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の
お
子

ん

大

べ
か

い
つ

蒸
気
が

乾
燥
し
や
す
い
冬
の
室
内
に
、適
度
な
湿
気
を
も
た
ら

し
て
く
れ
ま
す
。�

考

た
「
大
町
の
家
」（
信
州
の
情
報
誌

「
ク
ラ
」
〇
五
・
一
月
号
掲
載
）は
、そ
ん
な
関
係
も
表

現
し
て
い
ま
す
。�

Ⅱ�
「
火
」
の
あ
る
生
活
展
望�

「火」のある暮らしの現在�

特集�

　
空
気
と
水
に
つ
い
で
、人
が
人
ら
し
く
生
き
て
い

く
た
め
に
は
、火
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

か
つ
て
は
ど
こ
の
村
で
も
、火
の
材
料
と
し
て
、山

の
木
を
薪
に
切
り
、燃
料
に
し
て
き
ま
し
た
。�

　
近
年
、薪
を
燃
や
す
姿
は
、よ
ほ
ど
気
に
と
め

て
歩
か
な
い
と
見
か
け
な
く
な
り
ま
し
た
。
都
市

で
は
ま
っ
た
く
無
く
な
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。�

　
過
去
の
日
本
人
の
生
活
を
考
え
る
上
で
、山
は
、

燃
料
の
確
保
と
い
う
視
点
か
ら
考
え
る
と
大
変
に

大
き
い
も
の
で
す
。あ
り
て
い
に
い
え
ば
、山
の
木

が
人
の
命
を
支
え
、生
活
を
支
え
て
き
た
と
い
え
ま
す
。�

　
私
が
草
屋
根
集
落
の
保
存
に
長
く
関
わ
っ
て
き
た
、

福
島
県
南
会
津
の
大
内
で
は
、昭
和
四
〇
年
ぐ
ら
い
ま

で
薪
が
主
な
燃
料
で
し
た
。プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
が
入
っ
て
く

る
の
は
昭
和
三
〇
年
代
の
後
半
で
、簡
易
水
道
を
引
い

た
昭
和
四
一
年
、流
し
を
改
造
し
プ
ロ
パ
ン
ガ
ス
を
使

い
始
め
た
家
が
見
ら
れ
ま
し
た
。�

�����

　
東
北
の
冬
は
長
く
、厳
し
い
雪
の
中
に
、人
々
の
暮
ら

し
は
閉
じ
込
め
ら
れ
ま
す
。
雪
の
中
の
生
活
で
は
、燃

料
の
薪
は
不
可
欠
で
、そ
の
確
保
に
二
年
越
し
で
雪
を

利
用
す
る
知
恵
を
生
み
出
し
ま
し
た
。�

　
農
家
の
生
活
は
、用
意
が
よ
い
と
い
う
か
、先
を
見

越
し
て
暮
ら
し
を
立
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。薪
は

必
要
に
な
っ
て
か
ら
切
る
の
で
は
な
く
、お
よ
そ
二
年
先

の
薪
を
、立
ち
木
を
切
る
こ
と
か
ら
始
め
ま
す
。
生
木

だ
と
、燃
え
に
く
い
の
で
乾
燥
さ
せ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。こ
の
地
方
で
は
、薪
を
タ
キ
ギ
と
い
い
ま
し
た
。

薪
が
積
め
る
家
は
、堅
く
て
間
違
い
の
な
い
家
と
さ
れ

て
い
ま
す
。�

　
ま
ず
百
姓
仕
事
が
始
ま
る
前
の
春
先
に
、雪
が
消
え

た
頃
を
見
計
ら
っ
て
、春
木
切
り
を
し
ま
す
。こ
の
時
、

太
い
立
ち
木
を
選
ん
で
切
り
ま
す
。
小
さ
い
木
は
、切

ら
ず
に
薪
に
な
る
ま
で
育
つ
の
を
待
ち
ま
す
。
木
の
種

類
は
、栗
、楢
、桜
、ハ
ナ
の
木
な
ど
を
薪
に
し
ま
し
た
。

共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、堅
木
で
す
。
柔
ら
か
い
木
は
、

す
ぐ
燃
え
尽
き
て
し
ま
い
ま
す
。
共
有
地
の
木
は
、誰

が
切
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。�

　
木
を
切
る
時
期
が
春
先
な
の
は
、樹
木
が
水
分
を

吸
い
上
げ
る
直
前
だ
か
ら
で
す
。
暖
か
く
な
っ
て
樹
木

が
活
動
を
始
め
、水
分
を
吸
い
上
げ
て
か
ら
で
す
と
、

そ
の
分
、乾
か
す
の
が
大
変
で
す
。�

　
倒
し
た
木
は
、四
尺
ぐ
ら
い
の
長
さ
に
切
り
、切
っ
た

山
の
近
く
や
、道
ば
た
ま
で
運
ん
で
、木
を
棚
に
積
ん

で
お
き
ま
す
。
高
さ
は
、背
の
高
い
人
ほ
ど
で
六
・
七
尺

で
す
。幅
は
一
間
半
か
ら
二
間
で
す
。棚
の
大
き
さ
は
、

家
の
人
数
に
よ
っ
て
も
、使
う
量
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
し

た
。
お
互
い
に
手
間
の
貸
し
借
り
の
結
で
、皆
で
助
け

ゆ
い�
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合
い
二
・
三
日
は
木
切
り
を
し
た
も
の
で
し
た
。こ
の
棚

は
翌
年
の
春
先
ま
で
、乾
燥
さ
せ
て
お
き
ま
す
。�

�����

　
こ
の
地
方
で
は
、三
月
頃
に
な
り
ま
す
と
、雪
の
表

面
が
堅
く
な
っ
て
、雪
の
上
を
歩
い
て
渡
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。約
一
年
、棚
に
積
ん
で
乾
燥
さ
せ
た
木
を

四
尺
ほ
ど
に
切
っ
て
山
の
ブ
ド
ウ
や
フ
ジ
や
マ
ン
サ
ク
と

い
う
木
の
ツ
ル
で
し
ば
り
、人
が
引
い
て
き
ま
す
。こ
れ

を
サ
ル
ッ
コ
引
き
と
い
い
、ソ
リ
の
使
え
る
場
所
ま
で
引
っ

張
り
だ
し
て
き
て
、さ
ら
に
棚
に
積
ん
で
乾
燥
し
ま
す
。�

�����

　
棚
に
積
ん
だ
薪
は
、暮
れ
の
雪
が
降
り
始
め
る
頃
ま

で
の
約
九
ヶ
月
間
、放
っ
て
乾
か
し
ま
す
。暮
れ
に
な
る

と
雪
が
降
り
ま
す
の
で
、薪
を
ソ
リ
に
乗
せ
、家
ま
で
引

い
て
き
ま
す
。
雪
が
な
く
て
、正
月
に
な
る
年
も
あ
り

ま
し
た
。乾
燥
し
て
軽
く
な
っ
た
燃
え
や
す
い
木
を
、雪

が
降
っ
て
か
ら
、ソ
リ
で
引
い
て
く
る
の
は
、力
が
い
ら
な

く
て
合
理
的
と
い
え
ま
す
。�

　
引
い
て
き
た
木
は
家
の
軒
下
に
入
れ
ま
す
。私
が
世

話
に
な
っ
て
い
る
家
で
は
、東
側
の
、厩
の
後
側
に
積
み

ま
す
。こ
う
し
て
囲
炉
裏
や
竈
の
そ
ば
ま
で
運
び
込
み
、

す
ぐ
焚
け
る
状
態
に
な
り
ま
す
。薪
に
は
二
年
先
の
準

備
が
必
要
で
し
た
。�

����

　
薪
を
燃
や
す
主
な
場
所
は
、囲
炉
裏
と
竈

で
し
た
。
軒
下
に
積
ん
だ
薪
は
、一
部
が
囲

炉
裏
や
竃
の
近
く
に
据
え
ら
れ
、い
よ
い
よ

燃
料
と
し
て
の
出
番
と
な
り
ま
す
。�

　
薪
や
柴
か
ら
生
じ
る
火
の
役
割
で
す
が
、

ま
ず
人
と
馬
の
食
べ
物
を
料
理
す
る
燃
料

と
し
て
の
は
た
ら
き
が
第
一
に
あ
げ
ら
れ
ま

す
。こ
の
地
方
で
は
囲
炉
裏
の
こ
と
を
ユ
ル
イ

と
い
い
ま
す
。
板
床
の
囲
炉
裏
に
自
在
鉤
を

吊
し
、そ
こ
に
鍋
を
ぶ
ら
下
げ
て
料
理
し
ま

す
。
味
噌
汁
や
煮
物
以
外
に
、ご
飯
も
鍋
で

炊
け
ま
す
。�

　
私
が
こ
の
村
を
最
初
に
訪
ね
た
の
は
昭
和
四
二
年

で
す
が
、そ
の
頃
の
南
会
津
の
農
家
は
、ほ
と
ん
ど
が
囲

炉
裏
の
火
を
使
っ
て
、鍋
で
料
理
を
し
て
い
ま
し
た
。薪

を
た
く
さ
ん
く
べ
て
、水
を
は
っ
た
鍋
を
か
け
る
女
た

ち
の
姿
を
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。鍋
に
は
五
升
だ

き
、四
升
だ
き
、三
升
だ
き
、ぬ
か
鍋
な
ど
が
あ
り
ま
し

た
。鍋
を
下
げ
て
い
な
い
時
は
、鉄
瓶
を
下
げ
、何
時
で

も
使
え
る
よ
う
に
お
湯
を
沸
か
し
て
お
き
ま
す
。�

　
竈
は
馬
の
飼
育
と
の
関
連
で
考
え
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。こ
の
地
方
は
馬
産
地
で
あ
り
、雌
馬
を
飼
っ
て

子
を
と
り
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。そ
の
馬
の
飼
育
に

竈
が
必
要
だ
っ
た
の
で
す
。
当
時
、既
に
馬
は
少
な
く

は
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、人
と
と
も
に
生
き
て
い
ま
し
た
。

馬
を
飼
う
家
に
は
、必
ず
竈
が
土
間
に
あ
り
ま
し
た
。�

　
竈
は
、カ
ベ（
壁
土
）と
い
う
粘
土
で
作
り
ま
す
。こ
の

竃
に
、羽
釜
を
は
め
込
ん
で
乗
せ
ま
す
。羽
釜
は
、鍔
が

胴
の
周
囲
に
つ
い
て
お
り
、丸
い
形
の
底
な
の
で
、熱
効

率
の
良
い
釜
で
す
。�

�����

　
こ
の
村
に
は
羽
釜
の
こ
と
を
、鉄
鍋
と
か
釜
鍋
と
よ

ぶ
人
が
い
ま
す
。竃
に
据
え
る
も
の
と
し
て
、古
い
時
代

に
は
鍋
を
使
用
し
て
、羽
釜
の
方
が
新
し
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
の
で
す
。明
治
、大
正
時
代
に
は
、鍋
を
竈
に

据
え
る
家
が
あ
り
ま
し
た
。�

　
羽
釜
を
床
に
据
え
る
時
、丸
い
底
を
安
定
さ
せ
る
た

め
に
、ド
ウ
ナ
ツ
の
形
の
鍋
敷
き
を
使
い
ま
す
。釜
の
下

う
ま
や�

い    

ろ    

り�

か
ま
ど�

に   

わ�

は  

が
ま�

つ
ば� 火の周りでは座って仕事する（後ろに見える「ながし」は近代化の証）�

〈1969年7月撮影〉�
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武
蔵
野
美
術
大
学
教
授
。
一
九
四
三
年
茨
城
県
生
ま
れ
。
武
蔵

野
美
術
大
学
卒
業
。
一
九
七
七
年
よ
り
現
職
。
専
門
は
、民
俗

学
、文
化
人
類
学
、生
活
学
、物
質
文
化
。
著
書
は
、『
大
内
の
く

ら
し
１
』（
ゆ
い
で
く
）
、『
民
衆
の
生
活
と
文
化
』（
共
著
、未

来
社
）
な
ど
。�

　
相
沢
　
韶
男
（
あ
い
ざ
わ
・
つ
ぐ
お
）�

す
ぐ
焚
け
る
状
態
に
な
り
ま
す
。薪
に
は
二
年
先
の
準

備
が
必
要
で
し
た
。�

馬
を
飼
う
家
に
は
、必
ず
竈
が
土
間
に
あ
り
ま
し
た
。�

　
竈
は
、カ
ベ（
壁
土
）と
い
う
粘
土
で
作
り
ま
す
。こ
の

　
羽
釜
を
床
に
据
え
る
時
、丸
い
底
を
安
定
さ
せ
る
た

め
に
、ド
ウ
ナ
ツ
の
形
の
鍋
敷
き
を
使
い
ま
す
。釜
の
下

に
敷
き
ま
す
の
に
、釜
敷
き
と
は
い
わ
な
い
こ
と
と
合

わ
せ
て
考
え
ま
す
と
、興
味
を
引
く
問
題
で
す
。�

�����

　
大
正
ガ
マ
と
い
っ
て
、鉄
で
で
き
て
い
る
竃
が
普
及
し

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。大
正
ガ
マ
と
い
う
の
は
、ハ
ガ
マ（
羽

釜
）の
下
に
火
を
炊
く
場
所
が
あ
り
、少
し
背
が
高
く

て
、脇
に
煙
突
が
あ
り
ま
し
た
。こ
れ
を
使
う
と
、木
が

節
約
で
き
ま
し
た
。炊
き
も
の
を
節
約
し
な
が
ら
ご
飯

が
炊
け
る
カ
マ
で
し
た
。�

　
婦
人
会
で
買
っ
た
大
正
ガ
マ
が
あ
り
、村
で
祝
言
な

ど
の
時
、赤
飯
を
ふ
か
し
た
り
し
ま
す
の
に
、借
り
ら

れ
る
よ
う
に
備
え
て
お
り
ま
し
た
。�

　
昭
和
三
二
年
頃
、ム
シ
ガ
マ
と
い
う
竈
が
使
わ
れ
ま

し
た
。鍋
で
ご
飯
を
炊
く
時
は
、焦
げ
な
い
よ
う
に
、朝

起
き
て
か
ら
囲
炉
裏
の
と
こ
ろ
に
つ
い
て
い
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。そ
れ
で
は
大
変
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、ム

シ
ガ
マ
を
買
っ
た
の
で
す
。
消
し
炭
を
三

ヒ
カ
キ
ぐ
ら
い
入
れ
、さ
ら
に
杉
の
葉
を

入
れ
て
、火
を
つ
け
た
ら
再
び
寝
ら
れ
ま

し
た
。
起
き
る
頃
に
な
り
ま
す
と
、ご
飯

が
炊
け
て
い
ま
し
た
の
で
、朝
の
仕
事
が

楽
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
竈
は
煙
が
出
ま

せ
ん
で
し
た
。
十
人
ほ
ど
の
家
族
だ
っ
た

頃
は
、ム
シ
ガ
マ
に
は
羽
釜
の
五
升
だ
き

を
使
い
、毎
朝
、三
升
ぐ
ら
い
の
ご
飯
を

炊
い
て
い
ま
し
た
。�

　
馬
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
と
、改

良
し
た
竈
が
出
て
、古
く
か
ら
の
竃
で
、火
を
焚
く
の
が

面
倒
と
な
っ
て
、竃
を
壊
す
家
が
現
れ
ま
す
。
囲
炉
裏

の
方
が
よ
い
と
な
っ
て
、鍋
の
使
用
が
多
く
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。馬
の
竈
は
ほ
と
ん
ど
の
家
が
売
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
が
、若
い
時
に
使
っ
た
思
い
も
あ
り
、竈
の
一
部
を
、

今
も
倉
に
残
す
家
も
あ
り
ま
す
。�

　
大
内
と
い
う
村
は
標
高
が
六
百
五
十
メ
ー
ト
ル
も
あ

り
ま
す
の
で
、真
夏
以
外
は
火
の
暖
か
さ
を
必
要
と
し

ま
す
。冬
は
零
下
十
度
に
は
な
り
ま
す
。囲
炉
裏
の
縁

を
マ
ッ
コ
ブ
チ
と
い
う
の
で
す
が
、そ
の
上
に
置
か
れ
た

濡
れ
雑
巾
を
見
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。火
の
側

は
火
の
熱
で
湯
気
が
立
ち
上
っ
て
い
る
の
に
、反
対
側
は

凍
っ
た
ま
ま
な
の
で
す
。
冷
蔵
庫
も
卵
を
凍
ら
せ
な
い

た
め
の
温
蔵
庫
と
し
て
使
っ
て
い
る
ほ
ど
寒
い
日
が
あ

り
ま
す
。こ
う
し
た
時
の
火
は
、二
年
が
か
り
で
用
意

さ
れ
た
薪
の
貴
重
さ
を
、体
の
芯
ま
で
思
い
知
ら
せ
ま

す
。そ
の
暖
か
さ
は
、火
の
神
の
力
を
感
じ
さ
せ
、薪
と

い
う
有
り
難
い
恵
み
を
も
た
ら
す
山
の
神
に
、思
わ
ず

感
謝
し
た
く
な
る
ほ
ど
で
す
。人
が
人
ら
し
く
生
き
る

幸
せ
を
噛
み
し
め
る
一
瞬
が
、火
の
力
に
は
あ
り
ま
す
。�

����

　
確
か
に
薪
の
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、我
々

は
薪
と
と
も
に
大
切
な
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。山
は
、人
間
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。

村
の
周
囲
に
は
多
く
の
生
き
物
が
、山
の
神
の
恵
み
を

受
け
て
生
き
て
い
ま
し
た
。楢
も
熊
も
鳥
も
魚
も
蛍
も
、

そ
し
て
人
も
山
の
恵
み
で
命
を
つ
な
い
で
き
た
は
ず
で
す
。�

　
薪
を
取
っ
て
い
た
山
は
、現
在
、国
有
林
と
し
て
針
葉

樹
が
植
え
ら
れ
て
い
ま
す
。杉
や
檜
木
は
熊
の
食
料
に

は
な
り
ま
せ
ん
。我
々
人
間
が
熊
の
生
息
領
域
を
侵
し

て
い
る
の
で
す
。腹
が
減
っ
て
、人
里
に
降
り
た
熊
は
、害

獣
と
し
て
射
殺
さ
れ
ま
す
。そ
の
胃
の
中
は
空
っ
ぽ
と

聞
き
ま
す
。そ
ん
な
権
利
が
人
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。�

　
国
有
林
の
利
用
を
変
え
な
い
と
、山
は
死
ぬ
と
思
い

ま
す
。薪
の
取
れ
た
山
は
、熊
の
生
息
領
域
で
す
か
ら
、

江
戸
時
代
の
入
会
地
の
考
え
を
復
活
す
べ
き
で
す
。熊

も
人
も
樹
木
も
と
も
に
生
き
ら
れ
る
よ
う
な
山
の
利

用
。こ
れ
が
、人
が
人
ら
し
く
生
き
て
い
る
証
で
は
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。�
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