
場
で
も
一
目
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
販
路
も
東

京
・
大
阪
へ
と
広
が
り
、
汽
車
で
仙
台
へ
も
送
っ
た
。

村
で
は
、
彼
の
こ
と
を
ウ
ド
の
近
藤
と
い
う
意
味
で

「
ウ
ド
こ
ん
さ
」
と
呼
ん
だ
。

　

ウ
ド
こ
ん
さ
の
意
欲
は
、
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知

ら
ず
、
民
家
の
前
（
南
）
の
水
田
の
う
ち
、
と
く
に

「
シ
ケ
ル
」
と
こ
ろ
（
湿
気
の
高
い
と
こ
ろ
の
意
）

を
選
ん
で 
蓮 
田
を
作
っ
て
み
た
。
レ
ン
コ
ン
で
あ
る
。

は
す

と
こ
ろ
が
こ
れ
は
、
胸
ま
で
泥
田
に
つ
か
る
重
労
働

で
、
他
人
を
雇
う
與
治
右
エ
門
の
経
営
に
は
適
さ
な

か
っ
た
。

　

彼
は
、
経
営
拡
張
の
た
め
に
耕
地
を
買
っ
た
。
碧

海
台
地
で
は
、
よ
う
や
く
稲
が
取
れ
る
ま
で
に
な
っ

た
こ
ろ
、
農
地
に
租
税
が
か
か
る
よ
う
に
な
り
、
負

担
し
き
れ
な
い
農
民
は
田
ん
ぼ
を
手
放
し
始
め
た
。

手
放
す
農
地
に
値
が
つ
か
ず
、
酒
を
一
升
つ
け
て
渡

し
た
と
い
う
話
が
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
の
こ
ろ
與

治
右
エ
門
は
農
地
を
買
っ
て
い
っ
た
。

　

彼
は
土
地
を
買
う
の
に
、
手
持
ち
の
銭
は
使
わ
ず
、

借
り
た
金
で
買
い
、
利
子
は
ウ
ド
の 
儲 
け
で
払
う
、

も
う

と
言
っ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
、
日
清
戦
争
が
始
ま

る
と
、
物
価
が
上
が
る
こ
と
を
予
測
し
て
、
近
所
の

農
民
に
話
し
て
い
た
と
も
い
う
。
こ
の
た
め
、
村
び

と
か
ら
「
ウ
ド
こ
ん
さ
は
金
勘
定
の
で
き
る
百
姓
」

と
評
さ
れ
た
。

　

彼
は
体
格
が
よ
く
大
柄
な
人
物
だ
っ
た
が
、
や
る

こ
と
は
き
め
細
か
く
、 
几 き 
帳 

ち
ょ
う 

面 
で
、
物
事
を
計
画
的

め
ん

に
手
際
よ
く
す
す
め
た
。
家
庭
内
で
は
威
厳
が
あ
り
、

孫
に
と
っ
て
は
近
寄
り
が
た
い
祖
父
だ
っ
た
が
、
村

�
　
 
近 
藤
   

與

こ
ん 
ど
う 
よ
   
 
治  
右
エ  
門 　

Ⅱ

じ 

え 

も
ん

　

池
浦
で
は
、
明
治
用
水
の
北
側
に
高
い
平
地
が
広

が
り
、
開
拓
農
民
は
、
こ
の
や
せ
地
で
ヒ
エ
や
ア
ワ

を
栽
培
し
て
食
う
分
を
確
保
し
、
南
の
低
い
土
地
で

地
主
に
納
め
る
米
を
作
っ
た
。
與
治
右
エ
門
は
、
皆

が
ヒ
エ
な
ど
を
作
る
畑
で
高
収
入
の
ユ
リ
と
ウ
ド
を

作
っ
た
が
、
や
が
て
、
水
田
で
も 
畝 
を
高
く
積
め
ば

う
ね

良
質
の
ウ
ド
が
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
。
故
郷
の
や

り
方
を
受
け
継
ぐ
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
分
野
を
切

り
開
い
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

写
真
は
、
與
治
右
エ
門
が
使
っ
た
ウ
ド
掘
り
の
農

具
で
あ
る
。
深
く
地
中
に
埋
ま
っ
た
ウ
ド
の
茎
を
傷

つ
け
る
こ
と
な
く
掘
り
出
す
道
具
で
、
村
で
は
彼
が

工
夫
し
て 
鍬  
鍛  
冶  
屋 
に
作
ら
せ
た
も
の
と
伝
え
て
い

く
わ 
か 

じ 

や

る
。

　

彼
の
ウ
ド
は
格
別
う
ま
い
と
の
評
判
が
立
ち
、
市

で
は
、
話
の
分
か
る
人
と
知
ら
れ
て
い
た
。

　

與
治
右
エ
門
の
気
質
は
息
子
や
孫
が
受
け
継
い
だ
。

息
子
の 
秀 ひで 
三  
郎 
は
ウ
ド
作
り
の
名
人
に
な
り
、
昭
和

ざ
ぶ 
ろ
う

一 
桁 
の
こ
ろ
、
ウ
ド
だ
け
で
も
三
町
歩
も
作
り
、
貸

け
た

し
付
け
る
耕
地
に
も
「
段
取
り
」
を
指
示
す
る
「
番

頭
」
が
い
た
。
こ
の
役
は
篠
目
の
野
村
が
受
け
持
っ

た
。
秀
三
郎
は
、
農
業
経
営
だ
け
で
な
く
、
一
九
一

二
年
（
明
治
四
五
年
）
か
ら
一
六
年
（
大
正
五
年
）

ま
で
町
議
会
議
員
を
務
め
て
い
る
。
新
開
村
か
ら
選

ば
れ
て
出
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

孫
の 
康  
美 
が
東
京
で
事
業
を
興
す
の
は
與
治
右
エ

や
す 
よ
し

門
の
商
才
を
継
ぐ
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
弟

の 
稲  
雄 
は
昭
和
前
半
か
ら
戦
後
に
か
け
て
、
農
業
実

い
な 
お

行
組
合
の
役
員
を
務
め
る
な
ど
、
農
村
の
リ
ー
ダ
ー

と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

　

一
族
は
金
を
握
る
農
業
を
実
現
し
、
農
地
解
放
の

時
点
で
は
三
〇
町
歩
持
っ
て
い
た
と
い
い
、
一
部
は

県
立
農
業
試
験
場
に
寄
付
し
て
い
る
。
「
番
頭
」
を

持
つ
点
か
ら
み
て
も
、
一
種
の
大
農
経
営
を
目
指
し

て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
碧
海
の
ほ
か
の

農
家
と
は
違
う
点
だ
が
、
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
は
決
し

て 
贅  
沢 
を
せ
ず
、
着
る
物
は
周
り
の
農
民
と
同
じ
も

ぜ
い 
た
く

の
を
着
て
、
朝
早
く
か
ら
夜
遅
く
ま
で
仕
事
を
し
た
。

　

日
本
デ
ン
マ
ー
ク
碧
海
（
安
城
）
が
多
角
的
経
営

や
金
を
握
る
農
業
に
成
長
し
た
の
は
、
指
導
者
の
指

導
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
與
治
右
エ
門
の
よ
う
な
農

民
が
知
恵
を
絞
り
、
ト
ラ
イ
・
ア
ン
ド
・
エ
ラ
ー
を

繰
り
返
し
て
生
み
出
し
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
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