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は
じ
め
に

　

岩
手
県
遠
野
市
で
、
そ
こ
に
古
く
か
ら
伝
わ
る

話
を
、
語か
た

り
部べ

の
方
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

話
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
、
語
ら
れ
る
言
葉
を

集
中
し
て
聞
い
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
独
特
の

言
い
回
し
や
方
言
な
ど
、
意
味
が
分
か
ら
な
い
言

葉
も
あ
っ
た
が
、
響
き
そ
の
も
の
が
お
も
し
ろ

か
っ
た
。

　

学
習
指
導
要
領
（
一
・
二
年
）
の
「
伝
統
的
な

言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
に
は
、
児
童
が
伝
統

的
な
言
語
文
化
と
し
て
の
古
典
に
出
会
い
、
親
し

ん
で
い
く
始
ま
り
と
し
て
、
昔
話
な
ど
の
読
み
聞

か
せ
を
聞
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
児
童
は
こ

れ
ま
で
、
絵
本
や
テ
レ
ビ
な
ど
を
通
し
て
、
さ

ま
ざ
ま
な
昔
話
と
出
会
っ
て
い
る
が
、
最
近
で

は
、「
一
寸
法
師
」
な
ど
の
有
名
な
昔
話
を
知
ら

な
い
子
も
い
る
。
児
童
に
、
い
ろ
い
ろ
な
昔
話
を

知
っ
て
ほ
し
い
、
ま
た
、
私
自
身
が
遠
野
市
で
体

験
し
た
「
聞
い
た
こ
と
を
手
が
か
り
に
想
像
を
広

げ
る
」
と
い
う
、
昔
話
の
も
う
一
つ
の
楽
し
み
方

を
味
わ
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
た
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、

楽
し
い
話
を
作
っ
て
い
た
。「
む
か
し
む
か
し
」

か
ら
始
め
る
、「
め
で
た
し
、
め
で
た
し
」
で
終

え
る
な
ど
、
こ
れ
ま
で
出
会
っ
て
き
た
語
り
の
特

徴
を
、
無
意
識
の
う
ち
に
使
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、

「
本
当
は
ど
ん
な
話
な
の
か
な
」「
早
く
聞
き
た
い
」

と
、
教
師
の
読
み
聞
か
せ
を
と
て
も
楽
し
み
に
し

て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
た
。

■
読
み
聞
か
せ
─
─
音
声
言
語
の
特
徴
を
生
か
す

　

教
師
が
語
る
言
葉
か
ら
、
物
語
の
世
界
を
豊
か

に
想
像
で
き
る
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意

識
し
て
読
み
聞
か
せ
を
し
た
。

⑴ 

独
特
の
言
い
回
し
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
で

昔
話
の
世
界
に
引
き
込
む
。

　

本
教
材
は
、
方
言
の
語
り
口
が
お
も
し
ろ
い
。

「
見
せ
っ
ぺ
」「
な
じ
ょ
し
て
」
な
ど
、
音
声
独
特

の
表
現
に
気
づ
か
せ
る
よ
う
に
し
た
。
語
り
の
参

考
と
し
て
、
学
習
指
導
書
付
録
Ｃ
Ｄ
を
活
用
し
た
。

⑵ 

児
童
の
反
応
を
確
か
め
な
が
ら
語
る
。

　

聞
き
手
と
直
接
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

図
れ
る
と
い
う
音
声
言
語
の
特
徴
を
生
か
し
、
児

童
の
反
応
を
確
か
め
な
が
ら
語
る
よ
う
に
し
た
。

⑶ 

児
童
の
知
り
た
い
こ
と
に
合
わ
せ
て
、
強
調

し
な
が
ら
語
る
。

　

読
み
聞
か
せ
を
聞
く
前
に
、
想
像
を
広
げ
て

作
っ
た
話
か
ら
、
児
童
が
本
教
材
の
ど
の
点
に
注

目
し
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
知
り
た

い
と
思
っ
て
い
る
の
か
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
を
も
と
に
、
強
弱
、
抑
揚
、
間ま

の
取

り
方
を
工
夫
し
て
読
み
聞
か
せ
を
す
る
こ
と
で
、

作
っ
た
話
と
関
連
す
る
部
分
、
本
教
材
の
あ
ら
す

じ
を
捉
え
る
の
に
重
要
な
部
分
に
つ
い
て
、
意
識

さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。

⑷ 

挿
絵
の
有
効
活
用
に
よ
っ
て
、
音
声
言
語
の

即
時
消
滅
性
を
補
完
す
る
。

　

黒
板
に
貼
っ
た
挿
絵
の
前
に
立
っ
て
読
み
聞
か

せ
を
す
る
こ
と
で
、
今
、
語
ら
れ
て
い
る
場
面
が

ど
こ
な
の
か
、
児
童
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

「
山
芋
」「
あ
け
び
」
な
ど
、
分
か
り
づ
ら
い
と
思

わ
れ
る
言
葉
は
、
絵
を
指
し
な
が
ら
読
む
よ
う
に

し
、
話
の
内
容
が
つ
か
め
る
よ
う
配
慮
し
た
。

⑸ 

リ
ズ
ム
や
響
き
の
お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
か
せ

る
た
め
に
、
結
句
を
大
切
に
す
る
。

　

一
般
的
に
、
昔
話
の
最
後
に
は
、「
め
で
た
し
、

め
で
た
し
。」「
と
っ
ぴ
ん
ぱ
ら
り
の
ぷ
う
。」
な

ど
の
結
句
が
入
っ
て
い
る
。
本
教
材
の
結
句
「
こ

れ
で
、
い
ち
ご
、
さ
け
た
。」
は
、
児
童
に
は
耳

慣
れ
ず
、興
味
を
も
つ
と
思
わ
れ
た
。最
後
に
ゆ
っ

く
り
、
そ
っ
と
読
む
と
、
児
童
は
初
め
て
聞
く
言

葉
に
不
思
議
そ
う
な
顔
を
し
て
い
た
。
そ
の
後
、

こ
の
結
句
を
何
度
も
ま
ね
し
て
言
う
姿
が
見
ら
れ
、

リ
ズ
ム
や
響
き
の
お
も
し
ろ
さ
を
感
じ
て
い
た
。

お
わ
り
に

　

い
つ
も
読
み
聞
か
せ
を
し
て
い
る
絵
本
と
違
っ

て
、
本
教
材
は
、
挿
絵
だ
け
を
手
が
か
り
に
し
て

内
容
を
理
解
す
る
の
は
難
し
い
。
話
の
内
容
を
つ

か
む
た
め
に
、児
童
は
、教
師
が
語
る
言
葉
を
し
っ

か
り
聞
く
必
要
が
あ
っ
た
。
読
み
聞
か
せ
の
と
き

の
表
情
か
ら
、
児
童
が
、
挿
絵
や
教
師
を
見
な
が

ら
、
集
中
し
て
聞
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

「
百
一
つ
ぁ
ん
は
、
鉄
砲
を
一
発
し
か
撃
っ
て
い

な
い
の
に
、
い
ろ
ん
な
も
の
を
手
に
入
れ
た
の
か

あ
」「
い
の
し
し
を
焼
い
た
と
思
っ
て
い
た
け
ど
、

山
芋
だ
っ
た
ん
だ
ね
」
な
ど
と
い
う
感
想
の
言
葉

に
は
、
聞
く
目
的
を
も
っ
た
主
体
的
な
聞
き
手
と

し
て
の
姿
が
表
れ
て
い
た
。
音
声
言
語
の
特
徴
を

生
か
し
た
指
導
は
、
低
学
年
か
ら
行
う
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
読
み
聞
か
せ
の
教
材
こ
そ
、
そ
の
特

徴
を
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

語
り
（
音
声
言
語
）
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
、
こ

れ
ら
を
生
か
し
た
実
践
を
試
み
た
。

【
音
声
言
語
の
特
徴
】

①
即
時
消
滅
性
が
あ
る
。

②
相
手
が
目
の
前
に
い
る
の
で
、
直
接
的
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

→
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
身
振
り
・

　

表
情
）
の
活
用
。

③
難
語
・
同
音
異
義
語
を
な
る
べ
く
使
わ
な
い
よ

　

う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

指
導
計
画
（
全
二
時
間
）

 

第
一
時　

①
教
科
書
Ｐ
30
・
31
の
四
枚
の
挿
絵
か
ら
、
話

を
想
像
す
る
。　
　

②
「
ま
の　

い
い　

り
ょ
う
し
」
の
読
み
聞
か

せ
を
聞
く
。　

③
お
も
し
ろ
か
っ
た
と
こ
ろ
を
出
し
合
う
。

 

第
二
時　

①
図
書
室
で
、
昔
話
の
絵
本
を
探
し
て
読
む
。

指
導
の
実
際
（
第
一
時
）

■
導
入
─
─
「
聞
く
こ
と
」
と
関
連
さ
せ
る

　

低
学
年
の
「
聞
く
こ
と
」
の
指
導
で
は
、
知
り

た
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
、
主
体
的
に
聞
く
力
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
。
児
童
の
聞
く

目
的
や
意
欲
を
育
み
、
聞
く
視
点
を
明
確
に
す
る

た
め
、
読
み
聞
か
せ
を
聞
く
前
に
、
挿
絵
か
ら
話

を
想
像
す
る
と
い
う
学
習
活
動
を
位
置
づ
け
た
。

【
児
童
が
挿
絵
か
ら
想
像
し
た
話
】

　

む
か
し
む
か
し
、
男
の
人
が
い
ま
し
た
。

男
の
人
は
、
鉄
砲
で
鳥
を
撃
ち
、
洋
服
を
作

り
ま
し
た
。
横
を
見
た
ら
、
い
の
し
し
が
い

て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
お
し
ま
い
。

　

む
か
し
む
か
し
、
あ
る
と
こ
ろ
に
泥
棒
が

い
ま
し
た
。
泥
棒
は
、
た
く
さ
ん
鉄
砲
を

撃
っ
て
、
鳥
を
つ
か
ま
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、

今
度
は
死
ん
だ
い
の
し
し
を
見
つ
け
ま
し
た
。

い
の
し
し
を
焼
い
て
食
べ
ま
し
た
。
め
で
た

し
、
め
で
た
し
。

　

こ
の
よ
う
に
、
児
童
は
挿
絵
か
ら
想
像
を
広
げ
、

使
用
教
材
：「
ま
の　

い
い　

り
ょ
う
し
」（
一
年
下
）　

教科書にある挿絵を拡大コピーし，
黒板に貼って児童に示した。


