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ん
で
す
わ
。
い
ま
は
出
稼
ぎ
は
や
め
て
、

塩
づ
く
り
が
終
わ
っ
た
後
は
骨
休
み
の
期

間
に
し
て
ま
す
け
ど
。

│
│
と
い
う
こ
と
は
塩
づ
く
り
が
で
き
る

時
期
は
せ
い
ぜ
い
半
年
な
ん
で
す
ね
。

そ
う
で
す
。
そ
の
年
の
天
候
に
も
よ
り

ま
す
が
、
時
期
は
四
月
ぐ
ら
い
か
ら
十
月

半
ば
ぐ
ら
い
ま
で
。
最
盛
期
は
梅
雨
明
け

か
ら
夏
場
に
か
け
て
で
す
ね
。

勘
と
年
季
が
モ
ノ
い
う
仕
事

│
│
能
登
の
塩
田
は
、
始
ま
り
が
慶
長
元

年
（
一
五
九
六
年
）
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら

四
百
年
以
上
の
長
い
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

で
も
能
登
の
天
候
は
、
あ
ま
り
塩
づ
く
り

に
は
適
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で

す
が
…
…
。

適
し
て
い
な
い
で
す
。
北
陸
は
日
差
し

が
弱
い
し
ね
。
梅
雨
明
け
か
ら
が
本
番
だ

か
ら
開
始
時
期
も
バ
ラ
バ
ラ
で
す
し
、
海

百
坪
の
大
き
さ
の
塩
田
を
半
分
に
分
け
て
、

片
面
に
十
回
、
も
う
片
面
に
十
回
ほ
ど
、

砂
が
び
し
ょ
び
し
ょ
に
な
る
ま
で
海
水
を

撒
き
ま
す
。

片
方
に
撒
く
だ
け
で
十
五
分
。
両
面
撒

く
の
に
三
十
分
。
砂
を
き
れ
い
に
な
ら
す

の
ま
で
入
れ
る
と
一
時
間
半
ほ
ど
か
か
る
。

そ
れ
か
ら
濾
過
し
て
、
釜
焚
き
を
し
て
、

と
続
き
ま
す
が
、
体
を
使
う
作
業
が
と
に

か
く
多
い
。

な
の
に
塩
づ
く
り
だ
け
で
は
食
べ
て
い

か
れ
な
い
の
で
、
か
つ
て
は
半
年
ほ
ど
塩

田
で
塩
を
つ
く
り
、
塩
づ
く
り
が
終
わ
る

と
同
時
に
関
西
の
ほ
う
に
出
稼
ぎ
に
行
く

の
が
普
通
で
し
た
。

冬
は
海
風
が
強
い
で
し
ょ
。
能
登
半
島

の
珠す

洲ず

の
ほ
う
は
十
月
下
旬
か
ら
二
〜
三

月
ま
で
は
海
が
荒
れ
て
、
波
が
四
〜
六
メ

ー
ト
ル
、
風
も
一
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
に

な
る
。
そ
の
間
は
塩
づ
く
り
が
で
き
な
い

も
ん
で
、
関
西
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
と
っ
た

で
継
が
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
弟
で
も
お
れ

ば
よ
か
っ
た
ん
だ
け
ど
ね
（
笑
）。

塩
づ
く
り
の
最
盛
期
は
短
い

│
│
や
っ
ぱ
り
塩
づ
く
り
は
し
ん
ど
い
で

す
か
。

ど
の
作
業
を
と
っ
て
も
楽
な
作
業
は
な

い
で
す
。
一
つ
の
作
業
で
二
〜
三
時
間
は

か
か
る
し
、
体
も
気
も
使
い
ま
す
し
。

腰
を
痛
め
た
こ
と
で
、
い
ま
は
ポ
ン
プ

で
海
水
を
汲
み
上
げ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、

昔
は
天
秤
棒
の
つ
い
た
桶
で
海
水
を
塩
田

ま
で
運
ん
で
お
っ
た
ん
で
す
。

か
つ
ぐ
重
さ
は
桶
二
つ
で
七
〇
キ
ロ
ほ

ど
。「
し
こ
け
」
と
い
う
大
き
な
桶
に
い

っ
ぱ
い
に
な
る
ま
で
、
七
回
ほ
ど
運
ば
な

く
ち
ゃ
な
り
ま
せ
ん
。

「
し
こ
け
」
い
っ
ぱ
い
に
海
水
が
溜
ま
っ

た
ら
、
今
度
は
「
お
ち
ょ
け
」
と
い
う
道

具
で
砂
の
上
に
撒
い
て
い
く
の
で
す
が
、

こ
ろ
に
家
の
ほ
う
か
ら
「
そ
ろ
そ
ろ
帰
っ

て
こ
い
」
と
お
呼
び
が
か
か
っ
て
、
家
業

を
継
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

き
ょ
う
だ
い
が
姉
と
妹
で
、
男
は
僕
し

か
い
な
か
っ
た
も
の
で
、
イ
ヤ
イ
ヤ
な
が

ら
「
し
ゃ
ー
な
い
」
と
家
に
戻
っ
て
塩
づ

く
り
を
始
め
た
ん
で
す
が
、
ホ
ン
ト
言
う

と
塩
田
作
業
は
継
ぎ
た
く
な
か
っ
た
。
し

ん
ど
い
し
ね
。
け
れ
ど
も
や
っ
ぱ
り
長
男

で
す
か
ら
、
跡
取
り
の
宿
命
と
い
う
や
つ

う
名
字
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
つ
い
た
ん

で
す
わ
。
屋
号
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。

│
│
家
業
を
継
ぐ
こ
と
は
若
い
と
き
か
ら

決
心
さ
れ
て
い
た
の
で
す
か
？

う
ち
は
代
々
塩
づ
く
り
で
生
活
を
し
て

き
ま
し
た
け
れ
ど
、
僕
自
身
は
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
の
経
験
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
昭
和
三

十
八
年
に
中
学
を
出
て
、
そ
の
ま
ま
会
社

に
就
職
し
て
、
し
ば
ら
く
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
で
、
二
十
二
歳
の

長
男
の
宿
命
に
逆
ら
え
ず
後
継
ぎ
に

│
│
角
花
家
は
代
々
、
揚
げ
浜
式
塩
田
で

塩
づ
く
り
を
続
け
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
江

戸
時
代
か
ら
、
こ
の
製
塩
技
術
を
守
り
続

け
て
い
る
の
は
、
能
登
地
域
で
角
花
家
だ

け
だ
そ
う
で
す
ね
？

塩
づ
く
り
は
僕
で
五
代
目
に
な
り
ま
す
。

家
系
的
に
は
古
い
ん
で
す
が
、
角
花
と
い
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農
耕
地
が
乏
し
い
能
登
。藩
政
時
代
は
塩
を
上
納
し
た
。

能
登
で
塩
づ
く
り
が
盛
ん
に
な
っ
た
の
は
、そ
の
た
め
だ
。

し
か
し
塩
づ
く
り
は
も
っ
ぱ
ら
人
力
と
な
る
。

四
百
年
続
く
最
古
の
製
塩
法
の
苦
労
│
│
。

揚
げ
浜
式
塩
田
を
守
り
続
け
て

楽
な
作
業
は
一
つ
も
な
い


