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中
村
純
三
版
『
江
差
の
繁
次
郎
』
話
の
話
名

ま
と
め

は
じ
め
に

日
本
昔
話
の
「
笑
い
話
」
中
に
「
巧
智
譚
」
が
あ
る
。「
お
ど
け
者
」
と
い
う

主
人
公
が
庶
民
の
代
弁
者
と
し
て
登
場
し
、
権
力
者
を
や
り
込
め
る
話
が
多
い
。

本
論
で
と
り
あ
げ
る
主
人
公
は
、
北
の
お
ど
け
者
と
言
わ
れ
る
「
江
差
の
繁
次
郎
」

で
あ
る
。
鰊
漁
場
を
舞
台
に
し
て
語
ら
れ
た
小
話
で
あ
る
。
そ
の
小
話
は
北
海
道

の
日
本
海
沿
岸
、
津
軽
海
峡
を
挟
ん
だ
東
北
地
方
で
話
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
鰊

漁
に
出
稼
ぎ
に
来
た
「
ヤ
ン
衆
」
と
言
わ
れ
た
人
達
が
そ
の
小
話
の
語
り
手
で
あ

る
。本

論
は
、
そ
の
語
ら
れ
た
「
江
差
の
繁
次
郎
」
話
（
第
一
節
で
は
中
村
純
三
が

取
材
し
た
江
差
、
函
館
地
域
以
外
の
北
海
道
内
の
「
江
差
の
繁
次
郎
」
話
を
事
例

と
し
て
取
り
上
げ
た
。）
を
も
と
に
、「
函
館
新
聞
」
紙
上
で
、
さ
ら
に
翻
案
・
創

作
活
動
を
展
開
し
た
中
村
純
三
と
い
う
新
聞
人
の
人
物
像
と
そ
の
影
響
に
焦
点
を

当
て
て
考
察
す
る
。
尚
、
筆
者
に
は
、
中
村
純
三
版
「
江
差
の
繁
次
郎
」
話
も
含

め
て
「
江
差
の
繁
次
郎
」
話
と
し
て
流
布
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
、
鰊
場
で

語
ら
れ
て
い
た
話
と
中
村
純
三
創
作
の
話
を
明
確
に
し
な
が
ら
「
江
差
の
繁
次
郎
」

話
を
論
じ
る
と
い
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
民
間
説
話
の
生
成
過

程
を
探
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

第
一
節

北
海
道
内
の
『
江
差
の
繁
次
郎
』
話
の
事
例

事
例
１

増
毛
の
「
江
差
の
繁
次
郎
」
の
話

草
葉
の
蔭
・
闇
夜
の
カ
ラ
ス
・
残
り
は
雪
な
げ
・
あ
い
の
風
・
観
音
さ
ん
の
日

キ
ー
ワ
ー
ド：
中
村
純
三

函
館
新
聞
社

繁
次
郎
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は
休
み
・
ホ
ラ
吹
き
合
戦
・
ニ
シ
ン
と
り
・
山
の
薪
切
り
・
合
わ
せ
て
六
本
・
イ

カ
が
一
ぱ
い
・
ク
ル
マ
ゲ
・
草
食
う
馬
な
ど
。

増
毛
町
文
化
財
専
門
委
員
会
編

『
増
毛
地
方
の
民
俗
資
料
と
文
化
財
』（
増

毛
町
教
育
委
員
会
一
九
七
五
年

二
七
頁
よ
り
）
※
話
の
話
名

事
例
２

積
丹
半
島
の
「
江
差
繁
次
郎
ト
ン
チ
話
」

①
繁
次
郎
は
名
船
頭

な
ん
で
も
江
差
の
繁
次
郎
っ
て
男
は
大
ぼ
ら
吹
き
で
、
ア
ン
パ
イ
だ
け
で
生
き

て
る
よ
う
な
男
だ
っ
た
そ
う
だ
。
あ
る
時
、
鰊
場
の
建
網
親
方
が
船
頭
を
新
規
に

募
集
し
た
ら
、
さ
っ
そ
く
繁
次
郎
が
名
乗
り
を
上
げ
て
き
た
。

「
鰊
と
り
だ
ら
俺
に
ま
が
せ
で
く
れ
、
俺
は
鰊
場
の
神
様
っ
て
い
わ
れ
だ
名
船
頭

だ
で
」

と
い
う
わ
げ
だ
な
。
そ
う
い
わ
れ
で
親
方
も
雇
う
こ
ど
に
な
っ
た
。

と
ご
ろ
が
、
本
当
は
漁
の
こ
ど
な
ど
何
も
知
ら
ね
え
ん
だ
が
ら
大
変
だ
。
網
の

建
て
方
も
わ
が
ら
な
い
が
ら
、
魚
の
入
っ
て
く
る
手
網
も
反
対
側
に
つ
け
で
し
ま
っ

た
り
し
て
、
話
に
も
な
ら
ね
ん
だ
っ
て
。

そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
ど
ん
ど
ん
鰊
が
群
来
で
き
て
大
漁
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
は
だ
り
の
人
た
ぢ
が
ら
、

「
ほ
ら
、
早
ぐ
ワ
グ
ま
わ
さ
ね
ば
！
」

っ
て
声
す
る
べ
た
っ
て
、
繁
次
郎
は
ど
う
せ
ば
い
い
が
分
ら
な
ぐ
な
っ
て
、
た
だ

た
だ
大
声
で
ど
な
っ
て
い
る
う
ち
に
、
足
す
べ
ら
せ
で
海
へ
落
ち
で
し
ま
っ
た
。

若
い
衆
が
た
ま
げ
で
、

「
船
頭
が
海
さ
は
ま
っ
た
ど
！
」

っ
て
、
助
け
よ
う
ど
し
た
っ
け
、
繁
次
郎
は
海
の
中
が
ら
、

「
俺
さ
か
ま
ね
で
、
早
ぐ
ワ
グ
回
せ
、
何
し
て
け
ず
が
る
、
こ
の
！
」

と
怒
鳴
っ
て
い
る
ん
だ
と
。

そ
の
日
は
年
配
の
漁
夫
の
指
図
で
仕
事
が
進
ん
で
、
無
事
に
鰊
の
沖
上
げ
が
終
っ

た
。
繁
次
郎
は
お
か
げ
で
恥
さ
ら
さ
な
い
で
済
ん
だ
わ
げ
だ
が
、
一
段
落
し
て
が

ら
ゆ
う
ゆ
う
ど
着
替
え
も
す
ま
せ
で
も
ど
っ
て
き
て
、
上
座
に
す
わ
っ
て
言
う
に

は
、

「
み
れ
、
今
日
は
う
だ
で
鰊
が
獲
れ
だ
で
ね
が
、
お
前
た
ぢ
も
俺
み
だ
い
に
、
自

分
の
体
を
な
げ
だ
し
て
魚
と
り
に
精
だ
さ
ね
ば
ね
も
ん
だ
ど
！
」

と
大
威
張
り
で
説
教
し
た
も
ん
だ
。
こ
れ
に
は
皆
も
煙
に
ま
が
れ
で
し
ま
っ
た
そ

う
だ
。

（
泊
村

宮
川
佐
太
男

談

大
正
４
年
生
）

②
イ
カ
が
「
い
っ
ぱ
い
」
と
れ
た

あ
る
日
、
繁
次
郎
が
皆
ど
イ
カ
つ
け（
漁
）に
沖
へ
行
っ
た
ど
。
と
ご
ろ
が
、
そ

の
日
は
さ
っ
ぱ
り
漁
が
な
ぐ
て
、
誰
も
舟
に
積
ん
だ
樽
の
中
は
空
っ
ぽ
だ
っ
た
ん

だ
っ
て
ね
。

し
た
ら
、
帰
っ
て
き
た
繁
次
郎
が
大
き
な
声
で
、

「
俺
だ
ら
樽
に
「
い
っ
ぱ
い
」
と
っ
て
き
た
ど
！
」

っ
て
言
う
ん
だ
と
。
皆
で
び
っ
く
り
こ
い
で
、
今
日
は
誰
も
と
れ
な
が
っ
た
っ
て

の
に
、
下
手
く
そ
な
お
前
に
と
れ
る
筈
な
い
べ
・
・
・
っ
て
思
っ
た
の
さ
。
で
も
、

本
人
が
ハ
ッ
キ
リ
そ
う
言
う
ご
ど
で
、
浜
さ
ぞ
ろ
ぞ
ろ
ど
っ
て
見
に
行
っ
た
も
ん

だ
。
繁
次
郎
の
舟
へ
上
っ
て
、
樽
の
フ
タ
と
っ
て
み
た
ど
ご
ろ
が
、
な
ん
と
な
ん

と
底
の
方
に
小
さ
い
イ
カ
が
一
匹
ち
ょ
こ
ら
っ
と
入
っ
て
い
る
だ
げ
で
な
い
が
。

「
ほ
ら
、
ち
ゃ
ん
と
一
パ
イ（
匹
）あ
る
で
ね
が
」

っ
て
、
後
が
ら
つ
い
で
き
た
繁
次
郎
が
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
言
っ
た
ど
さ
。

（
岩
内
町

山
内
そ
の

談

明
治
３５
年
生
）

高
橋
明
雄
『
積
丹
半
島
の
民
話
を
た
ず
ね
て
―
岩
内
・
古
宇
郡
に
お
け
る
収
集

（
二
）

北 星 論 集（文） 第４７巻 第２号（通巻第５３号）

― 112 ―



と
分
析
―
』（
自
家
本
一
九
八
五
年

九
頁
よ
り
）
※
話
者
は
、
戦
前
鰊
場
で
働
い

て
い
た
人
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
い
る
。
尚
、
話
者
一
覧
を
末
尾
に
紹
介
す
る
。

事
例
３

門
別
の
「
江
差
の
繁
次
郎
」

江
差
の
繁
次
郎
が
ね
、
一
年
中
休
ん
で
も
、
ま
だ
何
日
か
貸
し
あ
る
ん
だ
っ
て
。

一
年
間
の
う
ち
一
日
も
稼
が
な
く
て
も
ま
だ
休
み
が
何
日
だ
か
貸
し
あ
る
ん
だ
っ

て
。こ

れ
は
「
観
音
様
の
日
」
と
い
う
、
繁
次
郎
話
の
中
の
、
時
の
権
力
者
や
親
方

連
中
を
民
衆
の
側
か
ら
や
り
込
め
た
話
の
一
つ
で
あ
る
。
江
差
に
は
古
く
か
ら
信

仰
で
観
音
が
け
と
い
う
風
習
が
あ
っ
た
。
旧
の
四
月
八
日
ご
ろ
、
某
寺
か
ら
元
山

の
ふ
も
と
に
入
り
五
勝
手
の
庵
寺
ま
で
の
約
二
里（
八
㎞
）近
い
道
の
り
に
、
三
十

三
体
の
観
音
の
石
仏
を
随
所
に
建
て
て
あ
り
、
む
つ
ま
じ
講
や
気
の
合
っ
た
者
同

士
が
一
日
が
か
り
で
参
り
な
が
ら
歩
く
。
観
音
が
け
の
日
は
仕
事
を
休
む
と
い
う

親
方
の
許
し
を
も
ら
い
、
一
日
観
音
を
お
参
り
す
る
。
一
か
月
三
〇
日
と
す
れ
ば

三
日
分
は
親
方
に
貸
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
厚
賀
・
福
島
政
雄

談

大
正
４
年
生
）

門
別
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
新
門
別
町
史

下
巻
』（
門
別
町

一
九
九
六

年

五
七
七
頁
よ
り
）

事
例
４

江
差
町
の
「
繁
次
郎
」
話

「
繁
次
郎
口
上
」「
繁
次
郎
ば
な
し
（
七
〇
話
）」「
私
の
『
繁
次
郎
』
論
（
五

名
）」
の
三
部
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
話
は
「
附
録
別
表
Ｂ
」
九
八
頁

参
照

江
差
か
わ
ら
版
同
人
会
編
『
江
差
の
繁
次
郎
』（
江
差
文
庫
社
一
九
八
八
年

一
八
三
頁
）

事
例
５

乙
部
の
「
繁
次
郎
」
話

繁
次
郎
話
を
、
①
漁
業
、
②
山
仕
事
、
③
村
内
、
④
権
威
者
に
関
す
る
も
の
に

分
け
て
載
せ
て
み
る
。

①
漁
業
に
関
す
る
話

最
も
人
々
に
知
れ
渡
っ
て
い
る
も
の
の
一
つ
は
「
枠
ま
わ
せ
」
の
話
で
あ
る
。

○
枠
ま
わ
せ

繁
次
郎
が
樺
太
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
ん
だ
ね
。
自
分
は
船
頭
で
行
っ

た
ん
だ
と
。
船
頭
の
枠
組
み
も
知
ら
な
い
で
ね
。
網
起
こ
せ
ば
、
魚
の
る
べ
さ
、

枠
組
む
っ
て
枠
つ
け
る
ん
だ
も
の
ね
。
枠
の
つ
け
か
た
も
何
も
知
ら
ね
で
、
そ
こ

へ
ど
っ
と
ニ
シ
ン
乗
っ
た
ど
こ
で
、
枠
つ
け
る
こ
と
知
ら
ね
か
ら
、
枠
つ
け
る
ふ

り
し
て
船
の
な
か
走
っ
て
歩
い
て
海
さ
ど
っ
と
落
ち
た
も
ん
だ
と
。
若
い
も
の
、

「
あ
あ
、
船
頭
海
さ
落
ち
た
」

っ
て
、
大
騒
ぎ
し
た
。

「
い
や
い
や
、
船
頭
ば
助
け
ね
ば
ね
」

っ
て
ね
、
繁
次
郎
は
、

「
オ
レ
さ
か
も
ね
く
て
も
い
い
、
ナ（
お
前
）先
に
枠
回
せ
」

っ
て
。
若
い
者
枠
回
し
た
っ
け
、
繁
次
郎
上
が
っ
て
き
た
っ
て
。

（
田
中
直
一

談

明
治
４２
年
生
）

②
山
仕
事
は
、
お
お
げ
さ
も
の
で
は
な
く
、「
シ
コ
ロ
の
木
」
の
話
な
ど
の
よ
う

な
手
間
仕
事
と
い
っ
た
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

○
シ
コ
ロ
の
木

山
に
ね
コ
ロ（
船
の
下
に
あ
て
る
丸
太
）切
り
に
行
っ
た
ん
だ
と
。

わ
ざ
わ
ざ
み
ん
な
ひ
と
背
負
い
ね
、
七
コ
ロ
も
八
コ
ロ
も
背
負
っ
て
き
た
ん
だ
と
。

繁
次
郎
た
っ
た
一
コ
ロ
背
負
っ
て
き
た
ん
だ
と
。
親
方
、

「
な
ん
だ
、
船
頭
、
若
い
も
の
み
ん
な
七
コ
ロ
も
八
コ
ロ
も
背
負
っ
て
き
た
の
に

お
前
た
っ
た
の
一
コ
ロ
か
」

っ
て
。
繁
次
郎
ぁ
、

（
三
）
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「
い
や
い
や
、
オ
レ
の
木
ね
、
こ
れ
一
つ
で
も
シ
コ
ロ
っ
て
い
う
木
だ
。
だ
か
ら

四
コ
ロ
背
負
っ
て
き
た
こ
と
に
な
る
」

と
い
っ
た
。

（
田
中
直
一

談

明
治
４２
年
生
）

③
村
内
の
笑
い
に
関
す
る
話

日
常
生
活
の
な
か
に
出
て
く
る
さ
ま
ざ
ま
な
笑
い
を
素
材
に
し
た
も
の
で
い
ち

ば
ん
数
も
多
い
。

○
ば
ば
カ
レ
イ
だ

婆
さ
ん
が
繁
次
郎
に
水
汲
ん
で
来
い
と
バ
ケ
ツ
や
っ
た
ら
、

つ
ま
ず
い
て
転
が
っ
た
っ
て
。
水
こ
ぼ
し
て
川
み
た
く
し
た
ら
、
そ
こ
に
婆
さ
ん

の
杖
と
草
履
が
あ
っ
た
か
ら
、
杖
で
草
履
を
つ
っ
か
け
て
、
繁
次
郎
が
、

「
こ
れ
、
婆
、
カ
レ
イ
っ
こ
だ
」

と
い
っ
た
と（
田
中
弥
之
助
談
）。

○
繁
次
郎
の
い
い
つ
け

繁
次
郎
が
ニ
シ
ン
場
の
親
方
に
使
わ
れ
て
あ
っ
た
の
。

江
差
の
ニ
シ
ン
が
と
れ
な
く
な
っ
た
ど
こ
で
、
積
丹
と
い
う
ニ
シ
ン
場
さ
行
っ
た

の
さ
。
親
方
の
舟
が
ニ
シ
ン
積
む
の
に
積
丹
さ
行
っ
た
ん
だ
と
さ
。
船
頭
が
、

「
繁
次
郎
、
繁
次
郎
、
親
方
と
こ
さ
明
日
、
ニ
シ
ン
積
ん
で
帰
る
ど
こ
で
何
か
い

い
つ
け
な
い
か
」

と
い
っ
た
ど
さ
。
し
た
っ
け
繁
次
郎
、

「
何
も
ね
じ
ゃ
。
行
っ
た
ら
よ
、
早
く
く
た
ば
れ
と
い
っ
て
け
れ
。
そ
う
い
え
ば

わ
か
る
か
ら
、
早
く
く
た
ば
れ
と
い
っ
て
け
れ
」

と
い
っ
た
ど
。
家
さ
来
て
、
そ
の
船
頭
が
大
事
な
親
方
に
早
く
く
た
ば
れ
と
い
っ

て
何
が
な
ん
で
も
親
方
さ
聞
か
せ
ね
ば
と
思
っ
て
、
親
方
の
と
こ
さ
来
て
聞
か
せ

た
と
さ
。
親
方
も
親
方
だ
、

「
あ
の
野
郎
、
そ
ん
な
こ
と
ば
い
っ
た
か
。
う
っ
と
悪
く
い
っ
て
や
る
」

と
。
そ
し
た
け
繁
次
郎
帰
っ
て
き
た
と
さ
。
親
方
が
、

「
繁
次
郎
、
繁
次
郎
、
ナ（
お
前
）ど
。
オ
レ
ば
早
く
く
た
ば
れ
と
い
っ
た
て
な
」

と
い
う
と
、
繁
次
郎
は
、

「
あ
ぁ
、
い
っ
た
ぜ
。
船
頭
は
、
何
人
か
ら
も
い
い
つ
け
し
た
か
ら
オ
レ
、
お
前

ご
と
い
い
つ
け
し
な
い
か
と
思
っ
て
、
お
前
ご
と
く
た
ば
れ
と
い
え
ば
必
ず
聞
か

せ
る
か
と
思
っ
て
、
早
く
く
た
ば
れ
と
い
っ
た
」

と
い
っ
た
と
。
親
方
も
、

「
ほ
ん
だ
だ
か
」

と
い
っ
た
。

（
麓

政
雄

談

明
治
４３
年
生
）

④
権
威
者
に
関
す
る
も
の

殿
様
、
役
人
、
親
方
な
ど
を
知
略
で
う
ち
ま
か
す
と
い
う
話
で
あ
る
。

○
帽
子
に
鳥
こ

繁
次
郎
が
、
糞
ね
。
通
り
道
に
し
て
ね
、
は
っ
と
思
っ
て
自
分

の
被
っ
て
た
シ
ャ
ッ
ポ（
帽
子
）ね
、
さ
っ
と
被
せ
た
。
通
行
人
が
、

「
や
ぁ
や
ぁ
、
繁
次
郎
、
何
や
っ
て
た
」

っ
て
い
っ
た
け
ね
、

「
い
や
、
オ
レ
、
こ
こ
に
鳥
こ
、
い
ま
入
れ
て
た
」

っ
て
。

「
珍
し
い
鳥
だ
、
ナ（
お
前
）こ
こ
に
来
て
捕
ま
え
ね
か
」

っ
て
や
っ
た
け
ぁ
。
そ
の
人
ま
た
、

「
や
ぁ
、
ほ
ん
だ
か
ほ
ん
だ
か
。
繁
次
郎
、
い
ま
オ
レ
捕
ま
え
る
か
ら
」

っ
て
、
そ
っ
と
捕
ま
え
た
っ
て
。

（
田
中
直
一

談

明
治
４２
年
生
）

通
行
人
が
巡
査
で
あ
っ
た
と
い
う
語
り
手
も
い
る
。

○
観
音
さ
ん
の
日

繁
次
郎
が
観
音
さ
ん
を
信
心
し
て
い
る
の
で
、
お
参
り
の
日

に
休
み
を
く
れ
と
親
方
に
頼
む
。
次
の
日
、
繁
次
郎
は
観
音
さ
ん
の
日
と
称
し
て

お
参
り
に
出
か
け
る
。
と
こ
ろ
が
、

「
今
日
も
お
参
り
だ
」

「
今
日
も
」

と
大
っ
ぴ
ら
な
顔
し
て
出
か
け
る
の
で
、
親
方
が
何
日
休
む
つ
も
り
だ
と
文
句
を

い
う
。
繁
次
郎
は
、

（
四
）
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「
観
音
さ
ん
は
三
三
体
あ
る
ん
だ
も
の
、
一
か
月
か
が
っ
て
も
ま
だ
三
日
も
親
方

さ
貸
し
て
あ
る
ん
だ
。
こ
れ
で
は
足
り
な
い
」

と
い
っ
た
。

（
山
本
久
五
郎

談

大
正
７
年
生
）

乙
部
町
史
編
さ
ん
審
議
会
編
『
乙
部
町
史

下
巻
』（
乙
部
町

二
〇
〇
一
年

三
月
一
三
九
二
頁
よ
り
）

第
二
節

分
析

事
例
は
現
在
、
北
海
道
内
で
収
集
さ
れ
て
い
る
「
繁
次
郎
」
話
で
あ
る
。
中
村

純
三
が
「
函
館
新
聞
」
紙
上
で
掲
載
す
る
以
前
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
話
で
あ
る
こ

と
が
話
者
の
聞
き
取
り
か
ら
わ
か
る
。
増
毛
・
積
丹
半
島
周
辺
・
江
差
・
乙
部
な

ど
の
日
本
海
沿
岸
、
そ
し
て
門
別
の
太
平
洋
沿
岸
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
。
花
部
英

雄
・
新
田
寿
弘
・
佐
々
木
達
司
の
東
北
地
域
の
「
繁
次
郎
」
話
記
録
集
（
注
１
）

を
考
え
る
と
東
北
地
域
に
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
事
例
で
は
、
ニ

シ
ン
漁
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
久
し
い
時
点
で
は
あ
る
が
、
そ
の
伝
承
状
況

を
推
測
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
話
数
に
つ
い
て
も
次
節
で
紹
介
す
る
中
村
純
三
の

い
く
つ
か
の
著
書
（
特
に
、『
真
説
江
差
の
繁
次
郎
』）
か
ら
わ
か
る
。
附
録
・
別

表
Ａ
〜
Ｆ
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
※
話
の
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で

「
話
の
内
容
」
説
明
は
省
略
し
た
。

第
三
節

考
察

（
一
）
で
は
、
中
村
純
三
の
人
物
像
に
焦
点
を
当
て
る
。

（
一
）

中
村
純
三
の
略
歴

①
ぷ
や
ら
新
書

『
真
説

江
差
の
繁
次
郎
』（
二
頁
）に
よ
る
と
略
歴
は
、
以
下

の
様
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

著
者
紹
介

な
か
む
ら
じ
ゅ
ん
ぞ
う

一

中
村
純
三

一

大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
一
月
十
二
日
上
磯
郡
上
磯
町
に
生
れ
る
。

一

函
館
商
業
学
校
卒
業
後
、
上
磯
町
漁
業
協
同
組
合
に
奉
職
。

一

母
の
死
に
遭
い
、
曹
洞
宗
に
帰
依
、
得
度
。

一

昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）
四
月
か
ら
終
戦
ま
で
横
須
賀
鎮
守
府
従
軍
僧
。

一

復
員
後
、
函
館
新
聞
社
に
入
り
、
昭
和
二
十
三
年
（
一
九
五
三
）、
報
道
部

長
次
長
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）、
社
会
部
長
。

一

函
館
新
聞
廃
刊
に
よ
り
文
筆
生
活
に
入
る
。

一

現
在
、
東
洋
毛
織
株
式
会
社
企
画
室
長
、
函
館
文
芸
協
会
理
事
等
。

②
同
ぷ
や
ら
新
書
の（
あ
と
が
き

六
〇
頁
）に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

引
用
が
長
く
な
る
が
紹
介
す
る
。

「
江
差
の
繁
次
郎
」
と
称
す
る
人
物
の
頓
智
話
は
明
治
以
後
の
道
南
に
広
く
語

り
伝
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
果
し
て
実
在
の
人
物
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
明
ら

か
で
は
な
い
。

戦
後
、
拙
著
�
江
差
の
繁
次
郎
�
が
出
版
さ
れ
て
間
も
な
く
、
江
差
町
の
郷
土

史
家
増
田
章
三
氏
が
、
同
町
の
法
華
寺
の
過
去
帳
の
中
か
ら
「
俗
名
繁
次
郎
、
行

年
六
十
二
歳
、
慶
応
二
年
歿
」
と
い
う
の
を
発
見
し
た
が
、
こ
の
仏
様
が
頓
智
の

神
様
、
繁
次
郎
で
あ
る
と
い
う
証
拠
も
な
い
の
で
あ
る
。

俗
説
に
従
う
と
、
生
ま
れ
は
江
差
在
の
五
勝
手
。
親
は
能
登
衆
で
、
金
鍔
屋
兼

一
杯
屋
を
や
り
、
カ
マ
ド
を
返
し
て
泊
村
の
城
の
口
に
移
っ
た
と
い
う
。

繁
次
郎
は
四
十
過
ぎ
ま
で
母
親
と
二
人
暮
し
で
、
ほ
ら
吹
き
の
怠
け
者
。
酒
よ

し
、
ボ
タ
餅
結
構
な
う
え
に
、
女
に
か
け
て
は
目
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

（
五
）
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五
尺
に
足
り
ぬ
小
男
で
、
目
と
鼻
と
口
が
む
や
み
に
で
っ
か
い
と
い
う
の
だ
か

ら
間
違
っ
て
も
�
色
男
�
の
部
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。「
函
館
新
聞
」
が
こ
の
人

物
を
と
り
上
げ
、
連
載
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
私
に
白
羽
の
矢
が
立
っ
た
。

上
磯
町
生
ま
れ
の
私
は
江
差
と
な
ん
の
ゆ
か
り
も
な
い
し
、「
繁
次
郎
」
の
名

を
耳
に
は
し
て
い
た
が
、
ど
ん
な
頓
智
話
が
あ
る
の
か
皆
目
見
当
も
つ
か
な
い
の

で
一
応
も
二
応
も
辞
退
し
た
が
、
編
集
局
長
が
「
繁
次
郎
ッ
て
の
は
君
に
よ
く
似

た
男
ら
し
い
か
ら
・・・・
」
と
、
妙
な
理
屈
を
つ
け
て
押
し
つ
け
て
し
ま
っ
た
。

昭
和
二
十
三
年
十
一
月
二
日
に
江
差
へ
出
か
け
、
翌
三
日
、
文
化
の
日
に
ど
し
ゃ

ぶ
り
の
雨
の
中
を
江
差
支
局
長
の
上
野
理
一
郎
氏（
元
江
差
町
助
役
、
現
在
は
奥

尻
村
助
役
）に
引
ッ
ぱ
り
回
さ
れ
、
町
内
の
古
老
を
七
人
ほ
ど
訪
ね
歩
い
て
、
十

五
、
六
篇
の
ネ
タ
を
辛
う
じ
て
仕
入
れ
た
。

書
き
は
じ
め
る
と
意
外
に
反
響
が
あ
り
、
読
者
か
ら
ネ
タ
が
舞
い
込
ん
だ
り
し

て
書
く
方
も
楽
し
く
な
っ
て
来
た
が
、
社
の
新
聞
販
売
政
策
か
ら
「
な
が
く
連
載

し
て
く
れ
」
と
頼
み
込
ま
れ
た
の
に
は
閉
口
し
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
や
む
を
得
ず
フ
ラ
ン
ス
小
咄
を
焼
き
直
し
た
り
、
落
語
の
ネ

タ
を
掻
ッ
払
っ
て
読
者
を
欺
し
続
け
た
次
第
。
そ
の
罪
、
万
死
に
価
す
る
と
言
え

ば
チ
ト
大
げ
さ
だ
が
、
い
さ
さ
か
罪
滅
し
の
意
味
も
あ
っ
て＜

ぷ
や
ら
新
書＞

に

は
江
差
地
方
に
遺
さ
れ
て
い
た
、
純
粋
の
繁
次
郎
話
だ
け
を
集
録
さ
せ
て
頂
く
こ

と
に
し
た
。

言
わ
ば
「
真
説
江
差
の
繁
次
郎
」
と
い
う
わ
け
で
、
最
後
の
艶
笑
譚
は＜

ぷ
や

ら
新
書＞

の
た
め
に
書
き
お
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
篇
中
の
「
俺
の
物
」
は
焼
き
直
し
小
咄
の
中
で
一
番
よ
く
で
き
た
の
を
一

つ
だ
け
例
外
と
し
て
拾
い
上
げ
た
し
「
カ
ラ
ス
問
答
」
は
本
文
に
も
断
わ
っ
た
と

お
り
、
道
南
の
方
言
を
遺
す
意
味
で
集
録
し
た
が
半
ば
以
上
が
創
作
で
あ
る
こ
と

を
お
断
り
し
て
置
く
。

繁
次
郎
咄
は
、
そ
も
そ
も
が
艶
笑
譚
に
発
す
る
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
で
、
集
録

し
た
四
篇
の
ほ
か
に
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
が
、
と
て
も
紳
士
淑
女
に
は
お
目
に

か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ッ
サ
ク
ば
か
り
。
そ
れ
に
こ
の
種
の
オ
イ
ロ
け
咄
は

私
の
最
も
不
得
手
？
と
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
こ
こ
当
分
は
陽
の
目
を
見
せ
ず
に
、

貴
重
な
メ
モ
帳
は
そ
の
ま
ま
机
の
片
隅
に
押
し
込
ん
で
お
か
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
「
繁
次
郎
」
を
書
い
た
ば
か
り
に
、
中
村
純
三
と
い
う
れ
っ

き
と
し
た
名
前
が
あ
る
の
に
、
だ
れ
も
「
お
ー
い
中
村
君
」
と
呼
ん
で
く
れ
ず
、

末
ッ
子
娘
に
ま
で
、
と
き
ど
き
「
シ
ゲ
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
は
苦
笑
の
ほ
か

は
な
い
。

所
詮
、「
江
差
の
繁
次
郎
」
と
私
は
宿
世
の
縁
に
結
ば
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
、

三
た
び
出
版
さ
れ
る
倖
せ
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
次
第
。

「
ぷ
や
ら
新
書
」
の
特
殊
性
と
、
こ
の
冊
子
が
持
つ
一
種
の
権
威
を
汚
し
て
は
、

と
気
を
配
り
な
が
ら
ま
と
め
上
げ
た
つ
も
り
だ
が
、
果
し
て
期
待
に
応
え
ら
れ
た

か
ど
う
か
。
特
に
、
ア
ク
の
強
い
方
言
を
駆
使
し
て
い
る
点
に
は
、
い
ま
も
っ
て

一
抹
の
不
安
を
感
じ
て
い
る
。

自
家
薬
籠
中
の
材
料
の
は
ず
な
の
に
、
か
え
っ
て
料
理
し
に
く
か
っ
た
と
い
う

こ
と
は
筆
を
執
る
者
に
共
通
の
�
業
�
と
い
う
も
の
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

（
傍
線
は
筆
者
）

（
二
）「
江
差
の
繁
次
郎
」
話
生
成
の
経
緯

（
記
者
時
代
の
同
僚
）
上
野
理
一
郎
の
話
（「
月
刊
は
こ
だ
て
」

別
表

九

六
頁
参
照
よ
り
）
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
経
緯
で
中
村
純
三
版
「
江
差
の
繁
次
郎
」

話
が
誕
生
し
た
。
引
用
が
長
く
な
る
が
紹
介
す
る
。

①
「
蝦
夷
風
流
譚
」
と
い
っ
た
と
て
つ
も
な
い
古
風
な
タ
イ
ト
ル
で
江
差
の
�
繁

次
郎
ば
な
し
�
を
書
い
て
い
る
中
村
純
三
君
は
通
称
「
繁
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
い

（
六
）
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る
。
繁
次
郎
物
語
の
作
者
で
あ
る
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
が
、
ほ
ん
と
う
の

名
が
、
繁
次
郎
と
か
�
繁
・・・・・・
な
ん
と
か
と
い
う
の
か
ナ
�
と
思
い
込
ん
で
い

る
人
が
多
い
。

当
の
ご
本
人
も
純
三
と
い
う
恰
好
の
い
い
親
か
ら
も
ら
っ
た
名
前
が
あ
る
の
に
、

こ
れ
が
一
向
通
用
し
な
い
ば
か
り
か
、�
バ
ッ
チ
コ
�
末
子
の
こ
と
�
か
ら
「
繁

さ
ん
」
と
呼
ば
れ
て
目
を
細
く
し
て
い
る
の
だ
か
ら
世
話
は
な
い
。

こ
の
こ
と
は
昨
年
頂
戴
し
た
年
賀
状
に
ち
ゃ
ん
と
書
い
て
い
る
か
ら
私
の
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
そ
れ
程
繁
さ
ん
に
は
繁
次
郎
話
が
し
み
込
ん
で
い
る
。

そ
の
こ
ろ
「
オ
ー
イ
中
村
君
」
と
い
う
レ
コ
ー
ド
が
売
り
出
さ
れ
、�
し
げ
ち

ん
�
は
唄
に
調
子
を
合
せ
て
、
さ
か
ん
に
「
中
村
君
た
る
こ
と
」
を
ア
ッ
ピ
ー
ル

し
た
が
、
唄
も
あ
ま
り
パ
ッ
と
し
な
か
っ
た
よ
う
に
も
う
�
し
げ
さ
ん
�
は
中
村

君
で
な
く
、�
繁
さ
ん
�
に
な
り
お
う
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
こ
ぼ
れ
話
が
あ
る
。
あ
る
宴
の
場
で
た
ま
た
ま
繁
次
郎
話
が
話
題
に
な

り
、
作
者
の
�
繁
さ
ん
�
を
知
っ
て
い
る
と
口
を
す
べ
ら
し
た
ら
、
た
ち
ま
ち
取

り
巻
い
て
い
た
美
人
連
か
ら
�
繁
さ
ん
の
サ
イ
ン
が
も
ら
え
る
か
し
ら
�「
繁
さ

ん
を
紹
介
し
て
頂
戴
�
と
せ
が
ま
れ
た
。
女
性
達
は
お
の
ず
か
ら
繁
さ
ん
は
一
流

ど
こ
ろ
の
小
説
家
で
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ヤ
セ
形
の
長
身
、
ベ
レ
ー
帽
な
ど
を

チ
ヨ
ッ
と
横
あ
み
だ
に
し
、
願
う
こ
と
な
ら
、
長
髪
の
品
の
よ
い
ロ
マ
ン
ス
グ
レ
ー

が
帽
子
の
す
そ
か
ら
の
ぞ
い
て
い
る
・・・・・・
と
い
っ
た
風
さ
い
を
想
像
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

ベ
レ
ー
帽
は
ご
想
像
の
通
り
だ
が
、
惜
し
い
か
な
長
髪
の
方
は
当
て
外
れ
、
見

事
な
円
頂
光
頭
は
か
く
れ
も
な
い
こ
と
、
今
東
光
さ
ん
を
小
型
に
し
た
繁
さ
ん
を

連
れ
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
仕
組
ん
だ
い
た
ず
ら
と
思
う
の
が
オ
チ
、
繁
さ
ん
へ
の

イ
メ
ー
ジ
を
こ
わ
し
た
く
な
い
し
、
そ
れ
が
繁
さ
ん
に
対
す
る
せ
め
て
も
の
思
い

や
り
と
独
り
ぎ
め
し
て
、
こ
の
こ
と
は
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
。

初
版
の
こ
ろ
の
繁
次
郎
は
し
ば
し
ば
熊
石
在
七
面
山
と
い
う
寺
の
作
男
と
な
っ

て
現
わ
れ
て
い
る
が
、
近
ご
ろ
で
は
数
枚
格
が
上
っ
て
、
立
派
な
和
尚
さ
ん
に
な
っ

て
い
る
。
そ
の
和
尚
振
り
に
も
堂
に
入
っ
た
ビ
ヨ
ウ
写
が
続
く
。

こ
れ
は
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
繁
さ
ん
自
身
レ
キ
と
し
た
お
坊
さ
ん
な
の
で
あ
る
。

繁
さ
ん
が
函
新
に
入
社
す
る
と
き
の
学
歴
は
函
商
中
退
と
な
っ
て
い
る
。
原
因

は
学
業
不
振
と
か
、
ご
法
度
の
桃
色
ハ
レ
ン
チ
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
そ
の
後
私
が
旅
で
勤
め
て
い
た
と
き
、
そ
の
地
方
の
名
士
で
繁
さ
ん
の
同

期
生
か
ら
二
、
三
度
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
ご
本
人
の
説
を
額
面
ど
お
り
信
じ

て
い
い
。

だ
が
、
函
新
の
記
者
採
用
条
件
「
旧
制
中
等
学
校
卒
業
以
上
」
に
ひ
っ
か
か
っ

た
。
し
か
し
繁
さ
ん
の
文
才
を
惜
し
ん
だ
編
集
局
長
は
な
ん
と
か
救
お
う
と
ア
レ

コ
レ
せ
ん
ぎ
し
て
い
る
と
、
繁
さ
ん
は
難
関
で
し
か
も
戒
律
き
び
し
い
東
京
の
曹

洞
宗
本
山
で
得
渡
、
僧
籍
に
あ
る
こ
と
が
分
っ
た
。

「
し
め
た
」
膝
を
た
た
い
て
編
集
部
長
さ
ん
直
ち
に
専
門
学
校
卒
業
相
当
の
学

歴
と
認
定
し
て
採
用
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
繁
さ
ん
の
月
給
は
同
時
採
用

の
中
卒
よ
り
、
ち
ょ
っ
ぴ
り
高
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
又
僧
籍
に
あ
っ
た
お
陰
で
、

戦
時
中
新
兵
で
海
軍
に
召
集
さ
れ
た
が
従
軍
僧
に
回
わ
さ
れ
、
は
げ
し
い
訓
練
に

も
シ
ゴ
か
れ
ず
、
両
手
合
せ
「
ナ
ン
マ
イ
ダ
」
と
行
い
す
ま
し
た
日
々
を
過
ご
し

た
と
い
う
。

そ
れ
よ
り
半
年
ほ
ど
前
、
函
新
の
支
局
長
会
議
が
あ
っ
た
。
物
の
不
自
由
な
と

き
で
、
宴
を
ま
つ
間
の
陰
気
く
さ
い
な
か
で
、
森
の
支
局
長
が
ボ
ソ
ッ
ト
江
差
支

局
長
に
「
江
差
の
繁
次
郎
っ
て
何
者
だ
い
」「
オ
ヤ
、
森
に
も
繁
次
郎
が
あ
る
の

か
い
」
こ
れ
が
口
火
に
な
っ
て
、
し
ば
し
明
る
い
繁
次
郎
話
に
花
が
咲
い
た
。

い
つ
の
間
に
か
話
の
仲
間
入
り
を
し
て
い
た
編
集
局
長
「
そ
り
ぁ
。
な
か
な
か

い
か
す
じ
ゃ
な
い
か
」
繁
さ
ん
は
上
磯
支
局
長
で
顔
を
出
し
て
い
た
が
、
今
の
奥

さ
ん
と
熱
い
恋
を
さ
さ
や
い
て
い
た
と
き
の
こ
と
と
て
、
二
人
は
貧
乏
タ
カ
レ
の

（
七
）
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漁
師
の
お
ど
け
話
に
は
全
く
興
味
を
引
く
わ
け
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

会
議
の
帰
り
に
は
秋
雨
に
冷
た
く
ぬ
れ
た
舗
道
を
歩
き
な
が
ら
、
手
一
ぱ
い
オ

ノ
ロ
ケ
を
聞
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
元
函
新
記
者
）（「
繁
次
郎
馬
鹿
囃（
上
）」
一
九
六
八
年
）

②
湯
の
川
の
支
局
長
会
議
で
江
差
支
局
の
繁
次
郎
話
に
つ
い
て
「
い
か
す
話
で
す
。

し
か
し
こ
の
ま
ま
で
は
い
つ
か
消
え
る
で
し
ょ
う
。
江
差
で
研
究
し
て
い
る
人
も

い
て
、
相
当
書
き
溜
し
て
い
る
。
早
く
本
に
す
る
よ
う
も
ち
か
け
て
い
る
が
、
さ
っ

ぱ
り
乗
り
気
で
な
い
。
物
語
り
は
ツ
ヤ
も
の
が
多
い
の
で
、
私
の
よ
う
な
不
器
用

な
筆
で
は
パ
ッ
と
し
な
い
。
誰
か
ペ
ン
の
柔
ら
か
い
記
者
で
早
く
活
字
に
す
れ
ば
、

そ
れ
が
家
元
に
な
り
ま
す
よ
」
力
説
し
た
が
、
空
気
は
あ
ま
り
パ
ッ
と
し
な
い
ま

ま
に
終
っ
た
。

だ
か
ら
帰
り
の
繁
さ
ん
の
ノ
ロ
ケ
話
に
対
し
お
つ
む
具
合
が
子
供
の
二
、
三
人

も
あ
る
面
を
し
て
「
ほ
ど
ほ
ど
に
シ
ヤ
ア
ガ
レ
」
江
差
支
局
長
は
話
上
手
に
つ
ら

れ
な
が
ら
も
、
ヤ
ケ
鉢
で
腹
の
中
で
そ
う
思
っ
て
い
た
。

こ
ん
な
事
も
い
つ
し
か
忘
れ
た
頃
、
あ
る
日
繁
さ
ん
が
ひ
ょ
っ
こ
り
江
差
支
局

に
現
わ
れ
た
。

例
に
よ
っ
て
ノ
ロ
ケ
を
一
席
ブ
ツ
と
後
気
抜
け
し
た
よ
う
な
口
調
で
「
繁
次
郎

話
を
取
材
に
来
た
ん
だ
が
・・・・・
」
と
い
う
。
雨
降
り
の
ジ
メ
ジ
メ
し
た
日
だ
っ

た
が
、
勢
い
つ
い
て
早
速
心
当
た
り
の
古
老
を
訪
れ
た
も
の
の
、
茶
受
け
話
で

「
サ
ワ
リ
」
の
く
だ
り
は
知
っ
て
い
る
が
、
さ
て
物
語
と
開
き
直
ら
れ
る
と
誰
れ

も
「
サ
ア
ー
」
と
小
首
を
か
し
げ
る
ば
か
り
。
取
材
は
さ
っ
ぱ
り
目
鼻
が
つ
か
ぬ
。

い
ま
考
え
る
と
繁
さ
ん
は
出
張
を
早
目
に
切
り
上
げ
て
、
残
っ
た
一
日
を
デ
ー

ト
し
よ
う
と
目
録
ん
で
い
る
ら
し
く
、
来
る
早
々
か
ら
函
館
に
帰
る
話
ば
か
り
で
、

取
材
が
思
う
よ
う
で
な
く
て
も
、
こ
ち
ら
が
気
を
も
む
程
身
を
入
れ
な
い
。

い
ろ
い
ろ
計
画
し
て
も
肝
心
の
繁
さ
ん
の
心
は
函
館
に
飛
ん
で
い
て
、
繁
次
郎

の
話
の
方
は
上
の
空
、
帰
る
算
段
に
余
念
が
な
い
。
と
う
と
う
サ
ジ
を
投
げ
て
駅

迄
ブ
ラ
ブ
ラ
と
例
の
お
の
ろ
け
を
聞
き
な
が
ら
同
行
し
た
。

「
そ
れ
で
中
村
さ
ん
。
彼
女
と
キ
ッ
ス
ぐ
ら
い
は
し
た
の
か
い
」

「
ト
ト
と
ん
で
も
な
い
。
ま
だ
手
も
さ
わ
っ
て
い
な
い
。
わ
し
と
し
た
こ
と
で
、

ま
こ
と
情
な
い
仕
儀
だ
が
・・・・・
」

「
ホ
ー
、
馬
鹿
に
純
情
だ
ナ
」「
名
が
純
三
だ
」

「
繁
次
郎
み
た
い
な
こ
と
を
い
う
ナ
」

「
ウ
ワ
ー
、
ハ
ッ
ハ
ー
」
彼
独
特
の
大
口
開
け
て
笑
っ
た
と
た
ん

「
ウ
ー
ン
、
う
ち
の
奴
が
来
た
！
」
ち
ょ
う
ど
函
館
か
ら
列
車
が
到
着
し
た
の
で

あ
る
。

「
う
ち
の
奴
っ
て
、
誰
だ
い
？
」「
彼
女
だ
」
し
ば
ら
く
絶
句
し
て
い
た
繁
さ
ん
、

「
こ
り
ゃ
繁
次
郎
そ
こ
の
け
だ
・・・・・
俺
ァ
も
う
一
晩
江
差
で
取
材
す
る
べ
ー
・・・・・
」

と
ニ
ン
マ
リ
。
函
館
で
は
そ
の
昔
啄
木
が
カ
ニ
と
戯
れ
た
砂
浜
辺
り
で
、
手
も
握

ら
ぬ
デ
ー
ト
し
か
頭
に
な
か
っ
た
の
に
思
い
も
よ
ら
ぬ
彼
女
の
方
か
ら
両
手
を
拡

げ
て
繁
さ
ん
の
胸
に
飛
び
込
ん
で
来
た
の
で
あ
る
。

若
い
記
者
が
夫
婦
仲
良
く
取
材
出
張
と
い
っ
た
あ
ん
ば
い
で
、
他
な
ら
ぬ
他
郷

で
誰
は
ば
か
る
こ
と
な
く
二
人
は
、
し
っ
ぽ
り
ぬ
れ
た
の
で
あ
る
。

繁
さ
ん
ご
両
人
に
と
っ
て
、
そ
の
後
メ
シ
の
種
と
も
な
っ
た
繁
次
郎
話
と
と
も

に
忘
ら
れ
ぬ
江
差
の
一
夜
は
ヤ
キ
モ
チ
や
き
で
名
の
通
っ
て
い
る
こ
の
町
の
カ
モ

メ
島
の
弁
天
さ
ま
も
お
許
し
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

繁
次
郎
の
ネ
タ
は
三
ツ
四
ツ
程
度
だ
っ
た
が
、
繁
さ
ん
は
そ
れ
よ
り
も
大
き
な

タ
ネ
を
仕
込
ん
で
、
元
気
よ
く
彼
女
と
手
を
取
り
合
っ
て
帰
っ
て
行
っ
た
。

こ
ん
な
わ
け
で
繁
さ
ん
は
五
、
六
回
ほ
ど
書
け
ば
出
張
の
義
理
を
果
せ
る
積
り

の
軽
い
気
持
ち
で
書
き
出
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
書
き
出
し
か
ら
大
好
評
で
、
尻
込
み
気
味
の
繁
さ
ん
に
デ
ス
ク
か

ら
原
稿
の
矢
の
催
促
で
あ
る
。
江
差
で
仕
入
れ
た
ネ
タ
が
切
れ
か
か
る
五
回
目
当

（
八
）
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り
に
な
る
と

「
せ
め
て
一
ヶ
月
は
続
け
ろ
」
の
厳
命

「
ウ
ワ
ー
、
彼
女
を
も
の
に
し
た
の
は
上
出
来
だ
っ
た
が
、
繁
次
郎
は
と
ん
で
も

な
い
重
荷
に
な
っ
ち
ゃ
っ
た
」
半
ベ
ソ
を
か
い
た
が
、
そ
こ
は
そ
れ
、
彼
女
と
コ
ー

ヒ
ー
を
の
み
な
が
ら
あ
の
夜
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
て
か
ど
う
か
・・・・・
フ
ラ
ン

ス
小
話
や
江
戸
落
語
の
オ
チ
を
あ
れ
こ
れ
ひ
ね
く
っ
て
、
ど
う
や
ら
十
五
回
ほ
ど

に
こ
ぎ
つ
け
た
。
こ
の
頃
か
ら
社
の
内
外
で
純
三
君
は
「
繁
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

繁
さ
ん
は
も
と
も
と
器
用
な
記
者
で
あ
る
。
そ
の
頃
函
新
に
「
リ
ン
ゴ
」
と
い

う
欄
が
あ
っ
た
。
い
ま
の
道
新
の
「
こ
だ
ま
」
で
あ
る
。
当
時
の
道
新
さ
ん
は

「
熊
の
目
」
と
い
っ
て
お
り
、
と
も
に
チ
ョ
ッ
ピ
リ
ワ
サ
ビ
の
効
い
た
く
す
ぐ
り

を
得
意
と
し
た
記
事
で
あ
る
。
特
に
リ
ン
ゴ
は
採
用
さ
れ
る
と
タ
バ
コ
光
一
コ
に

あ
り
つ
け
る
。
タ
バ
コ
目
当
て
に
ダ
じ
ゃ
れ
を
書
く
若
い
連
中
も
い
た
が
、
繁
さ

ん
は
こ
こ
の
常
連
で
、
話
の
筋
も
一
級
品
で
あ
っ
た
。

（
元
函
新
記
者
・「
繁
次
郎
馬
鹿
囃（
中
）」
一
九
六
八
年
）

③
「
リ
ン
ゴ
」
欄
の
フ
ァ
ン
が
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
種
が
切
れ
る
と
繁
さ
ん
に
直

接
ご
用
を
お
お
せ
つ
け
る
の
で
あ
る
。
安
受
け
あ
い
と
、
い
つ
も
の
癖
で
あ
る
人

指
ユ
ビ
を
二
、
三
度
な
め
る
と
蛇
の
、
の
た
く
り
よ
ろ
し
く
の
文
字
が
躍
り
上
っ

て
ホ
ロ
ず
っ
ぱ
い
味
の
記
事
を
も
の
に
す
る
。
そ
の
器
用
さ
は
あ
き
れ
る
ば
か
り
。

ま
た
リ
ン
ゴ
用
の
記
事
が
夕
刊
の
ト
ッ
プ
を
飾
る
こ
と
も
あ
り
、
逆
に
ト
ッ
プ

も
の
が
、
巧
み
に
歯
ご
た
え
の
あ
る
リ
ン
ゴ
記
事
に
化
け
て
い
る
な
ど
若
い
記
者

は
こ
こ
で
記
事
の
コ
ナ
シ
の
こ
つ
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

こ
な
ん
具
合
だ
か
ら
繁
次
郎
話
の
筆
者
に
繁
さ
ん
を
名
指
し
た
編
集
幹
部
の
目

は
高
か
っ
た
わ
け
。
だ
が
最
初
の
ほ
ど
は
、
さ
す
が
の
繁
さ
ん
も
音
を
あ
げ
る
こ

と
が
、
し
ば
し
ば
、
と
う
と
う
と
ん
で
も
な
い
失
敗
を
や
ら
か
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
と
も
あ
ろ
う
に
チ
ョ
ン
マ
ゲ
の
繁
次
郎
に
英
語
を
語
ら
し
て
し
ま
っ
た
。
繁

さ
ん
も
白
状
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
初
の
物
語
り
に
は
相
当
創
作
の
も
の
が
あ
る
。

そ
れ
が
ど
れ
も
、
ト
ン
ト
ン
調
子
の
評
判
な
の
で
、
す
っ
か
り
大
胆
な
り
、
彼
女

と
デ
ー
ト
の
コ
ー
ヒ
ー
を
す
す
り
乍
ら
ニ
ヤ
ニ
ヤ
と
創
作
の
繁
次
郎
を
書
き
上
げ

る
日
が
多
く
な
っ
た
。

あ
る
日
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
の
は
ず
み
で
、
彼
の
女
は
荷
造
り
の
ロ
ー
プ
の
こ

と
で
オ
カ
ン
ム
リ
、
こ
っ
て
り
油
を
絞
ら
れ
た
。
デ
ー
ト
は
さ
ん
ざ
ん
に
な
る
し
、

原
稿
は
ジ
ャ
ン
、
ジ
ャ
ン
催
促
さ
れ
る
し
、
い
い
加
減
、
頭
に
来
て
「
ど
う
と
も

ナ
レ
」
と
な
ぐ
り
書
き
と
相
な
っ
た
。

次
の
日
の
繁
次
郎
話
は
津
軽
の
金
助
の
女
房
に
、
こ
っ
ぴ
ど
く
や
っ
つ
け
ら
れ

た
繁
次
郎
ど
ん
。
ム
シ
ャ
ク
シ
ャ
あ
げ
く

「
コ
レ
、
お
か
が
、
ヤ
ト（
早
く
）ロ
ー
プ
も
っ
て
こ
さ
い（
来
い
）」・・・
で
一
ち
ょ

う
上
り
。

繁
さ
ん
の
原
稿
は
早
い
こ
と
天
下
一
品
、
そ
の
ペ
ン
の
走
り
も
ま
た
、
ラ
ジ
オ

体
操
そ
こ
ぬ
け
の
珍
品
こ
の
上
な
し
で
あ
る
。
一
度
や
二
度
イ
ヤ
百
ぺ
ん
お
目
に

か
か
っ
て
も
、
そ
う
か
ん
た
ん
に
読
め
る
代
物
で
は
な
い
。
そ
の
難
物
も
の
の
な

ぐ
り
書
き
し
た
原
稿
を
投
げ
出
さ
れ
た
デ
ス
ク
は
、「
面
倒
ご
め
ん
」
と
そ
の
ま

ま
整
理
さ
ん
に
ポ
ン
と
渡
す
、
整
理
も
心
得
た
も
の
で
、
内
味
に
は
目
も
く
れ
ず

工
場
に
下
し
て
し
ま
っ
た
。
か
く
て
繁
次
郎
の
独
語
は
や
す
や
す
と
活
字
と
な
っ

て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
読
者
も
人
気
の
あ
る
読
み
も
の
の
こ
と
と
て
、
笑
い
こ

け
、
繁
次
郎
が
英
語
を
喋
ろ
う
と
、
ど
う
し
よ
う
と
、
お
か
ま
い
な
し
、
こ
の
ミ

ス
に
は
一
言
半
句
苦
情
の
投
書
も
注
意
も
な
か
っ
た
。
繁
さ
ん
も
こ
の
話
は
、
は

じ
め
て
聞
く
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
て
物
語
り
も
十
回
を
過
ぎ
る
と
道
南
の
町
村
は
申
す
に
及
ば
ず
、
遥
か
な
る

稚
内
、
釧
路
な
ど
全
道
か
ら
ネ
タ
や
、
助
言
、
声
援
が
ど
し
ど
し
舞
い
込
ん
で
来

て
繁
さ
ん
の
後
半
は
苦
労
な
し
で
筆
を
走
ら
せ
る
こ
と
が
出
来
た
。

（
九
）
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そ
れ
だ
け
民
俗
伝
説
の
深
さ
、
繁
次
郎
フ
ァ
ン
層
の
厚
さ
が
感
ぜ
ら
れ
、
函
新

は
拾
も
の
の
馬
鹿
り
し
、
繁
さ
ん
は
一
や
く
人
気
者
に
の
し
上
っ
た
の
で
あ
る
。

函
新
で
繁
次
郎
話
が
有
名
に
な
る
と
、
今
度
は
そ
の
子
孫
と
か
、
血
統
者
と
称

す
る
人
物
が
現
わ
れ
た
。
繁
さ
ん
も
噂
の
主
を
尋
ね
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
ど
れ

も
眉
ツ
バ
で
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
終
っ
て
い
る
。
人
気
が
呼
ん
だ
余
波
で
あ
る
。

繁
次
郎
話
の
ほ
ん
と
う
の
味
は
、
当
時
の
藩
政
に
対
す
る
ウ
ッ
プ
ン
晴
で
、
庶

民
の
は
か
な
い
抵
抗
が
ミ
ソ
で
あ
る
と
物
知
り
顔
の
人
も
い
る
。
し
か
し
ニ
シ
ン

の
大
漁
に
沸
い
た
飯
場
の
一
服
ど
き
と
か
、
漁
師
連
が
切
り
上
げ
た
冬
ご
も
り
の

炉
辺
で
、
長
い
夜
の
た
い
く
つ
を
ま
ぎ
ら
せ
る
に
は
あ
ま
り
凝
っ
た
深
刻
な
話
で

は
間（
マ
）が
も
て
な
い
。
そ
れ
に
函
新
の
紙
面
を
賑
わ
し
た
頃
は
終
戦
の
痛
手
が

生
々
し
く
、
物
の
不
足
に
悩
む
、
い
ん
気
く
さ
い
と
き
で
あ
っ
た
か
ら
肩
の
こ
ら

ぬ
小
咄
が
、
理
く
つ
抜
き
で
か
っ
さ
い
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

繁
次
郎
ど
ん
に
似
通
っ
た
話
は
九
州
の
片
隅
か
ら
北
の
国
の
果
ま
で
全
国
の
漁

村
に
あ
る
そ
う
な
。
北
海
道
で
も
江
差
の
外
寿
都
、
岩
内
、
留
萌
と
ニ
シ
ン
場
を

流
れ
て
い
る
。
遠
く
は
カ
ム
サ
ッ
カ
ま
で
も
及
ん
で
い
る
。
ニ
シ
ン
を
追
う
て
転
々

と
し
た
漁
師
が
、
各
地
の
飯
場
で
振
り
ま
い
た
の
だ
ろ
う
。
カ
ム
サ
ッ
カ
に
は
江

差
一
帯
か
ら
北
洋
に
出
稼
ぎ
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
は
本
場
も
の
で
あ
る
。

繁
さ
ん
は
時
折
、
柄
に
も
な
く
、
何
の
因
果
か
繁
次
郎
は
ん
に
喰
い
つ
か
れ
て

し
ま
う
と
し
ょ
げ
る
が
、
恋
女
房
を
手
に
入
れ
、
め
し
の
種
に
も
し
た
し
子
供
か

ら
ま
で
「
繁
さ
ん
」
と
お
だ
て
ら
れ
て
は
グ
チ
の
出
よ
う
も
な
い
筈
で
あ
る
。

「
繁
さ
ん
、
よ
か
っ
た
ネ
ー
」

（「
繁
次
郎
馬
鹿
囃（
下
）」
一
九
六
九
年
）

（
傍
線
は
筆
者
）

④
河
野
常
吉
編
著
『
北
海
道
史
人
名
字
彙（
下
）』（
注
２
）
に
は
次
の
よ
う
に
記

述
さ
れ
て
い
る
。

ふ
く
た

し
げ
じ
ら
う

福
田
繁
次
郎

奇
人
な
り
。
天
保
元
年
桧
山
の
江
差
在
五
勝
手
の
農
家
に
生
れ
る
。
幼
に
し
て

父
を
喪
ひ
、
母
に
事
へ
て
孝
な
り
。
父
歿
後
家
産
漸
く
傾
き
、
遂
に
貧
困
に
陥
り
、

江
差
に
移
り
て
賃
傭
し
、
以
て
老
母
を
養
ひ
、
承
歓
至
ら
ざ
る
な
く
、
且
つ
母
の

意
を
損
せ
ん
こ
と
を
虞
れ
終
身
娶
ら
ず
と
云
ふ
。
頓
才
あ
り
滑
稽
諷
刺
口
を
衝
て

出
で
、
人
の
��
を
解
き
又
能
く
人
の
肺
腑
を
抉
ぐ
る
。
繁
次
郎
金
に
窮
し
家
を
抵

当
と
し
て
金
を
借
る
。
期
限
を
過
ぐ
る
も
返
さ
ず
。
債
主
繁
次
郎
を
詰
り
て
「
お

前
の
家
を
流
し
て
了
う
ぞ
」
と
云
ふ
や
繁
次
郎
直
に
家
に
帰
り
、
太
繩
を
家
の
柱

に
結
び
、
其
端
を
向
家
の
大
黒
柱
に
繋
ぎ
道
路
を
遮
断
し
た
り
。
折
柄
代
官
通
り

か
か
り
て
往
来
の
妨
害
た
る
と
咎
め
、
且
つ
其
の
所
以
を
問
ふ
、
乃
ち
愁
然
と
し

て
「
家
が
流
る
る
か
ら
縛
り
た
り
」
と
答
ふ
。
代
官
其
意
を
諒
し
、
債
主
を
宥
め

た
り
と
云
ふ
。
又
或
時
繁
次
郎
番
屋
に
て
稼
ぎ
居
た
る
に
、
主
家
の
番
頭
某
米
一

俵
を
出
し
来
り
、
繁
次
郎
に
「
之
を
家
に
担
ぎ
行
け
」
と
命
ず
。
繁
次
郎
念
を
押

し
た
る
に
、
番
頭
は
「
内
へ
担
ひ
て
行
く
ん
だ
」
と
云
ふ
。
依
っ
て
繁
次
郎
は
、

之
を
自
宅
に
運
び
て
母
を
喜
ば
し
む
。
後
、
番
頭
は
家
に
帰
り
見
た
る
に
、
米
の

あ
ら
ざ
れ
ば
、
繁
次
郎
を
呼
び
て
之
を
詰
る
。
繁
次
郎
曰
く
、
兄
吾
が
貧
窮
を
憫

み
て
恵
与
さ
れ
た
る
も
の
と
思
ひ
、
既
に
其
半
ば
を
債
主
に
返
却
し
た
り
と
答
ふ
。

是
の
米
は
、
番
頭
が
主
家
よ
り
窃
取
し
た
る
な
れ
ば
、
如
何
と
も
す
る
こ
と
能
は

ず
。
唖
然
と
し
て
黙
止
し
た
り
と
云
ふ
。
繁
次
郎
の
行
動
、
常
に
人
の
意
表
に
出

づ
る
斯
の
如
し
、
以
て
其
の
一
斑
を
窺
ふ
べ
し
。
明
治
二
五
年
歿
す
。
年
六
十
三
。

⑤
函
館
新
聞（
夕
刊
）『
道
南
イ
ソ
ッ
プ
物
語
』「
ト
ン
チ
の
�
様
繁
次
郎
さ
ん
①
」

に
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
⑤
⑥
は
中
村
純
三
の
紹
介
で
あ
る
。

「
大
島
小
島
の
間
通
る
船
は
江
差
通
い
か
懐
か
し
や
・・・
」
追
分
節
で
知
ら
れ

る
江
差
の
名
を
一
そ
う
高
い
も
の
に
し
た
�
江
差
の
繁
次
郎
�
と
い
う
色
物
男
の

（
一
〇
）
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話
は
、
道
南
に
生
ま
れ
道
南
に
育
っ
た
者
な
ら
大
抵
一
度
や
二
度
や
耳
に
し
て
い

る
、
冬
の
爐
話
し
の
好
材
料
を
遺
し
て
く
れ
た
男
と
し
て
古
く
か
ら
親
し
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
繁
次
郎
と
い
う
人
物
は
素
晴
ら
し
く
頓
智
頓
才
に
富
ん
だ
男
で
至
る
と
こ

ろ
に
ユ
ー
モ
ア
と
ワ
イ
ツ
ト
を
撒
き
散
ら
し
て
お
り
、
こ
の
奇
人
の
数
々
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
い
ま
に
至
る
も
な
お
道
南
人
の
懐
古
的
な
夢
の
中
に
ほ
の
ぼ
の
と
生
き

て
い
て
、
ち
ょ
う
ど
三
平
汁
の
味
と
同
じ
よ
う
に
、
捨
て
が
た
い
一
つ
の
大
き
な

魅
力
と
さ
え
な
つ
て
い
る
。
開
道
八
十
年
の
歴
史
の
蔭
に
ひ
そ
む
繁
次
郎
の
小
話

を
世
に
贈
り
、
温
い
当
時
の
人
情
を
回
想
し
て
み
る（
中
村
記
者
）

�
江
差
の
繁
次
郎
�
と
は
一
体
ど
ん
な
男
で
あ
っ
た
か
、
系
図
が
伝
わ
っ
て
い

な
い
の
で
詳
し
い
こ
と
は
分
ら
な
い
が
、
文
化
の
生
れ
、
明
治
の
初
年
に
六
十
歳

前
後
で
死
去
し
た
と
い
う
の
が
本
当
ら
し
い
。
厚
沢
部
村
蛾
虫
の
産
で
本
名
福
田

繁
次
郎
、
通
称
若
狭
屋
の
繁
次
郎
で
通
っ
て
い
た
泊
村
の
城
の
口
部
落
に
長
く
住

ん
で
い
た
こ
と
だ
け
は
事
実
で
、
生
家
は
能
登
衆
で
キ
ン
ツ
バ
屋
兼
一
パ
イ
屋
だ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
現
に
末
孫
だ
と
い
わ
れ
る
福
田
政
次
郎
な
る
人
物
か
ら
生

ま
れ
つ
き
人
心
収
ら
ん
術
の
よ
う
な
も
の
を
心
得
て
い
た
ら
い
い
、
そ
れ
と
い
う

の
も
結
局
は
彼
の
行
く
と
こ
ろ
頓
智
頓
才
と
笑
い
の
連
続
だ
っ
た
か
ら
で
漁
場
親

方
の
中
に
は
繁
次
郎
を
大
漁
の
マ
ス
コ
ッ
ト
と
し
て
二
人
分
の
給
金
を
奮
発
し
た

人
も
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
面
白
い
、
い
ま
あ
の
世
に
い
る
繁
次
郎
に
「
ア
ン
タ
も

本
道
開
発
功
労
者
の
一
人
で
す
よ
」
と
い
っ
た
な
ら
ば
彼
は
恐
ら
く
目
玉
を
グ
リ

グ
リ
さ
せ
な
が
ら
「
馬
鹿
コ
ケ（
言
う
な
）ナ
ド（
お
前
達
）ま
だ
オ
ラ
ば
ボ
ン
ボ
ケ

ラ
ガ
ス（
お
だ
て
る
）の
だ
べ
よ
」
と
頭
を
か
く
に
違
い
な
い
、
以
下
集
録
し
た
小

咄
は
沢
山
の
語
り
伝
え
の
中
か
ら
撰
っ
て
比
較
的
興
味
の
あ
る
話
だ
け
を
集
め
て

の
当
時
の
道
南
特
有
の
方
言
を
用
い
て
繁
次
郎
の
人
生
路
上
を
通
っ
て
み
る

⑥
函
館
新
聞（
夕
刊
）『
道
南
イ
ソ
ッ
プ
』「
セ
ガ
レ
繁
次
郎
①
」
に
よ
る
と
繁
次
郎

に
は
「
セ
ガ
レ
（
息
子
）」
が
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

次
男
の
繁
吉
は
顔
も
気
持
ち
も
父
親
そ
っ
く
り
で
小
さ
い
時
か
ら
大
の
イ
タ
ズ

ラ
者
、
と
て
も
畳
の
上
で
往
生
は
出
来
ま
い
、
と
い
わ
れ
た
ほ
ど
だ
が
後
年
積
丹

半
島
で
ニ
シ
ン
場
を
経
営
し
た
り
北
見
に
乗
り
込
ん
で
新
漁
田
を
開
発
し
て
成
功

を
収
め
た
。
と
伝
え
ら
れ
る
一
説
に
は
上
の
國
の
若
狭
某
へ
ム
コ
養
子
に
入
っ
た

後
、
各
地
を
転
々
と
し
て
漁
場
を
営
ん
だ
と
も
言
わ
れ
る
が
、
日
清
戦
争
と
前
後

し
物
故
し
た
ら
し
く
子
供
が
無
か
っ
た
た
め
に
晩
年
の
消
息
は
不
明
で
あ
る
。
序

に
書
き
添
え
て
置
く
が
繁
次
郎
の
長
男
東
五
右
衛
門
に
は
男
、
女
二
子
あ
り
男
子

を
由
太
郎
と
い
っ
て
泊
村
城
の
口
に
住
ん
だ
・・・
そ
の
養
子
の
政
次
郎
さ
ん
が
函

館
市
堀
川
町
に
現
存
し
て
い
る
の
で
血
統
で
は
な
い
が
繁
次
郎
の
一
族
？
の
正
統

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
は
二
代
目
繁
次
郎
の
頓
智
話
か
ら
失
敗
談
を
書
い
て
再
び
笑
い
を
取
り
戻
し

て
頂
く
事
に
す
る
。

（
三
）
中
村
純
三
版
「
江
差
の
繁
次
郎
」
話
の
話
名

以
下
は
「
話
名
」
を
紹
介
す
る
。

①

函
館
新
聞
（
夕
刊
）
連
載
の
「
江
差
の
繁
次
郎
」
一
覧
は
附
録
別
表
Ａ
の
通

り
で
あ
る
。

②

中
村
純
三
『
江
差
の
繁
次
郎
』
話
の
話
名
（
函
館
新
聞
社

一
九
四
九
年
一

月

一
〇
二
頁
）

ト
ン
チ
の
�
様
繁
次
郎
、
第
一
話

ク
サ
リ
馬
、
第
二
話

大
飯
身
の
毒
、
第
三

話

お
し
る
粉
と
火
事
、
第
四
話

喧
嘩
か
ら
い
も
、
第
五
話

カ
ン
カ
ラ
カ
ン

ノ
カ
ン
、
第
六
話

裸
道
中
に
褒
美
、
第
七
話

繁
次
郎
の
算
術
、
第
八
話

観

音
さ
ん
の
日
、
第
九
話

ニ
シ
ン
�
様
の
始
め
、
第
十
話

一
番
ド
リ
コ
、
第
十

（
一
一
）
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一
話

あ
と
月
二
日
、
第
十
二
話

ニ
シ
ン
潰
し
、
第
十
三
話

よ
だ
れ
か
酒
か
、

第
十
四
話

木
違
い
の
話
、
第
十
五
話

も
の
か
く
し
、
第
十
六
話

ハ
ラ
ワ
ン
、

第
十
七
話

米
三
俵
を
背
負
う
、
第
十
八
話

鐘
は
鳴
る
鳴
る
、
第
十
九
話

屋

根
や
が
将
棋
、
第
二
十
話

馬
を
パ
ク
る
、
第
二
十
一
話

一
ぱ
い
の
イ
カ
、
第

二
十
二
話

貧
乏
�
様
、
第
二
十
三
話

十
敷
と
十
敷
、
第
二
十
四
話

シ
コ
ロ

の
木
、
第
二
十
五
話

「
似
と
煮
」
違
い
、
第
二
十
六
話

草
葉
の
蔭
、
第
二
十

七
話

母
親
の
眼
病
、
第
二
十
八
話

酒
は
毒
々
、
第
二
十
九
話

モ
チ
を
一
臼
、

第
三
十
話

マ
ン
マ
、
第
三
十
一
話

売
拂
つ
た
短
刀
、
続
第
三
十
一
話

売
拂

つ
た
短
刀
、

セ
ガ
レ
繁
次
郎
、
第
三
十
二
話

豆
腐
ガ
ケ
、
第
三
十
三
話

せ
ん
べ
い
團
子
、

第
三
十
四
話

繁
次
郎
の
石
腸
、
第
三
十
五
話

木
葉
役
人
ゴ
、
第
三
十
六
話

コ
ツ
バ
よ
い
、
第
三
十
七
話

故
郷
の
便
り
、
第
三
十
八
話

函
館
へ
赤
ケ
ツ
ト
、

第
三
十
九
話

ペ
ゴ
コ
ク
、
第
四
十
話

黄
色
い
鳥
、
第
四
十
一
話

河
童
に
合

羽
、
第
四
十
二
話

ヤ
ミ
夜
の
カ
ラ
ス
、
第
四
十
三
話

九
艘
暗
い

③
中
村
純
三
『
続

江
差
の
繁
次
郎
』
話
の
話
名
（
函
館
新
聞
社

一
九
五
〇
年

三
月

一
一
八
頁
）

ま
え
が
き
、
第
一
話

法
華
寺
の
ム
ジ
ナ
、
第
二
話

足
駄
と
日
和
、
第
三
話

ラ
ジ
オ
飲
食
、
第
四
話

飯
も
二
人
前
、
第
五
話

今
度
は
五
人
分
、
第
六
話

五
足
の
ワ
ラ
ジ
、
第
七
話

セ
ン
の
木
、
第
八
話

ケ
ン
カ
の
仲
裁
、
第
九
話

火
事
と
餅
、
第
十
話

傷
の
妙
薬
、
第
十
一
話

ホ
ラ
の
種
、
第
十
二
話

ニ
セ

金
、
第
十
三
話

通
夜
の
膳
、
第
十
四
話

ガ
シ
ガ
シ
、
第
十
五
話

海
カ
レ
、

第
十
六
話

重
い
ヨ
ロ
イ
、
第
十
七
話

成
る
ほ
ど
将
棋
、
第
十
八
話

サ
オ
ノ

ボ
リ
、
第
十
九
話

初
恋
？
、
第
二
十
話

火
消
し
稼
業
、
第
二
十
一
話

見
ン

ご
と
、
第
二
十
二
話

津
軽
弁
コ
、
第
二
十
三
話

イ
サ
バ
屋
、
第
二
十
四
話

ヤ
キ
芋
、
第
二
十
五
話

臆
病
の
薬
、
第
二
十
六
話

繁
次
郎
絵
師
、
第
二
十
七

話

ア
ミ
ダ
の
膳
、
第
二
十
八
話

婆
の
幽
霊
、
第
二
十
九
話

香
典
返
し
、
第

三
十
話

畑
違
い
の
話
、
第
三
十
一
話

借
貸
論
、
第
三
十
二
話

傘
屋
草
履
屋
、

第
三
十
三
話

笑
い
婆
さ
ん
、
第
三
十
四
話

歌
問
答
、
第
三
十
五
話

お
姫
様

の
恋
、
第
三
十
六
話

ア
マ
ゴ
イ
？
、
第
三
十
七
話

泥
棒
の
釣
鐘
、
第
三
十
八

話

ア
テ
と
フ
ン
ド
シ
、
第
三
十
九
話

コ
ン
畜
生
、
第
四
十
話

ジ
ン
ギ
リ
だ

け
は
、
第
四
十
一
話

狸
の
悪
だ
く
み
、
第
四
十
二
話

ヨ
シ
の
山
、
第
四
十
三

話

讃
門
の
世
辞
、
第
四
十
四
話

十
何
人
？
、
第
四
十
五
話

う
な
り
金
、
第

四
十
六
話

村
も
オ
ガ
ル
、
第
四
十
七
話

役
に
ん
立
た
ず
、
第
四
十
八
話

ア

イ
の
風
、
第
四
十
九
話

船
頭
の
イ
カ
リ
、
第
五
十
話

ア
ン
マ
落
し
、
第
五
十

一
話

こ
の
野
郎
目
、
第
五
十
二
話

茶
碗
に
六
杯
、
第
五
十
三
話

寝
て
も
分

る
、
第
五
十
四
話

ボ
タ
餅
談
義
、
第
五
十
五
話

ト
ロ
ロ
き
ら
い
、
第
五
十
六

話

食
い
競
べ
、
第
五
十
七
話

親
父
と
ワ
ラ
ジ
、
第
五
十
八
話

カ
ラ
ス
問
答
、

第
五
十
九
話

似
て
い
る
、
第
六
十
話

二
人
繁
次
郎

④
中
村
純
三
『
真
説

江
差
の
繁
次
郎
』
話
の
話
名
（
ぷ
や
ら
新
書

沖
積
舎
一

九
六
三
年
五
月

六
三
頁
）

ケ
ン
カ
の
話
、
草
食
う
馬
、
し
る
粉
と
火
事
、
あ
と
月
二
日
、
一
番
ド
リ
、
ニ
シ

ン
の
神
様
、
ま
あ
三
十
、
身
の
毒
、
観
音
さ
ん
の
日
、
タ
テ
一
本
、
ニ
シ
ン
潰
し
、

ヨ
ダ
レ
酒
、
ハ
ラ
ワ
ン
、
カ
ネ
は
鳴
る
、
似
ち
が
い
、
屋
根
屋
が
将
棋
、
草
葉
の

蔭
、
一
口
豆
腐
、
役
人
コ
、
黄
色
い
鳥
、
せ
ん
べ
い
団
子
、
イ
サ
バ
屋
、
ヤ
キ
芋
、

キ
ン
キ
ラ
キ
ン
、
二
人
前
、
五
足
の
ワ
ラ
ジ
、
セ
ン
の
木
、
俺
の
モ
ノ
、
オ
ガ
ル
、

村
も
オ
ガ
ル
、
十
敷
、
読
み
込
み
、
カ
ラ
ス
問
答
、
イ
カ
一
パ
イ
、
貧
乏
の
神
、

も
の
隠
し
、
足
駄
と
日
和
、
母
の
眼
病
、
モ
チ
を
一
臼
、
讃
門
世
辞
、
十
何
人
、

（
一
二
）
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成
金
の
寄
付
、
ア
イ
の
風
、
イ
カ
リ
、
握
り
マ
マ
、
二
つ
の
口
、
葉
ツ
パ
コ
、
権

限
詣
で
、
あ
と
が
き

⑤
中
村
純
三
『
蝦
夷
風
流
譚
』
で
の
話
名
（
函
館
百
点

一
九
六
六
年
十
一
月

一
四
〇
頁
）

放
さ
ね
、
天
日
干
し
、
さ
て
は
！
！
、
キ
ノ
コ
、
親
不
幸
、
下
口
に
も
、
葉
ツ
ぱ

コ
、
握
り
マ
マ
、
人
間
の
倖
せ
、
の
べ
つ
ま
く
な
し
、
シ
ヨ
ウ
ブ
は
屋
根
、
ベ
ゴ

の
一
突
、
勝
手
に
せ
い
、
行
く
行
く
、
イ
イ
カ
、
カ
ニ
の
甲
羅
、
信
心
、
唐
キ
ミ

の
話
、
親
不
孝
、
イ
カ
サ
マ
説
、
輪（
ワ
ツ
カ
）、
ア
メ
ノ
ヌ
ボ
コ
、
と
ぎ
汁
、
朝

な
ん
と
や
ら
、
燃
え
る
タ
イ
プ
、
き
つ
ぱ
り
、
戻
り
道
、
日
本
婦
人
は
固
い
、
堅

物
、
お
道
具
拝
見
、
豆
ひ
ろ
い
、
三
傑
物
、
カ
リ
ガ
ネ
、
馬
並
み
、
松
茸
、
ピ
カ

ピ
カ
頭
、
縁（
ふ
ち
）ま
で
、
梅
干
し
、
屁
こ
り
、
豆
拾
い
、
乳
首
、
不
調
法
者
、

塀
の
子
、
尻
を
捲
く
る
、
ス
ツ
ポ
ン
の
頭
、
衝
撃
療
法
、
小
男
の
・・・
、
十
三
ピ

ヨ
ピ
ヨ
、
指
、
早
や
腰
、
ホ
ラ
ク
ラ
ベ
、
し
め
り
具
合
、
出
口
の
恥
、
坊
様
の
好

物
、
裸（
は
だ
か
）、
こ
れ
以
上
は
、
残
し
物
、
金
床
の
尻
、
禅
問
答
、
色
即
是
空
、

ブ
ツ
法
、
信
心
家
、
坊
主
憎
け
り
ゃ
、
ヒ
ゲ
剃
り
、
オ
ガ
レ
、
桃
売
り
、
大
八
車
、

隠
居
、
臼
と
杵
、
落
ち
た
看
板
、
江
戸
の
仇
を
、
水
掛
論
、
ヨ
ダ
レ
コ
、
犬
の
仔
、

一
つ
き
百
文
、
夜
回
り
、
イ
モ
勘
定
、
イ
モ
潰
し
、
ケ
ン
チ
ン
汁
、
ケ
ツ
マ
ク
炎
、

ハ
エ
、
ツ
ル
・
カ
メ
、
一
回
に
一
人
、
強
精
法
、
本
陣
争
い
、
畜
生
道
、
豆
談
義
、

マ
タ
タ
ビ
、
汐
干
狩
り
、
お
が
つ
た
馬
、
ト
ラ
バ
サ
ミ
、
寅
は
千
里
、
ア
イ
ヌ
語
、

オ
ロ
シ
ヤ
語
、
コ
ノ
道
バ
カ
リ
、
バ
ツ
ク
オ
ー
ラ
イ
、
シ
バ
レ
る
、
軽
石
男
、
碁
・

将
棋
、
も
う
一
度
、
信
仰
、
お
台
場
、
大
嵐
、
小
野
小
町
、
大
入
道
、
枯
草
、
薬

鑵
吊
り
、
匂
い
袋
、
酒
と
水

⑥
中
村
純
三
『
続

蝦
夷
風
流
譚
』
で
の
話
名
（
函
館
百
点

一
九
七
三
年
十
二

月

一
一
〇
頁
）

序
文
、
摺
り
鉢
、
め
ぐ
り
棒
、
訪
問
お
断
わ
り
、
馬
並
み
、
砂
出
し
、
マ
ジ
ナ

イ
、
探
し
物
、
年
数
な
ら
、
だ
れ
の
金
？
、
泥
棒
！
、
生
ま
れ
在
所
、
絵
と
き
、

血
筋
、
底
と
底
、
サ
ラ
と
皿
、
品
物
と
品
物
、
碁
・
将
棋
、
も
う
一
度
、
ア
イ
ヌ

語
、
オ
ロ
シ
ヤ
語
、
コ
ノ
道
バ
カ
リ
、
バ
ッ
ク
、
軽
石
男
、
シ
バ
レ
る
、
拾
い
食

い
、
昼
は
困
る
、
熊
の
毛
皮
、
垣
根
、
前
と
後
、
船
賃
、
色
事
中
、
お
つ
き
合
い
、

泣
き
ど
こ
ろ
、
ツ
ユ
時
、
大
根
よ
り
も
、
お
前
と
同
じ
、
立
派
な
証
拠
、
才
女
、

仲
裁
人
、
妹
娘
も
、
伜
が
先
、
ケ
ン
ラ
イ
、
寝
催
促
、
芋
田
楽
、
居
心
地
、
診
た

て
、
濃
い
薄
い
、
一
朱
の
ム
ス
コ
、
同
罪
、
極
楽
の
間
、
地
獄
の
間
、
二
度
芋
、

ゴ
シ
ョ
芋
、
立
っ
て
る
物
、
大
好
物
、
お
供
え
物
、
恐
い
棒
、
万
金
棒
、
敵
討
ち
、

番
所
の
厠
、
懺
悔
、
清
め
給
え
、
著
者
し
る
す

ま
と
め

話
者
で
あ
り
、
翻
案
者
で
あ
り
、
創
作
者
で
あ
る
中
村
純
三
は
函
館
新
聞
社
時

代
の
同
僚
の
証
言
（
注
３
）
で
は
型
破
り
の
新
聞
人
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
話

者
の
語
り
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
と
い
う
よ
う
な
人
物
で
は
な
い
と
言
え
る
。
繁

次
郎
話
も
権
力
者
を
や
っ
つ
け
て
溜
飲
を
下
げ
る
と
い
う
庶
民
の
代
弁
者
と
い
う

話
か
ら
し
だ
い
に
艶
笑
譚
へ
と
軸
足
を
移
行
さ
せ
て
い
る
。
中
村
自
身
が
述
べ
て

い
る
よ
う
に
日
本
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ソ
ッ
プ
な
ど
の
小
話
を
繁
次
郎
版
に
創
作
し

て
い
る
。
そ
の
結
果
が
『
江
差
の
繁
次
郎
』（
函
館
新
聞
社
出
版
部
一
九
四
九
年

一
月
か
ら
同
年
四
月
ま
で
に
三
版
）、『
続
江
差
の
繁
次
郎
』（
同
社
出
版
部
一
九

五
〇
年
三
月
）
か
ら
『
蝦
夷
風
流
譚
』（
㈱
函
館
百
点

一
九
六
六
年
十
一
月
）、

『
続
蝦
夷
風
流
譚
』（
㈱
函
館
百
点
一
九
七
二
年
十
二
月
）
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

（
一
三
）
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本
論
で
は
、
個
々
の
「
繁
次
郎
」
話
の
分
析
を
今
後
の
課
題
に
す
る
が
、
以
下

の
よ
う
に
推
測
で
き
る
。

一
、
新
聞
人
中
村
純
三
が
太
平
洋
戦
争
直
後
の
混
乱
期
を
乗
り
切
る
も
の
と
し
て

繁
次
郎
話
を
位
置
づ
け
て
世
相
に
請
わ
れ
る
ま
ま
に
創
作
活
動
を
続
け
た
。
そ

の
結
果
が
多
く
の
人
々
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
時
代
の
要
請
に
応

え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
第
一
節
の
事
例
の
よ
う
に
太
平
洋
戦
争
以
前
、
鰊
場
で
語
ら
れ
た
繁
次
郎
話

が
北
海
道
の
み
な
ら
ず
東
北
地
域
に
お
い
て
も
語
ら
れ
た
。
そ
れ
は
花
部
英
雄
、

新
田
寿
弘
、
野
村
純
一
・
佐
々
木
達
司
の
記
録
・
論
考
か
ら
わ
か
る
。
北
海
道

地
域
の
調
査
を
現
時
点
で
可
能
か
ど
う
か
を
さ
ら
に
探
り
、
考
察
を
深
め
た
い
。

三
、
中
村
純
三
自
ら
吐
露
し
た
り
、
元
同
僚
の
上
野
理
一
郎
氏
の
証
言
に
あ
る
よ

う
に
、
一
九
四
八
年
十
一
月
か
ら
の
「
函
館
新
聞
（
夕
刊
）」
連
載
の
第
五
回

（
十
三
話
）
迄
の
繁
次
郎
話
は
、
聞
き
取
り
を
も
と
に
し
た
翻
案
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
れ
以
後
は
、
中
村
純
三
の
創
作
性
が
高
い
。
鰊
漁
場
で
語
ら
れ

た
話
と
中
村
純
三
創
作
の
話
の
区
別
を
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
厳
密
な
分
析
が

必
要
で
あ
る
。

四
、
今
後
の
課
題
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
中
村
純
三
が
活
動
開
始
時
点
の
時
代
背
景

を
函
館
新
聞
紙
面
で
さ
ら
に
考
察
す
る
こ
と
、
イ
ソ
ッ
プ
寓
話
・
フ
ラ
ン
ス
小

咄
・
落
語
な
ど
か
ら
の
中
村
の
援
用
状
況
を
探
る
こ
と
が
あ
る
。

五
、
日
本
各
地
の
お
ど
け
者
話
と
の
比
較
を
行
い
な
が
ら
、
北
海
道
の
鰊
漁
を
基

盤
に
し
た
お
ど
け
話
の
特
質
を
探
り
た
い
。

謝
辞北

海
道
立
図
書
館
、
函
館
市
中
央
図
書
館
、
函
館
市
史
編
纂
室
、
北
星
学
園
大

学
図
書
館
、
そ
し
て
細
見
一
夫
氏
（
函
館
市
在
住
）、
佐
々
木
達
司
氏
（
青
森
・

五
所
川
原
市
在
住
）、
新
田
寿
弘
氏
（
青
森
・
弘
前
市
在
住
）、
花
部
英
雄
氏
（
國

學
院
大
學
）
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
今
後
と
も
ご
指
導
く
だ
さ
い
。

注�
花
部
英
雄
・
新
田
寿
弘
編
『
江
差
の
繁
次
郎
話
』（
青
森
県
昔
話
』
記
録
１

同
会

昭
和
五
五
年
十
月
）、
花
部
英
雄
「
繁
次
郎
話
考
―
青
森
県
を
中
心
に
―
」『
口
承
文
藝

研
究
』
第
五
号

同
学
会

昭
和
五
七
年
五
月
）

�
北
海
道
出
版
企
画
セ
ン
タ
ー
か
ら
昭
和
五
四
年
十
一
月
発
行
さ
れ
た
も
の
を
引
用
し

て
い
る
。
高
倉
新
一
郎
の
「
北
海
道
史
人
名
字
彙
に
つ
い
て
」
と
い
う
説
明
に
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
は
「
大
正
七
年
開
道
五
十
年
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、

北
海
道
庁
が
紀
念
と
し
て
編
纂
刊
行
し
た
『
北
海
道
史
』
の
一
部
と
し
て
蒐
集
編
纂
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
中
村
純
三
が
新
聞
掲
載
以
前
か
ら
北
海
道

開
拓
者
の
一
人
と
し
て
「
福
田
繁
次
郎
」（
江
差
の
繁
次
郎
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

�
細
見
一
夫
氏
に
は
、
写
真
と
説
明
書
の
お
手
紙
な
ど
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。

ま
た
、
上
野
理
三
郎
の
文
章
か
ら
も
推
測
出
来
る
。

参
考
文
献

（
本
文
中
で
紹
介
・
引
用
し
た
文
献
は
省
略
し
た
）

・
中
村
純
三
『
江
差
の
繁
次
郎
』『
続
江
差
の
繁
次
郎
』
み
や
ま
書
房

一
九
七
七
年

・
花
部
英
雄
「
繁
次
郎
話
の
語
り
手
」『
野
村
純
一
編
昔
話
の
語
り
手
』
法
政
大
学
出
版

（
一
四
）
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局

一
九
八
三
年

・
野
村
純
一
「
江
差
の
繁
次
郎
」
事
情
、
花
部
英
雄
「
ニ
シ
ン
バ
の
笑
い
」『
北
海
道
を
探

る
（
第
二
四
号
）』
北
海
道
み
ん
ぞ
く
文
化
研
究
会

一
九
九
二
年

１９５３年秋、同僚と。右端、ベレー帽の人が中村純三氏。
（写真提供；細見一夫氏）

（
一
五
）
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別表Ａ

函館新聞（夕刊）連載 道南イソップ物語 江差の繁次郎

函館新聞（夕刊）連載 セガレ繁次郎

別表Ｂ

発行日 １９４８年（昭２３）
１１月９日（No．７０６）
１１月１０日（No．７０７）
１１月１１日（No．７０８）
１１月１２日（No．７０９）
１１月１３日（No．７１０）
１１月１４日（No．７１１）
１１月１５日（No．７１２）
１１月１６日（No．７１３）
１１月１７日（No．７１４）
１１月１８日（No．７１５）
１１月１９日（No．７１６）
１１月２０日（No．７１７）
１１月２１日（No．７１８）

題名
第１話 クサリ馬、第２話 大飯身の毒

第３話 おしる粉と火事、第４話 喧嘩からいも、第５話 カンカラカン

第６話 裸道中に褒美、第７話 繁次郎の算術、第８話 観音さんの日

第９話 ニシン�様の始め、第１０話 一番ドリコ

第１１話 あと月二日、第１２話 ニシン潰し、第１３話 よだれか酒か

第１４話 木違いの話、第１５話 ものかくし、第１６話 ハラワン

第１７話 米三俵を背負う、第１８話 鐘は鳴る鳴る、第１９話 屋根やが将棋、第２０話 馬をパクる

第２１話 一ぱいのイカ、第２２話 貧乏�様
第２３話 十敷と十敷、第２４話 シコロの木、第２５話 「似と煮」違い

第２６話 草葉の蔭、第２７話 母親の眼病、第２８話 酒は毒々

第２９話 モチを一臼、第３０話 マンマ

第３１話 売拂った短刀

第３１話 売拂った短刀

繁次郎話数
１～２
３～５
６～８
９～１０
１１～１３
１４～１６
１７～２０
２１～２２
２３～２５
２６～２８
２９～３０
３１～
続３１～

連載回数
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑦（⑧）
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫

発行日 １９４８年（昭２３）
１１月２２日（No．７１９）
１１月２３日（No．７２０）
１１月２４日（No．７２１）
１１月２５日（No．７２２）

題名
第３２話 豆腐カケ、第３３話 せんべい團子、第３４話 繁次郎の石腹

第３５話 木葉役人コ、第３６話 コツパよい

第３７話 故郷の便り

第３８話 函館へ赤毛布、第３９話 ベゴコク、第４０話 黄色い鳥

繁次郎話数
３２～３４
３５～３６
３７
３８～４０

連載回数
①
②
③
完

『乙部町史 下巻』

観音さんの日
枠まわせ？

シコロの木？

繁次郎のいいつけ
帽子に鳥こ

江差文庫社『江差の繁次郎』

クサリ馬

六人と六人で九人？
観音さまの日
ニシン群来

ニシンつぶし
ヨダレまがれる
シコロの木？

はらわん

古い梅酒
旅商人
子を生む鍋
スイカの食べ方
ヒヨコの喪服
奥のシロアリ
時分どきのトリ
笛の腹
金の刀
フーフーの子
小石・小糖
イワシは紫
えびす講
クマの毛皮

針供養
ナヘー・ワヘー
夫婦げんか
とんでもないカレイ
草葉の陰
アガかく
鳥居の切り落とし
おにがわら
センの木
土に一の字
関所の役人コ
わらじ百足
門構え
つぼ焼き
めがね
タケノコ・キノコ
下駄屋
かん酒
池の月
茂尻湯の追分
医者を呼ぶ
葬式まんじゅう
関係ない
お月さんエライ

鍋ぶた試合
つなぎづら
白足袋と黒足袋
ヤミ夜のカラス
明朝と翌朝
いも鍋のふた
焼きイモ
火つけの餅
満腹
棺おけから手
貧乏の神
屋根裏の将棋
下駄と草履
四人力
大きなスイカ
茶店の婆さま
火事
橋の上
お代わり
とんだ漬物
番傘と雁の字
近所のわらし
餅つきばやし
お歳暮

『増毛地方の民俗資
料と文化財』
草食う馬？

観音さんの日は休み

草葉の陰
闇夜のカラス
残りは雪なげ
あいの風
ホラ吹き合戦
ニシンとり
山の薪切り
合わせて六本
イカが一ぱい
クルマゲ

『青森の「繁次郎ばなし」』

観音様の日は休み
枠回せ？

借金は払わん－後月の二日払い
ニシンつぶし

借金は払わん－のどつけカミソリ

逆さ手綱
逆さ手綱と枠回せ
シリつなぎ
おれはカモっコ
艫をとれ
忙しい時は
ニシン読み
二人前の条件
餅米がない
刀の先
五寸釘
タデで一本
みやげを回す
ユルカイ村ニシトラノスケ
ニシンのタマシ

函館新聞社『江差
の繁次郎』
クサリ馬
大飯身の毒
おしる粉と火事
喧嘩からいも
カンカラカンノカ

ン裸道中に褒美
繁次郎の算術
観音さん日
ニシン神様の始め
一番ドリコ
あと月二日
ニシン潰し
よだれか酒か
木違いの話
ものかくし
ハラワン

附 録

（
一
六
）
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別表Ｃ

内容

放さね、天日干し、さては！！

イカサマ説、輪（ワッカ）、アメノヌボコ、とぎ汁、朝なんとやら

燃えるタイプ、きっぱり、戻り道

日本婦人は固い、堅物、お道具拝見、豆ひろい

三傑物、カリガネ、馬並み、松茸

ピカピカ頭

梅干し、屁こり、豆拾い、乳首

不調法者、塀の子

尻を捲くる、スツポンの頭、衝撃療法

小男の……、十三ピヨピヨ、指、早や腰

しめり具合、出口の恥

坊様の好物、裸（はだか）、残し物、金床の尻

禅問答、色即是空

ブツ法

閑話休題、信心家、坊主憎けりゃ、ヒゲ剃り

オガレ、桃売り、大八車、隠居

護符、ヨダレコ、犬の仔、一つき百文、夜回り

内容

護符の読み方、イモ勘定、イモ潰し

ケンチン汁、小野道風

ケツマク炎、ハエ、ツル・カメ

豆談義、ヤブヘビ、キノコの注文

マタタビ、汐干狩り、おがった馬

前置き、トラバサミ、寅は千里

底と底、サラと皿、品物と品物

アイヌ語、オロシヤ語、コノ道バカリ

バックオーライ、軽石男、シバレる

碁、将棋、もう一度

（艶歌 流しの生態を語る 対談）

余り駄語、小野小町、大入道

匂い袋、酒と水

はじめに、もう一つはじめに、草食った馬、身の毒

汁粉と火事、ケンカの話、まあ三十、観音様の日、後ゲツの二日

タテ一本、隠し物、ハラワン

ニシンの神様、一番ドリ、三俵は背負う

カネは鳴子、屋根裏の将棋、似ちがい、草葉の蔭、一口豆腐、せんべい、団子、役人

足駄と日和、ニセ金、イサバ屋、ヤキ芋、貧乏の神

キンキラキン、二人前、五足のワラジ、ベココク

センの木、俺の物

仕返し、オガル

村もオガル、読み込み、黄色い鳥

カラス問答

傷の妙薬、法らの種

絵とき、血筋

摺り鉢とめぐり棒、広告・蝦夷風流譚、広告・中村純三 「繁次郎の色の道教えます」

だれの金？、泥棒！、生れ在所

頁（p）

５４－５５

１４－１５

４０－

４０－４１

３８－３９

３８－３９

４２－４３

３８－３９

４２－４３

４０－４２

４０－４１

４２－４３

４２－４３

４４－４５

４１－４３

４０－４１

３８－３９

頁（p）

３８－３９

３７－３９

３７－３９

３９－４１

３７－３９

２９－３１

３７－３９

３７－３９

３７－３９

３０－３２

６－１４

４０－４２

４４－４５

３８－４０

３６－３８

４１－４３

４１－４３

４１－４３

４１－

４１－４３

３９－４１

４１－４３

４１－４３

４０－４１

３３－３５

３２－３３

３７－３９

３９－４１

『函館百点』 ㈱函館百点

西暦（和暦）

１９６２．５（昭３７）

１９６３．２（昭３８）

１９６３．３（昭３８）

１９６３．４（昭３８）

１９６３．５（昭３８）

１９６３．６（昭３８）

１９６３．８（昭３８）

１９６３．９（昭３８）

１９６３．１０（昭３８）

１９６３．１２（昭３８）

１９６４．１（昭３９）

１９６４．２（昭３９）

１９６４．３（昭３９）

１９６４．４（昭３９）

１９６４．５（昭３９）

１９６４．６（昭３９）

１９６４．８（昭３９）

『月刊はこだて』 ㈱函館百点

西暦（和暦）

１９６４．９（昭３９）

１９６４．１０（昭３９）

１９６４．１１（昭３９）

１９６５．１（昭４０）

１９６５．２（昭４０）

１９６５．３（昭４０）

１９６５．４（昭４０）

１９６５．５（昭４０）

１９６５．６（昭４０）

１９６５．７（昭４０）

１９６５．８（昭４０）

１９６５．１０（昭４０）

１９６５．１２（昭４０）

巷説 江差の繁次郎

１９６６．１（昭４１）

１９６６．２（昭４１）

１９６６．３（昭４１）

１９６６．４（昭４１）

１９６６．５（昭４１）

１９６６．６（昭４１）

１９６６．７（昭４１）

１９６６．８（昭４１）

１９６６．９（昭４１）

１９６６．１０（昭４１）

１９６６．１１（昭４１）

１９６６．１２（昭４１）

１９６７．１（昭４２）

１９６７．２（昭４２）

１９６７．３（昭４２）

蝦夷風流譚

号

２

６

７

８

９

１０

１２

１３

１４

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２４

蝦夷風流譚

号

２５

２６

２７

２９

３０

３１

３２

３３

３４

３５

３６

３８

４０

４１

４２

４３

４４

４５

４６

４７

４８

４９

５０

５１

５２

続・蝦夷風流譚

５３

５４

５５

（
一
七
）
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別表Ｄ
一朱のムスコ、同罪

診たて、薄い濃い

ツユ時、大根よりも

訪問お断わり、馬並み

おつき合い

砂出し、マジナイ、探し物、年数なら

垣根、前と後、船賃、色事中

拾い食い、昼は困る、熊の毛皮

お前同じ、立派な証拠、才女、仲裁人

妹娘も、伜が先

地震の歌、玉くらべ、生娘

寝催促、芋田楽、居心地 ＜繁次郎対談 ２６－２９ｐ 関勝＞

先の亭主、犬の話、狐と馬

ケンライ

感涙

極楽の門、地獄の門

ニド芋、ゴショ芋、立ってる物

―

恐い棒 ＜２６－２７ｐ「繁次郎馬鹿囃（上）」上野理一郎＞
万金棒 ＜３６－３７ｐ「繁次郎馬鹿囃（中）」上野理一郎＞
仇討ち

懺悔 ＜１５－１６ｐ「繁次郎馬鹿囃（下）」上野理一郎＞
清め拾え

絶倫、利子

ヒガン

一番目は、大根、精力剤、歌比べ、坊主頭

患者失い、診立て、不貞寝病、床に生える

新しい嫁

びっくり、水、ウナギ

お返し、痛し痒し

大と小、ヒリヒリ話、名医

―

―

効き目、指で幸い

手にかかる、酒の肴

懺悔滅罪

―腫れ物

男嫌い

引っ越し

ムスメ殿

前の穴

白酒、三突き

としごろ

ライバル

強敵出現

ダース

鼻毛抜き

穴の話

閑話、＜乙部の元和の浜で大往生？江差の繁次郎異聞＞

消毒棒

怪我ない

品評会

青りんごと桃、二人とも上

風の穴

三人前

お仕置、臥薪嘗胆

敵は本能寺、野良猫

３７－３９

３８－３９

３８－３９

３７－３９

３８－３９

３８－３９

３８－３９

３２－３３

３８－３９

３４－３５

３８－３９

３８－３９

４０－４１

３６－３７

３６－３７

４４－４５

３８－３９

３８－３９

３８－３９

３８－３９

４１－４３

３５－３７

３５－３７

４１－４３

３７－３９

４２－４３

４６－４７

４６－４７

４１－４２

２１－２２

４３－４５

４３－４５

４２－４４

４３－４４

３２－３４

４３－４４

４３－４４

４３－４４

４１－４２

４５－４６

４３－４４

４３－４４

３９－４０

４１－４２

４１－４２

３９－４１

４１－４２

４０－４２

３９－４１

４１－４２

４１－４２

３９－４０

４０－４２

４１－４２

４１－４２

４５－４６

４０－４２

１９６７．４（昭４２）

１９６７．６（昭４２）

１９６７．７（昭４２）

１９６７．８（昭４２）

１９６７．９（昭４２）

１９６７．１０（昭４２）

１９６７．１１（昭４２）

１９６７．１２（昭４２）

１９６８．１（昭４３）

１９６８．２（昭４３）

１９６８．３（昭４３）

１９６８．４（昭４３）

１９６８．５（昭４３）

１９６８．６（昭４３）

１９６８．７（昭４３）

１９６８．８（昭４３）

１９６８．９（昭４３）

１９６８．１０（昭４３）

１９６８．１１（昭４３）

１９６８．１２（昭４３）

１９６９．１（昭４４）

１９６９．２（昭４４）

１９６９．３（昭４４）

１９６９．４（昭４４）

１９６９．５（昭４４）

１９６９．６（昭４４）

１９６９．７（昭４４）

１９６９．８（昭４４）

１９６９．９（昭４４）

１９６９．１０（昭４４）

１９６９．１１（昭４４）

１９６９．１２（昭４４）

１９７０．１（昭４５）

１９７０．２（昭４５）

１９７０．３（昭４５）

１９７０．４（昭４５）

１９７０．５（昭４５）

１９７０．６（昭４５）

１９７０．７（昭４５）

１９７０．８（昭４５）

１９７０．９（昭４５）

１９７０．１０（昭４５）

１９７０．１１（昭４５）

１９７０．１２（昭４５）

１９７１．１（昭４６）

１９７１．２（昭４６）

１９７１．３（昭４６）

１９７１．４（昭４６）

１９７１．５（昭４６）

１９７１．６（昭４６）

１９７１．７（昭４６）

１９７１．８（昭４６）

１９７１．９（昭４６）

１９７１．１０（昭４６）

１９７１．１１（昭４６）

１９７１．１２（昭４６）

１９７２．５（昭４７）

５６

５８

５９

６０

６１

６２

６３

６４

６５

６６

６７

６８

６９

７０

７１

７２

７３

７４

７５

７６

７７

７８

７９

８０

８１

８２

８３

８４

８５

８６

８７

８８

８９

９０

９１

９２

９３

９４

９５

９６

９７

９８

９９

１００

１０１

１０２

１０３

１０４

１０５

１０６

１０７

１０８

１０９

１１０

１１１

１１２

１１７
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別表Ｅ
（題名なし）

正直者

戌年生まれ

半分、閑話休題

うえした、寝るたび

老色気

やけ酒

竹の皮

品物

セイキ学

（題名なし）

蔭まん

裾狐臭

豆腐粕

白足袋

豆腐屋

下の国

膿

筆間余話

コーフン

仲直り

ノリの道、上は上

中条流、右半身、スリコギ

小指？、店賃 ＜３４－３９ｐ 阿部文男 中村純三＞

修業

小伜

金精様

赤猫

効能

コビリ飯

万回

（題名なし）

ヤチ

筆間駄話

カラス

雨乞

降って来た

口は禍のもと

怪我なし

（題名なし）

（題名なし）

正月の膳

（題名なし）

手伝人

燃える石

棒引

水びたし

串柿

完澗の女

筆間駄話

（題名なし）

（題名なし）

鉄砲、道具とハサミ

ネギマ

楢炭

呼び合い

４３－４５

４３－４５

４７－４９

４３－４５

４７－４８

４７－４９

４５－４７

４５－４７

４６－４７

４６－４７

４５－４７

４５－４７

４５－４７

４１

４５－４６

４５－４７

４５－４７

４６－４７

４５－４７

３７－３９

４１－４３

４５－４６

４５－４７

４５－４７

４４－４６

４４－４６

４５－４７

４０－４２

４０－４２

４３－４５

４４－４６

４５－４７

４５－４７

４５－４７

４５－４７

４５－４７

４５－４７

４４－４６

４６－４７

４５－４７

４２－４５

４３－４５

４３－４５

４３－４５

４３－４５

４３－４５

４２－４４

４０－４２

４２－４４

４２－４４

４２－４４

４２－４４

４０－４４

４２－４４

４２－４４

４２４４

１９７２．８（昭４７）

１９７２．９（昭４７）

１９７２．１０（昭４７）

１９７２．１１（昭４７）

１９７２．１２（昭４７）

１９７３．１（昭４８）

１９７３．２（昭４８）

１９７３．３（昭４８）

１９７３．４（昭４８）

１９７３．５（昭４８）

１９７３．６（昭４８）

１９７３．７（昭４８）

１９７３．８（昭４８）

１９７３．９（昭４８）

１９７３．１０（昭４８）

１９７３．１１（昭４８）

１９７３．１２（昭４８）

１９７４．１（昭４９）

１９７４．２（昭４９）

１９７４．３（昭４９）

１９７４．４（昭４９）

１９７４．５（昭４９）

１９７４．６（昭４９）

１９７４．７（昭４９）

１９７４．８（昭４９）

１９７４．９（昭４９）

１９７４．１０（昭４９）

１９７４．１１（昭４９）

１９７４．１２（昭４９）

１９７５．１（昭５０）

１９７５．２（昭５０）

１９７５．３（昭５０）

１９７５．４（昭５０）

１９７５．５（昭５０）

１９７５．６（昭５０）

１９７５．７（昭５０）

１９７５．８（昭５０）

１９７５．９（昭５０）

１９７５．１０（昭５０）

１９７５．１１（昭５０）

１９７５．１２（昭５０）

１９７６．１（昭５１）

１９７６．２（昭５１）

１９７６．３（昭５１）

１９７６．４（昭５１）

１９７６．５（昭５１）

１９７６．６（昭５１）

１９７６．７（昭５１）

１９７６．８（昭５１）

１９７６．９（昭５１）

１９７６．１０（昭５１）

１９７６．１１（昭５１）

１９７６．１２（昭５１）

１９７７．２（昭５２）

１９７７．３（昭５２）

１９７７．４（昭５２）

１９７７．５（昭５２）

１２０

１２１

１２２

１２３

１２４

１２５

１２６

１２７

１２８

１２９

１３０

１３１

１３２

１３３

１３４

１３５

１３６

１３７

１３８

１３９

１４０

１４１

１４２

１４３

１４４

１４５

１４６

１４７

１４８

１４９

１５０

１５１

１５２

１５３

１５４

１５５

１５６

１５７

１５８

１５９

１６０

１６１

１６２

１６３

１６４

１６５

１６６

１６７

１６８

１６９

１７０

１７１

１７２

１７４

１７５

１７６

１７７
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別表Ｆ

別表Ｇ

ジョッピン、閑話休題

餅搗囃子

ソーラン考（上）

ソーラン考（下）

ライバル

４２－４４

４２－４４

４３－４５

４１－４２

４１－４２

１９７７．６（昭５２）

１９７７．７（昭５２）

１９７７．９（昭５２）

１９７７．１０（昭５２）

月刊はこだて百号

１９６３．１０（昭３８）

１７８

１７９

１８１

１８２

続・蝦夷風流譚

「繁次郎」に関連する主な文献一覧

・安楽庵策伝、鈴木棠三校注 １９８６『醒睡笑（上）（下）』（岩波文庫版）岩波書店

・天草本、新村出訳 １９３９『伊曽保物語』（岩波文庫）岩波書店

・万治絵入本、武藤禎夫校注 ２０００『伊曽保物語』（岩波文庫）岩波書店

・山本光雄訳 １９４２『イソップ寓話集』（岩波文庫）岩波書店

・中務哲郎訳 １９９９『イソップ寓話集』（岩波文庫）岩波書店

・田辺貞之助 １９７３『フランス小話傑作集』潮文社

・田辺貞之助 １９７４『続ふらんす小咄大観』青蛙房

・森本英夫・西澤文昭 『フランス中世滑稽譚』（現代教養文庫）社会思想社

・河盛好蔵編訳 １９９１『ふらんす小咄大全』（ちくま文庫）筑摩書房

・佐々木達司・新田寿弘編 ２００８『青森の繁次郎ばなし』青森県文芸協会

・平井信作 １９７９『津軽艶笑譚 第八集』津軽書房

・藤沢美雄 １９７４『岩手艶笑譚』津軽書房

・無明舎出版編 １９８０『秋田艶笑譚（正）・（続）・（続々）』無明舎出版

・佐々木徳夫 １９７９『民話・みちのく艶笑譚』ひかり書房

・佐々木徳夫 １９９４『東北艶笑浮世ばなし』講談社

・佐々木徳夫 １９９６『みちのく「艶笑・昔話」探訪記』無明舎出版
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［Abstract］

A Study of Hokkaido Folk Tales No．７：

A Study of the Creation and Inheritance of“Esashi no
Shigejiro”Junzo Nakamura Version

Toshio ABE

One category of Japanese folklore funny stories is called“KOUCHITAN”（Clever story）．

In“KOUCHITAN，”often a“clown”character represents common people and argues with

authority．In this study，“Esahi no Shigejiro，”who has been considered as“Clown of the

North，”is introduced and his creator，Junzo Nakamura who had also worked for a news-

paper company，is examined．The purpose of the study is to reveal the background and

contents of the stories of Shigejiro．

Junzo Nakamura’s versions of“Esashi no Shigejiro”were created during the chaotic pe-

riod right after the Pacific War，based on the existing popular tales from before the conflict．

Junzo Nakamura had turned them into humorous anecdotes and passed them on． By

telling“funny stories”to the people who were suffering mentally and physically from the

war，he provided relief to their weary minds．

Key words：Junzo Nakamura， Hakodate Newspaper Company， Shigejiro
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