

（雪
囲
い
）
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
の

間
に
ナ
ガ
レ
が
出
来
、
歩
く
と
き
そ
れ
を
登
っ
た
り
下
り
た
り
の
繰
り
返

し
で
難
儀
を
す
る
の
で
、
通
常
の
道
路
よ
り
も
、
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ

た
田
ん
ぽ
に
積
も
っ
た
雪
の
上
を
日
常
歩
く
の
は
勿
論
、
馬
ソ
リ
も
そ
こ

を
通
っ
た
。
そ
の
道
を
造
る
と
き
は
、巾
三
メ
ー
ト
ル
弱
ほ
ど
の
両
側
に
、
 

印
と
し
て
さ
し
た
萱
の
間
を
村
中
総
出
で
、
踏
み
固
め
る
と
出
来
上
が
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
道
は
春
の
雪
解
け
ま
で
利
用
さ
れ
、
人
が
歩
く
だ
け
 

暮らしと食生活あれこれ 

逢 坂 

金木町藤枝地区内の力ッチョ（防雪囲） 

な
ら
堰
や
小
さ
な
水
路
の
上
も
自
由
に
通
れ
た
。
 

し
か
し
、
こ
れ
が
春
先
に
な
る
と

一
変
す
る
。
通
常
の
道
路
に
戻
す
に

は
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
積
も
り
ナ
ガ
レ
と
な
っ
た
雪
を
片
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
又
、
村
中
総
出
で
重
た
く
固
ま
っ
た
雪
を
ス
コ
ッ

プ
で

一
区
切
り
ず
つ
片
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
な
ど

の
除
雪
機
械
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
延
々
と

繰
り
返
さ
れ
て
来
た
。
勿
論
、自
家
用
車
な
ど
あ
る
筈
が
な
か
っ
た
の
で
、
 

急
病
人
が
出
た
と
き
な
ど
は
、
医
者
に
往
診
を
頼
む
か
、
馬
ソ
リ
に
患
者

を
乗
せ
て
病
院

へ
運
ん
だ
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
 

電
話
が
普
及
し
た
の
は
昭
和
四
十
年
頃
だ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
以
前

は
、
村
で

一
軒
し
か
な
か
っ
た
商
店
に
公
衆
電
話
が
あ
る
だ
け
で
皆
そ
れ

を
利
用
し
た
。
し
か
し
、
か
け
る
と
き
は
各
自
そ
こ
へ
行
っ
て
か
け
る
の

は
よ
い
と
し
て
も
、
ほ
か
か
ら
か
か
っ
て
き
た
電
話
を
取
り
次
ぐ
と
な
る

と
大
変
で
あ
る
。
そ
れ
も
昼
間
は
ど
う
に
か
な
る
が
、
夜
間
や
吹
雪
と
な

る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
家
人
が
産
気
づ
い
た
と
か
、
急
病
人
が
で
た
か

ら
何
と
か
電
話
に
出
し
て
貰
い
た
い
と
か
、
そ
の
度
に
商
店
の
人
が
連
絡

に
走
り
回
っ
た
の
で
あ
る
。
今
思
う
に
、
ど
れ
ほ
ど
苦
労
し
た
か
頭
が
下

が
る
思
い
で
あ
る
。
 

こ
の
よ
う
に
き
ら
わ
れ
も
の
の
雪
も
、
反
面
当
時
と
し
て
は
利
点
も

数
々
あ
っ
た
。
今
、
有
機
栽
培
な
ど
と
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
化
学
肥
料

な
ど
が
な
い
時
代
は
堆
肥
が
重
要
な
肥
料
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
稲
を
脱
穀

し
た
あ
と
の
稲
藁
は
、
今
で
こ
そ
野
焼
き
さ
れ
公
害
の
元
凶
と
さ
れ
て
い

る
が
、
当
時
は
そ
れ
を
積
み
重
ね
、
上
か
ら
下
肥
を
か
け
発
酵
さ
せ
る
と
 
 

藁
は
何
十
分
の
ー
に
も
圧
縮
さ
れ
腐
敗
し
、
立
派
な
堆
肥
と
な
る
。
こ
れ

を
馬
ソ
リ
に
積
ん
で
各
々
自
分
た
ち
の
田
ん
ぼ
へ
運
ぶ
の
だ
が
こ
の
時
、
 

何
メ
ー
ト
ル
も
の
高
さ
に
積
も
っ
た
雪
が
重
要
な
役
目
を
果
た
し
た
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
ト
ラ
ク
タ
ー
や
、
運
搬
車
な
ど
が
無
か
っ
た
時
代
、
稲
作

な
ど
は
到
底
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

又
、
冷
蔵
庫
が
無
か
っ
た
時
代
で
は
食
す
る
大
根
、
人
参
、
白
菜
な

ど
の
野
菜
は
、
土
を
ほ
り
、
そ
の
中
に
入
れ
て
、
藁
を
か
ぶ
せ
土
を
か
け

る
と
そ
の
上
に
雪
が
つ
も
り
、
立
派
な
保
温
効
果
を
発
揮
し
た
。
必
要
な

時
に
掘
り
出
し
て
食
材
に
す
る
の
だ
が
、
真
冬
で
も
凍
ら
ず
、
新
鮮
な
野

菜
と
し
て
の
活
力
源
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
昔
人
の
生
活

の
知
恵
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
次
に
食
生
活

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
今
日
の
よ
う
な
飽
食
時
代
と
違
っ
て
殆
ど
自
給
自

足
だ
っ
た
。
稲
作
技
術
に

つ
い
て
も
水
田
の
基
盤
整
備
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
泥
炭
地
層
の
土
質
が
大
半
を
占
め
て
い
た
た
め
、
排
水
が

悪
く
又
、
用
排
水
路
も
満
足
な
機
能
を
発
揮
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
雨
が

降
れ
ば

「イ
カ
リ
」
と
称
し
て
冠
水
し
、
又
日
照
り
の
時
は
田
ん
ぼ
に
ヒ

ビ
割
れ
を
起
こ
す
と
い
う
状
態
で
、
こ
れ
が
昔
か
ら
言
わ
れ
て
来
た
我
田

引
水

（
テメ
田
さ
水
）
が
頻
繁
に
生
じ
た
。
 

そ
し
て
秋
の
収
穫
も
今

の
よ
う
な

一
反
分
当
た
り
十
数
俵
と
は
程
遠

く
、
よ
い
年
、
し
か
も
篤
農
家
と
言
わ
れ
た
生
産
者
で
も
や
つ
と
七
、
八

俵
が
精
一
杯
、
私
の
家
で
も
一
反
歩
の
水
田
を
耕
作
し
て
い
た
が
五
、
六

俵
し
か
収
穫
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
生
産
者
た
る
農
家
の

一
人
当
た

り
年
間
保
有
米
四
俵
を
差
し
引
く
と
、
い
く
ら
も
残
ら
な
く
な
る
。
そ
の
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「
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な
ら
堰
や
小
さ
な
水
路
の
上
も
自
由
に
通
れ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
が
春
先
に
な
る
と
一
変
す
る
。
通
常
の
道
路
に
戻
す
に

は
高
さ
三
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
積
も
り
ナ
ガ
レ
と
な
っ
た
雪
を
片
付
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
又
、
村
中
総
出
で
重
た
く
固
ま
っ
た
雪
を
ス
コ
ッ

プ
で
一
区
切
り
ず
つ
片
付
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ブ
ル
ド
ー
ザ
ー
な
ど

の
除
雪
機
械
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
延
々
と

繰
り
返
さ
れ
て
来
た
。
勿
論
、
自
家
用
車
な
ど
あ
る
筈
が
な
か
っ
た
の
で
、

急
病
人
が
出
た
と
き
な
ど
は
、
医
者
に
往
診
を
頼
む
か
、
馬
ソ
リ
に
患
者

を
乗
せ
て
病
院
へ
運
ん
だ
り
し
た
も
の
で
あ
る
。

電
話
が
普
及
し
た
の
は
昭
和
四
十
年
頃
だ
っ
た
と
思
う
が
、
そ
れ
以
前

は
、
村
で
一
軒
し
か
な
か
っ
た
商
店
に
公
衆
電
話
が
あ
る
だ
け
で
皆
そ
れ

を
利
用
し
た
。
し
か
し
、
か
け
る
と
き
は
各
自
そ
こ
へ
行
っ
て
か
け
る
の

は
よ
い
と
し
て
も
、
ほ
か
か
ら
か
か
っ
て
き
た
電
話
を
取
り
次
ぐ
と
な
る

と
大
変
で
あ
る
。
そ
れ
も
昼
間
は
ど
う
に
か
な
る
が
、
夜
間
や
吹
雪
と
な

る
と
そ
う
は
い
か
な
い
。
家
人
が
産
気
づ
い
た
と
か
、
急
病
人
が
で
た
か

ら
何
と
か
電
話
に
出
し
て
貰
い
た
い
と
か
、
そ
の
度
に
商
店
の
人
が
連
絡

に
走
り
回
っ
た
の
で
あ
る
。
今
思
う
に
、
ど
れ
ほ
ど
苦
労
し
た
か
頭
が
下

が
る
思
い
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
き
ら
わ
れ
も
の
の
雪
も
、
反
面
当
時
と
し
て
は
利
点
も

数
々
あ
っ
た
。
今
、
有
機
栽
培
な
ど
と
注
目
さ
れ
て
い
る
が
、
化
学
肥
料

な
ど
が
な
い
時
代
は
堆
肥
が
重
要
な
肥
料
だ
っ
た
。
例
え
ば
、
稲
を
脱
穀

し
た
あ
と
の
稲
藁
は
、
今
で
こ
そ
野
焼
き
さ
れ
公
害
の
元
凶
と
さ
れ
て
い

る
が
、
当
時
は
そ
れ
を
積
み
重
ね
、
上
か
ら
下
肥
を
か
け
発
酵
さ
せ
る
と

私
が
、
日
本
へ
帰
っ
て
来
た
の
は
昭
和
二
十
一
年
六
月
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
故
あ
っ
て
藤
枝
に
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
時
期
は
、
そ
の
年
の
十
二
月
半
ば
過
ぎ
と
記
憶
し
て
い
る
。
雪
深

い
所
だ
な
あ
と
思
い
な
が
ら
歩
い
た
が
南
北
に
道
路
が
走
り
、
そ
の
片
側

だ
け
に
家
が
整
然
と
建
っ
て
い
た
。
そ
し
て
反
対
側
（
西
側
）
に
は
ま
ば

暮らしと食生活あれこれ
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藁
は
何
十
分
の
一
に
も
圧
縮
さ
れ
腐
敗
し
、
立
派
な
堆
肥
と
な
る
。
こ
れ

を
馬
ソ
リ
に
積
ん
で
各
々
自
分
た
ち
の
田
ん
ぼ
へ
運
ぶ
の
だ
が
こ
の
時
、

何
メ
ー
ト
ル
も
の
高
さ
に
積
も
っ
た
雪
が
重
要
な
役
目
を
果
た
し
た
。
そ

う
で
な
け
れ
ば
ト
ラ
ク
タ
ー
や
、
運
搬
車
な
ど
が
無
か
っ
た
時
代
、
稲
作

な
ど
は
到
底
出
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

又
、
冷
蔵
庫
が
無
か
っ
た
時
代
で
は
食
す
る
大
根
、
人
参
、
白
菜
な

ど
の
野
菜
は
、
土
を
ほ
り
、
そ
の
中
に
入
れ
て
、
藁
を
か
ぶ
せ
土
を
か
け

る
と
そ
の
上
に
雪
が
つ
も
り
、
立
派
な
保
温
効
果
を
発
揮
し
た
。
必
要
な

時
に
掘
り
出
し
て
食
材
に
す
る
の
だ
が
、
真
冬
で
も
凍
ら
ず
、
新
鮮
な
野

菜
と
し
て
の
活
力
源
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
昔
人
の
生
活

の
知
恵
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
次
に
食
生
活

に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
今
日
の
よ
う
な
飽
食
時
代
と
違
っ
て
殆
ど
自
給
自

足
だ
っ
た
。
稲
作
技
術
に
つ
い
て
も
水
田
の
基
盤
整
備
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
、
泥
炭
地
層
の
土
質
が
大
半
を
占
め
て
い
た
た
め
、
排
水
が

悪
く
又
、
用
排
水
路
も
満
足
な
機
能
を
発
揮
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
雨
が

降
れ
ば
「
イ
カ
リ
」
と
称
し
て
冠
水
し
、
又
日
照
り
の
時
は
田
ん
ぼ
に
ヒ

ビ
割
れ
を
起
こ
す
と
い
う
状
態
で
、
こ
れ
が
昔
か
ら
言
わ
れ
て
来
た
我
田

引
水
（
テ
メ
田
さ
水
）
が
頻
繁
に
生
じ
た
。

そ
し
て
秋
の
収
穫
も
今
の
よ
う
な
一
反
分
当
た
り
十
数
俵
と
は
程
遠

く
、
よ
い
年
、
し
か
も
篤
農
家
と
言
わ
れ
た
生
産
者
で
も
や
っ
と
七
、
八

俵
が
精
一
杯
、
私
の
家
で
も
一
反
歩
の
水
田
を
耕
作
し
て
い
た
が
五
、
六

俵
し
か
収
穫
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
か
ら
生
産
者
た
る
農
家
の
一
人
当
た

り
年
間
保
有
米
四
俵
を
差
し
引
く
と
、
い
く
ら
も
残
ら
な
く
な
る
。
そ
の

ら
に
五
戸
ほ
ど
の
家
が
あ
る
だ
け
だ
。
そ
の
た
め
、
他
村
の
人
か
ら
「
藤

枝
の
カ
ダ
フ
タ
村
（
道
路
の
片
側
だ
け
こ
と
椰
楡
さ
れ
て
い
た
が
、
こ

れ
は
い
ま
も
っ
て
通
用
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．
…
：
。

そ
し
て
何
故
か
隣
の
家
と
の
間
に
は
、
小
高
い
雪
の
盛
り
が
必
ず
あ
っ

た
。
私
は
な
ん
で
こ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
不
思
議
で
な
ら
な
か
っ

た
の
だ
が
、
春
の
雪
解
け
時
期
に
な
る
と
、
そ
の
盛
り
は
段
々
小
さ
く
な

り
、
そ
し
て
全
く
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
藤
枝
名
物
の
「
ナ
ガ

レ
」
だ
と
は
し
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

今
で
こ
そ
地
吹
雪
ツ
ア
ー
と
称
し
て
年
間
、
何
百
人
も
の
観
光
客
が

訪
れ
、
そ
れ
が
十
数
年
間
も
続
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
全
国
い
や
、
海

外
か
ら
も
有
名
？
な
場
所
と
し
て
興
味
を
持
た
れ
て
い
る
が
、
今
か
ら

三
、
四
十
年
前
ま
で
は
冬
に
な
る
と
地
吹
雪
が
吹
き
荒
れ
、
全
く
の
陸
の

孤
島
と
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
事
実
、
私
の
家
内
が
嫁
い
で
き
て
最

初
に
出
た
言
葉
は
「
何
で
こ
ん
な
所
に
来
て
し
ま
っ
た
の
か
．
…
：
。
」
と

い
う
述
懐
だ
っ
た
こ
と
を
今
も
思
い
出
す
。

又
、
道
路
と
な
る
と
夏
と
冬
は
、
全
く
違
う
場
所
に
な
る
。
何
故
か
と

い
う
と
、
毎
戸
ご
と
に
カ
ッ
チ
ョ
（
雪
囲
い
）
を
し
て
い
る
の
で
、
そ
の

間
に
ナ
ガ
レ
が
出
来
、
歩
く
と
き
そ
れ
を
登
っ
た
り
下
り
た
り
の
繰
り
返

し
で
難
儀
を
す
る
の
で
、
通
常
の
道
路
よ
り
も
、
十
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ

た
田
ん
ぽ
に
積
も
っ
た
雪
の
上
を
日
常
歩
く
の
は
勿
論
、
馬
ソ
リ
も
そ
こ

を
通
っ
た
。
そ
の
道
を
造
る
と
き
は
、
巾
三
メ
ー
ト
ル
弱
ほ
ど
の
両
側
に
、

印
と
し
て
さ
し
た
萱
の
間
を
村
中
総
出
で
、
踏
み
固
め
る
と
出
来
上
が
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
道
は
春
の
雪
解
け
ま
で
利
用
さ
れ
、
人
が
歩
く
だ
け

－ワー
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か
ら
、
ご
飯
を
炊
き
、
お
か
ず
を
作
る
と
い
う
煩
わ
し
さ
が
段
々
な
く
な

り
、
即
席
で
の
食
事
や
外
食
と
い
う
光
景
が
珍
し
く
な
く
な
っ
た
o
 

時
代
は
日
進
月
歩
す
る
の
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
私
は
何
か
し

ら
寂
し
さ
を
覚
え
る
。
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残
り
か
ら
小
作
人
は
地
主
に
小
作
料
を
取
ら
れ
、
又
、
食
糧
管
理
法
が
徹

底
さ
れ
て
い
た
頃
は
全
て
供
出
を
強
い
ら
れ
た
の
で
、
農
家
自
体
も
米
が

満
足
に
食
え
ず
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
豆
な
ど
を
混
ぜ
て
飢
え
を
し
の
い
だ
。
 

だ
が
、
そ
こ
は
さ
る
も
の
で
な
か
に
は
、
今
年
は
米
の
作
が
悪
か
っ

た
の
で
供
出
出
来
な
い
と
い
う
理
由
を
つ
け
て
拒
ん
だ
人
も
多
々
あ
っ
た

が
、
そ
れ
を
政
府
で
は
強
権
発
動
と
い
う
手
段
を
講
じ
た
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
取
締
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
中
で
も
、
人
間
は
や
は
り
知
恵
が

働
く
も
の
で
あ
る
。
農
家
が
必
死
で
隠
し
て
い
る
米
を
ヤ
I
I
、
値
で買
い
取

り
、
そ
れ
を
売
り
さ
ば
く
の
を
業
と
す
る
者
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
 

我
々
は
当
時
、
こ
の
人
達
を
「
カ
ツ
ギ
屋
」
と
称
し
た
。
こ
の
カ
ツ
ギ

屋
は
強
靭
な
体
の
持
ち
主
達
で

一
人
で
一
俵
（
六
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
は
普

通
、
中
に
は
二
俵
近
く
も
の
米
を
か
つ
い
で
い
た
人
も
あ
っ
た
。
当
時
、
 

カ
ツ
ギ
屋
を
や
っ
て
財
を
為
し
た
人
も
数
多
く
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
 

こ
の
よ
う
に
極
端
な
食
糧
難
の
時
代
で
は
旅
行
先
で
も
難
儀
を
し
た
も

の
で
あ
る
o
私
の
小
さ
い
こ
ろ
は
終
戦
直
後
だ
っ
た
た
め
、
小
学
校
は
修

学
旅
行
が
な
く
中
学
校
に
な
っ
て
初
め
て
行
わ
れ
た
が
そ
れ
と
て
二
泊
「
1
 

日
の
函
館
旅
行
 
。

し
か
し
当
時
は
見
る
も
の
聞
く
も
の
皆
珍
し
か
っ

た
o
旅
館
へ
着
く
と
楽
し
み
は
食
事
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
ご
飯
の
美
味

し
い
こ
と
 
。

し
か
し
、実
は
、
こ
の
米
も
各
自
持
ち
寄
っ
た
も
の
だ
っ

た
o
当
時
、
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
「
外
食
券
」
な
る
も
の

が
あ
っ
た
o
こ
れ
が
な
け
れ
ば
食
堂
や
旅
館
で
の
食
事
が
出
来
な
か
っ
た

の
で
あ
る
o何
し
ろ
、日
本
全
国
津
々
浦
々
主
食
の
米
が
不
足
の
時
代
だ
っ

た
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
か
っ
た
。
 

と
こ
ろ
が
、
後
に
始
ま
っ
た
土
地
改
良
事
業
が
全
国
的
規
模
で
推
進
さ

れ
、
水
田
の
土
地
基
盤
整
備
、
区
画
整
理
、
濯
慨
用
排
水
事
業
、
そ
れ
に
 

稲
作
技
術
の
飛
躍
的
向
上
に
伴
い
米
の
生
産
が
格
段
に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
結

果
、
米
余
り
現
象
が
生
じ
、
そ
の
年
に
穫
れ
た
米
を
消
費
出
来
ず
、
古
米
、
 

古
古
米
と
し
て
農
協
や
米
穀
集
荷
登
録
業
者
の
政
府
指
定
保
管
米
の
倉
庫

は
山
積
み
状
態
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
農
家
は
好
む

と
好
ま
ざ
る
に
関
係
な
し
に
減
反
や
転
作
を
強
い
ら
れ
た
。
 

先
程
述
べ
た
米
余
り
の
現
象
の
原
因
は
、
生
産
性
の
向
上
が
元
凶
の
よ

う
に
お
も
わ
れ
が
ち
だ
が
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
戦
後
、
我

が
国
に
急
速
に
入
っ
て
来
た
欧
米
文
化
の
影
響
に
よ
り
住
居
や
生
活
様
式

が
格
段
に
向
上
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
誰
も
異
論
は
な
い
と
思
う
。
し
か

し
、そ
れ
よ
り
も
増
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、日
本
人
の
食
生
活
の
向
上
？
・

と
い
え
ば
よ
い
の
か
功
罪
相
半
ば
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 

我
が
国
は
、
古
来
か
ら
瑞
穂
の
国
と
い
わ
れ
、
米
を
主
食
と
し
て
来
た
。
 

そ
し
て
副
食
は
近
海
で

獲
れ
る
魚
介
類
を
煮
た
り
焼
い
た
り
し

た
も
の
、
 

そ
れ
に
大
根
、
人
参
、
白
菜
等
の
漬
物
と
簡
単
な
食
事
だ
っ
た
。
そ
れ
が

今
で
は
飽
食
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

一
例
を
あ
げ
る
と
、
 

朝
は
パ
ン
、
牛
乳
に
卵
、
昼
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や
め
ん
類
、
タ
食
は
肉
を

主
と
し
た
副
食
が
常
食
と
な
り
、
神
代
の
時
代
か
ら
主
食
の
座
に
君
臨
し

て
来
た
米
は
、
い
つ
の
間
に
か
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
 

そ
の
ほ
か
街
に
は
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ

ー
メ
ン
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
フ

ラ
イ
ド
チ
キ
ン
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
等
の
手
軽
で
味
の
よ
い
も
の
が
続
々
と
、
 

手
頃
な
値
段
で
売
ら
れ
て
い
る
。
家
庭
の
主
婦
が
勤
め
か
ら
帰
っ
て
来
て
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津
軽
言
葉
の
謎
 

そ
の
一
 
津
軽
語
の
ル

ー
ツ
は
 

日
本
語
と
ア
イ
ヌ
語
に
共
通
点
は
あ
る
の
か
、
言
語
学
者
の
中
で
も
共

通
点
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
い
出
せ
な
い
と
い
う
。
 

そ
れ
で
は
、
ア
イ
ヌ
語
と
津
軽
語
の
共
通
点
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
無

で
あ
ろ
う
。
た
だ
我
々
の
永
い
生
活
の
中
で
、
ア
イ
ヌ
語
と
思
わ
れ
る

言
葉
を
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
「
マ
ギ
リ
」
「サ
フ
ロ
」
と
か
、
 

し
か
し
そ
れ
は
共
通
点
で
は
な
い
。
日
本
語
と
ア
イ
ヌ
語
の
ル
ー
ッ
は
、
 

「
縄
文語
」
だ
と
言
う
。
津
軽
語
も

「縄
文
語
」
デ
あ
ろ
う
か
。
 
（K
)
 

 

宴憲の勢Yョ 

ケノ汁 

 

昭
和
三
十
年
ご
ろ
ま
で
は
、
嘉
瀬
で
も
正
月

の
保
存
食
で
あ
る
「
ケ
ノ
汁
」
を
、
ど
こ
の
家

庭
で
も
つ
く
っ
た
も
の
で
あ
る
。
 

「
凶作
」
（
ケ
ガ
ジ
）
を
忘
れ
な
い
為
の
、
戒

め
の
食
物
だ
と
言
わ
れ
、
雑
炊
の
か
わ
り
に
「
ケ

ノ
汁
」
を
食
べ
た
も
の
だ
と
聞
い
て
い
る
。
 

「
ケ
ノ
汁
」
は
大
根

・
ゴ
ボ
ー
・
ワ
ラ
ビ

・
 

ゼ
ン
マ
イ
・
凍
豆
腐
・
油
揚
・
昆
布
を
煮
込
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
味
 

は
、
そ
の
家
の
秘
伝
と
さ
れ
る
。
 

（あ
き
も
と
）
 

残
り
か
ら
小
作
人
は
地
主
に
小
作
料
を
取
ら
れ
、
又
、
食
糧
管
理
法
が
徹

底
さ
れ
て
い
た
頃
は
全
て
供
出
を
強
い
ら
れ
た
の
で
、
農
家
自
体
も
米
が

満
足
に
食
え
ず
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
豆
な
ど
を
混
ぜ
て
飢
え
を
し
の
い
だ
。

だ
が
、
そ
こ
は
さ
る
も
の
で
な
か
に
は
、
今
年
は
米
の
作
が
悪
か
っ

た
の
で
供
出
出
来
な
い
と
い
う
理
由
を
つ
け
て
拒
ん
だ
人
も
多
々
あ
っ
た

が
、
そ
れ
を
政
府
で
は
強
権
発
動
と
い
う
手
段
を
講
じ
た
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
取
締
り
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
中
で
も
、
人
間
は
や
は
り
知
恵
が

働
く
も
の
で
あ
る
。
農
家
が
必
死
で
隠
し
て
い
る
米
を
ヤ
ミ
値
で
買
い
取

り
、
そ
れ
を
売
り
さ
ば
く
の
を
業
と
す
る
者
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
当
時
、
こ
の
人
達
を
「
カ
ッ
ギ
屋
」
と
称
し
た
。
こ
の
カ
ッ
ギ

屋
は
強
靱
な
体
の
持
ち
主
達
で
一
人
で
一
俵
（
六
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
は
普

通
、
中
に
は
二
俵
近
く
も
の
米
を
か
つ
い
で
い
た
人
も
あ
っ
た
。
当
時
、

カ
ッ
ギ
屋
を
や
っ
て
財
を
為
し
た
人
も
数
多
く
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
極
端
な
食
糧
難
の
時
代
で
は
旅
行
先
で
も
難
儀
を
し
た
も

の
で
あ
る
。
私
の
小
さ
い
こ
ろ
は
終
戦
直
後
だ
っ
た
た
め
、
小
学
校
は
修

学
旅
行
が
な
く
中
学
校
に
な
っ
て
初
め
て
行
わ
れ
た
が
そ
れ
と
て
二
泊
三

日
の
函
館
旅
行
・
…
：
。
し
か
し
当
時
は
見
る
も
の
聞
く
も
の
皆
珍
し
か
っ

た
。
旅
館
へ
着
く
と
楽
し
み
は
食
事
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
ご
飯
の
美
味

し
い
こ
と
：
：
：
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
の
米
も
各
自
持
ち
寄
っ
た
も
の
だ
っ

た
。
当
時
、
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
が
、
「
外
食
券
」
な
る
も
の

が
あ
っ
た
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
食
堂
や
旅
館
で
の
食
事
が
出
来
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
何
し
ろ
、
日
本
全
国
津
々
浦
々
主
食
の
米
が
不
足
の
時
代
だ
っ

た
の
だ
か
ら
仕
方
が
な
か
っ
た
。

か
ら
、
ご
飯
を
炊
き
、
お
か
ず
を
作
る
と
い
う
煩
わ
し
さ
が
段
々
な
く
な

り
、
即
席
で
の
食
事
や
外
食
と
い
う
光
景
が
珍
し
く
な
く
な
っ
た
。

時
代
は
日
進
月
歩
す
る
の
は
止
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
私
は
何
か
し

ら
寂
し
さ
を
覚
え
る
。

嶌瀕の砦､,ヨ

ケノ汁
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イ
・
東
豆
腐
・
油
揚
・
昆
布
を
煮
込
ん
だ
も
の
で
、
そ
の
味

は
、
そ
の
家
の
秘
伝
と
さ
れ
る
。
（
あ
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も
と
）

津
軽
言
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そ
の
一
津
軽
語
の
ル
ー
ツ
は

日
本
語
と
ア
イ
ヌ
語
に
共
通
点
は
あ
る
の
か
、
言
語
学
者
の
中
で
も
共

通
点
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
い
出
せ
な
い
と
い
う
。

そ
れ
で
は
、
ア
イ
ヌ
語
と
津
軽
語
の
共
通
点
と
い
え
ば
、
そ
れ
も
無

で
あ
ろ
う
。
た
だ
我
々
の
永
い
生
活
の
中
で
、
ア
イ
ヌ
語
と
思
わ
れ
る

言
葉
を
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
「
マ
ギ
リ
」
「
サ
フ
ロ
」
と
か
、

し
か
し
そ
れ
は
共
通
点
で
は
な
い
。
日
本
語
と
ア
イ
ヌ
語
の
ル
ー
ツ
は
、

「
縄
文
語
」
だ
と
言
う
。
津
軽
語
も
「
縄
文
語
」
デ
あ
ろ
う
か
。
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Ｋ
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も
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の
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ど
こ
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も
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と
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、
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炊
の
か
わ
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に
「
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を
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た
も
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だ
と
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る
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は
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根
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・
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と
こ
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が
、
後
に
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ま
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た
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地
改
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事
業
が
全
国
的
規
模
で
推
進
さ

れ
、
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田
の
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基
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整
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、
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画
整
理
、
灌
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用
排
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事
業
、
そ
れ
に

稲
作
技
術
の
飛
躍
的
向
上
に
伴
い
米
の
生
産
が
格
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に
ア
ッ
プ
さ
れ
た
結

果
、
米
余
り
現
象
が
生
じ
、
そ
の
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に
穫
れ
た
米
を
消
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出
来
ず
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米
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古
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と
し
て
農
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や
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穀
集
荷
登
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業
者
の
政
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指
定
保
管
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の
倉
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は
山
積
み
状
態
と
な
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た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
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家
は
好
む

と
好
ま
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る
に
関
係
な
し
に
減
反
や
転
作
を
強
い
ら
れ
た
。

先
程
述
べ
た
米
余
り
の
現
象
の
原
因
は
、
生
産
性
の
向
上
が
元
凶
の
よ

う
に
お
も
わ
れ
が
ち
だ
が
、
私
は
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
る
。
戦
後
、
我

が
国
に
急
速
に
入
っ
て
来
た
欧
米
文
化
の
影
響
に
よ
り
住
居
や
生
活
様
式

が
格
段
に
向
上
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
誰
も
異
論
は
な
い
と
思
う
。
し
か

し
、
そ
れ
よ
り
も
増
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
日
本
人
の
食
生
活
の
向
上
？

と
い
え
ば
よ
い
の
か
功
罪
相
半
ば
で
は
な
か
ろ
う
か
。

我
が
国
は
、
古
来
か
ら
瑞
穂
の
国
と
い
わ
れ
、
米
を
主
食
と
し
て
来
た
。

そ
し
て
副
食
は
近
海
で
獲
れ
る
魚
介
類
を
煮
た
り
焼
い
た
り
し
た
も
の
、

そ
れ
に
大
根
、
人
参
、
白
菜
等
の
漬
物
と
簡
単
な
食
事
だ
っ
た
。
そ
れ
が

今
で
は
飽
食
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、

朝
は
パ
ン
、
牛
乳
に
卵
、
昼
は
カ
レ
ー
ラ
イ
ス
や
め
ん
類
、
夕
食
は
肉
を

主
と
し
た
副
食
が
常
食
と
な
り
、
神
代
の
時
代
か
ら
主
食
の
座
に
君
臨
し

て
来
た
米
は
、
い
つ
の
間
に
か
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
ほ
か
街
に
は
、
イ
ン
ス
タ
ン
ト
ラ
ー
メ
ン
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
、
フ

ラ
イ
ド
チ
キ
ン
、
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
等
の
手
軽
で
味
の
よ
い
も
の
が
続
々
と
、

手
頃
な
値
段
で
売
ら
れ
て
い
る
。
家
庭
の
主
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が
勤
め
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ら
帰
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て
来
て
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