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さちひろ
お
つ
と
め
の
三
下
り
目
、
四
下
り
目
は
「
扇
の
手
」
と
言
わ

れ
て
、
扇
が
使
わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
よ
く
ご
存
じ
の
通
り
で
す
。

白
地
に
赤
丸
の
こ
の
デ
ザ
イ
ン
、
ご
覧
に
な
っ
て
ど
う
い
う

思
い
を
抱
か
れ
ま
す
か
。
日
本
の
国
旗
の
イ
メ
ー
ジ
？

戦
前

の
軍
国
主
義
？

日
の
丸
に
関
す
る
最
も
古
い
資
料
と
し
て
は
、

「
続
日
本
紀
」（
７
９
７
年
）
に
「
日
像
」
の
旗
を
掲
げ
た
と
い

う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
が
日
の
丸
使
用
の
最
初
と
考
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
日
の
丸
は
太
陽
を
象
徴
し
て
い
ま
す
。
太
陽
の
色
は

赤
で
す
。

上
古
以
来
、
朝
廷
の
軍
の
旗
は
赤
色
だ
っ
た
よ
う
で
、
源
平

が
戦
っ
た
時
代
、
平
家
は
朝
廷
・
天
皇
の
側
に
つ
く
正
当
な
政

権
で
あ
る
こ
と
を
示
す
上
か
ら
赤
旗
を
使
用
し
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
逆
に
源
氏
は
そ
れ
に
対
抗
し
て
白
旗
を
用
い
た
そ
う

で
す
。
こ
れ
以
来
、
紅
白
は
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
営
の
旗
印
・
旗
色

と
し
て
定
着
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
壇
ノ
浦
の

戦
い
で
は
、
義
経
の
源
氏
が
平
家
に
対
し
て
掲
げ
た
の
が
白
地

に
赤
の
日
の
丸
、
そ
れ
に
対
し
て
平
家
の
旗
印
は
、
赤
地
に
白

の
日
の
丸
だ
っ
た
と
か
。
あ
の
那
須
与
一
が
射
落
と
し
た
扇
は
、

赤
地
に
白
の
日
の
丸
で
し
た
。
以
来
、
天
下
と
り
を
目
指
す
武

将
は
、
白
地
に
赤
の
日
の
丸
を
も
っ
て
、
源
氏
の
流
れ
を
汲
む

も
の
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
、
掲
げ
ま
し
た
。
こ
う
し

て
日
本
の
国
印
、
日
本
全
体
の
国
の
印
と
し
て
、
日
の
丸
の
イ

メ
ー
ジ
が
人
々
の
間
に
形
成
さ
れ
た
ら
し
い
の
で
す
。18

53

年

に
米
国
か
ら
ペ
リ
ー
が
や
っ
て
来
た
と
き
も
、
日
の
丸
は
日
本

側
の
総
船
印
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

白
地
に
赤
の
日
の
丸
は
、
昔
か
ら
使
っ
て
い
た
紋
章
だ
と
言
え

る
と
思
い
ま
す
。
明
治
時
代
に
は
、
お
そ
ら
く
日
の
丸
の
扇
は

市
販
さ
れ
て
い
て
、
ど
こ
で
も
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
だ
っ
た
と
想
像
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
お
つ
と
め
の
道
具
と
し
て
の
「
扇
」
に
つ
い
て
、

教
祖
時
代
に
は
「
月
日
の
扇
」
が
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
話
が

あ
り
ま
す
。
み
ち
の
と
も
誌
に
も
、
そ
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

月
の
方
は
、
左
が
欠
け
る
三
日
月
で
は
な
く
、

右
が
欠
け
て
い
る
二
十
六
日
月
で
す
。
こ
の
写

真
は
河
原
町
大
教
会
に
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の

で
、
実
際
に
お
つ
と
め
に
使
わ
れ
た
も
の
か
ど

う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
特
別
に
注

文
し
て
作
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
意
匠
に
つ
い

て
は
教
祖
が
直
に
指
示
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
一
般
の
人
が
て
を
ど
り
ま
な
び
を
す

る
の
に
、
そ
の
よ
う
な
特
注
の
扇
を
拵
え
る
の

は
難
し
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
本
部
に
も

保
存
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

明
治
15
年
と
明
治
19
年
に
毎
日
づ
と
め
が
つ

と
め
ら
れ
い
ま
す
。
こ
の
と
き
に
ど
の
よ
う
な

お
つ
と
め
の
扇
は
い
つ
か
ら
日
の
丸
に
な
っ
た
？

お
つ
と
め
で
使
う
「
日
の
丸
の
扇
」
の
ル
ー
ツ
を
探
る
編
集
長
の
エ
ッ
セ
イ
で
す
。
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
下
さ
い
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教
会
の
動
き

■
朝
づ
と
め
…
毎
朝
・
６
時
30
分

■
夕
づ
と
め
…
毎
夕
・
７
時
00
分

■
春
季
大
祭
…
１
月
21
日
午
後
１
時
30
分
■

秋
季
大
祭
…
10
月
21
日
午
後
１
時
30
分

■
月
次
祭
…
毎
月
21
日

午
後
１
時
30
分

■
春
・
秋
季
霊
祭
…
３
月
22
日
、
９
月
22

日

午
後
１
時
30
分

※
教
会
の
場
所
は
、
左
の
地
図
の

マ
ー

ク
。
市
立
公
民
館
の
裏
・
西
側
で
す
。

■
「
狹
山
よ
ふ
ぼ
く
躍
進
の
集
い
」
開
催

右
の
チ
ラ
シ
の
画
像
の
通
り
、
来
る
10
月

28
日
（
日
）
に
、
開
催
さ
れ
ま
す
。
要
項

は
以
下
の
通
り
で
す
。

日
時

10
月
28
日
（
日
）

午
前
９
時
受
付
開
始

午
前
10
時
か
ら
お
つ
と
め
開
始

内
容

お
つ
と
め
ま
な
び
総
会

記
念
講
話
・
お
楽
し
み
行
事
も
あ
り

ま
す
。

服
装

ハ
ッ
ピ
、
靴
下
着
用
。

■
今
年
も
行
っ
た
よ
、
Ｋ
Ｏ
Ｇ
（
７
月
28
、

29
日
）
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
で
帰
参
し
ま
し
た
。

教会の動き さちひろ

さ
ち
ひ
ろ

第
19
号

編
集
兼
発
行
人
・
山

口

渡

平
成
19
年
９
月
５
日

大
阪
狭
山
市
今
熊
１
丁
目
１
１
３
３
番
地

℡
・
０
７
２-

３
６
５-

２
５
７
１

《
編

集

後

記
》

▼
八
月
は
猛
暑
続
き
で
、
大
阪
で
も
最
高
気
温

が
38
度
を
超
え
る
日
が
あ
り
ま
し
た
。
編
集
子

は
、
暑
さ
を
大
の
苦
手
に
し
て
お
り
ま
す
。
相

棒
の
パ
ソ
コ
ン
も
暑
さ
に
弱
く
、
日
中
は
電
源

を
入
れ
て
お
い
て
熱
暴
走
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ

り
ま
し
た
。

▼
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
本
紙
の
発
行
も
遅

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
何
と
か
８
月
中
に
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
結
局
、
９
月
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

▼
巻
頭
の
記
事
は
、
編
集
子
が
上
級
・
狹
山
青

年
会
機
関
紙
「
飛
躍
」
に
書
い
た
元
原
稿
に
加

筆
し
た
も
の
で
す
。

▼
わ
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ブ
ロ
グ
の
方
も
、
い

ろ
い
ろ
な
話
題
を
展
開
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
く
だ
さ
い
。http://sachihiro.com

「
＃
や

ま
さ
ん
の
ブ
ロ
グ
」
か
ら
お
入
り
く
だ
さ
い
。
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幸せを届ける言葉 さちひろ

高
橋
美
津
志
「
ち
ょ
っ
と
ひ
と
こ
と
」

（
善
本
社
刊
）
か
ら

幸
福
の
定
着

ア
ポ
ロ
の
宇
宙
飛
行
士
た
ち
は
、

飛
行
中
、
カ
ル
シ
ウ
ム
不
足
に
悩
ん
だ
。

ど
ん
な
に
摂
取
し
て
も
、

お
し
っ
こ
な
ど
で
排
泄
さ
れ
た
。

原
因
は
運
動
不
足
で
あ
る
。

飛
行
士
は
長
時
間
椅
子
に
座
り
、

立
つ
こ
と
が
少
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
カ
ル
シ
ウ
ム
は
、

人
間
が
立
つ
か
、
動
く
か
し
て
、

外
部
か
ら
骨
に
力
を
加
え
て
や
ら
な
い
と
、

骨
に
定
着
し
な
い
。

そ
う
い
え
ば
、
こ
の
説
と
似
た
こ
と
が
言
え
る
。

い
ろ
い
ろ
立
派
な
教
え
を
聞
き
な
が
ら
、

少
し
も
幸
福
に
な
ら
な
い
人
が
い
る
。

そ
の
原
因
は
、
聞
き
信
心
、
耳
学
問
に
あ
る
。

そ
こ
を
よ
く
わ
き
ま
え
て
、

教
え
を
素
直
に
実
践
し
て
こ
そ
、

魂
に
幸
福
が
定
着
す
る
。

扇
が
使
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
今
と
な
っ
て

は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
明
治
18
年
に
、
神
道
本

局
の
六
等
教
会
と
な
っ
て
後
、
神
道
本
局
の

意
向
が
、
扇
の
意
匠
に
つ
い
て
も
当
然
働
い

た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
「
月
日
」
の
印

（
日
月
紋
）
は
、
天
皇
家
の
紋
章
で
す
。
こ

の
意
匠
を
お
つ
と
め
の
扇
に
使
う
こ
と
に
対

し
て
、
本
部
と
し
て
の
配
慮
が
あ
っ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
。

明
治
14
年
に
教
祖
が
召
下
ろ
し
の
赤
衣
で

作
ら
れ

た
菊
の

紋
を
人
々

に
お
渡

し
に
な

ら
れ
ま

し
た
。

つ
と
め

人
衆
に

わ
た
さ

れ
た
も

の
と
考

え
ら
れ

て
い
ま

す
。
こ

の
紋
章

（
菊
花
紋
）
も
、
実
は
、
天
皇
家
専
用
の
紋

で
し
た
の
で
、
後
に
こ
れ
に
替
え
て
梅
鉢
紋

が
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
考
え
る
人

が
り
ま
す
。
し
か
し
、
梅
鉢
の
方
は
、
お
さ

し
づ
で
そ
の
使
用
の
許
諾
が
伺
わ
れ
て
お
り
、

問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
使
う
な
と
い
う
指

示
も
だ
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
扇
に
つ
い
て
は
、

お
さ
し
づ
で
の
言
及
が
何
も
あ
り
ま
せ
ん
。

日
の
丸
の
扇
使
用
を
黙
認
さ
れ
た
と
も
考
え

ら
れ
ま
す
。
最
後
に
掲
げ
た
写
真
は
、
明
治

41
年
、
天
理
教
が
一
派
独
立
し
た
と
き
の
お

つ
と
め
の
様
子
を
描
い
た
も
の
で
す
。
日
の

丸
の
扇
を
使
っ
て
踊
る
つ
と
め
人
衆
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
い
つ
頃
か
ら
日
の
丸
の

扇
を
使
っ
た
の
か
は
、
明
言
が
む
ず
か
し
い

よ
う
で
す
。
一
説
に
は
、
明
治
29
年
の
秘
密

訓
令
発
布
あ
た
り
ま
で
は
「
月
日
の
扇
」
が

使
わ
れ
て
い
た
と
も
言
わ
れ
ま
す
。
し
か
し

本
部
直
轄
の
古
い
教
会
で
も
当
時
使
っ
て
い

た
こ
の
扇
が
話
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
「
月
日

の
扇
」
は
、
特
別
注
文
し
て
作
ら
な
い
と
手

に
入
り
ま
せ
ん
。
「
日
の
丸
の
扇
」
は
市
販

さ
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
教
祖
御
在
世

中
で
も
、
場
面
に
よ
っ
て
日
の
丸
の
扇
が
使

わ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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明
治
八
年
四
月
上
旬
、
福
井
県
山
東
村
菅

浜
の
榎
本
栄
治
郎
は
、
娘
き
よ
の
気
の
違
い

を
救
け
て
も
ら
い
た
い
と
西
国
巡
礼
を
し
て
、

第
八
番
長
谷
観
音
に
詣
っ
た
と
こ
ろ
、
茶
店

の
老
婆
か
ら
、
「
庄
屋
敷
村
に
は
生
神
様
が

ご
ざ
る
。
」
と
聞
き
、
早
速
、
三
輪
を
経
て

庄
屋
敷
に
到
り
、
お
屋
敷
を
訪
れ
、
取
次
に

頼
ん
で
、
教
祖
に
お
目
通
り
し
た
。
す
る
と
、

教
祖
は
、

「
心
配
は
要
ら
ん
要
ら
ん
。
家
に
災
難
が

出
て
い
る
か
ら
、
早
よ
う
お
か
え
り
。
か

え
っ
た
ら
、
村
の
中
、
戸
毎
に
入
り
込
ん

で
、
四
十
二
人
の
人
を
救
け
る
の
や
で
。

な
む
て
ん
り
わ
う
の
み
こ
と
、
と
唱
え
て
、

手
を
合
わ
せ
て
神
さ
ん
を
し
っ
か
り
拝
ん

で
廻
わ
る
の
や
で
。
人
を
救
け
た
ら
我
が

身
が
救
か
る
の
や
。
」

と
、
お
言
葉
を
下
さ
れ
た
。

栄
治
郎
は
、
心
も
は
れ
ば
れ
と
し
て
、
庄

屋
敷
を
立
ち
、
木
津
、
京
都
、
塩
津
を
経
て
、

菅
浜
に
着
い
た
の
は
、
四
月
二
十
三
日
で
あ
っ

た
。娘

は
、
ひ
ど
く
狂
う
て
い
た
。
し
か
し
、

両
手
を
合
わ
せ
て
、

な
む
て
ん
り
わ
う
の
み
こ
と

と
、
繰
り
返
し
願
う
て
い
る
う
ち
に
、
不
思

議
に
も
、
娘
は
だ
ん
だ
ん
と
静
か
に
な
っ
て

来
た
。
そ
れ
で
、
教
祖
の
お
言
葉
通
り
、
村

中
に
に
を
い
が
け
を
し
て
廻
わ
り
、
病
人
の

居
る
家
は
重
ね
て
何
度
も
廻
わ
っ
て
、
四
十

二
人
の
平
癒
を
拝
み
続
け
た
。

す
る
と
、
不
思
議
に
も
、
娘
は
す
っ
か
り

全
快
の
御
守
護
を
頂
い
た
。
方
々
の
家
か
ら

も
お
礼
に
来
た
。
全
快
し
た
娘
に
は
、
養
子

を
も
ろ
う
た
。

栄
治
郎
と
娘
夫
婦
の
三
人
は
、
救
け
て
頂

い
た
お
礼
に
、
お
ぢ
ば
へ
帰
ら
せ
て
頂
き
、

教
祖
に
お
目
通
り
さ
せ
て
頂
い
た
。

教
祖
は
、
真
っ
赤
な
赤
衣
を
お
召
し
に
な

り
、
白
髪
で
茶
せ
ん
に
結
う
て
お
ら
れ
、
綺

麗
な
上
品
な
お
姿
で
あ
ら
れ
た
、
と
い
う
。

■
「
巡
礼
」
と
は
、
辞
書
に
、
「
仏
・
菩
薩
・

祖
師
な
ど
の
ゆ
か
り
の
霊
蹟
や
、
仏
寺
な
ど

を
巡
っ
て
参
拝
す
る
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
。

わ
が
国
へ
は
中
国
か
ら
そ
の
風
が
伝
え
ら
れ

た
と
い
わ
れ
ま
す
。

「
西
国
三
十
三
ヶ
所
巡
礼
」
と
は
、
近
畿
・

東
海
の
二
府
五
県
に
ま
た
が
る
観
音
さ
ま
の

霊
場
を
巡
拝
す
る
作
法
で
、
こ
れ
は
わ
が
国

に
お
け
る
最
古
の
巡
礼
道
だ
そ
う
で
す
。

■
自
分
の
娘
を
た
す
け
た
い
と
の
思
い
で
西

国
巡
礼
に
出
た
榎
本
栄
二
郎
。
ふ
と
し
た
こ

と
か
ら
お
ぢ
ば
を
訪
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ

こ
で
、
何
と
お
や
さ
ま
か
ら
、
自
分
の
娘
で

は
な
く
、
四
十
二
人
の
人
を
、
天
理
王
命
の

神
名
を
唱
え
て
た
す
け
る
よ
う
に
諭
さ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
我
が
身
の
こ
と
を
忘
れ
て

こ
れ
を
実
際
に
や
り
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

娘
の
気
の
身
上
が
す
う
か
り
全
快
の
ご
守
護

を
い
た
だ
か
れ
た
、
と
い
う
話
で
す
。

自
分
や
身
の
内
の
た
め
で
は
な
く
て
、
他

人
の
難
儀
、
不
自
由
、
苦
し
み
を
放
っ
て
お

か
ず
、
わ
が
こ
と
と
思
っ
て
人
だ
す
け
を
念

じ
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら

の
心
が
浄
化
さ
れ
て
、
濁
り
の
心
か
ら
澄
ん

だ
心
に
変
わ
り
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
神

様
が
望
ま
れ
る
人
間
へ
と
「
成
人
」
さ
せ
て

い
た
だ
け
る
の
で
す
。

さちひろ 逸話篇から・人を救けたら

『
稿
本
天
理
教
教
祖
伝
逸
話
篇
』
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