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私
の
実
家
は
船
大
工
町
で
医
院
を
開
業
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
戦
時
中
は
一
時
、

丸
山
の
上
、
小
島
の
方
に
疎
開
し
て
お
り
ま
し
た
。
戦
後
は
再
び
賑
か
な
、
榎
津
町

に
下
っ
て
参
り
ま
し
た
。

　
私
が
踊
り
を
習
い
始
め
た
の
は
戦
後
の
昭
和
二
十
三
・
四
年
頃
か
ら
で
其
の
頃
の

「
ケ
イ
コ
場
」は「
小
島
の
桜
道
」の
登
り
口
に
あ
り
ま
し
た
。
其
の
後
、
ケ
イ
コ
場
が

丸
山
の
下
、
本
石
灰
町
に
あ
る「
見
か
え
り
の
柳
」の
右
か
ら「
思
い
切
り
橋
」の
細
い

路
地
を
入
っ
た
所
に
移
り
ま
し
た
。

　
其
処
か
ら
の
お
け
い
こ
帰
り
に
は
、
い
つ
も
誰
か
と
一
緒
で
丸
山
の
入
口
に
あ
っ

た
大
き
な
ネ
オ
ン
の
下
を
通
っ
て
、
賑
や
か
な
石
灰
町
を
稽
古
が
え
り
の「
ケ
ダ
シ

の
着
物
」を
き
て
、
オ
シ
ャ
ベ
リ
を
し
な
が
ら
帰
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
今
で
も

私
の
懐
し
い
思
い
出
の
一
つ
な
の
で
す
。

　
ケ
イ
コ
帰
り
の
寒
い
日
に
は
、
袖
の
中
に
両
手
を
入
れ
て
胸
に
あ
て「
オ
ヨ
リ
マ
ッ

セ
、
ヨ
リ
マ
ッ
セ
」と
丸
山
の
人
達
の
呼
び
声
を
眞
似
な
が
ら
、
子
供
ど
お
し
で
、

お
互
い
の
肩
を
ぶ
つ
け
合
い
な
が
ら
坂
を
歩
い
て
行
き
ま
し
た
。

　
丁
度
夕
方
の
四
時
、
五
時
頃
は
、
芸
者
さ
ん
達

が
、
お
座
敷
に
タ
ク
シ
ー
で
そ
ろ
っ
て
行
か
れ
る

た
め
に
、
検
番
に
集
ま
っ
て
こ
ら
れ
る
時
間
で
し

た
。
そ
の
芸
者
さ
ん
達
か
ら
私
達
に「
お
っ
た
ち
子

供
は
、
ソ
ン
ゲ
ン
遊
び
は
止や

め
ま
っ
せ
」と
云
わ
れ

「
ハ
イ
」と
深
妙
に
返
事
を
し
た
も
の
で
す
。

　
そ
の
芸
者
さ
ん
達
と
は
皆
、
顔
な
じ
み
に
な
っ

て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
踊
り
の
お
師
匠
さ
ん

の
オ
ケ
イ
コ
場
で
一
緒
に
な
っ
た
り
、「
春
の
踊
り

の
会
」で
は「
地
方
さ
ん
」に
な
っ
て
下
さ
っ
た
り
、

時
に
は
小
道
具
を
揃
え
て
下
さ
っ
た
り
、
着
物
の

着
つ
け
を
直
し
て
戴
い
た
り
し
て
い
た
の
で
す
。

　
又
ケ
イ
コ
帰
り
に
は
検
番
の
前
を
過
ぎ
、
髪
結
さ
ん
の「
オ
モ
ン
チ
さ
ん
」の
家
の

前
を
通
り
ま
す
。
夏
の「
ゆ
か
た
会
」で
私
が「
子
守
り
」を
踊
ら
せ
て
戴
い
た
時
、
其

の
昔「
シ
コ
ミ
さ
ん
達
」が
結ゆ

っ
て
い
た
と
言
う「
め
が
ね
」の
型
に
結
っ
て
も
ら
っ
た

の
で
す
。
こ
の
時
は
嬉
し
く
て
、
私
は
思
わ
ず
習
っ
た
ば
か
り
の「
子
守
り
」の
節
を

口
ず
さ
ん
だ
事
を
覚
え
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
又
、
踊
り
稽
古
の
帰
り
道
に
一
人
が「
わ
た
ぁ
し
ゃ
、
ど
う
で
も
こ
う
で

も
あ
き
ら
め
ら
れ
ん
…
」と
唄
え
ば「
じ
ゃ
に
よ
っ
て
　
さ
ぬ
き
の
コ
ン
ピ
ラ
さ
ん
に

ガ
ン
か
け
ま
し
ょ
か
。」と
続
け
、
あ
い
の
手
を
口
三
味
線
で「
チ
レ
、
ト
チ
ン
チ
ト

チ
ン
チ
シ
ャ
ン
」と
入
れ
、
足
で
踊
り
な
が
ら
歩
い
た
も
の
で
す
。
そ
う
こ
う
し
て

い
る
う
ち
に
一
人
ず
つ
減
っ
て
最
後
は
二
人
に
な
り
ま
す
。

　
私
の
家
の
前
は
狭
い
道
で
し
た
が
、
こ
の
帰
り
道
は
昔
、
思
案
橋
ま
で
小
舟
が
来

て
丸
山
に
行
く
船
の
り
さ
ん
達
が
登
っ
て
ゆ
く
道
だ
っ
た
そ
う
で
、
片
側
に
は
赤
提

灯
の
店
が
あ
っ
た
り
、
反
対
側
に
は
芸
者
さ
ん
達
が
住
ま
れ
て
い
た
長
屋
が
あ
り
ま

し
た
。
今
は
丸
山
に
あ
っ
た
二
つ
の
検
番
も
な
く
な
り
、
昔
の
料
亭
跡
に
長
崎
検
番

が
一
つ
だ
け
残
っ
て
名な
ご
り残
を
止
め
て
い
ま
す
。
ま
た
小
島
の
正
覚
寺
に
下
る
四
・
五

段
の
石
段
の
所
が
私
達
に
と
っ
て
オ
シ
ャ
ベ
リ
の
場
所
で
し
た
。

　
其
こ
ろ
、
映
画
は
二
本
立
て
で
、
私
の
友
達
は
長
谷
川
一
夫
の
フ
ァ
ン
だ
と
言
い

ま
し
て「
其
の
映
画
を
見
た
い
」と
オ
バ
チ
ャ
ン
に
云
っ
た
ら「
ダ
キ
合
せ
の
悪
か
け

ん
行
か
ん
で
よ
か
」と
言
わ
れ
た
そ
う
で
す
。「
ダ
キ
合
せ
」と
言
う
の
は
二
本
立
て
の

映
画
の
他
の
一
本
の
事
を
言
っ
た
の
で
す
。
い
ま
考
え
る
と
、
其
の「
ダ
キ
合
せ
」の

一
本
が
一
寸
刺
激
的
な
映
画
だ
っ
た
の
で
友
達
に「
行
く
な
」と
オ
バ
チ
ャ
ン
は
言
わ

れ
た
の
で
し
ょ
う
。

　
又
あ
る
時
、「
あ
の
人
は
ね
、
○
○
ね
え
さ
ん
ば
好す

い
と
ん
な
っ
た
と
げ
な
。
そ

い
で
も
、
○
○
ね
え
さ
ん
に
と
っ
て
は『
藤
十
郎
の
恋
』ら
し
か
…
。」「
そ
ん
な
ら
藤

十
郎
子
さ
ん
や
か
ね
」と
言
っ
た
ら
、「
藤
十
郎
子
は
よ
う
な
か
、
藤
子
さ
ん
の
方
が

よ
か
さ
。
い
や
、『
ふ
じ
子
さ
ん
の
恋
』さ
。」と
言
っ
て
笑
い
合
い
ま
し
た
が
、
当
時

私
達
は
ど
こ
ま
で
分
か
っ
て
お
り
ま
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
今
も
想
い
出
す
と
笑
い

が
で
ま
す
。
こ
の
頃
は
十
代
に
入
っ
た
か
入
ら
な
か
っ
た
頃
の
事
で「
踊
の
藤
十
郎
」

は
習
っ
た
の
で
す
が「
藤
十
郎
の
恋
」は
、
ま
だ
良
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
か
ら
先
は
小
ば
し
り
で
小
島
街
道
を
一
人
で
自
宅
ま
で
帰
っ
た
の
で
し
た
。

　
お
正
月
の
お
稽
古
は
、
七
日
か
九
日
に
鏡
開
き
で
始
ま
り
ま
し
た
。
踊
り
の
お
稽

古
始
め
に
は
お
師
匠
さ
ん
か
ら
御
祝
い
の
お
屠
蘇
と「
お
善ぜ
ん

哉ざ
い

」を
い
た
だ
く
の
で
す

が
、
そ
の
時
の
座
わ
る
順
序
は
年
か
さ
の
順
で
な
く
入
門
し
た
順
に
座
る
の
で
し
た
。

休
ん
で
ば
か
り
い
る
子
が
先
の
方
に
座
っ
て
い
る
の
で
、
横
の
子
に
其
の
事
を
つ
げ

て
い
る
と
、古
か
ぶ
の
姉
さ
ん
弟
子
が
私
達
に「
静
か
に
し
ま
っ
せ
」と
私
達
に
言
っ
て
其

の
子
の
そ
ば
に
行
き「
よ
う
お
い
で
な
は
い
ま
し
た
」と
大
き
な
声
で
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
。「
お
善
哉
」を
戴
い
た
あ
と
二
、三
組
が「
ひ
と
節
」ず
つ
初
踊
を
致
し
ま
し
た
。

　
私
は
暮
に
稽
古
始
め
に
羽
子
板
を
持
っ
て
来
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
の

で
、
羽
子
板
を
箱
に
入
れ
て
風
呂
敷
に
つ
つ
ん
で
用
意
し
て
い
ま
し
た
。「
か
む
ろ
は

袖
の
振
り
始
め
」の
所
を
私
は
そ
の
羽
子
板
を
も
っ
て
二
人
で
踊
ら
せ
て
も
ら
い
ま

し
た
。
そ
れ
か
ら
隣
の
子
三
人
は「
汐
汲
」の
ク
ド
キ
の
所
を
少
し
ば
か
り
踊
っ
た
事

も
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
い
つ
も
元
気
な
子
が
屠
蘇
を
一
口
の
ん
だ
だ
け
な
の

に「
ア
ー
よ
っ
ぱ
ら
っ
た
ー
」と
行
儀
わ
る
く
座
っ
て
み
せ
て
、
ふ
ざ
け
て
い
ま
し
た
。

　
お
正
月
と
言
え
ば
我
が
家
の
雑
煮
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
ま
す
。
年
に
一
度
、
正

月
雑
煮
用
の
大
き
な
朱
塗
の
雑
煮
碗
が
家
族
の
一
人
〳
〵
に
配
ら
れ
、
其
れ
を
い
た

だ
い
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
お
屠
蘇
を
い
た
だ
き
、
数
ノ
子
、
干
柿
の
入
っ
た
酢

の
物
、
鰤
の
刺
身
、
黒
豆
と
色
々
と
お
料
理
が
お
膳
の
上
に
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　
戦
後
に
な
っ
て
私
が
中
学
生
の
こ
ろ
、
昭
和
二
十
三
年
十
月
七
日
よ
り
長
崎
く
ん

ち
が
久
し
ぶ
り
に
復
活
し
、
お
旅
所
が
浜
屋
裏
に
で
き
各
町
の
奉
納
踊
も
奉
納
さ
れ

る
事
に
な
り
、
私
も
お
師
匠
さ
ん
の
ご
推
薦
で
初
め
て
銅
座
町
の
奉
納
踊
に
参
加
さ

せ
て
戴
き
ま
し
た
。
銅
座
町
の
奉
納
踊
は
有
名
な
永
見
徳
太
郎
作
の「
長
崎
五
人
女
」

で
私
も
其
の
一
人「
愛
宕
山
の
お
み
ね
」に
選
ば
れ
た
の
で
す
。
其
の
時
の
台
詞
は
今

で
も
覚
え
て
い
ま
す
。「
さ
て
其
の
次
に
控
え
し
は
、
愛
宕
の
山
の
峯
づ
た
い
天
狗
だ

お
し
に
耳
な
れ
て
…
」く
ん
ち
の
朝
は
早
く
夜
は
遅
く
ま
で
町
の
人
達
と
一
緒
に「
町

ま
わ
り
」を
し
た
事
、
そ
し
て
其
れ
は
大
変
き
つ
か
っ
た
事
も
覚
え
て
い
ま
す
。

　
又
、
夏
に
は「
ゆ
か
た
ざ
ら
へ
」が
花
月
の
庭
で
あ
っ
た
事
も
あ
り
ま
し
た
。
今
思

え
ば
、
ケ
イ
コ
場
も
、
街
並
み
も
、
言
葉
も
、
ず
い
分
か
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

�

（
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崎
歴
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三
五
七
号
　
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日

お
け
い
こ
帰
り
の
懐
し
い
思
い
出

○
長
崎
出
来
大
工
町
に
桃
渓
橋
と
言
う
石
橋
が
あ
る
。
禅
僧
卜
意
が
財
を
募
り
延
宝
七
年

十
一
月（
一
六
七
九
）中
島
川
と
西
山
川
と
の
合
流
点
に
街
人
の
為
に
こ
の
橋
を
建
造
し

た
の
で
、当
時
の
人
達
は
禅
師
の
徳
を
讃
え
て
卜
意
地
蔵
を
建
立
し
た
と
記
し
て
あ
る
。

ま
た
、
之
の
場
所
に
は
両
岸
に
桃
の
樹
が
あ
り「
橋
名
の
謂
也
」と
あ
る
。
桃
の
節
句
の

日（
旧
三
月
三
日

－

現
三
月
二
十
四
日
）、
私
は
桃
渓
橋
を
訪
ね
て
み
た
。
川
岸
に
は
桃

の
花
、
梅
の
花
、
白
い
木
蓮
の
花
が
満
開
だ
っ
た
。
然
し
川
岸
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。

○
四
月
八
日
と
言
え
ば
、
お
釈
迦
様
の「
花
ま
つ
り
」が
あ
る
。
お
釈
迦
様
は
白
象
に
乗
っ

て
お
ら
れ
る
。
そ
の
白
象
が
我
が
国
に
初
め
て
渡
来
し
た
の
は
、
応
永
十
五
年

（
一
四
〇
九
）で
其
の
地
は
長
崎
で
は
な
く
、
長
崎
に
最
初
に
渡
来
し
た
象
は
享
保
十
三

年
六
月
十
三
日（
一
七
二
八
）、
廣
南
仕
出
し
の
唐
船
に
乗
っ
て
七
才
の
牡
象
と
五
才
の

牝
象
、
そ
れ
に
象
使
い
の
唐
人
二
人
相
添
。
十
九
日
唐
船
を
大
波
止
に
引
き
付
け
唐
船

よ
り
海
岸
ま
で
材
木
を
敷
き
象
を
上
陸
さ
せ
、
唐
人
屋
敷
上
段
の
空
き
部
屋
に
入
れ
て

い
る
。
九
月
十
一
日
夜
牝
象
一
頭
死
す
と
あ
る
。

○
こ
の
時
天
皇
は
じ
め
将
軍
も
象
を
ご
覧
に
な
り
た
い
と
の
事
。
翌
享
保
十
四
年
三
月

十
四
日
、
十
三
人
の
附
き
人
と
共
に
長
崎
出
発
。
一
日
の
行
程
五
里
、
山
道
の
険
し
き

処
三
里
。
小
さ
き
橋
は
補
修
の
こ
と
。
門
司
・
下
関
の
間
は
船
を
用
意
の
事
等
と
大
変

で
あ
っ
た
。
五
月
二
十
五
日
江
戸
着
。
そ
の
間
、
京
都
に
て
叡え
い

覧ら
ん

。
此
の
象
の
登
場
に

つ
い
て
は『
象
の
み
つ
ぎ
』を
始
め
多
く
の
資
料
説
話
が
全
国
的
に
残
っ
て
い
る
の
で
面

白
い
。

○
次
に
文
化
十
年
六
月
二
十
八
日（
一
八
一
三
）オ
ラ
ン
ダ
船
三
才
の
セ
イ
ロ
ン
産
象
一
頭

載
せ
渡
る
。
高
さ
七
尺
、
鼻
長
さ
五
尺
、
早
速
幕
府
に
献
上
の
事
を
申
し
出
る
が
許
可

な
し
。
帰
帆
の
節
の
せ
帰
る
。
こ
の
時
、
幕
府
は
オ
ラ
ン
ダ
人
に
小
麦
百
俵
を
象
の
食

用
と
し
て
渡
し
て
い
る
。長
崎
で
は
之
の
象
を
長
崎
版
画
に
写
し
販
売
。大
評
判
で
あ
っ

た
と
記
し
て
あ
る
。

○
三
月
十
六
日
午
后
一
時
半
よ
り
、
史
跡
出
島
遺
跡
発
掘
現
場
に
て
岩
永
・
野
内
両
学
芸

員
よ
り
現
場
説
明
会
あ
り
出
席
。
出
島
に
つ
い
て
の
新
発
見
の
事
な
ど
大
い
に
参
考
に

な
っ
た
。

○
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
よ
り
同
館
所
蔵
の
四
八
、〇
〇
〇
点
に
及
ぶ
歴
史
美
術
作
品
の

中
よ
り
長
崎
の
歴
史
文
化
を
来
館
者
の
人
達
に
よ
り
わ
か
り
易
く
、
よ
り
深
く
理
解
し

て
戴
く
為
、
常
設
展
示
室
を
四
月
一
日
よ
り
リ
ニ
ュ
ー

ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
の
で
御
い
で
下
さ
い
と
の
案
内
あ

り
。
実
に
長
崎
ら
し
い
資
料
の
展
示
が
あ
り
感
激
し
て

帰
っ
た
。

津
田
　
尚
美

銅座町くんち踊「長崎五人女」（筆者本人出演）


