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(新着資料)子供用スケー卜砂

昨年、大流行したキッヴボー ド

の前身?

昭和初期から昭和30年代にかけ

て、子供の遊び道具と して使われ

ました。
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本
庄
村
史

(
仮
称
)
の

編
纂
状
況
に
つ
い
て

大

:iE 

美

|主|

史
判
什
館
川
知
H
K

史
料
館
が
長
ら
く
取
り
組
ん
で
い
る
本
庄
村
山
工

(仮
称
)
の
編
纂
が
、
年
度

内
刊
行
に
向
け
、
大
詰
め
を
迎
え
て
い
る
。
現
状
と
形
の
見
え
始
め
た
村
史
の

内
容
を
紹
介
し
た
い
。

編
集
の
ね
ら
い
と
現
状

本
庄
村
は

一
八
八
九
年

(明
治
二
十
二
)

に
、
市
制
川
村
制
の
施
行
に
作
っ

て

、

深

江

背

木

凶

青

木

の

三
カ
村
が
合
制
し
て
で
き
た
村
で
あ
る
。
一

九

五
O
年

(附
和
二
十
五
)
、
御
影
川
、
品
、
川町
川
、
住
吉
村
、
本
山
村
と
と
も
に

神
戸
市
と
合
側
し
、
京
滋
区
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
合
削
し
た
凹
カ
町
村
は
そ

れ
ぞ
れ
史
誌
を
編
纂
し
て
い
る
が
、
本
庄
村
だ
け
が
未
刊
に
終
わ

っ
て
い
る
。

地
域
の
熱
意
の
も
と
に
、

一
九
八

O
年
か
ら
編
纂
が
続
け
ら
れ
て
米
た
。

編
纂
の
目
的
か
ら
、
深
江

・
背

木

西

背
木
地
区
の
廃
史
の
叙
述
が
主
限
で

あ
る
が
、
森
稲
荷
神
制
の
御
旅
所
が
深
江
に
あ
る
な
と
、

三
カ
村
だ
け
で
は
地

域
社
会
の
歩
み
は
語
れ
な
い
。
ま
た
江
戸
時
代
以
前
に
川
い

ら
れ
た
本
庄
は
九

カ

村

あ

り

、

ほ

か

に

森

凶

辺

小

路

北

畑

中

間

(
以
上
京
雌
区
)
、
コ一

条

津

知

(以
上
芦
屋
市
)
の
村
々
も
本
庄
に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
地

域
の
広
が
り
を
意
識
し
な
が
ら
編
纂
を
心
掛
け
た
。
従
来
の
自
治
体
史
が
現
時

点
の
市
境
だ
け
を
記
述
の
純
削
に
し
て
い
る
事
例
が
多
く
、
こ
れ
で
は
時
代
と

と
も
に
変
化
す
る
地
域
の
ま
と
ま
り
は
明
ら
か
に
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

内
容
は
専
門
的
な
内
容
を
、

で
き
る
だ
け
守
易
に
市
民
の
読
者
を
想
{疋
し
て

編
集
を
試
み
た
。
ル
ピ
や
学
術
用
誌
の
解
説
欄
を
設
け
る

一
方
、

一
層
踏
み
込

ん
で
内
容
を
知
り
た
い
人
の
た
め
に
、
参
考
文
献
を
充
実
さ
せ
た
。
ま
た
組
み

主
て
は
地
理
綱
、
昨
史
編
、
民
俗
編
の

3
細
川
川
成
と
し
た
。

3
つ
の
分
野
を
似

せ
て
、
初
め
て
こ
の
地
域
の
多
様
な
歩
み
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

各
編
の
内
容

地
理
編
は
自
然
地
担
と
人
文
地
理
に
分
け
、
自
然
地
問
は
ど
の
よ
う
に
大
地

が
出
来
上
が

っ
て
き
た
の
か
を
主
限
に
、
地
穴
な
ど
を
詳
述
し
て
い
る
。
ま
た

阪
神
淡
路
大
波
災
か
ら
学
ぼ
う
と
、
特
に
災
h
J
と
地
質
と
の
凶
係
に
も
治
自
し
、

被
災
家
庭
と
地
質
と
関
係
を
調
査
し
、
内
科
に
山
刷
り
込
ん
だ
。
人
文
地
政
は
、

古
地
図
と
地
形
図
を
フ
ル
に
使
っ
て
、
河
川
流
山
町
の
公
選
と
ゴ
地
利
川
の
変
巡

を
詳
細
に
追

っ
た
。
特
に
明
治
以
降
に
発
行
さ
れ
た
地
形
閃
を
集
大
成
し
て
怖

い
た
地
域
の
変
化
は
圧
巻
で
あ
る
。
地
図
も
品
川
V
A
H

川
に
拘
載
し
て
、
地
域
の
変
貌

を
自
で
見
る
こ
と
を
試
み
た
。

庇
史
編
は
、
考
古
学
、
古
代
、
中
位
、
近
世
、
近
代
、
建
築
編
に
大
き
く
分

け
た
。
t
r
J
古
学
は
東
神
戸
か
ら
芦
屋
市
に
至
る
現
時
山
で
知
ら
れ
る
微
々
な
泣

跡
発
抑
制
盗
を
網
縦
し
、
こ
の
地
成
の
考
凸
字
分
別
か
ら
の
叙
述
の
決
定
版

と
も
一言
え
る
内
谷
で
あ
る
。
相
に
一
点
災
復
興
で
は
他
府
川
に
か
ら
峨

μの
応
援
を

得
て
熔
発
的
な
件
数
の
発
明
刑
制
在
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
逐

一
追

っ

て
い
る
。
ま
た
近
年
、

中
世

近

世

時
代
の
発
抑
制
査
が
進
ん
で
い
る
こ
と
か

ら
、
従
来
の
よ
う
な
古
い
附
代
だ
け
で
な
く
、
即
位
山
足
時
代
の
発
掘
訓
読
に
よ
る

成
川
市
に
も
言
及
し
て
い
る
。

古
代
は
、
王
に
西
摂
地
域
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
州
い
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

西
摂
地
域
は
、
畿
内
の
西
端
に
あ
り
、
畿
内
の

「
ウ
チ
と
ソ
ト
」
の
境
保
で
あ

る
。
こ
う
し
た
視
占
か
ら
、
海
上
交
通
と
関
係
の
採
い
本
住
吉
神
相
や
こ
の
地

域
に
住
ん
だ
豪
政
の
分
析
を
通
じ
、
古
代
国
家
に
と
っ
て
こ
の
地
域
が
政
治

外
交
宗
教
上
で
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

中
世
は
、
京
都
か
ら
一曲
図
へ
の
通
過
占
だ
け
に
、
源
平
の
合
戦
、
「
太
平
記
」

の
世
界
、
戦
国
の
動
乱
な
ど
、
血
な
ま
ぐ
さ
い
戦
い
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
中
世

史
料
は
出
尽
く
し
て
い
る
と
聞
い
わ
れ
て
い
た
が
、
新
た
に
公
家
の
日
記
に
新
史

2 
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料
が
あ
る
こ
と
も
判
明
。
こ
れ
ら
も
交
え
戦
乱
の
中
で
た
く
ま
し
く
生
き
た
人

々
を
描
く
。
ま
た
乙
の
時
代
は
芦
屋
や
西
宮
社
家
郷
と
再
三
一
、
山
境
争
い
を
し

た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
本
庄
と
い
う
地
成
が
形
成
さ
れ
る
時
代
で

あ
る
。
い
う
な
れ
ば
現
代
の
始
源
が
作
り
始
め
ら
れ
る
時
代
の
、
地
域
の
変
化

を
史
料
の
行
間
を
読
む
よ
う
に
追
う
。

近
世
に
な
る
と
、
再
三
の
災
害
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
深
江
村
の
庄
屋
や
大
庄

屋
を
務
め
た
永
引
家
文
性
酒
造
家
の
永
田
家
文
容

。
医
師
の
深
山
家
文
む
な

ど
地
元
の
村
方
史
料
の
ほ
か
、
周
辺
の
地
域
に
も
少
な
か
ら
ず
残
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
に
よ
り
、
村
落
社
会
の
中
で
の
地
域
の
悩
み
を
、
引
け府
市
冊
体
制
の

支
配
、
防
口
叩
経
済
の
発
展
、

山
野
の
利
用
、
体
制
の
動
指
と
地
域
の
変
貌
、
幕

末
維
新
の
状
況
な
ど
に
分
け
て
制
く
。
特
に
水
利
権
や
山
の
境
界
を
め
ぐ
る
争

い
な
ど
は
、
詳
細
な
史
料
が
残
っ
て
お
り
、
股
業
を
基
盤
と
し
て
生
活
を
発
展

さ
せ
て
き
た
地
域
の
事
情
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

近
代
は
明
治
と
大
正
昭
和
矧
に
大
き
く
分
け
、
明
治
組
新
に
よ
る
変
化
、

身
分
の
解
体
と
新
し
い
村
迩
営
の
始
ま
り
、
連
合
町
村
制
か
ら
自
治
制
度
の
施

行
に
よ
る
本
庄
村
の
誕
生
以
降
の
動
き
、
武
庫
郡
と
の
関
係
な
と
を
叙
述
す
る
。

大

正

昭

和
期
は
、

新
聞
記
事
や
各
磁
の
統
計
資
料
、
ま
た
旧
東
灘
区
役
所
文

書
な
と
を
も
と
に
、
急
速
な
人
口
湖
加
と
商
工
業
の
発
展
に
よ

っ
て
、
地
域
が

都
市
化
し
生
活
が
大
き
く
変
化
す
る
歩
み
を
た
と
る
。
ま
た
川
西
航
空
機
の
工

場
が
誘
致
さ
れ
た
こ
と
で
、
丞
占
的
な
空
襲
被
害
を
被
る
な
ど
、
第
二
次
世
界

大
戦
と
本
庄
村
は
他
の
村
以
上
に
深
い
関
係
が
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
戦
災
は

生
活
史
を
考
え
る
う
え
で
重
要
と
位
世
付
け
た
。
合
併
に
よ
る
本
庄
村
の
消
滅

ま
で
を
叙
述
の

一
応
の
区
切
り
と
し
た
が
、
神
戸
間
船
大
学
の
前
身
の
設
世
か

ら
大
学
口
判
的
怖
な
ど
、
地
域
と
切
り
削
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
、
合
併
後
の

部
分
も
折
り
込
ん
だ
。

ま
た
大
正
則
を
中
心
に
芦
屋
か
ら
深
江
に
か
け
、
洋
館
が
相
次
い
で
建
築
さ

れ
深
江
文
化
村
と
称
さ
れ
た
が
、
現
在
は
三
刺
が
残
る
だ
け
で
、

P
M
観
は
大
き

く
変
わ
っ
た
。
し
か
も
ま
と
ま

っ
た
記
録
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
の
た
め
建
築

学
的
な
見
地
か
ら
本
格
的
な
調
査
を
行
い

、
文
化
村
の
様
相
を
記
録
し
た
。

民
俗
編
は
、
白
布
生
活
、
主
要
一
次
産
業
で
あ
る
漁
業
、
祭
礼
、
信
仰
、
石

造
遺
物
、
史
跡
、
史
料
館
蔵
民
具
の
概
観
で
構
成
す
る
。
日
常
生
活
は
、
衣
食

住
、
川
町
礼

・
産
育
、
葬
礼
、
交
通

・
交
易
の
各
テ
1
7
。
聞
き
取
り
に
よ
る
大

正
昭
和
の
川
正
み
の
復
元
な
ど
も
試
み
た
。
漁
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
地
域

の
特
色
と
し
て
最
も
力
点
の
世
い
た
テ
!
?
の
ひ
と
つ
で
、
詳
細
な
聞
き
取
り

を
生
か
し
て
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
漁
法
な
と
を
復
元
し
た
。
一

九
七
二
年

(昭
和
四

十
七
)
、
埋
め
立
て
に
よ
る
漁
協
の
解
散
と
漁
業
の
終
常
は
、

半
終
半
漁
の
ニ

の
地
域
の
性
絡
を
根
本
的
に
変
え
て
し
ま

っ
た
。
今
は
漁
業
に
従
事
し
た
人
た

ち
か
ら
の
聞
き
取
り
が
可
能
で
、
記
録
で
き
た
こ
と
は
極
め
て
芯
味
が
あ
る
。

そ
の

一
方
、
股
業
に
つ
い
て
は
直
接
従
事
し
た
体
験
者
を
帥
惜
し
出
せ
ず
、
記
述

を
断
念
し
た
。
ま
た
こ
の
地
域
は
再
三
災
害
に
見
舞
わ
れ
記
録
が
乏
し
い
だ
け

に
、
石
造
造
物
は
、
地
域
の
足
跡
を
記
し
た
重
要
な
遺
産
で
あ
る
。
震
災
以
前

か
ら
悉
皆
調
査
を
行
っ
て

い
る
が
、
震
災
復
興
の
過
程
で
行
方
不
明
に
な
っ
た

も
の
も
多
い
。
ま
た
多
少
の
重
複
を
承
知
で
史
跡
の
章
を
設
け
た
。
こ
れ
は
変

化
の
激
し
い
地
域
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
街
角
に
は
ま
だ
ま
だ
歴
史
を
語

る
生
き
証
人
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
を
知

っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
最
後
に
史
料
館
の
歩
み
と
史
料
館
の
収
蔵
資
料
の
大
概
を
載
せ
た
。

震
災
で
諸
肌
制
し
た
聞
き
取
り
資
料
の
一
部
が
紛
失
、
せ
っ
か
く
の
聞
き
取
り

が
叙
述
に
生
か
せ
な
い
部
分
が
生
じ
た
が
、
渓
災
に
よ
り
地
質
、
考
古
学
の
分

明
で
は
新
た
な
デ
ー
タ
が
加
わ

っ
た
。
ま
た
史
跡
な
と
で
は
震
災
前
と
現
状
と

の
比
較
も
試
み
た
。
歴
史
を
記
述
す
る
と
と
も
に
、
現
代
の
記
録
と
し
て
も
意

味
を
持
た
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。

渓
災
で
作
業
が
中
断
、

一
時
は
刊
行
自
体
が
危
ぶ
ま
れ
た
が
、
関
係
者
の
熱

意
で
よ
う
や
く
発
刊
の
見
通
し
が
立
っ
て
き
た
。
多
く
の
犠
牲
へ
の
鋲
魂
の
祈

り
も
込
め
、
最
後
の
竹
業
を
急
ぎ
た
い
。
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ト
ラ
イ
や
る
・
ウ
ィ
ー
ク
と
史
料
館

ー

本

庄

中
学
校

の
生
徒
を
受
け
入
れ
て

谷

虫卓

史
科
飢
研
究
日

水 道

仁l

千

山
ん
科
知
研
究
日

平
成
一

一一
年
も
昨
年
同
様
、

「
ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
」
が
実
施
さ
れ
、
史

料
館
で
も
本
庄
中
学
校
二
年
生
の
二
人
の
生
徒
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

期
間
は
六
月
五
日

(月
)
か
ら
九
日

(金
)
ま
で
の
五
日
間
で
、
そ
の
う
ち
史

料
館
で
は
六
日

(火
)
と
九
日

(金
)
の
二
日
間
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
、
史
料
館
で
の
ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
の
二
日
間
の

活
動
を
報
告
す
る
こ
と
に
す
る
。

今
回
、
史
料
館
の
業
務
を
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
た
生
徒
は
、
石
田
順
君
と

新
川
雄
太
君
の
二
人
で
、

二
人
と
も
歴
史
は
少
し
苦
手
と
の
こ
と
だ
が
、

二
日

間
と
も
晶
一
一
心
に
取
り
組
ん
で
く
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
二
日
間
の
タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
と
二
人
の
裕
刷
ぶ
り
を
紹
介

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
初
日

(六
日
)
は
、
道
谷
研
究
員
の
指
場
の
も

と
、
史
料
館
の
活
動
の
理
解
や
本
庄
地
域
の
股
史
を
学
ん
で
も
ら
う
こ
と
を
主

眼
に
低
い
て
、
館
の
通
リ
'H山
業
務
を
体
験
し
て
も
ら

っ
た
。

そ
し
て
、

二
日
目

(九
日
)
は
、
水
口
研
究
員
の
指
導
の
も
と
、
館
蔵
品
、
特
に
民
共
の
雄
理
作

業
の
笑
国
自
を
行
う
こ
と
で
、
史
料
館
の
資
料
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

初
日
、
二
人
は
九
時
に
来
館
、
史
料
館
の
概
要
と
二
日
間
の
予
定
を
説
明
し
、

館
の
通
常
業
務
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
行
っ
た
。
受
け
入
れ
の
二
日
と
も

残
念
な
が
ら
開
館
日
で
は
な
い
た
め
見
学
者
が
い
な
い
の
で
、
見
学
者
の
応
対

に
つ
い
て
の
実
習
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
史
料
館
の
業
務
は
来
館
者
応
対
以
外

に
も
数
多
く
あ
る
た
め
、
今
回
の
ト
ラ
イ
や
る
ウ
ィ
ー
ク
で
は
そ
ち
ら
の
方
を

体
験
し
て
も
ら

っ
た
。

一
通
り
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
の
後
、
本
庄
地
域
の
鹿
史
を
理

解
し
て
も
ら
う
こ
と
も
兼
ね
て
、
史
料
館
周
辺
の
史
跡
制
査
に
出
か
け
た
。
こ

れ
は
史
料
館
の
活
動
の

一
つ
で
あ
る
調
査
研
究
と
い
う
分
間
を
体
験
し
て
も
ら

い
た
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。
二
人
に
は
、
デ
ジ
タ
ル
カ
メ
ラ
と
史
跡
調
査
梨
、

地
図
、
巻
き
尺
な
ど
を
持
っ
て
も
ら
い

、
品
川
、
崖
道
の
向
、
正
寿
寺
、
大
白
川
正
女

神
社
、
腕
松
地
球
、
踊
松
の
閥
、
西
国
浜
街
道
名
残
の
松
、
本
庄
村
役
場
跡
を

ま
わ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
史
跡
を
デ
ジ
デ
ル
カ
メ
ラ
で
船
影
、
石
椋
な
ど
の
大

き
さ
の
計
測
と
銘
の
性
収
り
、
地
図
上
で
の
隙
認
と
い
う
刊
梁
を
行
っ
て
も
ら
っ

た
。
そ
し
て
、
各
地
点
で
は
史
跡
の
解
説
を
し
て
、
地
域
の
股
史
の
迎
仰
を
深

め
て
も
ら
う
よ
う
に
努
め
た
。
二
人
と
も
、
近
く
に
住
ん
で
こ
れ
ら
の
地
占
を

何
度
も
通
っ
た
こ
と
は
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
各
史
跡
の
こ
と
は
初
め
て
ら
し

く
、
興
味
深
く
目
前
を
聞
い
て
く
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
史
料
館
に
一民
っ
て
か
ら
、

捌
査
し
た
内
容
を
パ
ソ

コ
ン
の
調
査
票
に
入
力
し
、
そ
れ
を
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト

す
る
と
い
う
作
業
も
実
践
し
て
も
ら

っ
た
。

午
後
か
ら
は
、
展
示
資
料
の
収
納
作
業
、
展
示
室
収
版
印
の
占
検
作
業
と

い
う
、

一
見
地
味
で
は
あ
る
が
、
実
は
館
の
運
営
に
は
重
要
な
業
務
を
体
験
し

て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
当
日
は
、
ち
ょ
う
ど
季
節
民
一不
の
五
月
人
形
を
収
蔵

庫
に
収
納
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
の
で
、

二
人
に
は
笑
際
に
五
月
人
形
の
資

料
に
触
れ
て
も
ら
い
、
資
料
の
取
り
扱
い
の
方
法
を
学
ん
で
も
ら

っ
た
。
ふ
た

り
と
も
、
最
初
は
資
料
を
陥
引
き
な
い
か
と
お
そ
る
お
そ
る
触
っ
て
い
た
よ
う
で

あ
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
す
る
と
手
つ
き
も
慣
れ
て
、
資
料
に
机
し
ん
で
い
た
よ
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う
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、

収
減
時
の
旋
理
作
業
を
行

っ
た
が
、

こ
の
作
業
は
、
重
い
荷
物
の
持
ち
巡
ぴ
が
多
く
、
二
人
は
か
な
り
し
ん
ど
そ
う

で
あ
っ
た
が
、

以
後
ま
で
へ
ば
る
こ
と
な
く
が
ん
ば
っ
て
く
れ
た
。

一一
日
目
は
、
い
よ
い
よ
収
蔵
資
料
の
整
列
-
作
業
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
あ
る
。
新

活
資
料
と
し
て
受
け
入
れ
た
ば
か
り
の
ほ
箕
を
対
象
と
し
て
、
収
蔵
資
料
の
経

理
、
保
存
管
恐
の
作
柴
の
手
順
を
学
ん
で
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

府
箕
と
は
、
刈
り
取

っ
た
稲
を
脱
穀
し
た
あ
と
、
風
力
を
別
別
し
て
十
分
に

笑
っ
て
丞
訟
の
あ
る
籾
と
、
較
い
採
片
や
籾
殺
な
ど
と
を
よ
り
分
け
る
道
具
だ

が、

二
人
に
と
っ
て
は
、
も
ち
ろ
ん
は
じ
め
て
見
る
道
具
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

ま
ず
庇
箕
が
何
か
を
知
る
た
め
に
、

文
献
資
料
で
構
造
や
使
川
方
訟
を
附
単
に

勉
強
し
た
。
災
際
に
資
料
が
阿
の
前
に
あ
る
の
で
、
二
人
と
も
、
成
筑
が
ど
ん

な
道
具
で
、
ど
ん
な
動
き
で
働
く
の
か
す
ぐ
理
解
し
て
く
れ
た
よ
う
だ

つ
た
。

次
は
、
資
料
の
洗
ゆ
、

清
掃
で
あ
る
。
外
部
に
付
泊
し
た
挨
な
ど
は
、
そ
の

ま
ま
肱
閉
山
す
る
と
資
料
が
術
む
原
因
に
な
る
。
ま
た
、
民
只
は
、

一
凡
丈
夫
そ

う
に
見
え
る
が
、
木
、
竹
、

灘
な
ど
自
扶
紫
H

刊
を
多
川
し
て
い
る
の
で
、
水
気

や
乾
燥
に
と
て
も
敏
感
で
あ
る
。
大
切
な
文
化
財
で
あ
る
こ
と
を
常
に
顕
に
お

い
て
丁
寧
に
消
指
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
古
い
挨
、
ゴ
ミ
、
カ
ピ
に

は
雑
菌
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
マ
ス
ク
と
箪
手
を
岩
間
す
る
な
ど
、
衛
生
而

で
の
注
意
も
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
、
内
部
の
ご
み
を
取
っ
た
あ
と
、
ブ
ラ
シ
を

用
い
て
吹
を
丁
寧
に
務
と
し
、

聞
く
絞
っ
た
雑
巾
で
水
拭
き
す
る
。
二
人
の
丁

寧
な
前
掃
作
業
は
、
約
三

O
分
ほ
ど
か
け
て
完
了
し
た
。

資
料
の
情
婦
が
終
わ
り
、
少
し
休
恕
を
取
っ
た
あ
と
は
、
資
料
カ

l
ド
の
作

成
で
あ
る
。
資
料
力

l
ド
と
は
、
収
蔵
資
料
一
点
に
つ
き
一
枚
作
成
す
る
も
の

で
、
そ
こ
に
は
資
料
の
名
称
、

分
類
詐
号
、
整
理
番
号
、
収
蔵
年
月
日
、

受
け

入
れ
先
、
使
用
地
、
使
用
方
法
、
材
質
、
保
mu場
所
な
ど
、

資
料
に
つ
い
て
の

デ
ー
タ
を
す
べ
て
記
載
す
る
。
写
真
や
寸
法
な
ど
を
記
入
し
た
図
面
も
付
加
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
二
人
に
は、

そ
の

一
連
の
作
業
を
体
験
し
て
も
ら
っ
た
。

ま
ず
、
資
料
カ
ー
ド
に
、
名
材
、
分
知
祢
号
、
資
料
品
甘
号
、
受
け
入
れ
先
な

ど
現
時
点
で
わ
か
る
的
報
を
民
人
す
る
。
つ
ぎ
に
デ
ジ
ず
ル
カ
メ
ラ
で
、
写
只

俄
彩
を
お
こ
な
う
。
資
料
の
形
状
が
わ
か
る
よ
う
に
ぬ
影
角
度
に
注
意
し
、
府

片
山
の
正
面
か
ら

一
枚
、
側
而
か
ら

一
枚
そ
れ
ぞ
れ
ぬ
影
し
た
。
山
地
影
し
た
デ
ー

タ
を
パ
ソ
コ
ン
に
と
り
こ
み
印
刷
し
、
資
料
カ

l
ド
に
貼
り
こ
ん
だ
。

計
測
は
、
本
格
的
な
実
測
は
厳
し
い
の
で
、
巻
き
尺
を
使
用
し
て
略
測
図
を

作
成
し
た
。
水
平
に
計
測
し
な
け
れ
ば
誤
差
が
出
る
の
で
、
ふ
た
り
で
お
互
い

の
計
測
値
を
チ
エ
y

h
y
し
合
い
な
が
ら
作
業
を
続
け
た
。
二
人
の
計
測
誤
差
が

数
セ
ン
チ
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
作
業
は
惣
除
し
て
い
た
以
上
に
大
変
だ

っ

た
よ
う
で
あ
る
。
完
成
し
た
略
淵
図
を
資
料
カ
ド
に
貼

っ
て
完
成
で
あ
る
。

一一
日
間
史
料
館
で
体
験
し
た
作
業
の
巾
に
は
、

一人
に
と

っ
て
、
惣
似
を
越

え
た
も
の
も
あ
っ
た
と
思
う
。
終
わ
っ
た
あ
と
の
感
惣
を
聞
く
と
、
史
料
館
の

館

μの
μ
U
事
に
対
し
て
・
』
れ
ま
で
と
は
巡
っ
た
認
識
が
で
き
た
よ
う
に
感
じ
た
。

二
人
が
作
成
し
て
く
れ
た
調
査
表
や
資
料
カ

1
ド
の
、
郎
本
は
体
験
の
成
採
と

し
て
持
ち
帰
っ
て
も
ら

っ
た
が
、
コ
ピ
ー
は
飴
で
所
践
し
て
い
る
。一一
人
の
体

験
の
成
泉
は
、
館
の
大
切
な
デ
ー
タ
と
し
て
活
川
さ
せ
て
い
た
だ
く
つ
も
り
で

あ
る
。
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展
示
品
と
の
対
話

(十
)

手
洗
い
タ
ン
ク

水

千

!主

口

史
料
館
研
究
日

こ
の
資
料
は
、
篠
山
市
の
日
常
雑
貨
庄
で
購
入
し
た
も
の
で
、
材
質
は
ポ
リ

プ
ロ
ピ
レ
ン
で
あ
る
。
ホ
l
口

l
製
な
ら
年
配
の
人
に
は
懐
か
し
い
道
具
か
も

し
れ
な
い
。
縁
側
の
端
に
あ
る
汲
み
取
り
式
の
便
所
の
戸
の
脇
に
、
利
手
拭
と

い
っ
し
ょ
に
日
り
下
げ
ら
れ
て
い
る
梯
子
が
目
に
浮
か
ぶ
人
も
多
い
だ
ろ
う
。

使
い
方
は
歪

っ
て
簡
単
。
上
部
の
タ
ン
ク
に
水
を
入
れ
て
お
い
て
、
下
の
蛇

口
部
分
に
手
の
ひ
ら
を
あ
て
、

押
し
上
げ
る
と
適
当
な
H

-品
の
水
が
流
れ
落
ち
て

く
る
の
で
、
そ
れ
で
手
洗
い
を
す
る
。
手
の
ひ
ら
を
除
け
ば
ス
ト

y
パ
ー
が
働

い
て
水
は
務
ち
て
こ
な
い
。
附
伎
な
だ
け
に
人
間
の
知
恵
を
よ
り
強
く
感
じ
る

m具
で
あ
る
。
も
と
も
と
川
を
足
し
た
あ
と
の
手
洗
い
は
、
手
水
鉢
や
手
術
の

中
の
水
を
柄
杓
で
す
く
っ
て
お
こ
な
っ
た
が
、
木
の
葉
や
ゴ
ミ
が
い
つ
も
浮
か

ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
手
洗
い
出
の
ほ
う
が
は
る
か
に
術
生
的
だ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
手
洗
い
能
、
見
た
こ
と
も
あ
る
し
使
い
方
も
知
っ
て
い
る

が
、
意
外
に
も
正
式
な
名
前
が
わ
か
ら
な
い
。
資
料
に
「
手
洗
い
タ
ン
ク
」
と

製
品
名
が
シ

l
ル
で
貼
っ
て
あ
る
も
の
の
ど
う
も
ピ
ン
と
こ
な
い
。
日
情
的
に

使
川
し
て
い
た
年
配
の
方
々
に
聞

い
て
も
、
み
な
さ
ん

「
は
て
、
な
ん
だ

っ
た

ろ
う
」
と
首
を
か
し
げ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
あ
れ
こ
れ
本
を
あ
た
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
聞

い
て
名
前
探

し
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
ば
ら
く
や
み
く
も
に
聞
き
ま
わ

っ
て
い
る
と
、

む
F

令
ず

あ
る
単
語
に
ぶ
つ
か
っ
た
。
そ
れ
は
「
手
水
」
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
手
水

と
は
、
も
と
も
と
手
や
飢
を
洗
う
水
を
さ
す
。
神
村
で
参
拝
前
に
手
や
口
を
洗

い
出
め
る
手
水
鉢
が
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
い
例
で
あ
ろ
う
。
制
限
所
の
械
に
あ
っ

た
手
洗
い
朋
の
木
製
や
石
製
の
容
能
も
ま
た
手
水
鉢
と
呼
ぶ
。
そ
こ
か
ら
、
こ

の
吊
り
下
げ
式
の
手
洗
い
器
も
手
水
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

吊
り
下
げ
て
使
う
手
水
で
「
吊
り
手
水
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
な
る

ほ
ど
、
こ
の
名
前
の
ほ
う
が
、
手
洗
い
タ
ン
ク
よ
り
は
る
か
に
し
っ
く
り
く
る
。

ア
イ
デ
ィ
ア
商
品
だ

っ
た
は
ず
の
吊
り
手
水
も
、
下
水
道
の
普
及
に
と
も
な

い
私
た
ち
の
生
活
か
ら
姿
を
消
す
。
今
で
は
ほ
と
ん
ど
需
要
が
な
く
、
生
産
打

ち
切
り
も
間
近
だ
と
一言
わ
れ
て
い
る
。
屯
気
、
ガ
ス
、
水
道
な
ど
が
津
々
浦
々

ま
で
行
き
波
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
吊
り
手
水
だ
け
な
く
、
古
く
か
ら
の
人
々
の

生
活
の
智
恵
が
生
み
出
し
た
道
具
が
少
し
ず
つ
消
失
し
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、

一
抹
の
寂
し
さ
を
感
じ
る
現
象
で
も
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
吊
り
手
水
が

一
時
期
活
制
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

あ
の
阪
神
大
災
災
で
あ
る
。
長
い
断
水
の
時
期
に
、
ひ
ね
れ
ば
水
が
出
る
水
道

の
蛇
口
を
迎
恕
さ
せ
る
こ
の
吊
り
手
水
が
重
宝
さ
れ
た
の
は
組
像
に
雌
く
な
い
。

も
し
吊
り
手
水
が
ま
た
必
要
と
さ
れ
る
の
が
、
あ
の
よ
う
な
悲
惨
な
状
況
の
も

と
で
し
か
な
い
な
ら
、
史
料
館
の
片
隅
に
い

つ
ま
で
も
ぶ
ら
下
が

っ
た
ま
ま
で

い
て
ほ
し
い
と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。
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大
日
霊
女
神
社
の
社
殿
が
復
興

谷

道

BH
午

史
科
郎
研
究
川

平
成

一
二
年

(二

0
0
0
)
一一

月
二コ
一
日
、
阪
神
淡
路
大
震
災
で
倒
壊

し
た
、
深
江
の
氏
神
、
大
日
箆
女
神
社
の
判
官
股
が
新
築
再
建
さ
れ
、
完
成
を
祝

う
竣
工
奉
祝
祭
と
奉
祝
式
典
が
行
わ
れ
た
。

大
自
主
女
神
社
は
、
地
元
で
は
「
大
日
ツ
ア
ン
」
「
大
日
神
H
U
」
と
親
し
み

を
込
め
て
時
ば
れ
、
相
伝
で
は
、
文
明

二
二
年

(一

四
八

こ

に
、
深
江
の
大

日
如
来
を
本
尊
と
す
る
薬
王
寺
が

一
向
宗
に
改
宗
し
本
尊
を
阿
弥
陀
如
来
に
変

え
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
も
と
の
本
部
の
大
日
如
来
を
杷
る
場
所
が
な
く
な

り
、
村
人
が
大
日
如
来
を
配

っ
た
の
が
神
相
の
始
ま
り
と
言
わ
れ
て
い
る
。

平
成
七
年

(一

九
九
五
)
一

月

一
七
日
午
前
五
時
間
六
分
に
発
生
し
た
阪
神

淡
路
大
震
災
で
、
明
治
山

一
年
(
一
九

O
八
)
に
建
て
ら
れ
た
社
殿
が
完
全震災直後の倒壊した織子

震災前の社殿

に
倒
岐
し
(
本
殿
の
瓦
茸
き
の
大

屋
川
帆
が
務
ち
て
地
而
に
た
た
き
つ

け
ら
れ
る
)
、
翌
月
に
は
倒
壊
し

瓦
際
と
化
し
た
社
殿
を
徹
去
し
た

(な
お
、
中
に
あ
っ
た
御
利
体
は

蹴
事
で
あ
っ
た
)。

そ
の
後
、
プ

レ
ハ
ブ
の
仮
設
の
社
殿
を
建
て
る

一
方
、
地
元
で
は
お
殿
復
興
の
た

め
の
動
き
を
本
俗
化
さ
せ
、
平
成

一
一
年
九
月
一

一一
日
に
大
日
霊
女

仙刊
行
再
建
委
員
会
が
結
成
さ
れ
、

問
委
員
会
の
手
に
よ
っ
て
、
材
担

の
再
建
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

な
お
、
新
築
再
山
記
さ
れ
た
制
殿

は
、
地
震
で
倒
接
し
た
旧
制
殿
よ

り
一
ま
わ
り
大
き
な
建
物
で
、
出
陣

而
績
が
約
五
八
ば
あ
る
。

訂
正
と
お
わ
び

前
号

(二
七
号
)
で
次
の
よ
う
な
訂
正
が
あ
り
ま
し
た
の
で
お
わ

び
い
た
し
ま
す
。

四
頁
配
世
図
上
方
の
お

l
初、

m
l
n、
初
l

，
m

六七
μ
下
段

一
六
行
自
「
磯
野
拡
右
衛
門
」

l
「
峨
肝
品
右
術
門
」

六
頁
下
段

一
七
行
目
「
等
左
衛
門
」
l
「
幸
先
エ
門
」

六
頁
下
段
一
八
行
目
「
泌
屋
甚
兵
・
」
l

，
「
出
屋
甚
兵
術
」

」ハ
頁
下
段
二
六
行
自
「
金
五
拾
貰
」
↓
「
金
五
拾
回
」

一
O
頁
上
段
三
行

n
「二
月
八
日
」

l
「
問
月
十
八
日
」

復興した社殿

7 
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