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第
一
章

村
落
社
会
の
構
造

○

馬
酔
木
谷
組
、
※
自
助
組

菅
生
村

な
か
ど
お
り
∴
∴
∴
∴
な
か
ぐ
み

き
た
む
ら

中
通
組
、
中
組
上
、
中
組
下
、
中
通
組
下
、
北
村
組
、

槻
之
沢
組
、
高
野
組
、
中

郷
村
(
惣
)
は
南
北
朝
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
現
わ
れ
た
農
村
の
自
治
組

織
で
あ
る
と
い
う
。

久
万
町
に
は
、
東
明
神
村
、
西
明
神
村
、
入
野
村
、
久
万
町
村
、
菅
生
村
、

か
み
の
じ
り

し
も
の
じ
り

か
み
は
た
の
か
わ

し
も
は
た

の
か
わ
∴
∴
∴
∴
な
繁
せ

つ
ゆ
の
み
ね

ち
ち

上
野
尻
村
、
下
野
尻
村
、
上
畑
野
川
村
、
下
畑
野
川
村
、
直
瀬
村
、
露
峰
村
、
父

野
川
村
、
二
名
村
と
あ
っ
て
、
今
は
久
万
町
の
大
字
と
な
っ
て
い
る
。
い
つ
ご
ろ
で

き
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。

こ
の
村
(
大
字
)
の
下
に
組
が
あ
る
。
※
印
は
昭
和
二
〇
年
以
降
に
で
き
た
組
を

示
す
。

○

野
村
組
一
、
中
野
村
組
二
、

前
組
、
※
東
国
組

向
条
組
、
横
谷
組
(
美
川
村
よ
り
分
村
合
併
)
、
宮
之

上
畑
野
川
村

東
河
之
内
組
、
西
河
之
内
組
、
東
明
杖
組
、
西
明
杖
組
、
宝
作
組
、
岩
川
組
、

上
西
之
浦
組
、
下
西
之
浦
組

下
畑
野
川
村

上
田
組
、
中
村
組
、
上
河
合
組
、
東
河
合
組
、

や
な

い

う
え
か
り
∴
は

西
河
合
組
、
柳
井
組
、
上
狩
場
組
、

東
明
神
村

み
さ
か

も
み
∴
∴

き

よ
こ
ど
お
り

の

じ

た
か
や
ま

さ
ら
さ

三
坂
組
、
樅
ノ
木
組
、
横
通
組
、
野
地
租
、
高
山
組
、
皿
木
組
、
中
組
、
本
紀
上
、

本
組
下
※
山
神
組

西
明
神
村

き
た
じ
よ
う
∴
∴
∴
∴
寒
さ

の
う
た
に
∴
∴
∴
∴
寄
る

の
か
わ

こ
う
ど
の

こ
う
ど
の

こ
う
さ
い

北
条
組
、
沖
組
、
柴
谷
組
、
槙
野
川
組
、
高
殿
組
一
、
高
殿
組
二
、
仰
西
紀

入
野
村

新
開
組
、
梶
山
組
、
影
組
、
日
之
地
租
、
駄
場
組
一
、
※
駄
場
組
二
、
※
春
日
台

南
狩
場
組
、
束
狩
場
組
、
嵯
峨
山
組
、
※
新
狩
場
組
、
※
新
開
山
組
、
※
紅
書
紀
、
※

西
峰
組
、
※
住
吉
住
宅
組

直

瀬

村

ぽ
う
た
い
の

か
み
え
い
し

う
え
∴
∴
だ
ん

く

ぼ
∴
∴
∴
∴
ふ
ん
じ
よ
う

房
代
野
組
、
上
永
子
組
、
下
永
子
組
、
上
ノ
段
組
、
下
ノ
段
組
、
久
保
組
、
庵
条

と
り
ご
え
∴
∴
∴
∴
虫
去
㌫
し

お
き

た
け
や
し
き

し
も
お
き
∴
∴
∴
∴
ふ
ろ
み
や

ひ
が
し

だ
∴
は

組
、
鳥
越
組
、
大
西
組
、
沖
組
、
竹
屋
敷
組
、
下
沖
組
、
古
官
紀
、
東
組
、
駄
場
組
、

な
か
ど
お
り
∴
∴
∴
∴
上
し
ひ
さ

に
し

の

か
わ

ゆ
う
ひ

お
か

中
通
組
、
吉
久
組
、
西
之
川
組
、
※
夕
日
ケ
丘
住
宅
組

露

峰

村
(
旧
大
洲
領
)

は
し
つ
め

に
し
の
か
わ

な
か
む
ら

な
か
ぐ
み
∴
∴
お
か
み
や

お
ち
あ
い

ふ

じ
み
ね

橋
詰
組
、
西
之
川
組
、
中
村
組
、
中
経
、
若
宮
組
、
落
合
組
、
※
父
二
峰
教
員
住
宅

組

久
万
町
村

住
安
町
上
、
住
安
町
中
、
住
安
町
下
、
本
町
、
桂
町
、
福
井
町
上
、
福
井
町
中
、
福

井
町
下
、
曙
町
一
丁
目
、

み
ど
り
が

お
か

あ
さ

ひ

が
ー
お
か

※
緑
ヶ
丘
、
※
朝
日
ケ
丘

曙
町
二
丁
目
、
曙
町
三
丁
目
、
古
町
、
辻
組
上
、
辻
組
下
、

上
野
尻
村

上
野
尻
組
一
、
上
ノ
尻
組
二
、
上
野
尻
組
中
、
上
野
尻
組
下
、
※
大
谷
組

下
野
尻
村

(
旧
大
洲
領
)

第
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村
落
社
会
の
構
造

○

父
野
川
村

(
旧
大
洲
領
)

馬
野
地
租
、
大
久
保
組

〇

二

名
村

(
旧
大
洲
領
)

永
久
組
、
徳
好
組
、
宮
成
組
、

お
ぴ
ぃ
し

と
み
し
げ

せ

と

森
田
組
、
東
条
組
、
黒
沢
組
、
中
条
組
、
上
厚

ゆ

ら

の

組
、
帝
石
組
、
富
重
組
、
瀬
戸
組
、
※
由
良
野
組

右
の
組
の
下
に
五
人
組
(
伍
長
)
が
あ
り
、
向
こ
う
一
二
軒
両
隣
の
最
も
小
さ
い
単

一
三
九



第
三
編

民
俗
文
化

位
と
な
っ
て
い
る
。
組
に
昭
和
二
〇
年
以
降
は
嘱
託
員
を
責
任
者
と
し
て
置
き
、
町

行
政
の
末
端
と
し
て
い
る
。

五
人
組
に
は
輪
番
に
よ
る
世
話
役
が
お
り
、
小
部
落
つ
ま
り
組
に
は
、
組
長
が
お

り
(
今
は
町
内
会
長
)
、
大
字
に
は
村
総
代
(
「
社
寺
」
あ
る
い
は
「
年
行
事
」
と
い
う
と

こ
ろ
も
あ
る
)
が
い
て
、
寺
や
神
社
の
経
費
や
年
中
行
事
な
ど
を
つ
か
さ
ど
る
。
村
総

代
が
三
人
の
所
も
あ
れ
ば
、
五
人
の
所
も
あ
り
、
人
数
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。

藩
政
時
代
に
は
、
村
々
に
庄
屋
・
小
走
・
使
番
・
桝
取
役
(
斗
差
と
も
い
う
)
・

組
頭
が
い
た
が
、
村
の
大
小
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
人
数
は
一
定
し
て
い
な
か
っ
た
。

庄
屋
に
は
中
世
の
土
豪
や
地
侍
の
出
が
多
く
、
久
万
山
で
は
、
久
万
大
除
城
主
大

野
氏
の
旗
下
が
、
天
正
一
三
年
(
一
五
八
五
)
、
秀
吉
の
四
国
征
伐
に
よ
っ
て
滅
び
、

一
統
下
城
し
、
帰
農
し
た
と
い
う
家
が
多
い
。
こ
う
し
た
家
が
中
心
と
な
っ
て
村
づ

く
り
を
し
て
き
た
が
、
や
が
て
近
世
に
な
っ
て
村
役
人
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

庄
屋
は
村
行
政
の
中
心
と
な
り
、
絶
対
権
を
持
っ
て
い
て
、
年
貢
の
収
納
・
村
の

土
木
工
事
・
戸
籍
の
調
査
・
宗
門
改
め
・
土
地
の
売
買
・
村
民
の
訴
願
・
村
民
の
生

活
上
の
こ
と
に
ま
で
そ
の
権
力
は
及
ん
だ
。

組
頭
は
庄
屋
の
補
佐
役
で
、
一
名
あ
る
い
は
数
名
お
り
、
小
走
は
庄
屋
の
命
に

よ
っ
て
村
内
の
使
い
走
り
、
使
番
は
他
村
へ
の
使
い
、
役
所
へ
の
使
い
を
し
、
年
貢
収

納
の
時
に
桝
で
は
か
っ
て
受
け
取
る
役
に
桝
取
役
が
い
て
、
こ
れ
ら
村
の
役
人
は
年

俸
に
あ
た
る
給
米
を
も
ら
っ
て
い
た
。
庄
屋
、
組
頭
は
代
々
世
襲
制
が
多
か
っ
た
。

百
姓
も
久
万
山
で
は
本
門
百
姓
と
無
縁
家
来
と
な
っ
て
い
る
。
百
姓
門
は
本
門
百

姓
で
田
畑
を
持
ち
、
家
屋
敷
を
持
ち
、
検
地
帳
の
上
で
年
貢
を
負
担
す
る
農
民
で
あ

り
、
無
縁
家
来
と
い
う
の
は
そ
う
し
た
こ
と
の
な
い
農
民
を
さ
す
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
小
農
民
は
一
七
世
紀
の
中
ご
ろ
ま
で
に
自
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
領

一
四
〇

主
は
こ
の
小
村
を
大
い
に
す
す
め
た
。
郡
奉
行
や
代
官
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
を
支
配

し
た
の
で
は
な
く
、
村
民
に
連
帯
責
任
を
も
た
せ
て
村
全
体
を
通
し
て
支
配
し
た
の

で
、
領
主
に
年
貢
を
収
め
る
の
も
村
が
単
位
で
、
検
地
帳
も
村
ご
と
に
作
り
、
年
貢

取
立
て
の
命
令
書
も
受
領
証
も
す
べ
て
村
あ
て
に
出
さ
れ
た
。
最
末
端
の
自
然
村
が

行
政
村
と
し
て
単
位
を
な
し
た
わ
け
で
あ
る
。

家
庭
生
活
に
お
い
て
も
戸
主
が
絶
対
権
を
持
ち
、
長
子
相
続
制
で
あ
っ
た
。
茶
の

間
の
座
席
に
も
序
列
が
あ
り
、
上
座
、
下
座
、
先
座
と
あ
っ
て
、
主
人
の
座
、
妻
の

座
、
下
男
下
女
の
座
と
き
ま
っ
て
い
た
。

こ
う
し
た
仕
組
み
の
中
で
人
々
は
ど
ん
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一

村
の
つ
き
あ
い

村
の
つ
き
あ
い
は
主
に
組
内

と
五
人
組
内
で
あ
っ
た
。
組
へ

入
る
に
は
組
入
り
と
い
う
の
が

あ
っ
て
、
酒
一
升
を
出
す
の
が

前
々
か
ら
の
習
わ
し
で
あ
っ
た
。

時
に
は
引
受
人
が
い
る
こ
と

も
あ
っ
た
り
、
誓
約
書
を
入
れ

る
時
も
あ
っ
た
り
し
た
と
い
う
。

組
の
規
約
は
別
に
な
い
が
、

夫
役
に
出
な
か
っ
た
り
、
組
内

に
迷
惑
を
か
け
た
り
し
て
し
ょ

う
が
な
い
時
に
は
、
お
こ
と
わ

絶入申込契約証書



り
を
さ
せ
る
。
こ
れ
を

「
恥
を
か
か
す
」
と
い
い
、
ま
た
組
内
へ
お
こ
と
わ
り
を
し

た
時
に
は
、
「
大
恥
を
か
い
た
」

と
い
う
ふ
う
に
い
っ
た
。

お
こ
と
わ
り
も
し
な
い
で
つ
づ
い
て
迷
惑
を
か
け
る
時
は
、
組
の
寄
合
い
で
協
議

し
て
組
は
ず
し
に
し
た
。
そ
れ
で
も
反
省
し
な
い
時
は
、
組
追
放
や
峠
で
た
た
き
払

い
の
制
裁
を
し
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
ご
く
少
な
か
っ
た
ら
し
い
。

「
ど
う
べ
ら
こ
い
の
は
そ
う
せ
ん
と
い
け
な
か
っ
た
」
と
い
う
。

ま
わ
り
養
い

四
国
遍
路
で
病
気
に
な
っ
て
動
け
な
い
者
や
、
組
内
で
貧
し
く
、
身
寄
り
の
な
い

者
な
ど
は
、
組
は
ず
れ
に
小
屋
を
建
て
、
そ
こ
に
住
ま
わ
せ
、
各
家
が
順
に
当
番
で

食
物
を
持
っ
て
い
っ
て
食
べ
さ
せ
て
養
っ
た
。
こ
れ
を
ま
わ
り
養
い
と
い
い
、
死
ん

だ
時
は
組
じ
ま
い
と
い
っ
て
組
の
連
中
で
葬
式
を
し
墓
も
作
っ
た
。
慈
悲
心
で
し
た

と
い
う
。入

合

地

入
合
地
は
山
で
、
上
畑
野
川
に
も
下
畑
野
川
に
も
あ
っ
た
。
村
か
ら
の
当
た
り
地

で
あ
り
年
貢
が
安
い
の
で
便
利
で
あ
っ
た
。
年
貢
は
年
末
に
米
を
集
め
て
支
払
い
を

し
た
。
も
ら
う
分
と
出
す
分
を
差
し
引
き
し
て
済
ま
せ
た
。
こ
れ
を
差
引
米
と
い
っ

た
。入

合
山
で
は
組
の
橋
を
か
け
る
材
料
や
、
個
人
の
家
の
薪
、
お
ろ
な
ど
も
自
由
に

と
っ
て
よ
か
っ
た
。
後
に
鑑
札
が
い
っ
た
。
鑑
札
は
木
の
札
に
焼
印
が
お
し
て
あ
っ

た
。後

に
は
共
同
植
林
を
し
た
り
し
た
が
、
時
々
は
利
害
関
係
で
け
ん
か
を
す
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
い
う
。

昭
和
の
初
め
ご
ろ
に
入
合
地
を
払
い
下
げ
、
個
人
に
分
け
売
り
し
て
、
今
は
全
部
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個
人
所
有
と
な
っ
て
い
る
。

道

作

り
(
第
三
章
「
労
働
と
な
ら
わ
し
」
参
照
)

部
落
の
大
事
な
行
事
で
あ
り
、
春
秋
の
二
回
各
戸
か
ら
一
人
ず
つ
出
て
道
作
り
を

す
る
。
秋
十
月
は
秋
日
と
決
ま
っ
て
い
た
。

主
人
に
さ
し
つ
か
え
の
あ
る
時
は
主
婦
が
代
理
で
行
く
こ
と
も
あ
る
。
仕
事
に

黙
っ
て
出
な
か
っ
た
ら

「
デ
ブ
サ
ン
」

と
い
っ
て
罰
金
を
出
す
こ
と
に
な
っ
て
い

た
。

虫

送

り
(
第
三
章
「
労
働
と
な
ら
わ
し
」
・
第
一
〇
章
「
民
間
信
仰
」
参
照
)

各
戸
か
ら
戸
主
が
出
て
行
う
。

雨

乞

い

(
第
一
〇
章
「
民
間
信
仰
」
参
照
)

雨
乞
い
は
、
餓
鬼
ケ
森
・
皿
ケ
嶺
・
菊
ケ
森
・
石
墨
山
・
桂
ケ
森
な
ど
の
高
い
山

に
各
戸
か
ら
戸
主
が
出
て
集
合
し
、
大
火
を
た
き
太
鼓
や
鐘
を
ド
ン

ド
ン

ド
ン

チ
ン
チ
ン
と
打
ち
な
ら
し
な
が
ら
、
百
万
遍
の
大
数
珠
を
順
ぐ
り
に
繰
っ
て
い

く
。

「
水
た
ま
れ

龍
宮
堂

ど
ん
ど
ん
ど
ん
つ
く

南
無
ま
い
だ
」

と
繰
り
か
え
す
。
夜
ど
お
し
火
を
た
い
て
祈
り
、
夜
明
け
方
に
帰
っ
て
く
る
。
そ

し
て
、
「
結
願
」
と
い
っ
て
お
宮
、
お
寺
に
集
ま
り
数
珠
を
繰
っ
て
、
神
仏
に
祈
り
、

酒
を
汲
み
か
わ
し
て
終
わ
る
の
で
あ
る
。

山

焼

き
(
第
三
章
「
労
働
と
な
ら
わ
し
」
参
照
)

入
合
地
、
萱
場
を
焼
く
組
の
共
同
作
業
で
、
一
戸
か
ら
主
人
が
一
人
ず
つ
出
て
山

を
焼
い
た
。
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大
ぶ
し
ん

家
を
建
て
る
時
に
は
組
中
が
手
伝
い
に
い
く
。
ま
ず
「
ど
う
づ
き
」

か
ら
は
じ
ま

る
。組

内
の
各
戸
か
ら
ひ
と
り
ず
つ

「
こ
う
ろ
く
」

で
出
る
。
音
頭
と
る
人
の

「
ど
う

づ
き
歌
」

に
合
わ
せ
て
、
威
勢
よ
く
「
ど
う
づ
き
」
が
は
じ
ま
る
。

歌
は
、
例
え
ば

『
こ
こ
の
や
し
ぎ
は

よ
い
や
し
き
、
「
そ
ー
れ
」

四
方
が
商
う
て
申
く
ぼ
て

「
そ
ー

れ
」
一
分
や
小
判
が
す
ず
れ
こ
む
え
ー
「
そ
-
れ
」
』

(
「

」
内
は
つ
く
人
の
合
い
の
手

で
あ
る
)

こ
う
し
て
仕
事
は
す
す
め
ら
れ
、
食
事
は
家
主
の
方
で
準
備
し
、
終
わ
れ
ば
、
酒
、

さ
か
な
で
祝
い
を
す
る
。

次
は
建
築
で
あ
る
。
大
工
(
棟
梁
を
は
じ
め
弟
子
)
が
大
勢
集
ま
り
、
大
黒
柱
か
ら

他
の
柱
と
順
に
仕
上
げ
、
木
び
さ
も
大
鏡
で
板
を
引
き
割
る
。
や
だ
き
(
う
し
)
も
で

き
準
備
万
端
で
き
る
と
建
前
と
な
る
。
親
せ
き
筋
、
組
内
の
連
中
が
集
ま
っ
て
建
て

あ
げ
る
。

仕
事
の
中
途
で
は

「
大
工
見
舞
い
」
が
あ
っ
て
、
ぼ
た
も
ち
を
た
く
さ
ん
作
っ
て

も
っ
て
い
き
、
大
工
を
ね
ぎ
ら
っ
た
。

建
て
終
わ
る
と
、
矢
を
作
り
、
七
色
の
木
綿
の
布
の
旗
を
立
て
て
神
に
感
謝
す
る

儀
式
を
行
い
、
家
主
は
酒
、
肴
を
準
備
し
て
お
祝
い
を
す
る
。

建
前
の
日
は
大
工
送
り
を
し
、
八
木
一
俵
を
大
工
の
棟
梁
に
贈
る
。

屋
根
ふ
き

各
戸
で
萱
を
も
ち
よ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
組
で
萱
を
刈
っ
た
り
し
て
そ
ろ
え
た
。

ま
た
縄
は
二
房
(
二
屍
は
縄
五
〇
尋
を
い
う
)
持
ち
寄
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

一
四
二

組
中
が
よ
っ
て
屋
根
ふ
き
、
あ
る
い
は
屋
根
替
え
を
す
る
の
で
あ
り
、
ふ
き
終
わ

る
と
宿
主
の
方
で
食
事
を
準
備
し
、
酒
さ
か
な
で
お
祝
い
を
し
て
終
わ
る
。

葬

式

(
第
八
章
「
風
俗
儀
礼
」
参
照
)

家
の
主
人
と
か
大
切
な
人
が
な
く
な
っ
た
時
は
、
組
じ
ま
い
と
い
っ
て
組
中
が
出

て
葬
儀
を
手
伝
う
。
家
に
よ
っ
て
戸
主
だ
け
の
時
も
あ
り
、
夫
婦
で
手
伝
う
時
も
あ

る
。そ

の
時
は
季
節
の
野
菜
、
米
や
金
を
お
悔
み
と
し
て
も
っ
て
い
く
。

子
供
が
亡
く
な
っ
た
時
は
、
伍
ち
ょ
う
内
で
す
る
が
、
組
で
す
る
時
も
あ
る
。

も
め
ご
と

人
格
の
優
れ
た
人
で
、
甘
い
も
幸
い
も
よ
く
知
っ
て
い
る
人
が
仲
裁
を
し
た
。
藩

政
時
代
は
、
お
庄
屋
さ
ん
が
し
た
。

組

寄

り

組
寄
り
は
組
長
が
招
集
す
る
。
必
要
に
よ
っ
て
総
代
が
組
長
や
大
字
の
住
民
を
集

め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

部
落
費
は
年
末
に
差
引
米
と
い
っ
て
、
出
す
方
と
も
ら
う
分
を
差
し
引
き
を
し
て

決
算
を
し
た
。

官
費
は
、
本
戸
が
一
円
な
ら
、
半
戸
は
そ
れ
の
半
分
の
五
〇
銭
出
す
。
本
戸
に
は

半
戸
は
頭
が
上
が
ら
な
か
っ
た
。

組
長
の
選
挙
は
、
指
名
で
あ
っ
た
が
、
明
治
の
中
ご
ろ
か
ら
は
輪
番
に
な
っ
た
。

組
長
に
は
組
内
で
好
か
れ
て
、
え
こ
ひ
い
き
の
な
い
公
平
な
人
が
選
ば
れ
、
以
前

は
な
か
な
か
え
ら
い
地
位
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
村
の
つ
き
あ
い
は
組
づ
き
あ
い
が
多
い
の
と
、
年
中
行
事
と

関
係
が
深
い
こ
と
が
わ
か
る
。
相
互
扶
助
と
い
う
面
で
も
よ
く
行
き
届
い
た
形
が
あ



り
、
自
治
的
な
形
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
藩
制
時
代
か
ら
明

治
・
大
正
と
つ
づ
い
て
き
て
い
る
組
づ
き
あ
い
は
、
長
い
伝
統
に
立
っ
て
現
代
も
つ

づ
い
て
い
る
組
が
多
い
。

二

氏

現
在
は
氏
神
様
は
、
大
字
ご
と
に
一
社
あ
る
。
合
祀
す
る
前
に
は
各
組
ご
と
に

あ
っ
た
。
地
域
住
民
の
信
仰
の
中
心
で
あ
り
、
住
民
は
氏
神
様
に
対
し
全
部
氏
子
で

あ
っ
た
。
宮
の
維
持
管
理
は
宮
総
代
、
寺
関
係
は
寺
総
代
が
主
管
し
、
費
用
は
神
社

費
、
寺
費
と
し
て
、
資
産
の
状
況
に
よ
っ
て
各
戸
か
ら
徴
集
し
た
。

藩
政
時
代
の
神
社
に
は
、
社
人
と
い
う
も
の
が
い
て
神
に
仕
え
、
寺
に
は
僧
侶
が

い
て
仏
に
仕
え
た
。

祭
日
は
春
・
夏
・
秋
・
冬
と
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
が
、
秋
祭
り
が
最
も
盛
大
に
行
わ
れ
、

神
輿
渡
御
が
あ
っ
た
。

神
社
以
外
に
山
の
神
様
・
火
の
神
様
で
あ
る
愛
宕
さ
ん
・
お
大
師
さ
ん
・
お
薬
師

さ
ん
・
お
観
音
様
が
あ
る
所
も
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
縁
日
に
は
お
参
り
を
し
た
。

三

講
(
第
一
〇
章
「
民
間
信
仰
」
参
照
)

頼
母
子
講

組
単
位
が
主
で
、
掛
け
金
を
か
け
て
い
っ
て
一
番
必
要
な
者
が
先
に
と
っ
て
い
く

し
く
み
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
に
多
か
っ
た
。

馬
頼
母
子
と
い
う
の
も
あ
っ
て
、
こ
れ
は
全
戸
強
制
加
入
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
入

ら
な
か
っ
た
ら
組
ま
ま
こ
に
な
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
馬
が
死
ん
だ
時
に
備
え
る

講
で
あ
る
。
明
治
・
大
正
以
前
は
、
馬
が
各
戸
に
い
て
、
馬
は
農
家
経
営
を
し
て
い
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く
上
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
、
生
活
に
直
結
し
て
い
た
関
係
か
ら
で
き
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

米

語
(
米
頼
母
子
と
も
い
う
)

農
家
の
内
で
、
病
人
が
あ
っ
た
り
、
不
幸
が
あ
っ
た
り
し
て
、
そ
の
年
の
生
活
に

困
る
か
、
あ
る
い
は
、
田
畑
・
山
林
な
ど
の
不
動
産
購
入
・
家
屋
の
改
築
な
ど
で
、

一
時
に
多
額
の
費
用
が
必
要
と
さ
れ
た
と
き
に
、
親
族
・
組
内
・
友
人
な
ど
の
グ

ル
ー
プ
で
、
一
定
の
掛
米
を
出
し
合
っ
て
援
助
し
合
う
仕
組
み
で
あ
る
。
援
助
を
受

け
た
家
は
、
長
年
で
こ
の
負
債
を
返
し
て
い
く
。
翌
年
か
ら
同
量
の
米
を
、
グ
ル
ー

プ
の
内
で
そ
の
年
に
最
も
必
要
と
す
る
も
の
が
取
る
。
全
員
が
取
り
終
わ
る
ま
で
、

毎
年
一
回
年
末
に
か
け
て
い
く
。
こ
れ
を
米
頼
母
子
と
い
い
、
こ
の
頼
母
子
を
つ

く
っ
た
人
を
頼
母
子
親
と
い
う
。

親
の
名
を
と
っ
て

「
何
某
始
め
頼
母
子
」
と
い
う
名
称
で
呼
び
、
親
以
外
の
も
の

を
子
と
し
て
、
頼
母
子
帳
を
作
製
す
る
。

帳
面
に
は
、

一
、
親
名
及
び
そ
の
他
の
連
名
・
捺
印

一
、
規
約

1
、
掛
け
米

2
、
利
息
及
び
利
息
分
配
法

3
、
取
り
番
氏
名
・
及
び
年
月
日
・
並
び
に
保
証
人
等

4
、
そ
の
他
必
要
事
項

が
記
さ
れ
て
お
り
、
総
代
一
名
を
き
め
て
、
総
代
が
保
管
し
て
い
る
。

米
頼
母
子
に
は
全
員
が
二
〇
俵
、
五
〇
俵
を
年
々
掛
け
る
大
き
な
も
の
も
あ
っ
た

が
、
こ
れ
ら
は
特
別
で
、
普
通
一
般
で
は
二
俵
掛
け
か
ら
五
俵
掛
け
が
多
か
っ
た
。

一
四
三
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負
債
者
(
既
取
者
)
の
支
払
い
利
息
も
安
く
、
取
っ
た
翌
年
か
ら
、
自
己
の
掛
け
米
の

二
、
三
割
を
納
め
る
程
度
で
あ
っ
た
。

利
息
の
分
配
方
法
に
は
、
年
々
利
息
を
加
算
し
て
受
け
取
る
も
の
と
、
取
り
番
を

除
い
た
未
取
者
に
利
息
を
割
り
も
ど
し
、
未
取
者
の
掛
け
米
を
年
々
少
な
く
す
る
方

法
の
二
種
類
が
あ
っ
た
。

年
一
回
頼
母
子
講
を
開
き
、
掛
け
米
と
利
息
米
を
持
ち
寄
り
、
酒
・
さ
か
な
・
す

し
な
ど
で
祝
っ
た
後
、
く
じ
な
ど
で
取
り
番
を
定
め
た
。
負
債
者
は
支
払
い
利
息
が

安
く
て
助
か
る
し
、
ま
た
、
未
取
者
も
か
な
り
の
利
殖
と
な
る
意
味
で
、
親
も
子
も

頼
り
に
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
頼
母
子
」
と
い
う
名
が
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

頼
母
子
講
の
人
数
に
は
制
限
が
あ
り
、
二
名
か
一
三
名
で
行
う
の
が
常
で
あ
っ
た
。

こ
の
人
数
で
い
く
と
、
親
も
子
も
無
理
が
当
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

現
在
も
、
米
頼
母
子
は
、
経
済
的
に
み
て
も
現
物
持
ち
寄
り
で
あ
る
た
め
あ
ま
り

変
化
が
な
い
。
現
物
の
か
わ
り
に
、
「
三
等
米
政
府
売
り
渡
し
価
格
」
と
い
う
よ
う
な

規
定
を
設
け
て
、
(
実
際
に
は
金
納
で
あ
る
)
米
頼
母
子
を
続
け
て
い
る
地
区
が
あ
る
。

四

若
連
中
と
子
ど
も
組

大
正
以
前
は
若
連
中
と
い
う
青
年
の
集
団
が
あ
っ
て
、
一
五
、
六
歳
に
な
っ
た
ら

強
制
的
に
こ
の
組
に
い
れ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
結
婚
し
た
ら
や
め
る
。
必
要
に

よ
っ
て
組
々
で
会
堂
に
集
ま
り
会
議
も
し
た
。
こ
の
若
連
中
の
す
る
こ
と
は
、
秋
祭

り
の
輿
守
、
獅
子
舞
い
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
青
年
の
大
切
な
役
割
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
集
ま
っ
た
時
に
は
「
力
石
」
を
か
つ
い
で
力
だ
め
し
を
し
た
り
し
た
。
「
あ
り

殺
し
」
と
い
う
の
が
初
級
で
力
石
を
あ
り
が
通
る
ぐ
ら
い
し
か
上
げ
ら
れ
な
い
級
、

次
が
「
膝
取
り
」
で
膝
ま
で
石
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
級
、
次
は
腹
ま
で
、
最
上

力 石

(左下一俵目・左上15貫右二俵日 直瀬下組公会堂にて)

一
四
四

級
が
肩
ま
で
と
い
う
四
段
階
あ
っ

て
、
肩
ま
で
上
げ
た
ら
名
誉
で
あ

り
、
力
自
慢
の
一
つ
で
あ
っ
た
と

い
う
。

明
治
・
大
正
以
前
は

「
相
撲
」

が
大
流
行
し
、
宮
の
奉
納
相
撲
が

各
村
々
で
行
わ
れ
、
青
年
が
よ
く

相
撲
を
と
り
村
の
人
々
も
大
勢
見

に
い
っ
た
。

い
わ
ざ
小
屋

小
組
の
集
会
所
で
、
青
年
た
ち

が
こ
こ
へ
集
ま
っ
て
、
ぞ
う
り
や

わ
ら
じ
な
ど
を
作
っ
た
。

娘
連
中
の
集
団
は
な
か
っ
た
。
「
女
の
子
は
外
へ
出
歩
く
も
の
で
な
い
」

と
い
う

考
え
方
か
ら
き
て
い
た
が
、
お
稽
古
ご
と
は
、
四
人
、
五
人
と
習
い
に
い
っ
た
。
裁

縫
と
か
、
三
味
線
習
い
で
あ
っ
た
。

よ

ば

い

昭
和
の
は
じ
め
ご
ろ
ま
で
は
よ
く
あ
っ
た
。
若
い
衆
が
娘
さ
ん
の
所
へ
夜
い
く
の

で
あ
る
が
、
親
が
気
に
い
っ
た
青
年
で
あ
れ
ば
は
い
ら
す
が
、
気
に
い
ら
な
い
時
は

戸
を
し
め
て
入
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
。

五

同
族
関
係

同
族
は
も
と
も
と
血
縁
関
係
を
表
す
も
の
で
あ
り
、
本
家
、
分
家
が
中
心
で
形
造



ら
れ
、
相
互
扶
助
の
精
神
が
そ
の
根
幹
で
あ
っ
た
。

こ
の
本
家
、
分
家
を
含
め
た
血
族
関
係
に
あ
る
も
の
を

「
一
ま
き
」

と
か

「
ま

き
」

と
か
い
っ
た
。
が
、
な
か
に
は
幼
少
の
こ
ろ
子
守
り
と
し
て
養
育
を
受
け
、
長

じ
て
作
男
と
な
り
、
そ
の
家
か
ら
「
し
わ
け
」

(
商
家
で
い
う
の
れ
ん
わ
け
)
を
し
て
も

ら
っ
た
者
や
、
風
俗
儀
礼
の
中
に
述
べ
る
名
つ
け
親
に
名
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
子
ど

も
な
ど
も
含
め
て
一
ま
き
と
称
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

ま
た
、
姻
戚
関
係
は
同
族
と
は
い
わ
な
か
っ
た
が
、
養
子
縁
組
に
よ
る
養
子
は
同

族
と
し
た
。
つ
ま
り
、
嫁
の
里
方
・
養
子
の
里
方
は
同
族
と
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ

る
。相

互
扶
助
は
以
下
述
べ
る
よ
う
な
状
態
で
行
わ
れ
た
。

本
家
は
分
家
と
異
な
り
、
資
産
も
相
応
に
多
い
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
こ
の
本
家

を
中
心
に
し
て
つ
き
合
い
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、
一
族
に
こ
と
あ
る
と

き
は
す
べ
て
手
伝
い
あ
っ
た
。
冠
婚
葬
祭
は
も
と
よ
り
、
農
事
、
山
林
の
作
業
な
ど

の
手
伝
い
も
す
べ
て
無
報
酬
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
本
家
の
主
人
は
絶
対
の
権
力
を

も
っ
て
お
り
、
そ
の
命
令
に
服
従
し
な
い
も
の
は
一
族
か
ら

「
の
け
も
の
扱
い
」

に

さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
本
家
か
ら
の
招
集
命
令
が
出
る
と
、
な
に
を
お
い
て
も
本
家

の
お
手
伝
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
利
用
し
て
私
財
の
蓄
積
に
つ

と
め
る
本
家
も
多
か
っ
た
。

そ
の
反
面
、
本
家
は
、
分
家
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
な
援
助
も
行
っ
た
。
た
と
え
ば
、

薪
炭
、
竹
材
、
金
銭
の
貸
与
、
米
麦
の
供
与
な
ど
が
あ
る
。
金
銭
は
無
利
子
で
元
金

の
み
を
返
済
さ
せ
た
が
、
他
は
す
べ
て
無
償
提
供
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
一
族
の
中
で
の
も
め
ご
と
も
す
べ
て
本
家
が
そ
の
裁
量
を
し
た
。
し
た

が
っ
て
、
本
家
は
一
族
の
代
表
で
あ
り
、
本
家
が
衰
微
す
れ
ば
、
分
家
の
生
活
に
も
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直
接
響
く
の
で
、
本
家
の
隆
盛
に
分
家
は
憲
を
注
い
だ
。

本
家
が
一
族
の
代
表
者
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
社
会
的
に
も
本
家
は
丁
重
に
扱
わ

れ
た
。
本
家
が
他
の
一
族
か
ら
て
い
重
な
扱
い
を
受
け
る
た
め
に
は
、
本
家
の
主
人

や
家
族
が
立
派
で
あ
る
と
同
時
に
、
資
産
も
相
応
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
本

家
が
社
会
的
に
尊
重
さ
れ
る
こ
と
は
そ
の
一
族
の
名
誉
で
あ
る
と
同
時
に
、
同
族
全

体
の
社
会
的
地
位
が
向
上
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
同
族
間
で
社
会
的
地

位
を
低
下
さ
せ
る
行
為
は
、
お
互
い
に
戒
め
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う

な
も
の
が
出
る
と
、
そ
れ
は
一
族
の
恥
じ
と
し
て
同
族
間
か
ら
見
放
さ
れ
る
結
果
と

な
り
、
他
の
一
族
か
ら
も
相
手
に
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
た
め
家

の
生
活
が
支
え
ら
れ
な
く
な
る
場
合
さ
え
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
同
族
か
ら
見
放
さ
れ

る
こ
と
は
、
そ
の
地
域
で
の
生
活
権
が
す
べ
て
く
ず
れ
去
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

親
が
六
〇
歳
ご
ろ
に
な
る
と
、
「
隠
居
」
と
称
し
て
そ
の
実
権
を
長
男
に
譲
り
、
余

世
を
送
る
者
が
多
か
っ
た
。
隠
居
を
し
て
い
て
も
よ
ほ
ど
の
難
問
が
も
ち
あ
が
る
と

再
び
そ
の
裁
量
に
乗
り
出
す
こ
と
が
あ
っ
た
。

実
権
を
譲
ら
れ
て
、
家
督
を
引
き
継
い
だ
家
を

「
お
も
や
」

と
い
っ
た
。
こ
れ
は

隠
居
に
対
し
て
い
っ
た
呼
び
名
で
あ
る
。

六

身
分
的
呼
称

身
分
的
呼
称
と
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
呼
ば
れ
る
人
の
社
会
的
あ
る
い
は
家
族
的

地
位
・
立
場
な
ど
に
よ
っ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

○
下
男
の
こ
と
を
社
会
一
般
で
は

「
あ
ら
し
こ
」

と
い
う
が
、
下
男
を
雇
っ
て
い
る
家
で

は

「
に
い
」

と
呼
ぶ
こ
と
が
多
か
っ
た
。

○
下
女
に
対
し
て
は

「
ね
え
」

と
い
っ
て
い
た
。

一
四
五
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○
本
家
の
主
人
を
呼
ぶ
場
合
は
「
だ
ん
な
さ
ん
」
、
隠
居
を
し
た
人
に
対
し
て
は
「
大
だ
ん

な
さ
ん
」
、
本
家
の
主
人
の
妻
に
対
し
て
は

「
お
よ
め
さ
ん
」
、
本
家
の
主
人
が
養
子
の

場
合
、
そ
の
家
の
義
父
母
が
他
人
に
対
し
て
話
す
時
は

「
う
ち
の
に
い
」
と
い
う
よ
う

な
こ
と
ば
を
使
っ
て
い
た
。
嫁
に
も
ら
っ
た
場
合
は
、
「
う
ち
の
ね
え
」

と
い
っ
て
い

た
。

○
父
親
を
呼
ぶ
場
合
、
「
と
う
や
ん
、
と
っ
ち
ゃ
ん
」
、
母
親
を
呼
ぶ
場
合
、
「
か
あ
や
ん
、

か
あ
ち
ゃ
ん
」
、
祖
父
を
呼
ぶ
場
合
、
「
じ
い
や
ん
、
じ
い
ち
ゃ
ん
」
、
祖
母
を
呼
ぶ
場

合
、
「
ば
あ
や
ん
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と
い
っ
た
呼
び
方
が
最
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。
所
に

よ
っ
て
は
、
母
親
の
こ
と
を
「
お
か
や
ん
」
と
い
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

限
ら
れ
た
地
区
で
の
み
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

○
養
子
が
義
父
を
呼
ぶ
時
は
、
「
お
や
じ
さ
ん
」
と
い
っ
て
い
た
。

○
男
の
子
に
対
し
て
は

「
ほ
う
」
と
い
い
、
女
の
子
に
対
し
て
は

「
じ
ょ
う
」
と
い
う
。

男
女
と
も
に
二
〇
歳
ご
ろ
ま
で
こ
の
呼
び
方
で
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
結
婚
を

す
る
と
、
「
わ
か
い
し
」
、
「
ね
え
」
と
い
う
こ
と
ば
に
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

○
目
下
の
者
に
対
し
て
は
、
大
半
が
呼
び
捨
て
で
あ
っ
た
。
(
特
に
家
庭
内
で
)

○
社
会
的
に
地
位
・
身
分
の
高
い
者
に
対
し
て
は
、
「
先
生
・
大
将
」
と
い
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

○
ま
た
、
人
を
軽
蔑
し
た
い
い
方
の
場
合
に
も
、
「
先
生
・
大
将
」
を
使
っ
て
い
た
。

○
他
人
同
士
で
、
し
か
も
同
列
の
場
合
は
、
「
○
○
に
い
、
○
○
ね
え
」
と
呼
ん
で
い
る
。

○
夫
が
妻
の
こ
と
を
他
人
に
話
す
時
は
、
「
う
ち
の
お
か
あ
」
と
い
い
、
ま
た
、
妻
を
呼
ぶ

場
合
も
「
お
か
あ
」
と
い
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
呼
び
方
は
、
現
在
も
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

四
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