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福
祉
事
業
の
先
駆
者 

佐
々
木

さ

さ

き

五 ご

三
郎

さ
ぶ
ろ
う 

  

佐
々
木
五
三
郎
は
、
青
森
県

 
 

に
お
け
る
社
会
福
祉
事
業
の
開
拓
者
で
あ
り
、
ま
た
東
北
き
っ
て
の
大
規
模
社
会
福
祉
施
設
「
弘
前
愛
成
園
」
の
基
礎
を
き
ず
い
た

人
で
あ
る

 

。 

現
代
は
、「
福
祉
の
時
代
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
社
会
事
業
は
制
度
化
さ
れ
、
社
会
保
障
は
国
が
責
任
を
も
っ
て
行
う
し
く
み
が
で
き
て
い
る
。
老
人
は
少
額

し
ょ
う
が
く

で

医
療
が
受
け
ら
れ
、
母
子
家
庭

 
 

に
は
援
助
の
手
が
さ
し
の
べ
ら
れ
、
両
親
を
な
く
し
た
不
幸
な
子
ど
も
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
に
は
い
り
、
そ
の
日
の
食
に
こ
ま
る

こ
と
も
な
い

 
 

。 

し
か
し
、
佐
々
木
五
三
郎
が
成
長

 
 

し
た
明
治
初
年
に
は
、
そ
の
よ
う
な
福
祉
事
業
は
お
ろ
か
、
福
祉
施
設
な
ど
一
つ
も
な
か
っ
た
。
不
幸
に
し
て
両
親
を
う
し
な

い
、
孤
児
と
な
っ
た
ら
最
後

 
 

、
そ
の
子
は
自
分
で
食
を
さ
が
す
か
、
飢
え
死
に
す
る
し
か
方
法

 
 

が
な
か
っ
た
。 

そ
の
よ
う
な
時
代

 
 

に
、
佐
々
木
五
三
郎
は
、
世
の
無
理
解
と
た
た
か
い
な
が
ら
、
不
幸
な
子
ど
も
達
を
育
て
る
た
め
に
、
そ
れ
こ
そ
血
の
出
る
よ
う
な
奮
闘
を
続

け
た
。
五
三
郎
は
多
く
の
孤
児

 

達
を
、
わ
が
子
と
同
じ
愛
情
を
も
っ
て
、
そ
の
成
長
に
自
分
の
命
を
か
け
た
。
社
会
福
祉
な
ど
、
だ
れ
一
人
と
し
て
考
え
も
し
な
か

っ
た
時
代
の
こ
と
だ
け
に
、
五
三
郎
の
行
為
は
崇
高

す
う
こ
う

で
あ
り
、
い
っ
そ
う
の
感
動

 
 

を
よ
ぶ
。 
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佐
々
木
五
三
郎
は
一
八
六
八
年
（
明
治
元
）
六
月
十
日
、
弘
前

 
 

富
田
紙
漉
町
（
現
文
化
幼
稚
園
付
近
と
い
う
）
に
、
新
蔵
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
た
。 

新
蔵
の
父
―
―
五
三
郎
の
祖
父
は
、
津
軽
藩
医
師
佐
々
木
秀
庵
で
あ
る
。
新
蔵
の
兄
で
五
三
郎
の
伯
父

お

じ

は
、
津
軽
蘭ら

ん

学
の
始
祖

し

そ

で
、
種
痘

し
ゅ
と
う

普
及
の
恩
人
と
し
て
知

ら
れ
る
佐
々
木
元
俊
で
あ
る
。
ま
た
言
論
界
の
先
駆
者
と
し
て
知
ら
れ
、
日
本
新
聞
社
社
長
の
陸
羯
南

く
が
か
つ
な
ん

は
、
五
三
郎
の
二ま

た

従
兄
弟

い

と

こ

に
あ
た
る
。 

五
三
郎
は
、
生
後

 
 

三
日
目
に
母
と
死
別
し
た
。
十
歳
の
と
き
に
は
、
父
新
蔵
が
他
界
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
早
く
両
親
と
別
れ
た
境
遇
が
、
後
年
、
不
幸
な

孤
児
た
ち
へ
の
愛
情

 
 

を
、
は
ぐ
く
ん
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

母
に
死
別
し
た
五
三
郎
は
、
近
所
の
成
田

 

藤
之
丞
家
に
あ
ず
け
ら
れ
た
。
成
田
家
で
は
乳
児
が
死
亡
し
乳
が
余
っ
て
い
た
の
で
、
五
三
郎
は
も
ら
い
乳
で
成
長
し

た
。
そ
の
と
き
籍

 

も
成
田
家
に
入
れ
、
成
田
五
三
郎
と
名
乗
っ
た
。
成
田
家
は
精
米

 
 

業
を
営
ん
で
い
た
が
、
五
三
郎
は
そ
の
仕
事
を
手
伝
い
、
水
車
小
屋
の
米
つ
き

場
で
働
き
な
が
ら
東
奥
義
塾
に
学
び
、
一
八
八
四
年
（
明
治
十
七
）
に
卒
業

 
 

し
た
。 

五
三
郎
の
父
新
蔵
は
、
富
田
紙
漉
町
で
、
製
紙
、
製
陶
、
製
瓦が

な
ど
の
工
場
を
経
営
し
て
い
た
が
、
明
治
十
年
新
蔵
の
死
と
共
に
そ
の
事
業
も
さ
び
れ
て
し
ま
っ
た

 

。 

五
三
郎
が
二
十
四
歳
の
と
き
、
佐
々
木
家
の
当
主

と
う
し
ゅ

元
四
郎
が
死
亡
し
、
跡あ

と

と
り
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
佐
々
木
家
は
絶
家

ぜ

っ

け

と
な
っ
た
。
五
三
郎
は
佐
々
木
家
の
絶
え

る
こ
と
を
悲
し
ん
で
、
養
家

 
 

の
成
田
家
の
許
し
を
受
け
て
離
籍
し
、
佐
々
木
家
に
帰
っ
た
。
彼
は
長
兄
元
四
郎
の
跡
を
う
け
て
、
本
町
一
丁
目
の
薬
種
商
を
継
い
だ

 

。 

本
町
一
丁
目
の
佐
々
木
薬
店
は
、
弘
前
市
内
初
め
て
の
西
洋
造
り
の
建
て
物
で
『
赤あ

か

格ご
う

子し

』
と
呼
ば
れ
た
。
当
時
、
近
所
に
は
コ
ダ
屋
、
ヒ
ノ
屋
、
カ
ナ
屋
、
タ
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ケ
屋
、
そ
れ
に
赤
格
子

 
 

と
五
軒
の
薬
屋
が
あ
っ
た
。 

赤
格
子
で
は
、
元
俊

 
 

が
蘭
学
を
学
ん
だ
せ
い
で
、
漢
方
で
な
い
製
薬
も
や
っ
た
。
胃
腸
薬
キ
ン
デ
ル
サ
ン
、
皮
膚
病
薬
硫
灰
炎
な
ど
専
売
特
許
の
薬
も
作
っ
て
、

広
く
県
内
に
売
っ
た
。
こ
と
に
皮
膚

 

病
の
薬
は
『
佐
々
木
の
く
さ
い
コ
』
と
い
わ
れ
、
有
名
だ
っ
た
と
い
う
。 

と
こ
ろ
が
一
八
九
七
年
（
明
治
三
十
）
、
五
三
郎
の
叔
父
玄
貞

げ
ん
て
い

が
炭
鉱
事
業
に
失
敗
し
た
。
玄
貞
は
下
北
半
島
猿
ケ
森
で
石
炭
を
採
掘
し
て
い
た
が
、
輸
送
問
題
で

行
き
づ
ま
り
、
倒
産

 
 

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
お
り
を
受
け
て
、
五
三
郎
の
佐
々
木
薬
店
も
倒
産
、
彼
は
無
一
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

叔
父
の
お
か
げ
で
無
一
物

 
 

に
な
っ
た
五
三
郎
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
く
じ
け
な
か
っ
た
。
こ
の
苦
難
に
負
け
て
な
る
も
の
か
と
、
も
う
一
度
や
り
な
お
す
決
心
を
し

た
。
彼
は
新
婚
一
年
た
ら
ず
の
妻

 

を
実
家
に
あ
ず
け
、
ひ
と
り
身
に
な
っ
て
、
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
身
を
粉
に
し
て
働
い
た
。
世
の
辛
酸
を
つ
ぶ
さ
に
な
め
な
が
ら
、

佐
々
木
薬
店
再
興

 
 

に
必
死
に
な
っ
た
。 

こ
う
し
て
苦
労
を
続
け
る
こ
と
数
年

 
 

、
一
九
〇
一
年
（
明
治
三
十
四
）
に
至
っ
て
、
五
三
郎
は
再
び
本
町
一
丁
目
の
元
の
場
所
に
、
薬
種
商
の
店
を
持
つ
こ
と
が

で
き
た

 

。 

五
三
郎
の
女
婿

じ
ょ
せ
い

で
、
元
弘
前
愛
成
園
理
事
長
の
三
浦
昌
武
氏
は
、
こ
の
時
代
の
五
三
郎
に
つ
い
て
、「
こ
の
七
年
間
の
苦
闘
こ
そ
は
、
五
三
郎
に
と
っ
て
得
が
た
い

体
験
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
の
人
生

 
 

の
試
練
を
経
た
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
後
の
あ
ら
ゆ
る
苦
難
に
も
耐
え
得
て
、
社
会
と
時
勢
と
四
つ
に
取
り
組
み
、
半
世
紀
の
間
、
青
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森
県
の
貧
童
孤
児
救
済
事
業
に
挺
身

 
 

し
、
不
幸
な
子
の
父
と
し
て
、
そ
の
聖
な
る
仕
事
を
続
け
得
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。」
と
言
っ
て
い
る
が
、
苦
闘
の
な
か
で
自

分
を
鍛
え
て
い
っ
た
五
三
郎
の
偉
大

 
 

さ
を
見
習
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
）、
大
凶
作
が
本
県
を
お
そ
っ
た
。
有
名
な
天
明
の
飢き

饉き
ん

を
上
ま
わ
る
と
い
わ
れ
た
凶
作
で
あ
る
。
当
時
の
あ
り
さ
ま
を
五
三
郎
は
、

「
官
民
そ
の
救
護
に
労
せ
り
と
い
え
ど
も
、
草
根

そ
う
こ
ん

木も
く

皮ひ

な
お
そ
の
飢
え
を
医
す
る
に
足
ら
ず
。
貧
童
孤
児
路
頭
に
徘
徊

は
い
か
い

し
て
食
を
求
む
る
も
の
よ
う
や
く
多
く
、
そ

の
窮
状
心
あ
る
も
の
を
し
て
、
涙

 
 

を
催
さ
し
む
」 

と
書

 

い
て
い
る
。 

こ
の
年
は
青
森
歩
兵

 
 

第
五
連
隊
の
八
甲
田
山
雪
中
行
軍
遭
難
事
件
も
あ
っ
た
が
、
天
候
不
順
が
つ
づ
い
た
。
稲
が
開
花
し
て
も
日
照
が
な
く
、
冷
害
に
よ
る
凶
作

だ
っ
た
。
県
内
で
上
北
、
下
北

 
 

、
三
戸
郡
な
ど
皆
無
作
で
、
一
粒
の
米
も
と
れ
な
か
っ
た
。
小
学
校
で
は
退
学
者
が
続
出
、
欠
席
者
も
多
く
、
休
校
す
る
学
校
も
あ

っ
た
。
米
の
ね
だ
ん
が
高
く
な
り
、
貧
窮
者
が
町
や
村
に
あ
ふ
れ
た
。
緊
急

き
ん
き
ゅ
う

勅
令

ち
ょ
く
れ
い

が
出
て
、
税
を
納
め
る
資
力
の
な
い
も
の
は
、
三
年
以
内
の
年
賦
延
納
な
ど
の

措
置
が
と
ら
れ
た
ほ
ど

 
 

で
あ
る
。 

弘
前
の
町
を
さ
ま
よ
い
歩
く
、
気
の
毒
な
貧
し
い
子
ら
や
孤
児

 
 

た
ち
に
、
五
三
郎
は
心
を
動
か
さ
れ
た
。
五
三
郎
は
母
の
愛
を
知
ら
ず
に
育
っ
た
。
幼
い
と
き
に

父
も
失
っ
た
。
自
分
が
愛
情

 
 

に
飢
え
て
育
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
他
人
の
不
幸
に
思
い
や
り
が
あ
っ
て
、
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
あ
せ
り
を
覚
え
た
。 
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五
三
郎
が
孤
児
救
済
に
踏
み
き
っ
た
直
接

 
 

の
き
っ
か
け
は
、
岡
山
孤
児
院
の
創
設
者
石
井
十
次
が
弘
前
に
や
っ
て
来
て
、
孤
児
救
済
を
力
説
し
た
の
を
聞
い
た
こ

と
だ
っ
た

 

。 

 

石
井
十
次
は
一
八
六
五
年
（
慶
応
元
）
宮
城
県
士
族

 
 

の
子
と
し
て
生
ま
れ
、
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）、
五
十
年
の
生
涯
を
終
え
る
ま
で
、
孤
児
の
父
と
し
て
、
わ

が
国
の
民
間
社
会
福
祉
事
業
の
開
拓
者
だ
っ
た
。
石
井
が
創
設
し
た
岡
山
孤
児
院
は
「
孤
児
の
友
な
り
、
盲も

う

啞あ

の
友
な
り
、
病
者
の
友
な
り
、
貧
者
の
友
な
り
、
寡
婦

か

ふ

の
友
な
り
、
囚
人

し
ゅ
う
じ
ん

の
友
な
り
」
の
目
標
を
か
か
げ
て
そ
れ
を
実
践
し
、
資
金
募
集
の
た
め
、
孤
児
院
の
青
年
九
名
で
音
楽
隊
を
組
織
し
、
全
国
を
回
り
歩
い
た
。 

一
九
〇
〇
年
（
明
治
三
十
三
）
十
月
、
石
井
十
次
は
弘
前
で
講
演

 
 

を
し
た
が
、
五
三
郎
は
石
井
の
講
演
を
感
動
し
な
が
ら
聞
い
た
。
そ
れ
は
彼
に
と
っ
て
天
の
声

に
も
等
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
石
井
は
五
三
郎
よ
り
三
歳
年
長

 
 

だ
っ
た
が
、
他
県
人
の
自
分
と
同
じ
世
代
の
人
が
、
懸
命
に
な
っ
て
い
る
姿
に
、
五
三
郎
は
発
奮
し
た
。 

倒
産
し
た
店
を
か
か
え
て
、
ど
ん
底
の
苦
闘
に
堪
え
、
こ
れ
を
再
興

 
 

し
た
社
会
人
と
し
て
の
実
力
、
自
信
と
、
ま
だ
残
っ
て
い
た
青
年
の
血
気
が
、
五
三
郎
を
行

動
へ
か
り
た
て
た
。
一
九
〇
二
年
（
明
治
三
十
五
）、
五
三
郎
は
貧
困

 
 

家
庭
を
聞
い
て
歩
き
、
男
女
七
人
の
孤
児
を
引
き
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

縁え
ん

起ぎ

か
つ
ぎ
で
、
記
念
事
業
の
好
き
だ
っ
た
五
三
郎
は
、
そ
の
年
の
十
一
月
三
日
、
当
時
の
天
皇
誕
生
の
日
―
―
天
長
節
を
創
院
の
日
と
し
、『
東
北
育
児
院
』
の

看
板
を
か
か
げ
た
。
そ
の
院
則

 
 

は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

一
、
薄
幸
な
る
貧
童
孤
児

 
 

を
救
済
教
養
す
る
を
目
的
と
す
。 
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一
、
児
童
学
齢
に
達
し
た
る
時
は
、
市
立
小
学
校
に
入
学
せ
し
め
、
さ
ら
に
学
業

 
 

優
秀
な
る
も
の
は
、
本
人
の
希
望
に
よ
り
、
高
等
教
育
を
修
め
し
む
。 

一
、
義
務
教
育
を
修
養
し
た
る
時
は
本
人
適
当
の
職
業

 
 

を
習
得
せ
し
め
、
独
立
自
活
の
途
を
立
て
し
む
。 

一
、
年
齢
六
歳
以
上
た
る
を
原
則
と
す
る
も
、
ま
た
事
情

 
 

や
む
を
得
ざ
る
場
合
は
、
六
歳
未
満
に
て
も
入
院
せ
し
む
。 

の
ち
に
五
三
郎
の
長
女
テ
ル
の
夫
と
な
り
、
五
三
郎
の
後
継
者

 
 

と
な
っ
た
佐
々
木
寅
次
郎
は
、
開
院
三
ケ
月
目
の
一
九
〇
三
年
（
明
治
三
十
六
）
一
月
二
日
に
東

北
育
児
院
に
入
っ
て
い
る
。
寅
次
郎
は
義
務

 
 

教
育
を
お
え
た
の
ち
、
東
奥
義
塾
に
学
び
、
五
三
郎
の
片
腕
と
な
っ
て
事
業
を
助
け
、
発
展
さ
せ
た
。 

五
三
郎
の
家
業
の
薬
店
は
続
け
ら
れ
て
い
た
が
、
莫
大

 
 

な
利
益
が
あ
が
る
わ
け
で
な
か
っ
た
か
ら
、
東
北
育
児
院
の
経
営
は
苦
し
か
っ
た
。
皇
室
か
ら
の
ご
下
賜

金
、
内
務
省
の
奨
励
金
、
県
や
市
の
補
助
金
な
ど
が
院
の
維
持
費

 
 

だ
っ
た
が
、
収
容
児
が
ど
ん
ど
ん
ふ
え
て
、
そ
れ
ら
の
資
金
は
焼
け
石
に
水
だ
っ
た
。
篤
志
家
の

寄
附
も
と
き
ど
き
あ
っ
た
が
、
商
売
の
収
益

 
 

を
全
部
つ
ぎ
こ
ん
で
も
、
維
持
費
は
足
り
な
か
っ
た
。 

不
足
を
補
う
た
め
、
五
三
郎
は
一
九
〇
四
年
（
明
治
三
十
七
）
ご
ろ
か
ら
行
商

 
 

を
始
め
た
。
チ
リ
紙
、
ロ
ウ
ソ
ク
、
せ
っ
け
ん
、
マ
ッ
チ
な
ど
売
り
歩
く
の
だ
が
、

初
め
は
収
容
し
て
い
る
孤
児

 
 

を
歩
か
せ
な
か
っ
た
。
五
三
郎
自
身
が
売
り
歩
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
間
に
あ
わ
な
く
な
り
、
や
む
を
得
ず
子
供
た
ち
も
商
売

 
 

に
出

し

 

た

 

。 

市
内
を
七
区
に
分
け
、
一
週
間
に
一
度

 
 

回
る
よ
う
に
し
た
。
売
れ
な
く
な
る
と
、
五
三
郎
は
町
か
ど
に
立
っ
て
大
声
で
孤
児
救
済
必
要
の
演
説

 
 

を
ぶ
っ
た
。
五
三
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郎
の
演
説
は
熱
誠
に
あ
ふ
れ
、
一
回
の
演
説
に
「
諸
君

 
 

よ
諸
君
」
と

 

い
う
こ
と
ば
が
、
必
ず
二
、
三
十
回
も
飛
び
出
し
た
。 

筆
者
も
小
学
生
の
と
き
、
五
三
郎
の
演
説

 
 

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
五
三
郎
は
そ
の
こ
ろ
六
十
八
歳
だ
っ
た
と
思
う
が
、
温
顔

 
 

に
微
笑
を
た
た
え
て
孤
児
救
済
を

う
っ
た
え
た
。
気
持
ち
が
昂
揚
し
て
く
る
と
、
五
三
郎
は
「
諸
君
よ
諸
君
」
を
連
発
し
、
聴
衆

 
 

は
ま
た
同
情
の
こ
も
っ
た
声
援
を
し
て
い
た
。 

五
三
郎
の
演
説
に
賛
同
し
、
同
情

 
 

を
示
し
て
協
力
し
て
く
れ
る
人
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
な
か
に
は
冷
た
い
目
を
向
け
る
人
も
あ
っ
た
。
孤
児
た
ち
を
行
商
に
出

さ
な
く
て
も
い
い
で
は
な
い
か
、
孤
児

 
 

た
ち
を
働
か
せ
て
食
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
心
な
い
非
難

 
 

を
す
る
人
も
あ
っ
た
。 

 
 

孤
児
院

 

の
お
ど
さ 

 
 

で
っ
た
だ
下
駄

げ

た

は
い
て 

 
 

鐘か
ね

持
っ
て
ガ
ラ
ン
ガ
ラ
ン 

弘
前
の
人
び
と
は
、
五
三
郎
を
こ
う
い
っ
て
は
や
し
立
て
た
。
五

 
三
郎
は
弘
前
の
名
物
男
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
は
や
し
こ
と
ば
に
は
、
い
さ
さ
か
嘲

笑
の
気
味

 
 

も
含
ま
れ
て
い
た
。 

だ
が
、
五
三
郎
の
信
念

 
 

は
、
少
し
も
ぐ
ら
つ
く
こ
と
が
な
か
っ
た
。
彼
は
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
、
自
分
の
道
を
ま
っ
し
ぐ
ら
に
進
ん
だ
。 

五
三
郎
、
タ
カ
夫
妻

 
 

は
、
育
児
院
の
子
供
た
ち
を
自
分
の
子
供
と
区
別
な
く
あ
つ
か
っ
た
。
寝
小
便
を
た
れ
る
も
の
、
病
気
に
な
っ
た
り
怪
我
を
す
る
も
の
、
カ
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サ
の
出
る
も
の
な
ど
が
跡あ

と

を
断
た
な
か
っ
た
。
か
っ
ぱ
ら
い
を
や
っ
た
り
、
し
み
つ
い
た
放
浪
癖
が
抜
け
な
い
で
、
手
こ
ず
ら
せ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
五
三
郎
夫
妻

は
、
そ
れ
ら
の
子
供
た
ち
に
献
身
的

 
 

に
尽
く
し
た
。 

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）
十
二
月
、
五
三
郎
は
行
商

 
 

の
無
理
か
ら
風
邪
を
こ
じ
ら
せ
、
急
性
肺
炎
に
か
か
り
盲
腸
炎
も
併
発
し
た
。
全
快
ま
で
百
日
余
り
を
要

し
た
が
、
そ
の
た
め
育
児
院
の
経
営

 
 

が
困
難
と
な
り
、
市
内
の
篤
志
家
に
助
力
を
求
め
た
。
毎
月
五
銭
（
現
在
の
金
で
百
円
ぐ
ら
い
）
寄
付
し
た
も
の
を
賛
助
会
員

と
し
た
が
、
賛
助
会
員

 
 

は
七
十
人
ほ
ど
得
ら
れ
、
な
か
に
は
五
十
銭
寄
付
し
て
く
れ
る
人
も
あ
っ
た
。
月
四
十
円
ほ
ど
の
金
が
集
ま
り
、
よ
う
や
く
育
児
院
を
維
持

す
る
こ
と
が
で

 

き
た
。 

翌
明
治
四
十
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
プ
レ
テ
ー
商
会

 
 

と
い
う
活
動
写
真
（
映
画
の
こ
と
）
の
巡
業
隊
が
弘
前
に
や
っ
て
来
た
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
巡

業
隊
は
弘
前
で
解
散
し
、
映
写
機
械
と
楽
器

 
 

一
そ
ろ
い
が
売
り
に
出
さ
れ
た
。
五
三
郎
は
育
児
院
の
維
持
費
を
、
活
動
写
真
の
巡
回
興
業
で
か
せ
ご
う
と
、
機
械
一

式
と
楽
器
を
金
二
百
円
で
買

 

い
と
っ
た
。 

五
三
郎
は
、
東
奥
義
塾
在
学
中
だ
っ
た
寅
次
郎

 

に
、
技
術
を
勉
強
さ
せ
た
。
映
写
技
術
の
習
得
は
簡
単
だ
っ
た
が
、
楽
器
を
使
い
こ
な
す
の
に
苦
労
し
た
。
そ
の

こ
ろ
、
市
内
富
田
に
安
田

 
 

と
い
う
せ
ん
た
く
屋
が
あ
っ
た
。
安
田
せ
ん
た
く
屋
は
、
も
と
近
衛
連
隊
の
軍
楽
隊
で
小
太
鼓
を
打
ち
、
安
田
か
ら
習
っ
た
せ
ん
た
く
屋

の
丁
稚

で

っ

ち

が
ラ
ッ
パ
を
吹
い
た
り
ア
コ
ー
デ
オ
ン
を
鳴
ら
し
た
り
し
て
、
楽
隊
を
編
成
し
て
い
た
。
寅
次
郎
は
安
田
せ
ん
た
く
屋
か
ら
楽
器
の
吹
奏
を
習
っ
た
。
習
っ
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て
は
他
の
院
児
た
ち
に
伝
授

 
 

し
た
。
そ
の
後
、
バ
ス
、
ト
ロ
ン
ボ
ー
ン
、
バ
リ
ト
ン
な
ど
の
楽
器
も
入
手
し
た
が
、
そ
の
た
び
に
安
田
せ
ん
た
く
屋
か
ら
習
い
、
こ

れ
を
マ
ス
タ

 
 

ー
し
た
。 

こ
う
し
て
、
一
九
〇
九
年
（
明
治
四
十
二
）
か
ら
巡
回

 
 

が
始
ま
っ
た
。
活
動
写
真
の
フ
ィ
ル
ム
は
、
実
写
や
ニ
ュ
ー
ス
や
外
国
の
喜
劇
の
一
巻
物
で
、
時
間
に
し

て
五
、
六
分
の
も
の
だ
っ
た
。
だ
か
ら
全
部

 
 

上
映
し
て
も
三
十
分
ほ
ど
で
終
わ
っ
た
。
そ
こ
で
楽
隊
の
演
奏
で
間
を
つ
な
ぎ
、
時
間
を
引
き
の
ば
し
た
。
ま
た
東
北

育
児
院
の
内
容
を
幻
灯

 
 

に
し
、
五
三
郎
は
事
業
へ
の
協
力
を
呼
び
か
け
演
説
を
し
た
。 

寅
次
郎
は
巡
業

 
 

の
た
め
、
学
校
へ
出
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。
向
学
心
に
燃
え
る
彼
は
、
巡
業
の
あ
い
ま
に
木
造
中
学
な
ど
他
校
で
聴
講
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。 

巡
回
活
動
写
真
の
入
場

 
 

料
は
、
お
と
な
十
銭
、
子
供
五
銭
ほ
ど
で
、
一
日
平
均
五
円
か
六
円
の
収
入
が
あ
っ
た
。
う
ち
半
分
が
利
益
金
だ
っ
た
の
で
、
育
児
院
の

経
営
に
ず
い
ぶ
ん
役
立

 

っ
た
。 

一
九
一
三
年
（
大
正
二
）、
青
森
県
は
ま
た
大
凶
作

 
 

だ
っ
た
。
津
軽
地
方
で
も
皆
無
作
の
所
が
あ
っ
た
が
、
県
南
地
方
は
一
層
ひ
ど
か
っ
た
。
寅
次
郎
ら
東
北
育
児

院
の
六
人
は
、
そ
の
と
き
野
辺
地

 
 

を
基
地
に
し
て
、
県
南
各
地
で
活
動
写
真
を
上
映
、
凶
作
救
済
事
業
の
宣
伝
に
あ
た
っ
て
い
た
。 

そ
し
て
岩
手
県
九
戸
郡
ま
で
巡
業

 
 

の
足
を
の
ば
し
た
。
湊
村
か
ら
大
野
村
へ
出
か
け
る
途
中
の
こ
と
、
映
写
機
が
四
、
五
十
キ
ロ
の
重
さ
で
、
二
十
八
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
の
道
中
が
た
い
へ
ん
な
の
で
、
荷
馬
車

 
 

を
頼
ん
で
積
み
こ
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
駁
者

ぎ
ょ
し
ゃ

の
不
注
意
か
ら
、
た
ば
こ
火
が
ま
ぐ
さ
に
つ
き
、
火
は
フ
ィ
ル
ム
を
入
れ
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た
函
に
点
火
、
十
七
種
類

 
 

の
フ
ィ
ル
ム
と
映
写
機
は
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
焼
け
て
し
ま
っ
た
。
損
害
は
千
円
に
及
ん
だ
。 

三
十
人
の
院
児
の
生
活

 
 

が
か
か
っ
て
い
る
映
写
機
を
失
っ
て
、
寅
次
郎
た
ち
は
暗
い
心
を
い
だ
い
て
弘
前
に
帰
っ
た
。
し
か
し
五
三
郎
は
少
し
も
せ
め
る
こ
と
が

な
く
、
新
し
い
生
活
の
手
だ
て
を
考
え
て
、
な
お
一
層
奮
闘

 
 

し
た
。 

そ
れ
か
ら
四
ケ
月
ほ
ど
し
て
、
新
し
く
映
写
機
を
購
入

 
 

し
た
。
そ
こ
で
西
郡
鯵
ケ
沢
町
か
ら
日
本
海
ぞ
い
に
、
山
形
県
ま
で
巡
業
し
た
。
ち
ょ
う
ど
鶴
岡
ま
で
行

っ
た
と
き
、
皇
太
后
陛
下
が
な
く
な
ら
れ
、
音
楽

 
 

や
芝
居
や
映
画
な
ど
に
一
週
間
の
禁
止
令
が
出
た
。
寅
次
郎
は
毎
日
の
収
入
を
、
二
円
、
三
円
と
弘
前
に
送
金
し

て
い
た
の
で
、
手
も
と
に
一
円

 
 

の
金
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
活
動
写
真
は
上
映
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
寅
次
郎
は
は
た
と
困
っ
た
。
食
う
や
食
わ
ず
で
一
週
間

を
よ
う
や
く
過

 

ご
し
た
。 

こ
の
経
験
か
ら
、
五
三
郎
は
活
動
写
真

 
 

の
常
設
館
を
開
館
す
る
こ
と
に
し
た
。
一
九
一
四
年
（
大
正
三
）
九
月
、
五
三
郎
は
市
内
山
道
町
に
『
慈
善
館
』
と
い
う

活
動
写
真
常
設
館
を
開
い
た
。
映
画

 
 

館
と
し
て
は
弘
前
で
最
初
で
あ
り
、
県
内
で
も
青
森
市
に
一
館
あ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。 

慈
善
館
は
『
銭
屋
五
兵
衛
』
の
フ
ィ
ル
ム
で
幕

 

を
あ
け
た
。
つ
づ
い
て
『
タ
ー
ザ
ン
』
を
上
映
し
た
。
弘
前
で
最
初
の
常
設
館
な
の
で
、
市
民
は
珍
し
が
っ
た
が
、

そ
の
わ
り
に
初
め
の
こ
ろ
は
不
入

 

り
だ
っ
た
。 

そ
の
一
年
半
ほ
ど
前
、
寅
次
郎
は
朝
陽

 
 

小
学
校
の
同
窓
会
に
出
席
し
た
が
、
そ
こ
で
余
興
の
う
ま
い
人
に
出
会
っ
た
。
安
井
春
月
と
い
う
靴
屋
で
あ
っ
た
。
安
井
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の
講
釈
は
し
ろ
う
と
離

 

れ
が
し
て
い
た
。
そ
れ
を
思
い
出
し
て
、
寅
次
郎
は
安
井
に
映
画
の
弁
士
（
そ
の
頃
の
映
画
は
音
が
な
く
、
弁
士
と
い
う
説
明
者
が
つ
い
て

い
た
）
と
し
て
慈
善
館

 
 

に
出
て
も
ら
っ
た
が
、
一
度
に
人
気
が
出
て
、
そ
れ
か
ら
慈
善
館
の
入
り
も
よ
く
な
っ
た
。
大
正
四
年
正
月
の
『
幡
随
院
長
兵
衛
』、
二
月
の

『
日
蓮
上
人
』
な
ど
は
大
当
た
り
で
、
慈
善
館

 
 

は
連
日
超
満
員
と
な
っ
た
。 

慈
善
館
の
順
調
な
発
展

 
 

に
よ
っ
て
、
五
三
郎
の
社
会
事
業
は
着
々
と
進
ん
で
い
っ
た
。
一
九
二
四
年
（
大
正
十
三
）
に
は
孤
児
救
済
の
功
労
で
天
皇
杯
を
受
け
た
。 

一
九
三
一
年
（
昭
和
六
）
、
創
院

 
 

三
十
年
記
念
に
『
東
北
育
児
院
』
を
『
弘
前
愛
成
園
』
と
改
称
し
た
。
こ
の
間
、
黒
石
と
大
鰐
に
も
映
画
常
設
館
を
建
て
、
保
育

所
、
養
老
院
を
開
き
五
三
郎
の
信
念

 
 

は
、
形
と
な
っ
て
現
れ
て
い
っ
た
。 

五
三
郎
は
、
一
九
四
五
年
（
昭
和
二
十
）
四
月
二
十
七
日
、
七
十
八
歳
で
な
く
な
っ
た
。
宝
泉

 
 

院
で
行
わ
れ
た
葬
儀
に
は
数
百
人
の
人
び
と
が
、
悲
し
み
の
涙
で

香
華
を
手
向
け
た
。
明
治
三
十
五
年
東
北
育
児
院
創
設

 
 

以
来
、
七
十
八
歳
で
没
す
る
ま
で
に
養
育
し
た
孤
児
の
総
数
は
、
明
治
年
代
八
十
四
名
、
大
正
年
代
六
十
四

名
、
昭
和
年
代
七
十
三
名
、
実
に
二
百
二
十
一
名
の
多
き
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
な
ん
と
偉
大

 
 

な
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
今
も
『
弘
前
愛
成
園
』
は
続
け
ら
れ
て

い
る

 

。 
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