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だ
け
を
休
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
意
見
が
職
員
か
ら
あ
が
っ
て
い
る

と
校
長
に
い
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
Ｓ
氏
は
、
こ
の
意
見
を
總
當
番
に
相
談
し
、
シ
ャ

ギ
リ
へ
の
女
子
の
参
加
の
方
法
が
図
ら
れ
る
。
結
局
、
「
シ
ャ
ギ
リ
は
祭
り
そ
の
も

の
で
は
な
い
」
と
の
見
解
に
よ
っ
て
、
夕
渡
り
の
先
導
隊
の
シ
ャ
ギ
リ
に
女
子
参

加
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
昭
和
五
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
總
當
番
が
わ
ざ
わ

ざ
「
本
隊
と
は
別
の
先
導
隊
」
と
説
明
し
た
と
い
う
。
昭
和
五
六
年
と
推
定
で
き

る
新
聞
記
事
に
は
「
最
近
で
は
女
子
生
徒
三
〇
人
が
加
わ
り
」
と
あ
る
の
で
１

、
こ

の
頃
、
複
数
の
山
組
に
わ
た
り
三
〇
人
も
の
女
子
が
シ
ャ
ギ
リ
の
練
習
を
始
め
て

い
た
の
で
あ
る
。

実
は
、
現
在
は
女
子
に
は
シ
ャ
ギ
リ
を
教
え
て
い
な
い
萬
歳
樓
で
も
昭
和
五
五
年

か
ら
三
年
間
は
、
祭
り
に
は
出
な
い
こ
と
を
条
件
に
し
て
女
子
も
練
習
に
参
加
さ

せ
て
い
た
。
し
か
し
、
祭
り
に
な
る
と
「
せ
っ
か
く
練
習
し
た
し
、
や
っ
ぱ
り
出

た
い
」
と
い
う
子
ど
も
の
親
か
ら
苦
情
が
出
て
、
問
題
と
な
り
、
そ
れ
以
降
は
女

子
の
練
習
参
加
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(2)
祭
り
の
シ
ャ
ギ
リ
参
加
へ

祭
り
の
出
番
の
シ
ャ
ギ
リ
に
女
子
が
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
昭
和
五
七
年

の
鳳
凰
山
（
祝
町
）
か
ら
で
あ
る
。
八
人
の
女
子
が
後
山
で
囃
し
た

２

。「
祝
町
は
オ
ー

プ
ン
な
気
質
な
の
で
、
女
子
を
そ
ろ
そ
ろ
使
お
う
」
と
い
う
機
運
に
な
っ
た
そ
う

だ
が
、
町
内
で
シ
ャ
ギ
リ
を
で
き
る
男
子
が
一
人
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
、
「
よ
そ

か
ら
（
囃
子
方
を
）
借
り
る
く
ら
い
な
ら
」
と
女
子
を
出
す
こ
と
に
踏
み
切
っ
た

と
い
う
背
景
も
あ
る

３

。
翁
山
で
も
昭
和
五
〇
年
代
は
男
子
の
数
が
減
っ
て
い
た
時

期
で
あ
り
、
祭
典
費
を
全
戸
か
ら
徴
収
し
て
い
る
の
で
、
女
子
は
出
ら
れ
な
い
と

い
う
の
は
「
か
わ
い
そ
う
」
と
シ
ャ
ギ
リ
に
参
加
さ
せ
た
と
い
う
。
た
だ
、
女
子

は
あ
く
ま
で
シ
ャ
ギ
リ
へ
の
参
加
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
亭
に
登
っ
て
笛
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①
ー
１ 

シ
ャ
ギ
リ
へ
の
女
子
参
加
の
経
緯

(1)
シ
ャ
ギ
リ
の
練
習
参
加
へ

昭
和
四
六
年
に
発
足
し
た
囃
子
保
存
会
で
は
、
会
長
が
Ｓ
氏
に
代
わ
っ
た
昭
和

四
九
年
か
ら
子
ど
も
を
公
募
し
て
、
各
山
組
で
小
中
学
生
の
子
ど
も
に
シ
ャ
ギ
リ

を
教
え
る
よ
う
に
な
る
が
、
当
時
の
募
集
は
「
男
子
」
の
み
だ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
新
た
な
募
集
に
対
し
て
、
女
子
か
ら
も
参
加
を
希
望
す
る
声
が
出
る
よ
う
に

な
り
、
い
く
つ
か
の
山
組
で
は
参
加
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

諫
皷
山
で
は
、
弟
と
一
緒
に
「
習
い
た
い
」
と
い
っ
た
Ｒ
氏
（
昭
和
三
五
年
生
ま

れ
）
が
昭
和
五
〇
年
の
春
か
ら
練
習
に
参
加
し
た
。
当
時
、
シ
ャ
ギ
リ
を
指
導
し

て
い
た
Ｎ
氏
（
昭
和
二
三
年
生
ま
れ
）
は
、「
囃
子
だ
か
ら
（
狂
言
で
は
な
い
か
ら
）
、

女
子
で
も
い
い
の
で
は
」
と
、
受
け
入
れ
た
と
い
う
。
Ｎ
氏
は
筆
頭
に
相
談
し
て

了
承
を
得
、
負
担
人
に
も
報
告
し
た
。
Ｒ
氏
は
、
高
校
生
に
な
る
と
練
習
を
辞
め

た
の
で
次
の
曳
山
祭
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
夏
の
「
長
浜
お
ど
り
」
で
は

男
子
に
混
じ
っ
て
笛
を
吹
い
た
。
数
十
人
の
子
ど
も
の
な
か
で
た
だ
一
人
の
女
子

だ
っ
た
。
そ
れ
を
見
て
い
た
人
は
、
「
女
子
で
も
い
い
い
の
だ
」
と
思
っ
た
か
も
し

れ
な
い
と
Ｎ
氏
は
い
う
。
そ
の
後
鳳
凰
山
・
壽
山
で
も
女
子
が
シ
ャ
ギ
リ
の
練
習

に
参
加
す
る
よ
う
に
な
る
。

同
じ
頃
、
囃
子
保
存
会
も
学
校
か
ら
祭
り
へ
の
女
子
参
加
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
。
子
ど
も
を
囃
子
方
と
し
て
祭
り
に
出
す
た
め
に
休
ま
せ
て
ほ
し
い
と
保
存
会

（
Ｓ
氏
と
Ｔ
氏
）
が
長
浜
市
立
西
中
学
校
へ
依
頼
に
行
く
と
、
一
部
の
子
ど
も
（
男
子
）
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女
子
が
曳
山
に
登
っ
て
亭
で
演
奏
で
き
な
い
こ
と
に
対
し
て
は
、
山
組
の
人
々
の

多
く
が
「
か
わ
い
そ
う
」
と
発
言
し
、
女
子
を
曳
山
に
登
ら
せ
る
こ
と
を
「
『
よ
そ

が
や
れ
ば
、
う
ち
も
や
る
』
と
、
み
ん
な
思
っ
て
い
る
。
」
と
い
う
意
見
も
あ
る
。

し
か
し
、
「
伝
統
」
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
人
も
多
い
。

囃
子
方
を
す
る
女
子
は
、
兄
弟
や
同
じ
仲
間
で
あ
る
男
子
が
亭
に
上
が
る
と
き
、

必
ず
「
い
い
な
ー
」
と
う
ら
や
ま
し
げ
な
声
を
あ
げ
る
。
し
か
し
、
「
ど
う
し
て
も

登
り
た
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
も
い
う
。
「
男
の
子
の
祭
り
」
で
あ
る
こ
と
は
、
家

で
も
町
内
で
も
さ
ら
に
は
学
校
（
長
浜
市
立
西
中
学
校
な
ど
で
は
郷
土
授
業
で
取

り
あ
げ
る
）
で
も
習
っ
て
い
る
の
で
、
納
得
で
き
て
い
る
と
い
う
。

(2)
女
子
が
シ
ャ
ギ
リ
を
し
な
い
山
組

女
子
を
シ
ャ
ギ
リ
に
参
加
さ
せ
て
い
な
い
月
宮
殿
で
は
、
そ
の
理
由
を
「
（
祭
り

に
女
性
を
参
加
さ
せ
な
い
）
伝
統
」
と
い
う
。
た
と
え
習
っ
て
も
保
存
会
の
曲
と

異
な
る
た
め
、
ほ
か
の
山
組
の
応
援
に
行
っ
た
り
、
公
演
に
出
た
り
で
き
な
い
の
で
、

「
『
山
（
曳
山
）
に
上
が
れ
な
い
』
女
子
が
い
て
も
活
か
せ
る
場
が
な
い
」
こ
と
も

理
由
と
な
っ
て
い
る
そ
う
だ
。
同
じ
く
男
子
の
み
の
萬
歳
樓
は
、
現
在
は
男
子
が

充
分
に
い
る
が
、
そ
れ
で
も
数
は
減
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
「
女
子
の
加
入
も
ぼ
ち

ぼ
ち
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。
」
と
い
う
。
ど
ち
ら
の
山
組
も
女
子
は
男
子
よ
り
も

笛
が
上
手
だ
と
認
め
て
い
る
が
、
女
子
が
曳
山
に
上
が
れ
な
い
前
提
が
あ
る
の
で
、

そ
れ
で
も
加
え
る
ほ
ど
の
理
由
が
現
在
は
ま
だ
な
い
、
と
説
明
す
る
。
こ
れ
ら
の

山
組
の
女
子
は
、
ほ
か
の
山
組
で
シ
ャ
ギ
リ
を
す
る
。

①
ー
３ 

シ
ャ
ギ
リ
の
周
辺

(1)
起
し
太
鼓
に
芸
者
の
三
味
線

昔
は
起
し
太
鼓
に
芸
者
が
三
味
線
を
入
れ
て
く
れ
て
い
た
と
い
う
。
遊
郭
の
あ
っ

た
昭
和
四
〇
、
五
〇
年
代
ま
で
は
、
置
屋
の
あ
る
町
や
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
町
が
、

を
吹
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
猩
々
丸
も
事
前
に
曳
山
に
は
登
れ
な
い
こ
と
を
了
承

さ
せ
た
う
え
で
昭
和
五
〇
年
代
に
シ
ャ
ギ
リ
へ
女
子
を
参
加
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
。女

子
の
シ
ャ
ギ
リ
へ
の
参
加
は
、
評
価
す
る
人
が
い
る
一
方
で
非
難
す
る
人
も
多

く
、
Ｓ
氏
た
ち
保
存
会
は
調
整
に
苦
労
し
た
と
い
う
。
そ
れ
で
も
せ
っ
か
く
入
っ

た
女
子
の
演
奏
機
会
を
増
や
し
た
い
と
考
え
、
各
方
面
に
働
き
か
け
、
裸
参
り
の

迎
え
シ
ャ
ギ
リ
や
祭
り
以
外
の
夕
渡
り
の
パ
レ
ー
ド
な
ど
で
も
囃
子
保
存
会
と
し

て
演
奏
す
る
よ
う
に
し
た
。
今
で
は
認
知
度
も
上
が
り
、
イ
ベ
ン
ト
で
各
地
に
呼

ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

①
ー
２ 

シ
ャ
ギ
リ
の
現
状

(1)
女
子
が
シ
ャ
ギ
リ
を
す
る
山
組

現
在
は
、
萬
歳
樓
と
月
宮
殿
を
除
い
た
一
〇
の
山
組
の
シ
ャ
ギ
リ
に
女
子
（
幼
稚

園
女
児
か
ら
小
学
生
女
児
、
女
子
中
学
生
く
ら
い
ま
で
）
が
参
加
し
て
お
り
、
祭

り
の
す
べ
て
の
日
程
に
わ
た
っ
て
笛
を
吹
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
女
子
が
亭
に
上

が
っ
て
演
奏
し
た
り
、
本
日
（
ほ
ん
び
）
の
八
幡
宮
で
の
奉
納
狂
言
に
お
い
て
出

笛
や
切
り
笛
を
独
奏
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。

商
店
街
や
自
町
で
の
狂
言
で
は
、
女
子
が
独
奏
す
る
こ
と
も
あ
り
、
曳
山
の
ま
わ

り
で
に
ぎ
や
か
に
笛
を
吹
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
華
や
か
な
祭
り
の
演
出
を
担
っ
て

い
る
。
ま
た
、
祭
り
の
最
終
日
に
長
浜
文
化
芸
術
会
館
で
お
こ
な
わ
れ
る
観
劇
会

で
は
、
出
笛
を
女
子
が
担
当
す
る
こ
と
も
多
い
。

女
子
の
練
習
熱
心
さ
や
覚
え
の
早
さ
は
、
ど
の
山
組
で
も
語
ら
れ
る
。
練
習
で
は
、

笛
だ
け
で
な
く
、
太
鼓
や
す
り
鉦
を
女
子
が
担
当
す
る
こ
と
も
あ
る
。
諫
皷
山
の

練
習
で
は
、
女
子
中
学
生
が
、
太
鼓
や
す
り
鉦
を
担
当
し
、
春
日
山
で
は
女
子
小

学
生
が
太
鼓
を
叩
い
て
い
た
。
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そ
れ
を
会
所
に
掲
示
し
て
い
る
が
、
女
性
に
も
詰
番
は
振
り
分
け
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
詰
番
は
お
茶
を
用
意
す
る
だ
け
で
、
練
習
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
す
ぐ

に
稽
古
場
を
出
て
い
く
。
諫
皷
山
で
は
、
詰
番
の
担
当
者
に
用
事
が
あ
れ
ば
、
妻

や
祖
母
が
か
わ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

②
ー
２ 

賄
い

祭
り
の
な
か
で
飲
食
の
準
備
に
は
、
女
性
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
と
く
に
裸
参
り
で

町
内
に
戻
っ
て
き
た
と
き
の
接
待
の
賄
い
は
多
く
の
山
組
で
女
性
た
ち
が
参
加
す

る
。
萬
歳
樓
で
は
、
役
者
親
が
合
同
で
飲
食
の
場
を
設
営
し
、
食
事
を
母
親
た
ち

が
用
意
す
る
。
翁
山
・
常
磐
山
で
も
役
者
の
母
親
や
祭
り
関
係
者
の
妻
た
ち
が
飲

食
物
を
用
意
す
る
。

平
成
二
三
年
は
、
諫
皷
山
で
は
役
者
の
母
親
な
ど
約
一
〇
人
の
女
性
に
よ
っ
て
料

理
店
の
仕
出
し
と
手
作
り
の
と
ん
汁
が
用
意
さ
れ
た
。
春
日
山
で
は
「
裸
参
り
賄

い
担
当
」
に
中
老
二
人
が
振
り
分
け
ら
れ
て
い
た
が
、
七
人
の
女
性
た
ち
が
う
ど

ん
や
ウ
イ
ン
ナ
ー
・
お
に
ぎ
り
な
ど
を
作
り
、
給
仕
し
て
い
た
。

ま
た
孔
雀
山
は
少
人
数
の
山
組
の
た
め
、
祭
り
の
役
割
の
賄
方
担
当
に
婦
人
会
が

関
わ
る
。
し
か
し
、
常
磐
山
で
は
祭
り
の
役
割
と
し
て
の
賄
方
に
は
女
性
は
関
わ

ら
な
い
。
本
来
、
祭
り
は
す
べ
て
男
性
の
手
で
お
こ
な
う
べ
き
だ
が
、
「
で
き
な
く

な
っ
た
と
こ
ろ
が
女
の
人
の
手
に
回
っ
て
い
る
。
」
の
だ
と
い
う
。

②
ー
３ 

狂
言
の
周
辺
の
女
性

(1)
振
付
の
女
性

平
成
二
三
年
の
月
宮
殿
の
振
付
は
女
性
の
岩
井
小
紫
氏
で
あ
っ
た
。
振
付
の
女
性

は
、
多
く
は
な
い
が
過
去
に
も
い
る
。
岩
井
氏
は
前
年
に
も
翁
山
に
依
頼
さ
れ
て

お
り
、
平
成
九
年
に
は
大
谷
白
菊
氏
が
猩
々
丸
、
昭
和
六
一
年
に
は
柳
原
照
子
氏

が
常
磐
山
を
担
当
し
て
い
る
。

お
酒
を
持
っ
て
い
っ
て
「
お
ば
ち
ゃ
ん
頼
む
わ
」
と
依
頼
し
た
り
、
日
頃
の
お
礼

に
と
芸
者
が
来
て
く
れ
た
り
し
て
い
た
と
い
う
。
祭
り
と
は
直
接
は
関
係
の
な
い

「
内
輪
の
遊
び
」
で
あ
る
と
い
う
。

起
し
太
鼓
は
、
「
桜
囃
子
」
・
「
菊
囃
子
」
、
な
ど
山
組
で
そ
れ
ぞ
れ
に
違
い
、
高
砂

山
の
「
起
し
太
鼓
（
正
調
）
」
の
よ
う
に
三
味
線
を
入
れ
ら
れ
な
い
曲
も
あ
る
。

現
在
の
起
し
太
鼓
で
も
女
性
は
参
加
し
て
お
り
、
鳳
凰
山
や
常
磐
山
の
よ
う
に
高

校
生
以
上
の
女
性
が
囃
子
方
に
い
る
山
組
で
は
起
し
太
鼓
に
も
加
わ
っ
て
い
た
。

② 

狂
言
と
女
性

②
ー
１ 

役
者
と
女
性

狂
言
（
子
ど
も
歌
舞
伎
）
は
、
「
山
の
芸
」
で
あ
り
、
神
事
に
関
わ
る
儀
礼
で
あ

る
た
め
女
性
は
関
与
す
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
山
組
の
人
々
は
い
う
。

狂
言
の
主
役
で
あ
る
役
者
の
子
ど
も
た
ち
は
、
役
を
受
け
た
と
き
か
ら
「
山
の
子

ど
も
」
に
な
る
の
で
、
月
宮
殿
や
壽
山
な
ど
は
役
者
の
親
を
稽
古
場
に
入
れ
な
い

と
い
う
。
基
本
的
に
は
送
り
迎
え
も
山
組
の
役
割
で
あ
る
た
め
、
母
親
が
狂
言
に

関
わ
る
場
面
は
公
式
に
は
な
い
。

た
だ
、
例
外
は
接
待
や
賄
い
で
あ
る
。
三
役
や
若
衆
な
ど
に
食
事
を
振
舞
う
「
役

者
親
接
待
」
で
は
、
料
理
を
作
っ
た
り
、
仕
出
し
料
理
を
給
仕
し
た
り
す
る
の
は

役
者
の
母
親
で
あ
る
。
月
宮
殿
は
田
町
会
館
で
お
こ
な
い
、
そ
の
際
に
役
者
の
母

親
た
ち
は
姉
妹
を
連
れ
て
ス
ー
ツ
の
上
に
エ
プ
ロ
ン
を
し
て
参
加
し
て
い
る
。
練

習
場
に
差
し
入
れ
を
持
っ
て
く
る
母
親
の
姿
も
見
ら
れ
た
。

ま
た
、
稽
古
場
に
お
け
る
人
員
と
し
て
女
性
が
加
わ
る
こ
と
は
あ
る
。
翁
山
や

春
日
山
の
よ
う
に
お
茶
く
み
も
す
べ
て
若
い
衆
が
す
る
と
い
う
一
方
、
詰
番
は
女

性
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
山
組
も
あ
る
。
青
海
山
は
、
稽
古
毎
に
担
当
者
を
決
め
、
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(3)
観
客
と
し
て
の
女
性

と
く
に
山
組
の
町
内
に
住
む
年
配
の
女
性
た
ち
は
、
祭
り
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
、

狂
言
を
毎
年
見
て
い
る
の
で
、
「
目
の
肥
え
た
」
観
客
で
あ
る
。
口
ご
も
っ
た
よ
う

な
役
者
に
は
「
口
跡
が
悪
い
（
歌
舞
伎
の
用
語
）
」
と
批
評
し
た
り
、「
配
役
が
良
か
っ

た
」
、
ど
こ
の
子
が
「
う
ま
か
っ
た
」
と
い
い
合
っ
た
り
す
る
。
祭
り
が
始
ま
る
と
、

狂
言
の
出
来
の
噂
が
流
れ
、
そ
の
評
判
に
よ
っ
て
後
宴
の
日
に
見
に
来
る
客
の
多

さ
が
変
わ
る
と
い
う
。

③ 

山
と
女
性

③
ー
１ 

山
と
舞
台
へ
の
女
性
の
禁
忌

山
組
の
人
々
は
祭
り
や
狂
言
へ
の
女
性
の
関
与
は
、
認
め
ら
れ
な
い
と
い
い
、
そ

れ
ら
は
具
体
的
な
場
所
へ
の
立
ち
入
り
や
物
へ
の
接
触
の
禁
忌
と
し
て
表
現
さ
れ

る
。ま

ず
、
長
濱
八
幡
宮
の
本
殿
へ
は
、
祭
り
の
構
成
員
で
は
な
い
の
で
曳
山
祭
の
行

事
で
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
各
山
組
の
曳
山
は
、
登
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

触
っ
て
も
い
け
な
い
、
付
属
物
を
跨
い
で
も
い
け
な
い
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、

ど
の
山
組
で
も
共
通
で
あ
る
。

そ
し
て
祭
り
の
行
事
中
に
作
ら
れ
る
行
列
も
同
様
に
女
性
は
立
ち
入
っ
て
は
い
け

な
い
。
夕
渡
り
・
朝
渡
り
の
行
列
の
な
か
に
女
性
が
入
り
込
む
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
と
い
う
。

し
か
し
、
各
会
館
に
設
え
ら
れ
た
練
習
用
の
舞
台
を
も
曳
山
の
舞
台
の
延
長
と
考

え
る
か
ど
う
か
は
山
組
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
解
釈
が
異
な
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
、

春
日
山
で
は
、
練
習
用
の
舞
台
が
設
置
さ
れ
た
春
日
会
館
の
二
階
へ
女
性
が
立
ち

入
る
こ
と
す
ら
忌
避
さ
れ
る
が
、
他
の
山
組
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
青

し
か
し
、
岩
井
氏
は
夫
（
中
村
福
太
郎
氏
）
の
あ
と
を
引
き
継
い
だ
と
い
い
、
大

谷
白
菊
氏
も
市
川
升
十
郎
氏
か
ら
代
理
に
頼
ま
れ
た
と
い
う
の
で
、
山
組
が
積
極

的
に
女
性
を
振
付
に
選
ぶ
の
で
は
な
く
、
「
女
性
で
も
構
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
の

よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
過
去
に
は
女
性
の
振
付
に
対
し
て
、
否
定
的
な
意
見
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
よ
そ
の
山
組
の
話
と
し
て
噂
が
さ
れ
て
い
た
。

「
女
の
振
付
さ
ん
の
と
き
に
何
か
事
故
が
あ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
い
か
ん
な
、
と
い

う
話
に
な
っ
た
ら
し
い
。
噂
の
類
だ
け
れ
ど
。
（
青
海
山
で
の
聞
き
取
り
）
」

(2)
顔
師
な
ど
の
女
性

顔
師
や
鬘
屋
は
、
多
く
が
女
性
で
あ
る
。
山
組
は
、
予
算
を
考
慮
し
て
衣
装
屋
を

選
択
し
て
お
り
、
衣
装
屋
か
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
顔
師
、
鬘
屋
の
チ
ー
ム
を
作
っ

て
い
る
と
い
う
。

平
成
二
三
年
は
、
春
日
山
で
は
、
衣
装
が
男
性
、
顔
師
と
鬘
屋
は
女
性
で
あ
っ

た
。
月
宮
殿
で
は
、
鬘
屋
が
男
性
、
衣
装
二
人
と
顔
師
が
女
性
で
あ
る
。
春
日
山

と
月
宮
殿
、
諫
皷
山
は
衣
装
を
埼
玉
の
衣
装
屋
に
依
頼
し
て
い
る
。
そ
こ
が
顔
師

を
京
都
の
専
門
家
、
鬘
屋
を
京
都
の
鬘
屋
で
手
配
し
た
。
青
海
山
は
、
愛
知
県
の

Ｋ
衣
装
店
に
依
頼
し
、
衣
装
・
顔
・
鬘
三
人
全
て
が
女
性
で
あ
っ
た
。
Ｋ
衣
装
店
は
、

も
と
市
川
少
女
歌
舞
伎
（
愛
知
県
豊
川
市
）
の
役
者
た
ち
で
あ
り
、
三
人
と
も
が

ど
の
担
当
も
こ
な
せ
、
チ
ー
ム
で
仕
事
を
し
て
い
た
。

春
日
山
で
は
、
顔
師
と
鬘
屋
が
女
性
の
た
め
、
彼
女
た
ち
が
曳
山
に
上
が
る
こ
と

は
な
く
、
鬘
を
着
け
る
な
ど
の
直
前
の
準
備
も
外
に
床
机
を
置
い
て
お
こ
な
わ
れ

た
。
し
か
し
、
狂
言
の
途
中
で
役
者
の
顔
や
鬘
の
直
し
が
必
要
に
な
る
と
、
幕
の

内
側
に
入
っ
て
曳
山
に
触
れ
る
形
で
作
業
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
問
題
と
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
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ち
が
、
カ
メ
ラ
マ
ン
一
行
を
叱
責
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
人
々
が
意
識
し
て
い
る
分
、
そ
れ
を
破
っ
た
話
は
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で

噂
さ
れ
る
。
と
く
に
よ
そ
の
山
組
の
批
判
と
し
て
噂
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
平
成

二
三
年
の
夕
渡
り
の
な
か
を
女
性
が
歩
い
て
い
た
こ
と
を
別
の
山
組
の
人
々
が
「
あ

れ
は
あ
か
ん
や
ろ
」
と
、
話
し
て
い
る
。
夕
渡
り
の
列
の
な
か
に
女
性
が
入
る
こ

と
は
、
常
に
大
き
な
問
題
に
な
る
よ
う
で
、
過
去
の
山
組
の
記
録
に
も
わ
ざ
わ
ざ

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
事
実
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
山
組
へ
の
中
傷
と
し
て

そ
の
よ
う
に
噂
が
流
れ
る
、
と
も
い
う
。

④ 

曳
山
祭
と
女
性　

現
在
、
曳
山
祭
に
お
い
て
曳
山
を
囃
す
シ
ャ
ギ
リ
の
部
分
に
女
性
は
参
加
し
て
い

る
。
昭
和
五
〇
年
代
に
女
子
が
シ
ャ
ギ
リ
に
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
祭

り
の
な
か
で
大
き
な
変
化
で
あ
る
が
、
そ
の
要
因
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
自
町
や
町
の
外
か
ら
呼
ん
で
き
た
大
人
た
ち
が
演
奏
し
て
い
た
シ
ャ
ギ
リ

を
自
町
の
男
子
が
担
う
と
い
う
変
化
が
前
提
に
あ
り
、
そ
の
上
で
子
ど
も
の
数
の

減
少
に
よ
っ
て
男
子
だ
け
で
は
足
り
な
い
の
で
、「
よ
そ
か
ら
借
り
る
く
ら
い
な
ら
」

と
女
子
の
参
加
が
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
男
女
同
権
」
が
学
校
側
か

ら
求
め
ら
れ
る
と
い
う
後
押
し
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
祭
り
を
近
く
で
見
聞
き
し

て
き
た
女
子
た
ち
の
自
分
た
ち
も
参
加
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
や
親
、
山
組
の
人

た
ち
の
気
持
ち
が
重
な
っ
た
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
曳
山
祭
で
は
、
曳
山
と
そ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
狂
言
が
祭
り
の
主
役
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
シ
ャ
ギ
リ
に
は
そ
れ
ほ
ど
重
き
が
置
か
れ
て
こ
な
か
っ

た
。
大
正
期
か
ら
昭
和
初
期
に
は
、
近
隣
の
村
落
の
人
々
に
演
奏
を
依
頼
し
て
お
り
、

今
も
「
し
ゃ
ぎ
り
は
、
ほ
っ
と
け
」と
い
う
年
配
の
人
は
い
る
と
い
う
。
シ
ャ
ギ
リ
は
、

海
山
で
は
、
「
線
香
番
対
策
」
と
し
て
、
女
性
を
含
む
調
査
者
に
舞
台
近
く
に
座
る

よ
う
振
付
が
依
頼
し
、
そ
れ
が
問
題
と
な
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
月
宮
殿
の
平
成

二
三
年
の
振
付
は
女
性
で
あ
り
、
稽
古
舞
台
に
は
上
が
っ
て
指
導
し
て
い
た
。
諫

皷
山
で
も
女
性
の
踊
り
の
先
生
が
稽
古
舞
台
に
は
上
が
っ
て
指
導
を
し
て
い
る
。

先
生
が
舞
台
へ
の
立
ち
入
り
を
尋
ね
る
と
、
振
付
は
「
い
い
よ
ー
。
稽
古
場
や
か
ら
。

山
車
（
曳
山
）
は
あ
か
ん
け
ど
。
」
と
答
え
た
よ
う
に
、
稽
古
舞
台
は
曳
山
の
舞
台

と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

同
様
に
祭
り
以
外
の
場
面
で
の
建
造
物
と
し
て
の
曳
山
へ
の
接
触
に
つ
い
て
も
山

組
に
よ
っ
て
異
な
る
対
応
を
し
て
い
る
。
博
物
館
に
曳
山
を
展
示
す
る
際
の
準
備

に
も
常
磐
山
で
は
女
性
に
は
触
ら
せ
な
い
、
と
い
う
一
方
で
猩
々
丸
で
は
女
性
も

手
伝
う
と
い
う
。

そ
し
て
、
禁
忌
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
祭
り
の
途
中
で
幟
の

チ
チ
の
縫
い
付
け
部
分
が
破
れ
た
と
き
に
繕
い
を
依
頼
さ
れ
て
い
た
の
は
女
性
で

あ
っ
た
。
ほ
か
に
も
曳
山
に
か
け
る
幕
類
や
山
曳
き
ハ
ッ
ピ
の
繕
い
な
ど
に
も
女

性
が
関
わ
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
過
去
に
は
町
内
で
の
山
曳
き
に
女
性
を
加
え
た
山
組
が
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
の
女
性
が
怪
我
を
し
た
の
で
そ
れ
以
降
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
説
明
と
し

て
話
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
山
曳
き
は
女
性
へ
の
禁
忌
が
変
化
す
る
可
能
性
が

あ
る
部
分
と
い
え
る
。

③
ー
２ 

女
性
の
禁
忌
と
噂

祭
り
の
な
か
で
女
性
の
禁
忌
は
山
組
の
人
々
に
意
識
さ
れ
、
注
意
が
払
わ
れ
て
い

る
。平

成
二
三
年
の
祭
り
中
に
は
、
月
宮
殿
の
撮
影
カ
メ
ラ
マ
ン
中
の
女
性
ス
タ
ッ
フ

が
曳
山
に
触
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
負
担
人
た
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賄
い
は
祭
り
に
必
要
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
周
辺
の
事
柄
で
あ
り
、
女
性
に
任
さ

れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
狂
言
に
つ
い
て
は
、
役
者
自
身
に
対
す
る
女
性

の
禁
忌
は
な
い
。
足
を
地
面
に
着
か
せ
な
い
よ
う
気
を
つ
け
る
よ
う
に
は
、
女
性

の
接
触
を
気
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
狂
言
に
関
わ
る
実
務
的
な
女
性

た
ち
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
夕
渡
り
な
ど
の
行
列
は
、
行
事
の

一
つ
で
あ
り
、
女
性
は
入
っ
て
は
い
け
な
い
。
そ
し
て
、
曳
山
や
そ
の
舞
台
に
は
、

女
性
が
登
る
の
も
触
る
の
も
忌
避
さ
れ
、
そ
の
禁
忌
が
稽
古
舞
台
に
ま
で
も
及
ぶ

こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
ど
こ
に
線
を
引
く
か
は
山
組
に
よ
っ
て
振
れ
て
お
り
、

各
山
組
の
現
在
の
意
識
が
反
映
し
て
い
る
。

し
か
し
、
曳
山
祭
に
お
い
て
は
奉
納
狂
言
に
関
わ
る
行
事
と
曳
山
、
舞
台
へ
の
女

性
の
忌
避
が
言
及
さ
れ
て
お
り
、
大
切
に
さ
れ
る
「
神
事
」
や
そ
れ
を
守
る
「
伝
統
」

は
、
「
狂
言
を
お
こ
な
う
舞
台
の
あ
る
曳
山
」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

1
新
聞
名
、
掲
載
年
月
日
、
不
詳
。
曳
山
博
物
館
蔵
新
聞
切
り
抜
き
よ
り

2
近
江
毎
夕
新
聞　

（
昭
和
五
七
年
四
月
一
二
日
）

3
近
江
毎
夕
新
聞　

（
昭
和
五
七
年
四
月
一
二
日
）

そ
の
よ
う
な
祭
り
の
周
辺
部
に
あ
る
た
め
、
女
性
の
参
加
が
比
較
的
容
易
に
か
な
っ

た
と
い
え
る
。

そ
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
シ
ャ
ギ
リ
へ
の
女
子
参
加
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
演
奏
機
会

を
広
げ
て
や
り
た
い
と
い
う
保
存
会
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
、
祭
り
を
離
れ
て
芸

能
と
し
て
の
シ
ャ
ギ
リ
の
演
奏
機
会
が
増
え
、
ま
た
そ
れ
が
曳
山
祭
を
広
く
知
ら

し
め
る
効
果
を
上
げ
て
い
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
現
在
で
は
、
八
幡
宮
か
ら
御
旅

所
ま
で
の
道
中
を
に
ぎ
や
か
に
囃
す
女
子
の
シ
ャ
ギ
リ
方
は
祭
り
の
要
素
と
し
て

な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
観
光
客
が
彼
女
た
ち
に
カ
メ

ラ
を
向
け
、
観
光
面
で
は
主
役
の
一
つ
と
目
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
祭
り
に
お
け
る
シ
ャ
ギ
リ
は
亭
で
囃
す
の
が
そ
の
本
来
の
姿
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
祭
り
そ
の
も
の
へ
女
性
が
参
加
し
て
い
る
と
は
い
い

に
く
い
。
実
際
に
祭
り
の
中
心
で
あ
る
八
幡
宮
で
の
奉
納
狂
言
で
は
、
亭
と
曳
山

の
下
で
は
意
思
疎
通
が
図
れ
な
い
こ
と
が
多
く
、
そ
の
場
合
は
下
の
女
子
た
ち
は

演
奏
を
や
め
、
亭
だ
け
で
粛
々
と
演
奏
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
女
子
・
女
性
の
参
加
は
、
あ
く
ま
で
も
祭
り
の
周
辺
で
あ
り
、
現
在

は
祭
り
の
中
心
部
分
に
女
性
が
関
わ
る
こ
と
は
な
い
。

「
山
に
関
し
て
、
女
子
は
関
わ
れ
な
い
。
男
女
平
等
の
な
か
で
お
か
し
い
か
も
し

れ
な
い
け
ど
、
祭
り
の
伝
統
文
化
は
守
っ
て
い
き
た
い
。（
諫
皷
山
で
の
聞
き
取
り
）
」

「
女
性
は
山
に
関
す
る
こ
と
は
ア
ウ
ト
。
（
常
磐
山
で
の
聞
き
取
り
）
」

山
組
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
に
語
る
。

で
は
、
実
際
に
女
性
を
排
除
す
る
「
山
に
関
す
る
こ
と
」
と
は
何
を
指
す
の
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
人
々
が
何
を
譲
れ
な
い
祭
り
の
「
神

事
」
・
「
伝
統
」
と
考
え
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
シ
ャ
ギ
リ
は
女
子
が
参
画
し
得
た
よ
う
に
祭
り
の
周
辺
で
あ
る
。
同
様
に
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青海山 21 人中 11 人 平成 23 年 2 月 13 日（日）、指導者は男性 10 人、参加者は子ども男子 6人・

女子 3人。

高砂山 16 人中 8人 平成23年 3月12日（土）、指導者は男性3人。参加者は上級組に男子3人（小

学生）・女子1人（中学生？）、初級組に男子6人（小学生3人・幼稚園？3人）・

女子 2人（小学生）。子どもに連れ添った父兄（男性 1人・女性 1人）。

常磐山 27 人中 12 人 平成 23 年 2 月 19 日（土）、指導者は男性 3人・女性 1人。参加者は男子 3

人・女子 6人。

平成 23 年 3 月 5 日（土）、指導者は男性 2人・女性 1人。参加者は男子 7人・

女子 3人。

萬歳樓 12 人中 0人

（女子参加なし）

平成 23 年 3 月 5 日（土）、指導者は男性 5人、参加者は男子 6人（小学生）。

平成 23 年 4 月 2 日（土）、指導者は男性 8人、参加者は男子 5人。

鳳凰山 21 人中 14 人 平成 23 年 2 月 19 日（土）、指導者は男性 2 人・女性 1 人（常磐山）、参加

者は小学生から中学生の男子 7人・女子 5人。

山組 練習参加者中の女子（※） 平成 23 年の練習参与時のようす

翁山 17 人中 7人 平成 23 年 2 月 12 日（土）、指導者は男性 3 人、練習参加者は男子 6 人・

女子 5人。

春日山 10 人中 5人 平成 23 年 2 月 5 日（土）、指導者は男性 2人、参加者は男子 5人（小学生）・

女子 4人（小学生から中学生）。

諫皷山 10 人中 6人 平成 23 年 1 月 23 日（日）、指導者は男性 4人、参加者は男子１人（小学生）・

女子 4人（小学生 2人・中学生 2人）。

孔雀山 15 人中 3人 平成 23年 3月 9日（水）、指導者８人、参加者は小学生の男子2人・女子１人。

月宮殿 46 人中 0人

（女子参加なし）

平成 23 年 2 月 12 日（土）、指導者は男性 2 人、参加者は男子 5 人（小学

生から高 3）。

壽山 15 人中 10 人 平成 23 年 3 月 6 日（日）、指導者は男性 4人、参加者は男子 2人（小学生）・

女子 1人（小学生）。

平成 23 年 3 月 20 日（日）、指導者は男性 4 人と女性 1 人（常磐山）、参加

者は男子 2人。

猩々丸 11 人中 7人 平成 23 年 2 月 12 日（土）、指導者は男性 6人、参加者は小学生の男子 2人・

女子 6人。

現在のシャギリ練習参加の男女比

※保存会がおこなったアンケートによる


